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鍛
冶
先
生
の
研
究
の
素
描

伊
　
藤

進

　
　
　
先
生
は
、
平
成
七
年
八
月
に
古
希
を
迎
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、
平
成
九
年
三
月
に
は
明
治
大
学
を
退
職
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
を

　
　
記
念
し
て
、
こ
こ
に
記
念
論
文
集
が
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
と
も
な
い
、
先
生
に
つ
き
何
か
を
語
っ
て
も
ら
い
た
い
と
の

　
　
依
頼
を
受
け
た
。
私
が
適
任
で
あ
る
か
ど
う
か
自
信
が
な
い
が
、
先
生
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
、
私
な
り
に
素
描
し
て
み
る
こ
と
に
よ
っ

　
　
て
、
私
な
り
に
語
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
先
生
の
研
究
の
基
本
的
視
点
は
、
ど
こ
に
あ
っ
た
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
先
生
以
外
の
者
が
的
確
に
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る

　
　
が
、
私
な
り
に
探
索
す
る
と
、
先
生
の
博
士
論
文
に
な
っ
た
「
非
法
人
社
団
」
論
の
冒
頭
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

　
　
る
。
「
法
律
関
係
に
お
け
る
権
利
が
、
社
会
生
活
関
係
に
お
い
て
実
現
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
の
は
、
法
律
が
承
認
を
あ
た
え
、
国
家
権

　
　
力
に
よ
っ
て
現
実
の
可
能
性
が
保
障
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
う
よ
り
は
、
社
会
規
範
な
い
し
は
人
々
の
規
範
意
識
に
よ
っ
て
さ
さ
え
ら
れ

　
　
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
「
そ
の
く
い
違
い
が
大
き
く
な
り
つ
つ
あ
る
場
合
に
は
、
法
律
に
よ
る
指
導
性
の
効
果
は
喪
失
し
た
こ
と
に
な
り
、

　
　
そ
れ
は
一
つ
の
国
家
権
力
の
危
機
と
な
る
。
そ
し
て
、
法
律
の
も
つ
指
導
性
に
み
き
り
を
つ
け
る
場
合
に
は
、
解
釈
と
い
う
形
で
法
律
の

　
　
内
容
を
変
更
し
た
り
、
法
律
を
改
正
し
た
り
し
て
そ
の
危
機
を
回
避
し
ょ
う
と
す
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
法
律
が
社
会

　
　
規
範
と
し
て
指
導
性
を
持
ち
う
る
の
は
人
々
の
意
識
に
根
ざ
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
法
律
と
人
々
の
意
識
が
離
反
し
た
と
き
は
法
解
釈

333　
　
や
立
法
に
よ
り
そ
の
危
機
を
回
避
す
べ
き
で
あ
る
と
の
認
識
の
も
と
に
、
先
生
は
法
学
者
と
し
て
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
こ
ら
れ
た
の
で
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は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
基
本
的
視
点
に
立
つ
限
り
に
お
い
て
は
、
諸
法
制
度
の
社
会
的
機
能
や
役
割
に
ま
ず
注
目
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
必
然
で

あ
る
。
先
生
の
論
稿
を
見
る
と
、
社
会
と
法
制
度
と
の
関
係
に
視
点
を
置
い
た
も
の
の
多
い
の
は
そ
の
た
め
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
さ

き
の
非
法
人
社
団
論
展
開
の
前
提
と
し
て
の
法
人
法
定
主
義
と
法
律
の
指
導
性
の
検
討
、
農
業
法
人
の
家
族
制
度
に
及
ぽ
す
影
響
、
婚
姻

費
用
分
担
請
求
権
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
生
活
保
持
論
、
親
子
関
係
不
存
在
確
認
訴
訟
と
戸
籍
制
度
の
社
会
的
機
能
な
ど
に
み
ら
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
思
考
は
、
相
続
法
の
改
正
、
寄
与
分
制
度
の
創
設
、
特
別
養
子
制
度
へ
の
私
見
、
婚
姻
及
び
離

婚
制
度
へ
の
意
見
な
ど
に
関
す
る
諸
論
稿
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
立
法
へ
の
提
言
と
な
っ
て
結
晶
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
先

生
が
広
く
文
化
や
社
会
を
み
る
目
、
人
生
を
み
る
目
、
人
を
み
る
目
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
か
ら
こ
そ
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
単
な
る
法
学
者
と
し
て
で
は
な
く
文
化
人
で
も
あ
っ
て
こ
そ
で
き
る
研
究
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
行
き
着
く
先
に
は
、
先
生

が
学
部
長
に
就
任
さ
れ
、
私
が
ニ
ケ
月
間
で
は
あ
っ
た
が
二
部
主
任
に
就
任
し
た
時
期
に
、
先
生
の
自
宅
で
一
瞥
し
た
コ
ピ
ー
さ
れ
製
本

さ
れ
て
い
た
が
幻
の
小
説
「
私
説
古
九
谷
」
と
な
り
、
建
築
物
に
つ
い
て
の
鑑
賞
や
評
論
、
ひ
い
て
は
明
治
大
学
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
一
二
世

紀
を
目
指
し
て
建
築
中
の
校
舎
設
計
へ
の
応
募
作
品
に
つ
な
が
る
幅
広
い
才
能
で
あ
る
。

　
先
生
は
、
家
族
法
学
者
と
し
て
高
名
で
あ
る
が
、
法
人
論
の
研
究
に
つ
い
て
も
一
家
言
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
な
か
で
、
こ
れ
ま

で
「
権
利
能
力
な
き
社
団
」
と
称
し
て
い
た
団
体
に
、
権
利
能
力
を
付
与
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
、
こ
れ
を
「
非
法
人
社
団
」
と
命

名
し
、
新
し
い
学
説
を
展
開
さ
れ
て
い
る
。
判
例
理
論
は
、
未
だ
に
そ
の
理
論
を
変
え
よ
う
と
は
し
な
い
が
、
学
説
に
は
大
き
な
影
響
を

与
え
、
多
数
説
な
い
し
通
説
化
す
る
に
至
り
、
多
く
の
民
法
学
者
の
支
持
を
得
て
お
ら
れ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
こ
で
も
、
先
の
基
本

的
認
識
が
展
開
さ
れ
、
こ
の
問
題
は
、
法
律
に
お
い
て
権
利
主
体
と
さ
れ
る
も
の
と
人
々
の
規
範
意
識
に
お
い
て
権
利
主
体
と
さ
れ
る
も

の
と
の
食
い
違
い
現
象
で
あ
り
、
法
律
の
指
導
性
の
限
界
の
問
題
で
あ
り
、
官
僚
主
義
的
考
え
に
基
づ
く
法
人
法
定
設
立
主
義
に
反
省
を



一一b冶先生り研究の素描335

せ
ま
る
も
の
で
あ
る
と
の
厳
し
い
批
判
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
「
非
法
人
社
団
」
に
つ
い
て
は
、
大
阪
市
大
で
の
私
法
学
界
で
、
明

大
グ
ル
ー
プ
が
先
生
の
主
導
の
も
と
で
の
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
を
行
っ
た
。
当
時
、
若
輩
の
私
も
、
先
生
の
指
導
を
う
け
て
、
そ
れ
に
加
わ

え
て
い
た
だ
い
た
。
こ
れ
が
、
私
に
と
っ
て
の
学
界
で
の
最
初
の
報
告
で
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
先
生
に
は
今
も
感
謝
の
念
に
堪
え
な
い

思
い
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
当
時
、
大
阪
市
大
で
学
界
開
催
の
世
話
を
し
て
お
ら
れ
た
の
が
椿
寿
夫
教
授
で
あ
っ
た
が
、
今
は
、
先
生
の

同
僚
で
あ
る
の
も
、
非
法
人
社
団
が
と
り
も
つ
、
何
か
の
縁
か
も
知
れ
な
い
思
い
が
す
る
。

　
先
生
の
家
族
法
の
研
究
は
多
岐
多
様
で
あ
り
、
こ
こ
で
語
り
尽
く
す
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
そ
の
論
稿
に
み
ら
れ
る
家
族
法

の
基
本
的
キ
ー
ワ
ド
に
対
す
る
先
生
の
見
解
を
い
く
つ
か
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
家
族
法
に
対
す
る
先
生
の
基
本
的
認
識
の
｝
端
を

み
る
に
と
ど
め
る
。
「
家
庭
」
に
つ
い
て
は
「
社
会
の
発
展
に
伴
っ
て
、
家
庭
が
消
費
団
体
と
し
て
の
性
格
を
強
め
、
同
時
に
家
庭
が
も
っ

て
い
た
機
能
を
社
会
化
さ
れ
て
い
る
に
つ
れ
て
、
家
庭
は
全
人
格
的
開
放
の
場
と
し
て
、
情
緒
的
な
反
応
を
満
足
さ
せ
る
べ
き
機
能
へ
と

鈍
化
し
て
い
く
」
と
指
摘
さ
れ
る
。
「
婚
姻
と
離
婚
」
に
つ
い
て
は
「
精
神
的
結
び
付
き
な
い
し
愛
情
の
充
足
と
い
う
こ
と
に
大
き
く
比
重

を
移
し
、
婚
姻
は
生
活
の
手
段
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
目
的
と
化
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
精
神
的
結
び
付
き
を
失
っ
た
と
き
、
婚

姻
関
係
は
続
け
る
べ
き
意
味
も
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
し
て
破
綻
主
義
へ
の
傾
向
を
支
持
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て

は
比
較
法
的
に
も
、
中
国
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
イ
ギ
リ
ス
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
主
と
し
て
は
イ
ギ
リ
ス
法
系
の
離

婚
制
度
に
つ
い
て
の
検
討
を
背
景
と
さ
れ
て
い
る
。
「
戸
籍
制
度
」
に
つ
い
て
は
「
社
会
が
複
雑
化
す
る
に
お
よ
ん
で
、
身
分
関
係
が
戸
籍

と
い
う
公
示
方
法
に
た
よ
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
戸
籍
に
記
載
が
あ
る
以
上
、
そ
れ
が
真
実
に
反
す
る
身
分
関
係
で
あ
っ
て
も
、
社

会
関
係
に
お
い
て
は
そ
れ
が
通
用
し
、
逆
に
真
実
の
身
分
関
係
と
い
え
ど
も
戸
籍
上
の
記
載
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
社
会
関
係
に
お
い
て
は

通
用
し
な
い
。
不
実
の
戸
籍
上
の
記
載
と
い
え
ど
も
表
見
的
身
分
関
係
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
お
よ
び
裁
判
に
よ
っ
て
身

分
関
係
の
存
在
を
確
認
す
る
場
合
に
は
常
に
戸
籍
と
い
う
公
示
制
度
へ
の
反
映
と
い
う
こ
と
と
結
び
つ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
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れ
が
近
代
社
会
の
要
請
で
あ
り
そ
れ
は
公
益
的
要
請
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
L
と
の
認
識
に
立
っ
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
家
族
関
係

の
紛
争
に
つ
い
て
は
、
「
本
質
的
対
立
関
係
を
内
部
に
含
ま
な
い
も
の
と
し
て
捉
え
、
そ
こ
で
は
私
的
保
護
制
度
の
整
備
が
必
要
で
あ
り
、

本
質
的
に
は
被
害
者
ど
う
し
で
あ
る
紛
争
当
事
者
間
の
間
で
ど
ち
ら
に
し
わ
よ
せ
て
し
て
弱
者
保
護
を
図
る
か
が
司
法
制
度
の
中
心
課
題

で
あ
り
、
国
家
は
後
見
人
と
し
て
の
座
に
つ
く
」
と
し
て
「
弱
者
保
護
の
見
地
」
に
立
つ
必
要
の
あ
る
こ
と
を
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
諸
見
解
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
現
実
の
社
会
状
況
を
自
由
奔
放
に
か
つ
的
確
に
捉
え
て
お
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
先
生

の
諸
論
稿
は
基
本
的
に
は
、
離
婚
や
財
産
分
与
や
婚
姻
費
用
分
担
や
破
綻
主
義
な
ど
の
諸
制
度
に
つ
い
て
の
社
会
的
機
能
や
役
割
、
位
置

づ
け
を
検
討
し
た
後
に
、
そ
れ
ら
の
制
度
の
法
的
性
質
論
を
展
開
し
、
こ
れ
ら
の
前
提
の
も
と
で
詳
細
な
解
釈
論
を
行
う
と
い
う
構
成
が

と
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
は
さ
き
に
述
べ
た
基
本
的
視
点
を
押
さ
え
て
の
検
討
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
法
解
釈
学
に

つ
な
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
明
大
民
法
学
の
伝
統
を
承
継
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
概
念
法
学
的
解
釈
に
と
ど

ま
っ
て
い
な
い
の
は
、
そ
の
基
本
的
視
点
に
立
脚
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
鍛
冶
家
族
法
の
一
つ
の
特
徴
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ

れ
ら
の
基
本
的
研
究
態
度
は
、
そ
の
親
族
法
講
義
、
相
続
法
講
義
の
体
系
書
に
お
い
て
、
そ
の
体
系
的
展
開
が
み
ら
れ
る
。

　
最
後
に
付
言
し
て
置
き
た
い
こ
と
は
、
明
大
に
お
け
る
私
法
研
究
の
系
譜
を
承
継
し
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の

大
先
輩
で
あ
る
松
岡
熊
三
郎
博
士
の
「
設
立
中
の
会
社
に
限
定
的
権
利
能
力
を
承
認
す
べ
き
で
あ
る
と
の
提
言
」
を
受
け
て
の
非
法
人
社

団
論
の
展
開
、
恩
師
で
あ
る
小
出
廉
二
博
士
の
「
父
母
の
婚
姻
同
意
権
の
撤
廃
論
」
を
受
け
て
の
新
た
な
展
開
、
野
田
孝
明
博
士
の
「
婚

姻
費
用
の
分
担
義
務
と
夫
婦
の
協
力
扶
養
義
務
と
の
本
質
的
同
一
性
の
提
唱
」
を
受
け
て
の
更
な
る
根
拠
づ
け
の
検
討
、
同
僚
で
あ
る
山

本
進
一
博
士
の
「
無
効
行
為
の
転
換
論
」
を
受
け
て
の
無
効
な
身
分
行
為
の
転
換
の
検
討
な
ど
に
み
ら
れ
る
。
明
大
民
法
に
、
一
つ
の
学

風
が
あ
る
と
い
え
る
か
ど
う
か
は
自
信
は
な
い
が
、
先
生
が
そ
の
伝
統
を
受
け
継
い
だ
研
究
を
し
て
こ
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
私
な

ど
後
輩
は
、
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。



　
以
上
の
よ
う
に
、
先
生
の
研
究
を
素
描
し
て
み
る
と
、
先
生
の
法
律
学
に
対
す
る
基
本
的
思
考
は
権
力
や
権
威
に
媚
び
る
こ
と
な
く
、
市

民
の
意
識
に
根
ざ
し
た
「
生
き
る
法
」
を
探
求
し
、
こ
れ
を
基
準
と
し
て
、
法
解
釈
学
を
展
開
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で

・
き
よ
う
。
先
生
は
、
明
大
の
民
法
の
伝
統
を
継
が
れ
た
解
釈
法
学
者
で
は
あ
っ
た
が
、
概
念
法
学
的
な
法
解
釈
学
で
は
な
く
、
法
社
会
学

的
思
考
を
も
採
り
入
れ
た
解
釈
法
学
者
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
先
生
の
研
究
の
一
端
を
語
っ
た
こ
と
に
な
っ
た
か
ど
う
か
自
信
が
な
い
が
、
先
生
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
対
す
る
｝
人
の
見
方
と
し
て

誤
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
す
れ
ば
許
し
て
頂
き
た
い
。

、
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