
教
育
長
賞
の
選
評

新

城

小

学

校

五
年

平
良

梨
夏

「

ス
イ
ン
グ
と

い
っ
し
ょ
に
ま
き
こ
む

秋
の
風

」

一
瞬
の
印
象
を
捉
え
た
句
で
す
。
「
ス
イ
ン
グ
」
は
、
野
球
の
バ
ッ
ト
の
素
振
り
と
も
、
実
際
の
バ
ッ
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
で
の
こ
と
と
も
解
釈
で
き
ま
す
が
、
そ
れ
は
ど
ち
ら
で

も
よ
く
、
バ
ッ
ト
の
回
転
の
熱
さ
と
一
瞬
の
秋
風
の
涼
し
さ
の
対
比
を
理
解
す
れ
ば
よ
い
も
の
で
す
。
そ
の
上
で
、「
ま
き
こ
む
」
に
、
「
ス
イ
ン
グ
」
の
強
さ
が
よ
く
表
れ
て
い

ま
す
。
俳
句
は
静
の
情
景
を
詠
う
も
の
が
多
い
の
で
す
が
、
こ
の
句
は
動
の
情
景
に
な
っ
て
い
ま
す
。

垂
水
中
央
中
学
校

二
年

川
畑

岳
生

「

田
の
水
面

浮
か
び
し
景
色

線
対
称

」

「
観
察
の
鋭
さ
が
よ
く
表
れ
て
い
る
句
で
す
。
句
の
意
は
明
ら
か
で
、
言
わ
れ
て
み
れ
ば
誰
で
も
気
づ
く
情
景
で
す
が
、
実
は
そ
れ
を
「
線
対
称
」
と
見
る
の
は
な
か
な
か
で

き
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
俳
句
は
、
ま
ず
観
察
、
次
に
表
現
で
す
。
こ
の
両
者
が
、
お
そ
ら
く
一
瞬
の
う
ち
に
浮
ん
だ
の
だ
の
が
こ
の
句
の
佳
さ
だ
と
理
解
さ
れ
ま
す
。「
田

の
水
面
（
み
な
も
）」
で
夏
の
句
で
す
。

垂
水
高
等
学
校

一
年

牧
元

亜
実

「

大
人
び
た

笑
顔
を
つ
く
る

浴
衣
か
な

」

「
大
人
び
た

笑
顔
を
つ
く
る

浴
衣
か
な
」
は
、
繊
細
な
感
覚
で
つ
く
ら
れ
た
句
で
す
。
友
人
が
浴
衣
を
着
て
、
大
人
っ
ぽ
く
笑
っ
た
と
も
、
自
分
が
浴
衣
を
着
た
時
に
大

人
っ
ぽ
く
笑
顔
を
つ
く
っ
た
と
も
解
釈
で
き
ま
す
。
前
者
に
と
る
と
、
鋭
い
観
察
に
基
づ
い
た
句
に
な
り
、
後
者
に
と
る
と
、
作
句
者
の
自
分
を
大
人
に
見
せ
た
い
と
い
う
自
意

識
が
入
り
、
ま
っ
た
く
別
の
句
に
な
り
ま
す
。
解
釈
の
多
様
性
を
許
す
の
も
優
れ
た
句
の
特
徴
で
す
。
後
者
の
解
釈
が
面
白
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

講
評
及
び
今
後
に
向
け
て
の
指
導

【
小

学

校
】

俳
句
は
身
の
回
り
の
情
景
や
出
来
事
や
自
然
の
景
色
な
ど
を
、
細
か
く
観
察
す
る
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。

そ
こ
に
俳
句
に
な
り
そ
う
な
興
味
深
い
素
材
を
見
つ
け
た
ら
、
次
に
そ
れ
を
ど
う
い
う
言
葉
で
表
す
か
と
い
う
表
現
の
し
か
た
が
課
題
に
な
り
ま
す
。
短
詩
形
と
い
わ
れ
る
よ
う

に
、
三
十
一
字
で
表
現
し
な
い
と
い
け
な
い
の
で
、
言
葉
を
厳
密
に
選
ば
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
こ
と
を
逆
に
考
え
る
と
、
俳
句
を
作
る
と
い
う
こ
と
を
頭
の
隅
に
置
い
て
生
活
す
る
と
、
観
察
が
細
か
く
な
り
、
同
時
に
言
葉
に
よ
る
表
現
に
つ
い
て
も
敏
感
に
な
り
ま

す
。
こ
の
こ
と
は
、
単
に
俳
句
を
作
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
こ
と
に
も
ひ
じ
ょ
う
に
役
に
立
ち
ま
す
。
私
た
ち
の
生
活
は
言
葉
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
ま
す
の
で
、
生

活
を
豊
か
に
す
る
こ
と
に
俳
句
は
役
に
立
ち
ま
す
。

【
中

学

校
】

中
学
生
に
な
る
と
、
俳
句
で
表
現
す
る
素
材
は
、
単
な
る
自
然
の
景
観
だ
け
で
な
く
、
俳
句
を
作
る
人
の
生
き
方
と
い
う
人
生
に
関
係
す
る
も
の
が
増
え
て
き

ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
、
そ
れ
を
表
現
す
る
言
葉
も
、
日
常
で
使
う
生
活
用
語
だ
け
で
は
な
く
、
古
語
と
い
わ
れ
る
日
本
の
伝
統
的
な
言
葉
や
、
い
ろ
い
ろ
の
本
を
読
む
こ
と
に
よ

っ
て
得
ら
れ
る
言
葉
な
ど
で
表
現
す
る
こ
と
が
増
え
て
き
ま
す
。
中
学
生
に
な
っ
て
毎
日
の
生
活
が
、
精
神
的
に
も
物
質
的
に
も
複
雑
に
な
っ
て
く
る
と
、
そ
れ
を
表
現
す
る
言

葉
も
多
種
多
様
で
な
い
と
、
う
ま
く
表
現
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
言
葉
の
数
が
増
え
て
い
く
と
、
そ
れ
だ
け
私
た
ち
の
生
活
は
豊
か
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
俳
句
は
そ
の
よ
う
な

精
神
的
な
成
長
を
手
助
け
し
て
く
れ
ま
す
。

【
高
等
学
校
】

俳
句
の
作
り
方
に
「
花
鳥
諷
詠
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、
俳
句
は
、
花
や
鳥
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
自
然
現
象
を
、
見
え
た
ま
ま
に
表
現
す
る
つ
ま
り
「
写
生
」

す
る
と
い
う
考
え
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
の
考
え
方
は
誤
解
さ
れ
や
す
く
、
も
し
自
然
現
象
を
客
観
的
に
表
現
す
る
な
ら
、
誰
が
俳
句
を
作
っ
て
も
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
俳
句
に
か
ぎ
ら
ず
芸
術
に
は
そ
れ
を
作
っ
た
人
の
個
性
の
表
現
が
必
要
で
す
。
た
と
え
ば
桜
島
を
詠
う
と
し
て
も
、
自
分
に
は
桜
島
は
こ
う
い
う
と
こ
ろ
が
美
し
い
の

だ
と
い
う
、
他
の
誰
と
も
異
な
る
自
分
だ
け
の
見
方
と
表
現
と
が
、
つ
ま
り
俳
句
を
作
る
人
の
個
性
が
必
要
で
す
。
「
花
鳥
諷
詠
」
と
か
「
写
生
」
と
か
と
い
う
俳
句
の
作
り
方

に
は
、
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
（
あ
り
き
た
り
）
に
な
っ
て
し
ま
う
危
険
性
を
含
ん
で
い
ま
す
。

高
校
生
に
な
れ
ば
、
自
分
の
将
来
の
生
き
方
を
本
気
で
考
え
な
い
と
い
け
な
く
な
り
ま
す
。
俳
句
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
一
つ
の
方
法
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
、
自
分
が
個
性

的
に
つ
ま
り
魅
力
的
に
生
き
る
人
生
を
選
ぶ
た
め
に
、
俳
句
を
役
立
て
て
く
だ
さ
い
。


