
平
松
譲
二
（
女
子
中
学
校
・
高
等
学
校
教
諭
）

新
島
襄
の
ふ
る
さ
と
安
中
は
梅
の
産
地
で
あ
る
。
梅
の
季
節
に
な
る
と
、
周
辺
の
山
一
面
に
薄

い
ピ
ン
ク
の
花
び
ら
を
付
け
た
梅
の
花
が
み
ご
と
に
広
が
る
。
冬
の
安
中
の
寒
さ
は
厳
し
く
、
空か

ら

っ
風
と
呼
ば
れ
る
、
時
に
人
が
歩
く
の
も
困
難
な
ほ
ど
の
暴
風
が
吹
き
荒
れ
る
。
そ
の
空
っ
風
が

吹
き
荒
れ
る
冷
た
い
寒
さ
の
中
で
、
安
中
の
梅
は
花
を
咲
か
せ
る
。
そ
の
姿
は
見
事
で
あ
る
。
新

島
は
、
冬
の
厳
し
い
風
や
雪
を
し
の
い
で
、
ど
の
花
よ
り
も
一
番
先
に
咲
い
た
梅
を
「
寒
梅
」
と

称
し
、
そ
の
寒
梅
を
愛
し
た
。

新
島
が
詠
ん
だ
「
寒
梅
の
詩
」
は
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

庭
先
の
一
本
の
梅
の
木
、
寒
梅
と
で
も
呼
ぼ
う
か
。
厳
し
い
風
に
耐
え
、
冷
た
い
雪
を
忍
び
、

笑
っ
て
い
る
か
の
様
に
、
平
然
と
咲
い
て
い
る
。
別
に
、
誰
か
と
争
っ
て
、
無
理
に
一
番
咲
き
を

競
っ
て
努
力
し
た
の
で
も
な
く
、
自
然
に
あ
ら
ゆ
る
花
の
さ
き
が
け
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
こ

と
に
謙
虚
な
姿
で
、
人
間
も
こ
の
寒
梅
の
よ
う
に
あ
り
た
い
も
の
だ
。

ま
さ
に
、
新
島
自
身
の
体
験
や
思
い
を
寒
梅
に
た
と
え
た
詩
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る

排
斥
運
動
の
中
で
、
京
都
に
同
志
社
を
設
立
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
に
立
ち
向
か
い
な
が
ら
そ
の

歩
み
を
始
め
た
の
で
あ
る
。
新
島
は
そ
の
苦
節
苦
難
、
試
練
に
耐
え
な
が
ら
も
、
争
わ
ず
、
無
理

を
せ
ず
、
終
始
ゆ
と
り
を
持
ち
自
然
体
で
、
キ
リ
ス
ト
教
主
義
同
志
社
で
学
ぶ
学
生
た
ち
に
日
本

の
将
来
を
託
す
と
い
う
壮
大
な
夢
に
か
け
た
。
ま
さ
に
、
近
代
日
本
の
先
覚
者
、
牧
師
と
し
て
、

キ
リ
ス
ト
の
福
音
の
種
を
同
志
社
で
学
ぶ
若
者
た
ち
に
蒔
き
続
け
た
の
で
あ
る
。

庭
上
の
一
寒
梅
　
笑
う
て
風
雪
を
侵
し
て
開
く

争
わ
ず
又
力つ

と

め
ず
　
自
ら
占
む
百
花
の
魁

さ
き
が
け

新
島
　
襄
の
言
葉

（
新
島
襄
が
大
磯
で
療
養
中
に
詠
ん
だ
と
さ
れ
る

漢
詩
。
直
筆
は
存
在
し
な
い
）


