
お
い
か
わ
あ
つ
し
：
国
語
科
教
諭
、
書
道
部
顧
問

7

る
。
高
村
の
祖
母
「
す
ぎ
」
で
あ
る
。

　

書
は
自
ら
手
本
を
書
く
位
で
御
家
流
の
見
事
な
筆
跡
だ
っ
た
。
今
も
そ
れ
は

残
っ
て
い
る
。
私
の
母
の
話
で
は
加
賀
様
の
御
祐
筆
を
勤
め
て
い
た
と
い
う
事

で
あ
る
。

　

高注
３

村
豊
周
「
家
系
の
こ
と
」（『
高
村
光
太
郎
全
集
』
第
一
巻
月
報
１　

昭

32
・
３
所
収
）
か
ら
の
引
用
で
あ
る
が
、
こ
の
高
村
の
祖
母
に
あ
た
る
「
す

ぎ
」
は
上
手
に
和
歌
も
詠
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
す
ぎ
」
は
高
村

家
の
中
で
と
て
も
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た
。

　

高
村
の
家
系
の
中
で
、
彫
刻
家
に
な
っ
た
の
は
、
中
島
の
家
か
ら
養
子
に
行

っ
た
光注
４

雲
、
つ
ま
り
、
高
村
の
父
か
ら
で
、
そ
れ
ま
で
は
単
に
手
先
が
器
用
な

程
度
の
家
系
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
が
、
埼注
５

玉
県
幸
手
町
の
東
大
寺
の
出
で

あ
る
「
す
ぎ
」
の
相
当
の
教
育
を
受
け
た
血
が
合
わ
さ
る
と
、
帝
室
技
芸
員
、

東
京
美
術
学
校
教
授
、
多
く
の
弟
子
た
ち
に
囲
ま
れ
た
生
活
と
、
光
雲
は
明
治

の
時
代
を
代
表
す
る
彫
刻
家
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
父
親
は
、
高
村

の
目
に
は
ど
の
よ
う
に
映
っ
て
い
た
の
か
。

　

高
村
の
留注
６

学
後
の
父
と
の
確
執
は
、
因
襲
に
捉
わ
れ
た
日
本
、
日
本
人
の
具

体
的
な
存
在
と
し
て
の
父
と
西
欧
で
得
た
芸
術
家
と
し
て
の
高
村
の
対
立
と
捉

え
ら
れ
が
ち
だ
。
し
か
し
、
本
当
は
、
高
村
自
身
の
中
の
血
の
葛
藤
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、「
す
ぎ
」
の
血
は
、
ど

の
よ
う
に
し
て
光
雲
を
、
明
治
を
代
表
す
る
職
人
気
質
の
彫
刻
家
と
し
て
誕
生

さ
せ
、
そ
の
直
系
に
あ
た
る
高
村
を
詩
・
彫
刻
・
絵
画
と
様
々
な
分
野
に
お
い

部

動

告

活

報

教

研

・

材

究

高
村
光
太
郎
の
書

及
川
　
厚

A
tsushi O

IK
AW

A

《
序
》

　

北注
１

川
太
一
氏
の
「
光
太
郎
書
の
根
底
は
、
父
光
雲
を
め
ぐ
る
家
の
美
意
識
に

胚
胎
す
る
」（
北
川
太
一
『
高
村
光
太
郎
ノ
ー
ト
』
文
治
堂
書
店　

平
３
・
３

所
収
）
と
い
う
言
葉
は
、
高
村
の
生
涯
を
貫
く
言
葉
で
あ
る
と
思
う
。

　

高
村
は
そ
の
一
生
を
通
し
て
、
書
と
歩
ん
で
き
た
。
詩
人
・
絵
画
・
彫
刻
家

と
し
て
、
ま
た
は
彫
刻
・
絵
画
の
評
論
家
と
し
て
、
様
々
な
道
を
歩
ん
で
き
た

が
、
そ
の
後
ろ
に
は
常
に
書
の
影
が
付
き
添
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、

突
如
と
し
て
、
岩
手
で
の
山
居
生
活
を
含
め
た
晩
年
に
表
面
化
し
、「
書
」
作

品
が
爆
発
す
る
よ
う
に
書
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
数
は
、
数注
２

百
点
に
及

ぶ
。
何
が
高
村
を
そ
う
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

高
村
に
ま
で
連
な
る
家
系
の
中
で
、
文
学
的
な
教
養
を
持
つ
人
物
が
一
人
い
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て
輝
き
を
見
せ
た
芸
術
家
と
し
た
の
か
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
後
の
第
一
章
に

そ
の
考
察
を
述
べ
た
い
と
思
う
。

　

次
に
、
日
本
の
彫
刻
界
に
お
け
る
不
満
、
そ
の
代
表
で
あ
る
父
光
雲
と
の
気

持
ち
の
通
じ
あ
え
な
い
時
期
が
、
高
村
の
晩
年
に
お
け
る
書
の
基
礎
と
な
っ

た
、
と
私
は
見
て
い
る
。
留
学
後
の
文
学
の
著
し
い
変
化
と
時
期
を
同
じ
く
し

て
い
る
の
は
興
味
の
あ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
口
語
自
由
詩
な
ど
と
考
え
合
わ
せ
る

と
、
高
村
は
常
に
因
襲
の
常
識
を
打
ち
破
ろ
う
と
し
て
い
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が

う
か
が
え
る
。
人
の
目
を
引
く
よ
う
な
奇
抜
な
こ
と
や
自
分
の
特
質
だ
け
を
全

面
的
に
出
し
て
い
く
と
い
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
常
に
物
事
の
本
質
に
帰
ろ
う

と
す
る
態
度
が
高
村
に
は
あ
っ
た
。
ま
た
、
高
村
に
は
本
質
を
鋭
く
見
抜
く
と

こ
ろ
も
あ
っ
た
。
ど
の
よ
う
に
し
て
高
村
は
そ
の
よ
う
な
態
度
や
洞
察
力
を
身

に
つ
け
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

高
村
は
自
ら
彫
刻
家
と
称
し
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
彫
刻
家
の

家
に
生
ま
れ
た
彼
が
、
わ
ざ
わ
ざ
そ
の
よ
う
な
事
を
言
わ
ず
と
も
良
い
よ
う
な

気
が
す
る
。
そ
れ
は
、
あ
ま
り
に
も
世
間
が
自
分
の
こ
と
を
詩
人
と
称
す
る
こ

と
を
嫌
が
っ
た
た
め
だ
ろ
う
か
。「
自
分
と
詩
と
の
関
係
」
で
「
詩
は
彫
刻
の

安
全
弁
」「
彫
刻
を
純
粋
に
す
る
た
め
」
と
語
っ
た
。
そ
れ
な
の
に
、
晩
年
、

彫
刻
は
や
ら
ず
書
を
や
る
の
は
ど
う
し
た
わ
け
か
。
高
村
に
と
っ
て
彫
刻
と
は

何
だ
っ
た
の
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。

　

彫
刻
家
を
称
し
、
純
粋
な
彫
刻
を
作
り
た
か
っ
た
彼
は
、
晩
年
、
山
居
生
活

の
後
「
十
和
田
湖
の
裸
婦
像
」
の
制
作
に
か
か
る
。
長
い
ブ
ラ
ン
ク
の
後
の
こ

の
作
品
は
高
村
の
数
少
な
い
彫
刻
作
品
の
中
で
酷
評
さ
れ
る
的
と
な
る
。
つ
ま

り
、
晩
年
の
彼
に
彫
刻
は
無
理
で
あ
っ
た
と
い
う
見
方
が
大
半
で
、
そ
の
た
め

晩
年
の
高
村
の
書
は
彫
刻
の
代
わ
り
と
す
る
見
方
が
一
般
的
だ
。
し
か
し
、
彫

刻
の
こ
と
は
分
か
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
「
書
」
を
見
る
限
り
、
い
い
加
減

な
も
の
な
ど
な
い
と
私
は
見
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
の
も
の
が
書
け
る
高
村
が
、

晩
年
に
作
っ
た
「
十
和
田
湖
の
裸
婦
像
」
が
不
評
な
の
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う

理
由
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
何
を
や
る
に
も
何
か
言
わ
ず
に
は
お
れ
な
い
、
そ

の
よ
う
な
内
か
ら
湧
き
出
る
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
こ
そ
い
い
芸
術
が
出
来
る

と
信
じ
て
い
た
高
村
で
あ
る
の
に
、
や
は
り
長
い
ブ
ラ
ン
ク
と
高
齢
と
い
う
条

件
の
中
で
は
如
何
と
も
し
難
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
考
察
は
「
十
和
田
湖

の
裸
婦
像
」
を
中
心
に
第
二
章
で
述
べ
た
い
。

　

高
村
の
晩
年
の
書
が
、
高
村
の
芸
術
の
中
で
一
番
重
要
で
あ
る
と
私
が
考
え

る
。
そ
こ
で
、
第
三
、
四
章
で
は
直
接
に
高
村
の
「
書
」
に
つ
い
て
言
及
し
た

い
。
高
村
は
死
ぬ
何
日
か
前
に
、
し
き
り
に
書
の
展
覧
会
を
望
ん
で
い
た
こ
と

を
、
自
分
の
日
記
に
書
き
残
し
て
い
た
り
、
友
人
に
語
っ
た
り
し
て
い
る
。
彫

刻
家
を
自
称
し
、
世
間
で
は
詩
人
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
彼
が
な
ぜ
、
死
の

直
前
に
そ
の
ど
ち
ら
も
口
に
す
る
こ
と
が
な
く
、
書
の
展
覧
会
の
事
が
想
起
さ

れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
実
は
こ
の
時
期
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
と
て
も
起
き

上
が
れ
る
状
態
で
は
な
い
の
に
、
書
を
書
き
た
が
っ
て
い
た
こ
と
も
分
か
っ
て

い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
家
系
の
こ
と
、
彫
刻
の
こ
と
な
ど
を
そ
れ
ぞ
れ
に
考
え
、

高
村
の
書
が
そ
れ
ら
の
様
々
な
問
題
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
、
生注
７
ラ
ヴ
ィ

命
の
こ
と
と

ど
う
重
な
る
の
か
を
合
わ
せ
て
考
え
た
い
。
ま
た
、
そ
れ
に
よ
り
高
村
が
何
を

根
本
に
置
き
、
そ
の
先
に
何
を
見
て
い
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
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注
１　

高
村
光
太
郎
研
究
家
。
高
村
光
太
郎
一
筋
に
研
究
を
続
け
、『
高
村
光
太
郎
全

集
』
の
編
纂
に
当
た
っ
て
い
る
。

注
２　

高
村
の
書
は
、『
高
村
光
太
郎
書
』（
一
九
五
九
年
七
月
十
日
初
版
発
行　

二

玄
社
）・『
新
潮
日
本
文
学
ア
ル
バ
ム
８　

高
村
光
太
郎
』（
一
九
八
四
年
六
月
二

十
日
発
行　

新
潮
社
）・『
墨
』
八
号
（
一
九
七
七
年
九
月
一
日
発
行　

芸
術
新
聞

社
）・『
墨
』
五
十
三
号
（
一
九
八
五
年
三
月
一
日
発
行　

芸
術
新
聞
社
）
な
ど
で

確
認
で
き
る
。
そ
の
中
で
、
晩
年
の
秀
逸
な
も
の
の
多
く
は
、『
高
村
光
太
郎
書
』

に
よ
っ
て
五
十
六
点
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
高
村
の
書
は
個
人
蔵
の
も
の
が
多

い
が
、
花
巻
に
あ
る
高
村
記
念
館
の
高
村
と
智
恵
子
の
遺
品
、
彫
刻
、
紙
絵
、
資

料
な
ど
百
数
十
点
に
及
ぶ
も
の
の
中
に
も
書
が
何
点
か
確
認
で
き
る
。

注
３　

光
雲
の
三
男
。
光
太
郎
の
弟
。
豊
周
は
1
9
6
4
（
昭
和
39
）
年
に
重
要
無

形
文
化
財
保
持
者
（
人
間
国
宝
）
に
認
定
さ
れ
て
い
る
。
光
太
郎
、
豊
周
を
含
め

8
人
の
姉
弟
（
男
４
、
女
４
）
が
い
た
。

注
４　

彫
刻
家
。
仏
師
・
高
村
東
雲
の
徒
弟
。
元
は
中
島
姓
で
あ
っ
た
が
、
後
に
東

雲
の
姉
の
養
子
と
な
り
、
高
村
姓
と
な
る
。
代
表
作
に
は
、
皇
居
前
広
場
の
「
楠

公
馬
上
像
」、
上
野
の
「
西
郷
隆
盛
像
」、
1
8
9
3
（
明
治
26
）
年
の
シ
カ
ゴ
万

博
に
出
品
し
た
「
老
猿
」（
現
在
は
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
）
な

ど
が
あ
る
。

注
５　

光
太
郎
の
「
回
想
録
」（「
美
術
」
昭
和
20
年
2
月
）
に
よ
る
と
、「
埼
玉
県
、

菅
原
の
神
官
の
娘
」
と
な
っ
て
い
る
。

注
６　

1
9
0
6
（
明
治
39
）
年
３
月
か
ら
1
9
0
9
（
明
治
42
）
年
６
月
ま
で
の

お
よ
そ
３
年
３
か
月
間
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
ロ
ン
ド
ン
、
パ
リ
に
留
学
し
て
い
る
。

注
７　

高
村
の
芸
術
に
お
け
る
根
本
理
念
を
表
す
言
葉
。


