
阿
部
良
雄
の
仕
事

, 

駒
場
の
教
室
に
お
け
る

阿
部
良
雄
の
風
貌
私
的
追
想
l
l

「
美
術
史
家
、
美
術
評
論
家
ご
し
て
の

阿
部
良
雄
」
を
論
守
る
た
め
の
序

稲
賀
繁
美

駒
場
の
東
京
大
学
教
養
学
部
教
養
学
科
で
初
め
て
阿
部
良
雄
の
授
業
に
出
た

の
は
、
一
九
七
六
年
の
秋
学
期
、
あ
る
い
は
七
七
年
の
春
学
期
だ
っ
た
ろ
う

か
。
も
つ
か
旅
先
の
た
め
遺
憾
な
が
ら
確
認
不
可
能
な
の
だ
が
、
授
業
概
要

に
は
、
ヴ
イ
オ
レ
・
ル
・
デ
ユ
ツ
ク
の
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
論
を
読
む
と
い
う
主

旨
が
見
え
た
。
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
を
代
表
す
る
こ
の
中
世
建
築
修
復
理
論

家
の
建
築
事
典
の
抜
粋
と
と
も
に
、
そ
の
ポ
ケ
ッ
ト
版
抜
粋
に
序
文
を
寄
せ

た
ユ
ベ
1

ル
・
ダ
ミ
ッ
シ
ュ
の
テ
ク
ス
ト
の
解
読
が
、
学
生
に
割
り
当
て
ら

れ
た
。
辞
書
項
目
は
、
専
門
課
程
進
学
予
定
者
あ
る
い
は
進
学
し
た
て
の
三

年
生
、
そ
し
て
長
文
・
難
解
を
も
っ
て
な
る
ダ
ミ
ッ
シ
ュ
の
序
文
は
、
上
級

学
部
生
の
受
け
持
ち
だ
っ
た
。
と
い
っ
て
も
田
舎
出
身
の
無
知
蒙
昧
な
る
学

生
に
は
、
そ
も
そ
も
ヴ
ィ
オ
レ
・
ル
・
デ
ユ
ツ
ク
な
ど
と
い
う
名
前
も
初
耳

な
ら
、
ダ
ミ
ッ
シ
ュ
と
い
う
人
物
が
誰
な
の
か
も
、
皆
目
見
当
が
つ
か
な
か

っ
た
。
最
初
の
半
年
は
、
ほ
ぽ
何
も
分
か
ら
ぬ
ま
ま
に
、
何
か
を
発
言
す
る

ご
と
に
、
阿
部
良
雄
の
口
か
ら
「
い
い
で
す
か
」
と
い
う
文
句
が
発
せ
ら
れ

た
こ
と
の
み
を
記
憶
す
る
。
「
い
い
で
す
か
」
が
「
馬
鹿
な
こ
と
を
言
う
の

た
し
な

は
止
め
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
意
味
の
曙
め
、
訂
正
の
合
言
葉
で
あ
る
こ
と

に
気
付
い
た
の
も
、
一
年
以
上
を
経
過
し
て
か
ら
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か

と
、
改
め
て
想
起
さ
れ
る
。

当
時
四
十
代
半
ば
の
阿
部
良
雄
の
授
業
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
よ
う
や
く
身
に

つ
け
始
め
て
わ
ず
か
一
、
二
年
に
過
ぎ
な
い
学
生
の
水
準
な
ど
お
構
い
な
し

と
い
う
風
情
、
聴
講
者
の
理
解
な
ど
ま
っ
た
く
及
び
も
付
か
な
い
高
水
準
で

展
開
さ
れ
て
い
た
。
発
表
を
当
て
ら
れ
た
学
生
の
解
釈
が
終
わ
る
や
、
間
髪

を
い
れ
ず
「
い
い
で
す
か
」
が
入
り
、
学
生
側
が
な
ん
と
か
一
週
間
か
け

て
苦
心
惨
憶
準
備
し
た
解
読
に
は
、
全
否
定
に
等
し
い
訂
正
が
加
え
ら
れ
る
。
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だ
が
、
そ
の
内
容
は
ほ
と
ん
ど
通
常
の
日
常
言
語
に
お
け
る
日
本
語
と
は
思

え
ず
、
学
生
た
ち
の
理
解
の
域
を
超
え
て
い
た
。
語
源
に
無
頓
着
に
、
通
り

の
よ
い
日
本
語
に
頼
っ
て
意
訳
し
よ
う
と
す
る
と
、
す
ぐ
さ
ま
指
摘
さ
れ
、

お
も
む
ろ
に
、
個
々
の
単
語
が
フ
ラ
ン
ス
語
の
宇
宙
の
な
か
で
持
っ
て
い
る

意
味
連
関
や
歴
史
の
重
層
が
解
き
明
か
さ
れ
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
厳
密
な

訳
語
を
忠
実
に
当
て
る
こ
と
が
奨
励
さ
れ
る
。
ま
た
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
論

理
的
な
可
能
性
を
す
べ
て
吟
味
し
た
う
え
で
、
妥
当
な
理
解
へ
と
向
か
う
周

到
さ
が
、
要
求
さ
れ
た
。
当
時
そ
う
し
た
手
続
き
の
意
味
を
理
解
で
き
た

と
は
、
到
底
思
え
な
い
が
、
そ
れ
で
も
半
年
ほ
ど
我
慢
し
て
聴
い
て
い
る
と
、

お
ぼ
ろ

膿
げ
な
が
ら
、
授
業
の
意
図
が
灰
見
え
る
。
構
造
主
義
美
術
史
の
領
袖
、
ユ

ベ
l

ル
・
ダ
ミ
ッ
シ
ュ
は
、
ヴ
イ
オ
レ
・
ル
・
デ
ュ
ッ
ク
の
建
築
理
論
に
み

え
る
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
の
構
造
分
析
に
、
機
械
論
的
で
は
な
い
が
、
構
造
論
的

な
力
学
的
合
理
性
を
見
出
し
て
、
そ
の
復
権
を
狙
っ
て
い
る
こ
と
。
そ
し
て

そ
れ
が
、
ダ
ミ
ッ
シ
ュ
自
身
に
と
っ
て
の
、
実
証
主
義
に
対
す
る
叛
旗
の
表

明
で
も
あ
っ
た
こ
と
。
そ
こ
に
は
、
修
復
を
め
ぐ
る
政
治
学
と
歴
史
観
の
闘

争
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
も
。

* 

当
時
の
駒
場
キ
ャ
ン
パ
ス
は
、
今
か
ら
思
え
ば
、
そ
の
ひ
と
つ
の
絶
頂
期
を

迎
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
外
国
語
科
の
教
師
た
ち
は
、
と
き
に
本
郷
の
教
授

さ
げ
す

た
ち
か
ら
、
し
ょ
せ
ん
語
学
教
師
に
過
ぎ
な
い
と
い
っ
た
蔑
み
の
眼
を
向
け

ら
れ
て
い
た
。
だ
が
、
そ
こ
に
当
時
の
日
本
の
人
文
学
を
代
表
す
る
論
客
た

ひ
し
め

ち
が
存
い
て
い
た
こ
と
は
、
疑
え
ま
い
。
駒
場
に
は
本
郷
の
教
室
制
度
の
枠

組
み
と
は
無
縁
の
、
自
由
閲
達
な
雰
囲
気
が
あ
り
、
大
講
座
制
の
お
陰
で
広

範
な
教
師
に
接
す
る
機
会
が
保
障
さ
れ
て
い
た
。
筆
者
の
狭
い
見
聞
に
限

っ
て
も
、
学
部
や
学
年
を
問
わ
ぬ
自
由
選
択
科
目
の
全
学
教
育
一
般
ゼ
ミ
ナ

ー
ル
な
る
枠
組
み
で
は
、
お
り
か
ら
、
芳
賀
徹
が
平
賀
源
内
、
平
川
祐
弘
が

小
泉
八
雲
な
ど
、
そ
の
後
主
著
の
一
角
を
な
す
こ
と
と
な
る
研
究
の
萌
芽
を
、

学
生
た
ち
と
の
議
論
を
通
じ
て
、
閲
達
に
展
開
し
て
い
た
。

さ
ら
に
教
養
学
科
に
進
学
し
て
み
る
と
、
お
り
か
ら
副
専
攻
と
い
う
制
度

が
整
備
さ
れ
、
少
人
数
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
形
式
で
、
賛
沢
こ
の
う
え
な
い
討

論
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
芸
術
論
と
い
う
副
専
攻
を
選
択
し
て
み

れ
ば
、
『
ノ
ン
セ
ン
ス
大
全
』
刊
行
ま
も
な
い
高
橋
康
也
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ

ア
論
、
『
椿
説
浪
漫
主
義
文
学
談
義
』
が
話
題
を
呼
ん
だ
ば
か
り
の
由
良
君

美
の
構
造
主
義
造
形
芸
術
解
剖
と
い
っ
た
授
業
が
、
九
十
分
単
位
の
高
密
度

で
、
惜
し
げ
も
な
く
提
供
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
本
郷
か
ら
も
高
階
秀
爾
が

週
一
度
、
芸
術
史
の
授
業
の
た
め
に
古
巣
に
来
る
の
を
愉
し
み
に
し
て
い
て
、

そ
の
気
さ
く
に
し
て
ス
マ
ー
ト
な
頭
脳
が
、
相
変
わ
ら
ず
学
生
た
ち
を
魅
了

し
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
畑
に
目
を
向
け
れ
ば
、
膨
大
な
る
博
士
論
文
『
ポ
ー

ル
・
ク
ロ
l

デ
ル
|
|
詩
的
想
像
力
の
世
界
』
を
書
き
上
げ
た
渡
逢
守
章
は
、

『
ラ
シ
l

ヌ
全
集
』
個
人
訳
に
乗
り
出
そ
う
と
し
て
い
た
し
、
蓮
賓
重
彦
も

『
反H
日
本
語
論
』
『
批
評
あ
る
い
は
仮
死
の
祭
典
』
な
ど
、
難
解
な
る
文
章

か
ら
じ
よ
じ
よ
に
脱
却
す
る
兆
し
を
見
せ
っ
つ
、
週
に
最
低
十
本
の
映
画

を
見
て
い
る
学
生
で
な
け
れ
ば
門
前
払
い
と
噂
さ
れ
た
、
ひ
ど
く
高
踏
的
な

映
画
論
の
ゼ
ミ
を
主
催
し
て
、
事
情
通
た
ち
の
人
気
を
博
す
る
に
至
っ
て
い

た
。
お
り
か
ら
同
じ
キ
ャ
ン
パ
ス
の
一
角
で
は
、
マ
ル
セ
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ン

の

《大
ガ
ラ
ス
》
駒
場
ヴ
ァ
1

ジ
ョ
ン
の
作
成
が
進
み
始
め
、
図
学
の
横
山
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正
は
、
箱
蒐
集
や
透
視
図
法
研
究
に
没
頭
す
る
暇
も
あ
れ
ば
こ
そ
、
奇
特
な

出
資
者
へ
の
挨
拶
に
駈
け
ず
り
ま
わ
り
、
駒
場
の
時
計
台
の
屋
上
に
設
け
ら

れ
た
作
業
用
の
仮
小
屋
で
は
、
ま
だ
当
時
大
学
院
生
だ
っ
た
小
林
康
夫
や
岩

佐
鉄
男
が
、
製
作
算
段
に
余
念
な
い
日
々
を
送
っ
て
い
た

。

こ
う
し
た
知
的
環
境
が
、
哲
学
的
な
思
考
訓
練
と
も
密
接
に
連
動
し
て
い
た

こ
と
は
、
伏
線
と
し
て
こ
こ
に
一
言
記
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
駒
場
に
は
、

国
際
関
係
論
、
比
較
文
学
比
較
文
化
と
並
ん
で
、
科
学
史
・
科
学
哲
学
の
大

学
院
が
置
か
れ
て
い
た
が
、
そ
の
活
況
ぶ
り
も
尋
常
一
様
で
は
な
か
っ
た
。

今
と
な
っ
て
は
空
想
す
る
の
も
困
難
だ
が
、
『
新
視
覚
新
論
』
な
ど
を
展
開

し
て
い
た
分
析
哲
学
の
大
森
荘
蔵
が
、
物
象
化
論
に
関
す
る
旺
盛
な
執
筆
で

カ
リ
ス
マ
的
な
影
響
力
を
行
使
し
て
い
た
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
者
の
広
松
渉

な
ど
と
組
み
、
週
末
午
後
に
は
合
同
で
シ
ン
ポ
ジ
ア
を
開
い
て
お
り
、
そ
こ

わ
き
あ
い
あ
い

に
は
本
郷
か
ら
も
黒
田
亘
ら
が
論
戦
を
挑
み
に
参
加
し
て
、
和
気
藷
々
た
る

な
か
に
も
真
撃
な
知
的
討
論
の
雰
囲
気
を
醸
し
だ
し
て
い
た
。
科
学
史
の
領かた

わ

域
で
も
、
伊
東
俊
太
郎
が
壮
大
な
人
類
史
的
視
野
で
精
神
革
命
を
説
く
傍
ら
、

科
学
的
進
歩
に
対
す
る
村
上
陽
一
郎
の
犀
利
な
批
判
的
啓
蒙
が
、
常
識
に
捕

わ
れ
が
ち
な
学
生
の
頭
脳
を
柔
軟
に
解
き
ほ
ぐ
す
た
め
に
、
比
類
な
き
教
育

的
効
果
を
賛
し
て
い
た
。

阿
部
良
雄
が
こ
れ
ら
同
僚
た
ち
の
仕
事
を
貧
欲
に
岨
唱
し
て
い
た
様
は

『西

欧
と
の
対
話
』
(
一
九
七
一
)
に
も
明
ら
か
だ
。
ま
た
論
敵
へ
の
容
赦
な
き

舌
鋒
は
、
『
ひ
と
で
な
し
の
詩
学
』
(
一
九
八
二
)
の
注
に
み
え
る
萩
原
朔
太

郎
『
氷
島
』
の
解
釈
を
め
ぐ
る
、
平
川
祐
弘
と
の
論
争
(
一
九
七
七
)
な
ど

に
も
、
そ
の
片
鱗
が
披
涯
さ
れ
て
い
る
。

* 

そ
う
し
た
精
神
的
高
揚
の
中
、
阿
部
良
雄
は
一
九
七
五
年
に
『
群
集
の
な
か

の
芸
術
家
|
|
ボ
l

ド
レ

1

ル
と
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
絵
画
』
を
上
梓
し
て

い
た
。
「
悪
戦
苦
闘
」
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
、
と
本
人
も
あ
と
が
き
で
回
顧

る
こ
く

す
る
、
鐘
刻
の
推
敵
を
経
た
そ
の
高
密
度
の
文
章
は
、
出
版
後
三
十
年
を
超

え
て
も
後
進
に
よ
る
凌
駕
を
許
さ
ず
、
こ
の
話
題
に
関
す
る
限
り
、
思
考
の

限
界
に
肉
薄
す
る
だ
け
の
、
奇
跡
的
な
達
成
を
見
せ
て
い
る
。
行
文
中
に
縦

横
に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
伏
線
は
、
あ
ま
り
に
錯
綜
し
て
い
る
た
め
、
初
学
者

に
は
い
さ
さ
か
な
ら
ず
取
っ
付
き
に
く
い
印
象
を
与
え
る
恨
み
が
あ
る
。
と

は
い
え
、
読
者
の
側
で
も
何
が
し
か
研
練
を
積
み
、
そ
の
後
に
再
び
こ
の
テ

ク
ス
ト
に
戻
っ
て
み
る
と
、
そ
の
度
に
、
ど
う
し
て
こ
こ
ま
で
の
読
み
が

可
能
だ
っ
た
の
か
と
嵯
嘆
す
る
ほ
か
な
い
論
点
が
、
お
そ
ろ
し
く
常
軌
を

逸
し
た
圧
縮
度
の
な
か
に
凝
結
し
て
い
る
こ
と
に
、
繰
り
返
し
驚
か
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
。

ほ
ん
の
一
例
を
挙
げ
る
に
と
ど
め
る
が
、
第
四
章
「
〈現
在
〉
の
発
見
」
の

官
頭
に
は
、
オ
1

ス
マ
ン
男
爵
に
よ
る
パ
リ
改
造
計
画
に
よ
っ
て
出
現
し
た

目
抜
き
通
り
(
プ
ル
パ
l

ル
)
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
詩
人
の
ボ
l

ド
レ
ー

ル
は
散
文
詩
「
貧
し
い
者
た
ち
の
目
」
で
、
そ
こ
に
「
未
完
成
の
華
や
か
さ
」

を
い
ち
は
や
く
誇
示
す
る
都
市
の
表
情
を
読
み
取
っ
た
。
こ
こ
に
さ
り
げ
な

く
提
示
さ
れ
た
「
未
完
成
の
華
や
か
さ
」
こ
そ
、
ボ
ー
ド
レ
l

ル
が
将
来
を

託
し
た
エ
ド
ゥ
ア
l

ル
・
マ
ネ
の
、
新
奇
な
る
美
学
の
眼
目
で
あ
り
、
都
市

、
、

空
間
の
変
貌
が
、
そ
の
寓
意
を
な
し
て
い
る
。
そ
こ
に
本
章
の
通
奏
低
音
が
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提
示
さ
れ
、
中
公
文
庫
版
の
表
紙
に
採
ら
れ
た
マ
ネ
の

《チ
ュ
イ
ル
リ
l

の

音
楽
会
》
が
、
そ
の
最
良
の
具
現
と
な
る
。

こ
こ
に
摘
出
さ
れ
た
瞬
時
性
の
問
題
は
、
後
年
小
林
秀
雄
を
論
ず
る
に
際
し

て
独
自
の
展
開
を
見
せ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
未
完
成
の
都
市
計
画
と
新

た
な
美
学
と
の
構
造
的
共
鳴
は
、
追
っ
て

T

・
J

・
ク
ラ

l

ク
が
八
0
年
代

に
展
開
し
て
、
や
が
て

『現
代
生
活
の
画
家
』
に
集
約
す
る
こ
と
と
な
る
問

題
意
識
の
先
取
り
、
と
見
て
も
よ
い
だ
ろ
う

。

先
ほ
ど
「
寓
意
」
と
い
う

表
現
を
用
い
て
み
た
が
、
そ
れ
も
ま
た
ず
ア
ル
タ
l

・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
パ
リ

論
が
広
く
認
知
さ
れ
、
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
の
修
辞
が
流
行
を
見
る
こ
と
で
、

初
め
て
市
民
権
を
再
獲
得
す
る
認
識
装
置
。
ま
だ
そ
の
語
葉
こ
そ
見
出
せ
な

い
が
、
こ
の
段
階
で
阿
部
良
雄
は
、
早
く
も
「
寓
意
」
の
問
題
系
を
浮
上
さ

せ
る
べ
く
腐
心
し
て
い
た
こ
と
が
、
今
日
に
な
っ
て
よ
う
や
く
納
得
さ
せ
ら

れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
驚
嘆
す
べ
き
先
見
の
明
が
、
見
る
眼
の
あ
る
ほ

ど
の
読
者
に
は
、
毎
頁
の
よ
う
に
出
現
し
、
ほ
と
ん
ど
肱
量
を
覚
え
さ
せ
る
。

* 

中
期
の
こ
の
主
著
執
筆
を
背
景
に
、
七
0
年
代
後
半
の
授
業
に
お
け
る
阿
部

は
、
一
方
で
は
ボ
l

ド
レ

1

ル
美
術
批
評
の
綴
密
な
解
析
を
心
が
け
る
。
こ

れ
は
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
な
る
『
ボ

l

ド
レ
!
ル
全
集
』
個
人
訳
と
い
う
偉
業

へ
の
前
哨
を
な
す
。
と
と
も
に
、
こ
の
時
期
の
阿
部
良
雄
は
、
他
方
で
は
ま

だ
当
時
日
本
で
は
無
名
に
等
し
か
っ
た
社
会
学
者
、
ピ
エ
l

ル
・
プ
ル
デ
ユ

l

の
初
期
論
文
を
授
業
に
持
ち
込
ん
で
、
学
生
の
読
解
力
向
上
に
資
す
る
こ

と
を
試
み
て
い
た
。
教
養
学
科
で
の
授
業
は
、
土
曜
日
の
二
コ
マ
目
で
、
当

時
第
八
本
館
と
呼
ば
れ
た
建
物
の
四
階
東
隅
の
セ
ミ
ナ
ー
教
室
に
お
い
て
、

昼
前
ま
で
の
時
間
帯
だ
っ
た
。
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
、
こ
れ
に
は
芸
術
社
会

学
と
の
名
称
が
授
け
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
阿
部
良
雄
が
二
度

に
渡
る
留
学
時
代
に
私
淑
し
た
ピ
エ
1

ル
・
フ
ラ
ン
カ
ス
テ
ル
の
芸
術
社
会

学
の
構
想
が
あ
っ
た
。
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
透
視
図
法
の
誕
生
か
ら
、
印

象
派
以
降
に
お
け
る
そ
の
破
壊
、
さ
ら
に
は
立
体
派
以
降
に
お
け
る
再
生

と
い
う
物
語
を
描
き
あ
げ
た
『
絵
画
と
社
会
』
(
一
九
五
一
)
は
、
五
0
年

代
末
の
阿
部
第
一
回
目
の
留
学
時
以
来
の
愛
読
書
で
あ
り
、
ま
た
生
前
最

後
の
小
よ
り
な
著
作

『芸
術
社
会
学
研
究
』
(
一
九
七
O
)
に
集
約
さ
れ
る

フ
ラ
ン
カ
ス
テ
ル
の
方
法
論
は
、
阿
部
自
身
の
著
作
『
西
欧
と
の
対
話
』

(
一
九
七
一
)
に
、
的
確
に
し
て
高
密
度
の
要
約
が
提
供
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
も
ひ
と
つ
の
示
唆
の
み
に
と
ど
め
る
が
、
フ
ラ
ン
カ
ス
テ
ル
は
、
あ

る
特
定
の
時
代
と
社
会
環
境
は
、
そ
こ
に
客
観
的
に
存
在
し
た
幾
多
の
形
象

的
思
考
宮
E
h
m
r
R
E
5の
可
能
性
の
な
か
か
ら
、
あ
る
特
定
の
可
能
性
の

み
を
芽
生
え
さ
せ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
事
後
的
に
回
顧
す
る
時

に
は
、
ひ
と
つ
の
合
理
的
な
系
列
拡
去
を
な
す
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る

軌
跡
を
描
い
て
い
る
が
、
そ
の
原
初
の
発
端
官
o
g
q
胃
の
内
に
、
彼
は
理

性
の
巧
織
を
探
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
こ
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
例
え
ば
プ
ル

デ
ュ
l

の
唱
え
る
「
場
」
n
r
g
宮
の
概
念
が
、
フ
ラ
ン
カ
ス
テ
ル
の
「
環
境
」

E
Z
2

と
の
対
決
か
ら
精
微
化
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
可
能
性
も
、
再
検
討
に

値
す
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
ダ
ミ
ッ
シ
ュ
が
透
視
図
法
を
論
ず
る
に
際
し
て
こ

だ
わ
っ
た
数
学
的
な
無
限
小
の
問
題
が
、
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
を
巡
る
フ
ラ
ン
カ

ス
テ
ル
の
問
題
系
の
、
密
か
な
る
換
骨
奪
胎
だ
っ
た
こ
と
も
み
え
て
く
る
筈

だ
。
な
ぜ
な
ら
、
フ
ラ
ン
カ
ス
テ
ル
同
様
、
ダ
ミ
ッ
シ
ュ
の
場
合
に
も
、
共
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通
の
問
題
ー
ー
は
た
し
て
無
限
小
の
発
端
の
う
ち
に
将
来
の
方
向
が
既
に
座

胎
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
ー
ー
が
問
わ
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
。

小
ぶ
り
な
が
ら
賢
明
に
し
て
重
宝
な
教
科
書
『
芸
術
社
会
学
』
(
二O
O

一
)

を
著
し
た
ナ
タ
リ
l

・
エ
ニ
ッ
ク
は
、
フ
ラ
ン
カ
ス
テ
ル
の
芸
術
社
会
学
の

構
想
は
も
は
や
決
定
的
に
乗
り
越
え
ら
れ
た
と
断
ず
る
。
だ
が
、
そ
れ
は

プ
ル
デ
ュ
l

を
批
判
し
つ
つ
も
そ
の
延
長
上
に
立
つ
、
ひ
と
つ
の
系
列
的
診

断
に
他
な
る
ま
い
。
「
時
代
遅
れ
」
の
熔
印
を
押
す
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ

大
切
な
の
は
、
方
法
論
の
形
象
化
、
思
想
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
産
出
に
あ
た
っ

て
い
か
な
る
取
捨
選
択
が
な
さ
れ
た
の
か
の
解
明
だ
ろ
う
。
パ
ノ
ア
ス
キ
ー

の
図
像
学
が
、
形
象
的
可
能
性
の
取
捨
選
択
に
関
す
る
考
察
を
疎
か
に
し
て
、

実
際
に
残
さ
れ
た
歴
史
上
の
系
譜
の
文
献
学
的
再
構
成
に
満
足
し
て
い
る
点

を
批
判
し
た
フ
ラ
ン
カ
ス
テ
ル
と
、
そ
の
パ
ノ
ア
ス
キ
ー
の
提
起
し
た
ス
コ

ラ
学
と
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
と
の
構
造
論
的
相
補
性
を
創
造
的
に
読
解
す
る
こ
と

か
ら
=
Z
E
E
臼
=
の
概
念
を
彫
琢
し
た
プ
ル
デ
ュ
1
(
こ
れ
に
つ
い
て
は
近
年
、

ス
コ
ラ
学
の
立
場
か
ら
根
底
的
批
判
が
あ
る
て
さ
ら
に
、
フ
ラ
ン
カ
ス
テ

ル
の
パ
ノ
ア
ス
キ
ー
批
判
を
い
わ
ば
プ
ラ
ン
カ
ス
テ
ル
に
逆
照
射
し
て
、
フ

ラ
ン
カ
ス
テ
ル
の
『
絵
画
と
社
会
』
の
物
語
構
造
に
お
け
る
起
源
(
す
な
わ
ち
、

補
遺
で
申
し
訳
の
よ
う
に
言
及
さ
れ
る
パ
ノ
ア
ス
キ
ー
の
業
績
)
の
隠
蔽
と
、

遡
及
的
合
理
化
(
す
な
わ
ち
「
透
視
図
法
の
誕
生
」
と
い
う
単
一
起
源
神
話
)

と
を
指
弾
し
た
ダ
ミ
ッ
シ
ュ
と
(
そ
こ
に
は
、
見
方
に
よ
っ
て
は
、
あ
ま
り

に
フ
ロ
イ
ト
主
義
的
な
精
神
分
析
の
臭
い
が
強
く
立
ち
込
め
て
い
る
)
。
こ

の
三
つ
巴
の
よ
う
な
相
克
に
、
思
想
の
懐
胎
に
お
け
る
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
生
成

ユ

1

レ
カ

の
状
況
を
見
定
め
る
努
力
、
そ
し
て
学
識
整
理
よ
り
も
、
「
我
発
見
セ
リ
」

の
力
動
学
を
解
明
す
る
こ
と
が
、
思
想
史
の
課
題
だ
ろ
う
。

そ
こ
ま
で
踏
ま
え
て
、
改
め
て
阿
部
良
雄
が
、
宮
川
淳
へ
の
書
簡
の
体
裁
を

と
っ
て
書
い
た
、
フ
ラ
ン
カ
ス
テ
ル
論
に
立
ち
返
っ
て
み
よ
う
(
「
美
に
つ

い
て
何
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
か
」
『
西
欧
と
の
対
話
』
)
。
こ
こ
で
阿
部
良

雄
は
、
発
端
の
偶
然
性
と
い
う
問
題
を
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
モ
ノ

l

の
『
偶
然
と

必
然
』
に
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
。
一
見
芸
術
論
と
は
無
縁
の
議
論
を
展
開
し

な
が
ら
、
阿
部
良
雄
が
、
現
代
造
形
思
想
へ
の
参
与
を
通
じ
て
、
西
欧
精
神

思
想
の
中
枢
に
斬
り
込
ん
で
い
る
様
が
、
あ
ら
た
め
て
実
感
さ
れ
よ
う
。
さ

ら
に
そ
こ
に
木
村
資
生
の
中
立
進
化
説
を
重
ね
あ
わ
す
な
ら
ば
、
西
欧
的
理

性
に
む
け
て
「
日
本
」
か
ら
打
ち
込
ま
れ
た
「
矢
」
が
、
何
を
射
抜
こ
う
と

し
て
い
た
か
も
見
え
て
く
る
。
は
た
し
て
そ
こ
に
は
分
子
生
物
学
を
専
攻
し

た
夫
人
、
与
謝
野
文
子
の
感
化
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

* 

ダ
ミ
ッ
シ
ュ
の
後
年
の
主
著
『
透
視
図
法
の
誕
生
』
(
一
九
八
七
)
が
、
愛

憎
半
ば
す
る
師
匠
、
フ
ラ
ン
カ
ス
テ
ル
に
対
す
る
尋
常
な
ら
ざ
る
敵
慌
心
を

秘
め
た
著
作
で
あ
る
こ
と
を
、
阿
部
良
雄
は
知
悉
し
て
い
た
。
そ
の
ダ
ミ
ツ

シ
ュ
に
注
目
す
る
阿
部
の
選
択
も
、
安
易
な
流
行
追
従
な
ど
と
は
水
準
を
ま

っ
た
く
異
に
す
る
。
パ
リ
知
識
人
界
の
表
裏
に
通
じ
た
、
元
高
等
師
範
学
校

特
待
留
学
生
な
ら
で
は
の
周
到
な
る
目
配
り
は
侮
れ
な
い
。
そ
の
鍵
は
初
期

の
傑
作
『
若
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』
(
一
九
六
二
)
を
熟
読
吟
味
す
れ
ば
、
お
の

ず
と
悟
ら
れ
る
。
と
同
時
に
『
西
欧
と
の
対
話
』
の
問
題
の
章
で
、
早
く
も

プ
ル
デ
ュ
l

初
期
の
論
文
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
あ
た
り
に
は
、
阿
部
良
雄

の
軒
並
み
外
れ
た
勤
勉
さ
、
着
眼
の
鋭
さ
と
先
見
の
明
、
さ
ら
に
プ
ル
デ
ユ
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ー
へ
の
戦
友
意
識
を
見
る
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う
。
芸
術
に
お
け
る
規
範
の
成

立
と
そ
の
背
景
を
な
す
権
力
構
造
に
関
す
る
初
期
プ
ル
デ
ュ
l

の
粘
着
的
な

思
索
は
、
や
が
て
カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
を
社
会
学
的
に
論
破
し
よ
う

と
す
る
野
心
的
な
著
作
『
デ
ィ
ス
タ
ン
ク
シ
オ
ン
|
|
社
会
的
趣
味
判
断
批

判
』
(
一
九
七
九
)
と
し
て
公
刊
さ
れ
、
話
題
を
波
う
。
こ
の
錯
綜
し
た
大

著
刊
行
直
後
、
ま
だ
日
本
語
へ
の
翻
訳
な
ど
メ
ド
も
つ
か
な
い
段
階
で
、
阿

部
良
雄
は
早
く
も
本
書
を
読
む
こ
と
の
「
愉
悦
」
と
「
悲
惨
」
と
を
見
切
り
、

『
現
代
思
想
』
誌
に
、
時
期
尚
早
を
承
知
の
う
え
で
、
透
徹
し
た
書
評
を
掲

載
し
た
。
そ
こ
に
は
、
芸
術
的
価
値
判
断
に
か
ら
ま
る
制
度
論
的
批
判
の
社

会
学
の
必
要
が
説
か
れ
て
お
り
、
相
前
後
し
て
出
版
さ
れ
た
、
宮
川
淳
と
の

共
著
『
美
術
史
と
そ
の
言
説
』
で
明
確
に
さ
れ
る
、
歴
史
社
会
学
派
と
し
て

の
阿
部
良
雄
の
、
鮮
明
な
姿
勢
を
際
立
た
せ
て
い
る
。
そ
の
プ
ル
デ
ュ
l

が

自
ら
の
芸
術
社
会
学
を
『
芸
術
の
規
則
』
に
纏
め
、
規
則
か
ら
の
逸
脱
を
規

則
と
す
る
遊
戯
の
仕
組
み
を
分
析
す
る
の
は
、
遥
か
後
年
の
一
九
九
二
年
の

こ
と
と
な
る
。

* 

授
業
で
の
阿
部
良
雄
は
、
そ
の
細
身
だ
が
大
柄
で
、
意
外
な
ほ
ど
骨
太
な
全

身
に
、
張
り
詰
め
た
緊
張
感
を
濠
ら
せ
て
い
た
。
眠
り
狂
四
郎
と
縛
名
さ
れ

た
と
も
耳
に
し
た
が
、
そ
の
授
業
で
の
言
語
は
、
し
か
し
一
見
し
た
と
こ
ろ
、

お
よ
そ
快
万
乱
麻
を
断
つ
類
の
明
断
さ
と
は
正
反
対
に
見
え
た
。
峻
厳
な
る

方
法
論
は
、
学
生
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
自
ら
の
探
索
に

も
容
赦
な
く
適
用
さ
れ
、
風
通
し
の
よ
い
見
取
り
図
な
ど
、
自
ら
破
壊
し

て
し
ま
う
凶
暴
な
る
自
虐
性
を
発
揮
し
た
。
そ
の
結
果
、
口
に
す
る
言
葉
は
、

発
声
さ
れ
た
瞬
間
に
は
訂
正
の
対
象
と
な
っ
て
打
ち
消
さ
れ
、
死
屍
累
々
の

様
を
呈
す
る
。
も
と
よ
り
当
時
は
こ
れ
が
ボ
l

ド
レ

l

ル
の
サ
デ
ィ
ズ
ム
の

実
践
な
ど
と
は
、
思
い
も
至
ら
な
か
っ
た
。
詩
作
の
際
の
語
葉
の
模
索
に
も

似
て
、
あ
の
l

ソ
ノ
!
と
い
う
触
手
が
行
く
手
を
塞
ぐ
行
文
の
合
間
に
、
難

解
な
単
語
が
複
雑
な
構
文
に
絡
ま
っ
て
出
現
す
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
が
、
尋

常
一
様
な
ら
ざ
る
学
識
の
積
み
重
ね
と
、
徹
底
し
た
思
索
の
到
達
点
で
あ
る

こ
と
は
分
か
る
の
だ
が
、
容
易
に
ノ
1

ト
を
取
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
一
度

な
ど
、
色
彩
論
に
関
す
る
古
今
東
西
の
学
説
を
総
動
員
し
て
、
ボ
ー
ド
レ
ー

ル
の
ド
ラ
ク
ロ
ワ
論
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
仔
細
な
分
析
が
、
授
業
中
に
突

然
始
ま
っ
た
。
数
分
で
出
口
が
見
え
る
も
の
と
思
っ
て
気
楽
に
ノ

l

ト
を
と

り
始
め
た
も
の
の
、
先
生
の
難
航
苦
行
は
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
終
わ
り
が
見

え
ず
、
受
講
生
一
堂
、
呆
然
と
し
て
手
を
止
め
、
文
字
通
り
の
「
馬
耳
東
風
」

を
体
験
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
思
う
に
こ
の
ス
タ
イ
ル
は
、
ボ
ー
ド
レ

l

ル

学
者
と
し
て
阿
部
が
師
事
し
た
、
コ
レ
1

ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
教
授
、
ジ

ヨ
ル
ジ
ュ
・
プ
ラ
ン
を
、
反
面
教
師
と
し
な
が
ら
も
多
分
に
意
識
し
た
も
の

で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の
こ
と
に
漸
く
合
点
が
行
っ
た
の
も
、
阿
部
良
雄
本

人
か
ら
の
要
請
を
受
け
て
、
パ
リ
で
プ
ラ
ン
の
名
(
?
)
講
義
に
出
席
し
て

後
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
阿
部
良
雄
の
言
語
は
、
立
て
板
に
水
の
見
事
な
話
術
で
、
フ
ラ
ン

て
き
め
ん

ス
人
イ
ン
テ
リ
の
聴
衆
を
顛
面
に
湧
か
せ
る
渡
濯
守
章
の
演
劇
的
な
丁
々
発

止
と
も
、
ま
た
正
確
無
比
で
完
壁
、
そ
の
ま
ま
文
章
に
な
り
そ
う
な
の
だ
が
、

何
を
言
っ
て
い
る
や
ら
皆
目
見
当
も
つ
か
な
い
蓮
賃
重
彦
の
重
厚
な
る
文
語

体
と
も
異
質
な
、
類
例
を
見
ぬ
詩
的
言
語
体
験
の
極
北
、
と
い
っ
て
も
よ
か

アヲ
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っ
た
。
阿
部
自
ら
、
渡
迭
の
「
垂
れ
流
し
」
を
阿
部
自
身
の
「
糞
詰
ま
り
」

と
対
比
さ
せ
、
渡
遣
の
面
前
で
榔
撤
し
て
み
せ
た
の
を
、
今
も
鮮
明
に
覚
え

て
い
る
が
、
そ
う
し
た
辛
諌
な
皮
肉
や
巧
ま
ざ
る
ユ
ー
モ
ア
が
、
一
見
生
真

面
目
な
行
間
や
会
話
の
端
々
に
、
「
阿
部
良
雄
用
語
」
と
し
て
、
ふ
と
悪
戯

っ
ぽ
く
差
し
挟
ま
れ
る
。

* 

い
さ
さ

柳
か
私
事
に
渉
る
。
後
年
、
一
九
八
八
年
の
こ
と
だ
が
、
フ
ラ
ン
ス
留
学
か

ら
戻
っ
て
、
短
期
間
、
駒
場
の
助
手
を
拝
命
し
た
時
期
が
あ
る
。
『
ボ
l

ド

レ
l

ル
全
集
』
個
人
訳
の
大
業
を
終
え
た
阿
部
良
雄
は
、
紺
色
縦
縞
の
英
国

風
ス
l

ツ
に
立
派
な
ネ
ク
タ
イ
姿
と
、
自
分
で
は
忌
み
嫌
っ
て
い
た
筈
の
「
プ

ル
ジ
ョ
ワ
的
」
身
じ
ま
い
に
徹
し
て
、
謹
厳
こ
の
う
え
な
い
什
ま
い
を
見
せ

て
い
た
。
授
業
に
は
関
連
図
書
を
紫
色
の
風
呂
敷
に
包
ん
で
く
る
。
洋
装
と

和
製
簡
易
鞄
の
珍
妙
な
取
り
合
わ
せ
を
楽
し
ん
で
い
る
風
情
も
あ
っ
た
。
こ

の
年
の
授
業
で
阿
部
は
、
T
・
J
・
ク
ラ

1

ク
の
近
著
『
現
代
生
活
の
画
家
』

(
一
九
八
五
)
を
姐
上
に
載
せ
て
料
理
し
て
や
ろ
う
と
身
構
え
て
い
た
。
最

初
の
授
業
が
始
ま
る
や
、
阿
部
は
ク
ラ
l

ク
の
著
書
目
冒
頭
の
序
文
に
対
し
て
、

犀
利
な
分
析
の
鉄
を
加
え
て
、
序
文
の
目
論
み
を
見
事
に
武
装
解
除
し
て
し

ま
っ
た
。
も
は
や
真
面
目
と
も
冗
談
と
も
つ
か
ぬ
阿
部
の
舌
鋒
は
冴
え
渡
り
、

こ
だ
わ

マ
ル
ク
ス
主
義
者
ク
ラ
1

ク
の
拘
り
を
見
事
に
摘
出
し
て
は
、
チ
ク
リ
と
警

句
を
効
か
す
。
そ
の
透
徹
し
た
弁
舌
に
は
、
授
業
に
出
席
し
て
い
て
、
抱
腹

絶
倒
に
耐
え
か
ね
た
経
験
が
あ
る
。
こ
の
論
評
を
テ
1

プ
録
音
か
ら
起
こ
し

て
提
供
す
れ
ば
、
最
良
のT
・
J
・

C

入
門
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。
か
つ
て
の
「
五

月
革
命
」
期
の
同
志
、
ク
ラ
l

ク
本
人
に
伝
え
て
や
っ
た
ら
、
さ
ぞ
や
愉
快

だ
っ
た
ろ
う
に
と
、
今
に
至
る
ま
で
悔
や
ま
れ
て
な
ら
な
い
。

と
は
い
え
、
ど
う
や
ら
そ
の
場
で
教
師
の
辛
練
極
ま
り
な
い
冗
談
を
理
解

で
き
た
の
は
、
授
業
に
無
断
閲
入
し
た
迷
惑
助
手
一
人
だ
け
だ
っ
た
ら
し

い
。
受
講
者
は
、
専
門
課
程
に
進
学
し
た
ば
か
り
で
、
美
術
史
研
究
の
最
前

線
な
ど
に
は
ま
だ
皆
目
通
じ
て
も
い
な
い
学
部
学
生
諸
君
で
あ
る
。
三
十

年
以
上
に
わ
た
る
研
鎖
に
支
え
ら
れ
た
阿
部
良
雄
の
「
根
拠
あ
る
深
読
み
」

を
い
き
な
り
聞
か
さ
れ
て
も
、
ま
る
で
狐
に
摘
ま
れ
た
よ
う
な
有
様
だ
っ
た

に
違
い
な
い
。
否
、
そ
れ
以
前
に
、
教
科
書
に
指
定
さ
れ
た
ク
ラ
l

ク
の
英

語
が
、
受
験
英
語
し
か
知
ら
な
い
当
今
の
学
生
に
は
、
と
て
も
歯
の
立
つ
よ

う
な
代
物
で
は
な
か
っ
た
。
英
語
な
ら
読
め
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
の
に
、

受
講
す
る
東
大
生
の
英
語
力
の
未
熟
さ
に
唖
然
と
し
て
「
い
い
で
す
か
」
を

繰
り
返
す
阿
部
良
雄
。
そ
の
姿
に
、

十
数
年
ま
え
の
自
ら
の
学
生
時
代
が
重

ね
写
し
に
な
っ
た
。
研
練
の
も
た
ら
す
見
識
が
人
を
孤
独
に
す
る
。
そ
の
究

極
の
事
例
に
接
し
て
、
思
わ
ず
嘆
息
が
漏
れ
た
記
憶
が
あ
る
。
加
え
て
、
極

端
な
ま
で
に
謙
虚
な
お
師
匠
様
か
ら
は
、
次
回
以
降
キ
ミ
は
授
業
へ
の
出
席

は
遠
慮
し
て
く
れ
給
え
、
と
や
ん
わ
り
禁
令
を
申
し
渡
さ
れ
る
羽
目
と
な
っ

た
。

* 

こ
と
学
問
に
関
し
て
は
、
蛾
烈
な
ま
で
に
容
赦
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
か
っ

た
こ
の
謹
厳
居
士
が
、
家
庭
に
戻
り
、
少
量
の
ア
ル
コ
ー
ル
を
聞
こ
し
召
す

と
、
ま
こ
と
に
寛
容
に
し
て
「
愛
婿
」
の
あ
る
人
物
へ
と
変
身
を
遂
げ
た
こ

と
は
、
知
る
人
ぞ
知
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
自
分
の
学
問
上
の
恩
師
に
対
し
て
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「
愛
婿
」
な
ど
と
は
、
い
か
に
も
適
わ
な
い
表
現
か
も
し
れ
な
い
が
、
今
こ

れ
よ
り
相
応
し
い
語
葉
に
思
い
当
た
ら
な
い
。
家
庭
人
と
し
て
の
阿
部
良
雄

の
風
貌
。
そ
の
温
容
に
触
れ
る
機
会
の
得
ら
れ
た
こ
と
を
、
我
が
人
生
の
幸

か
り
そ
め

福
と
し
て
心
に
刻
み
つ
つ
、
こ
の
場
の
責
め
を
仮
初
に
塞
ぐ
こ
と
と
し
た
い
。

(
ワ
シ
ン
ト
ン
D
C

に
て
。
二
O
O
七
年
五
月
末
日
)
@

[
追
記
]

文
中
、
敬
称
は
す
べ
て
省
略
さ
せ
て
戴
い
た
。
多
々
失
礼
に
わ
た
る
段
、
お

詫
び
申
し
上
げ
る
。
ま
た
現
在
外
国
滞
在
の
た
め
、
原
資
料
を
参
照
で
き
な

か
っ
た
。
出
典
な
ど
は
、
機
会
を
見
て
補
い
た
い
。
仏
文
に
よ
る
多
く
の
画

期
的
な
論
考
を
含
め
、
単
行
本
未
収
録
の
阿
部
良
雄
の
幾
多
の
文
章
群
が
早

晩
に
著
作
集
に
纏
め
ら
れ
る
こ
と
を
切
に
祈
る
。
拙
文
が
そ
の
た
め
の
誘
い

水
と
な
る
な
ら
ば
、
本
望
で
あ
る
。
編
集
部
か
ら
の
要
請
と
は
裏
腹
に
、
や

や
私
的
、
低
佃
か
つ
周
辺
的
な
事
情
に
終
始
し
た
。
併
せ
て
ご
寛
恕
を
願
う
。
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