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保
護
者
の
皆
様
へ 

 
 

ご
家
庭
で
も
、
俳
句
を
作
ら
せ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
俳
句
を
作
る
コ
ツ
を
体
得
す
る
と
一
生
の
宝
に
な
り
ま
す
。 

児
童
・
生
徒
の
皆
さ
ん
。
ふ
っ
と
感
じ
た
こ
と
を
五
七
五
の
リ
ズ
ム
で
書
き
留
め
て
み
ま
し
ょ
う
。
授
業
で
、
作
っ
た
こ
と
が
あ
る
人
も
い
る

で
し
ょ
う
。
そ
の
事
も
思
い
出
し
て
作
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。 

そ
の
コ
ツ
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
の
で
、
作
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 【
俳
句
と
は
】 

俳
句
と
は
、
五
・
七
・
五
の
十
七
音
か
ら
成
る
日
本
古
来
の
定
型
詩
で
す
。 

 

「
季
語
」
と
い
わ
れ
る
、
季
節
を
表
す
言
葉
を
入
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
ル
ー
ル
が
あ
り
ま
す
。
（一
句
に
一
つ
が
原
則
で
す
。
） 

【俳
句
の
歴
史
】 

 
 

俳
句
は
、
奈
良
時
代
、
平
安
時
代
の
和
歌
を
も
と
に
室
町
時
代
の
連
歌
の
上
の
句
が
独
立
し
て
で
き
ま
し
た
。 

 
 

江
戸
時
代
に
は
「
俳
諧
」
と
呼
ば
れ
、
松
尾
芭
蕉
や
小
林
一
茶
、
与
謝
蕪
村
な
ど
が
活
躍
し
ま
し
た
。 

 
 

明
治
時
代
に
な
り
、
正
岡
子
規
が
「
俳
句
」
と
名
付
け
ま
し
た
。
そ
の
形
が
今
に
伝
わ
り
大
勢
の
人
々
が
句
を
作
っ
て
い
ま
す
。 

【
何
を
表
す
か
】 

俳
句
は
、
十
七
音
と
い
う
限
ら
れ
た
文
字
数
で
、
自
然
の
美
し
さ
や
人
の
気
持
ち
を
表
現
し
ま
す
。 

 
 

し
か
し
、
作
文
と
同
じ
で
、
「
美
し
い
」
と
か
「
楽
し
い
」
な
ど
の
様
子
を
表
す
言
葉
（形
容
詞
・
形
容
動
詞
と
い
い
ま
す
）は
、
ぜ
っ
た
い
に

使
い
ま
せ
ん
。
使
っ
た
瞬
間
に
そ
の
句
は
俳
句
で
な
く
な
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

言
い
換
え
れ
ば
、
形
容
詞
を
使
わ
ず
に
自
然
の
美
し
さ
や
人
の
気
持
ち
を
表
現
す
る
の
が
俳
句
で
す
。 

【
俳
句
の
特
長
】 

 
 

作
文
な
ど
長
い
生
活
文
を
書
く
こ
と
が
苦
手
な
子
が
い
ま
す
。
詳
し
い
文
章
や
長
い
文
章
が
書
き
に
く
い
子
が
い
ま
す
。 

 
 

無
理
強
い
を
す
る
と
、
書
く
こ
と
が
嫌
に
な
っ
た
り
、
苦
手
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
俳
句
の
登
場
で
す
。 

 
 

五
・
七
・
五
の
十
七
音
と
い
う
短
い
詩
な
の
で
、
身
近
な
生
活
を
比
較
的
気
楽
に
表
現
で
き
る
特
長
が
あ
り
ま
す
。 

 
 

ま
た
、
た
く
さ
ん
作
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
歴
史
的
に
も
、
「矢
数
俳
句
」
と
い
っ
て
、
江
戸
時
代
の
大
阪
の
井
原
西
鶴
は
一
昼

夜
に
二
万
三
千
句
作
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
（
こ
れ
は
邪
道
で
す
が
・
・
・
）
。
気
軽
に
作
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 
 

さ
て
、
こ
れ
か
ら
が
俳
句
の
作
り
方
で
す
。 

【
ど
の
よ
う
に
作
る
の
か
】 

 
 

紹
介
し
ま
す
。
俳
句
を
作
る
た
め
の
指
導
法
は
、
岐
阜
県
池
田
町
立
音
知
小
学
校
教
諭 

高
木
恵
理
先
生
の
実
践
で
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

『
国
語
教
育
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７
４
５
号 

平
成
２
４
年
２
月
号 

明
治
図
書
よ
り 

 
 

 

 

◎
感
動
の
瞬
間
を
切
り
取
る
。
五
段
階
で
書
く
。
次
号
で
説
明
し
ま
す
。 

 
 

 

感
動
は
、
「
う
れ
し
か
っ
た
」
「
た
の
し
か
っ
た
」
「
か
っ
こ
い
い
」
「
お
ど
ろ
い
た
」
「
か
な
し
か
っ
た
」
「
く
や
し
か

っ
た
」
「
な
る
ほ
ど
な
」「
不
思
議
だ
」
な
ど
、
で
き
ご
と
を
通
し
て
、
心
に
ぐ
っ
と
迫
っ
て
き
た
こ
と
で
す
。 

 
 

 

ま
ず
普
段
の
生
活
の
中
で
、
感
動
し
た
こ
と
を
見
つ
け
る
こ
と
で
す
。 

【
例
】 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

（
続
く
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

＊
習
い
事
→
野
球
、
テ
ニ
ス
、
サ
ッ
カ
ー
、
習
字
、
ピ
ア
ノ
な
ど 

 

＊
家
族
→
一
緒
に
し
た
こ
と
、
家
族
の
病
気
、
家
族
の
仕
事
、
飼
っ
て
い
る
動
物
な
ど 

 

＊
友
だ
ち
の
こ
と
→
け
ん
か
し
た
こ
と
、
友
だ
ち
の
こ
と
ば
な
ど 

 

＊
自
然
や
草
花
→
季
節
の
移
り
変
わ
り
、
鳥
の
鳴
き
声
、
月
、
花
、
草
、
せ
み
、
風
な
ど 
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