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教
材
と
し
て
の
小
林
秀
雄

小
林
秀
雄
教
材
の
今
日
的
意
義

髙
野
光
男

　

二
〇
一
三
年
度
セ
ン
タ
ー
入
試
で
小
林
秀
雄
の
「
鐔つ

ば

」
が
出
題
さ
れ
、

国
語
の
平
均
点
が
大
幅
に
下
が
っ
た
こ
と
が
新
聞
紙
面
を
賑
わ
し
た
。

そ
の
一
つ
に
、漱
石
研
究
で
知
ら
れ
、『
教
養
と
し
て
の
大
学
受
験
国
語
』

な
ど
の
著
書
も
あ
る
石
原
千
秋
氏
の
「
意
義
を
欠
い
た
好
み
の
押
し
つ

け
」
と
い
う
見
出
し
の
つ
い
た
文
章
（「
産
経
新
聞
」
二
〇
一
三
年
二

月
一
八
日
付
）
が
あ
る
。
石
原
氏
は
、「
鐔
」
に
お
け
る
小
林
の
主
張

に
は
「
い
か
な
る
根
拠
が
示
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
く
」、「
根
拠
の
な
い

文
章
は
好
み
の
押
し
つ
け
に
す
ぎ
な
い
」
と
批
判
し
、
大
学
入
試
問
題

に
は
「
高
校
ま
で
の
学
習
が
身
に
つ
い
て
い
る
か
」、「
大
学
に
入
学
し

て
か
ら
研
究
が
で
き
る
能
力
が
あ
る
か
」
を
確
認
す
る
二
つ
の
意
義
が

あ
り
、「
い
ず
れ
の
観
点
か
ら
も
失
格
で
あ
る
」
と
出
題
者
を
断
じ
て

い
る
。

　

石
原
氏
の
主
張
は
、
入
試
問
題
と
い
う
観
点
か
ら
の
正
論
だ
と
思
わ

れ
る
。
だ
が
、小
林
秀
雄
教
材
の
価
値
・
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、

よ
り
重
要
な
の
は
、石
原
氏
が「
高
校
国
語
の
教
科
書
の
編
集
委
員
だ
っ

た
と
き
に
も
、小
林
秀
雄
が
山
崎
正
和
に
、さ
ら
に
中
村
雄
二
郎
に
取
っ

て
代
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
最
後
ま
で
小
林
秀
雄
を
採
録
す
る
こ

と
を
主
張
し
た
ほ
ど
で
あ
る
。
た
だ
し
、『
か
つ
て
は
こ
れ
が
評
論
だ
っ

た
』
と
い
う
、
文
学
史
上
の
標
本
と
し
て
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
点

で
あ
ろ
う
。「
文
学
史
上
の
標
本
」
と
石
原
氏
は
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン

ス
を
込
め
て
い
る
が
、
私
は
こ
の
「
標
本
」
を
「
古
典
」
と
読
み
替
え
、

そ
こ
に
小
林
秀
雄
の
国
語
教
科
書
教
材
と
し
て
の
積
極
的
な
意
義
を
見

て
い
る
。

　

現
行
高
校
評
論
教
材
の
主
な
も
の
は
言
語
論
・
身
体
論
・
メ
デ
ィ
ア

論
な
ど
、
言
語
論
的
転
回
以
降
の
思
想
状
況
を
基
盤
と
し
て
成
立
し
た

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
文
章
で
あ
る
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
限
界
が
指
摘
さ
れ
、

ポ
ス
ト
・
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
模
索
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
現
在
、
ポ
ス

ト
モ
ダ
ン
的
な
発
想
を
ど
う
超
え
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
小
林
秀
雄
は

読
み
直
さ
れ
る
価
値
が
あ
る
し
、
少
な
く
て
も
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
を
知
る

た
め
に
は
モ
ダ
ン
の
理
解
は
欠
か
せ
な
い
。

　

江
藤
淳
は
『
作
家
は
行
動
す
る
』（
一
九
五
九
年
）
で
、
芸
術
作
品

を
は
じ
め
と
す
る
一
切
の
文
化
活
動
を
「
物
」
と
捉
え
た
小
林
を
実
体

論
と
し
て
痛
烈
に
批
判
し
た
が
、
そ
れ
は
「
こ
と
ば
は
も
の
で
は
な
い
。 

一
種
の
記
号
で
あ
る
」（
傍
点
は
原
文
）
と
い
う
立
場
か
ら
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
先
駆
的
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
か
ら
の
モ
ダ
ン
批
判
と
い
っ
て
よ
い

の
だ
が
、
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
江
藤
は
二
年
後
の
『
小
林
秀
雄
』
で
評

価
を
一
変
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
小
林
の
い
う
「
物
」
は

「
フ
ォ
ー
ム
」「
姿
」「
文
体
」「
実
感
」「
絶
対
言
語
」
な
ど
と
言
い
換

え
ら
れ
て
い
る
概
念
で
あ
り
、「
美
を
求
め
る
心
」
で
は
「
言
葉
を
使
っ

て
整
え
て
、
安
定
し
た
動
か
ぬ
姿
に
し
た
…
…
」
と
い
う
文
脈
の
中
で

登
場
し
て
い
る
。
こ
の
、
言
葉
に
対
す
る
「
実
感
」
は
近
年
、
茂
木
健

一
郎
に
よ
っ
て
「
ク
オ
リ
ア
」
と
し
て
再
評
価
さ
れ
て
も
い
る
。
単
な

る
モ
ダ
ン
へ
の
回
帰
で
は
な
く
、
新
し
い
文
芸
批
評
の
創
造
と
い
う
小

林
秀
雄
の
批
評
的
営
為
の
ジ
ャ
ン
ル
特
性
を
捉
え
つ
つ
、現
代
の
思
想
・

文
化
の
相
対
化
と
い
う
真
の
意
味
で
の
「
古
典
」
と
し
て
の
読
み
方
が

要
請
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
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）


