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三
〇
年
ほ
ど
前
の
出
来
事
で
あ
る
。

　

私
は
、
修
士
論
文
の
口
頭
試
問
に
臨
ん
で
い
た
。
日
原
利
国
先
生
、

加
地
伸
行
先
生
の
試
問
が
終
わ
っ
た
後
、
副
査
の
黒
川
洋
一
先
生
が
開

口
一
番
、
や
わ
ら
か
な
京
都
弁
で
、
こ
う
お
っ
し
ゃ
っ
た
。「
君
は
、

新
し
い
も
ん
ず
き
な
ん
や
ね
ぇ
」。
そ
の
修
論
は
、
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡

を
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
好
奇
心
に
駆
ら
れ
て
新
奇
な
資
料

を
対
象
に
し
た
と
い
う
意
識
は
な
か
っ
た
の
で
、
意
表
を
突
か
れ
、
答

え
に
窮
し
た
。

　

法
家
思
想
に
興
味
を
抱
い
て
勉
強
し
て
い
た
私
は
、
先
輩
方
か
ら
、

そ
れ
は
よ
し
て
お
け
と
忠
告
を
受
け
た
。
大
阪
大
学
に
は
、
初
代
教
授

を
務
め
ら
れ
た
木
村
英
一
先
生
の
大
著
『
法
家
思
想
の
研
究
』
が
あ
り
、

こ
れ
を
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

法
家
思
想
に
限
ら
ず
、
当
時
、
諸
子
百
家
の
研
究
は
大
き
な
壁
に
ぶ
つ
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か
っ
て
い
た
。
主
要
な
諸
子
の
文
献
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
現
代
語

訳
が
出
揃
い
、
思
想
の
核
心
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
代
表
的
と
さ
れ

る
論
文
が
す
で
に
発
表
さ
れ
て
い
た
。
法
家
思
想
に
つ
い
て
も
、『
商

君
書
』
や
『
韓
非
子
』
を
今
さ
ら
取
り
上
げ
よ
う
と
、
新
し
い
知
見
を

得
ら
れ
る
保
証
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
、
一
つ
の
光
明
と
感
じ
ら
れ
た
の
は
、
新
出
土
資
料
の
公
開
で

あ
っ
た
。
一
九
七
〇
年
代
に
発
見
さ
れ
た
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
、
馬
王
堆

漢
墓
帛
書
、
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
な
ど
が
八
〇
年
代
に
入
っ
て
次
々
と
日

本
に
も
紹
介
さ
れ
始
め
て
い
た
。
古
代
中
国
を
知
る
た
め
の
第
一
級
資

料
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
私
は
、
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
を
主
対

象
と
し
、
そ
こ
に
『
商
君
書
』
や
『
韓
非
子
』
な
ど
の
伝
世
文
献
を
絡

ま
せ
る
こ
と
で
、
秦
の
法
思
想
と
、
そ
の
法
治
の
実
態
を
明
ら
か
に
し

た
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

中
国
出
土
資
料
学
会
編

地
下
か
ら
の
贈
り
物

新
出
土
資
料
が
語
る
い
に
し
え
の
中
国
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幸
い
に
、
修
論
に
つ
い
て
は
一
定
の
評
価
を
い
た
だ
き
、
博
士
後
期

課
程
に
進
学
を
許
さ
れ
た
。
進
学
後
も
、私
の
研
究
方
針
は
変
わ
ら
ず
、

伝
世
文
献
に
加
え
て
、
新
出
土
文
献
を
で
き
る
だ
け
積
極
的
に
活
用
し

て
い
こ
う
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
基
本
的
に
は
孤
軍
奮
闘
と
い
う

有
様
で
、
学
界
の
全
体
的
雰
囲
気
と
し
て
、
研
究
の
主
対
象
が
伝
世
文

献
、
と
り
わ
け
経
書
、
ま
た
は
資
料
的
に
安
定
し
て
い
る
諸
子
の
書
、

史
書
、
と
い
う
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
か
っ
た
。
出
土
資
料
に
特
化
し

た
教
科
書
や
参
考
書
な
ど
あ
ろ
う
は
ず
も
な
か
っ
た
。

　

そ
れ
か
ら
歳
月
は
過
ぎ
、
一
九
八
〇
年
代
の
張
家
山
漢
簡
な
ど
の
発

見
を
経
て
、
さ
ら
に
中
国
学
研
究
に
と
っ
て
大
き
な
画
期
を
な
し
た
の

は
、
一
九
九
三
年
に
発
見
さ
れ
た
郭
店
楚
墓
竹
簡
で
あ
ろ
う
（
全
容
の

公
開
は
九
八
年
）。
多
く
の
儒
家
系
文
献
や
『
老
子
』
写
本
を
含
む
新
資

料
が
公
開
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
新
出
土
資
料
研
究
が
一
気
に
活
況
を

呈
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
衝
撃
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
後
、
上

海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
上
博
楚
簡
）、
清
華
大
学
竹
簡
、
北
京
大
学

竹
簡
、
岳
麓
秦
簡
な
ど
が
相
次
い
で
公
開
さ
れ
た
。
新
出
土
資
料
の
国

際
学
会
も
毎
年
の
よ
う
に
開
催
さ
れ
、
も
は
や
こ
れ
ら
の
新
資
料
を
軽

視
し
て
は
、
研
究
そ
の
も
の
が
成
り
立
た
な
い
と
い
う
状
況
に
至
っ
て

い
る
。

　

た
だ
、
多
く
の
新
資
料
が
発
見
・
公
開
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
情

報
の
交
通
整
理
が
必
要
と
な
っ
て
き
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。特
に
、

こ
れ
か
ら
研
究
の
世
界
に
飛
び
込
も
う
と
す
る
若
手
研
究
者
に
は
、
何

ら
か
の
手
引
き
が
必
要
と
な
っ
て
き
て
い
た
。

　

そ
こ
に
登
場
し
た
の
が
、
本
書
で
あ
る
。
編
者
は
中
国
出
土
資
料
学

会
。
こ
の
学
会
は
、
一
九
九
五
年
四
月
に
中
国
出
土
資
料
研
究
会
と
し

て
発
足
し
、
九
八
年
四
月
に
改
称
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
そ
れ
ま

で
、
哲
学
、
文
学
、
史
学
と
い
っ
た
伝
統
的
枠
組
み
が
強
固
に
守
ら
れ

て
き
た
学
術
界
に
お
い
て
、そ
れ
ら
を
横
断
し
、広
く
宗
教
学
、考
古
学
、

美
術
史
学
、
古
文
字
学
、
書
道
史
な
ど
も
加
え
、
さ
ら
に
、
年
三
回
の

例
会
に
も
、
外
国
人
研
究
者
を
招
い
て
発
表
を
要
請
す
る
な
ど
、
異
色

の
学
会
で
あ
る
。

　

こ
の
学
会
が
総
力
を
あ
げ
て
編
集
し
た
本
書
は
、
二
部
構
成
と
な
っ

て
い
る
。
第
一
章
と
し
て
「
出
土
資
料
で
わ
か
る
こ
と
」
全
二
六
節
、

第
二
章
が
「
ど
こ
か
ら
何
が
出
て
き
た
か
」
全
二
〇
節
。
一
人
一
節
担

当
の
分
担
執
筆
で
あ
る
。
第
一
章
は
、言
わ
ば
テ
ー
マ
別
に
よ
る
解
説
。

出
土
資
料
の
発
見
に
よ
っ
て
、
文
字
、
政
治
、
経
済
、
思
想
、
医
学
、

戦
争
、
神
話
な
ど
、
広
範
な
領
域
に
新
知
見
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
が

記
さ
れ
る
。
第
二
章
は
、
一
転
し
て
、
出
土
地
・
出
土
資
料
ご
と
の
解

説
。
敦
煌
・
ト
ル
フ
ァ
ン
文
書
か
ら
始
ま
り
、
最
近
公
開
さ
れ
た
ば
か

り
の
簡
牘
資
料
ま
で
が
紹
介
さ
れ
る
。

　

よ
う
や
く
登
場
し
た
待
望
の
書
で
あ
る
。
各
項
目
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

テ
ー
マ
・
資
料
に
沿
っ
て
情
報
が
記
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
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く
、
項
目
に
よ
っ
て
は
、
将
来
の
展
望
や
研
究
上
の
留
意
点
に
も
言
及

す
る
。
企
画
立
案
と
原
稿
整
理
に
当
た
ら
れ
た
方
々
の
苦
労
が
し
の
ば

れ
る
大
作
で
あ
る
。

　

本
書
は
、
多
く
の
読
者
を
得
て
版
を
重
ね
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、

さ
ら
に
期
待
し
た
い
の
は
、
刊
行
委
員
会
委
員
長
の
小
澤
正
人
氏
が
巻

末
で
書
い
て
お
ら
れ
る
よ
う
な
「
続
編
」
の
刊
行
で
あ
ろ
う
。
出
土
資

料
研
究
は
、
道
ま
だ
半
ば
、
あ
る
い
は
本
格
的
に
始
動
し
た
ば
か
り
だ

と
も
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
何
年
後
か
に
続
編
が
登
場
す
る
際
に
は
、

一
読
者
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
さ
ら
に
期
待
し
た
い
。

　

第
一
は
、
研
究
史
で
あ
る
。
敦
煌
文
書
が
発
見
さ
れ
て
か
ら
一
〇
〇

年
。
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
・
馬
王
堆
漢
墓
帛
書
な
ど
が
発
見
さ
れ
て
か
ら

四
〇
年
。
郭
店
楚
簡
・
上
博
楚
簡
が
発
見
さ
れ
て
か
ら
二
〇
年
。
研
究

の
蓄
積
は
膨
大
な
も
の
が
あ
り
、
研
究
の
歴
史
そ
の
も
の
が
研
究
の
対

象
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
く
ら
い
で
あ
る
。
特
に
、
初
期

の
頃
に
日
本
人
研
究
者
が
果
た
し
た
重
要
な
役
割
。
近
年
の
日
中
間
で

の
、
し
の
ぎ
を
け
ず
る
研
究
状
況
。
そ
こ
に
は
多
く
の
ド
ラ
マ
が
あ

る
。
本
書
で
も
、
項
目
に
よ
っ
て
は
多
少
触
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ

る
が
、
総
合
的
に
出
土
資
料
研
究
の
歴
史
が
記
述
さ
れ
て
も
い
い
よ
う

に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
巻
末
の
コ
ラ
ム
で
冨
谷
至
氏
が
警
鐘

を
鳴
ら
し
て
い
る
よ
う
な
資
料
の
意
義
、
真
偽
を
め
ぐ
る
問
題
、
そ
れ

を
踏
ま
え
た
資
料
の
慎
重
な
弁
別
と
活
用
と
い
っ
た
点
も
、
よ
り
明
ら

か
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

第
二
は
、
出
土
資
料
研
究
に
果
た
す
電
子
情
報
の
役
割
で
あ
る
。
郭

店
楚
簡
が
公
開
さ
れ
て
以
降
、武
漢
大
学
や
復
旦
大
学
を
拠
点
と
し
て
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
た
研
究
成
果
の
公
開
が
進
ん
で
き
た
。
上

博
楚
簡
も
現
在
、
分
冊
方
式
で
刊
行
が
続
い
て
い
る
が
、
一
つ
の
分
冊

が
刊
行
さ
れ
る
と
、
そ
の
翌
日
か
ら
、
ネ
ッ
ト
上
に
次
々
と
論
文
・
札

記
類
が
掲
載
さ
れ
る
と
い
う
状
況
に
至
っ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
こ
に
は

功
罪
が
あ
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
論
考
に
対
す
る
コ

メ
ン
ト
が
次
々
と
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
掲
げ
ら
れ
、
そ
れ
を
ど
こ
ま
で
先
行

研
究
と
し
て
認
め
る
の
か
と
い
う
点
な
ど
は
大
い
に
悩
ま
し
い
問
題
で

あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
日
本
の
学
界
は
、
こ
う
し
た
現
状
に
ほ
と
ん

ど
対
応
で
き
て
い
な
い
。
情
報
化
時
代
の
研
究
の
あ
り
方
と
し
て
、
こ

の
点
に
つ
い
て
も
言
及
が
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

第
三
は
、
用
語
解
説
で
あ
る
。
か
つ
て
伝
世
の
版
本
を
研
究
対
象
と

し
て
い
た
時
代
に
は
、
書
誌
学
の
用
語
に
つ
い
て
一
定
の
知
識
が
必
要

と
さ
れ
た
。
匡
郭
、
首
書
、
版
心
、
魚
尾
、
刊
記
、
識
語
、
題
簽
、
四

針
眼
訂
法
な
ど
、
多
く
の
用
語
を
知
ら
な
い
と
恥
ず
か
し
い
思
い
を
し

た
も
の
で
あ
る
。
今
は
、
こ
れ
に
加
え
て
、
出
土
資
料
に
関
す
る
用
語

が
加
わ
る
。
本
書
で
も
、
用
語
の
解
説
と
し
て
冒
頭
に
三
ペ
ー
ジ
が
当

て
ら
れ
て
い
る
が
、
や
や
少
な
い
で
あ
ろ
う
。
最
近
で
は
、
竹
簡
配
列

の
際
の
有
力
な
手
が
か
り
と
な
る
劃
痕
・
劃
線
（
竹
簡
背
面
に
な
な
め
に
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引
か
れ
た
ひ
っ
か
き
傷
状
の
線
）
や
契
口
（
竹
簡
を
綴
じ
る
際
に
つ
け
ら
れ
た

く
さ
び
形
の
切
れ
込
み
）、
簡
序
編
号
ま
た
は
次
序
編
号
（
竹
簡
の
背
面
や

文
字
面
に
記
さ
れ
た
配
列
番
号
）な
ど
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
簡
牘
に
限
っ

て
み
て
も
、
基
礎
用
語
は
多
数
あ
り
、
こ
れ
ら
の
用
語
解
説
の
充
実
が

望
ま
れ
る
。

　

二
〇
一
四
年
九
月
、
私
た
ち
の
研
究
グ
ル
ー
プ
（
中
国
出
土
文
献
研
究

会
）
は
、
甘
粛
省
蘭
州
の
学
術
調
査
に
赴
い
た
。
甘
粛
省
博
物
館
、
甘

粛
省
文
物
考
古
研
究
所
に
お
い
て
、
武
威
漢
簡
、
居
延
新
簡
、
天
水
放

馬
灘
秦
簡
、
敦
煌
馬
圏
湾
簡
牘
、
敦
煌
懸
泉
置
漢
簡
、
肩
水
金
関
漢
簡

な
ど
多
数
の
簡
牘
資
料
を
実
見
し
、
現
地
研
究
者
と
意
見
交
換
を
行
っ

た
。
そ
の
際
、
こ
れ
以
外
に
も
、
フ
ィ
ー
ル
ド
簡
が
発
見
さ
れ
る
可
能

性
は
高
く
、
極
端
に
言
え
ば
、
強
風
が
地
表
の
砂
を
吹
き
飛
ば
せ
ば
、

そ
の
下
か
ら
ま
た
新
た
な
簡
牘
が
見
つ
か
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
の
現

地
研
究
者
の
言
に
私
た
ち
は
思
わ
ず
吹
き
出
し
た
が
、
確
か
に
、
甘
粛

省
に
限
っ
て
も
み
て
も
、
出
土
資
料
は
膨
大
な
数
に
の
ぼ
り
、
そ
の
全

容
解
明
に
は
相
当
の
労
力
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
現
状
の
中
で
、
本
書
の
登
場
は
、
多
く
の
研
究
者
の
チ
ャ

レ
ン
ジ
を
促
す
に
違
い
な
い
。
本
書
は
、
出
土
資
料
を
「
地
下
か
ら
の

贈
り
物
」
と
称
す
る
が
、
実
は
、
本
書
そ
の
も
の
が
、
私
た
ち
に
届
け

ら
れ
た
貴
重
な
贈
り
物
な
の
で
あ
る
。（

ゆ
あ
さ
・
く
に
ひ
ろ　

大
阪
大
学
）


