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一
　
は
じ
め
に

　

こ
れ
ま
で
中
学
校
で
は
、
俳
句
を
「
読
む
こ
と
」

の
学
習
に
お
け
る
韻
文
学
習
の
一
つ
と
し
て
、
詩
や

短
歌
と
と
も
に
位
置
付
け
て
き
た
。
今
回
、
学
習
指

導
要
領
の
改
訂
に
よ
り
、小
学
校
三
・
四
年
生
の
「
伝

統
的
な
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項
」
に
、「
易
し
い

文
語
調
の
短
歌
や
俳
句
に
つ
い
て
、
情
景
を
思
い
浮

か
べ
た
り
、
リ
ズ
ム
を
感
じ
取
り
な
が
ら
音
読
や
暗

唱
を
し
た
り
す
る
こ
と
」
が
指
導
事
項
と
し
て
示
さ

れ
た
。

　

そ
こ
で
、
中
学
校
に
お
け
る
俳
句
学
習
を
、
こ
れ

ま
で
の
よ
う
に
、「
俳
句
を
読
み
味
わ
う
」
こ
と
に

終
始
す
る
の
で
な
く
、
第
二
学
年
の
「
書
く
こ
と
」

の
言
語
活
動
例
に
あ
る
「
表
現
の
仕
方
を
工
夫
し
て

詩
歌
を
つ
く
る
」活
動
や
第
三
学
年
の「
話
す
こ
と
・

聞
く
こ
と
」
の
言
語
活
動
例
に
あ
る
「
相
手
を
説
得

す
る
た
め
に
意
見
を
述
べ
合
う
」
活
動
と
関
連
付
け

た
指
導
を
行
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
た
。

二
　
な
ぜ
「
俳
句
」
な
の
か

　

本
単
元
「
言
葉
を
磨
く
」
は
、
略
語
や
短
文
で
会

話
を
し
が
ち
な
子
ど
も
た
ち
の
語
彙
力
や
言
語
感

覚
、
討
議
力
を
高
め
る
目
的
で
設
定
し
た
。
吟
味
に

吟
味
を
重
ね
た
十
七
文
字
の
中
に
凝
縮
さ
れ
た
作
者

の
思
い
に
触
れ
、
感
動
を
味
わ
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

子
ど
も
た
ち
の
言
葉
が
磨
か
れ
て
い
く
と
考
え
て
の

こ
と
で
あ
る
。

三
　
主
な
学
習
活
動
と
ね
ら
い

主
な
学
習
活

活
動
の
主
な
ね
ら
い

時
間

　

教
科
書
教
材「
俳

句
の
世
界
」
を
読

み
味
わ
う
。

　

俳
句
が
描
き
出
す
世
界
を
味

わ
わ
せ
、
も
の
の
見
方
や
考
え

方
を
広
げ
さ
せ
る
。

3

　

語
句
を
選
び
組

み
合
わ
せ
を
工
夫

し
て
俳
句
を
創
る
。 　

語
句
の
選
び
方
や
組
み
合
わ

せ
方
を
工
夫
し
な
が
ら
俳
句
を

創
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
語

彙
力
や
言
語
感
覚
を
高
め
る
。

2

　
「
句
会
」を
行
い
、

俳
句
を
鑑
賞
す
る
。　

そ
れ
ぞ
れ
の
俳
句
の
よ
さ
に

つ
い
て
、
根
拠
を
明
確
に
し
な

が
ら
討
議
を
さ
せ
る
。

1

四
　
句
会
で
討
議
力
を
高
め
る

　
「
俳
句
の
世
界
」
で
学
ん
だ
こ
と
を
生
か
し
て
俳

句
を
創
作
さ
せ
た
後
、
句
会
を
開
い
た
。
こ
こ
で
は

俳
句
を
鑑
賞
す
る
と
い
う
ね
ら
い
と
と
も
に
、
討
議

力
を
高
め
る
こ
と
を
ね
ら
っ
て
授
業
を
創
造
し
た
。

　

主
な
学
習
活
動
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①�　

モ
デ
ル
の
俳
句
を
参
考
に
、
よ
り
よ
い
俳
句
の
選
び

方
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

②　

本
時
の
学
習
目
標
と
学
習
の
進
め
方
を
確
認
す
る
。

③�　

語
句
の
組
み
合
わ
せ
が
最
も
適
し
て
い
る
と
思
う
俳

句
を
選
び
、
投
票
す
る
。

④�　

同
じ
俳
句
を
選
ん
だ
者
同
士
で
グ
ル
ー
プ
を
つ
く

り
、
俳
句
の
良
さ
を
ま
と
め
、
他
の
グ
ル
ー
プ
を
納
得

さ
せ
る
た
め
の
作
戦
を
練
る
。

⑤�　

自
分
た
ち
が
選
ん
だ
俳
句
の
良
さ
を
、
他
の
グ
ル
ー

プ
に
説
明
し
、
そ
の
良
さ
を
納
得
さ
せ
る
。

⑥　

説
明
を
聞
き
な
が
ら
質
問
や
意
見
交
換
を
す
る
。

⑦　

改
め
て
俳
句
を
選
び
直
し
、
投
票
す
る
。

⑧　

考
え
が
変
わ
っ
た
理
由
に
つ
い
て
話
し
合
う
。

⑨�　

最
終
的
に
一
席
に
な
っ
た
俳
句
を
発
表
し
、
作
者
の

思
い
を
聞
く
。

　

討
議
力
を
高
め
る
た
め
に
は
、
自
分
の
考
え
や
意

見
と
そ
の
根
拠
を
明
確
に
も
つ
こ
と
が
大
切
で
あ

る
。
そ
の
た
め
に
、以
下
の
よ
う
な
場
を
設
定
し
た
。

○　

俳
句
を
一
句
選
ぶ
と
い
う
自
己
決
定
の
場

○�　

自
分
た
ち
が
選
ん
だ
俳
句
に
票
が
集
ま
る
よ
う
に
、
他

者
を
説
得
す
る
た
め
の
根
拠
や
訴
え
方
を
工
夫
す
る
場

○　

相
手
を
説
得
す
る
場

○�　

自
分
と
他
者
の
考
え
を
比
較
し
た
上
で
、
よ
り
よ
い

考
え
を
選
択
す
る
場

　「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」　
中
学
校
で
の
実
践
例

　
〜
討
議
力
を
高
め
る
句
会
の
実
践
〜

鹿
児
島
大
学
教
育
学
部
附
属
中
学
校
　
　

林
　
涼
子
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五
　
授
業
の
ポ
イ
ン
ト

　

授
業
の
主
な
ポ
イ
ン
ト
は
以
下
の
四
点
で
あ
る
。

①�　

自
分
の
考
え
や
意
見
を
明
確
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
状
況
に
子
ど
も
を
追
い

込
む
。

　

人
任
せ
で
な
く
、
自
分
で
意
思
決
定
を
し
な
け
れ

ば
、
投
票
は
で
き
な
い
。
子
ど
も
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
俳
句
を
比
較
・
吟
味
し
、
わ
ず
か
十
七
文
字
の

中
か
ら
で
き
る
だ
け
多
く
の
良
さ
や
そ
の
根
拠
を
探

り
出
そ
う
と
四
苦
八
苦
す
る
。
そ
れ
を
一
人
で
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
必
然
的
に
「
本
気
」
で

取
り
組
む
よ
う
に
な
る
。

②�　
「
自
分
が
選
ん
だ
俳
句
が
一
席
に
な
る
よ

う
に
、
票
集
め
を
す
る
」
と
い
う
、
ゲ
ー
ム

に
近
い
感
覚
を
味
わ
わ
せ
な
が
ら
、
相
手
を

説
得
し
た
り
納
得
さ
せ
た
り
す
る
活
動
を
行

わ
せ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
同
じ
俳
句
を
選
ん
だ
者
同
士
で
グ

ル
ー
プ
を
つ
く
ら
せ
、協
同
で
説
得
す
る
た
め
の「
作

戦
」
を
練
ら
せ
る
。
俳
句
の
良
さ
や
そ
の
根
拠
を
他

者
に
ア
ピ
ー
ル
し
、
他
者
の
考
え
を
変
え
る
た
め
の

作
戦
を
練
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
討
議
を
活
性
化
さ
せ

る
と
と
も
に
、
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
広
げ
た
り

深
め
た
り
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。

③�　

説
明
を
聞
き
な
が
ら
質
問
や
意
見
交
換
を

す
る
場
や
役
割
を
設
定
す
る
。

　

子
ど
も
た
ち
は
、
相
手
の
説
明
を
聞
い
て
納
得
す

る
こ
と
が
多
く
、
質
問
し
た
り
、
相
手
の
弱
点
を
指

摘
し
た
り
す
る
こ
と
が
な
か
な
か
で
き
な
い
。
そ
こ

で
、話
し
合
い
を
活
性
化
さ
せ
る
た
め
に
、各
グ
ル
ー

プ
で
、
進
行
係
、
発
表
係
、
質
問
に
答
え
る
係
、
他

の
グ
ル
ー
プ
に
質
問
を
す
る
係
を
決
め
さ
せ
、
各
自

の
役
割
を
明
確
に
さ
せ
て
お
く
。

　

子
ど
も
た
ち
は
、
実
際
に
相
手
を
説
得
し
た
り
、

相
手
か
ら
の
質
問
に
答
え
た
り
す
る
過
程
で
、
討
議

の
仕
方
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て
い
く
の
で
あ
る
。

④
俳
句
を
再
度
選
び
直
し
、
再
投
票
さ
せ
る
。

　

他
者
の
意
見
や
考
え
を
聞
い
て
自
分
の
考
え
が
変

わ
る
と
い
う
こ
と
は
、
考
え
が
広
が
っ
た
り
深
ま
っ

た
り
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
再
投
票
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
実
感
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　

他
に
、
投
票
用
紙
を
工
夫
す
る
こ
と
も
大
切
で
あ

る
。
自
分
が
良
い
と
思
っ
た
俳
句
番
号
を
書
か
せ
る

だ
け
で
な
く
、
な
ぜ
良
い
と
思
っ
た
の
か
、
そ
の
根

拠
ま
で
書
か
せ
る
よ
う
に
す
る
。

　

ま
た
、
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
っ
た
こ
と
を
メ
モ
す

る
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
も
準
備
し
て
お
く
。

　

句
会
で
は
、
四
十
人
が
創
っ
た
俳
句
の
中
か
ら
教

師
が
六
句
に
絞
っ
て
無
記
名
で
提
示
し
た
。
あ
る
程

度
完
成
度
の
高
い
俳
句
を
比
較
す
る
こ
と
が
討
議
を

活
性
化
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
の
こ
と

で
あ
る
。
時
間
的
に
も
六
句
が
適
切
で
あ
っ
た
と
考

え
る
。
投
票
に
当
た
っ
て
は
、
各
俳
句
の
下
に
ネ
ー

ム
カ
ー
ド
を
は
ら
せ
、
そ
の
カ
ー
ド
を
も
と
に
、
グ

ル
ー
プ
編
成
を
行
っ
た
。

六
　
お
わ
り
に

　

俳
句
は
、
今
や
英
訳
さ
れ
た
り
英
語
で
創
ら
れ
た

り
す
る
ほ
ど
国
際
的
に
な
っ
て
き
た
。
短
詩
型
の
文

学
と
し
て
日
本
が
誇
る
俳
句
を
、
子
ど
も
た
ち
に
も

今
ま
で
以
上
に
親
し
ま
せ
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

　

本
実
践
は
、
俳
句
と
い
う
日
本
の
伝
統
的
な
言
語

文
化
に
じ
っ
く
り
と
向
き
合
い
な
が
ら
、
あ
ま
り
力

ま
ず
に
討
議
力
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点

で
、
効
果
的
な
指
導
法
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
る
。

は
や
し
　
り
ょ
う
こ 

平
成
十
五
年
度
よ
り
本
校
に
勤
務
。「
豊

か
な
言
語
生
活
を
営
む
生
徒
の
育
成
」と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
、

研
究
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
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