
む

前

９

俳
句
を
味
わ
う

読

〔
確

認
〕

名

（
２
）
切
れ
字
を
書
き
抜
き
な
さ
い
。

（
２
）
深
く
感
動
す
る
気
持
ち
が
表
れ
て
い
る
の
は
、
ど
こ
で
す
か
。
俳
句
の
中
か
ら
書
き
抜
き
な

さ
い
。

季
語

季
節

（
３
）
文
章
中
の
（
ａ
）
に
当
て
は
ま
る
適
切
な

言
葉
を
、
次
の
ア
〜
ウ
の
中
か
ら
一
つ
選

ん
で
記
号
で
書
き
な
さ
い
。

ア

春
風
を
受
け
な
が
ら
、
未
来
へ
の
あ
き

ら
め
の
気
持
ち
で
丘
に
立
っ
て
い
る
。

イ

春
風
を
受
け
な
が
ら
、
さ
ぁ
今
か
ら
が

ん
ば
る
ぞ
、
と
い
う
気
持
ち
で
丘
に
立

っ
て
い
る
。

ウ

け
ん
か
を
し
て
、
い
ら
い
ら
し
た
気
持

ち
で
丘
に
立
っ
て
い
る
。

や
っ
て
み
よ
う

俳
句
は
、
五
七
五
の
三
句
十
七
音
で
表
現
さ
れ
る

定
型
詩
で
す
。
俳
句
は
、
江
戸
時
代
か
ら
現
代
に

い
た
る
ま
で
、
多
く
の
人
々
に
親
し
ま
れ
て
い
る

文
学
で
す
。

俳
句
に
は
、
い
く
つ
か
の
約
束
事
が
あ
り
ま
す
。

五
七
五
の
定
型
で
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
も
そ
う

で
す
が
、
一
句
の
中
に
季
節
を
表
す
言
葉
を
入
れ

る
と
い
う
こ
と
も
約
束
事
の
一
つ
で
す
。
こ
れ
を

季
語
と
い
い
ま
す
。

ま
た
、「
ぞ
」「
か
な
」
「
け
り
」
の
よ
う
な
「
切

れ
字
」
と
い
わ
れ
る
言
葉
を
入
れ
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
こ
れ
は
、
感
動
を
強
調
し
た
り
、
調
子
（
リ

ズ
ム
）
を
整
え
る
効
果
が
あ
り
ま
す
。

Ａ

春
風
や

闘
志
い
だ
き
て

丘
に
立
つ

高
浜

虚
子

き
ょ

し

寒
か
っ
た
冬
が
過
ぎ
、
待
ち
に
待
っ
た
春
が
や

っ
て
き
ま
し
た
。
気
持
ち
の
良
い
風
も
吹
い
て
き

て
、
（
ａ
）
人
物
の
姿
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

Ｂ

桐
一
葉

日
当
り
な
が
ら

落
ち
に
け
り

き
り

高
浜

虚
子

桐
の
葉
が
一
枚
、
美
し
い
（
ｂ
）
の
日
に
照
り

返
さ
れ
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
と
落
ち
て
い
っ
て
い
る

様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
桐
の
葉
が
散
っ
て
い

く
そ
の
わ
ず
か
な
時
間
に
、
（
ｂ
）
が
次
第
に
深
ま

っ
て
い
く
季
節
の
移
り
変
わ
り
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
の
句
の
作
者
、
高
浜
虚
子
は
、
正
岡
子
規

ま
さ
お
か

し

き

の
も
と
で
俳
句
の
勉
強
を
し
ま
し
た
。
正
岡
子
規

が
短
歌
で
唱
え
た
「
写
生
」
は
、
俳
句
に
も
同
じ

影
響
を
与
え
ま
し
た
。
高
浜
虚
子
も
そ
の
一
人
で
、

写
生
を
重
視
し
ま
し
た
。

二

Ｂ
の
俳
句
に
つ
い
て
次
の
問
に
答
え
な
さ

い
。

（
１
）
（
ｂ
）
に
当
て
は
ま
る
季
節
を
書
き
な

さ
い
。

一

Ａ
の
俳
句
に
つ
い
て
次
の
問
に
答
え
な
さ

い
。

（
１
）
こ
の
俳
句
の
季
語
と
季
節
を
書
き
な
さ

い
。


