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一
九
三
二
年
東
京
生
ま
れ
。東
京
大

学
大
学
院
在
学
中
、フ
ラ
ン
ス
政
府

招
聘
給
費
留
学
生
と
し
て
渡
仏
、西

洋
近
代
美
術
史
を
研
究
。東
京
大
学

教
授
、国
立
西
洋
美
術
館
長
を
経
て
、

現
在
、西
洋
美
術
振
興
財
団
理
事
長
、

大
原
美
術
館
館
長
。文
化
勲
章
受
章
、

日
本
芸
術
院
院
長
。

人
文
知
応
援
フ
ォ
ー
ラ
ム
理
事
。

高
階
秀
爾

P
r
o
file

高階秀爾
Shuji Takashina

美術史家、東京大学名誉教授

一
九
五
四
年
、山
梨
県
生
れ
。小

説
、エ
ッ
セ
イ
、評
伝
な
ど
著
書

多
数
。直
木
賞
、吉
川
英
治
文
学

賞
、菊
池
寛
賞
な
ど
を
受
賞
。直

木
賞
他
、数
々
の
文
学
賞
の
選
考

委
員
を
務
め
る
。日
本
文
藝
家
協

会
理
事
長
。人
文
知
応
援
フ
ォ
ー

ラ
ム
理
事
。

小
説
家・エ
ッ
セ
イ
ス
ト

林
真
理
子

和
解
へ
の
道

―「
壬
辰
戦
争
」を
終
結
に
導
い
た
論
理
―

『
平
家
物
語
大
事
典
』

「人文知とは何か」

（
大
津
雄
一・日
下
力・佐
伯
真
一・櫻
井
陽
子
編

   

東
京
書
籍・二
〇
一
〇
年
刊
）

人
文
知
N
O
W

　

歴
史
小
説
を
書
い
て
い
る
私

で
あ
る
が
、す
べ
て
の
時
代
が

好
き
、と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

　

苦
手
ど
こ
ろ
か
お
手
上
げ

な
の
が「
戦
国
」だ
。男
性
作

家
と
話
を
す
る
と
ま
っ
た
く
つ

い
て
い
け
な
い
。今
度
の
大
河
の

舞
台
と
な
る
鎌
倉
も
あ
ま
り

興
味
を
持
て
な
い
時
代
だ
。

　

そ
ん
な
私
が
、中
世
を
材
と

し
て「
平
家
物
語
」を
書
く
こ

と
に
な
っ
た
。も
と
も
と
あ
る

古
典
を
、小
説
と
し
て
再
構
築

す
る
作
業
は
既
に
や
っ
た
。七

年
前
に
書
い
た「
源
氏
物
語
」

で
あ
る
。

　

が
、「
平
家
物
語
」の
方
が
は

る
か
に
面
白
い
。そ
れ
は
実
際

に
生
き
て
い
た
人
た
ち
の
物
語

だ
か
ら
で
あ
る

　

い
わ
ば
超
訳
の「
平
家
物

語
」を
書
く
に
あ
た
っ
て
、こ
の

事
典
を
手
に
入
れ
た
。多
く
の

人
た
ち
が
経
験
が
お
あ
り
だ

ろ
う
が
、知
的
好
奇
心
が
あ
る

に
は
あ
る
が
、ま
だ
手
順
が
わ

か
ら
な
か
っ
た
子
ど
も
時
代
、

百
科
事
典
を
め
く
る
の
が
む

や
み
に
楽
し
か
っ
た
。

こ
の
事
典
も
そ
れ
に
似
て
し
ま

う
か
も
し
れ
な
い
。

「
ふ
じ
わ
ら
」の
項
を
ず
っ
と
読

ん
で
い
く
だ
け
で
興
味
は
つ
き

な
い
。

　

た
と
え
ば「
藤
原
成
親
」を

見
て
い
く
。彼
は「
鹿
谷
の
陰

謀
」に
関
わ
っ
た
と
し
て
、処
刑

さ
れ
る
人
物
だ
。こ
こ
ま
で
は

誰
で
も
知
って
い
る
だ
ろ
う
。

「
妹
が
平
重
盛
の
北
の
方
、娘

は
重
盛
嫡
男
平
維
盛
の
妻
」

　

と
い
う
の
も
、歴
史
に
詳
し

い
人
な
ら
ご
存
じ
に
違
い
な

い
。し
か
し
こ
の
事
典
の
す
ご
い

と
こ
ろ
は
、「
後
白
河
院
の
寵

愛
の
背
景
に
、男
色
関
係
が

あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
」

　

と
明
記
し
て
あ
る
と
こ
ろ

だ
。そ
し
て
つ
い
で
に「
平
維
盛

の
妻
」の
項
を
見
る
。平
家
物

語
に
は
、維
盛
が
愛
妻
と
の
別

れ
の
時
に
、

「
誠
に
人
は
十
三
、わ
れ
は
十

三
よ
り
見
そ
め
奉
り
」

　

と
あ
る
。花
の
よ
う
に
美
し

い
少
女
だ
っ
た
ら
し
い
。後
白

河
院
か
ら
の
誘
い
も
あ
っ
た
と

あ
り
驚
く
。後
白
河
院
と
い
う

人
は
、同
性
の
愛
人
の
娘
ま
で

狙
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
、こ

れ
だ
け
で
小
説
家
は
三
十
枚

の
短
編
を
書
け
る
の
で
あ
る
。

　

小
説
家
で
な
く
て
も
め
く
っ

て
い
る
だ
け
で
本
当
に
楽
し

い
。甲
冑
や
矢
、刀
の
説
明
は

詳
し
く
カ
ラ
ー
と
な
って
い
る
。

今
ま
で「
ひ
よ
ど
り
越
え
」が

ピ
ン
と
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る

が
、サ
ラ
ブ
レッ
ド
を
連
想
し
て

い
た
か
ら
だ
。日
本
の
原
産
種

の
馬
の
写
真
を
み
て
す
べ
て
納

得
し
た
。

　

こ
の
事
典
の
欠
点
と
い
え

ば
、あ
ま
り
に
も
厚
く
て
高
価

な
こ
と
で
あ
る
が
、何
年
も
楽

し
め
る
と
思
え
ば
安
い
も
の
だ

と
私
は
思
う
。

 

「
ア
ル
ス・ロ
ン
ガ
、ヴ
ィ
ー
タ・ブ
レ
ヴ
ィ
ス
」

（ars
 longa , vita brevis

）と
い
う
ラ
テ

ン
語
名
句
が
あ
る
。直
訳
す
れ
ば
、「
技

術
は
長
く
、人
生
は
短
い
」と
な
る
だ
ろ

う
。こ
の
場
合「
ア
ル
ス
」は
本
来
の「
技

術
」の
意
味
で
あ
る
。と
こ
ろ
が
、「
ア
ル

ス
」に
は「
芸
術
」と
い
う
語
義
も
あ
る
。

英
語
の「
ア
ー
ト
」は
そ
れ
に
由
来
す
る
。

こ
の
語
義
に
從
う
な
ら
、あ
の
ラ
テ
ン
語

名
句
は「
芸
術
は
長
く・・・」と
い
う
こ
と

に
な
る
。そ
こ
か
ら
、「
芸
術
達
成
の
道
は

長
く
、人
生
は
短
い
」と
い
う
解
釈
が
生

ま
れ
て
来
る
。

　

し
か
し
そ
の
解
釈
は
、「
人
生
」に
着
目

す
る
こ
と
で
ま
た
新
し
い
、別
の
解
釈
を

生
み
出
す
。人
生
は
短
い
が
芸
術
は
永
く

生
き
続
け
る
。ラ
フ
ァエロ
は
三
十
七
歳
で

亡
く
な
っ
た
が
、そ
の
作
品
は
四
百
年
に

わ
た
っ
て
絵
画
の
手
本
と
さ
れ
て
来
た
。

紫
式
部
が
何
歳
で
世
を
去
っ
た
か
誰
も

知
ら
な
い
が
、『
源
氏
物
語
』は
千
年
以
上

も
長
く
読
み
つ
が
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
作
者
が
居
な
く
な
っ
て
も
作
品
は

残
る
、い
つ
ま
で
も
残
る
。「
芸
術
は
長

く
、人
生
は
短
い
」と
い
う
か
の
名
句
は
、

現
在
で
は
も
っ
ぱ
ら
こ
の
よ
う
な
意
味
で

用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、こ
の
名
句
の
場
合
、

「
ア
ル
ス
」が「
芸
術
」で
は
な
く「
技
術
」

だ
と
い
う
の
は
、そ
れ
が
明
白
な
典
據
を

持
つ
文
章
だ
か
ら
で
あ
る
。出
典
は
、古

代
医
学
の
祖
と
仰
が
れ
た
ギ
リ
シ
ャ
の
医

師
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
著
作
で
、そ
の
な
か

に
、「
医
療
技
術
の
習
得
に
は
長
い
多
年

の
修
業
が
必
要
だ
が
、人
生
は
短
い
か
ら

寸
暇
を
惜
し
ん
で
励
ま
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」と
い
う
医
学
修
業
の
心
得
を
説
い

た
文
章
が
あ
り
、そ
れ
を
典
據
と
し
て
か

の
ラ
テ
ン
語
名
句
が
生
ま
れ
た
。し
た

が
っ
て
こ
の
場
合
、「
ア
ル
ス
」は
ど
う
し
て

も「
技
術
」で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。ヒ
ポ

ク
ラ
テ
ス
の
原
文
ギ
リ
シ
ャ
語
が「
テ
ク

ネ
ー
」（
技
術
）と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。な
お
、こ
の
ギ
リ
シ
ャ
語
の「
テ
ク

ネ
ー
」が
英
語
の「
テ
ク
ニッ
ク
」の
語
源
で

あ
る
こ
と
は
、改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も

な
い
。序
で
に
言
え
ば
、「
ヴ
ィ
ー
タ
」の
ギ

リ
シ
ャ
語
は
、「
ビ
オ
ス
」（
人
生
、生
涯
）で

あ
る
。

　

以
上
見
て
来
た
と
こ
ろ
か
ら
、こ
の
ラ

テ
ン
語
名
句
に
こ
め
ら
れ
た
眞
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
が
、学
業
修
得
に
志
す
者
へ
の
勉

学
の
指
針
、な
い
し
は
心
得
に
ほ
か
な
ら

な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。と
す
れ

ば
そ
れ
は
、中
国
南
宋
の
学
者
朱
熹
の
説

く
、こ
れ
ま
た
よ
く
知
ら
れ
た「
少
年
老

い
易
く
学
成
り
難
し
、一
寸
の
光
陰
軽
ん

ず
べ
か
ら
ず
」と
い
う
詩
句
の
教
え
と
、ほ

ぼ
完
全
に
重
な
り
合
う
。お
そ
ら
く
日

本
人
な
ら
誰
し
も
、中
学
か
高
校
の
段
階

で
、こ
の
有
名
な
詩
句
と
出
会
って
い
る
は

ず
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、そ
の
詩
句
の
説
く「
学
」と

は
何
で
あ
ろ
う
か
。朱
熹
は
そ
の
内
容

を
、「
格
物・致
知・誠
意・正
心・修
身・斉

家・治
国・平
天
下
」の
八
條
目
に
ま
と
め

上
げ
た
。世
に
言
う
朱
子
学
で
あ
る
。現

代
の
学
問
体
系
に
対
応
さ
せ
る
な
ら
、

「
格
物
」は「
物
の
理
に
致
る
」、「
致
知
」

は「
知
を
広
く
致
す
」こ
と
で
、あ
わ
せ
て

今
日
の
物
理
学
、化
学
な
ど
の
自
然
科
学

に
対
応
す
る
。次
の「
誠
意・正
心
」は
心

理
、思
想
、歴
史
、文
学
な
ど
の
人
文
諸

科
学
、「
修
身・斉
家
」は
道
徳
、倫
理
、哲

学
、そ
し
て「
治
国・平
天
下
」は
政
治
、

経
済
、法
律
な
ど
の
現
代
の
教
育
プ
ロ
グ

ラ
ム
と
ほ
ぼ
重
な
り
合
う
で
あ
ろ
う
。

　

江
戸
時
代
の
日
本
で
は
、基
本
的
に
こ

の
朱
子
学
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
採
用
し
て
、

優
れ
た
学
問
研
究
体
制
を
築
き
上
げ

た
。幕
藩
体
制
下
、諸
藩
は
、秋
田（
佐

竹
）の
明
徳
館
、水
戸（
徳
川
）の
弘
道
館

の
よ
う
な
藩
校
を
設
立
し
、多
く
の
学
者

（
主
と
し
て
儒
者
）を
招
い
て
子
弟
の
教

育
に
あ
た
ら
せ
た
。岡
山
池
田
藩
な
ど

は
、藩
校
の
ほ
か
に
一
般
の
庶
民
の
た
め

に
、立
派
な
閑
谷
学
校（
現
在
そ
の
建
物

は
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
）を
創
設
し

て
、身
分
の
違
い
に
こ
だ
わ
ら
ず
、誰
で
も

受
け
入
れ
た
。町
人
や
商
人
た
ち
は
、子

供
を
こ
の
よ
う
な
学
校
や
、あ
る
い
は
寺

子
屋
に
通
わ
せ
て
教
育
に
励
ん
だ
。

　

こ
れ
ら
の
施
設
で
の
教
育
は
、中
国
士

大
夫
の
教
養
の
基
礎
で
あ
る
六
芸（
礼・

楽・射・御・書・数
）に
倣
っ
て
行
わ
れ
た
。

「
礼
」は
礼
節
、作
法
、「
楽
」は
歌
舞
音

曲
、「
射
」は
弓
術
、「
御
」は
馬
術
、「
書
」

は
文
章
術
、習
字
、「
数
」は
算
術
で
あ

る
。授
業
内
容
は
、い
わ
ゆ
る「
四
書
五

経
」を
テ
キ
ス
ト
と
し
た
素
読
が
中
心

で
、例
え
ば
教
師
が「
子
曰
く
、朋
あ
り

遠
方
よ
り
来
た
る
、ま
た
楽
し
か
ら
ず
や

（『
論
語
』）」と
唱
え
る
と
、子
供
た
ち
は

大
声
で
そ
の
文
章
を
繰
り
返
す
。ま
た

算
術
で
は
、算
盤
を
使
っ
て
、「
二
一
天
作

の
五
」な
ど
と
唱
え
な
が
ら
計
算
法
を
学

ぶ
。ま
さ
し
く
、澁
澤
榮
一の
唱
え
た「
論

語
と
算
盤
」の
世
界
で
あ
る
。こ
れ
ら
の

教
育
に
よ
っ
て
、明
治
期
以
降
の
近
代
化

の
時
代
に
、日
本
人
は
た
だ
ち
に
西
欧
諸

国
の
文
化
技
術
を
受
け
入
れ
て
、急
速
な

近
代
化
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
あ
る
。

　

そ
れ
と
同
時
に
、「
和
魂
洋
才
」と
言

わ
れ
た
こ
の
時
代
に
、日
本
人
の
伝
統
的

な
美
意
識
が
生
み
出
し
た
豊
か
な
成
果

が
失
わ
れ
る
こ
と
な
く
生
き
続
け
た
こ

と
も
、見
逃
せ
な
い
。つ
い
数
年
前
、元
号

が
平
成
か
ら
令
和
へ
と
変
え
ら
れ
た
際
、

新
元
号「
令
和
」が
、千
五
百
年
以
上
も

昔
の『
万
葉
集
』か
ら
採
ら
れ
て
話
題
と

な
っ
た
こ
と
は
今
も
記
憶
に
新
し
い
。そ

の
こ
と
は
、『
万
葉
集
』に
残
さ
れ
た
日
本

人
の
言
語
文
化
の
所
産
が
、今
日
で
も
な

お
そ
の
豊
か
な
生
命
力
を
保
ち
続
け
て

い
る
こ
と
を
物
語
る
。実
際
、日
本
最
初

の
勅
撰
和
歌
集
で
あ
る『
古
今
和
歌
集
』

の「
仮
名
序
」は
、「
や
ま
と
う
た
は
人
の

心
を
た
ね
と
し
て
よ
ろ
づ
の
言
の
葉
と
ぞ

な
れ
り
け
る
」と
述
べ
て
、『
万
葉
集
』以

来
の
表
現
の
伝
統
が「
古
今
」を
通
じ
て

生
き
続
け
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
い

る
。『
古
今
和
歌
集
』の
成
立
は
九
〇
五

年
、す
な
わ
ち
十
世
紀
初
頭
の
こ
と
で
あ

る
。英
、仏
、伊
、独
な
ど
西
洋
の
主
要
国

が
、そ
れ
ぞ
れ
自
国
の
言
語
表
現
に
よ
っ

て
国
民
文
学
を
生
み
出
し
た
の
が
、せ
い

ぜ
い
十
四
世
紀
以
降
で
あ
る
こ
と
を
思
い

出
し
て
み
れ
ば
、日
本
の
言
語
文
化
の
歴

史
は
き
わ
め
て
長
い
。そ
れ
は
、『
源
氏
物

語
』や『
枕
草
子
』な
ど
の
王
朝
文
学
、

『
平
家
物
語
』や『
太
平
記
』な
ど
の
戦
記

物
、江
戸
時
代
の
黄
表
紙
、合
本
、そ
し
て

そ
れ
ぞ
れ
に
関
連
す
る
美
術
、演
劇
、舞

踊
、音
曲
な
ど
も
合
わ
せ
て
明
治
期
以

降
の
近
代
化
か
ら
現
代
ま
で
脈
々
と
受

け
つ
が
れ
、建
築
、デ
ザ
イ
ン
、舞
台
芸
術
、

映
画
、マ
ン
ガ
、ア
ニ
メ
な
ど
の
多
彩
な
世

界
を
生
み
出
し
続
け
て
い
る
。

　

こ
こ
で
改
め
て「
人
文
知
」と
は
何
か

と
問
わ
れ
れ
ば
、こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き

た
こ
と
の
す
べ
て
が
そ
の
答
え
と
な
る

が
、敢
え
て
要
約
す
れ
ば
、日
本
人
の
繊

細
な
美
意
識（
和
魂
）に
裏
付
け
ら
れ
た

叡
智（
知
力
）の
知
的
活
動
が
生
み
出
し

た
す
べ
て
の
文
化
所
産
、そ
れ
が「
人
文

知
」に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

人
文
知
の
本
棚

　

二
〇
一
七
年
の
秋
、人
間
文

化
研
究
機
構
の
若
手
海
外
派

遣
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
支
援
を
受

け
、韓
国
で
短
期
の
在
外
研
修

を
行
っ
た
。目
下
の
コ
ロ
ナ
禍
に

あ
っ
て
は
遠
い
昔
の
こ
と
の
よ

う
だ
が
、私
の
研
究
に
と
っ
て

大
き
な
糧
と
な
っ
た
こ
と
は
間

違
い
な
い
。

　

私
の
専
門
は
日
本
中
世
史
。

学
生
時
代
か
ら「
国
境
の
島
」

で
あ
る
対
馬
を
軸
と
し
て
、日

本
と
朝
鮮
と
の
交
流
史
を
研

究
し
て
き
た
が
、な
か
な
か

「
日
本
史
」の
枠
組
み
か
ら
抜

け
出
せ
な
い
で
い
た
。だ
が
、二

冊
目
の
単
著
を
刊
行
し
た
の

を
区
切
り
と
し
て
、逆
の
視
点

か
ら
も「
日
朝
交
流
史
」を
追

究
し
た
い
、つ
ま
り
は「
韓
日
交

流
史
」を
追
究
し
た
い
と
考
え

て
い
た
。そ
こ
に
海
外
派
遣
の

話
が
あ
り
、江
原
大
学
校
の

孫
承
喆
教
授
に
受
入
れ
を
お

願
い
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

朝
鮮
半
島
に
甚
大
な
爪
痕

を
残
し
た「
壬
辰
戦
争
」（
文

禄・慶
長
の
役
、壬
辰・丁
酉
倭

乱
）は
重
い
テ
ー
マ
だ
が
、研
究

の
幅
を
広
げ
る
べ
く
取
り
組

む
こ
と
に
し
た
。た
だ
、戦
闘
の

経
過
よ
り
も
、終
戦
か
ら
わ
ず

か
九
年
で
講
和
が
実
現
し
た

背
景
の
ほ
う
に
関
心
が
あ
っ

た
。そ
こ
で
、講
和
交
渉
の
過

程
で
対
馬
―
朝
鮮
間
を
往
復

し
た
外
交
文
書
を
収
集
し
よ

う
と
考
え
、ソ
ウ
ル
近
郊
の
国

史
編
纂
委
員
会
を
何
度
か
訪

ね
た
。

　

外
交
文
書
を
読
み
解
く

と
、朝
鮮
王
朝
の
儒
学
思
想
が

講
和
を
め
ぐ
る
議
論
に
も
強

く
作
用
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
っ
た
。講
和
推
進
派
と
反
対

派
に
二
分
さ
れ
る
な
か
、推
進

派
は「
帝
王
待
夷
之
道
」―
帝

王
は
夷
狄
を
慈
し
む
の
が
責

務
だ
―
と
い
う
理
念
を
主
張

し
た
。「
寛
大
な
心
を
も
ち
、

過
去
に
固
執
せ
ず
、未
来
を
志

向
す
べ
き
だ
」と
も
主
張
し
、

日
本
を「
不
倶
戴
天
」の
敵
と

み
る
反
対
派
を
抑
え
込
ん
だ

の
だ
。

　

逆
に「
夷
」の
役
回
り
を
演

じ
た
の
が
対
馬
の
宗
氏
だ
っ

た
。む
ろ
ん
徳
川
幕
府
に
属
す

る
大
名
な
の
だ
が
、朝
鮮
に
対

し
て
も「
夷
」と
し
て
従
属
す

る
姿
勢
を
示
す
こ
と
で
、「
帝

王
待
夷
之
道
」を
現
実
化
し

て
み
せ
た
。貿
易
の
再
開
を
図

る
実
利
重
視
の
動
き
で
は
あ
っ

た
が
、こ
れ
に
よ
っ
て
幕
府
と

朝
鮮
と
の
衝
突
は
回
避
さ
れ
、

早
期
に
講
和
が
実
現
し
た
の

だ
。

　

外
交
交
渉
に
お
い
て
相
互

に
建
前
や
利
害
を
主
張
し
あ

う
の
は
当
然
の
こ
と
だ
が
、相

手
側
の
面
子
を
尊
重
し
、衝
突

を
回
避
す
る
た
め
の
回
路
を

確
保
し
て
お
く
こ
と
も
肝
要

だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

一
九
七
八（
昭
和
五
三
）年
、福
岡

県
生
ま
れ
。著
書
に『
中
世
対
馬

宗
氏
領
国
と
朝
鮮
』（
山
川
出
版

社
、二
〇
〇
七
年
）、『
対
馬
宗
氏

の
中
世
史
』（
吉
川
弘
文
館
、二
〇

一
七
年
）が
あ
る
。

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
准
教
授

荒
木
和
憲

カ
ン
ウ
ォ
ン

て
い
お
う
た
い
い

の
み
ち

い　

て
き

ふ

ぐ
た
い
て
ん

い

タ
テ
マ
エ

チ
ャン
ネ
ル

メ
ン
ツ

そ
う

イ
ム
ジ
ン

ラ
ン

チ
ョ
ン
ユ　

ウ
ェ

じ
ん
し
ん
せ
ん
そ
う

に
い
ち
て
ん
さ
く

の
ご

ソ
ン
ス
ン
チ
ョ
ル

国史編纂委員会の資料館


