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は
私
が
大
撃
の
卒
業
論
文
の
題
目
に
撮
ん
で
か
ら
以
後
、
最
も
長
く
私
に
つ
き

あ
っ
て
く
れ
た
時
代
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
賓
の
と
こ
ろ
私
は
宋
代
の
詩
や

文
章
は
殆
ん
ど
讃
ん
で
い
な
い
。
そ
こ
で
見
お
ぼ
え
の
あ
る
詩
人
や
文
人
の
名

に
出
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
政
治
家
で
な
い
限
り
、
文
事
上
に
ど
ん
な
地
位
を
占

め
て
い
る
か
に
つ
い
て
も
甚
だ
疎
い
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
偏
っ
た
智
識
を
こ

の
書
に
よ
っ
て
補
い
た
い
か
ら
で
あ
っ
て
、
こ
の
鮎
に
閲
し
て
は
私
の
願
い
は

私
の
力
量
に
膚
応
じ
た
分
だ
け
を
即
座
に
浦
し
て
く
れ
た
と
信
ず
る
。
但
し
こ
の

書
中
で
指
摘
さ
れ
た
、
宋
人
の
詩
中
に
も
一
世
禽
経
済
史
の
好
史
料
が
眠
っ
て
い

る
こ
と
は
、
前
か
ら
う
す
う
す
感
付
き
な
が
ら
、
ま
だ
掘
り
起
し
に
も
着
手
し

て
い
な
い
。
怠
惰
を
し
み
じ
み
恥
入
る
次
第
で
あ
る
。

他
の
も
う
一
つ
は
も
っ
と
重
要
な
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
。
吉
川
崎
博
士
の
著

書
は
い
つ
わ
も
底
い
視
野
と
遠
い
見
通
し
を
も
っ
て
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
私
が

最
近
考
え
て
い
る
こ
と
を
、
こ
の
書
が
裏
付
け
を
し
て
く
れ
ぬ
か
と
い
う
期
待

で
あ
っ
た
。
と
言
え
ば
す
ぐ
、
何
だ
、
叉
も
や
内
藤
史
家
の
時
代
匡
分
論
か

と
、
す
ぐ
反
援
を
感
じ
る
向
き
も
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
だ
が
、
併
し
私
の
時
代

直
分
論
は
決
し
て
何
時
迄
も
同
じ
水
卒
に
止
ま
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
私

は
近
頃
、
軍
に
時
代
直
分
の
問
題
ば
か
り
で
な
く
、
中
園
経
済
史
の
方
法
に
つ

い
て
、
今
迄
よ
り
も
少
し
還
っ
た
角
度
か
ら
見
直
す
必
要
を
感
じ
て
い
る
の
で

あ
る
。
賓
は
ま
だ
正
面
切
っ
て
公
表
す
る
ま
で
の
準
備
が
出
来
て
い
な
い
の
で

あ
る
が
、
大
韓
の
構
想
は
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
中
国
史
上
に
は
古

く
か
ら
、
現
今
の
世
界
に
似
た
よ
う
な
景
気
嬰
動
が
行
わ
れ
て
い
て
、
そ
れ
が

吐
舎
の
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
影
響
を
輿
え
、
こ
の
角
度
か
ら
歴
史
を
見
た
時
に
経

済
も
文
化
も
同
時
に
視
野
の
中
に
入
っ
て
来
る
の
で
な
な
い
か
と
い
う
着
限

で
あ
る
。

私
は
自
身
、
佐
曾
経
済
史
研
究
者
の
一
人
に
加
え
ら
れ
て
い
る
が

J
」
の
頃
よ

私
等
が
畢
生
だ
っ
た
頃
、
京
都
大
祭
の
東
洋
皐
を
代
表
し
て

い
た
の
は

「支

那
事
曾
」
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
次
第
に
萎
康
振
わ
な
く
な
り
、
最
近
は
殆
ん

ど
開
庖
休
業
の
紋
態
に
陥
っ
た
が
、
こ
れ
に
は
私
も
そ
の
責
任
者
の
一
人
と
し

て
甚
だ
心
苦
し
く
感
じ
て
い
る
次
第
で
あ
る
。
併
し
そ
れ
に
は
叉
そ
れ
相
憾
の

理
由
も
あ
る
こ
と
な
の
で
、
皐
聞
の
細
分
化
、
専
門
化
は
別
に
人
文
科
皐
に
ば

か
り
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
自
然
科
撃
の
分
野
に
お
い
て
も
顕
著
に
現
わ
れ

る
傾
向
で
あ
り
、
い
わ
ば
普
遍
的
な
趨
勢
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
い
わ

ゆ
る
支
那
撃
が
歴
史
と
文
撃
と
哲
撃
と
に
分
化
し
て
も
、
分
化
し
な
が
ら
前
よ

a

，
り
も
一
層
活
滋
に
動
い
て
お
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
。
併
し
畢
聞
の
分
化
が
、
そ
の

ま
ま
互
い
に
無
線
と
な
っ
て
い

い
筈
は
な
い
。
む
し
ろ
分
化
し
た
た
め
に
こ

そ
、
前
よ
り
も
一
層
密
接
に
寄
り
添
う
必
要
を
感
ず
る
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
何
と
な
れ
ば
分
化
は
卸
ち
深
化
の
た
め
で
あ
り
、
一
つ
の
事
関
を

深
化
す
る
た
め
に
は
、
隣
の
領
分
に
民
間
ら
な
い
で
出
来
る
こ
と
で
は
な
い
。
も

っ
と
端
的
に
い
え
ば
、
隣
接
科
撃
に
役
立
た
ぬ
よ
う
な
研
究
は
本
管
の
研
究
で

は
な
い
。

吉
川
幸
攻
郎
博
士
の
「
宋
詩
縦
説
」
は
近
頃
最
も
大
き
な
期
待
と
深
い
閥

心
を
も
っ
て
讃
ん
だ
も
の
の
一
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
、
宋
と
い
う
時
代
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く
考
え
る
と
と
は
、
い
っ
た
い
今
迄
経
済
史
の
つ
も
り
で
や
っ
て
い
た
こ
と
が

本
嘗
に
経
済
史
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
経
済
の
用
語
は
使

っ
て
い
る
が
、
用
語
は
何
も
経
済
史
の
専
費
品
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
経
済
史

と
い
う
以
上
、
や
は
り
嘗
時
の
人
も
皮
膚
で
直
接
に
感
じ
得
た
経
済
現
象
を
取

上
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
は
な
い
か
。
高
人
が
感
ず
る
経
済
現
象
と
は
、
要
す
る

に
今
年
の
暮
し
が
昨
年
よ
り
も
良
い
か
惑
い
か
、
来
年
は
今
年
よ
り
も
良
く
な

る
だ
ろ
う
か
惑
く
な
る
だ
ろ
う
か
、
或
い
は
も
っ
と
長
い
期
聞
を
と
っ
て
、
子

の
代
、
孫
の
代
は
、
親
の
代
、
先
祖
の
代
よ
り
も
よ
く
な
っ
て
い
る
か
ど
う

か
、
と
い
う
相
封
的
な
問
題
よ
り
外
に
な
い
。
嘗
時
の
人
と
喜
夜
を
分
ち
合
え

る
立
場
で
な
け
れ
ば
血
の
通
っ
た
歴
史
と
言
え
な
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
経

済
傑
件
の
獲
動
を
最
も
よ
く
、
一
言
で
い
い
現
わ
せ
る
言
葉
は
「
景
気
」
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
私
が
今
ま
で
に
到
達
し
得
た
限
り
の
想
定
に
お
い
て
は
、
中
園

史
上
の
景
気
餐
動
は
次
の
よ
う
に
言
い
表
わ
せ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
劃
し
て

寸
宋
詩
概
説
L

が
如
佃
な
る
反
態
を
現
わ
し
て
く
れ
る
か
が
、
推
理
小
説
の
山

場
以
上
に
私
に
と
っ
て
、
ス
リ
リ

γ
グ
で
あ
る
。

先
ず
私
が
錨
乙
う
と
す
る
景
無
曲
線
は
、
上
古
か
ら
前
漢
時
代
ま
で
は
、
概

し
て
上
昇
線
を
た
ど
っ
て
い
く
。
人
間
の
生
活
は
極
め
て
徐
々
に
で
は
あ
る
が

良
い
方
に
向
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
貨
幣
経
済
も
次
第
に
盛
ん
に
な
っ
て
く

る
。
も
っ
と
具
盤
的
に
言
え
ば
、
貨
幣
が
手
に
入
り
易
く
な
っ
て
く
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
寧
に
支
配
階
級
ば
か
り
の
と
と
で
は
な
い
。
人
民
の
地
位
は
こ
れ

に
伴
っ
て
少
し
ず
つ

T
は
あ
る
が
向
上
し
て
き
て
い
る
。
勿
論
、
嘗
時
の
人
民

の
生
活
が
困
苦
に
満
ち
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
要
は
前
に

比
べ
て
の
話
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
寸
宋
詩
概
説
L

は
ど
ん
な
反
謄
を
示
す
で
あ
ろ
う
か
。
日
く
、

古
代
的
な
集
観
と
は
、
人
間
の
運
命
よ
り
も
人
聞
の
使
命
を
よ
り
多
く
設

く
、
儒
家
の
古
典
の
そ
れ
で
あ
る
。
「
詩
経
」
三
百
篇
に
つ
い
て
見
て
も
、

悲
哀
の
詩
の
分
量
は
、
歓
喜
の
詩
の
そ
れ
を
と
え
る
。
た
だ
し
「
詩
経
」
の

時
代
に
は
、
人
間
の
善
意
が
個
人
の
ま
た
粧
曾
の
幸
福
を
作
り
得
る
の
が
、

少
な
く
と
も
人
間
の
本
来
で
あ
る
と
す
る
築
観
が
、
失
わ
れ
て
い
な
い
。

「
宋
詩
概
説
」
に
こ
れ
以
上
古
代
に
つ
い
て
の
詳
細
な
記
述
を
望
む
の
は
無

理
で
あ
る
が
、

ζ

こ
に
あ
げ
た
短
い
一
言
葉
か
ゐ
だ
け
で
も
、
著
者
の
見
通
し
は

私
の
意
見
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
中
園
の
枇
舎
は
後
漢
頃
か
ら
、
一
縛
し
て
不
景
気
時
代
に
陪
入
す

る
。
こ
れ
を
個
人
の
立
場
か
ら
言
う
と
、
貨
幣
が
手
に
入
り
に
く
く
な
っ
て
き

た
の
で
あ
る
。
銭
は
一
度
手
を
離
れ
た
ら
最
後
、
何
倍
も
の
努
力
を
し
な
け
れ

ば
再
び
返
っ
て
こ
な
い
。
そ
こ
で
各
人
は
出
来
る
だ
け
、
銭
を
使
わ
な
い
工
夫

を
す
る
の
で
あ
る
b

そ
こ
に
自
給
自
足
を
立
前
と
し
た
荘
園
制
度
が
成
立
す

る
。
こ
の
深
刻
な
不
景
気
風
は
、
時
に
立
直
り
の
気
配
を
感
じ
さ
せ
な
が
ら
、

唐
末
五
代
ま
で
績
く
。
不
況
の
影
響
す
る
と
こ
ろ
、
軍
に
支
配
階
級
を
萎
縮
さ

せ
た
ば
か
り
で
は
な
い
。
一
般
人
民
の
地
位
も
次
第
に
低
下
し
て
、
豪
族
の
農

奴
的
な
身
分
に
落
ち
こ
ん
で
行
く
の
で
あ
る
。
と
と
ろ
で
ζ

の
時
代
に
つ
い
て

「
宋
詩
概
論
L

は
何
と
言
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
日
く
、

漢
代
以
後
、
六
朝
の
詩
で
は
、
大
聞
を
紹
霊
的
な
、
悲
哀
に
み
ち
た
存
在

だ
と
見
る
見
方
が
、
詩
の
基
調
と
な
る
。
絶
望
は
ま
ず
、
人
間
は
微
小
な
存

在
で
あ
り
、
そ
の
努
力
を
こ
'
え
た
運
命
の
支
配
下
に
あ
る
と
見
る
こ
と
に
よ

っ
て
生
ま
れ
た
。
更
に
ま
た
紹
望
あ
る
い
は
悲
哀
は
喝
人
閣
の
負
う
も
っ
と

も
大
き
な
運
命
と
し
て
、
人
間
の
一
生
は
死
に
至
る
短
い
類
慶
の
過
程
で
あ

る
と
見
る
と
と
に
よ
っ
て
、
深
め
ら
れ
た
。
そ
の
時
期
の
文
皐
と
思
想
の
す

べ
て
が
、
そ
の
方
向
に
あ
っ
た
と
ま
で
は
い
わ
な
い
。
少
な
く
と
も
詩
の
ジ

ャ
ン
ル
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
人
生
観
を
地
色
と
し
て
、
希
望
よ
り
も
紹

-8~-
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望
を
、
掌
編
よ
り
も
不
幸
を
、
敬
喜
よ
り
も
悲
哀
を
、
歌
う
の
が
、
惰
性
的

な
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
に
強
い
、
習
慣
と
な
っ
た
。
習
慣
は
唐
詩
に
至
っ
て

も
、
清
算
さ
れ
て
い
な
い
。

唐
人
の
詩
は
、
悲
哀
を
止
揚
し
な
い
。
悲
亥
に
富
ん
で
い
る
。
悲
哀
か
ら
の

離
脱
を
志
し
た
社
甫
さ
え
も
、
「
一
生
愁
う
」
と
い
わ
れ
る
。
唐
の
末
期
、

い
わ
ゆ
る
「
晩
唐
」
の
小
詩
人
に
至
つ
て
は
、
悲
{
及
、
と
い
う
よ
り
も
紹

望
、
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
を
歌
う
の
を
、
職
掌
と
す
る
ご
と
く
で
あ
る
。

晩
唐
詩

の
代
表
者
の
一
人
、
社
牧
、
:
:
:
人
間
の
歴
史
は
、
す
べ
て
紹
笠
の
連
績
で

あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

恐
ら
く
こ
れ
に
は
悌
教
の
無
常
観
の
影
響
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
雨
者
に

共
通
す
る
地
盤
と
し
て
、
身
動
き
も
な
ら
な
い
経
済
界
の
不
況
の
重
慶
が
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
中
国
駐
曾
は
宋
代
に
入
っ
て
か
ら
、
再
縛
し
て
今
度
は
好
景
気
の

訪
れ
を
迎
え
る
よ
う
に
な
る
。
石
炭
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
火
力
を
支
配

す
る
こ
と
の
出
来
た
宋
代
の
産
業
は
、
銅
織
の
製
錬
を
容
易
に
し
、
銅
は
貨
幣
に

鋳
造
さ
れ
て
商
業
を
盛
大
に
し
、
織
は
安
債
な
工
具
に
造
ら
れ
て
、
他
の
産
業

の
あ
ら
ゆ
る
部
門
に
能
率
を
笈
蝿
押
さ
せ
た
。
絹
や
茶
や
、
時
に
は
陶
器
す
ら
も

世
界
的
な
商
品
と
な
っ
て
中
国
の
封
外
貿
易
を
有
利
に
導
い
た
・
好
景
気
は
労

働
の
債
値
を
高
め
、
庶
民
の
地
位
も
再
び
向
上
し
は
じ
め
、
内
飢
外
繭
も
前
代

に
比
べ
て
少
な
い
。
中
国
史
上
稀
に
見
る
卒
和
な
時
代
を
現
出
せ
し
め
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
が
文
筆
の
上
に
反
映
し
な
い
筈
は
な
い
。
果
し
て
「
宋
詩
概
説
」

に
い
b

つ、
宋
人
の
詩
を
通
観
し
て
、
ま
ず
感
ぜ
ら
れ
る
の
は
、
悲
哀
の
詩
の
少
な
い

こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
悲
哀
を
歌
っ
て
も
、
な
に
が
し
か
の
希
望
を
残

す
。
紹
望
で
は
な
い
。
宋
人
の
多
角
な
自
は
、
人
生
は
悲
京
の
部
分
だ
け
で

は
な
い
こ
と
を
、
は
っ
き
り
感
ず
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
哲
皐
に
よ
っ

て
、
そ
れ
を
た
し
か
め
た
ば
あ
い
は
、
信
念
と
も
な
る
。

宋
の
哲
皐
者
た
ち
の
命
題
の
一
つ
は
、
古
代
的
な
幾
観
の
恢
復
に
あ
っ
た
よ

う
に
見
う
け
ら
れ
る
。

こ
れ
は
文
皐
史
、
な
い
し
は
思
想
史
の
上
に
お
け
る
甚
だ
大
き
な
縛
換
で
あ

広
w

。
新
し
い
人
生
の
見
方
と
は
、
多
角
な
臣
蔵
に
よ
る
悲
哀
の
止
揚
で
あ
る
。
人

生
は
悲
亥
に
の
み
は
満
た
な
い
と
す
る
態
度
を
、
そ
れ
は
底
透

ιし
て
は
じ

ま
る
。
こ
の
こ
と
は
、
従
来
の
詩
が
、
人
生
は
悲
哀
に
満
ち
る
と
し
、
悲
哀

を
詩
の
重
要
な
主
題
と
し
て
来
た
久
し
い
習
慣
か
ら
の
、
離
脱
で
あ
っ
た
。

唐
人
の
詩
が
悲
哀
に
富
む
の
は
、
漢
六
朝
以
来
の
詩
の
連
績
と
し
て
、
人
生

を
、
死
に
至
る
あ
わ
た
だ
し
い
類
康
の
過
程
と
見
る
の
が
、
詩
の
感
情
の
基

調
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

:
j
i
-
-
-
宋
詩
は
ち
が
う
。
人
生
を
長
い

持
績
と
見
る
。
長
い
人
生
に
封
す
る
多
角
な
顧
慮
が
あ
る
。
巨
硯
が
あ
る
。

自
は
詩
の
生
ま
れ
る
瞬
間
ば
か
り
に
、
釘
づ
け
に
な
ら
な
い
。
ま
た
封
象
の

頂
鮎
ば
か
り
を
見
つ
め
な
い
。
ひ
ろ
く
周
園
を
見
わ
た
す
。
放
に
卒
静
で
あ

る
。
あ
る
い
は
冷
静
で
あ
る
。

然
ら
ば
と
の
多
角
的
な
見
方
と
は
具
種
的
に
い
っ
て
ど
ん
な
角
度
で
あ
ろ
う

か
@
そ
の
一
つ
は
哲
皐
的
な
思
索
で
あ
る
。
著
者
は
言
う
。

宋
詩
の
性
質
は
、
や
や
別
の
方
向
か
ら
も
と
ら
え
ら
れ
る
。
詩
人
が
そ
れ
、
ぞ

れ
に
哲
撃
を
抱
き
、
そ
れ
を
詩
に
よ
っ
て
語
り
た
が
る
と
と
で
あ
る
。
:
・
・
:

・
:
人
間
の
現
貨
に
封
し
、
従
来
よ
り
も
き
め
の
こ
ま
か
な
、
あ
る
い
は
従

来
よ
り
も
は
ば
の
ひ
ろ
い
目
を
む
け
る
以
上
、
人
間
と
は
何
で
あ
る
か
、
い

か
に
生
き
る
べ
き
か
を
、
一
そ
う
切
寅
に
考
え
る
に
至
る
の
は
、
嘗
然
で
あ

『
た
。
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次
に
は
日
常
茶
飯
事
に
謝
す
る
、
愛
情
を
こ
め
た
観
察
で
あ
る
。
著
者
は
い
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す
な
わ
ち
日
常
の
生
活
に
劃
す
る
観
察
で
あ
る
。
従
来
の
詩
人
が
見
の
が
し

て
い
た
日
常
生
活
の
細
部
、
あ
る
い
は
事
が
ら
は
見
の
が
す
べ
く
も
な
く
普

遍
に
日
常
的
で
あ
る
が
、
あ
ま
り
に
も
身
近
で
あ
る
た
め
に
、
詩
の
素
材
と

は
な
ら
な
か
っ
た
も
の
、
そ
れ
ら
を
宋
人
は
さ
か
ん
に
詩
に
す
る
。
そ
の
た

め
宋
人
の
詩
は
、
従
来
の
詩
よ
り
も
、
ず
っ
と
生
活
に
密
着
す
る
。

こ
こ
で
著
者
は
非
諸
に
面
白
い
例
を
あ
げ
る
。
唐
人
の
詩
に
は
酒
が
多
く
、

宋
人
の
詩
K
は
茶
が
多
い
と
い
う
事
賓
で
あ
る
。
日
く
、

ふ
た
た
び
唐
詩
と
比
較
し
て
、
一
つ
の
た
と
え
を
立
て
れ
ば
、
唐
詩
は
酒
で

あ
る
。
容
易
に
人
を
興
奮
さ
せ
る
。
し
か
し
二
六
時
中
の
め
な
い
。
宋
詩
は

茶
で
あ
る
。
酒
の
ご
と
き
興
奮
で
は
い
。
し
ず
か
な
喜
び
を
も
た
ら
す
。
そ

れ
は
ま
た
た
と
え
だ
け
で
な
い
。
茶
を
の
む
詩
は
、
宋
の
蘇
載
、
陸
滋
に
至

っ
て
、
は
じ
め
て
盛
ん
に
現
れ
る
。
唐
詩
に
は
少
な
い
。
宋
人
も
酒
を
の
ま

な
か
っ
た
わ
け
で
は
も
と
よ
り
な
い
。
し
か
し
茶
を
の
む
量
が
、
唐
人
よ
り

多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
歴
史
的
に
見
て
、
唐
代
ま
で
の
紅
曾
は
ま
だ
十
分
に
合
理
化
さ
れ

な
い
で
非
常
に
無
理
が
あ
り
、
公
私
と
も
ア

γ
パ
ラ

γ
ス
な
生
活
を
徐
儀
な
く

さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
唐
人
が
必
要
以
上
に
深
酒
を
暗
む
の
は
、
確
か
に

欲
求
不
満
の
現
わ
れ
で
あ
る
。
唐
代
ま
で
の
生
活
は
、
た
と
え
貴
族
で
あ
っ
て

も
、
外
相
慨
が
豪
春
な
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
賓
は
内
容
の
甚
だ
貧
弱
な
、
粗
末

な
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
料
理
は
ま
ず
く
、
器
物
は
き
た
な
く
、
着
物
も
垢

じ
み
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
上
に
政
情
も
経
済
界
も
不
安
定
で
あ
っ
た

か
ら
、
そ
の
よ
う
に
貧
し
い
生
活
さ
え
、
い
つ
何
ん
時
、
根
抵
か
ら
ひ
つ
く
り

か
え
さ
れ
る
か
分
ら
な
い
。
こ
う
い
う
時
代
に
は
酒
で
も
呑
ん
で
一
切
を
忘
れ

る
よ
り
外
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
酒
も
決
し
て
う
ま
く
は
な
か
っ
た
ρ

た

だ
人
を
酵
わ
せ
る
力
だ
げ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
宋
代
に
な
る
と
、
生
産
力
が
向
上
し
、
輸
出
超
過
で
好
景
気
時
代
に

入
る
。
外
敵
と
は
金
銭
で
卒
和
が
確
保
さ
れ
る
し
、
官
吏
は
滅
多
に
殺
さ
れ
た

り
、
家
族
が
奴
稗
に
落
さ
れ
る
と
と
も
な
い
。
生
活
に
ゆ
と
り
が
出
来
る
と
と

も
に
調
和
が
と
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
料
理
も
酒
も
ず
っ
と
う
ま
く
な
っ
た

が
、
そ
れ
に
は
節
制
を
加
え
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
悟
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
小
金
が

た
ま
れ
ば
そ
れ
を
死
蔵
す
る
こ
と
な
く
、
商
人
に
か
し
つ
け
て
利
息
を
と
る
と

と
も
出
来
、
借
家
業
を
替
む
と
と
も
、
額
に
相
隠
し
た
土
地
に
投
資
す
る
と
と

も
で
き
た
。
金
持
だ
け
が
ら
く
を
し
た
ば
か
り
で
は
な
い
。
貧
乏
人
で
も
そ
れ

に
態
じ
た
散
財
を
し
て
飲
食
を
築
し
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
完
成
さ
れ
た
陶
器

は
上
下
の
別
な
く
用
い
ら
れ
て
食
味
を
そ
そ
っ
た
。
今
か
ら
考
え
る
と
そ
れ
以

前
、
唐
代
の
人
た
ち
は
金
属
器
や
木
盃
や
、
土
器
に
似
た
三
彩
で
よ
く
酒
が
飲

め
た
も
の
だ
と
思
う
。
正
に
著
者
の
い
う
よ
う
に
、
'

宋
の
人
々
の
生
活
援
境
が
、
そ
れ
ま
で
の
中
園
の
そ
れ
と
は
、
劃
期
を
え
が

い
て
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
近
づ
い
て
い
た
。

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
吐
曾
扶
勢
の
下
で
始
め
て
詩
人
も
日
常
生
活
の
中
に

喜
び
を
見
出
す
と
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
と
で
一
つ
気
に
な
る
と
と
は
、
宋
代
の
詩
人
が
政
治
を
蔵
野
の
中
に
と
り

い
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
と
を
、
著
者
が
「
連
帯
感
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し

て
い
る
鮎
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
理
由
を
、

詩
人
の
多
く
が
、
市
民
の
聞
か
ら
出
て
、
一
般
の
人
々
の
生
活
を
、
よ
く
知

っ
て
い
た
と
い
う
と
と
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

と
し
て
お
ら
れ
る
酷
で
あ
る
。
た
し
か
に
宋
代
の
支
配
階
級
た
る
官
僚
と
一
般

庶
民
と
の
距
離
は
、
前
代
に
比
べ
て
ず
っ
と
縮
ま
っ
て
き
て
い
る
。
別
に
大
し
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た
家
柄
の
出
身
で
な
く
て
も
、
宰
相
に
な
っ
て
廟
堂
に
立
つ
こ
と
が
で
き
た
@

こ
の
貼
、
近
頃
の
歴
史
家
の
傾
向
が
、
官
僚
を
封
建
的
支
配
階
級
と
し
、
多
数

の
労
働
者
を
農
奴
と
規
定
す
る
傾
向
は
是
正
す
る
を
要
す
る
。
併
し
我
も
彼
も

同
じ
祉
曾
の
一
員
だ
か
ら
、
そ
の
生
活
に
つ
い
て
責
任
を
分
ち
あ
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
所
ま
で
行
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
に
思
う
。
詩
人
が
政
治
に

責
任
を
感
じ
る
の
は
、
私
は
む
し
ろ
官
僚
と
し
て
の
自
究
で
は
な
い
か
と
考
え

る
。
邸
ち
、
「
君
を
発
舜
に
す
」
ベ
き
筈
の
官
僚
た
る
自
身
が
そ
の
任
務
を
途

行
し
な
か
っ
た
自
責
の
一
言
葉
と
と
り
た
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
君
臣
一
種
、
天

子
と
官
僚
と
が
休
戚
を
同
じ
く
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
面
が
ま
っ
さ
き
に
胸
に

ぴ
ん
と
響
い
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
蘇
東
城
な
ど
も
そ
う
で
あ
る
が
、

宋
代
の
官
僚
は
ず
い
ぶ
ん
官
僚
の
特
檎
を
主
張
し
て
、
人
民
の
迷
惑
を
無
視
す

る
行
震
を
一
方
で
は
臆
面
も
な
く
や
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
我
田
引
水
の
設

に
な
る
が
、
宋
代
以
後
の
官
僚
は
、
科
象
に
よ
っ
て
密
接
に
天
子
に
結
合
さ
れ
、

天
子
を
通
じ
て
人
民
の
安
寧
に
責
任
を
も
つ
よ
う
な
気
風
を
醸
成
し
た
。
但
し

そ
の
奥
に
は
、
や
は
り
人
聞
は
本
来
卒
等
で
、
高
民
は
そ
の
貧
富
に
雁
じ
て
幸

福
な
一
枇
曾
生
活
を
迭
る
権
利
を
も
っ
と
い
う
原
則
が
、
た
と
え
原
則
と
し
て
で

も
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
否
定
す
べ
く
も
な
い
。

さ
て
再
び
私
の
景
領
史
観
の
立
場
に
戻
る
が
、
宋
代
以
後
の
景
気
漫
動
線
は

大
盤
上
昇
の
方
向
を
辿
る
が
、
但
し
一
直
線
に
上
る
の
で
は
な
い
。
前
代
の
景

気
費
動
線
に
お
い
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て
寧
純
な
上
下
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は

別
に
第
二
次
的
な
短
い
周
期
の
上
下
線
が
入
り
雑
っ
て
い
た
の
で
、
た
だ
そ
れ

が
あ
ま
り
強
く
現
わ
れ
な
か
勺
た
と
こ
ろ
、
宋
以
後
に
な
る
と
、
こ
の
短
期
嬰

動
線
が
著
し
く
現
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
周
期
は
大
健
、
一
王
朝
の
興
亡

と
卒
行
す
る
。

北
宋
時
代
の
好
景
気
は
南
宋
に
入
る
と
下
り
坂
に
向
い
、
景
気
の
沈
滞
、
更

に
は
不
景
気
が
訪
れ
て
く
る
。
こ
れ
は
朝
廷
の
財
政
不
如
意
が
不
換
紙
幣
の
濫

裂
を
徐
儀
な
く
し
、
そ
の
結
果
が
貨
幣
の
死
頼
、
海
外
へ
の
流
出
を
促
し
た
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
世
情
は
文
撃
の
上
に
如
何
に
響
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

著
者
は
い
う
。

以
上
の
ベ
て
来
た
よ
う
な
宋
詩
の
諸
性
質
は
、
そ
れ
に
さ
き
だ
っ
唐
詩
の
性

質
と
封
眼
的
で
あ
る
と
す
る
認
識
が
あ
る
。
認
識
は
、
宋
自
鍾
で
も
、
そ
の

末
年
に
は
お
こ
っ
て
い
る
。

北
宋
末
の
過
渡
期
が
、
し
ば
ら
く
晩
唐
詩
の
悲
哀
を
祖
述
し
た
の
は
別
と
し

て
、
南
宋
末
に
は
ふ
た
た
び
晩
唐
詩
へ
の
郷
愁
が
お
と
ず
れ
る
。

彼
(
陸
海
)
の
詩
は
、
従
来
の
宋
詩
、
こ
と
に
北
宋
の
詩
と
は
、
印
象
を
一

に
し
な
い
。
も
は
や
悲
哀
を
拒
否
し
な
い
の
で
あ
り
、
感
傷
を
あ
ら
わ
に
示

す
。
あ
る
い
は
感
傷
こ
そ
、
大
海
の
よ
う
な
彼
の
詩
の
、
卒
均
し
た
地
色
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
:
:
:
北
宋
の
詩
が
し
ば
し
ば
示
し
た
過
度
の
冷
静
、
そ

れ
に
封
す
る
反
緩
が
、
彼
に
は
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
反
援
は
、
詩
壇

全
慢
の
問
題
と
し
て
、
南
宋
の
は
じ
め
か
ら
、
先
輩
た
ち
の
聞
に
、
す
で
に

動
い
て
い
た
。
前
章
で
説
い
た
よ
う
な
唐
詩
へ
の
郷
愁
は
、
そ
の
た
め
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
既
に
北
宋
を
経
験
し
た
あ
と
の
南
宋
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
決

し
て
唐
人
の
人
生
観
そ
の
ま
ま
で
な
い
こ
と
は
、
著
者
が
何
度
も
念
を
お
し
て

こ
と
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
私
は
い
ま
私
に
都
合
の
い
い
個
慮
だ
け
を
引

用
し
た
の
で
あ
る
。
ど
う
も
私
の
景
気
史
観
は
非
常
に
よ
く
文
化
の
上
に
反
旗

を
示
す
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
ら
し
い
。

前
述
の
よ
う
に
、
宋
以
後
の
中
国
経
済
界
の
景
気
は
、
だ
い
た
い
一
王
朝
の

存
績
期
間
を
周
期
と
し
て
曲
線
を
描
く
。
こ
れ
が
ど
の
程
度
に
文
化
の
上
に
表

わ
れ
る
か
が
甚
だ
気
が
か
り
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
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元
以
後
、
清
に
至
る
ま
で
の
詩
の
歴
史
は
、
唐
詩
、
宋
詩
、
そ
の
い
ず
れ
を

模
範
と
し
て
祖
述
す
べ
き
か
を
、
課
題
と
し
て
護
展
し
巧
行
っ
た
と
い
え

る
炉。

卒
均
し
て
い
え
ば
、
唐
詩
の
祖
述
さ
れ
た
時
期
の
去
が
多
い
。

と
あ
る
の
み
で
、
そ
の
詳
細
を
知
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
私
の
立
場
か
ら
い

え
ば
、
時
代
が
下
る
に
縫
っ
て
文
人
の
生
活
は
時
の
景
気
と
密
接
に
結
び
つ

く
。
そ
れ
は
文
人
の
ア
ル
バ
イ
ト
、
或
い
は
そ
れ
以
上
に
重
要
な
枚
入
源
と
な

る
潤
筆
料
の
多
寡
が
、
景
気
の
好
し
慈
し
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
た
に
違
い
な
い

か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
私
と
し
て
は
、
王
朝
の
盛
時
た
る
好
景
気
時
代
に
は
宋

風
で
あ
り
、
初
期
と
末
期
が
唐
風
で
あ
っ
て
貰
い
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ

う
は
簡
単
に
は
問
屋
が
お
ろ
さ
な
い
か
も
知
れ
ぬ
。
、
同
じ
著
書
に
よ
る
衣
の
書

物
、
「
一
克
明
清
詩
概
説
」
が
人
一
倍
、
私
に
待
望
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
但
し

著

者

の

い

う

、

'

も
し
宋
詩
が
排
他
的
に
祖
述
さ
れ
た
時
期
を
求
め
る
な
ら
ば
、
前
世
紀
後
半

の
清
朝
末
年
に
至
っ
て
、
は
じ
め
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
か
も
知
れ
な

I
V
 

と
あ
る
の
は
大
い
に
人
意
を
強
く
す
る
に
足
る
。
と
い
う
の
は
、
清
朝
末
期
に

は
景
気
の
地
域
差
が
非
常
に
甚
し
い
。
中
国
の
奥
地
は
、
嘗
て
は
異
常
に
祭
え

た
と
と
ろ
で
も
、
文
化
に
取
残
さ
れ
る
と
共
に
、
経
済
的
な
荒
廃
が
支
配
す

る
。
こ
れ
に
反
し
、
大
都
市
、
開
港
場
、
特
に
外
国
の
租
界
に
は
幾
態
的
に
好

景
気
が
展
開
さ
れ
た
。
こ
ん
な
こ
と
を
い
う
と
、
そ
こ
ら
か
ら
叱
ら
れ
そ
う
だ

が
、
省
時
の
知
識
階
級
は
、
一
方
で
は
外
園
の
侵
入
に
反
援
を
感
じ
な
が
ら
、

一
方
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
物
質
文
明
に
限
り
な
い
信
頼
を
寄
せ
て
い
た
の
で
あ

る
。
来
代
の
文
化
を
ル
ネ

ッ
サ
ン
ス
と
す
れ
ば
、
清
末
の
文
化
は
、
た
と
え
そ

れ
が
借
物
で
あ
ろ
う
'と
も
、
産
業
革
命
で
あ
る
貼
に
は
嬰
り
が
な
か
っ
た
。
宋

詩
が
前
代
に
も
ま
し
て
模
範
と
さ
れ
た
の
は
必
然
の
餓
結
守
あ
っ
℃
い
い。

む
か
し
蘇
東
授
が
司
馬
温
公
の
た
め
に
行
欣
を
つ
く
り
、
長
文
一
高
言
に
垂

ん
と
す
る
が
、
そ
の
宇
ば
は
王
安
石
に
封
す
る
非
難
を
以
て
占
め
、
古
来
こ
の

種
の
文
燈
な
し
、
と
稽
せ
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
で
私
の
「
宋
詩
ー
概
説
」
の
紹
介

は
、
自
分
の
意
見
を
述
べ
る
こ
左
半
ば
を
占
め
る
結
果
に
な
り
、
紹
介
の
慢
を

失
し
た
と
の
譲
り
を
う
け
る
虞
れ
が
な
い
で
も
な
い
が
、
但
し
こ
れ
に
は
理
由

が
あ
る
。
そ
の
一
は
、
私
は
こ
の
蓄
の
紹
介
の
た
め
に
、
私
が
考
案
し
た
観
測

一
築
球
を
始
め
て
打
ち
上
げ
て
み
た
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
構
造
を
説
明
す
る

の
に
言
葉
を
と
れ
以
上
省
略
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
?
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

こ
は
、
著
者
は
大
慢
に
お
い
て
私
の
考
え
る
歴
史
上
の
意
見
に
同
意
さ
れ
て
い

る
と
信
ず
る
の
で
、
私
設
を
語
る
と
と
は
同
時
に
著
者
の
意
見
を
敷
街
す
る
と

と
に
も
な
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
最
後
に
諸
科
事
は
互
い
に
意
見
を
持
ち

よ
る
じ
と
が
事
関
の
進
歩
に
必
須
の
篠
件
で
あ
り
、
「
支
那
事
曾
」
の
精
一
脚

は
、
そ
の
外
観
に
拘
わ
ら
ず
、
我
々
の
心
中
か
ら
決
し
て
消
失
し
た
の
で
な
い

こ
と
を
、

と
の
機
曾
に
表
明
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

(
宮
崎
市
定
)

-93ー ，

秦
漢
政
治
制
度
の
研
究

鎌

重

事E

雄

回

昭
和
三
十
七
年
十
二
月

日
本
事
街
振
興
曾
裂
行

A
5剣
五
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漢
代
諸
制
度
の
研
究
者
と
し
て
夙
に
令
名
の
高
い
著
者
が
、
各
種
雑
誌
に
褒

表
さ
れ
て
来
た
論
文
を
、
一
本
に
ま
と
め
て
出
版
さ
れ
た
と
と
は
、
我
々
後
進


