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松
まつ

野
の

洋
ひろ

人
と ＜＜

高
校
に
進
学
す
る
と
い
う
状
況
を
考
え
れ
ば
、

高
校
一
年
の
「
国
語
総
合
」
な
ど
に
お
け
る
古

典
学
習
へ
の
橋
渡
し
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
意

識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

（
１
）
教
科
書
所
載
和
歌
を
掲
載
順
に

　

教
科
書
の
も
つ
性
格
上
、
教
科
書
所
載
の
和

歌
は
、「
よ
み
人
し
ら
ず
」
の
例
外
は
あ
り
ま

す
が
、
そ
の
歌
集
に
お
け
る
代
表
歌
人
の
代
表

歌
を
選
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え

ま
せ
ん
。
ま
た
、
中
学
三
年
の
発
達
に
合
っ
た

歌
、
各
歌
集
の
歌
風
や
技
巧
を
反
映
し
て
い
る

歌
と
い
う
制
約
も
選
歌
の
考
慮
条
件
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
っ
て
選
定
さ

れ
た
十
七
首
の
和
歌
で
す
か
ら
、
古
典
和
歌
学

習
の
導
入
教
材
と
し
て
極
め
て
妥
当
な
も
の
な

の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
教
材
の
和
歌
に
つ
い

て
、
一
首
ず
つ
順
に
「
歌
意
」
を
確
認
さ
せ
、

作
者
の
「
感
動･

心
情
」
を
想
像
さ
せ
る
と
と

も
に
、
読
み
手
で
あ
る
生
徒
自
身
の
「
感
想
」

を
ま
と
め
さ
せ
る
と
い
う
流
れ
が
、
基
本
的
な

学
習
ス
タ
イ
ル
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

（
２
）「
詞
書
」
を
補
足
し
て

　

教
材
の
和
歌
群
は
前
項
と
同
じ
教
科
書
所
載

和
歌
で
す
。

　

古
典
和
歌
の
指
導
に
お
け
る
問
題
点
の
一
つ

は
、
和
歌
の
言
葉
を
い
く
ら
丁
寧
に
読
み
解
い

　

古
典
和
歌
は
、
第
三
学
年
の
第
四
単
元
冒
頭

に
「
君
待
つ
と
─
万
葉･

古
今･

新
古
今
─
」

と
い
う
教
材
名
で
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
万

葉
か
ら
九
首
、
古
今･

新
古
今
か
ら
そ
れ
ぞ
れ

四
首
ず
つ
教
材
と
し
て
採
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
の
学
習
は
、
和
歌
学
習
の
系
統
で
い

え
ば
、
第
二
学
年
で
の
近
代
短
歌
の
学
習
、
す

な
わ
ち
「
短
歌
を
味
わ
う
」
や
、
資
料
「
短
歌

十
二
首
」
の
学
習
を
受
け
る
形
に
な
り
ま
す
し
、

古
典
学
習
の
系
統
で
い
え
ば
、第
一
学
年
の「
い

ろ
は
歌
」
や
「
竹
取
物
語
」
か
ら
始
ま
っ
た
中

学
校
古
典
学
習
の
総
仕
上
げ
と
い
う
位
置
づ
け

に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
が

　

次
に
、
教
材
ユ
ニ
ッ
ト
例
を
二
つ
紹
介
し
ま

し
ょ
う
。

（
Ａ
）
あ
る
主
題
で
教
材
群
を
構
成
す
る

　
「
愛
」「
別
れ
・
死
」「
季
節
感
」「
無
常
観
」

な
ど
切
り
口
は
さ
ま
ざ
ま
考
え
ら
れ
ま
す
が
、

例
え
ば
、
万
葉
を
「
愛
」
で
構
成
し
た
場
合
、

次
の
よ
う
な
ユ
ニ
ッ
ト
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

❶ 

プ
ロ
ロ
ー
グ

「
籠
も
よ　

み
籠
持
ち
〜
」　　
　

雄
略
天
皇
１

❷ 

片
思
い

「
夏
の
野
の
繁
み
に
咲
け
る
〜
」大

伴
坂
上
郎
女
1500

❸ 

待
つ

「
君
待
つ
と
吾
が
恋
ひ
を
れ
ば
〜
」 

額
田
王
488

「
あ
し
ひ
き
の
山
の
し
づ
く
に
〜
」 大
津
皇
子
107

❹ 

姉
と
弟

「
吾
が
背
子
を
大
和
へ
遣
る
と
〜
」  大
伯
皇
女
105

「
二
人
行
け
ど
行
き
過
ぎ
難
き
〜
」 大
伯
皇
女
106

「
も
も
づ
た
ふ
磐
余
の
池
に
〜
」　

大
津
皇
子
416

❺ 

初
々
し
く

「
多
摩
川
に
さ
ら
す
手
作
り
〜
」　　
　

東
歌
3373

❻ 

夫
婦
、
親
子

「
憶
良
ら
は
今
は
罷
ら
む
〜
」　　

山
上
憶
良
337

「
瓜
食
め
ば
子
ど
も
思
ほ
ゆ
〜
」 

山
上
憶
良
802 

「
銀
も
金
も
玉
も
〜
」　　
　
　
　

山
上
憶
良
803

❼ 

人
妻
ゆ
え
に

「
あ
か
ね
さ
す
紫
野
行
き
〜
」　　
　

額
田
王
20

「
紫
草
の
に
ほ
へ
る
妹
を
〜
」 
大
海
人
皇
子
21

❽ 

別
れ

「
小
竹
の
葉
は
み
山
も
さ
や
に
〜
」 柿
本
人
麻
呂
133

「
防
人
に
立
ち
し
朝
明
の
〜
」 

防
人
歌
3569

（
Ｂ
）
あ
る
テ
キ
ス
ト
を
丸
ご
と
教
材
に

　

中
学
三
年
生
に
、
質
的
に
も
量
的
に
も
合
っ

た
テ
キ
ス
ト
は
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
あ
り
ま
せ
ん

が
、
万
葉
で
あ
れ
ば
、『
万
葉
の
う
た
』（
文
・

大
原
富
枝
、
画
・
岩
崎
ち
ひ
ろ　

童
心
社
）
が

よ
い
と
思
い
ま
す
。
十
二
の
ユ
ニ
ッ
ト
で
構
成

さ
れ
て
お
り
、
大
原
氏
の
解
説
文
が
秀
逸
で
す
。

指
導
時
数
に
ゆ
と
り
が
な
け
れ
ば
、
い
く
つ
か

の
ユ
ニ
ッ
ト
に
絞
っ
て
扱
う
こ
と
も
可
能
で
す
。

　

万
葉
で
は
、『
い
に
し
え
か
ら
の
ラ
ブ
レ

タ
ー
』（
著･

ｒ
ｙ
ｏ
、ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
ブ
ッ
ク
ス
）

も
使
え
る
か
と
思
い
ま
す
。
現
代
語
訳
も
独
立

し
た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
よ
う
で
、
な
か
な
か
楽

し
い
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
を
実
践
す
る
際
に
留
意
す
べ
き
は
、

先
に
指
摘
し
た
指
導
時
数
の
問
題
以
外
に
、
テ

キ
ス
ト
の
準
備
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
公
費
で

一
学
級
分
の
冊
数
を
購
入
し
、
国
語
科
の
備
品

と
し
て
整
備
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

て
も
、
生
徒
た
ち
の
心
を
な
か
な
か
揺
さ
ぶ
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
各
歌
が

作
ら
れ
た
背
景
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
さ
ま
ざ
ま
な

ド
ラ
マ
が
あ
る
は
ず
な
の
で
す
が
、
教
科
書
の

情
報
だ
け
で
は
そ
れ
が
見
え
て
こ
な
い
の
で
す
。

　
「
題
知
ら
ず
」
な
ど
の
歌
も
あ
り
ま
す
が
、

ほ
と
ん
ど
の
歌
に
は
「
詞
書
」
と
い
う
も
の
が

付
い
て
お
り
、
そ
の
歌
が
ど
の
よ
う
な
状
況
の

中
で
作
ら
れ
た
の
か
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
こ
の
「
詞
書
」
を
手
が
か
り
に
歌

の
作
ら
れ
た
背
景
や
状
況
を
確
認
さ
せ
る
こ
と

で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
の
世
界
に
深
く
入
り
込
ま

せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

（
３
）
新
た
な
教
材
群
を
構
成
し
て

　

こ
れ
は
、
ま
っ
た
く
新
し
い
教
材
ユ
ニ
ッ
ト

を
創
案
す
る
と
い
う
形
で
す
。
こ
の
場
合
、
ま

ず
問
題
と
な
る
の
は
教
科
書
所
載
教
材
を
ど
う

す
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
授
業
時
数
に
余
裕

が
あ
れ
ば
、
発
展
学
習
と
し
て
授
業
時
間
内
に

扱
い
、
余
裕
が
な
け
れ
ば
課
外
学
習
と
し
て
生

徒
個
々
に
取
り
組
ま
せ
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ

う
。い
ず
れ
に
し
て
も
、「
歌
意
」「
作
者
の
思
い
」

「
自
己
の
感
想
」な
ど
の
欄
を
設
け
た
学
習
シ
ー

ト
を
用
意
し
、
生
徒
が
自
学
で
き
る
よ
う
な
条

件
を
整
え
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

古
典
和
歌
教
材
化
の
可
能
性

は
じ
め
に

1

　
　
教
材
化
の
可
能
性

2

※
引
用
歌
末
尾
の
数
字
は
、『
国
歌
大
観
』
に
よ
る
通
し
番
号

1819

8
教
材
の
径こ

み
ち


