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お
わ
り
に
│
│
未
来
を
切
り
拓
く
古
典
教
材
へ

山
田
和
人
（
同
志
社
大
学
）

最
後
に
、
本
書
の
母
体
と
な
っ
た
研
究
会
と
そ
の
活
動
に
つ
い
て
、
本
書
成
立
の
過
程
に
つ
い
て
、
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

活
動
に
つ
い
て

古
典
教
材
開
発
研
究
セ
ン
タ
ー
・
コ
テ
キ
リ
の
会
（
古
典
教
材
の
未
来
を
切
り
拓
く
！
研
究
会
）
は
、
教
育
の
現
場
か
ら
古
典
教
育
・
古
典

教
材
の
あ
り
方
を
問
い
直
す
こ
と
を
目
指
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
育
現
場
に
偏
在
す
る
実
践
知
を
み
な
で
共
有
す
る
こ
と
で
、
未
来

を
切
り
拓
く
古
典
教
育
・
古
典
教
材
の
可
能
性
を
探
っ
て
い
ま
す
。

活
動
は
、
二
〇
二
〇
年
度
に
科
研
費
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
興
味
関
心
を
喚
起
す
る
く
ず
し
字
や
和
本
を
用
い
た
新
し
い
古
典
教
材
の
開
発

に
関
す
る
実
践
的
研
究
」（
代
表
者　

山
田
和
人
）
を
ベ
ー
ス
に
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
二
〇
二
〇
年
九
月
に
コ
テ
キ
リ
の
会
を
立
ち
上
げ
、

二
〇
二
一
年
一
月
に
同
志
社
大
学
古
典
教
材
開
発
研
究
セ
ン
タ
ー
を
開
設
し
た
あ
と
は
、
春
と
秋
の
二
回
、
研
究
集
会
と
研
究
会
を
開
催

し
て
い
ま
す
。

古
典
教
育
の
現
状
に
つ
い
て
、
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
・
高
等
専
門
学
校
・
大
学
な
ど
、
校
種
を
超
え
た
意
見
交
換
の
場
を
作

り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
実
践
し
て
い
る
、
学
習
者
の
古
典
へ
の
興
味
や
関
心
を
喚
起
す
る
教
材
開
発
や
授
業
の
方
法
に
つ
い
て
意
見
を
交
わ
し

て
き
ま
し
た
。
教
員
だ
け
で
は
な
く
、図
書
館
司
書
や
美
術
館
・
博
物
館
学
芸
員
に
よ
る
古
典
へ
の
興
味
を
引
き
出
す
取
り
組
み
も
紹
介
し
、

書
写
な
ど
教
科
を
超
え
た
担
当
者
の
報
告
も
交
え
て
き
ま
し
た
。
現
代
の
古
典
教
育
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
何
な
の
か
。
古
典
と
現
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代
を
つ
な
げ
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
教
材
や
授
業
実
践
の
あ
り
方
と
は
何
な
の
か
。
こ
の
活
動
の
成
果
を
ま
と
め
た
も
の
が
本
書
で
す
。

本
書
成
立
に
い
た
る
ま
で

学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に
対
応
し
つ
つ
、
教
科
書
の
あ
り
方
の
変
化
を
も
見
据
え
た
意
見
交
換
こ
そ
必
要
で
あ
り
、
現
代
の
古
典
教
育

の
現
状
を
離
れ
て
し
ま
っ
て
は
、
議
論
は
始
ま
り
ま
せ
ん
。
議
論
の
中
で
、
現
代
の
古
典
教
育
に
は
、
古
典
の
魅
力
を
伝
え
て
い
く
た
め

の
新
し
い
工
夫
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
教
科
書
の
枠
に
と
ど
ま
ら
な
い
古
典
教
材
を
開
発
し
、
そ
れ
を
共
有
し
た

り
、
交
換
し
た
り
す
る
こ
と
や
、
実
際
の
教
育
現
場
で
使
用
で
き
る
古
典
教
材
と
、
そ
れ
を
活
用
し
た
授
業
実
践
を
共
有
で
き
る
教
育
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
構
築
な
ど
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

い
ま
、
古
典
教
育
へ
の
新
し
い
切
り
口
と
し
て
、
和
本
や
く
ず
し
字
を
用
い
た
新
し
い
教
材
が
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、

新
学
習
指
導
要
領
に
記
さ
れ
た
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」、「
言
葉
の
由
来
や
変
化
」
に
も
通
じ
る
、
和
本
や
く
ず
し
字
を
用
い
た
古
典
教

育
を
セ
ン
タ
ー
で
は
実
践
し
て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。

和
本
は
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
未
知
と
の
遭
遇
の
場
で
あ
り
、
何
が
始
ま
る
の
か
と
い
う
期
待
感
を
抱
か
せ
ま
す
。
読
む
こ
と
が
で

き
る
か
ど
う
か
だ
け
が
問
題
で
は
な
く
、
現
代
の
書
籍
と
は
違
う
和
本
の
質
感
や
形
態
も
含
め
た
多
様
性
に
ふ
れ
る
こ
と
で
直
観
的
に
先

人
の
知
恵
に
気
づ
き
ま
す
。
こ
の
存
在
感
は
圧
倒
的
で
す
。
和
本
を
使
っ
た
出
前
授
業
な
ど
で
は
、
子
ど
も
た
ち
の
様
子
が
い
き
い
き
と

し
て
実
に
面
白
い
も
の
で
す
。

和
本
や
く
ず
し
字
を
用
い
た
出
前
授
業
で
は
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
ま
す
。
普
段
見
た
り
、

ふ
れ
た
り
で
き
な
い
古
典
籍
の
リ
ア
ル
さ
を
実
感
し
な
が
ら
、
グ
ル
ー
プ
で
の
解
読
と
読
解
を
多
角
的
・
多
層
的
に
展
開
さ
せ
て
い
ま

す
。
未
知
の
世
界
を
垣
間
見
る
体
験
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
は
、
く
ず
し
字
を
メ
ン
バ
ー
と
協
働
し
て
解
き
明
か
し
て
い
く
喜

び
が
あ
り
ま
す
。
ま
さ
に
深
い
学
習
を
も
た
ら
す
こ
と
を
実
感
で
き
ま
す
。
自
分
自
身
の
修
得
し
た
知
識
や
ス
キ
ル
を
活
か
し
て
、
く
ず
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し
字
の
解
読
・
読
解
に
取
り
組
む
こ
と
で
、
学
習
者
の
主
体
性
や
協
調
性
を
育
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
和

本
や
く
ず
し
字
を
用
い
た
授
業
は
、
新
学
習
指
導
要
領
で
も
推
奨
さ
れ
て
い
る
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
に
通
じ
る
も
の
が
あ

り
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
最
適
の
教
材
と
も
言
え
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
和
本
や
く
ず
し
字
に
関
心
の
あ
る
授
業
者
が
取
り
組
も
う
と
し
て
も
、
教
材
と
し
て
使
用
で
き
る
和
本
が
な
け
れ
ば
、

実
践
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
和
本
を
教
室
で
使
用
で
き
る
貸
出
シ
ス
テ
ム
が
あ
れ
ば
、
学
習
者
が
和
本
に
直
接
ふ
れ
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
古
典
と
の
距
離
感
を
近
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
古
典
教
材
開

発
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
「
和
本
バ
ン
ク
」
と
し
て
、
和
本
の
収
集
・
整
備
・
貸
出
シ
ス
テ
ム
の
試
験
運
用
を
始
め
ま
し
た
。
和
本
バ
ン
ク

を
活
か
す
た
め
に
は
和
本
に
関
す
る
基
礎
知
識
を
要
領
よ
く
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
取
扱
説
明
書
の
よ
う
な
解
説
も
必
要
で
し
ょ
う
。
和
本

や
く
ず
し
字
に
つ
い
て
の
知
識
を
も
っ
て
い
な
い
授
業
者
に
も
試
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
、
本
書
に
も
そ
の
一
端
を
ま
と
め
て
い
ま
す
。

ま
た
、
近
年
、
国
文
学
研
究
資
料
館
、
国
立
国
会
図
書
館
、
早
稲
田
大
学
、
立
命
館
大
学
Ａ
Ｒ
Ｃ
な
ど
が
古
典
籍
の
デ
ジ
タ
ル
画
像
を

積
極
的
に
公
開
し
て
お
り
、
画
像
デ
ー
タ
の
教
育
利
用
の
可
能
性
が
飛
躍
的
に
拡
が
り
ま
し
た
。
そ
の
上
、
く
ず
し
字
学
習
支
援
ア
プ
リ

Ｋ
ｕ
Ｌ
Ａ
や
Ａ
Ｉ
く
ず
し
字
認
識
ア
プ
リ
「
み
を
」
な
ど
が
学
習
支
援
ツ
ー
ル
と
し
て
後
押
し
し
て
く
れ
ま
す
。
Ａ
Ｉ
認
識
の
精
度
が
上

が
る
ほ
ど
、
使
え
る
教
材
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
や
フ
ィ
ー
ル
ド
が
拡
が
る
と
と
も
に
、
古
典
の
言
語
文
化
の
裾
野
を
拡
げ
る
こ
と
に
も
貢
献
で

き
る
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。
Ａ
Ｉ
任
せ
に
な
っ
て
く
ず
し
字
学
習
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
す
る
方
も
お

ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
む
し
ろ
、
Ａ
Ｉ
を
適
切
に
使
う
こ
と
で
、
世
界
が
拡
が
り
、
多
様
な
価
値
観
と
出
逢
う
こ
と
が
で
き
る
教

育
効
果
の
方
が
大
き
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
Ａ
Ｉ
技
術
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
に
お
け
る
新
し
い
言
語
文
化
の
教
育
を
切
り
拓
く

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
Ａ
Ｉ
認
識
に
よ
る
解
読
は
、
学
習
者
の
読
解
の
力
を
強
化
も
し
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
学
習
者

に
生
涯
学
び
続
け
る
勇
気
と
希
望
を
与
え
て
く
れ
る
方
が
う
れ
し
い
こ
と
で
す
。

た
だ
し
、
デ
ジ
タ
ル
画
像
を
活
用
し
て
教
材
を
作
る
の
は
、
多
忙
を
き
わ
め
る
教
育
現
場
で
は
な
か
な
か
難
し
い
と
い
う
の
が
現
実
で
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す
。
そ
こ
で
セ
ン
タ
ー
で
は
、
授
業
者
が
く
ず
し
字
教
材
に
関
心
を
持
っ
た
際
に
、
授
業
の
流
れ
に
応
じ
て
比
較
的
短
い
時
間
で
学
習
で

き
る
教
材
、
学
習
者
の
学
習
環
境
に
応
じ
て
選
択
で
き
る
多
様
な
教
材
を
提
供
・
共
有
で
き
な
い
か
検
討
し
は
じ
め
ま
し
た
。

日
本
語
教
育
の
分
野
で
は
こ
う
し
た
教
材
を
モ
ジ
ュ
ー
ル
教
材
と
捉
え
、
教
科
書
の
よ
う
な
学
習
の
ス
テ
ッ
プ
を
重
視
す
る
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
か
ら
独
立
し
た
、
柔
軟
な
学
習
教
材
を
開
発
し
て
い
ま
す
。「
通
常
の
教
科
書
が
順
序
を
無
視
し
て
使
う
の
が
難
し
い
の
に
対
し
て
、

学
習
者
の
ニ
ー
ズ
が
新
た
に
生
起
し
た
そ
の
時
点
に
お
い
て
そ
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
た
形
の
活
動
を
実
施
す
る
よ
う
な
使
い
方
を
可
能
」

（
岡
崎
敏
雄
『
日
本
語
教
育
の
教
材
』
ア
ル
ク
、
一
九
八
九
年
）
に
す
る
教
材
と
し
て
流
通
し
て
い
ま
す
。

く
ず
し
字
や
古
典
籍
を
使
用
し
た
古
典
教
材
を
、
一
〇
分
、
二
〇
分
、
三
〇
分
単
位
ぐ
ら
い
の
所
要
時
間
を
意
識
し
て
開
発
し
て
い
く

と
、
授
業
の
中
で
自
由
に
使
用
で
き
る
可
能
性
が
高
く
な
り
ま
す
。
四
〇
〜
五
〇
分
授
業
を
単
位
と
し
て
教
科
書
や
指
導
書
の
多
く
は
作

成
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
何
か
新
し
い
試
み
を
通
常
授
業
に
組
み
込
む
場
合
は
、
使
用
す
る
局
面
に
応
じ
て
最
適
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
教
材
を
選

択
す
る
こ
と
で
、
授
業
の
流
れ
を
阻
害
し
な
い
、
む
し
ろ
、
そ
の
流
れ
を
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
演
出
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
し

た
教
材
提
供
の
あ
り
方
を
考
え
る
こ
と
で
、
学
校
の
授
業
で
実
際
に
利
用
で
き
る
教
材
と
な
る
可
能
性
が
出
て
く
る
と
考
え
ま
し
た
。
国

語
教
育
に
と
ど
ま
ら
ず
、
書
写
、
美
術
、
図
工
、
理
科
、
数
学
、
体
育
な
ど
の
教
科
に
お
い
て
も
、
多
様
な
古
典
に
親
し
む
こ
と
が
で
き

る
機
会
を
提
供
で
き
ま
す
。

ま
た
、
こ
う
し
た
モ
ジ
ュ
ー
ル
教
材
を
提
供
す
る
「
教
材
デ
ー
タ
バ
ン
ク
」
か
ら
、
授
業
者
が
自
由
に
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
授
業
で
使

う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
と
考
え
ま
し
た
。
そ
の
た
め
本
書
は
オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ
ス
に
し
て
、
誰
も
が
自
由
に
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
生
涯
学
習
や
海
外
の
教
育
現
場
で
の
利
用
も
視
野
に
入
れ
て
い
ま
す
。
古
典
の
魅
力
を
多
面
的
、
多
層
的
に

伝
え
ら
れ
る
「
教
材
デ
ー
タ
バ
ン
ク
」
が
夢
物
語
で
は
な
く
、
実
際
に
運
用
で
き
る
時
代
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
授
業
者
だ
け
で

な
く
、
古
典
へ
の
興
味
や
関
心
を
持
っ
た
学
習
者
が
ア
ク
セ
ス
し
て
、
古
典
へ
の
理
解
や
鑑
賞
に
取
り
組
む
と
い
っ
た
よ
う
な
、
学
び
の

可
能
性
を
広
げ
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
な
れ
ば
将
来
の
日
本
文
化
の
継
承
者
を
育
成
す
る
こ
と
に
も
つ
な
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が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

日
本
近
世
文
学
会
の
出
前
授
業

「
教
材
デ
ー
タ
バ
ン
ク
」
に
お
い
て
古
典
教
材
が
共
有
さ
れ
、
利
活
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
、
古
典
教
育
の
現
場
が
活
性
化
す
る

可
能
性
も
拡
が
り
ま
す
。
ま
た
、
教
育
現
場
で
こ
う
し
た
和
本
や
く
ず
し
字
を
使
っ
た
授
業
を
現
場
の
教
員
だ
け
で
実
施
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
か
と
言
え
ば
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
授
業
時
間
外
の
学
習
に
お
い
て
、
学
校
外
の
授
業
者
の
支
援
を
求
め
る
こ
と
も
一
つ

の
や
り
方
か
と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
、
日
本
近
世
文
学
会
で
は
学
会
独
自
に
「
出
前
授
業
」
を
行
っ
て
い
ま
す
（
74
頁
参
照
）。
古
典
籍
の
専
門
家
が
和
本
や
く
ず
し

字
の
プ
リ
ン
ト
を
用
意
し
、
関
連
経
費
は
学
会
が
提
供
し
て
い
ま
す
。「
新
学
習
指
導
要
領
」
で
も
「
社
会
に
開
か
れ
た
教
育
課
程
」
の

必
要
性
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
社
会
と
の
連
携
及
び
協
働
を
目
指
す
方
向
性
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
も
、
こ
う
し
た
出
前
授

業
を
積
極
的
に
活
用
し
て
い
く
の
も
現
場
の
負
担
軽
減
や
、
古
典
の
深
さ
を
伝
え
る
一
つ
の
方
法
と
考
え
て
も
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

古
典
は
過
去
・
現
在
・
未
来
を
自
由
に
行
き
来
で
き
る
タ
イ
ム
マ
シ
ン

本
来
、
古
典
や
古
典
籍
は
過
去
・
現
在
・
未
来
を
つ
な
ぐ
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
で
あ
り
、
自
由
に
往
き
来
で
き
る
タ
イ
ム
マ
シ
ン
で
も
あ

る
と
言
え
ま
す
。
広
い
意
味
で
わ
れ
わ
れ
の
文
化
遺
産
で
あ
り
、
大
げ
さ
に
言
え
ば
人
類
の
共
有
す
べ
き
（
し
た
く
な
る
）
世
界
遺
産
だ
と

私
は
捉
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
文
化
遺
産
を
文
化
資
源
と
し
て
活
か
し
て
い
く
こ
と
で
、
従
来
の
枠
組
み
を
超
え
た
、
新
し
い
文
化
遺

産
を
生
み
出
す
可
能
性
が
生
ま
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。
古
典
は
、
日
本
と
海
外
、
学
校
と
地
域
、
社
会
と
教
育
、
あ
る
い
は
研
究
と

教
育
を
つ
な
ぐ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
で
も
あ
り
、
生
涯
を
通
し
て
学
び
続
け
る
喜
び
を
生
み
出
し
て
く
れ
る
磁
場
の
よ
う
な
も



193

おわりに ── 未来を切り拓く古典教材へ

の
で
も
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

古
典
教
材
は
使
用
さ
れ
て
初
め
て
意
味
の
あ
る
文
化
資
源
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
。

本
書
に
よ
っ
て
、
専
門
性
と
汎
用
性
を
併
せ
持
っ
た
、
授
業
者
や
学
習
者
の
興
味
関
心
に
共
鳴
す
る
教
育
力
を
持
っ
た
、
過
去
・
現
在
・

未
来
を
つ
な
ぐ
古
典
の
教
材
性
を
問
い
直
す
モ
デ
ル
を
示
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
何
よ
り
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
古
典
教
育
実
践
か
ら
浮
か
び
上
が
る
、
現
代
に
接
続
可
能
な
古
典
の
世
界
の
多
様
な
魅
力
や
、
和
本
や
く
ず
し
字
が
本
来

持
っ
て
い
る
教
育
力
＝
教
材
性
を
掘
り
起
こ
し
提
示
し
て
い
く
こ
と
で
、
新
し
い
古
典
教
育
へ
の
可
能
性
を
切
り
拓
く
き
っ
か
け
に
で
き

れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
（
こ
れ
も
面
白
い
な
と
感
じ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
）。

最
後
に
本
書
を
手
に
取
っ
た
読
者
が
、
自
分
も
や
っ
て
み
た
い
、
自
分
に
も
で
き
そ
う
だ
と
実
感
し
て
、
授
業
実
践
に
役
立
て
て
も
ら

え
る
よ
う
な
、
い
わ
ば
読
者
に
寄
り
添
い
続
け
る
書
籍
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
念
願
し
て
い
ま
す
。

研
究
会
も
ま
だ
続
き
ま
す
。
興
味
の
あ
る
方
の
参
加
も
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
２
０
Ｋ
０
０
３
２
６
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。
責
任
編
集
者
の
掲
載
順
は
、
研
究
代
表
者
の

山
田
和
人
を
最
初
に
し
、
加
藤
直
志
・
加
藤
弓
枝
・
三
宅
宏
幸
に
つ
い
て
は
五
十
音
順
で
す
。


