
　
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

　
長
野
県
軽
井
沢
町
の
最
西
端
で
隣
の

御
代
田
町
と
の
境
に
位
置
し
て
い
る
の

が
、
旧
中
山
道
の
宿
場
町「
追
分
」で
あ

る
。そ
の
名
は
、か
つ
て
の
中
山
道
と
北

国
街
道
と
の
合
流
と
分
岐
の
地
で
あ
り

「
追
分
」と
さ
れ
た
。中
山
道
は
、江
戸
の

日
本
橋
を
起
点
に
、板
橋
、高
崎
を
経

て
、横
川
関
所
を
通
り
、軽
井
沢
、沓
掛
、

た
。
た
だ
し
素
泊
ま
り
の
宿
で
、
食
事

の
サ
ー
ビ
ス
は
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
営

業
は
Ｇ
Ｗ
か
ら
の
半
年
だ
け
で
あ
る
。

　
屋
内
の
１
階
で
の
回
廊
で
行
わ
れ
る

企
画
イ
ベ
ン
ト
（
コ
ン
サ
ー
ト
、演
劇
、

映
画
な
ど
）
や
ア
ー
ト
作
品
展
示
の
ほ

か
、
屋
外
の
グ
リ
ー
ン
で
も
古
本
市
や

と
な
っ
た
。
な
る
ほ
ど
上
品
さ
が
加

わ
っ
た
感
じ
が
す
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う

ど
10
年
前
か
ら
の
「
油
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」
で
、
歴
史
的
資
産
の
「
油
屋
」
を

継
承
し
、
地
域
と
一
体
と
な
り
保
全
し

有
効
活
用
し
て
い
く
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
で
あ

る
と
い
う
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
名
も
ズ
バ
リ
、「
油

や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
し
て
い
る
。
長

や
」
が
あ
る
。
以
前

は
、「
油
屋
」
の
名

称
で
あ
っ
た
が
、
観

光
の
街
お
こ
し
活
動

の
一
環
で
「
油
や
」

野
県
も
地
元
の
軽
井
沢
町
や
同
観
光
協

会
も
Ｎ
Ｐ
Ｏ
を
支
援
し
、「
文
化
磁
場
」

活
動
と
し
て
い
る
。

　
そ
の
中
心
施
設
の
「
油
や
」
に
は
、

本
館
と
別
館
が
あ
り
、
本
館
の
２
階
は

宿
泊
施
設
で
、
１
階
は
カ
フ
ェ
と
展
示

室
に
な
っ
て
い
る
。か
つ
て
の
油
屋（
実

は
江
戸
時
代
か
ら
の
建
物
は
、
昭
和
12

年
に
焼
失
、
翌
年
に
場
所
を
隣
地
に
移

転
し
て
再
建
さ
れ
た
）
の
間
取
り
を
生

か
し
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
行
わ
れ
た
。

１
階
部
分
は「
油
や
回
廊
」と
名
づ
け
、

入
場
し
た
観
光
客
が
廊
下
で
巡
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
こ
に
は
、
カ
フ
ェ
の
ほ

か
、
陶
器
や
手
芸
な
ど
工
芸
品
の
寛
ぎ

と
展
示
、さ
ら
に
本
屋
や
文
庫
が
あ
る
。

１
階
に
は
ギ
ャ
ラ
リ
ー
も
あ
る
が
、
こ

れ
だ
け
は
専
用
入
口
で
外
部
か
ら
入
場

で
き
る
。
２
階
は
宿
泊
室
で
、堀
辰
雄・

立
原
道
造
・
加
藤
周
一
な
ど
の
滞
在
作

家
と
の
所
縁
を
活
か
し
て
改
装
さ
れ

が
、こ
こ
は
街
道
の
分
岐
で
あ
り
「
追

分
」と
呼
ば
れ
た
。実
は
、沓
掛
と
追
分

の
間
に
は
、
借
宿
と
い
う
宿
場
も
あ
っ

た
。
そ
こ
は
筆
者
の
別
荘
が
あ
る
と
こ 　

こ
う
し
た
謂
れ
を
知
る
と
、
今
の
時

代
と
の
つ
な
が
り
を
改
め
て
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
の
で
、
ま
さ
に
「
地
元
力

発
見
！
」と
な
る
。と
く
に
地
名
と
歴
史

の
つ
な
が
り
を
知
る
と
、
暮
ら
し
と
と

も
に
観
光
に
も
新
た
な
視
点
が
生
じ

る
。そ
れ
は
誇
り
と
愛
着
が
深
ま
り「
エ

コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
観
光
の
背
景
と
も

な
る
。こ
う
い
う
視
点
と
し
て
、町
お
こ

し
を
進
め
て
い
る
が
、《
追
分
宿
の
脇
本

陣
で
あ
っ
た
油
屋
》で
あ
る
と
い
え
る
。

…
…

追
分
に
着
く
。
そ
の
先
は
岩
村
田
、
下

諏
訪
、
塩
尻
、
福
島
、
上
松
、
馬
籠
を

通
り
、
京
都
の
三
条
大
橋
を
つ
な
ぐ
。

北
国
街
道
は
、追
分
か
ら
小
諸
、上
田
、

坂
木
、
善
光
寺
を
通
り
、
越
後
に
向
か

う
。こ
う
し
て
、い
ず
れ
も「
追
分
」を
宿

場
と
し
て
、
江
戸
や
京
都
と
つ
な
が
っ

て
い
た
。ま
さ
に
、人
や
事
物
、
そ
し
て

文
化
や
賑
わ
い
の
交
差
点
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
辺
り
10
㌔
㍍
の
範
囲
に
は
「
追

分
、沓
掛
、軽
井
沢
」の「
浅
間
三
宿
」が

あ
っ
た
。
軽
井
沢
宿
は
碓
氷
峠
と
い
う

難
所
が
あ
り
、
大
名
や
公
家
専
用
の
本

陣
の
ほ
か
脇
本
陣
が
４
軒
も
あ
っ
た
と

い
う
。
沓
掛
宿
は
本
陣
の
ほ
か
脇
本
陣

が
３
軒
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
も
草

津
温
泉
に
向
か
う
分
岐
路
が
あ
っ
た
が

追
分
と
は
呼
ば
れ
な
い
。
追
分
宿
は
本

陣
と
２
軒
の
脇
本
陣
が
あ
っ
た
と
い
う

ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
借
宿
か
ら
南
へ
和

美
峠
を
越
え
て
上
州
下
仁
田
へ
至
る

「
女
街
道
（
別
名
、姫
街
道
）」と
い
う
分

岐
路
が
あ
っ
た
。
横
川
の
関
所
は
取
り

調
べ
が
厳
し
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
避

け
る
た
め
多
く
の
女
性
達
が
通
行
し
た

と
い
う
。
旧
中
山
道
の
沿
道
だ
っ
た
そ

の
地
に
は
、土
屋
と
い
う
旧
家
が
あ
る
。

地
域
の
支
援
受
け
る

「
文
化
磁
場
」活
動

　
し
な
の
鉄
道「
信
濃
追
分
」駅
か
ら
、

歩
い
て
20
～
30
分
の
と
こ
ろ
に
、
旧
中

山
道
の
「
追
分
宿
」
が
あ
る
。
そ
の
地

は
、
大
型
ト
ラ
ッ
ク
や
普
通
車
な
ど
が

バ
ザ
ー
が
行
わ
れ
る
の

で
、
筆
者
も
２
、３
度

訪
ね
た
こ
と
が
あ
る
。

近
く
に
は
、
堀
田
辰
雄

記
念
館
や
古
書
館
も
あ

る
。
さ
ら
に
古
物
店
や

追
分
宿
郷
土
館
も
あ
り

確
か
に
磁
力
が
強
い
。

旧
軽
井
沢
と
は
違
う
趣

の
観
光
や
滞
在
が
で
き

る
。

頻
繁
に
走
る
国
道
18
号
線
の
バ
イ
パ

ス
道
路
と
し
て
残
る
旧
中
山
道
の
長

さ
１
０
０
０
㍍
く
ら
い
に
あ
る
。
い

ま
で
は
、
幅
狭
で
石
畳
風
に
な
っ
て

お
り
、
そ
の
喧
噪
と
は
無
縁
で
、
当

時
の
面
影
を
感
じ
る
。そ
の
中
程
に
、

今
回
紹
介
し
た
い
「
文
化
磁
場
油

文化磁場＜油や＞

軽
井
沢
の
追
分
宿
、い
ま
や
文
化
磁
場《
油
や
》

アプローチとギャラリー外観と庭
（一部）

「油や回廊」（本館）入口


