
令
和
五
年 

春
の
課
題
作
文
・
読
書
感
想
文 

～
塾
長
講
評
～ 

Ａ
Ｉ
が
著
し
い
進
化
を
遂
げ
て
い
ま
す
。
最
近
で
は
チ
ャ
ッ
ト
Ｇ
Ｐ
Ｔ
と
い

う
対
話
型
の
サ
ー
ビ
ス
が
話
題
に
上
り
ま
し
た
。
ま
だ
課
題
は
多
い
も
の
の
ス

ピ
ー
チ
原
稿
や
小
論
文
な
ど
を
人
に
代
わ
っ
て
作
成
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き

て
い
る
の
で
す
。
二
〇
一
八
年
春
の
課
題
文
「
Ａ
Ｉ
時
代
の
到
来
を
見
据
え
て
」

の
中
で
「
二
〇
四
五
年
に
は
Ａ
Ｉ
が
人
間
の
知
能
を
超
え
る
こ
と
に
な
る
」
と

い
う
専
門
家
の
見
解
を
引
用
し
ま
し
た
が
、
現
実
の
進
化
の
ス
ピ
ー
ド
は
そ
れ

を
上
回
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
人
間
な
ら
で
は
の
想
像
力
や
表
現
力
と
は
何
な

の
か
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
き
た
と
感
じ
ま
す
。 

さ
て
、
今
回
も
中
学
生
は
課
題
作
文
、
小
学
生
は
読
書
感
想
文
に
取
り
組
ん

で
も
ら
い
ま
し
た
。
中
学
生
に
は
、
年
賀
状
発
行
部
数
の
減
少
と
い
う
ニ
ュ
ー

ス
を
踏
ま
え
て
日
本
の
慣
習
や
風
習
の
変
化
と
継
承
と
い
う
テ
ー
マ
で
自
分
の

意
見
を
述
べ
て
も
ら
う
形
式
と
し
ま
し
た
。
ま
た
、
小
学
生
に
は
、
当
塾
の
推

薦
図
書
や
そ
れ
以
外
の
本
か
ら
一
冊
を
選
び
、
読
書
感
想
文
を
書
い
て
提
出
し

て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。 

 

課
題
作
文
に
も
読
書
感
想
文
に
も
唯
一
の
正
答
な
ど
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
だ

か
ら
と
言
っ
て
自
分
の
書
き
た
い
よ
う
に
書
い
て
い
い
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

「
能
」
の
世
界
に
「
守
破
離
」(

し
ゅ
は
り)

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
あ

る
程
度
の
型
を
知
っ
た
上
で
自
分
ら
し
さ
が
滲
（
に
じ
）
み
出
る
表
現
を
目
指

し
て
く
だ
さ
い
。
特
に
小
学
生
の
読
書
感
想
文
で
あ
ら
す
じ
を
長
々
と
書
い
て

い
る
作
品
が
目
立
ち
ま
し
た
。「
感
想
文
を
書
く
の
が
苦
手
で
…
」
と
い
う
生
徒



や
そ
の
保
護
者
様
は
ぜ
ひ
教
室
長
に
お
声
掛
け
く
だ
さ
い
。「
こ
ん
な
形
で
書
い

て
み
る
の
は
ど
う
か
」
と
い
う
提
案
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う

な
書
き
方
を
マ
ス
タ
ー
し
て
い
け
ば
書
く
の
が
苦
に
な
ら
な
く
な
る
は
ず
で
す
。 

 

前
置
き
が
長
く
な
り
ま
し
た
が
、
優
秀
作
品
の
紹
介
で
す
。
ま
ず
、
小
学
生

の
金
賞
受
賞
作
品
で
す
が
、「
言
葉
屋-

言
箱
と
言
珠
の
ひ
み
つ-

」
を
読
ん
だ
感

想
文
で
し
た
。
主
人
公
が
「
言
葉
を
口
に
す
る
勇
気
、
口
に
し
な
い
勇
気
」
を

提
供
す
る
言
葉
屋
で
修
業
し
て
成
長
し
て
い
く
物
語
で
し
た
が
、
自
分
自
身
の

経
験
を
振
り
返
り
な
が
ら
学
び
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
点
が
評
価
さ
れ
ま
し
た
。 

 

次
に
中
学
生
の
金
賞
受
賞
作
品
二
つ
で
す
。
一
つ
目
の
作
品
で
は
、
ニ
ュ
ー

ス
サ
イ
ト
の
調
査
を
引
用
し
な
が
ら
慣
習
や
風
習
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
る
の
は
時

代
の
趨
勢(

す
う
せ
い)

と
は
違
う
と
主
張
し
、
大
切
な
の
は
形
で
は
な
く
、
心

で
あ
り
本
質
で
あ
る
と
結
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
も
う
一
つ
の
作
品
で
は
、
日
本

の
お
祭
り
に
海
外
か
ら
の
観
光
客
も
多
数
集
ま
っ
て
く
る
と
い
う
事
例
を
挙
げ

な
が
ら
、
慣
習
や
風
習
は
日
本
ら
し
さ
や
自
分
の
ル
ー
ツ
を
知
る
貴
重
な
機
会

に
も
な
る
の
で
、
形
を
変
え
て
で
も
受
け
継
ぐ
べ
き
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
い
ず
れ
も
説
得
力
に
富
む
力
強
い
作
品
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

 

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
当
塾
で
は
全
講
師
が
中
学
生
の
課
題
作
文
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。「
学
ぶ
」
の
語
源
は
「
真
似
ぶ
」
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
生
徒
や
講
師

の
優
秀
作
品
に
目
を
通
し
て
真
似
た
い
と
感
じ
る
と
こ
ろ
を
探
し
て
頂
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
う
や
っ
て
見
つ
け
た
視
点
や
表
現
を
今
後
に
活
か

し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。 


