
　
１
９
５
０
年
山
形
生
ま
れ
。

東
京
都
立
大
院
卒
。
元
千
葉
大

大
学
院
工
学
研
究
科
准
教
授

（
金
属
疲
労
専
攻
）。
金
属
疲
労

の
研
究
の
ほ
か
、
他
分
野
の

テ
ー
マ
の
研
究
開
発
に
努
め
る

と
と
も
に
日
本
各
地
の
地
域
お

こ
し
活
動
に
従
事
す
る
。
ロ
ー

カ
ル
鉄
道
と
地
元
の
酒
蔵
の
コ

ラ
ボ
で
地
域
再
生
を
図
る
地
酒

「
鐵
の
道
」の
製
造・販
売
を
企

画
、す
で
に
10
件
を
超
え
る
銘

柄
を
送
り
出
し
て
い
る
。一
般

社
団
法
人「
洸
楓
座
」代
表
。「
全

国
ふ
る
さ
と
大
使
連
絡
会
議
」

理
事

『
男
は
つ
ら
い
よ
』が

　
　
　
　

描
く「
世
間
」

　
現
代
人
が
持
つ
べ
き
重
要
な
認
識
は

「
地
球
の
持
続
可
能
性
」
で
あ
る
。
そ

れ
は
、い
ず
れ
「
宇
宙
の
持
続
可
能
性
」

と
呼
ば
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。「
宇
宙
」

に
目
を
向
け
る
の
は
、「
地
球
」
を
捨

て
て
新
天
地
と
し
て
の
棲
み
処
を
「
宇

宙
」
に
求
め
よ
う
と
す
る
短
絡
志
向
が

隠
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
…
…
。
が
、

地
球
を
捨
て
て
は
な
ら
な
い
、
ま
た
粗

末
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
同
じ
く
、
私

た
ち
の
暮
ら
し
の
場
で
あ
る
「
世
間
」

を
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
世
間
は
、

社
会
と
類
似
の
概
念
で
あ
る
が
、
両
者

に
は
違
い
が
あ
り
、
そ
れ
を
問
い
議
論

す
る
学
会
に
「
日
本
世
間
学
会
」
が
あ

る
。
筆
者
も
会
員
で
あ
り
、「
社
会
受

容
性
に
お
け
る
世
間
の
関
わ
り
」
と
題

し
て
、
風
力
発
電
の
社
会
受
容
性
に
つ

い
て
論
考
し
た
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
問
題

は
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
に
密
接
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
同
時
に
、
地
球
を
守
る

「
空
間
」ば
か
り
で
な
く「
時
間
」や「
人

間
」
も
守
る
た
め
で
も
あ
る
。

で
あ
る
。
東
京
の
下
町
の
路
地
に
生
き

る
猫
た
ち
を
、
写
真
家
・
岩
合
光
昭
は

写
真
に
収
め
た
。猫
に
も
世
間
が
あ
る
。

こ
う
し
て
世
間
は
人
間
の
も
の
ば
か
り

で
は
な
い
。
人
間
の
世
間
に
焦
点
を
当

て
る
と
、渥
美
清
が
扮
し
た
「
寅
さ
ん
」

（
映
画
『
男
は
つ
ら
い
よ
』）
は
、
そ
の

象
徴
と
し
て
相
応
し
い
の
で
は
な
い
か

と
思
う
。

ほ
か
の
地
に
も
広
げ
た
。
そ
の
現
場
こ

そ
が
世
間
で
あ
る
が
、
義
理
や
人
情
こ

そ
が
、
人
間
と
し
て
の
普
遍
性
で
あ
る

か
を
問
う
か
の
よ
う
に
。
寅
次
郎
は
、

義
理
と
人
情
を
物
語
っ
て
き
た
。い
ま
、

柴
又
の
駅
頭
に
は
、
寅
次
郎
と
さ
く
ら

の
銅
像
が
立
っ
て
い
る
。
寅
さ
ん
の
映

画
は
、
自
身
の
生
き
方
と
し
て
、
東
西

南
北
に
自
由
を
信
じ
旅
し
、「
時
間
と

空
間
」
そ
し
て
「
人
間
と
世
間
」
の
、

つ
ま
り
《
狭
間
》
を
生
き
抜
く
象
徴
と

し
て
み
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　
一
方
で《
社
会
シ
ス
テ
ム
》と
し
て
、

《
社
会
》
の
過
誤
に
よ
り
、
自
由
と
は

反
対
の
、
制
約
と
固
定
と
い
う
環
境
を

居
場
所
と
し
て
暮
ら
す
こ
と
を
強
い
ら

れ
た
人
物
も
い
る
。
次
回
は
、
刑
務
所

で
の
暮
ら
し
を
30
年
も
強
制
さ
れ
た
男

と
、そ
の「
気
力
」に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

そ
れ
は
も
う
一
つ
の
「
間
」（「
狭
間
」）

の
存
在
の
認
識
と
理
解
と
な
る
か
も
し

れ
な
い
。(to be continued)

寅
さ
ん
た
ち
が
生
き
生

き
と
す
る「
下
町
空
間
」

　
寅
さ
ん
の
映
画
で
は
毎
回
、
マ
ド
ン

ナ
が
登
場
す
る
。
そ
れ
は
、
神
に
も
相

応
し
い
ソ
ン
ザ
イ
で
あ
り
、
寅
次
郎
は

下
僕
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
に

は
、
寅
次
郎
も
人
情
を
棄
て
て
し
ま
う

局
面
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
身
の
不
完

全
性
や
不
十
分
さ
を
知
る
こ
と
に
な

る
。
寅
次
郎
の
そ
う
し
た
局
面
は
、『
男

は
つ
ら
い
よ
』
の
題
名
の
と
お
り
で
あ

り
、
や
が
て
帝
釈
天
で
の
産
湯
が
懐
か

し
く
な
り
、
そ
の
地
、
下
町
に
帰
る
こ

と
に
な
る
。
下
町
に
は
、
太
陽
に
も
相

応
し
い
異
母
妹
の
さ
く
ら
が
い
る
。
そ

の
夫
の
博
や
そ
の
子
で
甥
の
満
男
が
い
苦
労
す
る
タ
コ
社
長
や
受
験
勉
強
に
悩

む
満
男
の
姿
は
、《
社
会
》
に
よ
る
関

彼
は
、
特
徴

で
あ
る
「
人

情
」
を
、
帝

釈
天
以
外
の

る
。
こ
の
下
町
は
、こ
う
し
た
人
び
と
、

つ
ま
り
気
心
が
知
れ
た
「
人
間
」
が
お

り
、
寅
次
郎
が
元
気
を
取
り
戻
す
こ
と

が
出
来
る
「
空
間
」
で
あ
り
、「
世
間
」

で
あ
る
。

　
寅
次
郎
は
各
地
に
旅
し
、
そ
の
地
の

「
人
間
」
と
、
そ
の
「
世
間
」
の
間
で
、

時
代
の
変
化
や
人
間
の
奥
深
い
生
き
方

を
、
実
体
験
す
る
。「
寅
さ
ん
」
の
映

画
で
は
、
寅
次
郎
自
身
も
、
弱
い
人
間

の
と
き
と
強
い
人
間
の
と
き
の
二
面
を

見
せ
、
多
様
な
人
間
の
表
情
や
生
き
方

を
、
物
語
と
し
て
見
せ
て
く
れ
る
。
そ

れ
は
《
社
会
》
の
影
響
や
関
わ
り
に
も

よ
る
。
例
え
ば
、
印
刷
屋
の
支
払
い
に

　
寅
さ
ん
（
寅
次
郎
）
の
場
合
、
彼
が

人
情
を
持
ち
得
た
の
は
下
町
、
す
な
わ

ち
帝
釈
天
の
お
膝
元
の
柴
又
で
あ
っ

た
。
共
に
生
き
て
暮
ら
す
、
さ
く
ら
、

お
ば
ち
ゃ
ん
、
お
い
ち
ゃ
ん
、
タ
コ
、

御
前
様
…
…
な
ど
、
周
り
の
人
び
と
と

の
関
わ
り
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
「
間
」

（
こ
れ
は
狭
間
と
も
と
ら
え
ら
れ
る
）

に
よ
っ
て
獲
得
し
た
思
い
出
と
生
き
様

が
、
寅
次
郎
の
人
格
を
形
成
さ
せ
た
。

人
間
を
取
り
巻
く〈
四
つ
の「
間
」〉に
つ
い
て

啖
呵
を
切
る
誇
り
を
も
っ
た
人
物
で
あ

り
、
義
理
と
人
情
に
裏
打
ち
さ
れ
た
道

義
を
持
つ
。
そ
れ
は
、
下
町
で
獲
得
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。

―
―
そ
の
２
「
フ
ー
テ
ン
の
寅
さ
ん
」
の
場
合

わ
り
で
あ
る
が
、
映
画
に
登
場

す
る
シ
ー
ン
は
、も
っ
ぱ
ら「
世

間
」
と
し
て
の
身
近
な
暮
ら
し

が
描
か
れ
て
い
る
。
寅
さ
ん
の

映
画
『
男
は
つ
ら
い
よ
』
は
、

50
作
も
が
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
人

情
や
人
生
を
描
い
た
の
で
あ
っ

た
。
１
９
６
７
年
か
ら
２
０
１

９
年
ま
で
50
年
以
上
も
日
本
の

　
確
か
に
、「
世
間
」
は
、
私

た
ち
の
暮
ら
し
の
場
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
「
私
た
ち
」
は
人
間

柴又駅前の寅さんの銅像


