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お
ご
り

〈
用
例
〉
お
ご
り
を
極き

わ

め
る
者
は
や
が
て
滅
び
る
。 教

56
ペ
ー
ジ
２
行
め

不こ

来ず

方か
た

〈
用
例
〉
不
来
方
を
旅
す
る
。

教
57
ペ
ー
ジ
２
行
め

踏ふ

み
し
だ
く

〈
用
例
〉
雑
草
を
踏
み
し
だ
く
。

教
57
ペ
ー
ジ
５
行
め

■
短
文
を
作
ろ
う
。

心こ
こ

地ち

よ
く

教
53
ペ
ー
ジ
１
行
め

〈
意
味
〉
気
持
ち
が
よ
い
状
態
。

P.52～59

短
歌
の
世
界
／
短
歌
十
首俵た

わ
ら 

万ま

智ち

●
短
歌
の
リ
ズ
ム
や
表
現
方
法
な
ど
の
特
徴
を
理
解

し
て
、
作
品
の
内
容
を
捉と
ら
え
る
。

●
情
景
や
心
情
を
表
す
語
句
に
注
意
し
て
、
短
歌
の

世
界
を
読
み
味
わ
う
。

短歌
■
語
句
の
意
味
を
辞
書
で
調
べ
よ
う
。

悼い
た

む
〈
用
例
〉
指
導
者
の
死
を
悼
む
。

教
52
ペ
ー
ジ
２
行
め

■
語
句
の
意
味
を
も
っ
と
調
べ
て
み
よ
う
。

磨み
が

く
〈
用
例
〉
一
人
前
の
職
人
に
な
る
た
め
技
術
を
磨
く
。

教
52
ペ
ー
ジ
９
行
め

◆
◆ 

語
句 
◆
◆

「
悼い

た

む
」
に
は
「
痛
む
」
や
「
傷
む
」
と
い
う

同
訓
異
字
が
あ
る
ね
。
意
味
の
違
い
に
気
を
つ

け
よ
う
。
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内
容
を
整
理
し
よ
う

１　
短
歌
に
つ
い
て
ま
と
め
ま
す
。　
　
　

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を

教
科
書
か
ら
抜ぬ

き
出
そ
う
。

•
①　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
以
上
前
か
ら
②
　
　
　
　
　
　
　
　

　

で
作
ら
れ
て
き
た
詩
。

•
③　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
、
五
音
七
音
の

　
④　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
あ
る
こ
と
が
特
徴
。

•�

読
者
が
⑤　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
は
た
ら
か
せ
て
読
む
と
い
う

楽
し
み
が
あ
る
。

ス
テ
ッ
プ
１

⎛⎜⎝

⎞⎜⎠

⎛⎜⎝

⎞⎜⎠

⎛⎜⎝

⎞⎜⎠

⎛⎜⎝

⎞⎜⎠
⎛⎜⎝

⎞⎜⎠
⎛⎜⎝

⎞⎜⎠

２　
短
歌
の
表
現
形
式
に
つ
い
て
、　
55
ペ
ー
ジ
を
参
考
に
し
て
、①
～

⑦
に
あ
て
は
ま
る
漢
数
字
や
こ
と
ば
を
書
こ
う
。（
①
～
⑤
は　
　
　

の
字
数
で
書
こ
う
。）

　
　
　
　
①

音

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

②　
　
　
　
　
　
　
　
　

③

　
　

初
句
五
音　
　
　
　
二
句

音　
　
　
　
三
句

音

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

④

　
　
　
　
　
　
　
　

四
句
七
音　
　
　
　

結
句
（
五
句
）

音

　

•
定
型
よ
り
多
い　

＝
⑤⎛⎜⎝

⎞⎜⎠

　
　
例　

そ
の
子
二は

た
ち十

櫛く
し

に
な
が
る
る
黒
髪か

み

の
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　

六
音
（
定
型
は
五
音
）

　

•
定
型
よ
り
少
な
い　

＝
⑥⎛⎜⎝

⎞⎜⎠
　

観
覧
車
回
れ
よ
回
れ
／
想お
も

ひ
出
は
君
に
は
一ひ
と

日ひ

我
に
は
一ひ
と

生よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦⎛⎜⎝

⎞⎜⎠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

=

　

•
こ
と
ば
の
意
味
や
つ
な
が
り
か
ら
、
切
れ
め
と
な
る
と
こ
ろ
。

　

•
ど
の
句
で
切
れ
る
か
に
よ
っ
て
、「
初
句
切
れ
」「
二
句
切
れ
」

　
「
三
句
切
れ
」「
四
句
切
れ
」「
句
切
れ
な
し
」
の
区
別
が
あ
る
。

教

◆
◆ 

読
解 

◆
◆

　
「
万ま

ん

葉よ
う

集し
ゅ
う

」
を
知
っ
て
い
る
か
な
。
奈な

良ら

時
代
の
終
わ
り
頃ご

ろ

に
つ

く
ら
れ
た
、
日
本
最
古
の
歌
集
だ
よ
。

　
　

春
過
ぎ
て
／
夏
来
た
る
ら
し
／
白し

ろ

妙た
え

の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

衣こ
ろ
も

干
し
た
り
／
天あ

め

の
香か

具ぐ

山や
ま

　

短
歌
の
リ
ズ
ム
が
、
昔
か
ら
変
わ
ら
な
い
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
ね
。
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【
短
歌
の
世
界
】

１　

短
歌
は
千
三
百
年
以
上
前
か
ら
今
ま
で
、

途
絶
え
る
こ
と
な
く
続
い
て
き
て
、
し
か

も
、
誰
で
も
気
軽
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き

る
文
化
な
ん
だ
よ
。

２　

作
者
は
「
寒
い
ね
と
声
を
か
け
合
う
人

が
い
る
こ
と
で
心
が
温
か
く
な
る
」
こ
と

に
絞し
ぼ

っ
て
詠よ

ん
で
い
る
の
で
、
読
者
が
さ

ま
ざ
ま
な
状じ
ょ
う

況き
ょ
う

を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き

る
ね
。

３
⑴ 　
「
君
に
は
一ひ

と

日ひ

」「
我
に
は
一ひ

と

生よ

」
の

対
比
か
ら
考
え
よ
う
。

　

⑵�　
「
我
」（
作
者
）
の
気
持
ち
に
な
っ
て

自
由
に
想
像
を
広
げ
て
み
よ
う
。

読
み
取
り
の
ヒ
ン
ト

	
	

内
容
を
読
み
取
ろ
う

【
短
歌
の
世
界
】（　
52
ペ
ー
ジ
初
め
～
54
ペ
ー
ジ
終
わ
り
）

１　
「
新
聞
や
雑
誌
に
、
短
歌
の
投と
う

稿こ
う

欄ら
ん

が
あ
る
」（　
52
ペ
ー
ジ
４
・
５
行
め
）
こ
と
か
ら
、
筆
者
は
短

歌
に
つ
い
て
ど
う
考
え
て
い
ま
す
か
。
教
科
書
の
こ
と
ば
を
使
っ
て
書
こ
う
。

　
２　
「『
寒
い
ね
』
と
…
…
」
の
短
歌
で
、
や
り
と
り
の
相
手
と
し
て
想
像
さ
れ
る
の
は
ど
ん
な
人
で
す

か
。　
　
　

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
教
科
書
か
ら
抜ぬ

き
出
そ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

•
恋こ

い

人び
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

•
①⎛⎜⎝

⎞⎜⎠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

•
②⎛⎜⎝

⎞⎜⎠

で
出
会
っ
た
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
ど

３　
「
観
覧
車
…
…
」
の
短
歌
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答
え
よ
う
。

　

⑴　

恋こ
い

の
気
持
ち
を
よ
り
強
く
感
じ
て
い
る
の
は
「
君
」
と
「
我
」
の
ど
ち
ら
で
す
か
。

　

⑵　
「
回
れ
よ
回
れ
」
に
は
、「
我
」
の
ど
の
よ
う
な
思
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
。

　
ス
テ
ッ
プ
２

教

教

⎛⎜⎝

⎞⎜⎠

⎛⎜⎝

⎞⎜⎠

⎛⎜⎝

⎞⎜⎠

⎛⎜⎝

⎞⎜⎠

⎧⎜⎜⎜⎜⎜⎨⎜⎩

自分

寒
い
ね

寒
い
ね
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【
短
歌
十
首
】

１　
「
針
や
は
ら
か
に
」「
春は
る

雨さ
め

の
ふ
る
」
な

ど
の
こ
と
ば
か
ら
イ
メ
ー
ジ
し
よ
う
。

２　
「
見
ん
」は「
見
た
い
」と
い
う
意
味
だ
よ
。

　
「
み
ち
の
く
」（
東
北
地
方
）
で
病
気
に
倒

れ
た
お
母
さ
ん
の
も
と
へ
、
急
い
で
駆
け

つ
け
る
道
中
で
の
気
持
ち
を
詠よ

ん
だ
短
歌

だ
よ
。

３
⑴ 　

内
容
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
る
と
こ

ろ
が
切
れ
め
だ
よ
。

　

⑵ 　

対
照
的
な
二
つ
の
色
に
よ
っ
て
、
鮮

や
か
な
印
象
が
生
ま
れ
る
ね
。

４　

比

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
形
が
使
わ

れ
て
い
る
よ
。
１
年
の
と
き
、
比

に
つ

い
て
学
習
し
た
こ
と
を
思
い
出
そ
う
。

５　

こ
の
短
歌
の
作
者
で
あ
る
永な

が

田た

紅こ
う

は
生

化
学
者
で
も
あ
る
よ
。
夜
、
顕
微
鏡
を
の

ぞ
い
て
実
験
し
て
い
た
と
き
の
こ
と
を
詠よ

ん
だ
ん
だ
ね
。

読
み
取
り
の
ヒ
ン
ト

【
短
歌
十
首
】（　
56
ペ
ー
ジ
初
め
～
57
ペ
ー
ジ
終
わ
り
）

１　
「
く
れ
な
ゐ
の
…
…
」
の
短
歌
（　
56
ペ
ー
ジ
１
首
め
）
は
、「
薔ば

薇ら

の
芽
」
の
ど
ん
な
様
子
を
詠よ

ん

で
い
る
で
し
ょ
う
か
。
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
ぼ
う
。

　

ア　

と
げ
と
げ
し
さ　
　
　

イ　

み
ず
み
ず
し
さ

　

ウ　

華は
な

や
か
さ　
　
　
　
　

エ　

頼
り
な
さ

２　
「
み
ち
の
く
の
…
…
」
の
短
歌
（　
56
ペ
ー
ジ
３
首
め
）
に
つ
い
て
、
母
に
一
目
会
い
た
い
と
急
い

で
い
る
作
者
の
気
持
ち
が
ど
ん
な
表
現
か
ら
感
じ
ら
れ
ま
す
か
。　
　

  

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を

短
歌
の
中
か
ら
八
字
で
抜ぬ

き
出
そ
う
。

　

•　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 �

と
い
う
繰く

り
返
し

３　
「
草
わ
か
ば
…
…
」
の
短
歌
（　
56
ペ
ー
ジ
４
首
め
）
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答
え
よ
う
。

　

⑴　

こ
の
短
歌
は
何
句
切
れ
で
す
か
。　
　

�

　
　
　
　
　

句
切
れ

　

⑵　

こ
の
短
歌
か
ら
は
色
の
対
比
が
読
み
取
れ
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
漢
字
一
字
で
書
こ
う
。

　
　

•
わ
か
ば
の
①

と
色
鉛
筆
の
削け

ず

り
粉こ

の
②

４　
「
列
車
に
て
…
…
」の
短
歌（　
57
ペ
ー
ジ
４
首
め
）で
、「
向ひ

ま
は
り

日
葵
」は
何
に
た
と
え
ら
れ
て
い
ま
す
か
。

短
歌
の
中
か
ら
抜ぬ

き
出
そ
う
。

�

　

５　
「
細さ
い

胞ぼ
う

の
…
…
」の
短
歌（　
57
ペ
ー
ジ
６
首
め
）で
字
余
り
と
な
っ
て
い
る
の
は
何
句
で
す
か
。
ま
た
、

そ
の
句
は
何
音
で
す
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　

句　

・　
　
　
　
　
　

音

教

教教

教

⎛⎜⎝

⎞⎜⎠

教

教

⎛⎜⎝

⎞⎜⎠

⎛⎜⎝

⎞⎜⎠

⎛⎜⎝

⎞⎜⎠

⎛⎜⎝

⎞⎜⎠
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考
え
を
深
め
よ
う

１　
次
の
鑑
賞
文
に
あ
て
は
ま
る
短
歌
を
、あ
と
の　
　
　

か
ら
選
ぼ
う
。

　

①　

色
の
対
比
を
効
果
的
に
用
い
て
、
周
り
に
流
さ
れ

　
　

ず
生
き
る
気
高
さ
と
寂
し
さ
を
詠よ

ん
で
い
る
。

　

②　

現
代
の
こ
と
ば
で
、
軽
や
か
な
印
象
の
中
に
、
無

　
　

常
感
や
は
か
な
さ
を
こ
め
て
い
る
。

　

③　

若
さ
と
美
し
さ
に
あ
ふ
れ
た
青
春
の
喜
び
を
、

　
　

堂
々
と
歌
い
上
げ
て
い
る
。

　

④　

句
読
点
を
効
果
的
に
用
い
て
、
自
身
の
驚お

ど
ろ

き
や
花

　
　

の
色
の
鮮
や
か
さ
を
表
現
し
て
い
る
。

　

⑤　

広
々
と
し
た
空
間
の
中
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
に

　
　

満
ち
た
少
年
の
心
を
描
い
て
い
る
。

　

ア　

そ
の
子
二は

た
ち十

櫛く
し

に
な
が
る
る
黒
髪か

み

の

お
ご
り
の
春
の
う
つ
く
し
き
か
な　

　

イ　

白し
ら

鳥と
り

は
哀か

な

し
か
ら
ず
や
空
の
青

海
の
あ
を
に
も
染
ま
ず
た
だ
よ
ふ　

　

ウ　

不こ

来ず

方か
た

の
お
城
の
草
に
寝
こ
ろ
び
て

　
　
　

空
に
吸
は
れ
し

　
　
　

十
五
の
心

　

エ　

葛く
ず

の
花　

踏ふ

み
し
だ
か
れ
て
、
色
あ
た
ら
し
。

　
　
　

こ
の
山
道
を
行
き
し
人
あ
り　
　
　

　

オ　

シ
ャ
ボ
ン
ま
み
れ
の
猫
が
逃に

げ
だ
す
午ひ

る

下
が
り

永
遠
な
ん
て
ど
こ
に
も
無
い
さ　
　

ス
テ
ッ
プ
３

２　
上
の
ア
～
オ
か
ら
好
き
な
短
歌
を
一
つ
選
び
、
表
現
の
工
夫
や
そ

の
効
果
、
短
歌
の
魅み

力り
ょ
く

に
つ
い
て
考
え
、
一
一
〇
～
一
三
〇
字
で
ま

と
め
よ
う
。

　
（
好
き
な
短
歌
の
記
号
）

110130

⎛⎜⎝

⎞⎜⎠

⎛⎜⎝

⎞⎜⎠

⎛⎜⎝

⎞⎜⎠

⎛⎜⎝

⎞⎜⎠

⎛⎜⎝

⎞⎜⎠

⎛⎜⎝

⎞⎜⎠
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短
歌

２　
近
代
の
主
要
な
歌
人

　

•
佐さ

佐さ

木き

信の
ぶ

綱つ
な

…
『
思お

も
い

草ぐ
さ

』『
常と

き
わ盤

木ぎ

』
な
ど

　
　
　
ゆ
く
秋
の
大や

ま
と和

の
国
の
薬や

く

師し

寺じ

の
塔と

う

の
上
な
る
一
ひ
ら
の
雲

　

•
正ま

さ

岡お
か

子し

規き

…
『
竹
の
里
歌
』
な
ど�

　
　

�　

い
ち
は
つ
の
花
咲
き
い
で
て
我
目
に
は
今
年
ば
か
り
の
春
行
か
ん
と
す

�

（
い
ち
は
つ
…
花
の
名
前
）

　

•
与よ

謝さ

野の

晶あ
き

子こ

…
『
み
だ
れ
髪が

み

』『
舞ま

い

姫ひ
め

』
な
ど

　
　
　
金こ

ん

色じ
き

の
ち
ひ
さ
き
鳥
の
か
た
ち
し
て
銀い

ち
や
う杏

ち
る
な
り
夕
日
の
岡
に

　

•
斎さ

い

藤と
う

茂も

吉き
ち

…
『
赤し

ゃ
っ

光こ
う

』『
あ
ら
た
ま
』
な
ど�

　
　
　
最も

上が
み

川が
わ

逆さ
か

白し
ら

波な
み

の
た
つ
ま
で
に
ふ
ぶ
く
ゆ
ふ
べ
と
な
り
に
け
る
か
も

�

（
ゆ
ふ
べ
…
夕
べ
）

　

•
前ま

え

田だ

夕ゆ
う

暮ぐ
れ

…
『
収
穫
』『
陰
影
』
な
ど

　
　
　
向ひ

ま
は
り

日
葵
は
金
の
油
を
身
に
あ
び
て
ゆ
ら
り
と
高
し
日
の
ち
ひ
さ
さ
よ

　

•
北き

た

原は
ら

白は
く

秋し
ゅ
う

…
『
桐き

り

の
花
』『
白し

ら

南は

え風
』
な
ど

　
　
　
石い

し

崖が
け

に
子
ど
も
七
人
腰
か
け
て
河ふ

豚ぐ

を
釣つ

り
居を

り
夕ゆ

う

焼や
け

小こ

焼や
け

　

•
若わ

か

山や
ま

牧ぼ
く

水す
い

…
『
海
の
声
』『
別
離
』
な
ど

　
　

�　
う
す
べ
に
に
葉
は
い
ち
は
や
く
萌も

え
い
で
て
咲
か
む
と
す
な
り
山
桜
花

　

•
石い

し

川か
わ

啄た
く

木ぼ
く

…
『
あ
こ
が
れ
』『
一い

ち

握あ
く

の
砂
』
な
ど

　
　
　
た
は
む
れ
に
母
を
背
負
ひ
て�

（
た
は
む
れ
…
戯た

わ
む

れ
）

　
　
　
そ
の
あ
ま
り
軽か

ろ

き
に
泣
き
て

　
　
　
三
歩
あ
ゆ
ま
ず

１　
短
歌
の
歴
史

 

奈な

良ら

時
代
末
期　
　
「
万ま

ん

葉よ
う

集し
ゅ
う

」

 　
　
　
　
　
　
　

…
日
本
最
古
の
歌
集
。 

「
三
大
和
歌
集
」

 

平
安
時
代
前
期　
　
「
古こ

今き
ん

和わ

歌か

集し
ゅ
う

」

 

鎌か
ま

倉く
ら

時
代
初
期　
　
「
新し

ん

古こ

今き
ん

和わ

歌か

集し
ゅ
う

」

 　
　
　
　
　
　
　

…
天
皇
の
命
令
で
つ
く
ら
れ
た
歌
集
（
勅ち

ょ
く

撰せ
ん

集
）

 

鎌か
ま

倉く
ら

時
代
前
期　
　
「（
小お

倉ぐ
ら

）
百ひ

ゃ
く

人に
ん

一い
っ

首し
ゅ

」

 　
　
　
　
　
　
　

…
勅ち

ょ
く

撰せ
ん

集
か
ら
優す

ぐ

れ
た
和
歌
百
首
を
集
め
た
も
の
。

 　
▽
和
歌
は
庶
民
も
作
っ
て
い
た
け
れ
ど
和
歌
文
化
の
中
心
は
貴
族
。

 

鎌か
ま

倉く
ら

時
代
後
期　

 

連れ
ん

歌が

（
短
歌
の
上
の
句［
五
七
五
］と
下
の
句

 　

～
室む

ろ

町ま
ち

時
代　
　
［
七
七
］を
別
の
人
で
作
る
）
が
流
行
。

 　
▽�

貴
族
の
時
代
か
ら
武
士
・
僧そ
う

侶り
ょ
の
時
代
に
な
り
、
和
歌（
短
歌
）は
衰お
と
ろ

え
る
。

 　

～
江え

戸ど

時
代　
　

�「
万ま

ん

葉よ
う

集し
ゅ
う

」
が
見
直
さ
れ
る
な
ど
、
和
歌
へ
の

関
心
が
再
び
高
ま
る
。

 　

明
治
時
代
～　
　

�

伝
統
的
な
和
歌
か
ら
の
革
新
、
短
歌
の
近
代
化

が
進
む
。

コラム

古
い
時
代
の
短
歌
は

「
和
歌
」
と
い
う
よ
。

教
科
書
に
載
っ
て
い
る
作
品
と
合
わ
せ
て
音
読

し
て
み
よ
う
。
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