
教
育
長
賞
の
選
評

柊
原
小
学
校

五
年

鶴
田

成
貴

「
十
五
夜
の

月
を
明
り
に

す
も
う
と
る
」

「
十
五
夜
」
は
毎
月
あ
る
も
の
の
、
俳
句
の
季
語
と
し
て
は
仲
秋
の
名
月
を
い
い
ま
す
。
こ
の
「
す
も
う
」
は
、
十
五
夜
の
行
事
か
も
、
ま
た
は
個
人

的
な
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
名
月
を
愛
で
る
と
い
う
風
習
と
相
撲
と
い
う
伝
統
技
と
の
組
み
合
わ
せ
が
、
懐
か
し
い
印
象
を
与
え
て
い
ま
す
。

垂
水
中
央
中
学
校

三
年

川
畑

英
侃

「
ウ
グ
イ
ス
の

初
鳴
き
聞
い
て

び
わ
熟
れ
る
」

「
枇
杷
の
花
」
は
冬
の
季
語
で
す
が
、
こ
こ
で
は
「
ウ
グ
イ
ス
」
と
い
う
春
の
季
語
で
早
春
を
表
し
て
い
ま
す

「
初
鳴
き
」
と
「
び
わ
熟
れ
る
」
と
い

。

う
、
一
見
こ
の
両
者
の
季
節
感
の
差
異
に
疑
問
を
も
た
せ
な
が
ら
、
温
暖
地
な
ら
で
は
の
生
命
の
活
動
を
よ
く
と
ら
え
て
い
ま
す
。
聞
い
た
の
は
作
者
と

も
と
れ
ま
す
が
、
枇
杷
の
木
と
と
る
方
が
よ
り
効
果
的
で
し
ょ
う
。

垂
水
高
等
学
校

三
年

林

美
幸

「
雪
兎

白
さ
が
何
故
か

温
か
い
」

美
し
い
一
句
で
す

鹿
児
島
に
は
珍
し
い
昨
冬
の
大
雪
に

白
兎

を
作
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん

雪
の
も
つ
冷
た
い
と
い
う
一
般
的
な
印
象
を

温

。

「

」

。

、「

か
い
」
と
表
現
し
た
意
外
性
が
こ
の
句
の
印
象
を
鮮
や
か
な
も
の
に
し
て
い
ま
す

「
白
さ
が
何
故
か
」
と
疑
問
を
説
明
し
よ
う
と
せ
ず
、
そ
の
ま
ま
表
現

。

し
た
こ
と
で
、
よ
り
効
果
的
に
な
っ
て
い
ま
す
。

講

評

小
学
校

俳
句
は
五
七
五
の
三
語
し
か
使
え
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
の
一
語
一
語
を
効
果
的
に
使
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
特
選
作
の
「
目
覚
め
れ
ば
磯

の
香
り
と
波
の
音
」
は
、
視
覚
と
嗅
覚
の
世
界
を
上
手
に
組
み
合
わ
せ
た
好
句
で
す

「
ば
く
発
で
入
道
雲
が
も
う
一
つ
」
も
す
ば
ら
し
い
観
察
で
す
が
、

。

「
ば
く
発
」
が
鹿
児
島
に
住
む
人
に
は
分
か
り
ま
す
が
、
他
で
は
何
の
こ
と
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
難
点
が
あ
り
、
残
念
な
句
で
す
。
言
葉
の
も
つ
深
み

と
広
が
り
と
を
考
え
て
、
俳
句
を
作
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

中
学
校

俳
句
の
歴
史
は
古
く
、
元
禄
時
代
の
松
尾
芭
蕉
の
頃
、
俳
諧
の
発
句
が
独
立
し
て
、
現
在
の
俳
句
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
時
に
、
俳
諧
の
き
ま
り
を
踏

襲
し
て
、
五
七
五
の
十
七
字
の
定
型
詩
形
と
季
題
を
入
れ
る
と
い
う
約
束
が
で
き
上
が
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
き
ま
り
を
窮
屈
だ
と
考
え
て
無
視
す
る

俳
人
も
い
ま
す
が
、
そ
の
き
ま
り
の
中
で
、
い
か
に
自
由
に
表
現
す
る
か
と
い
う
苦
労
は
、
ま
た
俳
句
を
作
る
人
の
最
大
の
楽
し
み
で
も
あ
り
ま
す
。
み

な
さ
ん
も
、
定
型
詩
と
い
う
拘
束
の
な
か
で
の
自
己
表
現
を
楽
し
ん
で
く
だ
さ
い
。
サ
ッ
カ
ー
も
九
十
分
と
い
う
き
ま
り
が
あ
る
の
で
、
面
白
い
と
い
え

ま
す
。

高
等
学
校

表
現
の
面
白
み
に
気
づ
い
た
句
の
一
例
と
し
て

「
糸
瓜
た
ち
よ
ん
ご
ひ
ん
ご
の
へ
そ
曲
が
り
」
は

「
よ
ん
ご
ひ
ん
ご
」
と
い
う
方
言
を
知
ら
な
い
人

、

、

に
も
、
い
か
に
も
糸
瓜
の
曲
が
り
く
ね
っ
た
様
子
が
目
に
浮
か
ぶ
表
現
で
す
。
言
葉
に
対
す
る
感
覚
が
す
ば
ら
し
い
と
感
じ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
言
葉

は
意
味
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
感
じ
や
リ
ズ
ム
や
雰
囲
気
や
、
意
味
以
外
の
要
素
を
多
く
兼
ね
備
え
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
言
葉
の
も
つ
い
ろ

い
ろ
な
要
素
を
総
動
員
し
て
、
俳
句
を
作
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
そ
う
す
る
と
、
言
葉
の
も
つ
、
そ
し
て
俳
句
の
も
つ
表
現
の
面
白
み
が
分
か
っ
て
く
る

こ
と
で
し
ょ
う
。


