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ろ
う
か
。
幸
い
に
も
、
新
美
先
生
の
教
え
子
で
あ
る
、

加
藤
千
津
子
（
旧
姓
山
口
）
さ
ん
と
本
城
良
子
さ
ん
に

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
平
成
十
七
年
一
月
七
日
、
安
城
市
、

加
藤
千
津
子
さ
ん
宅
）
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
、
在
り
し

日
の
新
美
先
生
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
た
。

応
接
間
に
通
さ
れ
、
ま
ず
私
の
目
に
入
っ
た
も
の
は
、

Ｂ
５
サ
イ
ズ
ほ
ど
の
作
文
帳
で
あ
っ
た
。
黒
表
紙
の
上

部
に
白
い
ラ
ベ
ル
が
貼
付
さ
れ
、
そ
こ
に
は
、「
作
文
帳
、

一
学
年
一
組
、
氏
名
、
杉
浦
さ
ち
24
」と
楷
書
で
記
さ

れ
て
い
た
。
袋
と
じ
に
折
ら
れ
た
黄
ば
ん
だ
原
稿
用
紙

（
女
学
校
の
校
章
入
り
）は
、
丁
寧
に
黒
紐
で
綴
じ
ら

れ
、
厚
さ
は
五
セ
ン
チ
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

昭
和
十
三
年
四
月
、
新
美
南
吉
（
本
名
正
八
）
は
、

愛
知
県
立
安あ

ん

城じ
ょ
う

高
等
女
学
校
の
教
諭
に
な
っ
た
。
当
時

の
日
記
に
「
さ
て
、
ぼ
く
は
女
学
校
の
先
生
で
す
。
何

ん
だ
か
ヌ
ク
ヌ
ク
し
て
歩
い
て
ゐ
る
。」
と
記
し
て
い

る
よ
う
に
、
よ
う
や
く
南
吉
の
心
に
も
春
が
訪
れ
た
。

南
吉
は
、
新
美
先
生
と
し
て
、
一
年
生
（
十
九
回
生
）

五
十
六
名
（
一
学
年
一
組
）
の
組
担
任
と
な
り
、
一
〜

四
年
の
英
語
、
一
・
二
年
の
国
語
、
作
文
と
農
業
を
担

当
。
教
師
も
生
徒
も
一
年
生
、
ま
さ
に
希
望
の
春
で
あ

っ
た
。
そ
の
後
、
新
美
先
生
は
、
十
九
回
生
の
組
担
任

と
し
て
、
二
・
三
・
四
年
と
持
ち
上
が
り
、
卒
業
ま
で

一
緒
で
あ
っ
た
（
当
時
は
、
四
年
で
卒
業
）。
十
九
回

生
が
卒
業
し
て
い
っ
た
昭
和
十
七
年
は
、『
お
ぢ
い
さ

ん
の
ラ
ン
プ
』（
有
光
社
、
挿
絵
、
棟
方
志
功
）
の
刊

行
や
「
牛
を
つ
な
い
だ
椿
の
木
」「
花
の
き
村
と
盗
人

た
ち
」
な
ど
の
代
表
作
が
生
ま
れ
た
年
で
も
あ
っ
た
。

冒
頭
に
掲
げ
た
詩
「
一
年
詩
集
の
序
」
は
、
一
年
生

の
文
詩
集
『
雪
と
ひ
ば
り
』
の
序
詩
で
あ
る
。
新
美
先

生
は
、
そ
の
後
、
六
冊
の
文
詩
集
を
編
む
な
ど
、
こ
と

の
ほ
か
詩
や
作
文
の
指
導
に
力
を
入
れ
た
。
英
語
教
師

で
あ
り
、
童
謡
詩
人
、
童
話
作
家
で
も
あ
っ
た
、
新
美

先
生
は
ど
の
よ
う
な
作
文
指
導
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ

生あ

れ
い
で
て

舞
う
蝸
牛

で
で
む
し

の

触
角

つ

の

の
ご
と

し
ず
く
の
音
に

驚
か
む

風
の
光
に

ほ
め
く
べ
し

花
も
匂
わ
ば

酔
い
し
れ
む

（
昭
和
十
四
年
二
月
一
日
）

奈良教育大学教授 松
まつ

川
かわ

利広
ひろ

新美先生と作文帳

杉浦さんの作文帳

新美南吉の作文指導から学ぶ
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こ
の
作
文
帳
は
、
尾
頭
さ
ち
（
旧
姓
杉
浦
）
さ
ん
が

一
年
生
か
ら
四
年
生
ま
で
の
間
に
書
き
記
し
た
ほ
ぼ
全

て
の
作
文
を
、
日
付
順
に
綴
じ
た
も
の
で
あ
る
。
ど
れ

に
も
、
新
美
先
生
の
赤
ペ
ン
が
入
っ
て
い
た
。

当
時
、
作
文
の
時
間
は
、
週
に
一
回
あ
り
、
一
週
目

は
作
文
を
書
く
時
間
で
あ
っ
た
。
題
は
課
題
が
用
意
さ

れ
る
と
き
と
そ
う
で
な
い
と
き
が
あ
っ
た
。
書
き
終
わ

ら
な
い
生
徒
は
、
そ
の
日
の
う
ち
に
提
出
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た
。
新
美
先
生
は
、
次
の
週
ま
で
に
赤
ペ
ン

を
入
れ
、
二
週
目
の
授
業
で
は
、
具
体
的
な
批
評
が
行

わ
れ
た
。
記
述
と
批
評
が
交
互
に
行
わ
れ
、
い
た
っ
て

単
純
な
授
業
展
開
で
あ
る
。
し
か
し
、
単
純
で
は
あ
る

が
、
そ
こ
に
は
心
地
よ
い
緊
張
感
を
と
も
な
う
、
密
度

の
濃
い
学
習
が
成
立
し
て
い
た
。
次
に
、
入
学
時
の
作

文
を
紹
介
す
る
。

「
ホ
ウ
ホ
ケ
キ
ヨ
ケ
キ
ヨ
」
と
う
ぐ
ひ
す
が
香
ひ
よ

き
梅
の
枝
を
飛
び
ま
は
る
。
予
習
に
よ
ね
ん
の
な

か
た
私
は
と
う
と
う
此
の
う
ぐ
ひ（
す
）の
声
に
さ
そ

い
だ
さ
れ
て
青
々
と
ふ
き
だ
し
た
若
芽
の
間
を
う
ね

う
ね
と
歩
み
な
が
ら
、
明
日
か
ら
の
入
学
を
ゆ
め
う

つ
つ
に
そ
う
ぞ
う
し
た
。

あ
の
女
学
校
に
入
学
し
た
ら
う
ん
と
勉
強
し
よ
う
。

そ
う
し
て
す
き
な
オ
ル
ガ
ン
も
う
ん
と
な
ら
つ
て
人

一
ば
い
上
手
に
な
ら
う
。「
あ
そ
う
だ
」そ
れ
か
ら
こ
の

よ
は
い
体
を
丈
夫
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
ど
う
し
た
ら

丈
夫
に
な
る
だ
ら
う
。（
後
略
、
な
お
旧
漢
字
は
新
漢

字
に
改
め
た
。）

こ
の
作
文
は
、
作
文
帳
の
最
初
に
綴
じ
ら
れ
て
い
る

も
の
で
あ
り
、
日
付
か
ら
一
年
生
の
四
月
十
三
日
に
書

か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
作
文
に
対
し
て
、
新
美
先

生
は
、
原
稿
用
紙
の
右
上
に
概
評
Ａ
、
左
上
に
「
何
を

書
か
う
と
し
て
ゐ
る
の
か
　
先
づ
書
か
う
と
す
る
こ
と

を
し
つ
か
り
き
め
て
か
か
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
評

語
を
記
し
た
。

そ
の
後
、
新
美
先
生
の
赤
ペ
ン
に
よ
っ
て
、
明
ら
か

な
誤
字
・
脱
字
の
訂
正
、
表
現
の
言
い
換
え
指
導
（
つ

ば
を
お
さ
え
な
が
ら→

つ
ば
を
の
み
こ
み
な
が
ら
）
な

ど
が
行
わ
れ
、
二
か
月
も
経
つ
と
、
杉
浦
さ
ん
は
、
概

評
も
Ａ
○
、
Ａ
◎
と
な
り
、
評
語
も
「
題
材
も
面
白
い
。

書
き
か
た
も
よ
い
。」「
元
気
の
あ
ふ
れ
た
筆
致
で
内
容

に
ふ
さ
は
し
い
。」「
こ
の
書
き
出
し
は
よ
ろ
し
い
」
な

ど
の
評
語
を
も
ら
う
ま
で
に
力
を
つ
け
て
い
く
。
こ
の

よ
う
な
作
文
指
導
は
、
休
む
こ
と
な
く
継
続
的
に
行
わ

れ
、
杉
浦
さ
ん
の
作
文
力
も
、
着
実
に
伸
び
て
い
く
。

次
に
、
四
年
生
の
作
文
を
紹
介
す
る
。

満
々
と
沃
野
を
潤
し
て
行
く
川
。

そ
の
流
れ
を
上
へ
、
上
へ
と
た
ど
つ
て
行
つ
た

な
ら
、
細
い
小
さ
な
流
れ
に
な
る
だ
ら
う
。

そ
の
流
れ
を
下
へ
、
下
へ
と
た
ど
つ
て
行
つ
た

な
ら
、（「
果
は
」
を
挿
入
）
広
い
広
い
（
後
半
の

「
広
い
」
を
削
除
）
海
へ
と
続
い
て
ゐ
（「
と
続
い
て

ゐ
」
を
削
除
、「
達
す
」
を
挿
入
）
る
だ
ら
う
。

こ
の
部
分
の
上
部
に
は
、「「
下
へ
下
へ
」
と
反
覆
さ

せ
又
「
広
い
広
い
」
と
反
覆
さ
せ
る
と
文
に
し
ま
り
が

な
く
な
る
。
幼
稚
に
な
る
。」
と
か
な
り
本
格
的
な
赤

ペ
ン
が
入
る
。
指
導
と
い
う
よ
り
も
鍛
錬
と
い
う
言
葉

の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
赤
ペ
ン
で
あ
る
。

新美南吉による赤ペン添削
まず書く内容を決めることの大切さを
指導した添削

「鍛錬」という言葉にふさわしい添削
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こ
の
作
文
の
最
後
に
は
、
先
生
の
少
し
長
め
の
総
評

が
記
さ
れ
て
い
る
。

「
満
々
と
沃
野
を
潤
し
て
行
く
川
」
と
い
ふ
言
葉
は

少
し
現
実
ば
な
れ
を
し
た
表
現
で
、
明
治
用
水
の
や
う

な
気
が
し
な
い
。「
流
れ
に
よ
せ
て
」
と
い
ふ
か
ら
に

は
、
そ
の
流
れ
が
身
近
に
あ
る
べ
き
だ
か
ら
、
も
う
少

し
明
治
用
水
を
想
起
さ
せ
る
単
語
が
ほ
し
か
つ
た
。
終

り
に
自
ら
の
運
命
を
持
ち
出
し
て
流
れ
の
運
命
に
比
す

る
の
は
技
巧
的
で
は
あ
る
が
、
よ
い
。」

こ
の
よ
う
に
、
新
美
先
生
の
赤
ペ
ン
は
、
概
評
で
、

先
ず
は
安
堵
さ
せ
、
部
分
評
で
課
題
を
焦
点
化
し
、
総

評
で
正
負
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
と
い
っ
た
も
の
が
多

い
。
こ
の
よ
う
な
赤
ペ
ン
は
、
一
年
生
全
員
に
施
さ
れ
、

新
美
先
生
は
、
一
人
一
人
の
作
文
力
を
よ
く
理
解
し
、

個
に
応
じ
た
指
導
を
行
っ
て
い
た
。
新
美
先
生
の
赤
ペ

ン
は
、
多
く
の
生
徒
の
書
く
意
欲
や
励
み
に
な
っ
て
い

た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。「
作
文
の
時
間
は
あ
ま
り
嬉

し
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
次
の
批
評
の
時

間
は
そ
れ
は
楽
し
み
で
し
た
。
な
ぜ
批
評
の
時
間
が
そ

ん
な
に
待
た
れ
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
う
ま
い
人
は
言

う
に
お
よ
び
ま
せ
ん
け
ど
、
全
員
に
満
遍
な
く
、
先
生

は
ど
こ
か
う
ま
い
と
こ
ろ
を
見
つ
け
だ
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
ほ
め
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。」
と
い
う
本
城
さ
ん
の

言
葉
は
、
そ
の
こ
と
を
端
的
に
言
い
表
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、「
僕
が
作
文
を
担
当
し
て
い
る
こ
と
は
重

労
働
な
ん
だ
よ
」
と
つ
ぶ
や
き
な
が
ら
も
継
続
さ
れ
た
。

こ
こ
に
、
生
徒
に
対
し
て
も
、
自
分
に
対
し
て
も
、
安

易
な
道
を
選
択
す
る
こ
と
を
よ
し
と
せ
ず
、
つ
ね
に
高

み
を
目
指
し
て
い
た
、
新
美
先
生
の
生
き
方
を
み
る
こ

と
が
で
き
る
。

南
吉
は
、
昭
和
十
年
、
東
京
外
国
語
学
校
四
年
生
の

と
き
、「
バ
イ
ロ
ン
に
つ
い
て
」と
題
す
る
文
章
を
書
き
、
そ

の
中
で「
文
と
内
容
、
換
言
す
れ
ば
、
形
式
と
内
容
が
不

即
不
離
の
表
裏
関
係
を
保
ち
、
ど
ち
ら
が
主
と
も
い
い

が
た
く
、
文
は
内
容
を
忠
実
に
伝
え
さ
え
す
れ
ば
、
そ

れ
で
よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
文
そ
の
も
の
と
内
容

と
が
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
、
そ
こ
か
ら
匂
い
と
か
、
情
緒
と

か
そ
の
他
、
と
も
か
く
、
美
し
い
分
泌
物
の
ご
と
き
も
の

を
造
り
だ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
」と
考
察
し
て
い
る
。

こ
の
文
学
観
・
文
章
観
は
、
女
学
校
に
お
け
る
赤
ペ

ン
に
反
映
さ
れ
、
部
分
と
全
体
、
形
式
と
内
容
の
バ
ラ

ン
ス
を
大
切
に
し
た
所
見
が
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
見
て
く
る
と
、
教
師
の
赤
ペ
ン
力
は
、
文
学
観
、

文
章
観
と
も
呼
べ
る
も
の
を
醸
成
し
つ
つ
、
自
ら
も
書

き
続
け
る
中
で
育
っ
て
い
く
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

当
時
、
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
評
価
と
い
う
用
語
は
な
か

っ
た
が
、
杉
浦
さ
ち
さ
ん
の
「
作
文
帳
」
は
、
立
派
な

ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
で
あ
り
、
杉
浦
さ
ん
と
新
美
先
生
の

結
晶
作
用
（
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
）
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
き
っ
と
、
杉
浦
さ
ん
を
は
じ
め
、

十
九
回
生
全
員
と
の
間
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
結
晶
作
用

が
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
よ
う

に
、
新
美
先
生
の
日
記
に
は
、
生
徒
の
作
文
や
詩
の
一

部
を
書
き
記
し
た
箇
所
が
随
所
に
出
て
く
る
。
昭
和
十

七
年
に
多
く
の
代
表
作
を
世
に
送
り
出
す
こ
と
が
で
き

た
の
は
、
生
徒
一
人
一
人
と
の
多
様
な
結
晶
作
用
が
創

作
の
糧
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
意

味
に
お
い
て
、「
作
文
帳
」
は
、
南
吉
研
究
や
こ
れ
か

ら
の
作
文
指
導
の
研
究
を
進
め
る
う
え
で
、
多
く
の
示

唆
を
与
え
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。

『
新
美
南
吉
詩
集
　
墓
碑
銘
』
巽
聖
歌
編
　
英
宝
社

『
安
城
の
新
美
南
吉
』
新
美
南
吉
に
親
し
む
会

『
花
の
き
』
十
九
号
　
新
美
南
吉
に
親
し
む
会

一
九
五
二
年
生
ま
れ
。
奈
良
教
育
大
学
教
授
。
光
村
図
書
国
語
教
科
書
編

集
委
員
。
主
な
著
書
に
『
学
び
方
を
養
う
学
校
図
書
館
』（
学
芸
図
書
）、

『
国
語
科
教
育
の
理
論
と
実
践
』（
現
代
教
育
社
）、『
語
彙
指
導
の
方
法

（
語
彙
表
編
）』（
光
村
図
書
）
な
ど
が
あ
る
。

松川先生のインタビューに応じる加藤さんと本城さん

小学校国語No.52  05.4.18 1:18 PM  ページ 9


