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一
九
四
三
年
神
奈
川
県
生
ま
れ
。名

古
屋
大
学
大
学
院
工
学
研
究
科
修
士

課
程
を
修
了
。東
レ（
株
）社
長
、会
長

な
ど
を
歴
任
。（
一
社
）日
本
経
済
団

体
連
合
会
会
長
を
経
て
、現
職
。関
西

電
力（
株
）会
長
、財
政
制
度
等
審
議

会
会
長
な
ど
も
務
め
る
。旭
日
大
綬

章
受
章
。当
フ
ォ
ー
ラ
ム
理
事
。

榊
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Sadayuki Sakakibara

一般社団法人
日本経済団体連合会名誉会長

一
九
五
一
年
東
京
都
生
ま
れ
。東

京
都
立
大
学
教
授
、政
策
研
究
大

学
院
大
学
教
授
、東
京
大
学
教
授

な
ど
を
歴
任
。オ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト

リ
ー
の
手
法
を
日
本
に
導
入
し
、

数
多
く
の
政
治
関
係
者
の
聞
き

取
り
調
査
を
行
う
。「
東
日
本
大

震
災
復
興
構
想
会
議
」議
長
代

理
、「
天
皇
の
公
務
の
負
担
軽
減

等
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」座
長

代
理
な
ど
も
務
め
る
。

政
治
学
者
、東
京
大
学
名
誉
教
授

御
厨 

貴

学
術
の
新
た
な

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
づ
く
り

人文知への期待
　～経済界の立場から～

人
文
知
N
O
W

　

二
〇
世
紀
末
を
考
え
る
作
業

を
あ
れ
こ
れ
や
っ
て
い
た
四
半
世

紀
前
の
こ
と
を
、こ
の
頃
よ
く
思

い
出
す
。一
九
世
紀
末
と
比
較
し

な
が
ら
思
考
を
め
ぐ
ら
す
の
は
、

と
て
も
楽
し
い
体
験
だ
っ
た
。

「
世
紀
末
」と
言
う
と
大
変
な

時
代
の
よ
う
に
も
思
え
る
け
れ

ど
、将
来
に
対
す
る
不
安
ば
か

り
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。来
た

る
べ
き「
新
世
紀
」の
気
運
が

あ
っ
た
の
は
確
か
だ
か
ら
。そ
ん

な
作
業
の
最
中
に
見
い
出
し
た

の
が
、内
田
魯
庵『
社
会
百
面

相
』（
全
二
巻
、岩
波
文
庫
）で

あ
っ
た
。こ
の
本
は
戦
後
魯
庵
の

死
後
す
ぐ（
一
九
五
三
―
一
九
五 

四
年
）に
岩
波
文
庫
に
収
め
ら

れ
た
。そ
の
ま
ま
忘
れ
さ
ら
れ

た
。今
か
ら
五
年
前
の
二
〇
一
七

年
、よ
う
や
く
リ
ク
エ
ス
ト
復
刊

で
手
に
入
り
や
す
く
な
っ
た
。内

田
魯
庵
そ
の
人
も
、山
口
昌
男
の

発
見
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。

　

世
紀
末
の
明
治
の
気
分
を
よ

く
言
い
当
て
て
い
る
の
が
魯
庵
の

『
社
会
百
面
相
』に
他
な
ら
な

か
っ
た
。魯
庵
は「
社
会
小
説
」の

提
唱
者
で
あ
っ
た
。文
学
は
純
粋

に
文
学
で
は
あ
り
え
な
い
。文
壇

に
い
る
人
も
芸
術
を
心
が
け
て

い
る
人
も
、政
治
社
会
に
興
味

を
も
って
そ
れ
を
取
り
こ
み
な
が

ら
、自
ら
の
創
作
を
行
わ
ね
ば
な

ら
ぬ
と
い
う
主
張
で
あ
る
。彼
の

『
社
会
百
面
相
』は
、一九
〇
二
年

に
博
文
館
か
ら
刊
行
さ
れ
る
が
、

多
く
は
二
〇
世
紀
初
頭
の
一
九

〇
一
年
の一
年
間
に
書
か
れ
た
も

の
で
あ
る
。こ
こ
に
は
江
戸
っ
子

風
の
軽
い
戯
文
調
が
よ
く
出
て

い
る
。す
べ
て
は
一
九
〇
〇
年
前

後
の
日
本
の
政
治
社
会
に
対
す

る
シ
ニ
シ
ズ
ム
的
思
考
の
発
露
で

あ
る
。「
代
議
士
」と
い
う
作
品

を
見
る
。「
代
議
政
治
は
ま
る
で

破
滅
じ
ゃ
。も
ち
ろ
ん
議
会
は
政

府
を
仇
敵
視
す
る
が
能
事
じ
ゃ

な
い
か
ら
、及
ぶ
だ
け
は
和
衷
協

同
の
実
を
挙
げ
た
い
の
じ
ゃ
が
、

政
府
を
し
て
頼
ら
し
む
る
能
わ

ず
、議
会
却
っ
て
政
府
の
鼻
息
を

伺
う
て
、合
槌
を
打
つ
よ
う
で

は
、代
議
政
治
は
ま
る
で
滅
却

じ
ゃ
」

　

何
だ
か
ど
こ
ぞ
の
議
会
政
治

を
彷
彿
と
さ
せ
る
よ
う
で
は
な

い
か
。さ
ら
に
、「
失
意
政
治
家
」

に
お
い
て
魯
庵
は
こ
う
断
言
す

る
。「
衆
議
院
は
カ
ラ
最
う
意
気

地
が
無
い
な
。戦
場
創
を
自
慢

す
る
萎
び
た
親
爺
が
若
い
者
は

柔
弱
で
役
に
立
た
ぬ
と
威
張
る

の
も
無
理
は
な
い
。何
で
も
政
府

案
は
金
甌
無
欠
と
崇
め
奉
っ
て

下
に
い
ろ
下
に
い
ろ
と
制
し
声
を

か
け
て
通
過
さ
し
て
し
ま
っ
た
。

こ
ん
な
議
会
が
国
民
を
代
表
す

る
と
云
え
よ
う
か
。」

　
「
是
ほ
ど
又
愚
劣
極
ま
る
議

院
政
治
が
あ
ろ
う
と
は
夢
に
も

思
わ
な
か
っ
た
」と
の
魯
庵
の
嘆

き
節
は
、明
治
の
伊
藤
政
友
会

内
閣
へ
の
批
判
を
こ
え
て
、我
等

の
議
会
政
治
批
判
に
ま
で
及
ん

で
は
い
な
い
か
。『
社
会
百
面
相
』

か
ら
吹
き
出
す
シ
ニ
シ
ズ
ム
の
嵐

は
、『
令
和
百
面
相
』と
も
言
う

べ
き
今
の
政
治
社
会
の
姿
を
そ

こ
は
か
と
な
く
暗
示
し
て
い
る

よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

　

こ
の「
人
文
知
応
援
フ
ォ
ー
ラ
ム
」が

設
立
さ
れ
て
か
ら
、早
や
二
年
半
と
な

り
ま
し
た
。私
は
、本
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
設

立
以
来
、そ
の
趣
旨
に
大
い
に
賛
同
し
、

参
画
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。

　

私
自
身
、設
立
の
ず
っ
と
以
前
か
ら
、

長
年
に
わ
た
り
企
業
経
営
や
財
界
活

動
に
携
わ
る
中
で
、自
然
科
学
や
人
文

社
会
科
学
な
ど
の
幅
広
い
知
識・教
養

に
基
づ
く「
人
文
知
」の
重
要
性
を
切

実
に
感
じ
て
き
た一人
で
す
。

　

我
が
国
の
経
済
社
会
は
、戦
後
の
復

興
か
ら
目
覚
ま
し
い
成
長
を
遂
げ
、他

の
先
進
諸
国
に
肩
を
並
べ
る
ま
で
に
な

り
ま
し
た
。私
た
ち
日
本
人
は
、「
欧
米

先
進
国
に
、追
い
つ
け
、追
い
越
せ
」を

合
言
葉
に
、そ
れ
こ
そ
、寝
食
を
忘
れ
て

ひ
た
す
ら
働
き
続
け
て
き
ま
し
た
。国

の
成
長
に
向
け
て
、Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
拡
大
を

第
一義
と
し
て
追
い
求
め
て
き
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、一
九
六
八
年
に
は
ア
メ
リ

カ
に
次
い
で
世
界
第
二
位
の
経
済
大
国

に
成
長
し
、今
も
世
界
第
三
位
の
ポ
ジ

シ
ョン
を
維
持
し
て
い
ま
す
。し
か
し
な

が
ら
、果
た
し
て
、国
民
は
そ
の
豊
か
さ

を
十
分
に
享
受
で
き
て
い
る
と
言
え
る

の
で
し
ょ
う
か
。

　

国
の
豊
か
さ
を
測
る
尺
度
の一つ
に
、

「
国
民
総
幸
福
量
―Gross N

ational 
H
appiness

（
G
N
H
）」な
ど
の
幸
福

度
指
標
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
、単
に

所
得
水
準
だ
け
で
は
な
く
、国
民
の
健

康
や
社
会
制
度
、心
理
的
幸
福
な
ど
、

多
様
な
指
標
に
基
づ
い
て
、国
民
の
幸

福
度
を
定
量
化
し
た
も
の
で
す
。こ
の

幸
福
度
で
見
る
と
、我
が
国
は
、長
く
、

世
界
六
〇
位
前
後
を
低
迷
す
る
、大
変

残
念
な
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。こ
れ

は
、私
た
ち
が
戦
後
、Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
拡
大
を

最
大
の
目
標
と
し
て
、自
国
の
発
展
を

進
め
て
き
た
こ
と
に
対
す
る
限
界
の
顕

れ
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

て
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
の
我
が
国
は
、経
済
的
な

成
長
を
追
い
求
め
る
こ
と
も
も
ち
ろ
ん

大
事
で
す
が
、人
間
社
会
と
し
て
の
充

実
度・幸
福
度
を
高
め
る
こ
と
が
、よ
り

一
層
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。そ
の
た
め
に
は
、私
た
ち
自

身
が
も
っ
と
、人
間
社
会
に
対
す
る
深

い
見
識
や
先
見
性
を
養
い
、思
考
の
転

換
を
図
っ
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ

ん
。そ
し
て
、そ
れ
を
育
む
土
壌
と
し

て
、自
然
科
学
や
人
文
社
会
科
学
な
ど

の
幅
広
い
知
識・教
養
に
基
づ
く「
人
文

知
」を
、今
後
一
層
大
切
に
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

企
業
経
営
に
お
い
て
も
、ま
さ
に
同

じ
こ
と
が
言
え
ま
す
。我
が
国
企
業
は

こ
れ
ま
で
、売
上
規
模
や
Ｒ
Ｏ
Ｅ

（Return on Equity

―
自
己
資
本
利

益
率
）や
Ｒ
Ｏ
Ｉ（R

etu
rn

on 
Investm

ent

―
投
資
利
益
率
）と
いっ

た
財
務
指
標
に
よ
る
評
価
を
追
い
求

め
、規
模
の
拡
大
と
収
益
性・効
率
性
の

向
上
に
ま
い
進
し
て
き
ま
し
た
。と
こ

ろ
が
、近
年
、市
場
や
投
資
家
等
か
ら
、

各
企
業
は
、そ
の
属
す
る
社
会
や
環
境

に
い
か
に
貢
献
し
て
い
る
か
と
いっ
た
観

点
か
ら
厳
し
く
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、Ｅ
Ｓ
Ｇ
経
営
を
始
め
と
し
た
、経
営

方
針
の
大
転
換
を
迫
ら
れ
る
よ
う
に
な

って
き
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
は
、社
会
貢
献
、す
な
わ
ち

「Social Contribution

（
S
C
）」が
、

企
業
活
動
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
と
し
て
重

要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。こ
れ

は
私
個
人
の
造
語
で
は
あ
り
ま
す
が
、

近
い
将
来
、Ｒ
Ｏ
Ｅ
や
Ｒ
Ｏ
Ｉ
に
加
え

て
、「
Ｓ
Ｃ
Ｏ
Ｅ
」や「
Ｓ
Ｃ
Ｏ
Ｉ
」と
いっ

た
新
た
な
指
標
で
企
業
評
価
が
行
わ

れ
る
日
も
来
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。言

い
換
え
る
と
、あ
ら
ゆ
る
企
業
が
、こ
れ

ま
で
の「
良
い
物
を
安
く（
競
争
的
な

価
格
で
）消
費
者
に
届
け
る
」経
営
か

ら
、「
真
に
人・社
会
の
幸
福
に
資
す
る

物・サ
ー
ビ
ス
を
、適
正
な
価
格
で
消
費

者
に
届
け
る
」経
営
へ
の
転
換
が
求
め

ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。そ
の
た
め
に
も
、こ
れ
か
ら
企
業
経

営
に
携
わ
る
者
は
、「
人
文
知
」に
、よ

り
多
く
を
学
び
、高
い
感
性
や
鋭
い
洞

察
力
を
磨
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
ら
は
、私
が
経
団
連
の
会
長
を

務
め
て
い
た
当
時
か
ら
強
く
抱
い
て
き

た
問
題
意
識
で
す
。二
〇
一
〇
年
代
半

ば
、我
が
国
で
は
、国
立
大
学
改
革
の

議
論
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
は
当
時
、グ
ロ
ー
バ
ル
競
争
が
激
化

す
る
中
、大
学
が
競
争
力
と
付
加
価
値

を
生
み
出
せ
る
教
育
機
関
に
発
展
し

て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
も
の

で
す
。私
も
こ
の
議
論
に
参
画
し
、社

会
的
課
題
を
分
野
横
断
型
の
発
想
で

解
決
で
き
る
人
材
が
求
め
ら
れ
て
い
る

と
し
て
、自
然
科
学
の
み
な
ら
ず
、人
文

社
会
科
学
を
含
む
幅
広
い
教
育
が
大

切
で
あ
る
こ
と
を
強
く
主
張
し
ま
し

た
。私
の
主
張
は
、当
時
の
改
革
の
方
針

に
反
映
さ
れ
た
ほ
か
、そ
の
後
の
科
学

技
術
基
本
法
の
改
正
や
、同
基
本
計
画

の
策
定
に
も「
人
文
知
」の
重
要
性
を

取
り
上
げ
て
頂
く
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

　

こ
の
二
年
間
、二
度
に
わ
た
っ
て
開
催

さ
れ
た「
人
文
知
応
援
大
会
」に
も
参

加
し
ま
し
た
が
、い
ず
れ
の
大
会
も
、大

変
活
発
な
議
論
を
通
じ
、「
人
文
知
」の

重
要
性
を
世
の
中
に
発
信
す
る
、非
常

に
有
意
義
な
機
会
と
な
り
ま
し
た
。私

た
ち
は
、今
後
も
粘
り
強
く
、「
人
文

知
」の
大
切
さ
を
世
の
中
に
訴
え
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま

す
。特
に
近
年
、Ｓ
Ｄ
Ｇｓ
と
い
う
世
界

共
通
の
目
標
の
下
、各
国
が
協
力
し
て

持
続
可
能
な
社
会
を
実
現
し
よ
う
と

す
る
機
運
が
高
ま
る
一
方
で
、貧
困
や

飢
餓
、様
々
な
差
別
問
題
な
ど
、人
類

の
有
史
以
来
の
課
題
に
つ
い
て
は
、私
た

ち
が
乗
り
越
え
ら
れ
る
ま
で
依
然
長
い

道
の
り
を
要
す
る
も
の
と
思
わ
れ
ま

す
。加
え
て
、昨
今
は
、長
引
く
コ
ロ
ナ

禍
に
よ
り
、社
会
全
体
が
重
苦
し
い
閉

塞
感
に
覆
わ
れ
る
よ
う
に
な
って
い
る
ほ

か
、今
年
に
入
っ
て
、ウ
ク
ラ
イ
ナ
情
勢

が
緊
迫
化
、国
際
社
会
は
再
び
分
裂
の

危
機
に
瀕
し
、人
間
の
尊
厳
を
脅
か
す

よ
う
な
事
態
も
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
中
、人
々
が
共
に
手
を
携

え
、互
い
に
多
様
性
を
認
め
合
い
、真
に

豊
か
で
持
続
可
能
な
社
会
を
創
り
上

げ
る
た
め
に
は
、未
来
への
道
を
指
し
示

す
羅
針
盤
と
も
な
る「
人
文
知
」に
、私

た
ち
は
も
っ
と
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
い
ま
す
。本
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
起
点

と
な
っ
て
、「
人
文
知
」を
学
ぶ
人
の
輪

が
拡
が
り
、ま
た
そ
う
し
た
人
た
ち
が

中
心
と
な
っ
て
、真
に
豊
か
な
社
会
が

創
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
を
、大
い
に
期

待
し
て
い
ま
す
。

人
文
知
の
本
棚

 

私
の
職
場
、国
立
民
族
学
博

物
館（
以
下
、民
博
）は
、審
査

付
き
の
オ
ン
ラ
イ
ン
ジ
ャ
ー
ナ

ル
T
R
A
J
E
C
T
O
R
I
A

を
年
一
回
、刊
行
し
て
い
る
。研

究
者
が
論
文
を
ま
と
め
、査
読

付
き
の
学
術
誌
に
投
稿
し
、研

究
成
果
を
学
界
に
還
元
す
る

こ
と
は
、い
う
ま
で
も
な
く
重

要
な
営
み
で
あ
る
。

 

こ
れ
ま
で
学
術
誌
と
言
っ
た

場
合
、紙
媒
体
の
刊
行
物
が
主

流
で
あ
っ
た
が
、国
内
外
に
お

い
て
オ
ン
ラ
イ
ン
ジ
ャ
ー
ナ
ル
が

増
加
す
る
傾
向
が
顕
著
で
あ

る
。し
か
し
な
が
ら
、そ
れ
ら
の

多
く
が
、従
来
の
テ
ク
ス
ト
を

主
体
と
し
た
論
文
の
発
表
が

中
心
で
あ
り
、オ
ン
ラ
イ
ン
と

い
う
空
間
の
特
性
を
、創
造
的

に
開
拓
す
る
も
の
は
現
状
で

は
決
し
て
多
く
な
い
。

 

民
博
で
は
、国
内
外
の
学
術

的
な
オ
ン
ラ
イ
ン
ジ
ャ
ー
ナ
ル
の

方
向
性
や
編
集
体
制
、デ
ザ
イ

ン
、機
能
を
慎
重
に
リ
サ
ー
チ

し
つつ
、民
博
な
ら
で
は
の
独
創

的
な
オ
ン
ラ
イ
ン
ジ
ャ
ー
ナ
ル
の

構
想
を
練
っ
て
き
た
。そ
う
し

た
な
か
、研
究
者
に
よ
る
研

究・展
示
活
動
を
基
軸
に
据
え

た
民
博
の
特
性
を
意
識
し
つ

つ
、人
類
学
、文
化
遺
産
、ミ
ュ

ー
ジ
ア
ム
、ア
ー
ト
を
対
象
と

す
る
国
際
的
な
オ
ン
ラ
イ
ン
ジ

ャ
ー
ナ
ル
を
は
じ
め
る
に
至
っ

た
。モ
ノ
、知
識
、人
が
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
内
外
で
時
空
を
経
て
生

成
さ
せ
る
様
々
な
関
係
の
軌

跡
に
つ
い
て
の
議
論
を
主
軸
に

据
え
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、

T
R
A
J
E
C
T
O
R
I
A

（
軌
跡
、軌
道
）と
い
う
ジ
ャ
ー

ナ
ル
の
タ
イ
ト
ル
を
想
起
し

た
。ジ
ャ
ー
ナ
ル
は
二
〇
二
〇

年
の
三
月
に
第
一
号
を
刊
行
し

た
。

 

本
ジ
ャ
ー
ナ
ル
は
、私
を
含
む

民
博
教
員
を
は
じ
め
、外
国
の

研
究
機
関（
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド

大
学
、ト
ロ
ム
ソ
大
学
）に
属
す

る
研
究
者
を
含
め
た
編
集
チ

ー
ム
に
よ
って
運
営
さ
れ
、現
在

に
至
っ
て
い
る
。本
ジ
ャ
ー
ナ
ル

は
テ
ク
ス
ト
主
体
の
学
術
誌
で

は
実
現
し
に
く
い
、マ
ル
チ
メ
デ

ィ
ア
の
表
現
形
態
を
推
奨
す

る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
目
指

し
て
い
る
。

 

映
像
作
品
を
は
じ
め
、静
止

画
、動
画
、ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
、イ

ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
、地
図
、音

響
作
品
、V
R
、さ
ら
に
は
こ

れ
ら
を
様
々
な
か
た
ち
で
組
み

合
わ
せ
た
作
品
を
掲
載
し
、知

の
創
造
と
語
り
の
新
地
平
を

切
り
開
く
こ
と
を
目
指
し
て

い
る
。ま
た
、ソ
ー
ス
コ
ミ
ュニ
テ

ィ（
研
究
成
果
や
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

の
収
蔵
品
を
提
供
し
た
人
々
）

と
の
議
論
を
通
し
て
表
象
、研

究
さ
れ
る
側
の
人
々
と
研
究

者
間
の
多
様
で
創
造
的
な
コ
ラ

ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
も
探
っ

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

専
門
は
映
像
人
類
学
、ア
フ
リ
カ

地
域
研
究
。人
類
学
、シ
ネ
マ
、

ア
ー
ト
、文
学
の
実
践
の
交
差
点

か
ら
既
存
の
学
問
の
枠
組
み
に

と
ら
わ
れ
な
い
研
究・創
作
活
動

を
行
う
。
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