
研
究
の
自
立

長
岡
半
太
郎

今
日
『
研
究
の
自
立
』
と
演
題
を
揚
げ
ま
し
た
所
が
、
色
々
新
聞
記
者
や
雑
誌
記
者
等
か
ら
、
電
話
で
問
合
せ
が
あ
り
ま
し
た
が
、
恐

ら
く
是
は
『
研
究
の
自
由
』
と
い
う
風
に
誤
解
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。『
研
究
の
自
由
』
と
言
え
ば
、
諸
方
面
に
大

い
に
問
題
に
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
私
は
そ
う
い
う
こ
と
を
申
上
げ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
全
く
世
間
の
耳
目
に
何
の
感
覚
を

生
ぜ
ぬ
事
で
あ
り
ま
す
。
将
来
学
生
諸
君
が
卒
業
さ
れ
て
か
ら
自
立
し
て
自
己
独
立
で
研
究
を
敢
行
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
誤

解
の
な
い
よ
う
に
お
願
い
し
て
置
き
ま
す
。

近
頃
我
国
の
研
究
熱
は
益
々
勃
興
し
て
、
独
創
的
意
見
を
発
表
し
な
い
人
間
は
　あ

た
か恰　も
学
者
で
な
い
よ
う
な
体
裁
に
な
り
ま
し
た
。
自

然
探
求
と
か
、
工
業
研
究
と
か
、
あ
ら
ゆ
る
研
究
を
基
礎
に
し
て
発
展
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
新
天
地
を
開
発
す
る
の

が
国
家
の
進
歩
を
促
す
　ゆ

え
ん
所
以　
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
し
て
、
　ま

こ
と寔　に
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
り
、
国
威
の
伸
張
を
　ま俟　
つ
上
に
最
も
緊
要

な
る
見
解
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　さ
て扨　
研
究
を
す
る
に
も
、
何
事
を
や
る
に
も
、
　や矢　
　は張　
り
資
金
　マ

マ
が
け　
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
そ
の
資
金
が
何
処
か
ら
出
る
か
と
い
う
問
題

を
第
一
に
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。
大
学
の
教
授
は
教
え
て
又
研
究
す
る
、
是
は
前
世
紀
か
ら
ド
イ
ツ
で
唱
え
ら
れ

た
レ
ー
レ
ン
・
ウ
ン
ド
・
フ
オ
ル
シ
エ
ン(leh

ren
u
n
d
forsch

en
)

こ
の
二
つ
の
事
柄
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
教
え
る
ば

か
り
で
は
大
学
教
授
と
し
て
は
不
適
当
で
あ
る
、
独
創
的
研
究
も
同
時
に
進
め
て
行
く
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
　た

だ唯　
教
え
る

と
い
う
の
み
で
は
ホ
ン
の
人
形
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
あ
た
り
で
は
、
あ
の
人
は
ど
う
い
う
研
究
発
見
を
し
た
人
だ
か
ら
、
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そ
の
人
に
就
い
て
学
ぼ
う
と
い
う
学
生
の
気
分
が
濃
厚
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
日
本
で
は
ま
だ
そ
こ
ま
で
進
ん
で
い
ま
せ
ぬ
。
ま
ァ

　い謂　
わ
ば
あ
の
人
は
何
処
の
職
に
つ
か
せ
る
か
ら
あ
の
人
に
学
ぼ
う
と
い
う
よ
う
な
の
が
多
い
の
で
あ
り
ま
す
。
ド
イ
ツ
で
　い謂　
う
ブ
ロ
ー

ト
・
ス
ツ
デ
ン
ト
、
即
ち
パ
ン
の
た
め
に
学
問
を
し
て
居
る
学
生
が
多
い
。
　こ

と殊　
に
近
頃
は
金
の
あ
る
人
で
も
ブ
ロ
ー
ト
・
ス
ツ
デ
ン
ト

に
陥
っ
て
い
る
人
が
多
く
あ
り
ま
せ
ぬ
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
日
本
に
於
て
は
、
お
互
い
に
ま
だ
研
究
観
念
が
徹
底
せ
ず
、
致

し
方
の
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
惜
し
い
こ
と
に
は
、
教
え
る
ば
か
り
で
研
究
し
な
い
教
授
が
大
分
あ
る
よ
う
で
す
。
フ
オ
ル

シ
ユ
ン
グ
の
方
は
　ど何　
　こ処　
か
へ
飛
ん
で
行
っ
て
　し

ま了　
っ
て
、
　た

だ唯　
レ
ー
レ
ン
の
方
に
の
み
口
を
動
し
、
白
墨
を
い
じ
っ
て
い
る
人
が
あ
る
。
学

生
諸
君
は
卒
業
さ
れ
て
後
も
研
究
し
て
行
く
人
は
僅
か
で
、
職
に
就
け
ば
も
う
そ
れ
で
満
足
す
る
人
が
多
い
。
　し

か然　
し
中
に
は
非
常
に
研

究
心
に
富
ん
で
い
て
、
之
に
没
頭
し
た
い
と
い
う
人
は
、
特
別
の
研
究
所
に
入
る
か
、
　し

か然　
ら
ず
ん
ば
大
学
に
籍
を
置
く
こ
と
に
な
ら
な

け
れ
ば
、
ど
う
も
自
分
の
意
思
を
通
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
即
ち
こ
れ
は
特
殊
研
究
所
の
設
置
を
　ま俟　
っ
て
は
じ
め
て
可
能
で
あ
る
。
金

の
あ
る
大
名
華
族
等
で
研
究
を
し
て
い
る
人
も
あ
る
、
そ
れ
等
は
実
に
頼
も
し
い
人
で
あ
る
が
、
金
を
自
ら
造
っ
て
研
究
を
し
て
行
く

こ
と
に
つ
い
て
は
是
非
考
え
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

研
究
を
す
る
上
に
は
ど
う
し
て
も
資
金
が
要
る
。
そ
の
資
金
を
或
る
機
関
か
ら
仰
ぐ
か
、
　し

か
ら然　ず
ん
ば
自
分
で
そ
の
資
本
を
　こ

し
ら拵　え
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
過
去
に
お
い
て
は
、
自
分
で
研
究
費
を
稼
い
で
、
研
究
し
て
行
っ
た
人
は
数
多
い
の
で
あ
る
。
即
ち
昔
の
人
は
研
究
の

自
立
を
全
う
し
た
人
が
多
い
。
そ
れ
で
私
の
注
意
し
た
い
の
は
、
日
本
人
に
は
特
殊
の
見
解
が
　わ

だ
か蟠　ま
り
、
外
国
人
と
違
っ
て
い
る
所
が

あ
る
。
又
一
致
し
て
い
る
所
も
あ
る
。
こ
の
混
沌
た
る
状
態
を
分
析
し
て
み
る
と
、
今
研
究
は
　す

こ
ぶ頗　る

秩
序
的
に
な
っ
て
来
た
が
、
ま
だ

昔
に
遡
っ
て
考
え
れ
ば
錯
綜
し
た
所
が
あ
る
。

昔
の
研
究
は
実
験
室
と
唱
う
べ
き
も
の
が
な
か
っ
た
。
実
験
室
の
出
来
た
の
は
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
の
歴
史
を
辿
っ
て
御
覧
に
な
る
と
分
り

ま
す
が
、
十
九
世
紀
の
中
葉
以
後
に
多
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
以
前
は
大
抵
自
分
の
部
室
な
り
或
は
学
校
の
部
室
な
り
を
使
っ
た
の

で
、
特
に
実
験
室
と
唱
う
べ
き
も
の
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
別
に
実
験
に
適
す
る
よ
う
に
出
来
た
部
室
を
使
っ
た
訳
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じ
ゃ
な
い
。
其
後
い
よ
い
よ
実
験
室
、
研
究
室
等
が
出
来
て
始
め
て
能
率
が
揚
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

試
み
に
太
古
に
遡
っ
て
、
東
洋
方
面
に
お
け
る
武
器
研
究
の
状
態
を
考
え
て
み
る
と
、
昔
の
金
属
的
な
武
器
は
初
め
は
恐
ら
く
銅
で

　こ
し
ら拵　え

た
も
の
で
あ
る
。
　し

か併　
し
　す

ず錫　
と
か
、
鉛
と
か
い
う
、
金
属
の
使
用
法
が
拡
が
る
に
従
っ
て
、
ブ
ロ
ン
ズ
即
ち
青
銅
の
武
器
を
　こ

し
ら拵　え

る

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
を
調
合
す
る
の
に
錫
二
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
あ
と
は
、
銅
で
　こ

し
ら拵　え
れ
ば
　や

す
り鑢　の
か
か
ら
な
い
程
硬
い
も
の
に
な
る
。

そ
こ
ま
で
漕
ぎ
つ
け
た
か
ど
う
か
知
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
近
い
も
の
を
作
っ
た
。
そ
れ
に
支
那
で
は
そ
れ
だ
け
で
は
　も

ろ脆　
い
の

で
鉛
も
入
れ
た
。
こ
れ
等
は
　か鍛　
　じ冶　
　や屋　
が
研
究
し
た
に
違
い
な
い
が
、
昔
の
研
究
と
し
て
は
顯
著
な
る
も
の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
日
本

刀
の
研
究
も
同
様
　か鍛　
　じ冶　
　や屋　
の
研
究
で
あ
る
が
、
決
し
て
研
究
室
で
秩
序
的
に
や
っ
た
の
で
は
な
い
。

支
那
の
陶
器
で
「
グ
レ
ー
ズ
」
を
か
け
る
こ
と
も
、
陶
器
を
専
門
と
し
て
い
る
人
の
色
々
な
研
究
の
結
果
で
あ
る
。
又
今
日
で
も
同

じ
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
が
、
初
め
て
コ
バ
ル
ト
の
絵
具
を
使
っ
た
こ
と
は
、
当
時
に
あ
っ
て
は
余
程
優
れ
た
研
究
者
が
あ
っ
た

に
違
い
な
い
。
或
は
又
支
那
の
三
国
時
代
に
お
い
て
エ
キ
ス
プ
ロ
ー
ジ
ー
ヴ
（
爆
薬
）
を
使
う
研
究
な
ど
は
誰
が
や
っ
た
の
か
ハ
ッ
キ

リ
分
り
ま
せ
ぬ
が
、
立
派
な
研
究
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
当
時
の
真
の
研
究
者
は
ど
う
も
名
を
伝
え
ら
れ
ず
、
　む

し寧　
ろ
之
を
使
用
し
て
功
績

を
残
し
た
人
が
伝
え
ら
れ
る
有
様
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
此
の
如
き
研
究
は
一
種
の
賎
業
と
し
て
卑
め
ら
れ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。

　こ斯　
う
云
う
方
面
で
著
し
い
発
明
だ
と
思
う
の
は
繊
維
工
業
の
紙
で
、
こ
の
発
明
に
よ
り
ど
の
位
文
化
を
進
め
た
か
分
り
ま
せ
ぬ
。
又

印
刷
術
が
ひ
ら
け
、
版
木
を
　こ

し
ら拵　え
、
本
を
広
く
世
の
中
に
　わ

か頒　
つ
。
こ
れ
な
ど
も
誰
が
や
っ
た
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
宋
の
時
代
に
既
に
活

字
の
研
究
が
為
さ
れ
て
お
っ
た
。

自
然
科
学
の
方
か
ら
言
い
ま
す
と
、支
那
に
は
昔
か
ら
磁
石
が
あ
っ
た
。
是
は
歴
史
上
余
り
ハ
ッ
キ
リ
し
な
い
け
れ
ど
も
、余
程
古
く

か
ら
あ
っ
た
。
天
文
家
は
星
の
位
置
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
石
氏
甘
氏
等
が
戦
国
時
代
に
既
に
観
測
し
て
い
る
。
　う禹　
が
著
し
た

と
　い謂　
わ
れ
る
　せ

ん
か
い
き
ょ
う

山
海
経　
に
、
北
方
に
行
け
ば
太
陽
が
見
え
な
い
所
が
あ
る
。
　し

か然　
し
　

し
ょ
く
り
ょ
う

燭
龍　
が
出
て
、
下
土
を
照
し
て
く
れ
る
と
書
い
て
あ
る
。

其
記
事
に
よ
る
と
　た

し
か確　に
北
光
（
オ
ー
ロ
ラ
）
で
あ
る
。
昔
か
ら
支
那
人
は
北
光
を
観
測
し
て
い
た
こ
と
は
歴
史
に
　あ

ら
わ顯　れ
て
居
る
。
化
学
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方
面
で
も
純
粋
な
　か

ん
こ
う

甘
汞　
を
作
っ
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
れ
て
い
る
。
是
等
は
地
球
物
理
や
化
学
の
結
果
で
あ
る
が
、
生
物
方
面
も
亦
研

究
さ
れ
て
あ
っ
た
。
去
勢
し
た
鶏
即
ち
ケ
ー
ポ
ン
を
作
り
出
し
、
又
鵜
を
使
っ
て
魚
を
捕
う
る
方
法
も
研
究
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　か斯　
　よ

う様　
に
人
間
の
生
存
上
、
有
意
義
な
る
研
究
を
東
洋
で
も
や
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
う
い
う
こ
と
は
研
究
室
か
ら
出
た
も
の
で
は

な
く
、
特
殊
の
研
究
心
を
　も有　
っ
た
人
が
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
道
に
優
れ
た
人
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
又
中
に
は
偶
然
の
発
見
も

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
偶
然
な
る
事
実
を
捉
え
て
発
明
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
　や矢　
　は張　
り
研
究
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違

い
な
い
。

是
等
の
研
究
を
為
す
の
に
資
金
を
何
処
か
ら
得
た
か
、
今
日
の
よ
う
に
研
究
費
の
援
助
を
願
う
と
か
、
政
府
か
ら
取
る
と
か
い
う
よ

う
な
こ
と
は
な
く
、
多
く
は
自
弁
で
や
っ
た
に
違
い
な
い
。

私
は
支
那
の
歴
史
は
　よ能　
く
知
り
ま
せ
ん
が
、研
究
に
は
資
金
が
要
る
、こ
れ
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
に
触
れ
た
人
が
支
那
に
あ
る

か
と
思
っ
て
調
べ
て
み
ま
し
た
所
が
、元
時
代
に（
十
三
世
紀
即
ち
日
本
の
鎌
倉
時
代
）許
衡
　あ

ざ
な字　は
魯
齊
と
い
う
経
学
者
が
い
た
。
こ
の

許
衡
が
言
っ
た
こ
と
に
、
学
者
は
生
を
治
む
る
を
以
て
本
と
な
す
。
即
ち
自
分
の
生
活
を
第
一
に
確
か
に
し
て
、
そ
れ
か
ら
学
問
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
産
を
治
め
、
産
成
っ
て
　し

か然　
る
後
に
学
問
を
専
一
に
や
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
論
語
孟
子
を
は
じ
め
百
子
の
書
を

研
究
す
る
に
は
ど
う
し
て
も
資
金
が
必
要
で
あ
る
か
ら
、
第
一
に
そ
れ
に
必
要
な
資
金
を
　こ

し
ら拵　え
、
　し

か然　
る
後
に
自
由
に
学
問
を
す
る
。
政

府
な
ど
を
た
の
ん
で
研
究
を
す
る
よ
う
な
こ
と
を
し
な
い
で
も
、
自
分
で
産
を
治
め
て
　し

か然　
る
後
に
思
い
通
り
研
究
し
た
ら
　よ

ろ
し宜　い
と
、
こ

う
元
の
許
衡
が
言
っ
た
。
こ
う
い
う
こ
と
は
当
時
の
多
く
の
研
究
家
も
感
じ
て
お
っ
た
に
は
違
い
な
い
と
思
う
が
、
そ
れ
を
本
当
に
口

に
出
し
て
言
っ
た
の
は
、
私
の
知
っ
て
い
る
限
り
で
は
こ
の
許
衡
で
あ
る
。
支
那
人
は
理
財
に
　た長　
け
て
い
る
、
そ
の
理
財
に
　た長　
け
た
人

が
、
何
故
口
に
出
し
て
産
を
治
め
る
と
い
う
こ
と
を
こ
れ
ま
で
言
わ
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
私
に
は
分
り
ま
せ
ん
が
、
　と兎　
に
　か

く角　
そ
う

い
う
よ
う
に
昔
の
学
者
で
も
資
金
の
必
要
な
こ
と
を
感
じ
て
お
っ
た
の
で
あ
る
。
私
の
極
め
て
浅
薄
な
知
識
を
以
て
も
う
一
つ
お
話
す

る
と
、
こ
の
流
儀
の
人
が
十
七
世
紀
、
即
ち
明
の
末
か
ら
清
の
初
め
に
か
け
て
も
う
一
人
い
た
、
即
ち
　こ顧　
　え

ん炎　
　ぶ武　
で
あ
る
。
こ
の
人
は
歴
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史
を
事
蹟
に
つ
い
て
調
べ
よ
う
と
い
う
の
で
、
無
論
金
も
あ
り
、
理
財
に
も
　た長　
け
た
人
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
二
頭
の
　ら騾　
　ば馬　
を
連
れ
、
書

籍
持
参
で
天
下
至
る
所
を
巡
遊
し
て
歩
い
た
。
こ
れ
は
少
し
も
他
の
力
を
借
ら
ず
独
力
で
研
究
し
た
訳
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
よ
う

な
漢
学
者
と
言
っ
ち
ゃ
悪
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
　と兎　
に
　か

く角　
文
学
政
治
方
面
の
人
も
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
そ
う
い
う
こ
と
を
し
た
人
が
日
本
に
も
居
る
か
を
調
べ
る
と
、
日
本
に
も
い
な
い
こ
と
は
な
い
。
第
一
に
国
学
の
大
家

で
あ
る
本
居
宣
長
は
医
を
業
と
し
、
春
庵
と
号
し
、
　か

た
わ側　ら
国
学
の
研
究
を
し
た
人
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
天
文
学
者
の
麻
田
剛
立
は
大
阪

へ
出
て
医
者
を
や
る
　か

た
わ傍　ら
、
ケ
プ
ラ
ー
の
一
則
を
発
見
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
大
日
本
史
を
編
ん
だ
徳
川
光
圀
の
如
き
は
こ
の
た
め

に
水
戸
藩
の
金
を
大
分
つ
ぎ
込
ん
で
、
水
戸
藩
の
財
政
が
苦
し
く
な
っ
た
因
を
為
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
聞
い
て
い
ま
す
。
大
日
本

史
は
徳
川
時
代
の
歴
史
研
究
の
結
晶
で
あ
り
ま
す
。
徳
川
時
代
に
傑
出
し
て
い
る
の
は
、
沿
海
測
量
を
し
た
伊
能
忠
敬
で
あ
る
。
こ
の

人
は
初
め
赤
貧
者
で
、
何
処
で
生
れ
た
か
は
ハ
ッ
キ
リ
分
り
ま
せ
ぬ
が
、
　と兎　
に
　か

く角　
幼
時
は
無
一
文
の
人
で
あ
り
ま
し
た
。
仲
々
商
略
の

あ
る
人
で
、伊
能
家
を
継
ぎ
、下
総
佐
原
で
酒
屋
を
や
っ
て
家
を
再
興
し
ま
し
た
。
何
で
も
或
る
記
録
に
よ
り
ま
す
と
、沢
山
の
地
面
を

有
っ
て
い
る
上
に
黄
金
四
万
両
と
言
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
当
時
の
購
買
力
か
ら
見
る
と
、
今
日
の
ミ
リ
オ
ネ
ジ
で
あ
り
ま
す
。
詰
り
そ

の
金
で
沿
海
測
量
を
遣
っ
た
訳
で
あ
り
ま
す
。
測
量
機
械
な
ど
は
実
に
立
派
な
も
の
で
、
今
日
で
も
あ
あ
い
う
目
盛
り
な
ど
は
そ
こ
ら

に
は
見
ら
れ
な
い
と
い
う
よ
う
な
機
械
が
幾
つ
も
作
ら
れ
た
。
測
量
の
当
初
は
機
械
、
人
夫
、
旅
費
な
ど
　す

べ総　
て
自
弁
で
あ
る
。
人
に
た

よ
っ
た
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
人
が
商
略
に
　た長　
け
た
人
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
天
明
年
間
に
飢
饉
が
あ
っ
て
、
関
東
地
方
は
非

常
に
米
が
高
く
な
っ
て
、
漢
学
者
に
言
わ
す
れ
ば
餓
　す

い莩　
道
に
横
わ
る
と
い
う
訳
で
難
渋
し
た
。
そ
れ
を
救
う
た
め
に
彼
は
、
関
西
地
方

は
米
が
割
合
に
安
か
っ
た
か
ら
、
関
西
か
ら
大
船
で
遠
州
灘
を
通
っ
て
米
を
取
り
寄
せ
、
自
分
の
故
郷
の
窮
民
を
救
い
、
余
り
を
江
戸

に
送
っ
て
大
分
儲
け
た
ら
し
い
。
そ
う
い
う
計
策
は
そ
の
時
分
の
人
に
は
出
来
に
く
か
っ
た
が
、
彼
は
相
当
商
売
も
巧
か
っ
た
。
そ
れ

で
ミ
リ
オ
ネ
ジ
に
な
っ
た
。
そ
う
し
て
そ
の
金
を
測
量
に
使
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
精
神
は
今
日
で
も
行
わ
れ
て
宜
し
い
。
　し

か然　

も
今
日
で
は
　な尚　
お
さ
ら
に
実
行
し
易
い
の
で
あ
る
。
　た

だ唯　
或
る
人
な
ど
に
言
わ
せ
る
と
、
あ
の
酒
屋
の
亭
主
が
蝦
夷
測
量
に
行
く
と
い
う



6

よ
う
な
こ
と
を
言
わ
れ
る
の
は
嫌
や
だ
。
ど
う
や
ら
研
究
者
は
少
し
威
厳
が
な
い
と
、
具
合
が
悪
い
ら
し
い
。
け
れ
ど
も
酒
屋
の
亭
主

だ
ろ
う
が
、
呉
服
屋
の
旦
那
だ
ろ
う
が
一
向
構
わ
な
い
。
　た

だ唯　
こ
こ
に
金
の
使
い
方
の
上
手
、
下
手
な
こ
と
だ
け
は
あ
る
。
こ
の
点
を
少

し
く
味
っ
て
み
て
戴
き
た
い
。
こ
う
い
う
研
究
を
し
ま
す
か
ら
予
算
を
下
さ
い
と
い
う
方
法
は
、
こ
れ
は
ど
う
も
将
来
い
つ
ま
で
も
行

わ
れ
る
方
法
じ
ゃ
な
い
と
思
う
。

伊
能
時
代
の
社
会
は
多
く
漢
学
者
の
意
見
で
左
右
さ
れ
易
か
っ
た
が
、
そ
の
漢
学
者
と
い
う
も
の
が
多
く
は
貧
乏
で
、
年
に
二
百
両

も
得
る
こ
と
は
余
程
珍
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
徳
川
時
代
の
漢
学
者
の
書
い
た
も
の
を
見
る
と
、
貧
乏
で
な
い
者
は
少
い
。
貧
乏
だ
か

ら
詩
や
文
が
巧
く
出
来
た
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
貧
乏
な
ら
、
こ
れ
は
致
し
方
が
な
い
。
研
究
の
た
め
に
資
金
が
必
要
な
こ
と
を
知
り

つ
つ
、
そ
れ
を
集
め
る
こ
と
に
気
が
つ
か
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
我
々
も
同
様
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
漢
学
者
な
ど
は
特
別
に
ひ
ど

か
っ
た
ら
し
い
。
殆
ど
常
軌
を
逸
脱
し
て
い
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
。

こ
れ
は
笑
い
話
で
少
し
脱
線
の
気
味
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
　つ

い
で序　で
す
か
ら
　ち

ょ
っ
と

一
寸　
お
話
し
て
置
き
ま
し
ょ
う
。
山
川
健
次
郎
先
生

か
ら
伺
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
漢
文
の
採
点
に
就
て
え
ら
い
間
違
い
を
や
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
帝
国
大
学
じ
ゃ
あ
り
ま
せ

ん
。
東
京
大
学
の
開
け
た
初
め
頃
に
漢
文
科
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
僅
か
ば
か
り
の
学
生
を
受
持
っ
て
お
っ
た
漢
文
の
先
生
が
つ
け

た
点
は
皆
落
第
点
ば
ッ
か
り
、
い
い
の
で
三
十
点
か
ら
四
十
点
、
多
く
は
二
十
点
か
ら
二
十
五
点
で
、
ど
れ
を
見
て
も
皆
低
い
の
で
あ

る
。
そ
れ
で
時
の
総
長
、
即
ち
当
時
の
総
理
加
藤
弘
之
先
生
が
び
っ
く
り
し
て
、
何
か
誤
解
し
て
お
る
の
だ
ろ
う
か
ら
　き訊　
い
て
み
よ
う

と
、
ど
う
い
う
具
合
に
点
を
お
つ
け
に
な
っ
た
の
で
す
か
と
問
う
た
。
そ
の
返
答
で
は
当
時
の
漢
文
を
教
授
し
た
先
生
の
心
境
が
窺
わ

れ
る
。
先
生
申
さ
る
る
に
は
、孔
孟
は
間
違
い
な
く
百
点
と
　み見　
　な做　
し
ま
す
が
、そ
れ
を
標
準
と
し
ま
す
と
、唐
宋
八
家
で
七
十
点
か
ら
八

十
点
、
私
の
よ
う
な
も
の
は
甚
だ
失
礼
で
す
が
五
十
点
が
上
等
、
そ
れ
か
ら
申
せ
ば
学
生
の
四
十
点
、
三
十
点
は
い
い
方
で
―
―
と
い

う
返
答
、
ま
ジ
こ
れ
で
大
概
昔
の
人
の
頭
に
ど
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
か
が
分
り
ま
す
。
今
日
か
ら
見
る
と
　お可　
　か笑　
し
な
話
で
あ
る
。
詰

り
こ
う
い
う
気
運
は
現
今
東
京
あ
た
り
の
人
に
は
少
い
が
、
田
舎
に
行
く
と
ま
だ
残
っ
て
い
る
。
昔
は
表
立
っ
て
何
や
ら
研
究
な
ど
を
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す
る
と
物
好
き
で
あ
る
よ
う
な
評
判
を
立
て
ら
れ
、
威
厳
に
か
か
わ
る
と
い
う
の
で
、
今
日
で
言
え
ば
特
許
な
ど
に
す
べ
き
所
を
奥
伝

で
あ
る
と
か
、
秘
伝
で
あ
る
と
か
言
っ
て
容
易
に
人
に
示
さ
な
い
。
薬
の
家
伝
の
よ
う
な
も
の
も
そ
れ
で
あ
る
。
又
昔
は
人
の
書
い
た

も
の
を
読
み
、
咀
嚼
す
る
こ
と
が
主
な
る
役
目
で
あ
っ
た
。
新
た
に
自
分
の
思
想
等
を
書
い
て
孔
孟
の
道
に
外
れ
た
も
の
は
異
端
邪
説

と
し
て
排
斥
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
同
じ
孔
孟
の
学
を
講
ず
る
に
も
、
古
い
註
に
拠
る
人
と
、
或
は
程
朱
に
拠
る
人
と
で
、
同

じ
テ
キ
ス
ト
で
も
往
々
解
釈
が
違
う
と
い
う
よ
う
な
有
様
で
あ
る
。
そ
ん
な
所
へ
新
し
い
説
な
ど
を
書
こ
う
も
の
な
ら
、
そ
れ
は
ひ
ど

い
目
に
逢
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
幾
ら
も
例
が
あ
り
ま
す
が
一
々
は
申
上
げ
ま
せ
ぬ
。
詰
る
所
、
昔
の
人
の
著
眼
は
今
日
の

調
査
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
れ
は
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
た
。
あ
れ
は
あ
ん
な
こ
と
を
言
っ
た
と
い
う
程
度
で
、
多
少
自
分
の
意
見
も

あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
研
究
と
い
う
程
の
こ
と
は
少
い
の
で
す
。

　つ
い序　
で
に
申
し
ま
す
が
、
今
日
の
大
部
分
の
人
に
は
こ
の
調
査
と
研
究
の
区
別
が
分
ら
な
い
。
独
創
的
見
解
と
い
う
こ
と
と
、
人
の

や
っ
た
こ
と
を
調
査
し
、
掻
き
集
め
た
も
の
と
の
区
別
を
明
か
に
せ
ぬ
人
が
多
い
。
現
に
私
は
大
阪
の
大
学
に
居
た
と
き
、
こ
れ
に
は

非
常
に
苦
し
め
ら
れ
た
。
事
務
家
は
　お

お
む概　ね

研
究
を
調
査
だ
と
思
っ
て
い
る
。
諸
君
が
素
人
に
話
さ
る
る
時
は
、
先
ず
調
査
と
研
究
の
区

別
を
先
に
呑
み
込
ま
せ
て
お
話
に
な
ら
な
い
と
い
け
ま
せ
ぬ
。
是
は
自
分
の
悪
い
経
験
を
申
上
げ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　い謂　
わ
ば
半
可
通

の
時
代
で
あ
る
か
ら
、
研
究
と
調
査
と
を
混
同
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
そ
う
い
う
人
達
が
判
断
し
て
、
研
究
費
補
助
な
ど
を
や
っ
て
お

る
ん
だ
か
ら
一
層
面
倒
で
あ
る
。
真
研
究
に
は
金
を
よ
こ
さ
ぬ
場
合
が
あ
る
、
　た

と
い
假
令　
来
て
も
又
仲
々
面
倒
で
、
こ
れ
は
四
月
に
な
ら
な

け
れ
ば
使
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
、
三
月
ま
で
に
使
い
過
ぎ
て
　し

ま了　
っ
た
ら
、
そ
の
間
は
休
み
給
え
、
こ
の
書
き
つ
け
は
　こ斯　
う
で
な
け
れ
ば
い

け
な
い
。
買
物
を
す
る
時
に
は
名
前
が
同
じ
で
あ
れ
ば
質
は
如
何
で
あ
ろ
う
と
も
　や

す廉　
い
も
の
を
買
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
或
は
使
い
余

し
た
か
ら
翌
年
度
に
使
お
う
と
思
っ
て
も
、
年
度
越
し
は
い
か
ぬ
。
こ
れ
で
は
到
底
研
究
が
巧
く
行
く
筈
が
な
い
。
　も若　
し
自
立
し
て
自

分
の
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
出
せ
ば
、
年
度
越
し
が
ど
う
の
、
項
が
ど
う
の
、
目
が
ど
う
の
と
、
　や

か
ま
八
釜　
し
く
言
わ
れ
る
心
配
は
な
い
。
こ
れ
で

す
べ
て
の
便
宜
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
う
い
う
よ
う
に
す
る
人
が
少
い
の
は
ど
う
い
う
訳
で
あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
自
分
の
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ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
出
し
て
研
究
し
な
い
と
い
う
の
は
、
次
に
い
う
妙
な
モ
ラ
ル
を
　も有　
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

日
本
人
は
特
殊
な
潔
癖
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
即
ち
そ
の
学
ん
だ
学
問
に
よ
っ
て
資
金
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
よ
う

な
考
え
が
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
い
ま
す
。
　し

か併　
し
自
分
の
好
き
な
研
究
を
す
る
の
に
は
酒
屋
に
な
っ
て
も
い
い
し
、
米
屋
に

な
っ
て
も
一
向
差
支
え
な
い
の
に
、
ど
う
も
漢
学
者
流
に
考
え
た
が
る
。
或
る
漢
学
癖
の
人
は
孔
孟
と
い
う
金
魚
鉢
を
一
つ
　こ

し
ら拵　え
て
、

そ
の
小
さ
な
鉢
の
中
に
入
り
込
ん
で
　し

ま了　
う
。
鉢
の
中
で
は
世
の
変
遷
が
明
瞭
で
な
い
。
聖
人
は
世
と
推
移
す
な
ど
と
説
い
て
世
界
の
状

勢
が
如
何
に
移
る
や
を
　わ

き
ま弁　え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
今
日
な
お
周
公
を
夢
み
る
人
も
あ
る
だ
ろ
う
。
昔
を
今
に
な
す
方
便
を
講
ず
る
人

も
あ
ろ
う
が
、
四
囲
の
惰
況
は
思
う
通
り
に
行
わ
れ
ぬ
。
科
学
を
攻
究
す
る
人
で
も
、
之
に
類
し
た
植
木
鉢
の
よ
う
な
融
通
の
き
か
な

い
、
狭
隘
な
世
界
観
に
陥
る
の
で
は
な
い
か
、
い
か
に
も
偏
狭
な
了
簡
を
持
っ
て
い
る
人
が
あ
る
。
そ
こ
に
大
な
る
間
違
い
が
あ
る
と

思
う
。
又
こ
こ
に
日
本
人
の
研
究
の
成
績
が
挙
が
ら
ぬ
一
因
が
潜
ん
で
い
る
と
思
い
ま
す
。

財
産
家
な
ら
ば
十
分
研
究
費
を
出
し
て
も
宜
か
ろ
う
と
思
う
が
、
こ
れ
も
亦
ま
だ
自
分
の
懐
か
ら
研
究
費
を
出
し
て
偉
大
な
成
績
を

挙
げ
た
人
は
な
い
が
、
外
国
で
は
沢
山
こ
う
い
う
例
が
あ
る
。
フ
ェ
ル
マ
の
如
き
は
、
弁
護
士
を
や
る
傍
ら
数
学
を
研
究
し
た
有
名
な

人
で
あ
る
。
又
前
世
紀
に
お
い
て
　よ能　
く
知
ら
れ
て
い
る
ジ
ー
サ
ー
・
ケ
ー
リ
ー
も
法
律
で
衣
食
を
得
て
い
た
が
、
数
学
に
堪
能
な
の
で
、

四
十
一
、
二
の
頃
に
そ
の
研
究
を
認
め
ら
れ
て
専
門
的
研
究
に
従
事
し
た
。
古
く
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
如
き
、
法
律
も
、
数
学
も
、
物

理
も
、
政
治
も
や
る
と
い
う
風
に
あ
ら
ゆ
る
方
面
の
研
究
を
進
め
て
行
っ
た
。
近
頃
で
も
ア
イ
ン
ス
タ
イ
ン
の
如
き
は
、
初
め
は
特
許

局
の
技
手
で
、
相
対
性
を
研
究
し
、
あ
あ
い
う
風
に
な
っ
た
の
で
、
皆
眼
を
丸
く
し
た
と
い
う
話
が
あ
る
。
或
は
、
チ
ャ
ー
ル
ス
・
ダ
ー

ウ
ィ
ン
の
如
き
官
職
な
く
し
て
、
あ
れ
程
の
大
議
論
を
発
表
し
て
生
物
学
に
貢
献
し
た
。
エ
ジ
ソ
ン
は
初
め
電
燈
の
発
明
を
し
た
時
に

は
幾
ら
か
金
を
資
本
家
か
ら
出
し
て
貰
っ
た
が
、
後
に
は
す
べ
て
自
分
の
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
出
し
て
お
る
。
そ
れ
で
え
ら
い
発
明
を
沢
山

や
っ
た
こ
と
は
御
存
知
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
エ
ジ
ソ
ン
は
人
の
前
で
は
余
り
喋
ら
な
か
っ
た
。
講
演
と
か
演
説
と
か
は
や
ら
な
か
っ

た
。
私
の
よ
う
に
集
会
な
ど
へ
出
て
演
説
を
す
る
よ
う
な
馬
鹿
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
又
色
々
化
学
元
素
を
発
見
し
、
エ
レ
ク
ト
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ロ
ン
（
電
子
）
を
　せ

ん
め
い

闡
明　
し
た
ク
ル
ッ
ク
ス
は
穀
物
問
屋
で
あ
る
。
こ
う
い
う
人
は
す
べ
て
進
退
が
自
由
で
あ
る
。
少
し
も
他
の
拘
束
を

受
け
ず
、
自
分
の
思
う
通
り
研
究
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ら
、
成
績
の
挙
る
の
は
勿
論
で
あ
る
。
パ
ー
キ
ン
は
十
八
歳
の
時
ジ
ニ

リ
ン
色
素
で
あ
る
モ
ー
ヴ
を
自
宅
の
実
験
室
で
発
見
し
、
遂
に
今
日
染
料
工
業
の
　ら

ん
し
ょ
う

濫
觴　
と
な
っ
た
。
モ
ン
ド
は
初
め
ソ
ー
ダ
製
造
に
成

功
し
、
又
ニ
ッ
ケ
ル
の
精
錬
に
新
な
る
方
法
を
研
究
し
、
遂
に
其
利
益
を
以
て
大
英
国
の
研
究
者
を
　に

ぎ賑　
わ
し
た
。
自
己
の
研
究
資
金
を

調
達
し
た
の
み
な
ら
ず
、
他
人
に
研
究
上
の
恩
恵
を
施
こ
し
た
数
は
夥
し
い
。
こ
う
い
う
よ
う
に
学
ぶ
べ
き
も
の
が
沢
山
あ
る
の
で
あ

り
ま
す
。
農
学
の
方
は
一
向
知
り
ま
せ
ん
が
、
之
に
も
必
ず
あ
る
と
思
い
ま
す
。

又
も
う
一
つ
考
え
て
戴
き
た
い
の
は
、
西
洋
で
は
似
寄
っ
た
学
問
、
例
え
ば
物
理
か
ら
電
気
工
学
に
移
り
、
電
気
工
学
か
ら
物
理
に

移
る
。
或
は
物
理
か
ら
数
学
に
移
る
と
い
う
よ
う
に
、
初
め
や
っ
た
学
間
よ
り
自
分
の
性
質
に
合
っ
て
発
展
出
来
る
と
思
え
ば
、
そ
れ

に
遠
慮
な
く
転
向
し
て
行
く
。
数
学
者
の
ワ
イ
ヤ
ー
ス
ト
ラ
ス
は
経
済
か
ら
数
学
に
移
っ
た
人
で
あ
る
が
、
そ
の
間
体
操
の
先
生
に
も

な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
で
日
本
で
は
、
あ
い
つ
は
経
済
か
ら
転
向
し
て
数
学
な
ど
を
や
っ
て
い
る
と
　そ

し謗　
る
。
是
は
　や矢　
　は張　
り
潔
癖
や

偏
狭
性
に
基
く
こ
と
だ
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
物
質
界
に
お
け
る
顕
著
な
る
発
見
を
し
、
二
十
八
歳
で
ロ
ー
ド
レ
ー
リ
ー
の
後
を

襲
い
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
カ
ヴ
ェ
ン
ジ
ッ
シ
ュ
実
験
場
長
に
な
っ
た
ト
ム
ソ
ン
の
如
き
は
、
初
め
は
エ
ン
ジ
ニ
ヤ
ー
で
あ
っ
た
。
二
十

八
歳
で
沢
山
の
老
練
な
教
授
を
統
率
す
る
職
務
に
就
い
た
。
尤
も
そ
の
位
の
人
で
な
け
れ
ば
あ
の
位
の
仕
事
は
出
来
な
か
っ
た
か
も
知

れ
な
い
が
、
日
本
で
は
そ
う
い
う
大
き
な
人
は
ど
う
も
出
な
い
。
是
は
　や矢　
　は張　
り
最
前
か
ら
言
う
通
り
変
屈
な
も
の
が
存
在
す
る
弊
害
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
は
軍
医
で
解
剖
を
や
り
、
生
理
を
や
り
、
そ
れ
か
ら
物
理
に
移
り
ま
し
た
。
電
波
を
発
見
し

た
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ヘ
ル
ツ
は
、
自
分
の
家
で
実
験
を
し
て
、
工
学
を
修
め
ん
と
し
た
が
、
遂
に
物
理
に
転
向
し
た
。
欧
米
で
は
皆
実

験
の
出
来
る
よ
う
な
家
に
仕
ん
で
い
る
。
日
本
の
障
子
の
は
ま
っ
た
畳
の
上
で
実
験
す
る
と
、
や
れ
硫
酸
が
こ
ぼ
れ
た
の
、
何
の
と
い

う
こ
と
に
な
る
が
、
外
国
は
そ
う
い
う
点
は
便
利
で
す
。
一
昨
年
と
そ
の
以
前
に
二
回
程
日
本
に
も
来
た
こ
と
の
あ
る
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ

の
量
子
力
学
の
教
授
ジ
ラ
ッ
ク
は
ブ
リ
ス
ト
ル
の
工
業
学
校
を
卒
業
し
た
人
で
、
電
気
工
場
に
口
が
な
か
っ
た
、
何
処
の
工
場
に
ジ
ッ
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プ
ラ
イ
し
て
も
雇
っ
て
呉
れ
な
い
。
そ
れ
じ
ゃ
他
の
方
を
や
ろ
う
と
い
う
の
で
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
で
応
用
数
学
を
や
っ
た
の
が
大
い
に

当
っ
た
。
遂
に
世
界
随
一
の
量
子
論
啓
発
者
と
な
っ
た
。
研
究
が
自
分
の
性
質
に
適
応
し
て
お
ら
ぬ
と
見
究
わ
む
れ
ば
、
動
く
こ
と
は

決
し
て
差
支
え
な
く
、
改
む
る
に
　は

ば
か憚　る

所
は
な
い
と
思
う
。
唯
気
が
多
く
て
、
あ
れ
も
や
り
た
い
、
こ
れ
も
や
り
た
い
と
い
う
の
は
余

程
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
自
分
を
知
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
あ
る
。
　や矢　
　は張　
り
自
分
の
性
質
は
　よ能　
く
呑
み
込
ん
で
置
か
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
何
れ
に
し
て
も
日
本
人
の
偏
狭
性
は
漸
次
矯
め
て
か
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
い
ま
す
。
　し

た
が随　っ
て
大
研
究
が

ま
だ
日
本
に
は
何
も
な
い
と
い
う
こ
と
は
残
念
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
ん
な
点
か
ら
直
す
よ
り
仕
方
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。
特
に
私
の

耳
触
り
な
言
葉
は
先
例
と
い
う
官
僚
的
な
言
葉
で
あ
る
。
是
も
日
本
人
の
偏
狭
性
か
ら
来
た
も
の
だ
ろ
う
と
思
う
が
、
役
人
な
ど
は
す

ぐ
に
先
例
が
な
い
と
言
う
。
研
究
す
る
も
の
は
学
問
の
先
例
が
悪
い
か
ら
そ
れ
を
打
破
っ
て
、
新
し
い
も
の
を
建
て
て
行
こ
う
と
い
う

の
で
あ
る
。
大
学
や
研
究
所
に
膠
着
せ
し
む
る
の
は
善
く
な
い
か
ら
で
す
。
だ
か
ら
私
は
各
自
理
財
の
才
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
何
方
面

で
も
構
わ
ぬ
か
ら
、
資
金
を
得
て
、
何
等
の
拘
束
な
し
に
自
分
の
欲
す
る
よ
う
に
遣
っ
て
研
究
し
て
み
た
ら
ば
、
大
い
に
成
績
が
挙
が

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
私
は
先
例
を
破
り
た
い
点
は
、
大
学
や
会
社
で
建
て
た
研
究
所
の
み
で
な
く
、
個
人
で

資
金
を
投
じ
て
研
究
を
決
行
す
る
人
が
出
た
な
ら
ば
、
大
国
民
た
る
態
度
を
明
か
に
し
得
べ
し
と
察
し
ま
す
。
今
日
の
状
況
は
丁
度
小

さ
な
網
で
雑
魚
を
す
く
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
　と

て迚　
も
　ど

ん
し
ゅ
う

呑
舟　
の
魚
は
あ
ん
な
網
の
中
に
は
か
か
り
ま
せ
ぬ
。
だ
か
ら
、
大
き
な

研
究
の
成
績
が
挙
が
ら
な
い
。
鯨
で
も
網
の
中
に
入
れ
る
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
す
。

資
金
を
得
る
た
め
に
は
今
申
し
ま
し
た
伊
能
忠
敬
の
如
き
は
一
つ
の
モ
デ
ル
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
既
に
日
本
な
ど
で
も
そ
う
い

う
人
が
あ
っ
た
の
に
、
何
故
こ
れ
が
今
日
実
現
し
な
い
の
か
、
　す

こ
ぶ頗　る

疑
問
で
あ
り
ま
す
。

（
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
東
大
農
学
部
紫
友
会
講
演
・「
改
造
」
昭
和
十
一
年
三
月
所
載
）
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•
長
岡
半
太
郎
著
『
随
筆
』（
改
造
社
、
一
九
三
六
年
十
一
月
）
所
収
。

•
P
D
F

化
す
る
に
あ
た
り
、
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
、
旧
仮
名
遣
い
は
新
仮
名
遣
い
に
改
め
た
。

•

読
み
や
す
さ
の
た
め
に
、
適
宜
振
り
仮
名
を
つ
け
た
。

•
P
D
F

化
に
はL AT

E
X
2ε

で
タ
イ
プ
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を
行
い
、d

v
ip
d
fm

x

を
使
用
し
た
。

科
学
の
古
典
文
献
の
電
子
図
書
館
「
科
学
図
書
館
」

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
c
a
m
.
h
i
-
h
o
.
n
e
.
j
p
/
m
u
n
e
h
i
r
o
/
s
c
i
e
n
c
e
l
i
b
.
h
t
m
l

「
科
学
図
書
館
」
に
新
し
く
収
録
し
た
文
献
の
案
内
、
そ
の
他
「
科
学
図
書
館
」
に
関
す
る
意
見
な
ど
は
、

「
科
学
図
書
館
掲
示
板
」

h
t
t
p
:
/
/
6
3
2
5
.
t
e
a
c
u
p
.
c
o
m
/
m
u
n
e
h
i
r
o
u
m
e
d
a
/
b
b
s

を
御
覧
い
た
だ
く
か
、
書
き
込
み
く
だ
さ
い
。

http://www.cam.hi-ho.ne.jp/munehiro/sciencelib.html
http://6325.teacup.com/munehiroumeda/bbs

