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諏
訪
先
生
は
、
ご
自
身
の
研
究
で
使
う

数
式
や
論
文
を
〝
作
品
〞
と
呼
ぶ
。
作
曲

家
が
一
つ
ひ
と
つ
の
音
を
緻
密
に
組
み
合

わ
せ
て
、
壮
大
な
楽
曲
を
完
成
さ
せ
る
よ

う
に
、
諏
訪
先
生
は
数
字
と
記
号
を
組
み

合
わ
せ
て
、
日
々
作
品
づ
く
り
を
お
こ
な

っ
て
い
る
。
緻
密
に
構
成
さ
れ
た
数
式
に

美
し
さ
を
感
じ
る
の
は
、
数
学
者
な
ら
で

は
の
感
性
だ
ろ
う
。

「
私
の
専
門
は
代
数
幾
何
学
と
呼
ば
れ
る

分
野
で
す
。
大
雑
把
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、

代
数
は
数
式
を
扱
う
数
学
、
幾
何
は
図
形

を
扱
う
数
学
。
数
式
に
よ
っ
て
図
形
の
性

質
を
調
べ
る
の
が
、
代
数
幾
何
学
の
目
的

で
す
。
例
え
ば
半
径
１
の
円
をx

2

＋y
2

＝

1

と
い
う
数
式
で
表
現
し
、
そ
こ
か
ら
円

の
持
つ
性
質
を
調
べ
る
。
た
だ
、
円
に
は

一
様
な
曲
が
り
方
を
し
て
い
る
と
い
う
性

質
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
微
分

幾
何
学
と
呼
ば
れ
る
分
野
の
話
題
で
す
。

代
数
幾
何
学
で
は
、
円
だ
け
で
な
く
楕

円
や
双
曲
線
、
放
物
線
を
含
む
多
種
の
曲

線
に
対
し
て
、
こ
れ
を
総
称
し
て
二
次
曲

線
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
二
次
曲
線
は
直

線
と
２
点
で
交
わ
る
、
そ
ん
な
性
質
を
調

べ
る
こ
と
が
興
味
の
中
心
に
な
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
と
き
に
、
例
え
ば
連
立
方
程
式

x
2

＋y
2

＝1
,y

＝0

は
二
つ
の
解（x

,y

）＝（
あ

1,0

）を
持
つ
と
い
う
数
式
の
言
葉
に
翻
訳

し
て
、
二
次
曲
線
は
直
線
と
２
点
で
交
わ

る
と
い
う
現
象
を
理
解
す
る
わ
け
で
す
」

高
校
生
に
わ
か
り
や
す
く
、
研
究
内
容

を
解
説
し
て
く
だ
さ
い
と
お
願
い
す
る
と
、

諏
訪
先
生
は
し
ば
ら
く
考
え
込
ん
だ
後
で
、

こ
ん
な
ふ
う
に
話
し
出
し
た
。
即
席
の
代

数
幾
何
学
講
座
は
続
く
。

数
学
を
深
く
学
ぶ
こ
と
は

人
類
の
叡
智
が
ど
う
や
っ
て

成
り
立
っ
た
か
を
知
る
こ
と

「
代
数
幾
何
学
は
広
大
な
分
野
で
発
展
し

て
い
ま
す
が
、
私
が
研
究
し
て
き
た
の
は

整
数
論
と
関
わ
り
が
深
い
数
論
幾
何
と
呼

ば
れ
る
分
野
で
す
。
三
平
方
の
定
理
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
ま
す
よ
ね
。
発
見
し
た
と

伝
え
ら
れ
る
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
は
宗
派
の
教
祖

で
も
あ
り
、
そ
の
教
団
の
人
た
ち
は
世
の

中
は
す
べ
て
整
数
で
成
り
立
っ
て
い
る
と

考
え
ま
し
た
。2/3
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の
よ

う
に
分
子
も
分
母
も
整
数
で
あ
る
数
し
か

認
め
な
い
。
そ
の
よ
う
な
数
は
有
理
数
と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
皮
肉
な
こ
と
に
、
三
平
方
の

定
理
か
ら
二
等
辺
直
角
三
角
形
の
辺
の
長

さ
は
（1,1,

2

）
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
が
、

2

は
有
理
数
で
な
い
こ
と
が
証

明
さ
れ
ま
し
た
。

2

が
有
理
数
で
な
い
こ

諏
訪
先
生
の
研
究
室
に
入
る
と
、
一
瞬
、

自
分
の
耳
を
疑
っ
た
。
あ
い
さ
つ
を
交
わ

し
て
席
に
着
く
と
、
透
明
感
の
あ
る
リ
コ

ー
ダ
ー
の
音
が
聴
こ
え
て
き
た
か
ら
で
あ

る
。
近
く
の
小
学
校
で
音
楽
の
授
業
で
も

数
式
や
定
理
の
構
成
は
緻
密

そ
れ
は
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の

構
成
美
に
通
じ
る
と
考
え
る

や
っ
て
い
る
の
か
と
思
っ
た
ら
、
ど
う
も

違
う
。「
い
つ
も
ク
ラ
シ
ッ
ク
を
流
し
な

が
ら
、
数
式
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
ん
で

す
よ
」
と
先
生
は
笑
う
。
確
か
に
デ
ス
ク

の
上
に
も
、
本
棚
に
も
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
の

Ｃ
Ｄ
が
無
造
作
に
並
べ
ら
れ
て
い
た
。
ち

ょ
っ
と
意
外
な
感
じ
が
し
た
が
、
先
生
に

よ
れ
ば
、「
数
学
者
の
な
か
に
は
ク
ラ
シ

ッ
ク
音
楽
好
き
が
多
い
」
と
か
。

「
数
学
は
調
和
の
世
界
で
あ
り
、
公
式
や

定
理
の
証
明
に
は
美
し
さ
が
と
も
な
う
と

私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
数
字
、
記
号
が
一

つ
で
も
狂
え
ば
、
そ
の
証
明
は
破
綻
し
て

し
ま
う
。
例
え
ば
論
文
を
書
く
と
き
も
、

構
成
を
き
っ
ち
り
考
え
て
、
論
理
的
に
進

め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
ん
で
す
ね
。
で
き

上
が
っ
た
も
の
に
は
構
成
的
な
美
し
さ
が

あ
っ
て
、
そ
れ
は
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
構

成
美
に
近
い
と
感
じ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
好

み
は
あ
っ
て
、
私
の
数
学
に
近
い
の
は
バ

ッ
ハ
や
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
。
ロ
マ
ン
派
は
音

が
分
厚
い
よ
う
に
感
じ
て
し
ま
う
の
で
、

バ
ロ
ッ
ク
の
器
楽
が
ち
ょ
う
ど
い
い
。
今

流
れ
て
い
る
Ｃ
Ｄ
で
す
か
？
　
こ
れ
は
フ

ラ
ン
ス
・
ブ
リ
ュ
ッ
ヘ
ン
と
い
う
、
リ
コ

ー
ダ
ー
奏
者
の
も
の
で
す
。
こ
う
い
う
美

し
さ
を
数
学
で
表
現
し
た
い
」
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と
は
教
団
の
機
密
事
項
で
、
そ
れ
を
外
部

に
も
ら
し
た
信
者
は
暗
殺
さ
れ
た
と
い
う

伝
説
も
あ
り
ま
す
。
ど
こ
ま
で
が
本
当
か
、

私
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
」

数
学
を
学
ぶ
こ
と
は
、
そ
の
歴
史
を
紐

解
く
こ
と
で
も
あ
る
。
公
式
や
定
理
に
は

は
る
か
以
前
に
確
立
し
た
も
の
も
多
く
、

そ
れ
が
崩
れ
な
い
ま
ま
現
在
に
至
る
と
こ

ろ
も
、
諏
訪
先
生
に
と
っ
て
は
美
し
さ
の

一
つ
だ
。

「
有
理
数
し
か
認
め
な
い
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
教

団
の
見
る
円
は
、
普
通
の
見
方
と
は
違
っ

て
き
ま
す
。x

2

＋y
2

＝1

の
上
の
点
と
し

て
は
、（x

,y

）＝（3/5,4/5

）,（5/13,12/13

）,

（8/17,15/17

）の
よ
う
な
点
し
か
認
め
な

い
。
分
母
を
払
う
と
す
べ
て
の
辺
の
長
さ

が
整
数
で
あ
る
直
角
三
角
形
（3,4,5

）,

（5,12,13

）,（8,15,17

）が
得
ら
れ
ま
す
が
、

こ
の
よ
う
な
直
角
三
角
形
を
組
織
的
に
得

る
方
法
を
古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
や
エ
ジ
プ

ト
の
人
た
ち
は
知
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

今
は
数
学
の
表
現
方
法
が
発
達
し
て
い
ま

す
の
で
、
高
校
数
学
の
技
法
でx

2

＋y
2

＝

1

を
満
た
す
有
理
数
の
組
（x

,y

）
の
す
べ

て
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、x

2

＋y
2

＝3

は
半
径
が

3
の
円
で
す
が
、
中
学
数
学
の
観
点
で
見
れ

ば
半
径
が

3
の
円
は
半
径
１
の
円
と
相
似

と
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
ピ
タ
ゴ
ラ
ス

教
団
の
人
た
ち
か
ら
見
れ
ば
ま
っ
た
く
異

な
る
図
形
で
す
。x

2
＋y

2

＝3

を
満
た
す

有
理
数
の
組
（x

,y

）
が
存
在
し
な
い
こ

と
は
、
工
夫
す
れ
ば
高
校
数
学
の
範
囲
で

証
明
で
き
ま
す
。
粗
っ
ぽ
く
い
い
ま
す
と
、

数
論
幾
何
学
は
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
教
団
の
代
数

幾
何
学
で
す
」

普
段
意
識
は
さ
れ
な
い
が

数
学
の
理
論
や
考
え
方
は

社
会
の
多
く
の
分
野
を
支
え
る

他
の
分
野
と
違
っ
て
、
数
学
の
世
界
で

は
あ
ま
り
大
き
な
発
見
は
な
い
よ
う
に
思

う
か
も
し
れ
な
い
が
、
10
年
ほ
ど
前
に

「
フ
ェ
ル
マ
ー
の
定
理
」
が
証
明
さ
れ
た

ニ
ュ
ー
ス
は
世
界
的
に
報
じ
ら
れ
た
。

『n

が3

以
上
の
整
数
な
らx

n

＋y
n

＝1

を

満
た
す
有
理
数
の
組（x

,y

）は（

1,0

）,

（0,
1

）
に
は
存
在
し
な
い
』

こ
れ
が
フ
ェ
ル
マ
ー
の
定
理
。n

＝3

やn

＝4

く
ら
い
な
ら
、
高
校
生
で
も
数

学
が
得
意
な
ら
証
明
を
追
え
る
と
し
て
も
、

一
般
のn

と
な
る
と
、
フ
ェ
ル
マ
ー
が
そ

の
証
明
を
書
く
に
は
余
白
が
足
り
な
い
と

書
き
残
し
て
か
ら
３
５
０
年
以
上
、
難
攻

不
落
の
難
問
だ
っ
た
。
フ
ェ
ル
マ
ー
の
定

理
に
よ
っ
て
整
数
論
が
鍛
え
ら
れ
た
と
も

い
わ
れ
る
。

「
生
き
て
い
る
間
に
証
明
さ
れ
る
こ
と
は

な
い
と
思
っ
て
い
た
か
ら
、
私
も
驚
き
ま

し
た
ね
。
こ
う
し
た
問
題
は
数
学
者
の
道

楽
と
し
て
見
ら
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
情

報
社
会
の
到
来
と
と
も
に
、
情
報
の
安
全

性
を
保
障
す
る
暗
号
理
論
や
、
情
報
の
確

実
性
を
保
証
す
る
符
号
理
論
の
基
礎
を
支

え
る
理
論
と
し
て
、
数
論
幾
何
が
脚
光
を

浴
び
て
い
ま
す
。
ス
マ
ー
ト
カ
ー
ド
の
な

か
に
数
式
が
組
み
込
ま
れ
て
い
て
、
そ
れ

を
暗
号
が
動
か
し
て
い
る
。
普
通
の
数
と

は
違
い
ま
す
が
、
ス
マ
ー
ト
カ
ー
ド
の
な

か
で
は
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
教
団
の
代
数
幾
何
学

が
実
現
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
中
央
大
学

の
情
報
工
学
科
に
は
最
先
端
の
暗
号
を
研

究
し
て
い
る
チ
ー
ム
が
あ
っ
て
、
私
も
そ

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
し
て
い
ま
す
」

数
学
の
研
究
は
、
今
日
や
っ
た
こ
と
が

す
ぐ
に
実
社
会
で
役
立
つ
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
フ
ェ
ル
マ
ー
の
定
理
の
よ
う
に
、

３
０
０
年
以
上
考
え
続
け
ら
れ
た
結
果
、

現
代
社
会
の
重
要
の
分
野
に
反
映
さ
れ
る

こ
と
も
あ
る
。
先
人
、
現
在
の
数
学
者
、

そ
の
後
輩
た
ち
へ
と
受
け
継
が
れ
る
な
か

で
、
次
第
に
形
を
整
え
て
い
く
理
論
も
あ

る
の
だ
。
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「
と
は
い
っ
て
も
、
研
究
室
の
学
生
に
理

想
を
押
し
付
け
る
わ
け
に
も
い
き
ま
せ
ん
。

で
き
る
範
囲
で
、
希
望
に
応
え
て
研
究
指

導
を
お
こ
な
っ
て
い
る
つ
も
り
で
す
。
修

士
論
文
で
独
自
の
結
果
を
出
す
こ
と
は
、

数
学
に
限
ら
ず
高
度
に
科
学
技
術
が
進
歩

し
た
な
か
で
は
、
ど
の
分
野
で
も
非
常
に

難
し
い
の
で
す
が
、
数
学
の
理
論
を
何
か

理
解
す
る
、
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
理

論
を
応
用
し
て
何
か
計
算
す
る
ア
ル
ゴ
リ

ズ
ム
を
考
え
る
、
そ
れ
を
実
際
に
プ
ロ
グ

ラ
ム
に
書
く
。
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
多

く
の
学
生
に
指
導
し
て
い
ま
す
。

プ
ロ
グ
ラ
ム
が
自
分
の
考
え
て
い
た
よ

う
に
動
い
た
か
検
証
す
る
、
動
い
て
い
な

け
れ
ば
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
欠
陥
を
探
し
て
そ

こ
を
修
正
す
る
。
そ
れ
に
は
論
理
的
に
物

事
を
考
え
る
力
が
必
要
で
す
が
、
数
学
で

鍛
え
た
論
証
能
力
が
そ
こ
で
発
揮
さ
れ
る

は
ず
で
す
」

研
究
室
は
博
士
課
程
４
人
、
修
士
課
程

７
人
、
学
部
４
年
の
卒
業
研
究
が
７
人
。

企
業
か
ら
の
ニ
ー
ズ
も
高
く
、
Ｉ
Ｔ
系
の

企
業
で
Ｓ
Ｅ
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
人
が

多
い
と
い
う
。
世
界
的
な
大
企
業
か
ら
ベ

ン
チ
ャ
ー
企
業
ま
で
、
情
報
化
と
い
う
社

会
動
向
を
反
映
し
て
、
数
学
の
知
識
、
論

証
能
力
を
持
っ
た
エ
ン
ジ
ニ
ア
が
求
め
ら

れ
て
い
る
よ
う
だ
。

公
式
の
丸
暗
記
は
や
め
よ

自
分
で
考
え
、
証
明
し
て
み
れ
ば

美
し
さ
の
意
味
が
わ
か
る
は
ず

「
高
校
生
に
対
し
て
伝
え
た
い
メ
ッ
セ
ー

ジ
は
、『
公
式
や
定
理
の
丸
暗
記
に
頼
る

な
』
と
い
う
こ
と
で
す
。
高
校
で
は
多
く

の
数
式
や
定
理
を
習
い
ま
す
が
、
か
な
り

の
高
校
生
は
丸
暗
記
し
て
、
機
械
的
に
計

算
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
試
験
で
点
数

を
取
る
に
は
そ
れ
が
手
っ
取
り
早
い
こ
と

は
承
知
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
問
題
が

解
け
た
か
ら
と
い
っ
て
も
、
本
当
の
意
味

で
の
数
学
の
力
は
身
に
つ
き
ま
せ
ん
。
少

し
ひ
ね
っ
た
問
題
を
出
さ
れ
た
ら
暗
記
だ

け
で
は
通
用
し
な
い
し
、
大
学
に
入
っ
て

か
ら
の
研
究
は
、
あ
ら
か
じ
め
答
え
が
用

意
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
公
式
や
定

理
の
こ
と
わ
り
を
理
解
し
て
、
自
分
な
り

の
理
論
を
組
み
立
て
る
こ
と
が
中
心
で
す
。

三
角
函
数
の
公
式
を
暗
記
す
る
の
で
は

な
く
、
加
法
公
式
の
成
り
立
ち
を
理
解
す

る
、
加
法
公
式
か
ら
倍
角
公
式
、
三
倍
角

公
式
、
和
積
公
式
、
積
和
公
式
を
自
分
で

証
明
し
、
導
い
て
み
る
。
そ
う
す
れ
ば
三

角
函
数
の
理
解
が
深
ま
り
、
応
用
問
題
が

出
さ
れ
て
も
落
ち
着
い
て
考
え
ら
れ
ま
す
。

成
り
立
ち
を
理
解
す
れ
ば
、
例
え
ば
＋

と
－
を
間
違
え
る
と
い
っ
た
単
純
な
ミ
ス

も
防
げ
る
は
ず
で
す
。

ま
た
、
数
式
は
一
つ
の
言
葉
、
先
人
が

試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
て
得
た
合
理
的
で

洗
練
さ
れ
た
表
現
方
法
で
す
。
数
式
を
て

い
ね
い
に
書
く
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
と
思

い
ま
す
。
自
然
科
学
や
社
会
科
学
の
さ
ま

ざ
ま
な
分
野
で
数
学
は
用
い
ら
れ
て
い
ま

す
し
、
数
式
が
読
め
る
こ
と
は
一
つ
の
特

技
で
す
。
江
戸
時
代
の
人
た
ち
が
算
額
で

数
学
を
楽
し
ん
で
い
た
の
で
す
か
ら
、
現

代
に
生
き
る
皆
さ
ん
が
数
学
で
楽

し
め
な
い
わ
け
は
あ
り
ま
せ
ん
」

公
式
を
丸
暗
記
せ
ず
に
、
証
明

に
よ
っ
て
成
り
立
ち
を
理
解
す
る
。

そ
し
て
数
式
を
て
い
ね
い
に
書
く
。

そ
れ
は
き
っ
と
、
諏
訪
先
生
の
お

っ
し
ゃ
る
「
数
学
の
美
し
さ
」
を

理
解
す
る
た
め
の
第
一
歩
な
の
だ

ろ
う
。

１
時
間
を
超
え
る
取
材
の
な
か

で
、
先
生
は
ス
ウ
ィ
フ
ト
の
『
ガ

リ
ヴ
ァ
ー
旅
行
記
』
を
引
用
さ
れ

た
。
ガ
リ
ヴ
ァ
ー
が
３
回
目
の
航

海
で
訪
れ
た
、
空
に
浮
く
島
に
あ

る
ラ
ピ
ュ
ー
タ
国
で
は
、
音
楽
と

数
学
が
生
活
の
基
準
に
な
っ
て
い

る
。「
数
学
者
の
集
ま
り
が
ス
ウ

ィ
フ
ト
に
か
ら
か
わ
れ
て
い
る
よ

う
で
す
」
と
諏
訪
先
生
は
苦
笑
い

す
る
が
、
数
学
者
に
音
楽
愛
好
家
が
多
い

と
い
う
説
は
、
現
代
に
限
ら
ず
、
以
前
か

ら
の
定
説
の
よ
う
だ
。

数
学
科
の
研
究
室
は
、
建
物
の
最
上
階

で
あ
る
11
階
と
12
階
に
あ
る
。
諏
訪
先
生

が
語
る
数
学
の
理
論
と
、
そ
の
背
後
に
流

れ
る
リ
コ
ー
ダ
ー
の
や
さ
し
い
音
色
。
お

話
を
う
か
が
い
な
が
ら
「
こ
こ
は
空
に
浮

く
島
に
あ
る
ラ
ピ
ュ
ー
タ
国
で
は
な
い
の

か
」、
そ
ん
な
思
い
が
頭
を
よ
ぎ
っ
た
。
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