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む

前

６

短
歌
を
味
わ
う

読

〔
確

認
〕

名

◆

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。一

Ａ
の
短
歌
の
句
切
れ
に
つ
い
て
説
明
し
た

も
の
と
し
て
適
切
な
も
の
を
次
の
ア
〜
ウ

の
中
か
ら
選
び
記
号
で
書
き
な
さ
い
。

ア

初
句
切
れ
に
な
っ
て
い
る
。

イ

二
句
切
れ
に
な
っ
て
い
る
。

ウ

句
切
れ
な
し
に
な
っ
て
い
る
。

二
「
ａ
」
「
ｂ
」
に
当
て
は
ま
る
適
切
な
言
葉

を
文
章
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
書
き
抜
き
な
さ

い
。ａ

ｂ

三

「
ｃ
」
に
当
て
は
ま
る
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

写
実

イ

写
生

ウ

信
実

四

線
部
「
優
し
く
明
る
い
故
郷
の
春
の

様
子
」
が
表
れ
て
い
る
部
分
を
、
Ｂ
の
短

歌
の
中
か
ら
探
し
て
書
き
抜
き
な
さ
い
。

五

Ｂ
の
歌
の
よ
う
な
石
川
啄
木
に
特
徴
的
な

短
歌
の
表
記
法
を
何
と
言
い
ま
す
か
。

六

Ｂ
の
短
歌
の
「
泣
け
と
ご
と
く
に
」
に
使

わ
れ
て
い
る
表
現
技
法
を
次
の
ア
〜
エ
の

中
か
ら
二
つ
選
ん
で
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア

倒
置
法

イ

反
復
法

と

う

ち

ウ

比
喩
法

エ

体
言
止
め

ひ

ゆ

五
七
五
七
七
の
三
十
一
音
（
み
そ
ひ
と
も
じ
）
で

表
現
さ
れ
る
定
型
の
詩
を
短
歌
と
い
い
ま
す
。
世
界

の
文
学
作
品
と
比
べ
て
み
て
も
、
三
十
一
音
で
表
現

す
る
と
い
う
の
は
、
珍
し
い
も
の
で
す
。
こ
の
形
式

は
、
千
年
以
上
も
前
か
ら
今
に
至
る
ま
で
続
い
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
た
っ
た
三
十
一
音
に
、
恋
す

る
気
持
ち
、
人
の
死
を
悲
し
む
気
持
ち
、
望
郷
の
思

い
や
四
季
の
移
り
変
わ
り
な
ど
、
実
に
様
々
な
こ
と

が
詠
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

よ
Ａ

く
れ
な
ゐ
の

二
尺
伸
び
た
る

ば
ら
の
芽
の

針
や
は
ら
か
に

春
雨
の
ふ
る

Ａ
は
正
岡
子
規
の
短
歌
で
す
。
紅
色
の
ば
ら
の
芽
、

ま
さ
お
か

し

き

そ
の
上
に
降
り
注
ぐ
や
わ
ら
か
い
春
雨
。
「
や
は
ら
か

に
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
「
ａ
」
だ
け
で
な
く
「
ｂ
」

に
も
ひ
び
か
せ
て
、
全
体
と
し
て
美
し
い
情
景
を
描

い
て
い
ま
す
。
子
規
が
病
床
か
ら
庭
を
な
が
め
た
情

景
を
見
た
ま
ま
、
あ
る
が
ま
ま
に
表
現
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
「
ｃ
」
と
い
い
、
子
規
の
短
歌
の
特
徴
と
も

な
っ
て
い
ま
す
。

Ｂ

や
は
ら
か
に

柳

あ
を
め
る

や
な
ぎ

北
上
の

岸
辺
目
に
見
ゆ

泣
け
と
ご
と
く
に

Ｂ
は
石
川
啄
木
の
短
歌
で
す
。
優
し
く
明
る
い
故

い
し
か
わ
た
く
ぼ
く

郷
の
春
の
様
子
が
、
「
泣
け
と
ご
と
く
に
」
と
い
う
望

郷
の
思
い
を
誘
い
ま
す
。
啄
木
の
故
郷
は
、
岩
手
県

さ
そ

の
北
上
川
の
ほ
と
り
に
あ
る
渋
民
村
と
い
う
と
こ
ろ

し
ぶ
た
み

で
す
。
啄
木
は
つ
ら
い
思
い
で
故
郷
を
去
り
ま
し
た

が
、
そ
の
後
の
思
う
よ
う
に
い
か
な
い
生
活
の
中
で
、

故
郷
へ
の
帰
る
に
帰
れ
な
い
せ
つ
な
さ
な
ど
の
気
持

ち
を
多
く
短
歌
に
詠
ん
で
い
ま
す
。

よ

や
っ
て
み
よ
う


