
生
涯
一
教
師
を
貫
き
、
国
語
教
育
に
多
大
な
功
績
を
残
し
た
大
村
は
ま
先
生

の
名
言
集
『
灯
し
続
け
る
こ
と
ば
』
の
中
に
、「
熱
心
結
構
、
い
い
人
あ

た
り
前
で
す
」
と
言
う
一
文
が
あ
る
。
た
っ
た
十
四
行
ほ
ど
の
短
文
な
の
だ
が
、

そ
の
中
身
は
誠
に
重
く
深
い
。
教
師
は
た
だ
い
い
人
で
は
だ
め
、
子
ど
も
が
将
来

ひ
と
り
で
生
き
て
行
け
る
力
を
身
に
付
け
る
為
の
、
し
っ
か
り
し
た
教
育
方
法
や

指
導
の
技
術
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
い
て
い
る
。
教
科
は
勿
論
の

こ
と
、
そ
れ
は
よ
り
良
き
人
格
形
成
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。

教
師
は
、
分
か
る
授
業
の
展
開
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
子
ど
も
達
が

様
々
な
知
識
を
身
に
付
け
る
た
め
に
教
師
が
存
在
す
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ

も
ま
た
至
極
当
然
の
話
で
あ
る
。
し
か
し
、
面
白
い
授
業
と
分
か
る
授
業
は
混
同

さ
れ
、
或
る
子
ど
も
達
や
親
達
は
、
授
業
は
面
白
く
な
く
て
は
だ
め
だ
と
言
っ
て

憚
ら
な
い
。
し
か
し
、
毎
時
間
そ
し
て
毎
日
面
白
い
授
業
が
続
く
は
ず
は
な
い
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
不
謹
慎
な
こ
と
を
言
う
よ
う
だ
が
、
子
ど
も
達
に
と
っ
て
本
来
、

授
業
は
面
白
い
も
の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
。
だ
か
ら
こ
そ
、教
師
た
る
も
の
、日
々

分
か
る
授
業
を
目
指
し
て
精
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

と
こ
ろ
で
、
分
か
る
授
業
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
な
に
も
教
師

だ
け
で
は
な
い
。
生
徒
達
も
、
そ
の
一
端
を
担
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

だ
。
つ
ま
り
、
授
業
に
き
ち
ん
と
そ
し
て
積
極
的
に
参
加
し
、
教
師
の
話
を
良
く

聞
い
て
分
か
る
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
禅
語
に
「
啐そ
っ
た
く啄

同ど
う
じ時

」
と
い
う

の
が
あ
る
。
鶏
の
雛
が
孵
化
す
る
時
、
雛
が
卵
の
中
か
ら
コ
ツ
コ
ツ
と
殻
を
突
く

こ
と
を
「
啐
」
と
言
い
、
親
鳥
が
そ
れ
を
助
け
て
殻
の
外
か
ら
突
く
の
を
「
啄
」

と
言
う
。
こ
の
「
啐
」
と
「
啄
」
が
同
時
に
な
さ
れ
た
時
に
、
初
め
て
良
い
雛
が

誕
生
す
る
と
い
う
譬
え
で
あ
る
。
正
に
授
業
も
「
啐
啄
同
時
」
を
も
っ
て
初
め
て

成
果
が
望
め
る
の
で
あ
る
。
教
師
は
分
か
る
授
業
に
腐
心
し
、
生
徒
は
分
か
ろ
う

と
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
ち
ら
か
一
方
が
欠
け
て
も
、
分
か
る
授
業
は

成
り
立
た
な
い
。
し
か
し
今
の
世
の
中
、
教
師
の
分
か
る
授
業
を
声
高
に
求
め
て

も
、
子
ど
も
達
の
分
か
る
努
力
が
置
き
去
り
に
さ
れ
て
い
る
感
が
強
い
。

こ
れ
は
、
子
ど
も
の
躾
に
対
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
今
の
子
ど
も
達
は
幼
稚

園
や
保
育
園
に
早
く
か
ら
通
い
出
す
。
ま
し
て
母
親
が
働
い
て
い
た
り
、

シ
ン
グ
ル
の
場
合
な
ど
は
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
生
活
が
立
ち
ゆ
か
な
い
だ
ろ
う
。

ど
の
よ
う
な
条
件
で
子
ど
も
が
育
て
ら
れ
た
と
し
て
も
、
親
は
我
が
子
を
、
小
学

校
に
入
る
ま
で
に
き
ち
ん
と
躾
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
親
と
し
て
の
基

本
的
な
責
任
で
あ
る
こ
と
は
、
昔
も
今
も
変
わ
ら
な
い
。
そ
の
土
台
が
あ
っ
て
こ

そ
、
初
め
て
義
務
教
育
が
ス
ム
ー
ズ
に
ス
タ
ー
ト
で
き
る
。
行
動
や
態
度
、
も
の

の
考
え
方
を
是
正
す
る
に
は
、
や
は
り
年
齢
が
低
い
ほ
ど
良
く
、
小
学
、
中
学
、

高
校
と
年
齢
が
高
く
な
る
に
つ
れ
て
、是
正
は
困
難
を
極
め
る
。
事
に
よ
っ
て
は
、

命
が
け
と
言
う
こ
と
も
あ
り
得
る
。

我
が
家
の
宗
派
は
日
蓮
宗
で
あ
る
。
唱
題
を
行
じ
る
時
、
ま
ず
は
「
三
宝
礼
」

を
唱
え
る
。
こ
の
中
に「
平
び
ょ
う
ど
う等
大だ
い
え慧
」と
言
う
言
葉
が
出
て
く
る
。「
平
等
」

と
は
、
仏
に
な
る
こ
と
が
平
等
で
あ
る
と
言
う
こ
と
で
あ
り
、
親
と
子
が
、
男
と

女
等
々
は
同
じ
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
違
い
を
違
い
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
が

「
大
慧
」
で
あ
る
と
教
え
ら
れ
た
。
私
は
「
平
等
大
慧
」
の
意
味
に
合
点
し
た
。

今
の
世
の
中
、
平
等
と
い
う
意
味
が
大
分
違
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
。
教
師
も
生
徒

も
皆
平
等
、
思
っ
て
い
る
こ
と
は
教
師
で
あ
れ
誰
に
で
あ
れ
、
何
で
も
は
っ
き
り

言
う
こ
と
が
正
し
い
と
、
前
後
の
見
境
も
な
く
豪
語
し
た
生
徒
も
い
た
。

ミ
リ
オ
ン
セ
ラ
ー
阿
川
佐
和
子
著
の
「
聞
く
力
」
と
内
容
は
全
く
違
う
が
、

幼
子
の
う
ち
に
目
上
の
人
達
の
言
葉
を
し
っ
か
り
と
聞
く
こ
と
が
出
来
る

力
を
、子
ど
も
に
つ
け
て
貰
い
た
い
と
幼
子
を
持
つ
親
達
に
切
望
す
る
の
で
あ
る
。
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聞
く
こ
と
が
出
来
る
力
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