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■
は
じ
め
に

　

現
代
文
の
韻
文
教
材
は
嫌
だ
。
詩
も
短
歌
も
で
き
れ
ば
や
り
た

く
な
い
。
ま
し
て
俳
句
と
な
る
と
生
理
的
に
受
け
付
け
な
い
。
そ

ん
な
国
語
教
師
も
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

　

大
根
の
葉
が
流
れ
よ
う
が
、
牡
丹
の
花
が
落
ち
よ
う
が
、「
そ

れ
が
何
な
の
？
」
と
突
っ
込
ま
れ
る
と
も
う
自
信
喪
失
で
す
。
指

導
書
に
書
い
て
あ
る
内
容
は
ど
れ
も
似
た
よ
う
な
も
の
で
、
俳
句

を
扱
う
時
だ
け
は
す
べ
て
の
教
師
が
山
本
健
吉
に
な
っ
て
鑑
賞
を

押
し
つ
け
て
い
ま
す
。

　

か
と
い
っ
て
生
徒
に
俳
句
を
作
ら
せ
て
み
て
も
、
放
っ
て
お
く

と
「
標
語
コ
ン
テ
ス
ト
」
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
い
っ
そ
教
科
書

の
制
約
を
離
れ
て
、
ゲ
ー
ム
感
覚
で
俳
句
が
教
え
ら
れ
な
い
も
の

か
と
考
え
て
み
ま
し
た
。「
俳
句
は
、
あ
る
情
報
を
最
小
限
の
言

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

俳 

句 

の 

授 

業

●
東
筑
紫
学
園
高
等
学
校
教
諭

二
宮
聡
（
に
の
み
や
・
さ
と
し
）

葉
で
伝
達
す
る
ゲ
ー
ム
で
あ
る
」
と
い
う
定
義
の
も
と
に
、
授
業

を
展
開
し
て
い
く
の
で
す
。

■
ま
ず
は
俳
句
へ
の
興
味
を

　

俳
句
と
い
え
ば
五
・
七
・
五
に
季
語
が
つ
き
も
の
。「
や
」
と

か
「
か
な
」
と
か
の
切
れ
字
を
ト
ッ
ピ
ン
グ
し
て
、
出
来
上
が
っ

た
も
の
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
…
。
と
生
徒
は
思
っ
て
い
ま
す
。
こ

こ
は
自
由
律
俳
句
に
登
場
し
て
も
ら
っ
て
、
生
徒
の
興
味
を
喚
起

し
ま
し
ょ
う
。

　

授
業
の
中
で
よ
く
話
題
に
な
る
の
が
、「
一
番
短
い
俳
句
は
何

か
？
」
と
い
う
こ
と
。
少
し
知
っ
て
い
る
生
徒
な
ら
、
尾
崎
放
哉

の
「
せ
き
を
し
て
も
ひ
と
り
」
を
挙
げ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
種
田

山
頭
火
に
「
雪
は
し
ぐ
れ
か
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に

探
せ
ば
、
橋
本
夢
道
の
「
動
け
ば
寒
い
」。
さ
す
が
に
こ
れ
が
最

短
だ
と
思
っ
て
い
た
ら
、
あ
り
ま
し
た
凄
い
の
が
。

　
　

陽　
　

へ　
　

病　
　

む　
　
　
（
大
橋
裸
木
）

　

こ
う
な
る
と
鑑
賞
す
る
と
い
う
よ
り
、
そ
の
イ
ン
パ
ク
ト
に
脱

帽
す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
こ
ま
で
話
す
と
、「
じ
ゃ
あ
、『
あ
』
と
い
う
俳
句
を
作
れ
ば

記
録
更
新
だ
。」な
ど
と
言
う
生
徒
が
必
ず
出
て
き
ま
す
。
そ
し
て
、

「
し
め
し
め
、
つ
か
み
は
Ｏ
Ｋ
！
」
と
教
師
は
ほ
く
そ
笑
む
の
で

す
。
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一
文
字
に
勝
る
文
芸
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
も
、
世
の
中
そ

ん
な
に
甘
く
あ
り
ま
せ
ん
。
俳
句
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
草
野
心

平
の
詩
に
と
ん
で
も
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。（
御
存
知
で
す
よ

ね
）
題
は
「
冬
眠
」。
内
容
（
？
）
は
、ペ
ー
ジ
の
真
ん
中
に
「
●
」

だ
け
。
そ
れ
で
も
十
分
に
「
冬
眠
」
と
い
う
情
報
を
伝
え
て
い
る

か
ら
さ
す
が
で
す
。

■
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
感
性
を
磨
く

　

後
述
の
解
説
を
読
ん
で
、
次
の
俳
句
の
空
欄
に
入
る
擬
音

語
を
考
え
な
さ
い
。（
平
仮
名
で
書
く
こ
と
）

　

鳥
わ
た
る

と
罐
切
れ
ば 

（
秋
元
不
死
男
）

　

敗
戦
の
傷
跡
も
生
々
し
い
秋
空
の
下
、
戦
時
下
の
獄

中
生
活
か
ら
解
放
さ
れ
た
作
者
は
、
解
放
感
を
噛
み
締

め
つ
つ
も
、
今
日
を
生
き
ん
が
た
め
に
缶
詰
を
切
る
。

そ
の
物
悲
し
い
響
き
は
空
を
行
く
渡
り
鳥
の
羽
音
に
も

通
じ
る
よ
う
で
あ
り
、
生
の
哀
感
を
滲
ま
せ
て
い
る
。

　

句
の
背
景
を
先
に
教
え
る
の
は
反
則
の
よ
う
で
す
が
、
こ
と
俳

句
に
関
し
て
は
、
先
付
け
も
あ
り
で
す
。
正
し
い
鑑
賞
よ
り
も
、

言
葉
の
セ
ン
ス
を
重
視
し
ま
し
ょ
う
。（
正
解
は
「
こ
き
こ
き
こ

き
」）

　

生
徒
Ａ
…
「
き
こ
き
こ
き
こ
」

　

多
数
派
の
回
答
で
す
。
作
者
の
感
性
に
近
い
よ
う
で
す
が
、「
き

こ
き
こ
き
こ
」
で
は
金
属
的
な
響
き
が
耳
に
つ
き
、
い
ま
ひ
と
つ

角
が
取
れ
て
い
な
い
き
ら
い
が
あ
り
ま
す
。

　

生
徒
Ｂ
…
「
ま
こ
ま
こ
ま
こ
」

　

一
見
ふ
ざ
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
、
徳
用
の
パ
イ
ン
の
缶
詰

の
、
あ
の
胴
太
の
空
間
に
共
鳴
す
る
音
の
響
き
が
よ
く
表
現
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

生
徒
Ｃ
…
「
こ
き
り
こ
き
り
」

　
「
こ
き
こ
き
こ
き
」
よ
り
も
大
ら
か
な
音
で
す
。
き
っ
と
こ
の

生
徒
の
缶
詰
の
直
径
は
七
寸
五
分
で
し
ょ
う
。（
冗
談
で
す
）

　

生
徒
Ｄ
…
「
ぱ
か
ん
ぱ
か
ん
」

　

一
瞬
？
…
し
ば
ら
く
し
て
は
た
と
気
付
き
ま
し
た
。
今
の
生
徒

た
ち
は
、
缶
切
り
を
使
う
こ
と
は
な
い
の
で
す
ね
。
ほ
と
ん
ど
が

プ
ル
ト
ッ
プ
缶
で
す
か
ら
。
追
体
験
が
難
し
い
句
を
教
え
る
の
は

大
変
で
す
。「
水
枕
ガ
バ
リ
と
寒
い―

―

」
も
解
る
か
ど
う
か
。

■
さ
ま
ざ
ま
な
比
喩
の
可
能
性

　

次
の
俳
句
の
空
欄
に
入
る
言
葉
を
自
由
に
考
え
な
さ
い
。

　
　

の
ご
と
く
汗
し
て
歩
く
な
り
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こ
の
問
題
は
私
が
考
え
た
も
の
な
の
で
、
正
解
は
無
限
に
あ
り

ま
す
。
何
人
か
の
生
徒
を
指
名
し
て
い
く
中
で
、
次
第
に
表
現
に

深
み
が
出
て
き
ま
し
た
。

　

生
徒
Ｅ
…
「
夕
立
」　　

 ―
―
―

月
並
み
で
す
ね
。

　

生
徒
Ｆ
…
「
ス
イ
マ
ー
」―

―
―

濡
れ
て
る
だ
け
じ
ゃ
ん
。

　

生
徒
Ｇ
…
「
暑
い
日
」　 ―

―
―

暑
い
か
ら
汗
で
し
ょ
う
が
。

　

生
徒
Ｈ
…
「
サ
ラ
ダ
油
」―

―
―

な
か
な
か
い
い
で
す
ね
。

　

こ
の
あ
た
り
か
ら
生
徒
の
回
答
は
、
濡
れ
て
い
る
状
態
よ
り
も

汗
そ
の
も
の
の
比
喩
に
向
か
っ
て
い
き
ま
す
。「
水
飴
」・「
泥
水
」・

「
シ
ャ
ン
プ
ー
」・「
粘
液
」
と
、
総
じ
て
ヌ
ル
ヌ
ル
感
や
気
持
ち

の
悪
さ
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
教
師
は
あ
え
て

コ
メ
ン
ト
を
せ
ず
、事
の
成
り
行
き
を
見
守
り
ま
し
ょ
う
。そ
し
て
、

　

生
徒
Ｉ
…
「
肉
汁
の
ご
と
く
汗
し
て
歩
く
な
り
」

　

最
後
に
い
い
比
喩
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
真
夏
の
暑
い
日
、
汗
だ

く
で
歩
い
て
い
る
時
の
不
快
感
が
よ
く
表
現
で
き
て
い
て
、「
肉

汁
」
と
い
う
短
い
言
葉
の
持
つ
情
報
量
は
か
な
り
多
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

■
「
エ
チ
ュ
ー
ド
」
で
創
作
を

　

演
劇
で
は
、
提
示
さ
れ
た
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
即
興
の
芝
居

を
演
じ
る
練
習
を
「
エ
チ
ュ
ー
ド
」
と
言
い
ま
す
。
授
業
の
仕
上

げ
と
し
て
、
こ
の
エ
チ
ュ
ー
ド
に
基
づ
い
た
俳
句
作
り
を
さ
せ
ま

し
ょ
う
。
文
章
に
す
れ
ば
か
な
り
の
量
に
な
る
情
報
を
、
い
か
に

短
く
表
現
す
る
か
。
そ
こ
に
は
俳
句
の
眼
目
で
あ
る
「
省
略
」
の

力
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

あ
な
た
は
真
夏
の
喫
茶
店
で
、
恋
人
を
待
っ
て
い
ま
す
。

約
束
の
時
間
は
と
っ
く
に
過
ぎ
て
い
る
の
に
、
恋
人
は
や
っ

て
き
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
時
の
気
持
ち
を
、
俳
句
で
表
現
し
て

く
だ
さ
い
。（
五
七
五
の
定
型
で
詠
む
こ
と
）

　

生
徒
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
夏
の
季
語
の
一
覧
を
配
布
し
て
お
き

ま
す
。「
有
季
定
型
」と
い
う
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
形
で
の
創
作
が
、

表
現
の
制
約
を
よ
り
多
く
し
、
生
徒
に
あ
る
種
の
緊
張
感
を
与
え

る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。

　

授
業
の
様
子
や
個
々
の
生
徒
の
作
品
を
述
べ
る
に
は
紙
面
が
足

り
ま
せ
ん
。
多
く
は「
恋
人
を
待
つ
や
真
夏
の
喫
茶
店
」の
よ
う
な
、

状
況
説
明
だ
け
の
駄
句
で
し
た
。
し
か
し
、
ク
ラ
ス
に
四
、
五
人

は
「
俳
句
」
と
言
え
る
も
の
を
作
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
一
番

評
価
の
高
か
っ
た
句
を
紹
介
し
て
こ
の
文
章
を
終
わ
る
こ
と
に
し

ま
す
。「
あ
る
情
報
を
最
小
限
の
言
葉
で
伝
達
す
る
」
と
い
う
最

初
の
定
義
に
ど
れ
だ
け
か
な
っ
て
い
る
か
、
皆
さ
ん
で
判
断
し
て

く
だ
さ
い
。

　
　

冷
房
や
ス
ト
ロ
ー
の
袋
ま
た
畳
む




