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１
）
は
世
界
の
構
造
を
変
革
し
た
偉
大
な
発
見
で
し

た
が
弱
点
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
海
峡
が
存
在
す
る

南
緯
五
四
度
近
く
は
世
界
有
数
の
強
風
地
帯
で
、
多

数
の
船
舶
が
難
破
す
る
難
所
で
あ
る
こ
と
で
す
。

　

筆
者
は
自
分
で
カ
ヤ
ッ
ク
を
操
縦
し
て
マ
ゼ
ラ

ン
海
峡
付
近

を
通
過
し
た

こ
と
が
あ
り

ま
す
が
、
強

風
の
た
め
に

二
日
に
一
度

は
陸
上
に
退

避
し
な
け
れ

ば
い
け
な
い

ほ
ど
の
危
険

な
場
所
で
、

途
中
で
は
難

破
し
た
船
舶

の
残
骸
を
何
度
も
見
掛
け
ま
し
た（
図
２
）。
さ
ら
な

る
問
題
は
北
半
球
側
に
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
赤
道

を
通
過
し
て
南
半
球
側
に
あ
る
マ
ゼ
ラ
ン
海
峡
を
利

用
し
て
太
平
洋
側
に
航
海
し
よ
う
と
す
る
と
、
大
変

な
遠
回
り
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
し
た
。

　

そ
こ
で
北
米
大
陸
と
南
米
大
陸
を
接
続
し
て
い

る
中
米
の
陸
橋
を
横
断
す
る
運
河
の
構
想
が
登
場

し
て
き
ま
し
た
。
一

六
世
紀
に
中
米
か
ら

南
米
を
征
服
し
て
い

た
ス
ペ
イ
ン
が
最
初

に
構
想
し
ま
す
が
、

当
時
の
技
術
で
は
実

現
で
き
な
い
困
難
な

事
業
で
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
一
九
世

紀
中
頃
に
ス
エ
ズ
運

河
が
開
通
し
、
そ
れ

- � -

大
西
洋
と
太
平
洋
を
接
続
す
る
運
河

　

一
五
二
〇
年
一
一
月
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
船
長
フ

ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
・
マ
ゼ
ラ
ン
が
指
揮
す
る
三
隻
の

帆
船
が
南
米
大
陸
の
南
端
に
あ
る
海
峡
を
通
過
し

た
こ
と
に
よ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
は
大
西
洋
側

か
ら
太
平
洋
側
に
航
海
し
て
世
界
を
一
周
す
る
航

路
を
手
中
に
し
ま
し
た
。
こ
の
マ
ゼ
ラ
ン
海
峡
（
図

【
連
載
】『
凛
々
た
る
人
生
』
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し
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鋼
船
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ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
ア
フ
リ
カ
大
陸
の
南
端
を

周
回
し
て
ア
ジ
ア
を
目
指
し
て
い
た
航
路
が
大
幅

に
短
縮
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
中
米
に
運
河
を
掘
削
す

る
気
運
が
高
揚
し
て
き
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
中
米
の
陸
橋
で
横
幅
が
最
短
の
パ
ナ
マ

地
峡
に
運
河
を
掘
削
す
る
計
画
が
浮
上
し
、
ス
エ
ズ

運
河
の
掘
削
に
成
功
し
た
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ド
・

レ
セ
ッ
プ
ス
が
一
八
八
〇
年
か
ら
挑
戦
を
開
始
し

ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
一
帯
は
未
開
の
密
林
で
熱
病
が

蔓
延
し
た
う
え
、
資
金
に
関
係
し
た
疑
獄
事
件
が
発

生
し
、
会
社
が
倒
産
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
登

場
し
た
の
が
ア
メ
リ
カ
で
す
。
国
家
が
大
西
洋
側
と

太
平
洋
側
に
直
面
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て

は
重
要
な
意
味
の
あ
る
計
画
で
し
た
（
図
３
）。

軍
事
戦
略
施
設
で
あ
っ
た

パ
ナ
マ
運
河

　

一
九
〇
三
年
に
ア
メ
リ
カ
は
着
工
し
ま
す
が
、
工

事
に
は
軍
隊

を
投
入
、
海

軍
将
校
が
指

揮
す
る
と
い

う
体
制
で
し

た
。
ア
メ
リ

カ
に
と
っ
て

パ
ナ
マ
運
河

は
軍
事
施
設

だ
っ
た
の
で

す
。
そ
の
理

由
は
日
本

が
日
清
戦
争

（
一
八
九
四
ー
九
五
）
に
勝
利
し
、
さ
ら
に
日
露
戦

争
（
一
九
〇
四
ー
〇
五
）
へ
の
気
配
も
あ
り
、
ア
メ

リ
カ
は
日
本
を
警
戒
し
は
じ
め
、
そ
の
た
め
大
西
洋

岸
に
集
中
し
て
い
る
戦
艦
を
、
必
要
に
な
れ
ば
太
平

洋
岸
に
移
動
さ
せ
る
た
め
、
運
河
に
は
戦
略
的
重
要

- � -

性
が
あ
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
工
事
を
開
始
し
た
と
き
、
ア
メ
リ
カ
は
第
二

十
六
代
大
統
領
セ
オ
ド
ア
・
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
の
時
代

で
し
た
が
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
の
「
自
分
は
日
本
の
脅

威
を
現
実
の
も
の
と
し
て
実
感
し
て
お
り
、
パ
ナ
マ

運
河
を
早
急
に
建
設
し
、
十
二
隻
の
軍
艦
を
建
設
し

て
半
分
は
太
平
洋
側
に
配
置
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い

う
言
葉
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
実
際
、
ル
ー
ズ

ベ
ル
ト
が
海
軍
次
官
で
あ
っ
た
時
期
に
は
日
本
と

戦
争
す
る
場
合
の
戦
略
を
検
討
し
た
「
オ
レ
ン
ジ
計

画
」
の
作
成
を
指
揮
し
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
早
急
に
実
現
を
目
指
し

た
軍
事
施
設
の
た
め
、
当
然
、
工
事
は
外
国
の
人
間

を
関
与
さ
せ
ず
遂
行
す
る
方
針
で
、
と
り
わ
け
ル
ー

ズ
ベ
ル
ト
が
仮
想
敵
国
と
想
定
し
た
日
本
の
人
間

を
関
与
さ
せ
る
こ
と
は
想
像
で
き
な
い
こ
と
で
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
世
紀
の
戦
略
的
大
工
事
に
唯

一
の
外
国
人
技
術
者
と
し
て
参
加
し
た
日
本
の
若

者
が
い
ま
し
た
。
工
事
が
開
始
さ
れ
た
一
九
〇
三
年

に
大
学
を
卒
業
し
た
ば
か
り
で
弱
冠
二
五
歳
の
若

者
の
青
山
士
で
す
。

内
村
鑑
三
と
廣
井
勇
に
出
会
う

　

青
山
は
一
八
七
八
年
に
静
岡
県
中
泉
村
（
現
在
の

磐
田
市
）
で
旅
館
を
経
営
す
る
裕
福
な
家
庭
に
誕
生

し
ま
す
。
祖
父
は
東
海
道
線
が
開
通
し
て
地
元
に
中

泉
駅
（
現
在
の
磐
田
駅
）
が
建
設
さ
れ
る
場
所
の
用

地
を
提
供
す
る
ほ
ど
の
名
家
で
し
た
。
青
山
は
地
元

の
尋
常
小
学
校
を
卒
業
し
て
か
ら
上
京
し
、
東
京
府

第
一
番
中
学
（
現
在
の
日
比
谷
高
等
学
校
）
に
入
学

し
、
さ
ら
に
第
一
高
等
学
校
（
現
在
の
東
京
大
学
教

養
学
部
）
を
経
由
し
て
一
八
九
九
年
に
東
京
帝
国
大

学
工
科
大
学
土
木
工
学
科
に
進
学
し
ま
す
。

　

青
山
が
入
学
し
た
一
八
九
九
年
に
土
木
工
学
科

教
授
に
着
任
し
た
の
が
、
青
山
の
人
生
に
影
響
を
も

た
ら
し
た
廣ひ

ろ
い井
勇い

さ
み（
図
４
）
で
し
た
。
廣
井
は
「
ボ

- � -

図
３ 

パ
ナ
マ
運
河
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ー
イ
ズ
・
ビ
ー
・
ア
ン
ビ
シ
ャ
ス
」
と
い
う
言
葉
で

有
名
な
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ク
ラ
ー
ク
が
初
代
教
頭
と
し

て
ア
メ
リ
カ
か
ら
赴
任
し
て
き
た
札
幌
農
学
校
の

第
二
回
卒
業
生
（
一
八
七
七
）
で
、『
武
士
道
』
の

著
者
と
し
て
有
名
な
新に

と

べ

渡
戸
稲い

な
ぞ
う造

、
キ
リ
ス
ト
教
伝

道
者
と
し
て
活
躍
し
た
内う

ち
む
ら村
鑑か

ん
ぞ
う三
、
植
物
学
者
と
し

て
著
名
な
宮み

や
べ部
金き

ん

吾ご

な
ど
六
名
が
同
期
で
し
た
。

　

こ
の
内
村
が
青
山
の
人
生
に
多
大
の
影
響
を
も

た
ら
し
ま
す
。
第
一
高
等
学
校
時
代
に
内
村
の
講
演

を
聴
講
し
て
感
動
し
た
青
山
は
、
以
後
、
内
村
の
門

下
と
な
っ
て
人
生
を
勉
強
し
、
土
木
工
学
を
専
攻
し

- � -

た
の
も
内
村
が
「
後
世
の
最
大
遺
物
」
と
い
う
講
演

で
、
イ
ギ
リ
ス
の
天
文
学
者
ジ
ョ
ン
・
ハ
ー
シ
ェ
ル

の
言
葉
「
世
界
を
自
分
が
誕
生
し
た
と
き
以
上
の
状

態
に
し
た
い
」
を
引
用
し
て
最
大
遺
物
の
一
例
と
し

て
土
木
事
業
を
明
示
し
、
青
山
に
も
土
木
工
学
に
進

学
す
る
こ
と
を
助
言
し
た
結
果
で
し
た
。

　

し
か
も
東
京
大
学
の
土
木
工
学
の
主
任
教
授
に

は
内
村
の
親
友
で
あ
る
廣
井
が
着
任
し
た
ば
か
り

と
い
う
幸
運
で
し
た
。
廣
井
は
一
八
八
一
年
に
札
幌

農
学
校
卒
業
後
、
開
拓
使
御
用
掛
と
し
て
道
内
最
初

の
鉄
道
で
あ
る
官
営
幌ほ

ろ
な
い内
鉄
道
の
鉄
道
橋
梁
の
工

事
を
担
当
し
て
か
ら
日
本
鉄
道
会
社
の
技
師
と
し

て
東
京
と
高
崎
を
連
絡
す
る
鉄
道
の
工
事
の
監
督

と
な
り
ま
す
が
、
工
事
が
完
了
し
た
一
八
八
三
年
に

私
費
で
渡
米
し
て
設
計
会
社
に
就
職
し
、
治
水
工
事

や
橋
梁
設
計
に
従
事
し
ま
し
た
。

　

廣
井
の
能
力
が
卓
越
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す

る
業
績
が
あ
り
ま
す
。
何
本
か
の
橋
梁
の
設
計
に
従

- � -

事
し
た
経
験
を
基
礎
に
、
二
六
歳
に
な
っ
た
一
八
八

八
年
に
『
プ
レ
ー
ト
・
ガ
ー
タ
ー
・
コ
ン
ス
ト
ラ
ク

シ
ョ
ン
』
と
い
う
書
籍
を
出
版
し
た
の
で
す
。
こ
れ

は
ア
メ
リ
カ
の
大
学
で
学
生
用
教
科
書
と
し
て
使

用
さ
れ
、
一
九
一
五
年
に
は
五
刷
が
出
版
さ
れ
る
ほ

ど
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
ド
イ
ツ
の
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ

大
学
、
シ
ュ
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
大
学
に
留
学
し
、
一
八

八
九
年
に
母
校
の
教
授
に
就
任
し
ま
す
。

　

そ
し
て
一
八
九
三
年
に
廣
井
の
名
前
が
後
世
に

記
録
さ
れ
る
工
事
を
設
計
し
監
督
す
る
た
め
、
小
樽

築
港
事
務
所
長
に
就
任
し
ま
し
た
。
任
務
は
小
樽
築

港
を
建
設
す
る
こ
と
で
す
が
、
最
大
の
課
題
は
延
長

一
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
に
も
な
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製

防
波
堤
を
施
工
す
る
こ
と
で
し
た
。
冬
季
の
強
烈
な

波
浪
に
対
抗
で
き
る
堤
防
を
、
自
身
で
開
発
し
た
廣

井
公
式
で
設
計
し
て
一
九
〇
八
年
に
完
成
さ
せ
ま

す
が
、
こ
の
堤
防
は
一
一
〇
年
以
上
が
経
過
し
た
現

在
で
も
現
役
と
し
て
役
立
っ
て
い
ま
す
。

パ
ナ
マ
運
河
建
設
に
参
加
し
た

唯
一
の
日
本
人

　

こ
れ
ら
の
業
績
に
感
服
し
た
帝
国
大
学
工
科
大

学
初
代
学
長
の
古ふ

る
い
ち市
公こ

う

威い

が
一
八
九
九
年
に
廣
井

を
東
京
帝
国
大
学
教
授
に
招
聘
し
、
青
山
と
出
会
う

こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
青
山
は
一
九
〇
三
年
に
大

学
を
卒
業
し
ま
す
が
、
こ
れ
は
パ
ナ
マ
運
河
の
開
削

工
事
が
決
定
さ
れ
た
時
期
で
し
た
。
こ
の
世
紀
の
工

事
に
参
加
し
た
い
と
渡
米
を
決
意
し
た
青
山
に
、
廣

井
は
ア
メ
リ
カ
に
滞
在
し
て
い
た
と
き
の
知
人
で

あ
る
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
ウ
イ
リ
ア
ム
・
バ
ア
教
授

に
青
山
を
紹
介
す
る
書
状
を
送
付
し
ま
す
。

　

一
九
〇
四
年
三
月
に
ア
メ
リ
カ
政
府
は
海
軍
将

校
ジ
ョ
ン
・
ウ
ォ
ー
カ
ー
を
理
事
長
と
し
、
幹
部
の

大
半
も
技
術
将
校
で
構
成
す
る
パ
ナ
マ
地
峡
運
河

理
事
会
を
発
足
さ
せ
、
国
防
総
省
が
所
管
す
る
政
府

直
轄
の
工
事
で
開
発
す
る
体
制
を
整
備
し
ま
す
。
当

図４ 廣井勇（1862-1928）
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然
、
外
国
の
民
間
の
技
師
が
参
加
で
き
る
よ
う
な
状

況
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
理
事
会
の
委
員
で

も
あ
っ
た
バ
ア
教
授
の
努
力
に
よ
り
、
青
山
を
七
月

一
日
か
ら
測
量
技
師
と
し
て
参
加
さ
せ
る
と
い
う

採
用
通
知
が
到
着
し
ま
し
た
。

　

日
本
を
出
発
し
た
青
山
は
測
量
部
隊
の
一
員
と

し
て
六
月
七
日
に
パ
ナ
マ
の
大
西
洋
側
の
都
市
コ

ロ
ン
に
到
着
し
、
運
河
の
入
口
と
な
る
河
川
の
測
量

に
従
事
し
ま
す
。
筆
者
は
客
船
で
パ
ナ
マ
運
河
を
通

行
し
た
経
験
が
あ
り
ま
す
が
、
現
在
で
も
航
路
の
両

側
は
高
温
多
湿
の
熱
帯
雨
林
で
す
か
ら
、
マ
ラ
リ
ア

が
蔓
延
し
て
い
る
未
開
の
土
地
で
テ
ン
ト
生
活
を

し
な
が
ら
の
測
量
は
大
変
な
作
業
で
あ
っ
た
と
想

像
さ
れ
ま
す
。
こ
こ
で
約
二
年
半
の
測
量
に
従
事
し

て
か
ら
新
規
の
現
場
に
移
動
し
ま
す
。

　

世
界
の
二
大
運
河
は
紅
海
と
地
中
海
を
連
絡
す

る
ス
エ
ズ
運
河
と
大
西
洋
と
太
平
洋
を
連
絡
す
る

パ
ナ
マ
運
河
で
す
が
、
両
者
に
は
構
造
に
相
違
が
あ

り
ま
す
。
前
者
は
平
坦
な
水
路
を
船
舶
が
そ
の
ま
ま

通
行
で
き
ま
す
が
、
全
長
八
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の

パ
ナ
マ
運
河
は
途
中
の
湖
沼
の
水
面
が
海
抜
二
八

メ
ー
ト
ル
で
あ
る
た
め
、
船
舶
を
上
下
さ
せ
る
閘
門

（
図
５
）
が
必
要
で
し
た
。
測
量
で
能
力
と
勤
勉
さ

が
評
価
さ
れ
た
青
山
は
、
そ
の
閘こ

う
も
ん門
の
設
計
や
工
事

を
担
当
す
る
要
員
の
一
人
に
選
抜
さ
れ
た
の
で
す
。

　

一
九
〇
六
年
か
ら
閘
門
の
設
計
や
工
事
が
開
始

さ
れ
ま
す
が
、
青
山
は
主
要
部
分
に
は
関
与
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。
〇
八
年
に
日
本
が
ア
メ
リ
カ
へ
の
移

- � -

民
を
自
主
規
制
す
る
紳
士
協
約
が
成
立
し
、
日
米
関

係
が
微
妙
な
状
態
に
な
っ
て
き
た
こ
と
を
反
映
し

た
措
置
で
し
た
。
そ
こ
で
青
山
は
一
一
年
一
一
月
に

六
〇
日
間
の
長
期
休
暇
を
取
得
し
て
帰
国
し
、
日
本

か
ら
ア
メ
リ
カ
へ
辞
表
を
送
付
し
ま
す
。
日
米
関
係

が
次
第
に
微
妙
に
な
っ
て
き
た
当
時
の
状
況
を
反

映
し
た
行
動
で
し
た
。

荒
川
に
岩
淵
水
門
を
建
設

　

帰
国
し
た
青
山
は
ア
メ
リ
カ
で
の
仕
事
が
評
価

さ
れ
て
内
務
省
に
採
用
さ
れ
、
一
九
一
五
年
に
東
京

の
荒
川
に
建
設
さ
れ
る
岩い

わ
ぶ
ち淵

水
門
の
工
事
主
任
に

任
命
さ
れ
ま
す
。
東
京
の
東
側
を
流
下
す
る
隅
田
川

は
以
前
は
荒
川
の
下
流
で
し
た
が
、
頻
繁
に
洪
水
が

発
生
す
る
た
め
、
明
治
時
代
に
東
側
に
現
在
の
荒
川

が
掘
削
さ
れ
分
流
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ

し
て
荒
川
の
上
流
の
水
量
が
増
加
し
て
き
た
と
き

に
は
隅
田
川
に
流
入
し
な
い
よ
う
に
閉
切
る
水
門

が
必
要
で
し
た
。
そ
れ
が
岩
淵
水
門
で
す
。

　

建
設
場
所
は
か
つ
て
の
河
床
の
た
め
地
盤
は
軟

弱
で
大
変
に
困
難
な
工
事
で
し
た
。
そ
こ
で
青
山
は

河
床
を
地
下
二
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で
掘
削
し
、
当
時
は

本
格
利
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
で
五
個
の
水
門
か
ら
な
る
岩
淵
水
門
を
完
成
さ

せ
ま
し
た
（
図
６
）。

　

こ
れ
は
一
九
二
三
年

の
関
東
大
震
災
に
も
被

災
せ
ず
役
割
を
達
成
し

ま
し
た
。
そ
の
実
力
が

評
価
さ
れ
、
四
一
歳
に

な
っ
た
一
九
一
八
年
に

は
河
口
か
ら
上
流
八
〇

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の

荒
川
の
改
修
工
事
の
担

当
と
な
り
ま
す
。

　

関
東
大
震
災
の
翌
年

- � -

図５ ガトゥン閘門

図６ 完成当時の（旧）岩淵水門
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（
一
九
二
四
）、荒
川
放
水
路
通
水
式
が
挙
行
さ
れ
、水

門
の
付
近
に
放
水
路
完
成
記
念
碑
が
設
置
さ
れ
ま
す
。

　

そ
こ
に
は
「
此
ノ
工
事
ノ
完
成
ニ
ア
タ
リ
多
大
ナ

ル
犠
牲
ト
労
役
ト
ヲ
払
イ
タ
ル
我
等
ノ
仲
間
ヲ
記

憶
セ
ン
ガ
為
ニ
／
神
武
天
皇
紀
元
二
千
五
百
八
十

二
季
／
荒
川
改
修
工
事
ニ
従
ヘ
ル
者
ニ
依
テ
」
と
刻

字
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
難
関
工
事
の
主
任
技
師
で
あ

っ
た
青
山
の
名
前
は
ど
こ
に
も
記
載
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
謙
虚
な
人
物
で
し
た
。

内
務
技
監
に
就
任

　

卓
抜
し
た
能
力
を
評
価
さ
れ
た
青
山
は
一
九
二

七
年
に
信
濃
川
の
大お

お
こ
う
づ

河
津
分
水
路
の
工
事
所
長
に

任
命
さ
れ
三
一
年
に
大
河
津
可
動
堰
を
完
成
さ
せ

ま
す
。
そ
れ
ら
の
功
績
か
ら
三
四
年
に
内
務
技
監
に

任
命
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
技
術
官
僚
と
し
て
は
内
務

省
で
最
高
の
役
職
で
し
た
。
し
か
し
、
技
術
官
僚
よ

り
も
事
務
官
僚
が
優
位
で
あ
る
内
務
省
内
の
人
事

制
度
に
反
対
し
て
辞
職
し
、
郷
里
の
磐
田
で
余
生
を

生
活
し
、
一
九
六
三
年
三
月
に
八
六
歳
で
富
士
山
を

見
晴
ら
す
自
宅
で
逝
去
し
ま
し
た
。

　

内
村
鑑
三
の
影
響
で
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
な
っ
て

い
た
青
山
を
追
悼
す
る
集
会
が
四
月
に
東
京
で
開

催
さ
れ
た
と
き
に
は
、
や
は
り
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ

る
元
東
京
大
学
総
長
南な

ん
ば
ら原
繁し

げ
るが
「
洪
水
が
襲
来
し
疫

病
が
蔓
延
す
る
大
地
を
多
少
と
も
改
善
し
て
後
世

に
継
承
す
る
の
が
青
山
さ
ん
の
使
命
で
あ
っ
た
。
青

山
さ
ん
は
信
仰
に
つ
い
て
一
片
の
文
章
も
記
録
せ

ず
、
一
度
の
説
教
も
披
露
せ
ず
、
黙
々
と
「
地
の
仕

事
」
を
し
て
き
た
（
要
旨
）」
と
い
う
追
悼
の
言
葉

を
朗
読
し
て
い
ま
す
。
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つ
き
お　

よ
し
お

一
九
四
二
年
生
ま
れ
。
東
京
大
学
工
学
部
卒
業
。
工
学
博
士
。
名
古

屋
大
学
教
授
、
東
京
大
学
教
授
、
総
務
省
総
務
審
議
官
な
ど
を
経
て

東
京
大
学
名
誉
教
授
。
専
門
は
通
信
政
策
、
仮
想
現
実
、
人
工
知
能
。

趣
味
は
カ
ヤ
ッ
ク
と
ク
ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー
ス
キ
ー
。
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