
3

（3）2018（平成30）年６月1日号

中学生連載企画

私たちの
ふるさと
松山学

栗
田
樗
堂

四
国
第
一
の
俳
人

　
私
た
ち
は
城
西
地
域
の
偉
人
で
江
戸
時
代
に
活
躍
し
た

俳
人
・
栗
田
樗
堂
に
つ
い
て
調
べ
ま
し
た
。
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城西中学校

く
り

　
た

ち
ょ

　
ど
う

夢中になれるものを大切に
　栗田樗堂は、権力や名誉などにとらわれず、俳諧
に人生をささげた人で、樗堂が詠んだ句には温厚
なものが多く、人柄が表れています。私たちは、今
回樗堂について学んでいくうちに、人に対する思い
やりの気持ちの大切さやみんな平等であるというこ
とをあらためて考えることができました。樗堂の俳
諧に対する熱意のように、私たちも夢中になれるも
のを大切にしていきたいと思いました。

 

四
国
第
一
の
俳
人
・
栗
田
樗
堂

　
松
山
の
俳
人
と
い
え
ば
正

岡
子
規
が
有
名
で
す
が
、子
規

が
活
躍
す
る
よ
り
も
１
０
０

年
以
上
も
前
の
江
戸
時
代
の

松
山
で
活
躍
し
、子
規
も「
四

国
第
一
の
俳
人
」と
称
賛
し
て

い
る
人
物
が
栗
田
樗
堂
で
す
。

　
樗
堂
は
、幼
い
頃
か
ら
松
尾

芭
蕉
に
憧
れ
を
抱
い
て
お
り
、

仕
事
の
傍
ら
、栗
田
家
の
養
父

か
ら
俳
諧
を
学
び
始
め
ま
し
た
。

や
が
て
樗
堂
は
俳
人
と
し
て
、伊

予
の
国
に
と
ど
ま
ら
ず
、全
国
的

に
名
を
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。芭
蕉
の
亡
き
後
、当
時

の
中
心
的
指
導
者
で
あ
っ
た
加

藤
暁
台
の
教
え
を
受
け
励
ん
だ

こ
と
で
、樗
堂
自
身
が
指
導
す
る

立
場
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。樗
堂

の
も
と
に
は
、都
か
ら
地
方
か

ら
、俳
諧
の
仲
間
が
訪
ね
て
来
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。そ
の
中
に

は
小
林
一
茶
も
い
ま
し
た
。

 「
庚
申
庵
」で
俳
諧
に
専
念

　　52歳
の
時
、樗
堂
は
つ
い
に

文
人
と
し
て
生
き
る
決
意
を
し
、

味
酒
野
に
、煎
茶
を
味
わ
い
、四

季
の
変
化
を
楽
し
む
た
め
の
質

素
な
庵
を
建
て
ま
し
た
。樗
堂
の

こ
う 

し
ん 

あ
ん

（後列左から）森松 優さん（３年）、　西山 愛梨さん
（３年）、岡本 隆之介さん（３年）、（前列左から）永
木 音葉さん（３年）、正岡 優奈さん（２年）、武智 
友香さん（３年）

建
て
た
庵
は
、庚
申
の
年
に
建
て

ら
れ
、「
古
庚
申
」と
い
う
ほ
こ
ら

が
す
ぐ
近
く
に
あ
っ
た
こ
と
か

ら「
庚
申
庵
」と
名
付
け
ら
れ
ま

し
た
。樗
堂
は
、こ
の
庚
申
庵
で

煩
わ
し
い
日
常
か
ら
逃
れ
、俳
諧

に
精
進
し
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。

　
ま
た
、終
生
の
友
と
な
っ
た
小

林
一
茶
と
の
便
り
の
や
り
と
り

は
、庚
申
庵
で
も
絶
え
る
こ
と
な

く
続
き
、交
流
を
深
め
ま
し
た
。

い
っ
さ

 

庚
申
庵
を
訪
問
し
て
み
て

　
庚
申
庵
の
庭
は
自
然
に
囲
ま

れ
て
い
て
、和
室
か
ら
は
美
し
い

池
や
四
季
折
々
の
花
を
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。和
室
の
造
り
は

簡
素
で
す
。こ
れ
は
、建
物
が
朽

ち
、土
に
戻
っ
て
い
く
こ
と
を
前

提
に
造
ら
れ
て
お
り
、人
生
が
は

か
な
い
こ
と
、人
間
も
い
ず
れ
こ

の
世
か
ら
去
る
こ
と
と
つ
な
が
っ

て
い
ま
す
。ま
た
床
の
間
の
な
い

部
屋
や
、腰
を
か
が
め
て
入
る
煎

茶
の
た
め
の
茶
室
に
は
、樗
堂
の

「
身
分
に
関
係
な
く
俳
諧
や
煎
茶

を
楽
し
ん
で
ほ
し
い
」と
い
う
思

い
が
表
れ
て
い
ま
す
。

　
樗
堂
の
俳
諧
へ
の
思
い
は
多

く
の
人
に
受
け
継
が
れ
、み
ん
な

が
俳
句
に
親
し
む
ま
ち
、松
山
へ

と
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。ま
た
、

庚
申
庵
は
樗
堂
が
生
き
た
頃
の
姿

に
復
元
さ
れ
、当
時
の
様
子
や
樗

堂
の
思
い
を
し
の
ぶ
こ
と
が
で
き

ま
す
。庵
の
縁
側
に
座
っ
て
庭
を

眺
め
て
い
る
と
、樗
堂
の
時
代
を

感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

き
ょ
う
た
い

　
松
山
の
先
人
や
文
化
に

関
す
る
心
に
響
く
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
ま
と
め
た
教
材

集
で
す
。一
話
が
10
〜
14

ペ
ー
ジ
程
度
で
、気
軽
に
松

山
ゆ
か
り
の
先
人
の
足
跡

や
文
化
に
親
し
む
こ
と
が

で
き
、市
立
図
書
館
で
見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

先
人
と
文
化
の
読
み
物
教
材

「
語
り
継
ぎ
た
い

 

ふ
る
さ
と
松
山
百
話 

　
　
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
」

第Ⅲ巻に栗田樗堂を収録


