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教
壇
筆
録
か
ら
学
ん
だ
こ
と 

安
達 

孝
之
介 

 

 

第
百
二
十
九
回 

国
語
教
壇
修
養
会 

教
壇
筆

録
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
、
ま
こ
と
に
有
難
う
ご
ざ

い
ま
す
。 

 

修
養
会
が
地
震
で
中
止
と
な
っ
た
こ
と
は
あ
り

ま
し
た
が
、
あ
の
大
震
災
の
大
混
乱
が
お
さ
ま
ら
な

い
中
、
夏
休
み
と
は
い
え
二
日
間
も
開
か
れ
た
と
い

う
こ
と
に
深
い
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。
よ
く
ぞ
引
き

受
け
て
下
さ
い
ま
し
た
。
矢
本
東
小
の
皆
様
に
、
そ

し
て
、
会
が
無
事
終
了
す
る
ま
で
御
尽
力
下
さ
い
ま

し
た
会
員
並
び
に
関
係
者
の
皆
様
に
、
た
だ
た
だ
感

謝
あ
る
の
み
で
す
。 

 

大
試
練
の
修
養
会
が
成
功
裡
に
お
わ
っ
た
原
動

力
は
何
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
現
在
の
い
ず
み
会
の

関
係
者
以
外
の
、
目
に
見
え
な
い
大
き
な
流
れ
の
力

が
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。 

 

米
澤
徳
一
先
生
が
昨
年
十
二
月
お
亡
く
な
り
に

な
り
ま
し
た
が
、
い
ず
み
会
々
長
時
代
に
書
か
れ
ま

し
た
教
壇
筆
録
の
巻
頭
言
を
改
め
て
読
ん
で
み
ま

し
た
。 

一
、
芦
田
先
生
の
教
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

子
ど
も
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
、
向
上
の

心
を
具
有
し
て
い
る
。
そ
れ
を
自
覚
さ
せ
て
や

る
の
が
、
国
語
の
指
導
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
自

覚
さ
せ
る
為
の
、
教
材
観
、
指
導
の
方
法
を
具

体
的
に
お
示
し
く
だ
さ
っ
た
の
が
芦
田
恵
之

助
先
生
で
す
。
そ
れ
を
引
き
継
が
れ
て
、
私
達

い
ず
み
会
員
を
ご
指
導
下
さ
っ
た
の
が
、
鈴
木

佑
治
先
生
で
あ
る
。 

二
、
教 

式 

子
ど
も
を
自
覚
に
立
た
せ
る
国
語
指
導
を
実

現
す
る
に
は
ど
う
す
る
か
。
実
現
す
る
要
は
、

「
教
式
」
に
あ
る
。
教
式
を
行
ず
る
こ
と
に
よ

ら
ざ
れ
ば
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

教
式
に
よ
る
教
壇
に
心
肝
を
砕
き
、
精
進
す

る
こ
と
が
、
一
切
の
要
で
あ
る
。 

三
、
教
壇
の
精
進 

① 

読
み 

教
材
に
盛
ら
れ
た
感
動
を
、
自
分
の
感
動
と

す
る
読
み
の
急
所
を
、
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る

安
達
先
生
の
原
稿 

表
紙 
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か
が
鍵
で
あ
る
。
難
し
い
こ
と
だ
が
、
憂
き
身

を
や
つ
し
て
勘
を
砥
ぎ
に
か
か
る
こ
と
で
あ
る
。 

裏
返
し
て
言
え
ば
、
子
ど
も
達
は
、
ど
う
い

う
個
所
を
押
え
て
や
る
と
喜
ぶ
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
子
ど
も
の
喜
ぶ
急
所
を
押
え
て
、
と

っ
ぷ
り
と
わ
か
ら
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

② 

立
案 

 
 

自
分
の
読
み
取
っ
た
感
動
を
子
ど
も
の

『
実
』
に
す
る
よ
う
に
立
案
す
る
。 

③ 

壇
に
の
せ
る
。 

子
ど
も
が
喜
び
、
心
底
納
得
す
る
教
壇
か
を

反
省
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
ま
た
十
分

と
は
い
え
な
い
の
は
、
自
分
の
経
験
を
通
し
て

も
わ
か
る
。 

四
、
「
い
ず
み
会
」
の
行
く
道 

 
 

 

わ
れ
わ
れ
は
、
道
友
と
共
に
半
世
紀
を
こ
え

て
行
じ
て
き
た
。
子
ど
も
と
共
に
行
じ
て
共
に

育
っ
た
実
績
を
維
持
し
て
き
た
。
道
を
求
め
る

人
、
道
を
楽
し
む
人
は
、
ま
だ
ま
だ
少
な
か
ら

ず
い
る
と
思
う
。 

 

 

い
ず
み
会
の
来
し
方
行
く
末
を
書
き
残
し
た
こ

の
巻
頭
言
を
読
み
直
し
、
自
分
自
身
を
は
げ
ま
し
、

戒
め
に
し
て
い
き
た
い
と
改
め
て
思
い
ま
し
た
。 

  

さ
て
、
小
生
、
退
職
以
降
、
修
養
会
に
は
欠
か
さ

ず
出
席
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
病
と
老
い

の
為
、
出
席
す
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
で
、
矢
本
東
小
学
校
で
の
教
壇
は
、
ど
ん
な
教

壇
だ
っ
た
の
か
、
ず
う
っ
と
気
に
か
け
て
い
ま
し
た

と
こ
ろ
、
七
月
に
会
長
さ
ん
よ
り
筆
録
を
送
っ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
丁
寧
に
、
ゆ
っ
く
り
読
ま
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
考
え
て
み
る
と
、
筆
録
を
こ
ん
な

に
読
ん
だ
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

 

読
ん
で
い
る
う
ち
に
、
子
ど
も
の
喜
ぶ
急
所
は
こ

こ
で
は
な
い
の
か
、
こ
う
や
っ
た
ら
と
っ
ぷ
り
と
わ

か
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
見
え
て
き
ま

し
た
。
そ
う
だ
、
会
に
出
席
で
き
ず
と
も
、
筆
録
を

読
む
だ
け
で
も
教
壇
修
養
が
で
き
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
し
た
。 

 

 

五
人
の
教
壇
を
、「
二
と
く
」
だ
け
を
取
り
出
し

て
、
感
想
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
五
人
の

教
壇
は
、「
詩
」
と
「
物
語
文
」
の
二
つ
に
分
か
れ

て
い
ま
す
の
で
、
二
年
、
三
年
、
五
年
の
詩
の
「
二

と
く
」
に
つ
い
て
の
感
想
を
先
に
述
べ
、
四
年
、
六

年
の
物
語
文
は
、
後
に
述
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

  
 

二
年
「
い
ろ
ん
な
お
と
の
あ
め
」 

  

授
業
記
録
を
読
ん
で
、
低
学
年
の
詩
の
場
合
は
、

『
さ
し
絵
』
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
十
分
に
利

用
し
て
ほ
し
い
と
、
ま
ず
思
い
ま
し
た
。 

 

題
目
と
さ
し
絵
を
べ
つ
べ
つ
に
扱
う
の
で
は
な

く
、
一
緒
に
扱
う
こ
と
が
肝
要
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

筆
録
の
第
一
問
は
、
題
目
を
書
い
て
、「
雨
の
音

を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。」
と
い
う
問
い
で

す
。
第
二
問
は
、「
絵
の
中
の
誰
が
雨
の
音
を
聞
い

て
い
る
か
。」
と
い
う
問
い
で
す
。
第
三
問
は
、「
一

つ
だ
け
の
音
を
聞
い
て
い
る
の
で
す
か
。」
で
す
。 

 

題
目
は
、
題
目
だ
け
を
扱
い
、
さ
し
絵
は
さ
し
絵

と
し
て
扱
っ
て
い
ま
す
。 
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私
だ
っ
た
ら
次
の
よ
う
に
扱
い
た
い
と
思
い
ま

す
。 

  

板
書
、「
い
ろ
い
ろ
な
お
と
の
あ
め
．
．
」 

 

○ 

「
あ
め
」
か
ら
考
え
ま
し
ょ
う
。
さ
し
え
の
中

で
、
ど
れ
が
「
あ
め
」
で
す
か
。 

（
青
い
斜
め
の
線
で
、
雨
を
表
わ
し
て
い
る
。） 

○ 

雨
ふ
り
の
中
を
女
の
子
が
歩
い
て
い
き
ま
し

た
。
歩
い
て
い
る
う
ち
に
、
気
が
つ
い
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
何
に
気
が
つ
い
た
の
で
し
ょ
う
。 

（
音
、
雨
の
音
に
気
づ
い
た
。） 

○ 

雨
の
音
は
、
何
で
表
わ
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。 

（
青
い
点
で
表
わ
し
て
い
る
。） 

○ 

ど
こ
で
、
雨
の
音
が
し
て
い
る
の
か
、
さ
が
し

て
く
だ
さ
い
。 

 
 

 

（
猫
の
し
っ
ぽ
、
犬
の
鼻
、
車
の
屋
根
、 

か
え
る
の
背
中
、
雨
傘
の
上
、
手
の
ひ
ら
） 

○ 

あ
と
、
な
い
か
な
。 

 
 

 

（
地
面
に
ぶ
つ
か
っ
た
と
き
） 

○ 

雨
が
降
る
と
、
い
ろ
ん
な
音
を
出
し
て
い
る
の 

に
気
づ
い
た
詩
で
す
。 

○ 

ど
ん
な
音
が
し
た
か
、
こ
の
詩
を
全
部
書
い
て

勉
強
し
ま
す
。 

 
 

題
目
と
ひ
び
き
は
、
一
体
の
も
の
と
し
て
扱
う
こ

と
が
、
子
ど
も
に
よ
く
わ
か
る
し
、
喜
ぶ
よ
う
に
思

い
ま
す
。 

  
 

三
年
「
夕
日
が
せ
な
か
を
お
し
て
く
る
」 

 

二
年
生
の
詩
の
場
合
、
題
目
と
さ
し
絵
（
ひ
び
き
）

を
上
手
に
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、
詩
情
を
深
く
理
会

で
き
ま
し
た
が
、
三
年
生
の
場
合
は
、
さ
し
絵
が
あ

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
秋
葉
先
生
は
、
ど
ん
な
情
景

の
中
で
こ
の
詩
が
生
ま
れ
、
夕
日
と
子
ど
も
た
ち
の

心
情
が
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
の
か
、
題
目
と
略
画
に

よ
っ
て
理
会
さ
せ
よ
う
と
努
力
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

題
目
を
通
し
て
略
画
を
描
く
場
合
、
こ
の
詩
の
場

合
、
ど
ん
な
略
画
が
考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
筆

録
を
読
ん
で
、
自
分
だ
っ
た
ら
ど
う
す
る
か
を
考
え

る
こ
と
が
、「
二
と
く
」
の
扱
い
の
勉
強
に
役
立
つ

と
思
い
ま
す
。 

 

筆
録
の
一
七
ペ
ー
ジ
の
板
書
事
項
の
中
か
ら
、
略

画
の
部
分
を
描
い
て
み
ま
す
。 

  
 

夕
方 

 
 

 
 

 

夕
日 

 
 

オ
レ
ン
ジ
色 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

誰
の
せ
な
か
を 

お
し
て
い
る
か
。 

  

太 

陽 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
子
ど
も
た
ち
） 

 

○ 

こ
こ
で
大
事
な
問
い
が
あ
り
ま
す
。
子
ど
も
た

ち
は
、
こ
れ
か
ら
ど
こ
へ
行
く
の
で
し
ょ
う
。 

 
 

 

（
家
へ
○帰
る
と
こ
ろ
） 

○ 

今
ま
で
、
子
ど
も
た
ち
は
、
何
を
し
て
い
た
と

思
い
ま
す
か
。 

 
 

 

（
一
日
い
っ
ぱ
い
○遊
ん
で
い
た
。） 

○ 

子
ど
も
た
ち
の
お
腹
は
ど
う
な
っ
て
い
ま
す
か
。 

 
 

 

（
す
い
て
い
る
。
ぺ
こ
ぺ
こ
。） 

○ 

こ
の
様
子
を
見
て
い
た
の
は
誰
か
。 

 
 

 

（
作
者 

阪
田
寛
夫
さ
ん
） 

○ 

阪
田
さ
ん
に
聞
こ
え
て
き
た
も
の
が
あ
り
ま

す
。
何
か
。 

（
声
） 
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○ 

誰
の
声
か
。 

 
 

 
（
夕
日
の
声
と
子
ど
も
た
ち
の
声
） 

○ 

ど
ん
な
声
か
。 

 
 

 

（
太
陽
は
で
っ
か
い
声
、 

子
ど
も
た
ち
は
ど
な
り
声
） 

〈
略
画
に
つ
け
足
す
。〉 

  
 

 
 

 
 

 
 

夕 

日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

で
っ
か
い 

  
 

 
 

 
 

ど
な
り 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

略
画
と
い
っ
て
も
、
画
だ
け
に
と
ら
わ
れ
ず
、
声

と
い
っ
た
目
に
見
え
な
い
も
の
を
つ
け
加
え
る
こ

と
も
、「
二
と
く
」
で
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と

の
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

  
 

五
年
「
山
の
あ
な
た
」 

  

五
年
生
の
「
山
の
あ
な
た
」
の
場
合
も
略
画
を
用

い
て
、
考
え
を
深
め
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。 

 

略
画
に
描
け
ば
、
理
解
が
深
ま
る
か
と
い
う
と
、

も
っ
と
大
事
な
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
ど
う
い
う
問
い
を
出
す
か
、
ど
う
い
う
順

序
で
出
す
か
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

書
い
て
あ
る
通
り
、
順
序
よ
く
文
字
通
り
の
事
実

を
押
さ
え
る
と
理
解
が
深
ま
る
か
と
い
う
と
、
そ
う

は
い
か
な
い
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。 

「
二
と
く
」
の
扱
い
は
ど
の
よ
う
に
す
る
と
よ
い
と

思
い
ま
す
か
。 

 

二
年
生
の
「
い
ろ
い
ろ
な
お
と
の
あ
め
」、
三
年

生
の
「
夕
日
が
せ
な
か
を
お
し
て
く
る
」
は
、
具
象

的
な
詩
で
す
。「
や
ま
の
あ
な
た
」
は
、
抽
象
的
な

詩
で
す
。
具
象
的
な
事
柄
を
ど
の
よ
う
に
し
て
、
抽

象
的
な
事
柄
に
も
っ
て
い
く
か
、
工
夫
が
い
る
と
こ

ろ
だ
と
思
い
ま
す
。
私
は
、
次
の
よ
う
な
「
二
と
く
」

を
考
え
て
み
ま
し
た
。 

  

板
書
、「
や
ま
の
あ
な
た
」 

 

○
「
山
」
は
わ
か
り
ま
す
ね
。 

（
山
の
略
画
を
描
く
。） 

○
「
あ
な
た
」
は
わ
か
り
ま
す
か
。 

 

山
の
ど
こ
に
「
あ
な
た
」
と
書
け
ば
よ
い
で
し
ょ

う
。 

（
上
の
方
） 

 
 

 
 

 

（
下
の
方
） 

  

あ
な
た 

 
 

 
 

こ
な
た 

 

む
こ
う 

 
 

 
 

こ
ち
ら 

 
 

 

  

○ 

こ
の
詩
に
出
て
く
る
「
わ
れ
」
は
、は
じ
め
は
、

ど
ち
ら
に
い
た
か
。 

 
 

 

（
こ
ち
ら
） 

〈
下
の
方
に 

「
わ
れ
」
と
板
書
す
る
。〉 

○ 

こ
ち
ら
に
い
て
、
何
を
考
え
た
か
。
考
え
た
こ

と
は
何
か
。 

 
 

 
 

（「
幸
」）
…
（
し
あ
わ
せ  

幸
福
） 

○
「
幸
」
を
ど
う
し
た
い
と
思
っ
た
か
。 

 
 

 
 

（
手
に
入
れ
た
い
と
思
っ
た
。） 

○
「
幸
」
を
手
に
入
れ
る
為
に
、「
わ
れ
」
は
ど
う

し
た
の
で
し
ょ
う
。 

○
「
幸
」
は
、
手
に
入
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

板
書
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。 

声 

わ 

れ 
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あ
ん
た 

 
 

 

こ
な
た 

 
 

 

む
こ
う 

 
 

 

こ
ち
ら 

 

×

○幸 
 

 
 

 
 

 

○悲 

 

○
「
手
に
入
っ
た
の
は
何
か
。」 

（
悲
し
み
だ
け
） 

 

〈
手
引
き
〉 

 

ど
う
し
た
ら
「
幸
」
が
手
に
入
る
か
、
考
え
な
が

ら
こ
の
詩
を
書
い
て
下
さ
い
。 

「
六
と
く
」
で
、「
幸
」
を
手
に
入
れ
る
ヒ
ン
ト

を
考
え
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。 

 
 

四
年
生
、
六
年
生
は
物
語
文
で
す
。
物
語
文
に
は

詩
と
は
違
っ
た
難
し
さ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま

し
た
。
中
谷
先
生
の
「
教
壇
を
ふ
り
返
っ
て
」
と
い

う
自
省
文
の
中
の
「
一
次
指
導
の
六
と
く
で
「
二
次

指
導
で
扱
う
と
こ
ろ
ま
で
踏
み
込
ん
だ
。」
と
い
う

一
節
に
は
、
は
っ
と
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。 

 

物
語
文
は
詩
に
比
べ
一
般
的
に
文
章
が
長
く
、
い

ろ
ん
な
事
柄
が
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
多

い
。「
二
と
く
」
の
扱
い
は
、
題
目
を
手
が
か
り
に

印
象
の
強
い
所
を
抑
え
な
が
ら
、
文
の
輪
郭
を
つ
か

ま
せ
る
と
な
っ
て
い
る
。
文
の
輪
郭
を
つ
か
ま
え
る

に
は
、
こ
こ
も
大
事
、
こ
こ
も
大
事
と
、
文
章
の
す

み
ず
み
ま
で
触
れ
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
が
、「
二
と
く
」
の
難
し
さ
は
、
洗
い
ざ
ら
い
書

か
れ
て
い
る
事
柄
を
出
し
過
ぎ
る
こ
と
に
あ
る
。 

 

初
心
者
は
、「
二
と
く
」
は
簡
単
だ
と
い
い
、
経

験
者
は
、
難
し
い
と
い
う
。
今
ま
で
の
自
分
の
教
壇

を
ふ
り
返
っ
て
み
て
も
、
そ
ん
な
気
が
し
ま
す
。
子

ど
も
が
喜
ぶ
よ
う
な
、
す
っ
き
り
し
た
教
壇
を
踏
み

た
い
も
の
で
す
。 

  
 

四
年
「
一
つ
の
花
」 

 
 

題
目
を
板
書
す
る
位
置
は
、
た
い
て
い
黒
板
の
右

端
に
寄
せ
て
書
き
ま
す
が
、
そ
う
で
な
く
考
え
て
み

ま
し
た
。 

 

扱
い
も
、
題
目
か
ら
入
ら
な
い
で
、
後
で
触
れ
る

扱
い
を
考
え
て
み
ま
し
た
。 

 

○ 

「
一
つ
の
花
」
と 

い
う
お
話
で
す
が
、 

「
さ
し
絵
」
は
、 

何
枚
あ
り
ま
す
か
。 

 
 

 

（
五
枚
） 

 

○ 

こ
の
お
話
の
主
人
公
は
誰
か
。
誰
の
お
話
だ
と

思
い
ま
す
か
。 

 
 

 
 

（
ゆ
み
子
） 

○ 

ゆ
み
子
が
何
才
こ
ろ
の
お
話
で
す
か
。 

 
 

 
 

（
一
、
二
才
の
こ
ろ
） 

○ 

ゆ
み
子
の
お
話
に
「
一
つ
の
花
」
と
い
う
題
が

つ
い
て
い
ま
す
が
、
ど
こ
に
こ
の
題
を
書
け
ば
い

い
で
し
ょ
う
か
。
１
か
２
か
３
か
…
ど
こ
に
書

き
ま
す
か
。 

 
 

 
 

（
四
枚
目
） 

 

わ

れ 

 

―――― 

  
５ ４ ３ ２ １ 

板 書 
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１ 

 
 

 
 

 
 

２ 

 
 

 
 

 
 

３ 

 

一
つ
の
花  
４ 

 
 

 
 

 
 

５ 

 

○
「
一
つ
の
花
」
と
あ
る
が
、
何
の
花
か
。 

 
 

 
 

（
コ
ス
モ
ス
） 

○ 

も
ら
っ
た
の
は
誰
で
、
く
れ
た
の
誰
か
。 

 
 

 
 

（
く
れ
た
の
は
父
、 

も
ら
っ
た
の
は
ゆ
み
子
） 

○ 

お
父
さ
ん
は
、
コ
ス
モ
ス
の
花
を
ゆ
み
子
に
く

れ
た
後
、
ど
う
し
ま
し
た
か
。 

 
 

 
 

（
汽
車
に
乗
っ
て
戦
争
に
行
っ
た
） 

○ 

戦
争
が
終
わ
っ
て
、
お
父
さ
ん
は
帰
っ
て
き
ま

し
た
か
。 

 
 

 
 

（
帰
っ
て
こ
な
い
。
） 

○ 

一
、
二
才
の
ゆ
み
子
が
、
お
父
さ
ん
と
死
に
別

れ
に
な
っ
た
お
話
で
す
ね
。 

○ 

こ
ん
な
時
代
に
、
ゆ
み
子
は
父
母
に
ど
の
よ
う

に
育
て
ら
れ
、
ど
ん
な
子
に
育
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。 

〈
手
引
き
〉 

 
 

父
と
母
が
ゆ
み
ち
ゃ
ん
に
し
て
あ
げ
た
こ
と

を
書
い
て
下
さ
い
。
父
の
し
た
こ
と
は
上
に
、
母

の
し
た
こ
と
は
下
に
書
い
て
下
さ
い
。 

  
 

 

父 
 

 
 

 

母 

 
 

 
 

 
 

１ 
 

 

 
 

 
 

 
 

２ 

 
 

 
 

 
 

３ 

 

一
つ
の
花  

４ 

 
 

 
 

 
 

５ 

 
「
六
と
く
」
は
筆
録
通
り
で
よ
い
と
思
い
ま
し
た
。 

  
 

六
年
「
桃
花
片
」 

  

「
二
と
く
」
の
扱
い
は
、「
○
題
目
◎
ひ
び
き
〇

手
引
き
」
と
進
め
よ
、
と
教
式
で
は
教
え
て
い
ま
す

が
、
必
ず
し
も
、
題
目
を
「
二
と
く
」
で
扱
わ
な
く

て
も
よ
い
の
が
、
こ
の
「
桃
花
片
」
と
い
う
教
材
で

あ
る
と
思
い
ま
す
。 

 

こ
の
教
材
に
お
い
て
、「
桃
花
片
」
と
い
う
言
葉

は
、
ど
ん
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

名
人
と
い
わ
れ
た
楊
は
、
た
だ
の
職
人
と
思
っ
て
い

た
父
が
、
桃
花
片
の
水
滴
を
見
せ
て
も
ら
っ
て
、
本

当
の
名
人
だ
と
心
か
ら
気
づ
い
た
。
楊
自
身
、
父
の

よ
う
な
名
人
・
職
人
を
目
指
す
こ
と
だ
ろ
う
と
い
う

こ
と
で
す
。 

 

桃
花
片
を
詳
し
く
扱
う
と
、
こ
の
文
章
の
第
三
層

に
入
っ
て
し
ま
う
言
葉
で
す
。 

 

筆
録
を
読
む
と
、
一
次
指
導
の
「
二
と
く
」
で
も
、

「
六
と
く
」
で
も
、
こ
の
桃
花
片
を
扱
っ
て
第
三
層

に
ふ
れ
て
い
て
、
二
次
指
導
で
扱
う
と
こ
ろ
ま
で
深

入
り
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

そ
れ
で
は
、「
二
と
く
」
の
扱
い
は
、
ど
う
あ
れ

ば
よ
い
で
し
ょ
う
。「
桃
花
片
」
を
扱
う
前
に
、
は

っ
き
り
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
何
で
し

ょ
う
か
。 

〇 

こ
の
話
は
、
誰
と
誰
の
お
話
で
す
か
。 

 
 

 
 

（
楊
と
父
親
） 

〇 

二
人
の
関
係
を
お
さ
え
る
。 

 
 

 
 

（
父
と
子
） 

 
 

 
 

（
と
も
に
陶
工
で
あ
る
。） 
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（
師
弟
の
関
係
で
あ
る
。） 

〇 
世
間
の
評
価
は
。 

 
 

 
 

（
楊
は
名
人
、
父
は
た
だ
の
職
人
） 

〇 

楊
自
身
の
評
価
は
、
初
め
は
ど
う
だ
っ
た
か
。 

 
 

 
 

（
楊
―
名
人 

父
―
職
人
） 

〇 

お
し
ま
い
は
、
ど
う
な
っ
た
。 

 
 

 
 

（
父
こ
そ
名
人
と 

思
う
よ
う
に
な
っ
た
。） 

〇 

こ
れ
か
ら
、
そ
こ
を
目
指
し
て
勉
強
し
て
い
き

ま
す
。 

 

〈
手
引
き
〉 

  

楊
の
作
っ
た
も
の
を
探
し
て
書
い
て
下
さ
い
。 

 
 

「
二
と
く
」
を
こ
の
程
度
に
扱
っ
て
お
く
と
、
頭 

に
雑
然
と
入
っ
て
い
る
も
の
が
、
秩
序
立
て
ら
れ
、

こ
れ
か
ら
深
く
考
え
て
い
く
場
合
、
非
常
な
る
助
け

と
な
り
ま
す
。 

「
ひ
び
き
」
は
、
文
章
の
叙
述
通
り
に
い
く
の
か
、

印
象
の
強
い
と
こ
ろ
か
ら
い
く
か
、
混
同
し
や
す
い

と
こ
ろ
で
す
。
文
章
に
よ
っ
て
ピ
ン
と
響
い
て
も
の

と
、
こ
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
ピ
ン
と
こ
な
い
も

の
を
ピ
ン
と
や
ろ
う
と
す
る
と
、
無
理
が
生
じ
ま
す
。

強
く
ピ
ン
と
き
た
か
ら
と
い
っ
て
力
み
す
ぎ
る
と

効
果
が
う
す
く
な
り
ま
す
。 

 

二
年
生
か
ら
六
年
生
ま
で
の
筆
録
を
読
ま
せ
て

い
た
だ
き
、
感
想
を
書
く
こ
と
で
、
こ
ん
な
に
教 

式
と
教
壇
に
つ
い
て
理
会
が
深
ま
る
と
は
思
い
ま

せ
ん
で
し
た
。 

 

教
式
を
読
む
と
き
、
教
案
を
立
て
る
と
き
、
教
壇

に
立
つ
と
き
、
皆
さ
ん
の
役
に
立
つ
こ
と
を
願
っ
て

い
ま
す
。 
  

最
後
に
一
言 

 
 

「
心
か
ら
納
得
し
て
、
じ
っ
く
り
読
む
」
と
い
う

こ
と
が
、
世
の
中
か
ら
な
く
な
っ
て
い
く
よ
う
に
思

い
ま
す
。
テ
ス
ト
に
答
え
ら
れ
る
と
よ
い
と
、
そ
れ

が
教
育
の
目
標
と
な
っ
て
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

一
度
読
ん
だ
ら
紙
屑
に
な
る
教
育
で
、
難
し
い
内

容
を
く
り
返
し
読
む
こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
い
る

よ
う
に
思
い
ま
す
。 

 

語
学
の
勉
強
も
会
話
中
心
に
な
り
、
じ
っ
く
り
読

む
と
い
う
途
は
、
展
け
て
い
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

ま
す
。 

 

小
学
校
か
ら
じ
っ
く
り
読
む
楽
し
さ
を
味
わ
う

こ
と
が
な
く
な
っ
た
ら
、
日
本
文
化
の
衰
退
に
つ
な

が
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
。
心
配
で
す
。
い
ず
み
会
の

皆
さ
ん
の
双
肩
に
か
か
っ
て
い
ま
す
。
今
後
も
よ
ろ

し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 

 

指
導
部
長
安
達
孝
之
介
先
生
か
ら
平
成
二
四
年
九
月

一
日
付
の
手
紙
と
共
に
お
送
り
い
た
だ
い
た
こ
の
原
稿

を
、
第
百
三
十
回
教
壇
室
録
に
載
せ
る
打
ち
合
わ
せ
を
安

達
先
生
と
し
ま
し
た
。
筆
録
準
備
ま
で
に
は
時
間
が
あ
る

の
で
、
す
ぐ
に
ワ
ー
プ
ロ
で
印
刷
用
原
稿
に
起
こ
し
ま
せ

ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
安
達
先
生
の
校
正
を
い
た
だ

け
な
い
結
果
と
な
り
ま
し
た
。
誠
に
申
し
訳
な
い
次
第
で

す
。
そ
の
意
味
で
、
文
責
は
、
会
長
に
あ
り
ま
す
。 

安
達
先
生
の
遺
稿
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
こ
に

書
か
れ
て
い
る
安
達
先
生
の
後
進
へ
の
励
ま
し
を
活
か

す
道
を
共
に
考
え
実
践
し
て
い
き
た
い
も
の
だ
と
、
改
め

て
思
い
ま
す
。
道
友
各
位
の
ご
支
援
を
お
願
い
し
ま
す
。 

安
達
孝
之
介
先
生
の
ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合
掌 

 

平
成
二
五
年
二
月
吉
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

い
ず
み
会 

会
長 

橘
田 

篤
男 


