
く

前

８

目
的
や
意
図
に
応
じ
て
書
く

書

（
鑑
賞
文
）

〔
知
識
・
技
能
〕

名

◆
次
の
短
歌
と
鑑
賞
文
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

《
鑑
賞
文
》

一
《
鑑
賞
文
》
の

線
部
、

線
部

（
網
掛
け
）
部
は
、
そ
れ
ぞ

れ
ど
ん
な
こ
と
を
書
い
た
も
の
か
。

あ
と
の
ア
か
ら
エ
の
中
か
ら
選
ん
で

記
号
で
書
き
な
さ
い
。

ア

短
歌
の
大
意
（
だ
い
た
い
の
意
味
）

イ

表
現
の
特
徴
と
受
け
る
感
じ

ウ

作
者
に
つ
い
て
の
説
明

エ

自
分
の
感
想

二

右
の
《
鑑
賞
文
》
を
参
考
に
し
て
、
次
の
短
歌
の
鑑
賞
文
を
二
百
字
程
度
で
書
き
な
さ
い
。

「
草
わ
か
ば
色
鉛
筆
の
赤
き
粉
の
散
る
が
い
と
し
く
寝
て
削
る
な
り

北
原
白
秋
」

え

ん

ぴ

つ

こ

ち

ね

け

ず

き

た

は

ら

は
く
し
ゅ
う

や
っ
て
み
よ
う

金
色
の
ち
ひ
さ
き
鳥
の
か
た
ち
し
て
銀
杏
ち
る
な
り
夕
日
の
丘
に

与
謝
野
晶
子

こ

ん

じ

き

い

ち

ょ

う

よ

さ

の

あ

き

こ

「
金
色
の
小
鳥
の
か
た
ち
の
よ
う
な
銀
杏
の
葉
が
、
舞

い
散
っ
て
い
る
。
真
っ
赤
な
夕
日
に
照
ら
さ
れ
て
い
る
丘

の
上
で
。
」
と
よ
ん
だ
こ
の
歌
は
、
四
句
切
れ
で
倒
置
法

を
用
い
、
舞
い
散
る
黄
金
色
の
銀
杏
の
葉
と
、
真
っ
赤
な

夕
日
の
色
の
対
照
を
印
象
付
け
て
い
る
。
私
は
こ
の
歌
の

銀
杏
の
葉
を
金
色
の
小
鳥
に
た
と
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
好

き
だ
。
晩
秋
の
落
葉
の
も
の
悲
し
さ
を
ぬ
り
か
え
る
明
る

い
躍
動
（
や
く
ど
う
）
感
が
あ
る
か
ら
だ
。
こ
の
歌
を
よ

む
と
、
気
持
ち
が
沈
ん
で
い
る
と
き
に
も
元
気
を
も
ら
え

る
よ
う
な
気
が
す
る
。

線
部
〔

〕

線
部
〔

〕

部
〔

〕

★
鑑
賞
文
を
書
く
と
、
鑑
賞
す
る
も
の
を
よ
り
深
く
味
わ
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
国
語
の
学
習
で
は
短
歌
や
俳
句
、

詩
な
ど
の
鑑
賞
文
を
書
く
こ
と
が
多
い
で
す
が
、
音
楽
や
絵
画
、
工
芸
品
な
ど
の
芸
術
作
品
の
鑑
賞
文
も
あ
り
ま

す
。
鑑
賞
文
の
書
き
方
を
学
ん
で
、
作
品
を
よ
り
深
く
鑑
賞
し
ま
し
ょ
う
。


