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松
まつ

野
の

洋
ひろ

人
と ＜＜

界
、
す
な
わ
ち
授
業
で
身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と

が
「
で
き
る
こ
と
」
と
「
で
き
な
い
こ
と
」
と

を
見
定
め
て
お
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、

ど
ん
な
事
柄
を
内
容
と
し
て
盛
り
込
む
か
と
か
、

取
り
上
げ
た
事
柄
を
ど
う
い
う
順
序
に
並
べ
る

か
と
か
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
指
導
が
可
能
で

す
が
、
ど
ん
な
言
葉
で
表
現
す
る
か
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
一
人
一
人
の
生
徒

が
す
で
に
獲
得
し
て
い
る
語
彙
で
表
現
し
て
い

く
し
か
な
い
の
で
す
。

　

 

「
書
く
こ
と
」
の
能
力
は
、
生
徒
た
ち
が
社

会
人
に
な
っ
た
と
き
、「
社
会
生
活
に
必
要
な

国
語
の
能
力
」
と
し
て
最
も
強
く
意
識
す
る
も

の
の
一
つ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
本
稿
で
は
標
題

の
教
材
を
取
り
上
げ
、
教
材
化
や
指
導
の
可
能

性
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
と
し
ま
す
。

（
１
）
ま
ず
「
型
」
か
ら

　

一
年
教
材
「
手
紙
を
書
こ
う
」
は
、「
①
手

紙
の
書
き
方
を
知
ろ
う
」「
②
用
件
を
決
め
、

手
紙
を
書
こ
う
」
の
二
項
目
構
成
に
な
っ
て
い

ま
す
か
ら
、
ま
ず
、
①
に
示
さ
れ
て
い
る
手
紙

例
を
用
い
、
改
ま
っ
た
手
紙
の
「
型
」
を
学
ば

せ
る
こ
と
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
「
前
文
・
主
文
・
末
文
・
後
付
け
」
と
い
っ

た
全
体
の
構
成
だ
け
で
な
く
、「
頭
語
・
結
語
」

の
選
択
や
位
置
、「
日
付
・
差
出
人
の
名
前
・

あ
て
名
」
の
位
置
、「
あ
て
名
に
付
け
る
敬
称
」

　

今
回
は
「
書
く
こ
と
」
の
領
域
を
取
り
上
げ

て
み
ま
し
た
。

　

こ
の
領
域
の
学
習
を
構
想
す
る
に
当
た
っ
て
、

留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
二
つ
あ
り

ま
す
。
一
つ
は
、「
文
章
を
綴
る
」
と
い
う
こ

と
が
、
生
徒
た
ち
は
無
論
の
こ
と
誰
に
と
っ
て

も
、
極
め
て
面
倒
な
辛
い
作
業
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
文
章
を
綴
る
授
業
が
生
徒
た
ち
に

好
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
現
実
を
踏
ま
え
、
こ

の
領
域
の
授
業
に
対
す
る
彼
ら
の
意
欲
を
い
か

に
引
き
出
す
か
、
教
師
の
工
夫
が
期
待
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
す
。

　

二
つ
は
、
こ
の
領
域
の
授
業
の
可
能
性
と
限

を
参
考
に
し
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

（
３
）
教
材
構
成
の
可
能
性

　

第
一
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
書
写
の
指
導

と
の
合
体
で
す
。
現
在
、
国
語
に
充
当
さ
れ
て

い
る
授
業
時
数
は
決
し
て
潤
沢
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
本
教
材
に
つ
い
て
も
そ
れ
は
例
外
で
は
な

く
、
書
写
指
導
と
の
合
体
は
授
業
時
数
に
ゆ
と

り
を
生
み
出
す
効
果
が
期
待
で
き
る
の
で
す
。

　

具
体
的
に
は
、『
中
学
書
写
・
一
年
』（
光
村
図
書
）

に
「
便
せ
ん
や
封
筒
の
書
き
方
」
を
学
ぶ
こ
と

を
目
的
と
し
た
「
書
写
の
広
場
（
生
活
に
生
か

そ
う
）」
と
い
う
教
材
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ

の
教
材
の
指
導
と
の
合
体
が
最
も
効
率
的
か
つ

効
果
的
だ
と
思
い
ま
す
。

　

第
二
は
、
同
じ
第
三
単
元
内
の
教
材
で
、
直

前
に
配
置
さ
れ
て
い
る
「
読
む
こ
と
」
の
教
材

「
大
人
に
な
れ
な
か
っ
た
弟
た
ち
に
…
…
」
と

関
連
さ
せ
る
例
で
す
。
こ
の
物
語
は
、
戦
争
の

時
代
を
舞
台
と
し
て
、
生
ま
れ
て
間
も
な
い
弟

が
栄
養
失
調
で
死
ぬ
と
い
う
出
来
事
を
中
心
に
、

母
の
苦
労
や
「
僕
」
の
思
い
が
綴
ら
れ
た
悲
し

い
内
容
で
す
が
、
例
え
ば
、
こ
の
作
中
の
登
場

人
物
で
あ
る
「
母
」
や
「
僕
」
に
励
ま
し
の
手

紙
を
書
く
と
い
う
も
の
で
す
。

　

生
き
た
学
習
と
す
る
た
め
に
は
、
生
徒
た
ち

の
手
紙
を
作
者
に
届
け
る
と
い
う
方
法
も
考
え

ら
れ
ま
す
が
、
作
者
の
負
担
を
考
慮
す
れ
ば
、

家
族
の
中
の
母
や
祖
母
、
兄
弟
姉
妹
等
に
、
教

材
文
と
一
緒
に
送
付
す
る
と
い
う
方
法
な
ど
が

現
実
的
で
し
ょ
う
。

　

教
材
構
成
の
例
は
、
紙
幅
の
関
係
で
多
く
を

紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
が
、
生
徒
の
興

味
・
関
心
、
校
内
行
事
や
学
習
の
時
期
、
学
校

の
置
か
れ
て
い
る
環
境
等
に
よ
っ
て
様
々
に
創

意
工
夫
が
可
能
だ
と
思
い
ま
す
。

　

携
帯
電
話
や
パ
ソ
コ
ン
の
普
及
は
、
生
徒
た

ち
の
生
活
か
ら
多
く
の
「
肉
筆
で
書
く
」
と
い

う
場
を
奪
い
ま
し
た
。
こ
の
傾
向
は
今
後
ま
す

ま
す
強
ま
る
で
し
ょ
う
が
、
だ
か
ら
こ
そ
学
校

教
育
で
は
「
肉
筆
で
書
く
」
活
動
を
重
視
す
る

必
要
が
あ
る
の
で
す
。

　

手
紙
の
種
類
に
も
よ
り
ま
す
が
、
本
教
材
の

学
習
に
お
い
て
は
、
可
能
な
か
ぎ
り
肉
筆
で
手

紙
を
書
か
せ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
し
、
筆
記

用
具
に
つ
い
て
も
、
硬
筆
だ
け
で
な
く
、
毛
筆

（
筆
ペ
ン
）
で
書
か
せ
る
こ
と
に
も
是
非
挑
戦

し
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。

の
選
択
な
ど
、
細
部
に
わ
た
っ
て
基
本
的
な

「
型
」
を
確
認
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

な
お
、
教
材
に
は
縦
書
き
の
様
式
例
し
か
示

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
横
書
き
の
場
合
の
様

式
に
つ
い
て
、
必
要
事
項
の
布
置
を
確
認
さ
せ

て
お
く
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
際
、
巻

末
資
料
の
「
い
ろ
い
ろ
な
通
信
文
」
に
例
示
さ

れ
て
い
る
「
実
用
的
な
通
信
文
」
に
つ
い
て
も
、

関
連
し
て
取
り
上
げ
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

親
し
い
人
同
士
で
は
、
し
ば
し
ば
「
型
」
の

変
形
や
省
略
等
も
行
わ
れ
ま
す
が
、
あ
く
ま
で

も
基
本
の「
型
」を
習
得
し
た
上
で
の
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
て
お
く
こ
と

も
重
要
な
こ
と
で
す
。

（
２
）
生
き
た
「
場
づ
く
り
」
を

　
「
書
く
こ
と
」
の
学
習
に
対
す
る
生
徒
た
ち

の
抵
抗
感
を
少
し
で
も
和
ら
げ
る
た
め
に
は
、

「
書
く
」
学
習
に
対
す
る
彼
ら
の
興
味
や
意
欲

を
喚
起
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
生

き
た
「
場
づ
く
り
」
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

　

手
紙
文
を
書
か
せ
る
際
の
「
場
づ
く
り
」
で

大
切
な
こ
と
は
、
手
紙
を
書
く
目
的
と
差
し
出

す
相
手
を
明
確
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
前

掲
②
の
部
分
に
「
手
紙
の
例
」
と
し
て
四
つ
の

場
面
設
定
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
れ
ら

「
書
く
」
教
材
の
取
り
扱
い

は
じ
め
に

1

お
わ
り
に

3

　
　 

「
手
紙
を
書
こ
う
」を
例
に

2
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教
材
の
径こ

み
ち




