
私
事
で
恐
縮
だ
が
、
著
者
の
指
導
教
員
で
あ
っ
た
伊
藤

セ
ツ
先
生
の
研
究
室
は
、
私
の
研
究
室
の
ひ
と
つ
下
の
階

に
あ
っ
た
。
夜
遅
く
帰
る
と
き
、
ふ
と
眺
め
る
と
先
生
の

研
究
室
に
よ
く
明
か
り
が
と
も
っ
て
い
た
。
私
用
で
お
伺

い
す
る
と
、
き
ま
っ
て
院
生
が
い
た
。
そ
れ
が
著
者
で
あ

る
。
そ
の
と
き
に
取
り
組
ん
で
い
た
の
は
、
博
士
論
文
で

あ
っ
た
。
そ
の
内
容
を
部
分
的
に
加
筆
、
修
正
し
た
の
が

本
書
で
あ
る
。

本
書
の
内
容
を
著
者
は
下
の
よ
う
な
図
で
表
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
少
し
違
っ
た
視
点
か
ら
本
書
を
紹
介
し
た

い
。
そ
れ
は
、
研
究
と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
、
そ
し

て
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
進
め
て
い
け
ば
よ
い
の
か
に
つ
い

て
で
あ
る
。
本
書
を
読
み
な
が
ら
筆
者
の
真
摯
な
態
度
に

触
れ
、
改
め
て
研
究
者
の
原
点
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
か
ら

で
あ
る
。

ま
ず
、
研
究
の
動
機
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
研
究
で
あ

れ
、
自
分
の
興
味
関
心
が
大
切
で
あ
る
。
そ
し
て
、
研
究

者
自
身
が
ど
れ
だ
け
そ
の
研
究
の
必
要
性
（
切
実
性
）
を

感
じ
て
い
る
か
、
に
よ
っ
て
研
究
の
深
ま
り
が
左
右
さ
れ

る
。本
書
の
場
合
、
研
究
の
動
機
は
明
確
で
あ
る
。
著
者
自

身
が
聴
覚
障
害
者
で
あ
る
こ
と
。
ま
さ
に
自
分
自
身
が
研

究
対
象
な
の
で
あ
る
。
「
当
事
者
視
点
か
ら
の
研
究
を
進

め
る
こ
と
で
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
思
想
を
社
会
に

根
づ
か
せ
た
い
」
と
い
う
著
者
の
思
い
が
、
高
等
教
育
に

そ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
を
求
め
た
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
そ
し
て

目
指
す
の
は
、
女
性
聴
覚
障
害
者
の
自
立
支
援
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
著
者
自
身
が
自
立
し
て
生
き

て
い
く
こ
と
と
重
な
る
。
研
究
の
追
究
の
姿
勢
に
お
い
て
、

研
究
者
と
し
て
の
あ
り
方
を
堅
持
し
、
そ
の
方
向
性
に
お

い
て
自
ら
の
興
味
関
心
と
信
念
を
貫
く
、
そ
の
こ
と
が
見

事
に
一
致
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
最
後
ま
で
読
者
を

ひ
き
つ
け
る
。

さ
て
、
フ
ィ
ー
ル
ド
を
決
め
た
後
ど
う
す
る
か
。
関
連

分
野
の
研
究
の
レ
ヴ
ュ
ー
で
あ
る
。
著
者
の
文
献
探
索
は

徹
底
し
て
い
る
。
そ
の
中
か
ら
、
関
連
の
深
い
著
書
や
論

文
を
丁
寧
に
読
む
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
本
研
究
の
独
自

性
と
方
向
性
を
明
確
に
し
て
い
く
。
し
た
が
っ
て
、
本
研
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究
は
、
国
際
的
に
も
高
い
評
価
の
得
ら
れ
る
も
の
に
な
っ

て
い
る
。

そ
の
後
「
本
書
で
使
用
す
る
概
念
と
用
語
の
定
義
」
を

行
う
。
そ
の
定
義
の
仕
方
は
、
本
書
全
体
の
内
容
に
関
係

す
る
。
例
え
ば
、「
障
害
自
体
が
発
展
す
る
概
念
で
あ
る
」

「
障
害
者
は
環
境
と
の
障
壁
と
の
相
互
作
用
で
発
生
す
る

概
念
で
あ
る
」
「
障
害
学
生
と
は
、
人
と
人
、
人
と
環
境

の
相
互
作
用
に
何
ら
か
の
障
壁
を
も
つ
学
生
」
と
定
義
す

る
。
さ
ら
に
、
「
自
立
」
は
「
障
害
者
が
他
の
手
助
け
に

よ
り
多
く
必
要
と
す
る
事
実
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
障
害
者

が
よ
り
依
存
的
で
あ
る
こ
と
に
は
必
ず
し
も
な
ら
な
い
」

と
い
う
米
国
の
自
立
生
活
運
動
が
提
唱
す
る
概
念
を
採
用

す
る
。
そ
し
て
、
「
自
立
支
援
」
と
は
、
「
『
私
た
ち
』
と

い
う
相
互
依
存
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
『
自

立
』
の
状
態
」
で
あ
る
と
定
義
す
る
。
さ
ら
に
、
「
自
立

生
活
」
と
は
「
『
生
活
自
立
』
と
同
義
で
あ
り
」
、
「
生
活

自
立
は
、
何
ら
か
の
状
況
に
よ
っ
て
自
分
の
力
で
は
生
活

を
営
む
こ
と
の
困
難
な
人
が
、
社
会
的
援
助
を
得
て
生
活

が
出
来
る
よ
う
に
な
り
、
自
己
決
定
、
自
己
選
択
、
自
己

実
現
が
満
た
さ
れ
る
状
態
に
お
か
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は

そ
の
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
」
と
い
う
伊
藤
セ
ツ
先
生
の

定
義
を
使
用
す
る
。

著
者
が
求
め
る
「
聴
覚
障
害
者
の
自
立
支
援
」
は
、
単

に
外
的
条
件
を
そ
ろ
え
る
だ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ

の
こ
と
を
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
聴
覚
障
害
者
の
内
的
発

達
を
促
す
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
聴
覚
障
害
者
の

新
し
い
生
き
方
を
拓
い
て
い
く
こ
と
に
も
な
る
。
こ
の
視

点
か
ら
本
書
を
見
て
い
く
と
い
っ
そ
う
理
解
を
深
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
い
よ
い
よ
本
論
へ
と
向
か
う
。
ユ
ニ
バ
ー
サ

ル

�イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
デ
ザ
イ
ン
（
著
者
の
最
も
主
張
し
た

い
こ
と
で
あ
り
、
分
か
り
や
す
く
い
え
ば
「
あ
ら
ゆ
る
人
の
た

め
の
」
「
あ
ら
ゆ
る
人
を
巻
き
込
ん
だ
」
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
よ
う

に
と
ら
え
ら
れ
る
）
を
求
め
て
、
ア
メ
リ
カ
と
英
国
の
大

学
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
障
害
者
支
援
シ
ス
テ
ム
の
紹
介

と
検
討
、
分
析
を
行
う
。
文
献
だ
け
で
は
な
く
、
実
際
の

体
験
者
や
当
事
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
現
地
視
察
や
研

究
会
へ
の
参
加
等
を
も
と
に
展
開
さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
Ｉ

Ｃ
Ｔ
（
情
報
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
技
術
）
を
活
用
し
た
障

害
者
支
援
に
注
目
す
る
。

そ
し
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
聴
覚
障
害
学
生
支
援
の
検

討
に
入
る
。
大
学
と
し
て
の
取
り
組
み
の
分
析
は
も
と
よ

り
、
聴
覚
障
害
学
生
個
々
人
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
支
援

学
生
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
そ
し
て
聴
覚
障
害
学
生
を
含

む
演
習

�卒
論
指
導
の
参
与
を
通
し
て
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル

�

イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
デ
ザ
イ
ン
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
す

る
。本
研
究
の
テ
ー
マ
か
ら
考
え
る
と
、
こ
こ
ま
で
で
一
応

の
完
結
を
見
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
第
４
章
が
加
え
ら
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
高
等
教
育
を
終
え
た
先
に
あ
る
女

性
聴
覚
障
害
者
の
生
涯
に
わ
た
る
自
立
に
つ
い
て
取
り
上

げ
る
。
そ
の
際
、
依
拠
す
る
の
が
生
活
経
営
学
的
手
法
で

あ
る
。
生
活
自
立
を
柱
に
生
活
経
営
と
生
活
主
体
形
成
に

つ
い
て
分
析

�検
討

�考
察
す
る
。
そ
の
後
、
ま
と
め
に

な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
第
４
章
が
加
わ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
本
研
究
の
独
自
性
が
い
っ
そ
う
際
立
つ
形
に
な
っ

て
い
る
。
本
書
は
、
第
三
回
昭
和
女
子
大
学
女
性
文
化
研

究
奨
励
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。

全
体
を
概
観
し
て
、
著
者
が
求
め
て
い
る
の
は
、
ユ
ニ

バ
ー
サ
ル

�イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
デ
ザ
イ
ン
の
グ
ラ
ン
ド
デ

ザ
イ
ン
を
描
く
こ
と
よ
り
も
、
そ
の
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
を

示
し
、
各
ポ
イ
ン
ト
を
ど
う
実
現
し
て
い
く
か
に
興
味
が

あ
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
著
者
は
本
書
を
上
梓
し

て
後
、

Ｄ
Ｖ

Ｄ
（
「

昭
和
を

切
り
拓
い
た
ろ
う

女
性
か
ら
あ
な

た
へ
」
）
製
作
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
ろ
う

女
性
た
ち
の

体
験
や
真
摯
な
生
き
方
が
描
か
れ
て
お
り
、
思
わ
ず
目
頭

が
熱
く
な
る
。
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル

�イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
デ
ザ

イ
ン
の
実
現
し
た
社
会
と
は
、
こ
の
よ
う
な
ろ
う
女
性
た

ち
と
と
も
に
生
き
る
こ
と
な
の
か
と
実
感
を
も
っ
て
と
ら

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
著
者
の
ま
す
ま
す
の
活
躍
を
期
待

す
る
。

（
お
し
た
に
よ
し
お

初
等
教
育
学
科
）
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