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

1

た
高
村
光
太
郎
を
考
え
る
時
、
高
村
の
家
系
・
血
筋
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い

か
な
い
。注
２

高
村
豊
周
氏
の
「注
３家

系
の
こ
と
」
に
よ
れ
ば
、

　
　

�　

私
の
家
の
先
祖
は
鳥
取
藩
士
の
中
島
重
左
衛
門
と
い
う
武
士
だ
っ
た
。

時
代
は
よ
く
わ
か
な
い
。
そ
の
子
が
中
島
長
兵
衛
で
、
関
羽
の
よ
う
な
長

髯
だ
っ
た
の
で
世
間
か
ら
「
髯
の
長
兵
衛
」
と
呼
ば
れ
た
と
い
う
話
で
あ

る
。（
私
の
祖
父
も
父
も
長
髯
だ
っ
た
。
私
も
若
い
時
分
に
髯
を
剃
る
の

が
面
倒
く
さ
い
の
で
い
っ
そ
オ
ヤ
ジ
み
た
い
に
伸
ば
し
ち
ま
お
う
か
と
思

っ
た
事
が
あ
っ
た
。
ど
う
も
血
統
ら
し
い
。）
長
兵
衛
の
子
が
中
島
富
五

郎
と
い
う
男
で
、
神
田
に
生
ま
れ
後
に
八
丁
堀
に
住
ん
だ
。
全
く
町
人
に

な
っ
て
、
鰻
屋
渡
世
を
営
ん
で
い
た
が
肴
屋
に
変
っ
た
。
晩
年
花
川
戸
に

住
ん
だ
。
当
時
流
行
し
た
富
本
節
の
素
人
名
人
で
仲
間
か
ら
妬
ま
れ
て
水

銀
を
呑
ま
さ
れ
、
そ
の
為
に
一
生
中
気
で
終
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。
文
久

三
年
七
十
二
歳
で
死
ん
だ
。

　
　

�　

そ
の
一
子
中
島
兼
吉
通
称
兼
松
が
光
太
郎
や
私
た
ち
の
祖
父
に
当
た
る

人
で
あ
る
。
文
政
元
年
戊
寅
一
月
二
十
八
日
に
生
ま
れ
た
。
父
の
富
五
郎

が
中
気
で
動
け
な
く
な
っ
た
の
は
ま
だ
兼
松
が
九
歳
の
頃
だ
っ
た
。
富
五

郎
は
身
体
は
動
け
な
か
っ
た
が
手
先
が
非
常
に
器
用
だ
っ
た
の
で
子
供
の

お
も
ち
ゃ
な
ど
を
作
っ
て
そ
れ
を
兼
松
が
子
供
な
が
ら
縁
日
に
あ
き
な
い

で
売
っ
て
生
計
を
立
て
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
兼
松
が
親
に
負
け
な
い
手

先
に
器
用
な
人
で
、
私
た
ち
が
幼
少
の
時
に
は
針
子
で
よ
く
お
も
ち
ゃ
を

作
っ
て
く
れ
た
も
の
で
あ
る
。
二
尺
く
ら
い
の
大
き
な
山
車
を
作
り
、
章

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

《
第
一
章
》　

高
村
光
太
郎
の
家
系　

―
文
学
的
な
血
を
中
心
と
し
て
―

　
　
　
　
一

　

私
の
師注

１

は
常
に
、「
書
は
科
学
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
話
さ
れ
て
い
た
。

初
め
て
そ
の
言
葉
を
聞
い
た
二
十
歳
の
私
は
、
そ
の
言
葉
の
意
味
を
漠
然
と
し

か
捉
え
て
い
な
か
っ
た
。
だ
が
、
高
村
光
太
郎
の
書
の
変
遷
を
調
べ
て
い
く
過

程
に
お
い
て
徐
々
に
、
そ
の
言
葉
の
真
の
意
味
を
理
解
し
始
め
た
の
で
あ
る
。

初
め
て
聞
い
た
時
か
ら
三
十
年
経
っ
て
い
た
。

　

詩
・
彫
刻
・
書
・
絵
画
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
評
論
、
そ
れ
ら
を

多
く
の
眼
と
目
に
よ
っ
て
見
分
け
、
ま
た
日
常
を
疎
か
に
し
な
い
眼
目
を
も
っ
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魚
が
豆
絞
り
の
鉢
巻
き
を
し
て
八
本
の
足
に
団
扇
や
何
か
を
持
っ
て
踊
っ

て
い
る
も
の
を
そ
の
山
車
の
上
に
取
り
つ
け
て
く
れ
た
の
が
よ
ほ
ど
う
れ

し
か
っ
た
も
の
と
見
え
今
で
も
記
憶
に
残
っ
て
い
る
。
兼
松
は
木
彫
り
も

よ
く
や
っ
た
。
文
福
茶
釜
の
刻
み
煙
草
入
れ
な
ど
ま
だ
家
に
残
っ
て
い

る
。
私
の
父
の
無
類
の
器
用
さ
は
や
は
り
こ
の
血
を
引
い
た
も
の
と
見
え

る
。
富
五
郎
は
富
本
の
名
人
だ
っ
た
が
兼
松
は
大
津
絵
の
よ
う
な
俗
曲
や

新
内
な
ど
を
よ
く
唄
っ
て
い
た
。
お
と
し
さ
ん
（
高
村
東
雲
の
家
で
私
の

父
と
は
相
弟
子
に
な
る
林
美
雲
と
い
う
人
の
奥
さ
ん
。
林
美
雲
は
後
に
東

京
美
術
学
校
の
助
教
授
に
な
り
楠
公
銅
像
の
木
型
を
手
伝
っ
た
。）
と
い

う
粋
な
年
増
が
い
つ
も
三
味
線
を
弾
い
て
い
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
こ
の

兼
松
と
い
う
人
に
つ
い
て
は
ま
た
別
に
書
く
機
会
が
あ
る
と
思
う
が
、
と

に
か
く
芝
居
の
二
番
目
狂
言
の
生
世
話
物
に
出
て
来
る
よ
う
な
純
粋
の
江

戸
っ
子
だ
っ
た
。
明
治
三
十
二
年
十
一
月
三
日
に
八
十
二
歳
で
死
ん
だ
。

妻
を
す
ぎ
通
称
ま
す
と
い
う
。
こ
れ
が
父
光
雲
の
実
母
で
あ
る
。
兼
松
に

は
そ
の
前
に
先
妻
が
あ
り
、
そ
れ
が
不
縁
に
な
っ
た
。
先
妻
に
一
子
が
あ

り
巳
之
助
と
言
っ
た
。
光
雲
の
異
母
兄
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
工
の
棟
梁
で

い
い
腕
を
持
っ
て
い
た
。
巳
之
助
の
跡
は
藤
岡
姓
に
な
っ
て
、
そ
の
孫
の

わ
か
子
の
夫
が
私
の
弟
の
孟
彦
で
あ
る
。
兼
松
の
後
妻
に
来
た
ま
す
と
言

う
人
は
埼
玉
県
幸
手
町
（
下
高
野
村
）
の
東
大
寺
の
出
で
、
菅
原
道
甫
と

い
う
人
の
次
女
で
あ
る
。
出
が
出
だ
け
に
相
当
の
教
育
を
受
け
た
人
だ
っ

た
ら
し
い
。
私
の
母
は
父
の
処
に
嫁
に
来
て
こ
の
姑
に
仕
え
て
、
し
つ
け

の
や
か
ま
し
さ
に
ほ
と
ほ
と
閉
口
し
た
と
後
で
述
懐
し
て
い
た
事
が
あ
っ

た
。
和
歌
も
詠
ん
だ
し
、
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
。

　

長
す
ぎ
る
引
用
と
な
っ
た
が
、
こ
の
様
に
語
っ
て
い
る
「
家
系
の
こ
と
」
の

中
の
「
す
ぎ
」
の
存
在
は
、
こ
の
高
村
家
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
事
を

見
過
ご
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
特
に
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
が
、
ま
さ
し

く
光
太
郎
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
高
村
家
の
家
系
の
中
で
詩
人
と
し
て
の
光
太

郎
の
資
質
が
ど
こ
か
ら
く
る
の
か
を
考
え
た
場
合
、
無
視
す
る
こ
と
が
出
来
な

い
人
物
と
し
て
あ
げ
る
事
が
で
き
る
。
光
太
郎
は
「注
４
子
供
の
頃
」（
昭
１
７
・

７
）
に

　
　

�　

私
の
生
ま
れ
た
頃
に
は
す
で
に
な
く
な
つ
て
ゐ
た
が
、
私
に
は
神
官
の

出
の
祖
母
が
あ
つ
た
。
こ
の
祖
母
は
古
典
に
も
通
じ
歌
も
な
か
な
か
う
ま

く
作
つ
て
、
か
な
り
文
学
的
才
能
を
も
つ
て
ゐ
た
よ
う
で
あ
る
。
自
分
が

文
学
を
志
す
や
う
に
な
つ
た
の
も
、
若
し
か
し
た
ら
か
う
し
た
祖
母
か
ら

の
遺
伝
で
は
な
い
か
と
考
へ
る
こ
と
も
あ
る
。

と
祖
母
す
ぎ
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
ま
た
同
じ
よ
う
な
内
容
で
あ
る
が
、

「注
５

回
想
録
」（
昭
２
９
・
２
）
で
も

　
　

�　

祖
母
は
、
私
の
生
れ
た
明
治
十
六
年
に
亡
く
な
つ
た
が
、
な
か
な
か
偉

い
人
の
や
う
に
思
へ
る
。
埼
玉
県
の
菅
原
と
い
ふ
神
官
の
娘
だ
け
あ
っ
て

歌
も
詠
む
し
、
方
位
だ
と
か
暦
の
こ
と
は
非
常
に
委
し
く
、
そ
の
書
き
遺

し
た
も
の
な
ど
見
る
と
相
当
な
教
養
の
な
る
人
だ
っ
た
や
う
に
思
は
れ
、

香
具
師
の
女
房
な
ど
に
は
不
思
議
な
く
ら
い
で
あ
る
。

と
書
か
れ
て
い
る
。
豊
周
氏
の
「
家
系
の
こ
と
」
に
よ
れ
ば
「
ま
す
は
文
化
十

二
年
乙
亥
九
月
七
日
の
生
ま
れ
で
明
治
十
七
年
一
月
十
三
日
に
死
ん
だ
。
兄
の
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『
回
想
録
』
に
明
治
十
六
年
と
あ
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。」
と
し
て
い
る
。
明
ら

か
に
光
太
郎
の
思
い
違
い
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
重
要
な
の
は
、
本
人
も

感
じ
て
い
る
通
り
、
文
学
に
対
す
る
興
味
や
関
心
と
い
っ
た
も
の
が
、「
す
ぎ
」

以
外
か
ら
は
考
え
ら
れ
な
い
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
光
太
郎
も
何
故
文

学
に
惹
か
れ
る
の
か
を
理
由
付
け
し
た
い
気
持
ち
が
あ
る
よ
う
だ
。
血
の
中
に

探
し
て
い
く
と
い
う
、
ま
さ
に
天
運
と
し
て
の
血
統
の
よ
さ
を
自
ら
が
立
証
し

て
い
く
か
の
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
光
太
郎
の
中
に
「
す
ぎ
」
の
古
典
や

和
歌
に
精
通
し
た
血
を
見
る
の
は
、
何
も
光
太
郎
が
詩
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と

だ
け
で
は
な
い
。
豊
周
氏
の
『注
６光
太
郎
回
想
』
の
中
で

　
　

�　

勉
強
の
間
で
教
え
ら
れ
た
こ
と
で
、
い
ま
で
も
役
立
っ
て
い
る
の
は
字

を
大
切
に
す
る
習
慣
で
あ
る
。「
誤
字
や
宛
字
を
決
し
て
書
く
な
。
少
し

で
も
お
か
し
い
と
思
っ
た
ら
、
必
ず
字
引
を
ひ
い
て
、
正
確
な
字
を
書
か

な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
字
引
を
ひ
く
こ
と
を
荷
厄
介
に
す
る
な
。

と
あ
る注
７

。「
人
間
は
よ
み
書
き
が
出
来
れ
ば
良
い注
８

」「
職
人
に
学
問
は
い
ら
ぬ
」

と
い
う
考
え
の
父
光
雲
と
は
大
変
な
考
え
方
の
違
い
で
あ
る
。
光
太
郎
の
こ
の

よ
う
な
考
え
方
、
明
治
と
い
う
西
洋
的
な
も
の
の
見
方
や
考
え
方
が
押
し
寄
せ

て
く
る
時
代
に
あ
っ
て
そ
れ
に
寄
り
添
う
よ
う
な
進
歩
的
な
考
え
方
で
は
な
し

に
、「
内
な
る
も
の
に
、
さ
ら
に
磨
き
を
か
け
る
よ
う
な
」
考
え
方
は
珍
し
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
高
村
の
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、

「
す
ぎ
」
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
文
字
を
大
切
に
扱
う
と
い
う
こ
と
は
誰
に

で
も
簡
単
に
で
き
る
よ
う
だ
が
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
光
太
郎
が
言
う
よ

う
に

　
　

�　

生注
９

ま
れ
な
が
ら
に
筆
硯
的
感
覚
を
多
分
に
持
つ
て
ゐ
る
人
の
は
、
或
る

点
ま
で
は
立
派
に
書
格
を
保
有
し
、
無
邪
気
で
、
自
然
で
い
い
加
減
な
習

字
先
生
の
よ
り
も
遥
か
に
優
れ
た
も
の
と
な
る
。

こ
と
も
あ
る
が
、
し
か
し
、「
根
気
の
よ
さ
と
継
続
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
以
上

の
も
の
は
生
み
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
特
に注1
注

日
本
人
に
は
こ
の
よ
う
な
作
業
が
不
向
き
な
よ
う
で
、
や
は
り
文
字
の
国
で
あ

る
中
国
に
は
な
か
な
か
及
ば
な
い
よ
う
で
あ
る
。
光
太
郎
も
岩
手
で
の
山
居
生

活
や
晩
年
の
生
活
の
中
で
書
を
多
く
や
る
よ
う
に
な
る
し
、
短
歌
や
詩
な
ど
も

多
く
残
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
残
さ
れ
た
作
品
そ
れ
自
体
に
関
係
す
る
と
い

う
よ
り
も
、
光
太
郎
が
日
常
か
ら
文
字
に
密
着
し
、
大
切
に
扱
っ
て
い
こ
う
と

す
る
用
心
深
さ
は
、
中
島
家
（
光
雲
が
高
村
家
に
養
子
と
し
て
い
く
前
の
過

程
）
の
側
に
は
そ
れ
は
な
い
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
光
太
郎
の

母
が
嫁
に
来
て
、
そ
の
母
（
光
太
郎
の
祖
母
）
の
し
つ
け
の
喧
し
さ
に
ほ
と
ほ

と
閉
口
し
た
と
い
う
か
ら
、
日
常
か
ら
何
事
も
疎
か
に
し
な
い
よ
う
な
性
格
で

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
光
太
郎
が
生
ま
れ
た
の
が
明
治
十
六
年
三
月

十
三
日
。「
す
ぎ
」
が
亡
く
な
る
の
が
明
治
十
七
年
一
月
十
三
日
。
光
太
郎
が

生
ま
れ
て
か
ら
ち
ょ
う
ど
十
か
月
後
に
他
界
し
て
い
る
計
算
に
な
る
。
と
す
る

と
、
い
く
ら
何
で
も
光
太
郎
が
一
歳
に
も
満
た
な
い
の
で
は
話
に
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
が
姉
の
「
さ
く
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
さ

く
」
は
明
治
十
三
年
に
生
ま
れ
て
お
り
、
光
太
郎
は
日
本
画
に
天
才
的
な
閃
き

を
見
せ
た
「
さ
く
」
を
幼
い
な
が
ら
絵
や
字
の
上
手
な
姉
と
し
て
尊
敬
し
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
「
さ
く
」
は
祖
母
で
あ
る
「
す
ぎ
」
の
影
響
を
何

ら
か
の
形
で
直
接
に
受
け
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
さ
く
」
を
通
し
て

光
太
郎
に
影
響
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
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「
す
ぎ
」
と
い
う
こ
の
血
の
繋
が
り
を
「
さ
く
」
と
い
う
女
性
を
通
す
こ
と

に
よ
り
光
太
郎
に
ま
で
繋
げ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。「
さ
く
」
と
い
う
存

在
は
実
に
大
き
な
も
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
話
題
は
姉
で
あ
る
「
さ
く
」
に
移
る
展
開
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ

で
一
旦
「
さ
く
」
の
話
を
や
め
た
い
と
思
う
。
実
は
も
っ
と
光
太
郎
に
多
大
な

影
響
を
与
え
た
人
間
を
考
え
て
み
た
い
。
そ
れ
は
父
光
雲
で
あ
る
。
父
と
子
と

い
う
宿
命
以
上
の
関
係
、
光
雲
と
光
太
郎
は
互
い
を
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
思
う
。
光
太
郎
に
と
っ
て
智
恵
子
を
一
番
に
考
え
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
に
比
肩
し
得
る
ほ
ど
に
光
雲
の
存
在
は
大
き
い
は
ず
で
あ
る
。
特
に

智
恵
子
に
会
う
ま
で
の
光
太
郎
に
と
っ
て
、
父
で
あ
る
光
雲
の
言
葉
が
金
科
玉

条
で
あ
っ
た
時
代
か
ら
、
留
学
後
（
そ
れ
ま
で
は
親
孝
行
で
あ
っ
た
）
は
、
父

に
代
表
さ
れ
る
日
本
的
な
も
の
へ
の
否
定
的
な
行
為
へ
の
移
行
に
も
あ
ら
わ
れ

て
い
る
。
良
く
も
悪
く
も
光
太
郎
に
と
っ
て
、
父
光
雲
と
は
光
太
郎
の
心
に
棲

む
混
沌
と
し
た
問
題
の
具
象
化
さ
れ
た
姿
に
他
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ

う
だ
。（「
二
」
に
つ
づ
く
）

注
１　

中
島
司
有
（
本
名　

壌
治
）
大
正
13
年
（
1
9
2
4
）
３
月
７
日
東
京
神
田

に
生
ま
れ
る
。
平
成
５
年
芸
術
選
奨
文
部
大
臣
賞
受
賞
。
平
成
13
年
２
月���
国
際

芸
術
文
化
賞
を
受
賞
。
平
成
13
年
11
月���

勲
四
等
旭
日
小
綬
章
を
受
章
。
主
な
最

終
役
歴
は
國
學
院
大
学
名
誉
教
授
・
文
学
博
士
。
宮
内
庁
文
書
専
門
員
（
昭
和
天

皇
祐
筆
）。
毎
日
書
道
展
審
査
会
員
。
日
本
書
道
美
術
院
展
他
各
書
道
展
審
査
員
。

か
な
書
道
作
家
協
会
理
事
。
近
代
詩
文
書
作
家
協
会
参
与
。
二
十
一
世
紀
燕
京
書

道
交
流
協
会
名
誉
会
長
。
現
代
書
道
研
究
所
所
長
。
平
成
14
年
（
2
0
0
2
）
死

去
。

注
２　

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
３　

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

昭

32
・
３
）

注
４　
「
子
供
の
頃
」（「
婦
人
之
友
」　

昭
17
・
７
）　

注
５　
「
回
想
録
」（「
美
術
」　

昭
20
・
２
）

注
６　

高
村
豊
周
『
定
本
光
太
郎
回
想
』
有
信
堂���

（
昭
47
・
10
）

注
７　

高
村
豊
周
『
定
本
光
太
郎
回
想
』
有
信
堂���

（
昭
47
・
10
）
の
中
に
出
て
く
る

豊
周
氏
の
回
想
の
中
の
父
光
雲
の
言
葉
。

注
８　

同
注
５
参
照

注
９　
「
書
に
つ
い
て
」（「
知
性
」　

昭
14
・
７
）

注
10　

中
島
司
有
『
書
を
学
ぶ
』
マ
コ
ー
社　
（
昭
63
・
５
）
の
中
の
「
書
の
上
達

法
」
の
中
に
、「
日
本
民
族
は
、
言
葉
型
民
族
で
す
。
言
葉
に
こ
も
る
精
神
性
を

重
く
考
え
、
文
字
と
い
う
形
式
を
軽
く
考
え
る
傾
向
の
あ
っ
た
民
族
で
し
た
。」

と
あ
り
、
日
本
人
は
中
国
人
が
古
く
か
ら
学
ん
で
き
た
文
字
の
学
習
法
を
、
現
在

に
お
い
て
も
素
直
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
伝
統
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
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