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「
現
代
文
要
約
の
方
法
」
テ
キ
ス
ト 

  

〇
、
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
代
え
て 

 

現
代
文
の
試
験
で
は
要
約
の
能
力
が
問
わ
れ
る
。
要
約
問
題
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
記
述
式
で
あ
れ
、
選
択
式
で

あ
れ
、
解
答
の
表
現
は
簡
潔
な
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
ま
た
、
接
続
語
の
補
充
や
語
句
の
補
充
と
い
っ
た
穴
埋
め
の
問

題
に
お
い
て
も
、本
文
の
内
容
を
簡
潔
に
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
に
お
い
て
、要
約
は
必
要
と
言
え
る
か
ら
だ
。 

 

で
は
、
要
約
と
は
何
な
の
か
。
様
々
な
辞
書
を
見
る
と
お
お
よ
そ
、「
文
章
の
要
点
を
短
く
ま
と
め
る
こ
と
」
と
な
る
。

で
は
、「
要
点
」
と
は
何
な
の
か
。「
要
点
」
が
あ
る
か
ら
に
は
、「
要
点
以
外
」
の
も
の
も
あ
る
の
か
。
つ
ま
り
、
優
先

順
位
は
あ
る
の
か
。「
短
く
」
と
い
う
こ
と
は
元
の
文
章
は
冗
長
な
の
か
。「
ま
と
め
る
」
と
は
ど
い
う
い
う
こ
と
か
。

こ
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
は
こ
れ
ら
の
問
い
に
一
つ
の
答
え
を
提
示
す
る
。 

  

一
、
ひ
と
ま
ず
「
要
約
」
と
は
？ 

 

全
体
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
重
複
な
し
に
短
く
ま
と
め
る
こ
と
。 

 
 
 

↓ 

「
テ
ー
マ
」
と
は
？ 

「
重
複
な
し
に
」
に
と
は
？ 

「
短
く
」
と
は
？
「
ま
と
め
る
」
と
は
？ 

  

二
、「
テ
ー
マ
」
と
は
何
な
の
か
。
―
ま
と
め
役
と
し
て
の
テ
ー
マ
― 

 
 テ

ー
マ
と
は
、
文
章
の
あ
る
部
分
に
お
い
て
、「
何
の
話
か
」
と
い
う
問
い
の
答
え
に
な
る
も
の
。 

 
 
 

↓ 

部
分
の
テ
ー
マ
と
全
体
の
テ
ー
マ
が
あ
る
。 

 

【
例
１
】
全
体
が
分
か
れ
ば
部
分
が
分
か
る
。 

  

新
聞
の
方
が
雑
誌
よ
り
よ
い
。 

海
岸
の
方
が
道
路
よ
り
よ
い
場
所
で
あ
る
。 

最
初
は
歩
く
よ
り
走
る
ほ
う
が
よ
い
。 

何
度
も
試
み
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。 

 

あ
る
程
度
の
技
術
は
い
る
が
、
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
は
簡
単
だ
。 
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小
さ
い
子
供
で
も
楽
し
め
る
。 

一
度
う
ま
く
い
っ
た
ら
困
難
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。 

鳥
が
近
づ
き
す
ぎ
る
こ
と
は
め
っ
た
に
な
い
。 

し
か
し
雨
に
は
濡
れ
や
す
い
。 

 

皆
が
同
じ
こ
と
を
す
る
と
問
題
が
起
こ
る
。 

か
な
り
ス
ペ
ー
ス
が
必
要
で
あ
る
。 

障
害
が
な
け
れ
ば
、
非
常
に
の
ど
か
で
あ
る
。 

石
は
ア
ン
カ
ー
の
代
わ
り
に
な
る
。 

い
っ
た
ん
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
二
度
目
の
チ
ャ
ン
ス
は
な
い
。 

（Bransford,J.D., & Johnson,M.K(1972).Contextual prerequisites for understanding

） 

 

【
例
２
】
テ
ー
マ
・
関
心
に
よ
る
取
捨
選
択 

花
が 

｜ 

綺
麗
だ
。 

 

【
例
３
】
テ
ー
マ
の
見
出
し
方
①
―
連
続
し
て
顕
在
・
潜
在
し
て
い
る
語
― 

 

信
号
は
守
り
ま
し
ょ
う
。 

赤
は
止
ま
れ
。 

黄
は
注
意
。 

青
は
進
め
。 

 

【
例
４
】
テ
ー
マ
の
見
出
し
方
② 

「
こ
れ
か
ら
現
代
文
の
要
約
の
方
法
に
つ
い
て
話
し
ま
し
ょ
う
。」《
テ
ー
マ
設
定
》 

「
ど
う
す
れ
ば
現
代
文
の
要
約
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。」《
問
題
提
起
》 

 

【
例
５
】
テ
ー
マ
の
見
出
し
方
③ 

 

結
論
か
ら
テ
ー
マ
を
見
出
す
。「
三
、
結
論
と
は
何
か
」
に
て
説
明
。 

  

三
、「
結
論
」
と
は
何
か
。
―
最
も
ま
と
ま
り
の
あ
る
主
張
― 

 

結
論
と
は
、「
最
終
的
に
」
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

【
例
６
】 

①
山
路
を
登
り
な
が
ら
、
こ
う
考
え
た
。
②
智
に
働
け
ば
角
が
立
つ
。
③
情
に
棹
さ
せ
ば
流
さ
れ
る
。
④
意
地
を
通
せ 

ば
窮
屈
だ
。
⑤
と
か
く
に
人
の
世
は
住
み
に
く
い
。
⑥
住
み
に
く
さ
が
高
じ
る
と
、
安
い
所
へ
引
き
越
し
た
く
な
る
。 

⑦
ど
こ
へ
越
し
て
も
住
み
に
く
い
と
悟
っ
た
時
、
詩
が
生
れ
て
、
画
が
出
来
る
。
⑧
人
の
世
を
作
っ
た
も
の
は
神
で
も 
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な
け
れ
ば
鬼
で
も
な
い
。
⑨
や
は
り
向
う
三
軒
両
隣
り
に
ち
ら
ち
ら
す
る
た
だ
の
人
で
あ
る
。
⑩
た
だ
の
人
が
作
っ
た 

人
の
世
が
住
み
に
く
い
か
ら
と
て
、
越
す
国
は
あ
る
ま
い
。
⑪
あ
れ
ば
人
で
な
し
の
国
へ
行
く
ば
か
り
だ
。
⑫
人
で
な 

し
の
国
は
人
の
世
よ
り
も
な
お
住
み
に
く
か
ろ
う
。
⑬
越
す
事
の
な
ら
ぬ
世
が
住
み
に
く
け
れ
ば
、
住
み
に
く
い
所
を 

ど
れ
ほ
ど
か
、
く
つ
ろ
げ
て
、
束
の
間
の
命
を
、
束
の
間
で
も
住
み
よ
く
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
⑭
こ
こ
に
詩
人
と
い
う
天 

職
が
出
来
て
、
こ
こ
に
画
家
と
い
う
使
命
が
く
だ
る
。
⑮
あ
ら
ゆ
る
芸
術
の
士
は
人
の
世
を
の
ど
か
に
し
、
人
の
心
を 

豊
か
に
す
る
が
故
に
尊
っ
と
い
。 

（
夏
目
漱
石
『
草
枕
』
冒
頭
） 

最
終
的
と
は
…
… 

 

Ａ
だ
か
ら
Ｂ
だ
か
ら
…
…
Ｙ
だ
か
ら
、
最
終
的
に
Ｚ
！ 

  

四
、「
重
複
な
し
に
」
と
は
？ 

 

重
複
な
し
に
と
は
、
同
じ
こ
と
が
書
か
れ
て
い
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

 

主
張
は
、
同
じ
言
葉
を
繰
り
返
し
た
り
、
具
体
例
・
経
験
を
あ
げ
て
説
明
し
や
す
く
し
た
り
、
文
章
の
冒
頭
と 

末
尾
に
言
っ
て
繰
り
返
し
た
り
す
る
。
こ
の
よ
う
な
も
の
を
重
複
と
い
い
、
要
約
で
は
重
複
し
て
い
る
も
の
を
一
つ
に 

し
ぼ
る
作
業
を
す
る
。
反
対
に
、
今
ま
で
述
べ
ら
れ
た
内
容
と
違
う
こ
と
が
出
現
し
た
ら
要
素
と
し
て
拾
い
上
げ
る
。 

  

五
、「
短
く
」
と
は
？ 

 

短
く
と
は
、
文
章
中
の
表
現
を
よ
り
字
数
の
少
な
い
表
現
に
書
き
換
え
る
こ
と
。 

  

六
、「
ま
と
め
る
」
と
は
？ 

 

結
論
に
対
し
て
、
筋
道
の
通
る
よ
う
に
理
由
を
組
み
立
て
て
い
く
こ
と
。 

 
 
 

↓
具
体
的
に
は 

Ｚ
か
ら
遡
っ
て
理
由
を
探
し
て
い
く
。 

Ｚ
→
Ｙ
→
Ｘ
→
…
… 

  

七
、
再
び
、「
要
約
」
と
は
？ 

 

文
章
全
体
に
お
い
て
「
何
の
話
か
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
答
え
に
つ
い
て
、
同
じ
こ
と
が
書
か
れ
て
い
な
い
よ
う

に
、
文
章
中
の
表
現
を
よ
り
字
数
の
少
な
い
表
現
に
書
き
換
え
、
最
終
的
に
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
筋
道
の
通
る
よ

う
に
理
由
を
つ
け
組
み
立
て
て
い
く
こ
と
。 
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八
、
演
習 

【
文
章
１
】
１
０
０
字
以
内
で
要
約
せ
よ
。 

[

１]

料
理
屋
の
料
理
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
家
庭
の
料
理
に
せ
よ
、
そ
れ
が
う
ま
く
で
き
る
も
で
き
な
い
も
、
要
す
る

に
料
理
を
す
る
人
の
舌
次
第
な
の
で
あ
る
。 

 
[

２]

あ
そ
こ
の
料
理
屋
の
料
理
よ
り
も
、
こ
こ
の
う
ち
の
奥
さ
ん
の
お
手
料
理
の
方
が
は
る
か
に
美
味
で
あ
る
、
と

言
う
よ
う
な
こ
と
も
時
に
聞
く
話
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
こ
の
奥
さ
ん
の
味
覚
は
、
他
の
料
理
屋
の
料
理
人
の
そ
れ
よ

り
も
確
か
に
味
覚
感
度
が
高
く
、
且
つ
、
し
っ
か
り
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。 

 
[

３]

と
こ
ろ
で
、
味
覚
器
官
そ
の
も
の
で
あ
る
舌
は
、
人
そ
れ
ぞ
れ
一
枚
ず
つ
し
か
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
そ
れ

ゆ
え
、
感
度
の
高
い
舌
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
天
幸
で
あ
り
、
天
爵
で
あ
り
、
天
恵
で
あ
る
。 

 
[

４]

し
か
し
、
天
分
的
に
味
覚
の
す
ぐ
れ
た
人
と
い
う
の
は
、
そ
う
ザ
ラ
に
い
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
天

は
地
上
に
、
こ
の
味
覚
の
人
を
産
み
つ
け
る
べ
く
、
常
に
甚
だ
ケ
チ
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
私
の
狭

い
経
験
の
範
囲
か
ら
言
う
の
で
あ
る
が
、
私
の
知
っ
て
い
る

数

多

あ
ま
た

の
料
理
人
の
う
ち
に
、
こ
の
天
与
の
特
質
を
備

え
て
い
る
人
が
、
果
し
て
幾
人
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
曰
く
新
富
ず
し
の
主
人
、
曰
く
丸
梅
の
女
将
、
曰
く
誰
、
曰
く
誰

と
言
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
一
度
に
十
人
と
は
数
え
き
れ
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
却
っ
て
、
そ
の
道
の
人

で
な
い
人
で
、
料
理
好
き
の
奥
さ
ん
と
か
、
女
中
さ
ん
だ
と
か
、
ま
た
は
案
外
世
間
に
知
ら
れ
て
い
な
い
食
道
楽
家
の

間
に
、
立
派
な
舌
の
持
ち
主
を
見
受
け
る
こ
と
が
あ
る
。 

 
[

５]

孔
子
は
「
人
飲
食
せ
ざ
る
は
莫な
し
、
能よ
く
味
を
知
る
も
の

鮮
す
く
な

き
な
り
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
確
か
に
、

そ
の
通
り
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。 

 
[

６]

よ
く
人
の
話
に
、
こ
の
ご
ろ
東
京
の
○
○
の
料
理
は
、
さ
っ
ぱ
り
美
味
く
な
く
な
っ
た
と
か
、
京
都
の
○
○
の

料
理
は
、
す
っ
か
り
落
ち
て
し
ま
っ
た
と
か
言
う
の
を
聞
く
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
話
と
し
て
は
決
し
て
行
き
届
い
た

も
の
で
は
な
い
。
否
、
ず
い
ぶ
ん
無
理
な
話
で
あ
る
。
料
理
も
ま
た
人
間
に
許
さ
れ
た
一
種
の
個
人
的
な
創
作
で
あ
る
。

決
し
て
そ
の
家
だ
と
か
、
そ
の
看
板
だ
と
か
、
ま
た
は
そ
の
帳
場
と
か
で
、
勝
手
に
ど
う
と
も
す
る
こ
と
の
出
来
る
仕

事
で
な
け
れ
ば
、
ま
た
商
売
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
い
つ
の
間
に
か
、
そ
の
作
者
が
替
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
以
上
、
そ

の
作
品
の
変
る
の
は
当
然
で
あ
る
。 
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[

７]

創
作
は
、
そ
の
人
と
と
も
に
一
代
を
か
ぎ
る
。
東
京
の
○
○
、
京
都
の
○
○
を
始
め
た
人
な
ぞ
は
、
い
ず
れ
も

あ
れ
だ
け
の
名
を
残
し
た
ほ
ど
の
人
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
必
ず
稀
有
の
天
才
家
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
上
に

も
、
こ
れ
ら
の
人
は
、
茶
道
に
お
い
て
、
確
か
に
そ
の
精
神
を
掴
む
こ
と
が
で
き
て
、
そ
れ
を
ま
た
具
合
よ
く
、
そ
の

料
理
道
の
上
に
移
す
こ
と
が
甚
だ
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
料
理
道
の
第
一
義
―
―
味
覚
へ
の
徹
底
と

そ
の
整
頓
―
―
と
は
、
そ
れ
が
性
格
的
に
創
作
で
あ
る
関
係
か
ら
、
こ
れ
が
第
二
者
へ
の
伝
授
を
決
し
て
完
全
な
ら
し

め
な
い
の
で
あ
る
。 

 
[

８]

そ
こ
で
、
私
は
重
ね
が
さ
ね
、
料
理
も
一
種
の
創
作
で
あ
っ
て
、
そ
の
作
者
が
替
れ
ば
、
そ
の
作
品
も
変
る
と

い
う
こ
と
を
銘
記
し
た
い
の
で
あ
る
。 

（
北
大
路
魯
山
人
「
料
理
も
創
作
で
あ
る
」
） 

  

【
文
章
２
】
２
０
０
字
以
内
で
要
約
せ
よ
。 

 
[

１]

近
来
、
食
べ
物
の
こ
と
が
い
ろ
い
ろ
の
方
面
か
ら
注
意
さ
れ
、
食
べ
物
に
関
す
る
論
議
が
さ
か
ん
に
な
っ
て
き

た
。
殊
に
栄
養
学
と
い
う
よ
う
な
方
面
か
ら
、
食
べ
物
の
配
合
や
量
の
こ
と
を
や
か
ま
し
く
い
う
こ
と
が
流
行
は
や

っ
た
。

け
れ
ど
も
、
子
供
や
病
人
な
ら
と
も
か
く
、
自
分
の
意
志
で
、
自
分
の
好
き
な
も
の
を
食
う
こ
と
の
で
き
る
一
般
人
に 

と
っ
て
は
、
そ
う
い
う
論
議
は
い
く
ら
や
っ
て
も
、
な
ん
の
役
に
も
た
た
な
い
。 

 
[

２]

だ
か
ら
栄
養
料
理
と
い
う
言
葉
が
、
ま
ず
い
料
理
の
代
名
詞
の
よ
う
に
使
わ
れ
た
の
も
、
む
し
ろ
当
然
で

あ
る
。
わ
た
し
ど
も
の
目
か
ら
み
る
と
、
栄
養
料
理
と
い
う
も
の
は
、
料
理
に
も
な
に
も
な
っ
て
い
な
い
。 

 
[

３]

人
間
の
食
べ
物
は
、
馬
や
牛
の
食
物
と
は
ち
が
う
。
人
間
は
食
べ
物
を
料
理
し
て
食
う
か
ら
で
あ
る
。
料

理
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
物
を
う
ま
く
食
う
た
め
の
仕
事
で
あ
る
。
だ
が
、
わ
た
し
は
な
に
も
こ
こ
ま
で
改
ま

っ
て
料
理
の
講
釈
を
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。
た
だ
一
つ
い
っ
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
と
も
か
く
、
そ
う
い
う
よ

う
な
こ
と
か
ら
医
者
と
か
料
理
の
専
門
家
と
い
う
い
ろ
い
ろ
な
物
識
り
が
、
料
理
に
つ
い
て
さ
か
ん
に
論
議
し
て

は
い
る
が
、
そ
の
一
人
と
し
て
料
理
と
食
器
に
つ
い
て
は
っ
き
り
し
た
見
解
を
述
べ
て
い
る
も
の
が
い
な
い
と
い

う
こ
と
だ
。 

 
[

４]

い
う
ま
で
も
な
く
、
食
器
な
く
し
て
料
理
は
成
立
し
な
い
。
太
古
は
食
べ
物
を

柏
か
し
わ

の
葉
に
載
せ
て

食
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
す
で
に
柏
の
葉
に
載
せ
た
こ
と
が
食
器
の
必
要
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。
早

い
話
が
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
と
い
う
料
理
を
新
聞
紙
の
上
に
載
せ
て
出
さ
れ
た
ら
、
お
そ
ら
く
誰
も
食
お
う
と
す
る
も

の
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
で
あ
る
か
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
新
聞
紙
の
上
に
載
せ
ら
れ
た
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
が

い
か
に
も
醜
悪
な
も
の
に
思
わ
れ
、
嫌
ら
し
い
連
想
な
ど
が
浮
か
ぶ
か
ら
で
あ
る
。
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
そ
の
も
の
だ

け
な
ら
、
こ
れ
を
き
れ
い
な
皿
に
盛
ろ
う
と
、
新
聞
紙
の
上
に
載
せ
よ
う
と
も
変
わ
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
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に
も

拘
か
か
わ

ら
ず
、
美
し
い
皿
に
盛
っ
た
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
は
、
こ
れ
を
喜
ん
で
食
べ
、
新
聞
紙
に
載
せ
ら
れ
た

カ
レ
ー
ラ
イ
ス
は
見
る
だ
に
悪
寒
を
覚
え
て

眉
ま
ゆ

を
ひ
そ
め
る
の
は
、
料
理
に
お
い
て
食
器
が
い
か
に
重
要
な

役
目
を
す
る
か
を
物
語
っ
て
あ
ま
り
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。 

 
[

５]

し
か
し
て
、
こ
う
い
う
感
覚
は
一
応
は
誰
で
も
持
っ
て
い
る
の
だ
が
、
美
食
家
と
か
食
通
と
か
い
う
も
の

に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
が
鋭
く
な
る
。
ほ
ん
と
う
に
物
の
味
が
分
っ
て
く
れ
ば
く
る
ほ
ど
料
理
に
や
か
ま
し

く
な
り
、
料
理
に
や
か
ま
し
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
料
理
を
盛
る
に
つ
い
て
も
や
か
ま
し
く
な
る
。
こ
れ
は
ま
た

当
然
で
あ
る
。 

 
[

６]

し
か
る
に
、
現
代
多
く
の
専
門
家
が
料
理
を

云

々

う
ん
ぬ
ん

し
て
い
な
が
ら
、
そ
の
食
器
に
つ
い
て
顧
み
る

と
こ
ろ
が
な
い
の
は
、
彼
ら
が
料
理
に
つ
い
て
見
識
が
な
い
か
、
ほ
ん
と
う
に
料
理
と
い
う
も
の
が
分
っ
て
い
な

い
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。 

 
[

７]

以
上
の
こ
と
が
分
る
と
、
そ
れ
に
従
っ
て
次
々
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
分
っ
て
く
る
。
料
理
を
す
る
も
の

の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
自
分
の
料
理
は
こ
う
い
う
食
器
に
盛
り
た
い
と
か
、
こ
う
い
う
食
器
を
使
う
場
合
に
は
、

料
理
を
こ
う
い
う
ふ
う
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
か
、
い
わ
ば
、
器
を
含
め
て
全
体
と
し
て
の
料
理
を
考
え
る
か
ら
見

識
が
広
く
高
く
な
っ
て
く
る
。 

 
[

８]

ま
た
、
も
っ
と
別
な
方
面
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
よ
い
食
器
の
あ
る
時
代
は
、
よ
い
料
理
の
あ
っ
た
時
代
、

料
理
の
進
ん
で
い
た
時
代
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
現
代
は
料
理
の
進
ん
だ
時
代
で
は

な
い
。
よ
い
食
器
が
生
ま
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

 
[

９]

中
国
料
理
は
世
界
一
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
よ
く
半
可
通
の
ひ
と
が
い
っ
て
い
る
。
ま
た
、
な
に
も
知

ら
ぬ
ひ
と
は
だ
い
た
い
そ
れ
を
信
用
し
て
、
な
る
ほ
ど
、
そ
う
だ
ろ
う
ぐ
ら
い
に
考
え
て
い
る
。
け
れ
ど
、
わ
た

し
の
見
解
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
中
国
料
理
が
真
に
世
界
一
を
誇
り
得
た
の
は
明
代
で
あ
っ
て
、
今
日
で
な
い
と
い

う
の
は
、
こ
れ
も
中
国
の
食
器
を
み
る
と
分
る
。
中
国
に
お
い
て
食
器
が
芸
術
的
に
最
も
発
達
し
た
の
は
古
染
付

に
し
て
も
、
赤
絵
に
し
て
も
明
代
で
あ
っ
て
、
清
に
な
る
と
、
す
で
に
素
質
が
低
落
し
て
い
る
。
現
代
に
至
っ
て

は
論
外
で
あ
る
。む
べ
な
る
か
な
、今
日
私
た
ち
が
中
国
の
料
理
を
味
わ
っ
て
感
心
す
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。 

 
[

１
０]

さ
ら
に
食
器
を
み
る
と
、
そ
の
料
理
の
内
容
ま
で
ほ
ぼ
推
察
が
つ
く
。
中
国
食
器
の

絢

爛

け
ん
ら
ん

た
る

色
彩
と
外
観
の
偉
容
と
、
西
洋
食
器
の
白
色
一
点
ば
り
の
清
浄
主
義
と
、
日
本
食
器
の
内
容
的
な
雅
味
と
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
料
理
の
特
徴
を
示
す
ば
か
り
で
な
く
、
お
国
ぶ
り
ま
で
も
窺
わ
せ
て
く
れ
る
。 

 
[

１
１]

こ
の
よ
う
に
、
い
か
な
る
方
面
か
ら
み
て
も
、
料
理
と
食
器
と
は
相
離
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
い
わ

ば
夫
婦
の
ご
と
き
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
料
理
を
舌
の
先
に
感
ず
る
味
だ
け
と
み
る
の
は
、
ま
だ
本
当
の
料
理
が

分
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
う
ま
く
物
を
食
お
う
と
す
れ
ば
、
料
理
に
伴
っ
て
、
そ
れ
に
連
れ
添
う
食
器
を
選
ば
ね

ば
な
ら
ぬ
。
も
ち
ろ
ん
、
ひ
い
て
は
料
理
は
食
う
座
敷
も
、
床
の
間
の
飾
り
も
す
べ
て
が
こ
れ
に
伴
っ
て
く
る
が
、

そ
の
も
っ
と
も
密
接
な
る
食
器
に
つ
い
て
意
を
用
い
る
こ
と
が
、
ま
ず
、
今
日
の
料
理
家
に
望
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
第

一
項
で
あ
ろ
う
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
北
大
路
魯
山
人「
料
理
と
食
器
」） 
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【
文
章
３
】
次
の
文
章
を
読
ん
で
要
約
せ
よ
。（
注
：
坂
口
安
吾
「
日
本
文
化
私
観
」
の
冒
頭
部
分
で
あ
る
。） 

［
１
］
①
僕
は
日
本
の
古
代
文
化
に
つ
い
て
殆
ん
ど
知
識
を
持
っ
て
い
な
い
。
②
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
が
絶
讃
す
る

桂
離
宮
も
見
た
こ
と
が
な
く
、
玉
泉
も
大
雅
堂
も
竹
田
も
鉄
斎
も
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
③
い
わ
ん
や
、
秦
蔵
六
だ
の

竹
源
斎
師
な
ど
名
前
す
ら
聞
い
た
こ
と
が
な
く
、
第
一
、
め
っ
た
に
旅
行
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
、
祖
国
の
あ
の
町
こ

の
村
も
、
風
俗
も
、
山
河
も
知
ら
な
い
の
だ
。
④
タ
ウ
ト
に
よ
れ
ば
日
本
に
於
け
る
最
も
俗
悪
な
都
市
だ
と
い
う
新
潟

市
に
僕
は
生
れ
、
彼
の
蔑
み
嫌
う
と
こ
ろ
の
上
野
か
ら
銀
座
へ
の
街
、
ネ
オ
ン
・
サ
イ
ン
を
僕
は
愛
す
。
⑤
茶
の
湯
の

方
式
な
ど
全
然
知
ら
な
い
代
り
に
は
、
猥
り
に
酔
い
痴
れ
る
こ
と
を
の
み
知
り
、
孤
独
の
家
居
に
い
て
、
床
の
間
な
ど

と
い
う
も
の
に
一
顧
を
与
え
た
こ
と
も
な
い
。 

［
２
］
①
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
な
僕
の
生
活
が
、
祖
国
の
光
輝
あ
る
古
代
文
化
の
伝
統
を
見
失
っ
た
と
い
う
理
由

で
、
貧
困
な
も
の
だ
と
は
考
え
て
い
な
い
。
②
（
然
し
、
ほ
か
の
理
由
で
、
貧
困
だ
と
い
う
内
省
に
は
悩
ま
さ
れ
て
い

る
の
だ
が―

―

） 

 

［
３
］
①
タ
ウ
ト
は
あ
る
日
、
竹
田
の
愛
好
家
と
い
う
さ
る
日
本
の
富
豪
の
招
待
を
受
け
た
。
②
客
は
十
名
余
り
で

あ
っ
た
。
③
主
人
は
女
中
の
手
を
か
り
ず
、
自
分
で
倉
庫
と
座
敷
の
間
を
往
復
し
、
一
幅
ず
つ
の
掛
物
を
持
参
し
て
床

の
間
へ
吊
し
一
同
に
披
露
し
て
、
又
、
別
の
掛
物
を
と
り
に
行
く
、
名
画
が
一
同
を
楽
し
ま
せ
る
こ
と
を
自
分
の
喜
び

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
④
終
っ
て
、
座
を
変
え
、
茶
の
湯
と
、
礼
儀
正
し
い
食
膳
を
供
し
た
と
い
う
。
⑤
こ
う
い
う

生
活
が
「
古
代
文
化
の
伝
統
を
見
失
わ
な
い
」
た
め
に
、
内
面
的
に
豊
富
な
生
活
だ
と
言
う
に
至
っ
て
は
内
面
な
る
も

の
の
目
安
が
余
り
安
直
で
滅
茶
苦
茶
な
話
だ
け
れ
ど
も
、
然
し
、
無
論
、
文
化
の
伝
統
を
見
失
っ
た
僕
の
方
が
（
そ
の

た
め
に
）
豊
富
で
あ
る
筈
も
な
い
。 

 

［
４
］
①
い
つ
か
コ
ク
ト
オ
が
、
日
本
へ
来
た
と
き
、
日
本
人
が
ど
う
し
て
和
服
を
着
な
い
の
だ
ろ
う
と
言
っ
て
、

日
本
が
母
国
の
伝
統
を
忘
れ
、
欧
米
化
に
汲
々
た
る
有
様
を
嘆
い
た
の
で
あ
っ
た
。
②
成
程
、
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
国
は

不
思
議
な
国
で
あ
る
。③
戦
争
が
始
る
と
、先
ず
ま
っ
さ
き
に
避
難
し
た
の
は
ル
ー
ヴ
ル
博
物
館
の
陳
列
品
と
金
塊
で
、

パ
リ
の
保
存
の
た
め
に
祖
国
の
運
命
を
換
え
て
し
ま
っ
た
。
④
彼
等
は
伝
統
の
遺
産
を
受
継
い
で
き
た
が
、
祖
国
の
伝

統
を
生
む
べ
き
も
の
が
、
又
、
彼
等
自
身
に
外
な
ら
ぬ
こ
と
を
全
然
知
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。 

 

［
５
］
①
伝
統
と
は
何
か
？
②
国
民
性
と
は
何
か
？
③
日
本
人
に
は
必
然
の
性
格
が
あ
っ
て
、
ど
う
し
て
も
和
服
を

発
明
し
、
そ
れ
を
着
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
決
定
的
な
素
因
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。 

 

［
６
］
①
講
談
を
読
む
と
、
我
々
の
祖
先
は
甚
だ
復
讐
心
が
強
く
、
乞
食
と
な
り
、
草
の
根
を
分
け
て
仇
を
探
し
廻

っ
て
い
る
。
②
そ
の
サ
ム
ラ
イ
が
終
っ
て
か
ら
ま
だ
七
八
十
年
し
か
経
た
な
い
の
に
、
こ
れ
は
も
う
、
我
々
に
と
っ
て

は
夢
の
中
の
物
語
で
あ
る
。
③
今
日
の
日
本
人
は
、
凡
そ
、
あ
ら
ゆ
る
国
民
の
中
で
、
恐
ら
く
最
も
憎
悪
心
の
少
な
い

国
民
の
中
の
一
つ
で
あ
る
。
④
僕
が
ま
だ
学
生
時
代
の
話
で
あ
る
が
、
ア
テ
ネ
・
フ
ラ
ン
セ
で
ロ
ベ
ー
ル
先
生
の
歓
迎

会
が
あ
り
、
テ
ー
ブ
ル
に
は
名
札
が
置
か
れ
席
が
定
ま
っ
て
い
て
、
ど
う
い
う
わ
け
だ
か
僕
だ
け
外
国
人
の
間
に
は
さ

ま
れ
、
真
正
面
は
コ
ッ
ト
先
生
で
あ
っ
た
。
⑤
コ
ッ
ト
先
生
は
菜
食
主
義
者
だ
か
ら
、
た
っ
た
一
人
献
立
が
別
で
、
オ

ー
ト
ミ
ル
の
よ
う
な
も
の
ば
か
り
食
っ
て
い
る
。
⑥
僕
は
相
手
が
な
く
て
退
屈
だ
か
ら
、
先
生
の
食
欲
ば
か
り
も
っ
ぱ

ら
観
察
し
て
い
た
が
、
猛
烈
な
速
力
で
、
一
度
匙
を
と
り
あ
げ
る
と
口
と
皿
の
間
を
快
速
力
で
往
復
さ
せ
食
べ
終
る
ま

で
下
へ
置
か
ず
、
僕
が
肉
を
一
き
れ
食
う
う
ち
に
、
オ
ー
ト
ミ
ル
を
一
皿
す
す
り
込
ん
で
し
ま
う
。
⑦
先
生
が
胃
弱
に

な
る
の
は
も
っ
と
も
だ
と
思
っ
た
。
⑧
テ
ー
ブ
ル
ス
ピ
ー
チ
が
始
っ
た
。
⑨
コ
ッ
ト
先
生
が
立
上
っ
た
。
⑩
と
、
先
生

の
声
は
沈
痛
な
も
の
で
、
突
然
、
ク
レ
マ
ン
ソ
ー
の
追
悼
演
説
を
始
め
た
の
で
あ
る
。
⑪
ク
レ
マ
ン
ソ
ー
は
前
大
戦
の

フ
ラ
ン
ス
の
首
相
、
虎
と
よ
ば
れ
た
決
闘
好
き
の
政
治
家
だ
が
、
丁
度
そ
の
日
の
新
聞
に
彼
の
死
去
が
報
ぜ
ら
れ
た
の

で
あ
っ
た
。
⑫
コ
ッ
ト
先
生
は
ボ
ル
テ
ー
ル
流
の
ニ
ヒ
リ
ス
ト
で
、
無
神
論
者
で
あ
っ
た
。
⑬
エ
レ
ジ
ヤ
の
詩
を
最
も
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愛
し
、
好
ん
で
ボ
ル
テ
ー
ル
の
エ
ピ
グ
ラ
ム
を
学
生
に
教
え
、
又
、
自
ら
好
ん
で
誦
む
。
⑭
だ
か
ら
先
生
が
人
の
死
に

つ
い
て
思
想
を
通
し
た
も
の
で
な
い
直
接
の
感
傷
で
語
ろ
う
な
ど
と
は
、
僕
は
夢
に
も
思
わ
な
か
っ
た
。
⑮
僕
は
先
生

の
演
説
が
冗
談
だ
と
思
っ
た
。
⑯
今
に
一
度
に
ひ
っ
く
り
返
す
ユ
ー
モ
ア
が
用
意
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
考
え
た
の

だ
。
⑰
け
れ
ど
も
先
生
の
演
説
は
、
沈
痛
か
ら
悲
痛
に
な
り
、
も
は
や
冗
談
で
は
な
い
こ
と
が
ハ
ッ
キ
リ
分
っ
た
の
で

あ
る
。
⑱
あ
ん
ま
り
思
い
も
よ
ら
な
い
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
僕
は
呆
気
に
と
ら
れ
、
思
わ
ず
、
笑
い
だ
し
て
し
ま
っ
た
。

⑲―
―

そ
の
時
の
先
生
の
眼
を
僕
は
生
涯
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
⑳
先
生
は
、
殺
し
て
も
尚
あ
き
た
り
ぬ
血
に
飢

え
た
憎
悪
を
凝
ら
し
て
、
僕
を
に
ら
ん
だ
の
だ
。 

 

［
７
］
①
こ
の
よ
う
な
眼
は
日
本
人
に
は
無
い
の
で
あ
る
。
②
僕
は
一
度
も
こ
の
よ
う
な
眼
を
日
本
人
に
見
た
こ
と

は
な
か
っ
た
。
③
そ
の
後
も
特
に
意
識
し
て
注
意
し
た
が
、
一
度
も
出
会
っ
た
こ
と
が
な
い
。
④
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う

な
憎
悪
が
、
日
本
人
に
は
無
い
の
で
あ
る
。
⑤
『
三
国
志
』
に
於
け
る
憎
悪
、『
チ
ャ
タ
レ
イ
夫
人
の
恋
人
』
に
於
け
る

憎
悪
、
血
に
飢
え
、
八
ツ
裂
に
し
て
も
尚
あ
き
足
り
ぬ
と
い
う
憎
し
み
は
日
本
人
に
は
殆
ん
ど
な
い
。
⑥
昨
日
の
敵
は

今
日
の
友
と
い
う
甘
さ
が
、
む
し
ろ
日
本
人
に
共
有
の
感
情
だ
。
⑦
お
よ
そ
仇
討
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
自
分
達
で
あ
る

こ
と
を
、
恐
ら
く
多
く
の
日
本
人
が
痛
感
し
て
い
る
に
相
違
な
い
。
⑧
長
年
月
に
わ
た
っ
て
徹
底
的
に
憎
み
通
す
こ
と

す
ら
不
可
能
に
ち
か
く
、
せ
い
ぜ
い
「
食
い
つ
き
そ
う
な
」
眼
付
ぐ
ら
い
が
限
界
な
の
で
あ
る
。 

 

［
８
］
①
伝
統
と
か
、
国
民
性
と
よ
ば
れ
る
も
の
に
も
、
時
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
欺
瞞
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
②
凡

そ
自
分
の
性
情
に
う
ら
は
ら
な
習
慣
や
伝
統
を
、
あ
た
か
も
生
来
の
希
願
の
よ
う
に
背
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
③
だ
か
ら
、
昔
日
本
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
昔
行
わ
れ
て
い
た
た
め
に
、
日
本
本
来
の
も
の
だ
と
い
う
こ

と
は
成
立
た
な
い
。
④
外
国
に
於
て
行
わ
れ
、
日
本
に
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
習
慣
が
、
実
は
日
本
人
に
最
も
ふ
さ

わ
し
い
こ
と
も
有
り
得
る
し
、
日
本
に
於
て
行
わ
れ
て
、
外
国
に
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
習
慣
が
、
実
は
外
国
人
に
ふ
さ

わ
し
い
こ
と
も
有
り
得
る
の
だ
。
⑤
模
倣
で
は
な
く
、
発
見
だ
。
⑥
ゲ
ー
テ
が
シ
ェ
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
に
暗
示
を
受
け

て
自
分
の
傑
作
を
書
き
あ
げ
た
よ
う
に
、
個
性
を
尊
重
す
る
芸
術
に
於
て
す
ら
、
模
倣
か
ら
発
見
へ
の
過
程
は
最
も
し

ば
し
ば
行
わ
れ
る
。
⑦
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
多
く
模
倣
の
精
神
か
ら
出
発
し
て
、
発
見
に
よ
っ
て
結
実
す
る
。 

 

［
９
］
①
キ
モ
ノ
と
は
何
ぞ
や
？ 

②
洋
服
と
の
交
流
が
千
年
ば
か
り
遅
か
っ
た
だ
け
だ
。
③
そ
う
し
て
、
限
ら
れ

た
手
法
以
外
に
、
新
ら
た
な
発
明
を
暗
示
す
る
別
の
手
法
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
④
日
本
人
の
貧
弱
な

体
躯
が
特
に
キ
モ
ノ
を
生
み
だ
し
た
の
で
は
な
い
。
⑤
日
本
人
に
は
キ
モ
ノ
の
み
が
美
し
い
わ
け
で
も
な
い
。
⑥
外
国

の
恰
幅
の
よ
い
男
達
の
和
服
姿
が
、
我
々
よ
り
も
立
派
に
見
え
る
に
極
っ
て
い
る
。 

 

［
１
０
］
①
小
学
生
の
頃
、
万
代
橋
と
い
う
信
濃
川
の
河
口
に
か
か
っ
て
い
る
木
橋
が
と
り
こ
わ
さ
れ
て
、
川
幅
を

半
分
に
埋
め
た
て
鉄
橋
に
す
る
と
い
う
の
で
、
長
い
期
間
、
悲
し
い
思
い
を
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
②
日
本
一
の
木
橋

が
な
く
な
り
、
川
幅
が
狭
く
な
っ
て
、
自
分
の
誇
り
が
な
く
な
る
こ
と
が
、
身
を
切
ら
れ
る
切
な
さ
で
あ
っ
た
の
だ
。

③
そ
の
不
思
議
な
悲
し
み
方
が
今
で
は
夢
の
よ
う
な
思
い
出
だ
。
④
こ
の
よ
う
な
悲
し
み
方
は
、
成
人
す
る
に
つ
れ
、

又
、
そ
の
物
と
の
交
渉
が
成
人
に
つ
れ
て
深
ま
り
な
が
ら
、
か
え
っ
て
薄
れ
る
一
方
で
あ
っ
た
。
⑤
そ
う
し
て
、
今
で

は
、
木
橋
が
鉄
橋
に
代
り
、
川
幅
の
狭
め
ら
れ
た
こ
と
が
、
悲
し
く
な
い
ば
か
り
か
、
極
め
て
当
然
だ
と
考
え
る
。
⑥

然
し
、
こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
僕
の
み
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
⑦
多
く
の
日
本
人
は
、
故
郷
の
古
い
姿
が
破
壊
さ
れ
て
、

欧
米
風
な
建
物
が
出
現
す
る
た
び
に
、
悲
し
み
よ
り
も
、
む
し
ろ
喜
び
を
感
じ
る
。
⑧
新
し
い
交
通
機
関
も
必
要
だ
し
、

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
も
必
要
だ
。
⑨
伝
統
の
美
だ
の
日
本
本
来
の
姿
な
ど
と
い
う
も
の
よ
り
も
、
よ
り
便
利
な
生
活
が
必
要

な
の
で
あ
る
。
⑩
京
都
の
寺
や
奈
良
の
仏
像
が
全
滅
し
て
も
困
ら
な
い
が
、
電
車
が
動
か
な
く
て
は
困
る
の
だ
。
⑪
我
々

に
大
切
な
の
は
「
生
活
の
必
要
」
だ
け
で
、
古
代
文
化
が
全
滅
し
て
も
、
生
活
は
亡
び
ず
、
生
活
自
体
が
亡
び
な
い
限

り
、
我
々
の
独
自
性
は
健
康
な
の
で
あ
る
。
⑫
な
ぜ
な
ら
、
我
々
自
体
の
必
要
と
、
必
要
に
応
じ
た
欲
求
を
失
わ
な
い
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か
ら
で
あ
る
。 

 
[

１
１]

①
タ
ウ
ト
が
東
京
で
講
演
の
時
、
聴
衆
の
八
九
割
は
学
生
で
、
あ
と
の
一
二
割
が
建
築
家
で
あ
っ
た
そ
う

だ
。
②
東
京
の
あ
ら
ゆ
る
建
築
専
門
家
に
案
内
状
を
発
送
し
て
、
尚
そ
の
よ
う
な
結
果
で
あ
っ
た
。
③
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

は
決
し
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
有
り
得
な
い
そ
う
だ
。
④
常
に
八
九
割
が
建
築
家
で
、
一
二
割
が
都
市
の
文
化
に
関
心

を
持
つ
市
長
と
か
町
長
と
い
う
名
誉
職
の
人
々
で
あ
り
、
学
生
な
ど
の
割
り
こ
む
余
地
は
な
い
筈
だ
、
と
言
う
の
で
あ

る
。 

 
[

１
２]

①
僕
は
建
築
界
の
こ
と
に
就
て
は
不
案
内
だ
が
、
例
を
文
学
に
と
っ
て
考
え
て
も
、
た
と
え
ば
ア
ン
ド
レ
・

ジ
ッ
ド
の
講
演
が
東
京
で
行
わ
れ
た
に
し
て
も
、
小
説
家
の
九
割
ぐ
ら
い
は
聴
き
に
行
き
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
②
そ
う

し
て
、
矢
張
り
、
聴
衆
の
八
九
割
は
学
生
で
、
お
ま
け
に
、
学
生
の
三
割
ぐ
ら
い
は
、
女
学
生
か
も
知
れ
な
い
の
だ
。

③
僕
が
仏
教
科
の
生
徒
の
頃
、
フ
ラ
ン
ス
だ
の
イ
ギ
リ
ス
の
仏
教
学
者
の
講
演
会
に
行
っ
て
み
る
と
、
坊
主
だ
ら
け
の

日
本
の
く
せ
に
、
聴
衆
の
全
部
が
学
生
だ
っ
た
。
④
尤
も
坊
主
の
卵
な
の
だ
ろ
う
。 

 
[

１
３]

①
日
本
の
文
化
人
が
怠
慢
な
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
西
洋
の
文
化
人
が
「
社
交
的
に
」
勤
勉
な
せ
い
で
も
あ

る
の
だ
ろ
う
。
②
社
交
的
に
勤
勉
な
の
は
必
ず
し
も
勤
勉
で
は
な
く
、
社
交
的
に
怠
慢
な
の
は
必
ず
し
も
怠
慢
で
は
な

い
。
勤
勉
、
怠
慢
は
と
に
か
く
と
し
て
、
日
本
の
文
化
人
は
ま
っ
た
く
困
っ
た

代

物

し
ろ
も
の

だ
。
③
桂
離
宮
も
見
た
こ

と
が
な
く
、
竹
田
も
玉
泉
も
鉄
斎
も
知
ら
ず
、
茶
の
湯
も
知
ら
な
い
。
④
小
堀
遠
州
な
ど
と
言
え
ば
、
建
築
家
だ
か
、

造
庭
家
だ
か
、
大
名
だ
か
、
茶
人
だ
か
、
も
し
か
す
る
と
忍
術
使
い
の
家
元
じ
ゃ
な
か
っ
た
か
ね
、
な
ど
と
言
う
奴
が

あ
る
。
⑤
故
郷
の
古
い
建
築
を
叩
き

毀
こ
わ

し
て
、
出
来
損
い
の
洋
式
バ
ラ
ッ
ク
を
た
て
て
、
得
々
と
し
て
い
る
。
⑥

そ
の
く
せ
、
タ
ウ
ト
の
講
演
も
、
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ッ
ド
の
講
演
も
聴
き
に
行
き
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
⑦
そ
う
し
て
、

ネ
オ
ン
・
サ
イ
ン
の
陰
を
酔
っ
払
っ
て
よ
ろ
め
き
ま
わ
り
、
電
髪
嬢
を
肴
に
し
て
イ
ン
チ
キ
・
ウ
イ
ス
キ
ー
を

呷
あ
お

っ

て
い
る
。
呆
れ
果
て
た
奴
等
で
あ
る
。 

 
[

１
４]

①
日
本
本
来
の
伝
統
に
認
識
も
持
た
な
い
ば
か
り
か
、
そ
の
欧
米
の
猿
真
似
に
至
っ
て
は

体
た
い

を
な
さ
ず
、

美
の

片

鱗

へ
ん
り
ん

を
と
ど
め
ず
、
全
然
イ
ン
チ
キ
そ
の
も
の
で
あ
る
。
②
ゲ
ー
リ
ー
・
ク
ー
パ
ー
は
満
員
客
止
め
の
盛

況
だ
が
、
梅
若
万
三
郎
は
数
え
る
程
し
か
客
が
来
な
い
。
③
か
か
る
文
化
人
と
い
う
も
の
は
、
貧
困
そ
の
も
の
で
は
な

い
か
。 

 
[

１
５]

①
然
し
な
が
ら
、
タ
ウ
ト
が
日
本
を
発
見
し
、
そ
の
伝
統
の
美
を
発
見
し
た
こ
と
と
、
我
々
が
日
本
の
伝
統

を
見
失
い
な
が
ら
、
し
か
も
現
に
日
本
人
で
あ
る
こ
と
と
の
間
に
は
、
タ
ウ
ト
が
全
然
思
い
も
よ
ら
ぬ

距
へ
だ
た

り
が

あ
っ
た
。
②
即
ち
、
タ
ウ
ト
は
日
本
を
発
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
我
々
は
日
本
を
発
見
す
る
ま
で
も
な
く
、

現
に
日
本
人
な
の
だ
。
③
我
々
は
古
代
文
化
を
見
失
っ
て
い
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
日
本
を
見
失
う
筈
は
な
い
。
④
日
本

精
神
と
は
何
ぞ
や
、
そ
う
い
う
こ
と
を
我
々
自
身
が
論
じ
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
⑤
説
明
づ
け
ら
れ
た
精
神
か
ら

日
本
が
生
れ
る
筈
も
な
く
、
又
、
日
本
精
神
と
い
う
も
の
が
説
明
づ
け
ら
れ
る
筈
も
な
い
。
⑥
日
本
人
の
生
活
が
健
康

で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、日
本
そ
の
も
の
が
健
康
だ
。⑦

彎

曲

わ
ん
き
ょ
く

し
た
短
い
足
に
ズ
ボ
ン
を
は
き
、洋
服
を
き
て
、
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チ
ョ
コ
チ
ョ
コ
歩
き
、
ダ
ン
ス
を
踊
り
、
畳
を
す
て
て
、
安
物
の
椅
子
テ
ー
ブ
ル
に
ふ
ん
ぞ
り
返
っ
て
気
取
っ
て
い
る
。

⑧
そ
れ
が
欧
米
人
の
眼
か
ら
見
て
滑
稽
千
万
で
あ
る
こ
と
と
、
我
々
自
身
が
そ
の
便
利
に
満
足
し
て
い
る
こ
と
の
間
に

は
、
全
然
つ
な
が
り
が
無
い
の
で
あ
る
。
⑨
彼
等
が
我
々
を
憐
れ
み
笑
う
立
場
と
、
我
々
が
生
活
し
つ
つ
あ
る
立
場
に

は
、
根
柢
的
に
相
違
が
あ
る
。
⑩
我
々
の
生
活
が
正
当
な
要
求
に
も
と
づ
く
限
り
は
、
彼
等
の
憫
笑
が
甚
だ
浅
薄
で
し

か
な
い
の
で
あ
る
。
⑫
彎
曲
し
た
短
い
足
に
ズ
ボ
ン
を
は
い
て
チ
ョ
コ
チ
ョ
コ
歩
く
の
が
滑
稽
だ
か
ら
笑
う
と
い
う
の

は
無
理
が
な
い
が
、
我
々
が
そ
う
い
う
所
に
こ
だ
わ
り
を
持
た
ず
、
も
う
少
し
高
い
所
に
目
的
を
置
い
て
い
た
と
し
た

ら
、
笑
う
方
が
必
ず
し
も
利
巧
の
筈
は
な
い
で
は
な
い
か
。 

 
[

１
６]

①
僕
は
先
刻
白
状
に
及
ん
だ
通
り
、
桂
離
宮
も
見
た
こ
と
が
な
く
、
雪
舟
も
雪
村
も
竹
田
も
大
雅
堂
も
玉
泉

も
鉄
斎
も
知
ら
ず
、
狩
野
派
も
運
慶
も
知
ら
な
い
。
②
け
れ
ど
も
、
僕
自
身
の
「
日
本
文
化
私
観
」
を
語
っ
て
み
よ
う

と
思
う
の
だ
。
③
祖
国
の
伝
統
を
全
然
知
ら
ず
、
ネ
オ
ン
・
サ
イ
ン
と
ジ
ャ
ズ
ぐ
ら
い
し
か
知
ら
な
い
奴
が
、
日
本
文

化
を
語
る
と
は
不
思
議
な
こ
と
か
も
知
れ
な
い
が
、
す
く
な
く
と
も
、
僕
は
日
本
を
「
発
見
」
す
る
必
要
だ
け
は
な
か

っ
た
の
だ
。 

（
坂
口
安
吾
「
日
本
文
化
私
観
」） 

【
文
章
１
】 

料
理
の
出
来
は
料
理
人
の
舌
次
第
で
あ
り
、
優
れ
た
舌
を
も
っ
て
い
る
者
は
少
な
い
。
舌
は
天
恵
で
あ
る
か
ら
、
第
二

者
へ
の
伝
授
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
料
理
も
一
種
の
創
作
で
あ
り
、
そ
の
料
理
人
が
替
わ
れ
ば
、
そ
の
料

理
も
変
わ
る
。（
９
６
字
） 

 

【
文
章
２
】 

食
器
は
料
理
へ
の
食
欲
を
左
右
す
る
た
め
重
要
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
料
理
に
こ
だ
わ
る
人
ほ
ど
う
る
さ
い
も
の
と
な

る
が
、
現
代
の
料
理
家
は
食
器
に
気
に
掛
け
る
こ
と
が
な
い
。
食
器
の
重
要
性
が
分
か
る
と
、
器
を
含
め
た
料
理
を
考

え
る
た
め
見
識
が
広
く
な
る
。
ま
た
、
よ
い
食
器
の
あ
る
時
代
は
よ
い
料
理
の
あ
っ
た
時
代
と
い
え
る
。
さ
ら
に
食
器

を
見
れ
ば
そ
の
料
理
の
内
容
ま
で
ほ
ぼ
推
察
が
つ
く
。
こ
の
よ
う
な
食
器
と
料
理
の
む
す
び
つ
き
に
つ
い
て
今
日
の
料

理
家
に
は
意
を
用
い
て
ほ
し
い
。（
１
９
３
字
） 

 

カ
レ
ー
を
新
聞
紙
に
盛
れ
ば
悪
寒
が
す
る
。
一
方
美
し
い
皿
に
盛
れ
ば
喜
ん
で
食
べ
る
。
こ
の
よ
う
に
食
器
は
料
理
に

重
要
で
あ
る
。
現
代
の
料
理
家
は
食
器
に
気
に
掛
け
る
こ
と
が
な
い
。
食
器
の
重
要
性
が
分
か
る
と
、
器
を
含
め
た
料

理
を
考
え
る
た
め
見
識
が
広
く
な
る
。
ま
た
、
よ
い
食
器
の
あ
る
時
代
は
よ
い
料
理
の
あ
っ
た
時
代
と
い
え
る
。
さ
ら

に
食
器
を
見
れ
ば
そ
の
料
理
の
内
容
ま
で
ほ
ぼ
推
察
が
つ
く
。
こ
の
よ
う
な
食
器
と
料
理
の
む
す
び
つ
き
に
つ
い
て
今

日
の
料
理
家
に
は
意
を
用
い
て
ほ
し
い
。（
１
９
６
字
） 

 

【
文
章
３
】 

昔
日
本
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
昔
行
わ
れ
て
い
た
た
め
に
、
日
本
本
来
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
成
立
た
な
い
。

む
し
ろ
、
日
本
の
文
化
や
伝
統
の
独
自
性
を
生
む
も
の
は
日
本
人
自
体
の
必
要
と
そ
れ
に
応
じ
た
欲
求
で
あ
る
。
そ
の

た
め
、
外
国
人
は
日
本
を
外
か
ら
見
て
発
見
し
説
明
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
我
々
日
本
人
は
日
本
を
見
失

う
こ
と
は
な
い
。
だ
か
ら
、
日
本
の
古
代
文
化
を
知
ら
な
い
「
僕
」
で
も
自
身
の
日
本
文
化
の
見
方
を
語
っ
て
み
よ
う

と
思
う
。 


