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日
常
の
水
際
で
、
小
林
秀
雄
を
読
む　
―
引
用
で
つ
づ
る
教
材
研
究
余
話
―

岩
﨑
昇
一

特
集
　
教
材
と
し
て
の
小
林
秀
雄

　
　
　
何
を
読
む
か　

ど
う
読
む
か

　

だ
れ
も
が
、
自
分
の
望
む
と
こ
ろ
に
生
き
る

の
で
は
な
い
。
不
如
意
な
立
ち
位
置
で
必
死
に

い
き
て
い
る
。
そ
の
や
む
に
止
ま
れ
ぬ
人
心
の

動
き
や
思
い
が
そ
の
時
代
の
相
に
い
ろ
ど
り
を

あ
た
え
て
い
る
の
だ
。
美
も
文
学
も
そ
こ
か
ら

鋭
く
磨
か
れ
て
形
を
為
す
。
そ
れ
は
、
小
林
の

論
じ
る
乱
世
で
あ
ろ
う
と
高
度
な
る
情
報
化
社

会
で
あ
ろ
う
と
変
わ
り
は
し
な
い
。
む
し
ろ
現

代
の
情
報
社
会
が
私
た
ち
の
情
操
を
一
層
の
混

迷
へ
と
引
き
込
ん
で
い
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

混
迷
は
生
活
の
実
感
と
情
報
と
の
乖
離
か
ら
生

ま
れ
る
。
立
つ
べ
き
と
こ
ろ
は
、
い
ま
こ
こ
に

生
き
る
生
活
と
身
体
で
あ
る
の
に
無
用
の
解
説

や
解
釈
が
メ
デ
ィ
ア
空
間
を
支
配
す
る
。
小
さ

き
者
の
迷
い
、
焦
慮
、
不
安
は
こ
こ
ま
で
生
き

て
来
た
実
感
に
底
知
れ
ぬ
揺
ら
ぎ
を
あ
た
え
る
。

　

一
方
、
手
に
負
え
ぬ
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
情
報
に

支
配
さ
れ
た
あ
た
り
を
見
渡
せ
ば
（
花
も
紅
葉

も
な
か
り
け
り
）、
近
代
社
会
は
私
た
ち
を
日

和
見
な
る
評
論
家
に
仕
立
て
上
げ
た
。
分
か
る

こ
と
を
建
前
と
す
る
概
説
が
あ
ふ
れ
、
し
た
り

顔
の
論
者
が
も
て
は
や
さ
れ
る
。
巷
間
に
は
つ

き
な
み
で
類
型
的
な
言
説
が
、
日
々
人
間
の
真

相
（
深
層
）
を
貧
し
く
さ
せ
て
い
る
。

　

そ
ん
な
状
況
に
あ
っ
て
小
林
の
言
説
が
輝
き

を
増
す
。

　

芸
術
も
美
も
容
易
に
分
か
ら
ぬ
も
の
な
の
だ
、

と
小
林
は
言
う
。
止
む
に
や
ま
れ
ぬ
人
間
の
条

件
に
む
け
て
命
の
深
層
を
歴
史
か
ら
、
文
芸
か

ら
語
り
起
こ
そ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
私
た
ち

の
日
常
は
歴
史
か
ら
の
語
り
を
忘
れ
て
い
る
。

死
者
の
累
積
の
中
に
歴
史
は
幻
影
と
し
て
存
在

す
る
、
物
言
わ
ぬ
深
層
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ

れ
は
思
い
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
現
代
に
よ

み
が
え
ら
な
い
。
思
い
で
は
ひ
と
と
き
満
ち
足

り
た
時
間
を
あ
た
え
て
く
れ
る
。
私
た
ち
の
言

葉
（
感
性
）
が
、
そ
こ
か
ら
や
っ
て
き
て
や
が

て
ま
た
還
る
無
私
の
領
域
で
あ
る
。
思
い
で
は

私
た
ち
が
選
ぶ
の
で
は
な
い
、
思
い
で
の
側
が

私
た
ち
を
選
ん
で
く
れ
る
の
だ
。
空
無
な
待
機

の
時
間
に
耐
え
て
、
美
の
萌
芽
と
も
い
え
る
中

世
の
時
空
に
身
を
任
せ
る
。
そ
こ
に
作
為
が
働

く
余
地
は
な
い
。
そ
う
し
て
展
か
れ
た
美
と
文

学
の
時
空
が
か
け
が
え
の
な
い
生
活
を
満
た
す
、

と
小
林
は
教
え
て
く
れ
る
。

　

し
か
し
、
そ
ん
な
詩
的
な
時
間
は
め
っ
た
に

や
っ
て
こ
な
い
。

　

私
た
ち
は
ど
ん
な
人
災
や
天
災
に
遭
遇
し
よ

う
と
も
平
常
心
を
た
も
ち
、
秩
序
や
文
化
を
探

し
て
は
こ
こ
ろ
の
繫
が
り
、
確
か
な
も
の
へ
の

手
ご
た
え
を
得
よ
う
と
す
る
。
変
わ
ら
ぬ
歴
史

に
立
ち
返
り
、
常
な
る
も
の
を
見
つ
け
よ
う
と

焦
慮
し
て
い
る
。
民
衆
の
地
産
地
消
が
循
環
し

て
は
じ
め
て
明
日
へ
の
構
想
が
立
ち
あ
が
る
。

荒
地
に
芽
を
出
し
た
植
物
が
や
が
て
花
を
つ
け
、

実
を
結
ぶ
。
そ
の
時
は
、
も
う
ど
ん
な
過
去
の

経
緯
も
言
葉
（
観
念
）
も
消
え
て
し
ま
う
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
闘
争
社
会
は
効
率

と
時
間
に
制
約
さ
れ
て
、
人
々
は
ま
る
で
人
間
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教
材
と
し
て
の
小
林
秀
雄

に
な
り
つ
つ
あ
る
一
種
の
動
物
の
よ
う
だ
。
昨

日
の
悲
惨
を
乗
り
越
え
て
あ
ら
た
な
幻
影
の
虜

に
な
る
。
不
可
避
な
も
の
に
立
ち
向
か
う
ま
だ

ら
な
死
者
の
情
念
を
打
ち
す
え
て
、
明
日
へ
の

臨
界
に
混
迷
し
て
い
る
。
私
た
ち
は
、歴
史（
自

然
）
に
立
ち
帰
ろ
う
と
し
て
実
は
拒
絶
さ
れ
て

い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

そ
ん
な
方
途
の
な
い
日
常
の
水
際
に
立
ち
、

私
た
ち
は
必
死
の
思
い
で
生
き
る
と
は
な
に
か

を
問
い
続
け
て
い
る
。
自
己
の
存
在
理
由
（
あ

る
い
は
正
当
性
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
ゆ
え
の
自

己
の
生
き
る
意
味
に
つ
い
て
…
…
。
他
者
へ
の

気
遣
い
に
疲
労
困
憊
し
な
が
ら
少
な
く
と
も
は

つ
ら
つ
と
し
た
感
受
性
を
保
ち
、
こ
の
時
代
の

孤
独
や
不
安
に
立
ち
向
か
お
う
と
日
々
奮
闘
し

て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
自
体
で
は
接
ぎ

木
に
過
ぎ
な
い
と
知
り
な
が
ら
、
メ
デ
ィ
ア
の

こ
と
ば
や
外
来
の
思
想
が
も
て
は
や
さ
れ
る
ゆ

え
ん
だ
。
そ
れ
ら
は
私
た
ち
の
こ
と
ば
や
考
え

方
の
み
な
ら
ず
、
感
性
（
身
体
）
ま
で
を
も
支

配
し
て
い
る
か
に
み
え
る
。
そ
ん
な
時
代
に

あ
っ
て
…
…
。

　

言
葉
は
目
の
邪
魔
に
さ
え
な
る
の
だ
、
と
小

林
は
諭
す
。

　

自
然
を
前
に
し
て
感
動
す
る
身
体
の
ふ
る
え
、

そ
の
戦
き
こ
そ
が
新
し
い
解
釈
や
方
法
か
ら
私

た
ち
を
救
っ
て
く
れ
る
も
の
だ
か
ら
、
じ
っ
と

目
を
凝
ら
し
て
見
つ
め
ほ
か
は
な
い
。
そ
こ
に

見
え
た
美
を
求
め
る
こ
こ
ろ
が
他
者
を
内
側
か

ら
理
解
す
る
、
愛
す
る
た
め
の
道
筋
で
あ
る
。

た
だ
目
的
も
な
く
沈
黙
に
耐
え
て
名
も
な
き
小

さ
な
花
を
見
つ
め
る
こ
と
、
そ
の
飽
く
な
き
繰

り
返
し
が
知
識
や
学
問
の
遊
戯
を
砕
い
て
も
の

の
真
の
姿
に
至
る
、
現
代
の
乱
世
を
生
き
抜
く

知
恵
で
あ
る
。
だ
が
、
見
る
こ
と
感
じ
る
こ
と

が
そ
れ
ほ
ど
に
確
か
な
こ
と
で
あ
る
の
か
。
お

の
れ
の
好
み
に
開
き
直
っ
た
直
観
や
優
劣
を
巧

み
に
説
き
、
自
己
の
救
済
を
遂
げ
よ
う
と
す
る

な
ら
、
そ
の
修
辞
法
は
い
ず
れ
自
壊
へ
と
向
か

う
。
言
葉
に
よ
る
検
証
と
他
者
の
言
説
に
圧
殺

さ
れ
る
、
小
さ
き
者
の
つ
ぶ
や
き
が
静
か
に
反

撃
を
開
始
す
る
。

　

小
林
の
言
説
も
、
す
で
に
生
の
現
実
に
対
す

る
ひ
と
つ
の
観
念
に
す
ぎ
な
い
。

　

ど
う
も
知
識
の
遊
戯
に
過
ぎ
ま
い
と
い
い
、

言
葉
だ
け
を
辿
っ
て
思
わ
せ
ぶ
り
な
文
句
だ
と

か
拙
劣
な
作
品
だ
と
か
言
っ
て
も
意
味
が
な
い
。

あ
る
い
は
、
史
実
で
は
あ
る
ま
い
と
言
っ
た
と

こ
ろ
で
面
白
く
な
い
こ
と
だ
と
、
工
芸
を
論
じ

る
時
で
さ
え
し
ば
し
ば
小
林
は
理
を
超
え
て
他

説
を
非
難
す
る
。
だ
が
、
小
林
の
修
辞
法
も
ま

た
同
じ
批
評
の
眼
に
さ
ら
さ
れ
る
。
他
説
を
斥

け
て
、
自
説
の
神
髄
を
披
露
す
る
時
逆
説
の
修

辞
法
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
る
。
つ
い
に
お
の
れ

の
夢
を
語
る
こ
と
に
過
ぎ
な
い
と
、
批
評
の
命

運
を
知
悉
す
る
小
林
の
面
目
躍
如
た
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
む
し
ろ
、
そ
の
魅
力
あ
る
文
体
に
こ

そ
真
意
が
や
ど
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

常
に
接
近
す
る
外
来
の
思
潮
に
翻
弄
さ
れ
て
は
、

成
熟
を
遂
げ
て
き
た
こ
の
国
の
文
芸
の
宿
命
を
、

近
代
と
い
う
側
面
か
ら
生
き
た
小
林
の
文
章
は
、

今
日
の
私
た
ち
に
と
っ
て
も
、
立
ち
返
り
つ
つ

批
判
を
受
け
、
再
び
読
ま
れ
て
は
輝
き
を
ま
す

も
の
と
し
て
存
在
す
る
。

　

そ
の
意
味
で
、
高
校
の
現
代
文
教
材
の
漱
石

や
鷗
外
の
近
代
小
説
に
お
け
る
役
割
り
を
文
芸

評
論
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
果
た
し
て
い

る
。
今
後
異
文
化
や
多
言
語
と
の
付
き
合
い
が

ま
す
ま
す
深
化
す
る
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
時
代
に

あ
っ
て
私
た
ち
の
歴
史
と
文
芸
に
出
会
う
機
会

を
、
小
林
の
評
論
文
は
与
え
て
く
れ
る
。
混
迷

の
時
代
に
高
校
の
現
代
文
の
授
業
で
出
会
い
、

小
林
の
思
想
と
修
辞
法
を
批
判
的
に
読
解
す
る

こ
と
は
、
ひ
と
つ
の
た
し
か
な
指
針
と
な
り
得

る
と
考
え
る
。

注
）
本
文
は
、
小
林
秀
雄
の
引
用
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
三
省
堂

国
語
教
科
書
教
材
テ
キ
ス
ト
「
美
を
求
め
る
心
」「
無
常
と
言

う
こ
と
」
と
「
鍔
」（
平
成
二
五
年
度
セ
ン
タ
ー
試
験
問
題
文
）

か
ら
は
特
に
多
く
引
い
て
い
る
。
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