
― 2―
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特
　
　
集帝

国
の
外
地
出
身
「
科
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」
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ち
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京
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紀

は
じ
め
に

　

筆
者
は
、
一
九
九
八
年
一
一
月
か
ら
二
〇
一
六
年
三
月
に
か
け
て
佐
賀
大
学
の

文
化
教
育
学
部
に
在
職
し
て
い
た
。
こ
の
学
部
は
二
〇
一
六
年
度
の
改
組
に
よ
り

新
規
の
学
生
募
集
を
停
止
し
て
お
り
、
す
べ
て
の
在
学
生
の
学
籍
が
な
く
な
っ
た

時
点
で
廃
止
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

　

こ
の
文
化
教
育
学
部
な
る
も
の
は
、
か
つ
て
存
在
し
た
「
教
養
部
」
を
人
文
系

の
学
部
に
改
組
せ
ん
と
し
て
頓
挫
し
た
の
ち
、
折
か
ら
別
途
に
議
論
さ
れ
て
い
た

教
員
養
成
系
学
部
に
お
け
る
収
容
定
員
の
削
減
と
「
新
課
程
」
の
改
廃
、
す
な
わ

ち
教
員
免
許
の
取
得
を
卒
業
要
件
と
し
な
い
所
謂
「
ゼ
ロ
免
課
程
」
切
り
離
し
の

問
題
と
抱
き
合
わ
せ
の
形
で
、
一
九
九
六
年
一
〇
月
に
設
置
さ
れ
た
「
新
構
想
学

部
」
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

と
も
あ
れ
、文
部
省
の
養
成
計
画
に
基
づ
い
た
「
教
員
養
成
も
行
う
一
般
学
部
」

で
あ
る
こ
と
を
謳
い
つ
つ
ス
タ
ー
ト
し
、
こ
の
形
態
は
秋
田
・
横
浜
国
立
・
山

梨
・
福
井
・
大
分
・
宮
崎
な
ど
、
人
文
系
の
専
門
学
部
を
持
た
な
い
地
方
国
立
大

学
で
次
々
に
採
用
さ
れ
て
い
っ
た
。
ち
な
み
に
、
こ
う
し
た
新
構
想
学
部
は
、
近

年
に
お
い
て
は
文
部
科
学
省
に
よ
る
「
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
再
定
義
」
に
よ
っ
て
再
改

組
さ
れ
、
教
員
養
成
課
程
に
定
員
の
埋
め
戻
し
が
な
さ
れ
る
と
と
も
に
、
学
部
の

名
称
も
元
の
「
教
育
学
部
」
に
ほ
ぼ
回
帰
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
そ
の
教
養
部
な
る
も
の
は
、
特
に
国
立
大
学
に
お
い
て
は
元
号
が
平
成

に
な
っ
て
以
降
、
あ
く
ま
で
も
各
大
学
に
よ
る
「
自
主
判
断
」
で
あ
る
と
の
建
前

の
も
と
で
一
挙
に
廃
止
さ
れ
て
い
っ
た
、
大
学
に
お
け
る
「
一
般
教
育
／
教
養
教

育
」
を
担
う
こ
と
と
さ
れ
た
組
織
名
で
あ
る
。
な
お
、
現
在
の
国
立
大
学
で
は
東

京
医
科
歯
科
大
学
に
の
み
独
立
し
た
部
局
と
し
て
残
っ
て
い
る
。

　

大
学
設
置
基
準
が
「
大
綱
化
」
さ
れ
る
以
前
、一
般
教
育
は
「
人
文
科
学
」「
社

会
科
学
」「
自
然
科
学
」
の
三
系
列
に
分
け
ら
れ
、
さ
ら
に
外
国
語
と
保
健
体
育

の
科
目
か
ら
な
る
履
修
単
位
数
が
細
か
に
定
め
ら
れ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
組
ま
れ

て
い
た
。
ま
さ
に
こ
う
し
た
教
育
を
担
当
し
た
の
が
教
養
部
で
あ
っ
た
。

　

そ
も
そ
も
、
国
立
大
学
の
「
教
養
部
」
と
は
、
お
お
む
ね
「
文
理
学
部
」
の
改

組
が
進
行
し
て
い
た
頃
、
東
京
大
学
を
除
く
旧
帝
大
を
も
巻
き
込
ん
で
昭
和
四
〇

年
代
に
登
場
し
た
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
組
織
上
の
淵
源
は
官
立
の
旧
制
高

等
学
校
（
も
し
く
は
大
学
予
科
）
に
遡
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
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佐
賀
大
学
の
場
合
、
旧
制
の
佐
賀
高
等
学
校
が
一
九
四
三
年
に
官
立
化
さ
れ
た

佐
賀
師
範
学
校
、
一
九
四
四
年
に
同
じ
く
官
立
化
さ
れ
た
佐
賀
青
年
師
範
学
校
と

包
括
さ
れ
て
一
九
四
九
年
五
月
に
設
置
さ
れ
た
新
制
大
学
で
あ
る
。
そ
し
て
、
旧

制
高
校
（
文
科
・
理
科
）
が
母
体
と
な
っ
た
「
文
理
学
部
」、
そ
し
て
師
範
と
青

師
を
母
体
と
す
る
「
教
育
学
部
」
の
二
学
部
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
な
お
、
旧
制

高
校
を
包
括
し
て
い
な
い
新
制
国
立
大
学
の
教
員
養
成
学
部
は
す
べ
て
「
学
芸
学

部
」
と
な
り
、
一
般
教
育
向
け
の
教
養
科
目
も
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　

蛇
足
な
が
ら
、教
員
養
成
系
の
学
部
を
「
新
構
想
学
部
」
に
転
換
し
た
大
学
は
、

佐
賀
を
除
い
て
全
て
実
学
系
の
旧
制
専
門
学
校
（
鉱
山
・
高
等
工
業
・
高
等
商

業
・
高
等
農
林
）
を
包
括
し
た
沿
革
を
有
し
、
逆
に
言
え
ば
、
旧
制
高
校
に
ル
ー

ツ
が
あ
る
大
学
で
そ
う
し
た
学
部
を
持
っ
た
の
は
、
佐
賀
が
唯
一
の
例
で
あ
っ
た

こ
と
に
な
る
。

　

さ
て
、
一
九
六
六
（
昭
和
四
一
年
）
四
月
、
佐
賀
大
学
の
文
理
学
部
は
「
経
済

学
部
」「
理
工
学
部
」
お
よ
び
「
教
養
部
」
に
分
離
の
上
で
改
組
さ
れ
た
。
弘
前
・

山
形
・
富
山
・
茨
城
・
埼
玉
・
信
州
・
静
岡
・
島
根
・
愛
媛
・
高
知
・
山
口
・
鹿

児
島
と
い
っ
た
旧
制
高
校
を
起
原
と
し
た
国
立
大
学
の
文
理
学
部
改
組
の
場
合
、

人
文
社
会
系
は
人
文
学
部
（
弘
前
・
山
形
・
富
山
・
信
州
・
静
岡
・
高
知
・
山

口
）、
も
し
く
は
法
文
学
部
（
島
根
・
愛
媛
・
鹿
児
島
）、
お
よ
び
事
実
上
の
法
文

／
人
文
学
部
で
あ
る
埼
玉
の
教
養
学
部
の
何
れ
か
と
な
っ
た
。

　

な
お
、
旧
制
高
校
を
包
括
し
て
い
な
い
千
葉
大
学
に
も
文
理
学
部
が
存
在
し
た

が
、
こ
れ
は
戦
後
直
後
に
作
ら
れ
た
東
京
医
科
歯
科
大
学
予
科
（
旧
制
）
が
包
括

さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
誕
生
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。そ
し
て
、理
科
系
の
学
科
・

専
攻
は
お
し
な
べ
て
「
理
学
部
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
佐
賀
だ
け
は
当
初
か
ら
旧
制
の
高
商
（
経
専
）
を
母
体
と
し
な
い
経

済
学
部
と
、
純
然
た
る
理
学
部
で
は
な
い
「
理
工
」
学
部
を
設
置
し
た
。
よ
り
厳

密
に
言
え
ば
、
埼
玉
の
場
合
も
文
理
学
部
を
教
養
・
経
済
（
た
だ
し
、
元
は
経
済

短
大
部
）・
理
工
の
三
学
部
に
分
離
し
て
、
既
存
の
工
学
部
を
一
度
は
廃
止
し
た

も
の
の
、
や
が
て
理
工
学
部
か
ら
「
理
」
を
切
り
離
し
て
工
学
部
を
復
活
さ
せ
、

理
学
部
と
工
学
部
を
併
置
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　

ま
た
、
東
京
工
業
大
学
も
新
制
に
切
り
替
え
た
時
点
で
工
学
部
を
置
い
た
も
の

の
、
い
っ
た
ん
は
理
工
学
部
に
変
更
し
、
さ
ら
に
理
と
工
の
二
学
部
に
分
離
し
た

と
い
う
沿
革
を
有
す
る
。
と
す
る
と
、
国
立
大
学
の
中
で
曲
が
り
な
り
に
も
理
工

学
部
の
名
称
を
終
始
名
乗
っ
て
き
た
の
は
佐
賀
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

一
　「
理
工
学
部
」
の
作
ら
れ
方

　

や
や
前
置
き
が
長
く
な
っ
た
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

　

佐
賀
大
学
に
お
け
る
経
済
学
部
の
設
置
は
、
当
時
の
学
長
（
農
業
経
済
学
者
の

田
中
定
・
元
九
州
帝
大
法
文
学
部
教
授
／
九
州
大
学
経
済
学
部
教
授
）
に
よ
る
強

い
意
向
が
働
い
て
の
こ
と
と
さ
れ
、
本
人
も
そ
う
回
顧
し
て
い
る

（
（
（

。
と
す
る
と
、

理
工
学
部
の
設
置
に
は
ど
の
よ
う
な
背
景

と
理
由
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
？

　

こ
こ
で
登
場
し
て
も
ら
う
の
が
、
長
瀬

正
二
三
（
一
九
一
三
～
一
九
八
九
）
な
る

元
佐
賀
大
学
教
授
で
あ
る
。
長
瀬
は
山
口

県
が
本
籍
地
で
あ
り
、第
五
高
等
学
校（
理

長瀬正二三
（『西日本新聞』1966.4.28より）
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科
乙
類
）
を
経
て
東
京
帝
大
理
学
部
物
理
学
科
を
一
九
三
五
年
三
月
に
卒
業
後
、

同
大
の
助
手
を
経
て
一
九
三
七
年
四
月
か
ら
一
九
四
三
年
八
月
ま
で
京
城
帝
国
大

学
に
お
い
て
予
科
教
授
と
し
て
物
理
学
を
担
当
し
て
い
た
人
物
で
あ
る
。そ
し
て
、

戦
中
の
応
召
を
経
て
、
戦
後
は
旧
制
佐
賀
高
校
の
教
授
と
な
っ
た
。
や
が
て
、
新

制
の
佐
賀
大
学
で
は
文
理
学
部
の
所
属
と
な
り
、
最
後
の
文
理
学
部
長
を
務
め
て

い
る
。

　

折
し
も
、
そ
の
文
理
学
部
が
改
組
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
一
九
六
六
年
の
四
月

か
ら
七
月
に
か
け
て
九
州
・
山
口
の
ブ
ロ
ッ
ク
紙
で
あ
る
西
日
本
新
聞
（
佐
賀
県

版
）
に
四
四
回
に
わ
た
り
「
大
学
群
像 
佐
賀
大
学
の
巻
」
と
い
う
連
載
記
事
が

掲
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
理
工
学
部
設
置
に
関
す
る
長
瀬
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
が
含
ま
れ
て
い
る
。
以
下
、
そ
れ
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

 

「
京
城
帝
大
は
理
学
部
で
は
な
く
、
理
工
学
部
で
し
た
よ
。
そ
れ
は
理
学
部
と

工
学
部
を
並
列
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ま
で
の
工
学
部
が
型
に
は

ま
っ
た
職
人
養
成
の
感
が
あ
っ
た
の
で
、
も
っ
と
基
礎
理
論
を
身
に
つ
け
た
応

用
の
き
く
工
学
士
を
養
成
し
よ
う
と
い
う
の
が
ね
ら
い
で
し
た
よ
」
と
か
つ
て

の
新
し
い
帝
大
の
抱
負
を
説
明
す
る

（
（
（

。

　

物
理
学
の
長
瀬
正
二
三
教
授
は
い
う
。
「
理
工
学
部
と
い
う
構
想
は
戦
時
中

か
ら
何
回
か
試
み
ら
れ
て
い
る
ん
だ
が
、
み
ん
な
失
敗
し
て
い
ま
す
ね
。
国
立

で
は
京
城
帝
大
、
名
古
屋
大
学
、
戦
後
、
大
阪
市
大
も
計
画
し
た
が
う
ま
く
い

か
な
か
っ
た
（
中
略
）
。
工
学
の
み
で
は
ど
う
し
て
も
職
人
養
成
に
な
り
が
ち

で
す
。
（
中
略
）
就
職
す
れ
ば
い
ろ
い
ろ
専
門
外
の
仕
事
に
も
従
事
し
ま
す
。

そ
の
と
き
に
基
礎
学
科
つ
ま
り
理
学
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
や
っ
て
お
く
必
要
性
が

痛
感
さ
れ
る
わ
け
で
す

（
（
（

。
」

　

長
瀬
が
か
く
語
る
よ
う
に
、
理
学
（
特
に
数
学
・
物
理
学
・
化
学
）
と
工
学
の

接
合
と
い
う
作
文
が
文
部
省
（
さ
ら
に
大
蔵
省
）
へ
の
予
算
要
求
用
と
し
て
各
処

で
入
念
に
準
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
「
科
学
動

員
」
が
喧
伝
さ
れ
る
戦
時
下
に
あ
っ
て
は
そ
れ
が
顕
著
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

ま
た
、
生
命
工
学
・
遺
伝
子
工
学
、
あ
る
い
は
情
報
工
学
が
長
足
の
発
展
を
遂
げ

た
今
日
に
お
い
て
は
、
異
種
融
合
的
で
な
い
理
工
系
の
専
門
分
野
の
方
が
む
し
ろ

珍
し
い
と
も
言
え
る
。
た
だ
、「
工
学
的
素
養
を
持
っ
た
理
学
士
」
と
は
言
っ
て

い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
や
は
り
工
学
部
的
な
も
の
に
、
よ
り
重
心
が
か
か
っ
て
い

た
と
こ
ろ
は
否
め
な
い
だ
ろ
う
。

　

と
も
あ
れ
、
長
瀬
が
言
う
よ
う
に
、「
理
工
学
部
」
と
い
う
試
み
は
こ
と
ご
と

く
「
失
敗
」
し
た
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
確
か
に
引
用
文
中
に
も
出
て
く

る
一
九
三
九
年
に
設
置
さ
れ
た
名
古
屋
帝
国
大
学
の
場
合
、
前
身
と
な
る
学
校
は

官
立
の
名
古
屋
医
科
大
学
だ
け
で
あ
り
、「
数
個
の
学
部
を
総
合
し
て
之
を
構
成

す
る
」
と
「
帝
国
大
学
令
」
の
第
一
条
に
明
記
さ
れ
た
よ
う
に
、
最
低
で
も
二
つ

の
学
部
を
有
す
る
こ
と
な
し
に
は
「
帝
国
大
学
」
を
名
乗
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ

た
以
上
、
さ
し
あ
た
っ
て
「
理
工
学
部
」
か
ら
出
発
す
る
と
い
う
、
あ
る
種
の
打

算
的
な
選
択
肢
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

実
際
、
一
九
四
〇
年
度
か
ら
開
講
し
た
名
古
屋
帝
大
の
理
工
学
部
は
、

一
九
四
二
年
度
に
は
早
く
も
理
学
部
と
工
学
部
に
分
離
し
て
い
る
。
し
か
も
、
単

な
る
分
割
で
は
な
く
、
理
工
学
部
を
工
学
部
に
名
称
変
更
す
る
と
同
時
に
、
理
学
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部
が
新
規
に
開
設
さ
れ
る
形
を
と
っ
て
お
り
、
物
理
学
と
化
学
の
講
座
を
工
学
部

か
ら
移
設
す
る
と
と
も
に
数
学
・
植
物
学
・
動
物
学
の
講
座
を
新
た
に
増
設
す
る

と
い
う
変
則
的
な
経
緯
を
辿
っ
て
い
る

（
（
（

。
よ
っ
て
、
名
古
屋
帝
大
に
お
け
る
「
理

工
学
部
」
に
は
、
そ
も
そ
も
「
理
学
士
」
を
養
成
す
る
学
科
・
専
攻
は
当
初
か
ら

存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

大
阪
市
立
大
学
の
場
合
は
、
い
さ
さ
か
事
情
が
異
な
る
も
の
の
、
や
は
り
総
合

大
学
と
し
て
将
来
的
に
理
学
部
を
保
有
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た
と
考
え
て

い
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
旧
制
の
大
阪
商
科
大
学
に
大
阪
市
立
の
都
島
工
業
専

門
学
校
（
一
九
四
三
年
に
開
校
）
が
包
括
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
戦
時
末
期
に

急
造
さ
れ
た
（
し
か
も
戦
災
に
遭
っ
て
校
舎
・
設
備
を
焼
失
し
た
）
高
工
／
工
専

を
い
き
な
り
に
工
学
部
で
は
な
く
、
実
験
施
設
を
理
学
分
野
と
共
有
し
う
る
理
工

学
部
に
転
換
す
る
と
い
う
方
策
が
採
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
設
置
一
〇
年

目
に
し
て
、
や
は
り
理
学
部
と
工
学
部
に
分
離
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

　

な
お
、
戦
前
期
の
帝
大
に
は
も
う
一
つ
、
近
似
の
事
例
が
あ
る
。
台
北
帝
国
大

学
に
お
け
る
「
理
農
学
部
」
で
あ
る
。
沿
革
に
ま
つ
わ
る
詳
細
は
割
愛
す
る
が
、

最
終
的
に
太
平
洋
戦
時
下
の
一
九
四
三
年
に
お
い
て
理
学
部
と
農
学
部
に
分
か

れ
、
時
を
同
じ
く
し
て
工
学
部
が
別
途
に
新
設
さ
れ
て
い
る
。

　

身
も
蓋
も
な
い
言
い
方
で
は
あ
る
が
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
理
念
・
理
想
よ
り
も
緊

要
な
の
は
「
予
算
」
と
「
人
員
」
の
確
保
な
の
で
あ
り
、
戦
中
か
ら
戦
後
に
お
け

る
日
本
の
高
等
教
育
政
策
で
は
「
工
学
部
」
の
増
設
こ
そ
が
喫
緊
の
国
策
で
あ
り

続
け
た
。
そ
し
て
、
そ
の
戦
前
期
に
お
け
る
総
決
算
と
言
え
る
の
が
、
東
京
帝
国

大
学
に
よ
る
「
第
二
工
学
部
」
の
設
置
（
一
九
四
二
年
四
月
）
な
の
で
あ
っ
た
。

　

す
る
と
、
理
工
な
り
理
農
な
り
、
あ
る
い
は
法
文
に
し
て
も
「
複
合
学
部
」
と

い
う
の
は
、
設
置
時
に
お
け
る
高
邁
な
理
念
・
理
想
と
は
裏
腹
に
、
し
ょ
せ
ん
は

「
一
文
字
」
学
部
を
設
置
す
る
た
め
の
過
渡
的
な
方
便
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
か
も

知
れ
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
を
単
に
「
失
敗
」
と
断
じ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

少
な
く
と
も
、
時
期
的
に
考
え
れ
ば
、
名
古
屋
・
東
京
・
台
北
の
各
帝
大
に
お

け
る
一
連
の
動
き
に
先
ん
じ
た
京
城
帝
大
の
理
工
学
部
設
置
な
の
で
あ
る
。
そ
う

し
た
状
況
に
あ
っ
て
、
も
し
か
す
る
と
「
理
工
学
部
」
と
い
う
一
見
す
れ
ば
比
重

の
異
な
る
も
の
を
無
理
に
接
着
さ
せ
た
も
の
と
見
ら
れ
が
ち
な
も
の
が
、戦
時
の
、

し
か
も
外
地
・
朝
鮮
と
い
う
、
あ
る
種
の
特
殊
な
条
件
の
中
で
一
定
の
意
味
と
重

み
を
持
ち
え
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
定
、
あ
る
い
は
そ
の
可
能
性
は
な
か
っ

た
の
か
と
い
う
疑
問
の
下
で
本
稿
は
叙
述
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

二
　
京
城
帝
国
大
学
に
お
け
る
「
理
工
学
部
」
の
設
置
ま
で
　

　

一
九
二
四
（
大
正
一
三
）
年
に
「
予
科
」
が
先
行
し
て
開
学
し
、
一
九
二
六
年

に
法
文
と
医
の
両
学
部
が
開
講
し
て
以
来
、
二
学
部
・
予
科
の
教
学
体
制
が
と
ら

れ
て
き
た
京
城
帝
大
で
あ
っ
た
が
、
創
立
一
〇
年
を
前
後
す
る
時
期
よ
り
関
係
者

の
間
で
「
新
学
部
の
増
設
」
に
関
す
る
件
が
本
格
的
に
議
論
の
俎
上
に
上
り
始
め

て
い
た
。

　

当
時
の
京
城
帝
大
総
長
は
、
第
五
代
目
の
速
水
滉
（
一
八
七
六
～
一
九
四
三
）

で
あ
る
。
一
九
三
六
年
一
月
一
六
日
付
け
で
前
任
の
山
田
三
良
の
後
を
襲
っ
た
法

文
学
部
教
授
（
倫
理
学
第
一
講
座
）
の
速
水
は
、
就
任
か
ら
間
も
な
い
五
月
二
日

に
催
行
さ
れ
た
「
開
学
十
周
年
記
念
式
」
に
臨
ん
だ
際
、
以
下
の
よ
う
な
発
言
を

行
っ
て
い
る
。
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京
城
大
學
は
綜
合
大
學
で
は
あ
り
ま
す
が
、
現
在
に
於
て
は
僅
か
に
法
文
學

部
及
び
醫
學
部
の
二
學
部
を
有
す
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
朝
鮮
は
近
時
種
々
な
方

面
に
於
て
飛
躍
的
發
展
を
遂
げ
つ
つ
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
此
社
會
の
現

適

應
す
る
た
め
に
は
更
に
新
學
部
の
增
設
を
必
要
と
す
る
時
期
に
到
達
し
て
居
る

と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す

（
（
（

。

　
「
新
学
部
」
の
名
称
に
関
し
て
こ
そ
、速
水
は
明
確
な
言
及
を
行
っ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
関
係
者
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
満
洲
国
の
成
立
、
さ
ら
に
は
「
支
那
事
変
」

の
勃
発
に
伴
い
「
兵
站
基
地
」
と
し
て
の
朝
鮮
の
役
割
が
高
ま
っ
て
い
る
と
の
状

況
認
識
の
下
、
一
九
三
七
年
頃
か
ら
速
水
が
理
化
学
研
究
所
の
大
河
内
正
敏
に
接

触
（
（
（

し
た
の
が
、京
城
帝
大
に
お
け
る
理
工
学
部
誕
生
の
濫
觴
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

　

東
京
帝
大
教
授
を
歴
任
し
、
華
族
（
子
爵
）
で
も
あ
っ
た
大
河
内
は
、
渋
沢
栄

一
が
発
起
人
と
な
っ
て
設
立
し
た
理
化
学
研
究
所
（
理
研
）
の
第
三
代
所
長
と
し

て
組
織
の
拡
大
に
辣
腕
を
振
る
う
と
と
も
に
、
数
々
の
理
工
系
の
研
究
機
関
の
設

立
に
も
関
与
し
て
お
り
、
名
古
屋
帝
大
の
理
工
学
部
設
置
に
お
い
て
も
創
立
委
員

の
一
人
と
し
て
そ
の
名
を
連
ね
て
い
た
。

　

そ
も
そ
も
、「
政
」「
軍
」「
産
」「
官
」「
学
」
を
股
に
か
け
て
縦
横
に
動
き
回

る
こ
と
を
得
意
と
し
て
い
た
大
河
内
で
あ
る
。
朝
鮮
総
督
府
が
臨
時
に
設
置

（
一
九
三
六
年
一
〇
月
）
し
て
い
た
諮
問
組
織
で
あ
る
「
朝
鮮
産
業
経
済
調
査
会
」

に
お
い
て
も
、
冶
金
学
の
桂
辨
三
や
農
芸
化
学
の
鈴
木
梅
太
郎
ら
と
と
も
に
、
学

識
者
の
枠
で
参
画
し
て
政
策
の
提
言
を
行
っ
て
い
た
。
速
水
が
大
河
内
に
相
談
を

持
ち
か
け
た
の
も
、
ご
く
自
然
な
流
れ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

ま
た
、
そ
の
朝
鮮
産
業
経
済
調
査
会
（
第
四
分
科
）
の
審
議
項
目
と
し
て
取
り

挙
げ
ら
れ
た
「
産
業
教
育
ニ
關
ス
ル
件
」
に
お
い
て
「
可
及
的
速
ニ
京
城
帝
國
大

學
ニ
理
、
農
、
工
等
適
當
ノ
學
部
ヲ
設
置
ス
ル
コ
ト
」
が
議
決
さ
れ
、
最
終
答
申

に
盛
り
込
ま
れ
て
い
っ
た

（
（
（

。
し
か
も
、「
理
研
産
業
団
（
理
研
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
）」

の
隷
下
企
業
も
朝
鮮
へ
の
進
出

（
（
（

を
目
論
ん
で
い
た
矢
先
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
大
河
内
が
取
り
組
ん
だ
仕
事
の
内
、
朝
鮮
半
島
、
も
し
く
は
京
城
帝
大
理

工
学
部
と
の
関
連
に
お
い
て
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
や
は
り
満
洲
国
版
の
理
研

と
言
う
べ
き
「
大
陸
科
学
院
」
の
設
置
で
あ
る
。

　

満
洲
国
の
帝
都
・
新
京
に
国
務
院
直
轄
の
中
央
研
究
所
と
し
て
一
九
三
五
年
三

月
に
設
立
さ
れ
た
大
陸
科
学
院
は
、
当
時
の
満
洲
国
総
務
部
次
長
で
あ
る
星
野
直

樹
が
大
河
内
に
設
立
計
画
の
立
案
を
打
診
し
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
大
河
内
は

や
が
て
企
画
院
を
経
て
軍
需
省
の
母
体
と
な
っ
て
い
く
内
閣
資
源
局
の
技
師
（
の

ち
企
画
院
科
学
部
長
）
で
あ
る
藤
澤
威
雄
（
八
高
─
東
京
帝
大
工
学
部
造
兵
学
科

卒
、
数
学
者
・
藤
澤
利
喜
太
郎
の
次
男
）
と
と
も
に
一
九
三
四
年
八
月
に
渡
満
し

て
以
来
た
び
た
び
現
地
に
赴
い
て
い
た

（
（
（

。
も
ち
ろ
ん
、
鉄
路
で
朝
鮮
を
経
由
し
て

で
あ
る
。
筆
者
は
日
時
の
特
定
に
は
至
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
大
河
内
と
速
水
の

会
談
も
こ
の
時
に
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
さ
れ
て
い
た
筈
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
理
研
同
様
に
潤
沢
な
研
究
費
を
計
上
す
る
と
と
も
に
、
満
洲
国
成
立

以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
諸
種
の
研
究
機
関
（
特
に
満
鉄
の
地
質
調
査
所
）
を
移

管
さ
せ
る
な
ど
、
大
陸
科
学
院
は
極
力
「
縦
割
り
行
政
」
を
排
除
せ
ん
と
す
る
体

制
を
採
ろ
う
と
し
て
い
た
。
ま
た
、
同
じ
文
官
と
は
言
え
ど
も
行
政
官
吏
（
と
り

わ
け
法
科
出
身
者
）
の
下
に
見
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
技
師
・
技
手
を
「
研
究
官
・

副
研
究
官
（
薦
任
〔
＝
奏
任
〕）
／
研
究
士
（
委
任
〔
＝
判
任
〕）」
の
職
階
を
新

設
し
て
格
段
の
優
遇
を
行
う
組
織
人
事
を
断
行
し
て
い
る
の
も
、
日
本
内
地
・
外
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地
の
同
様
の
機
関
と
の
大
き
な
違
い
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
大
陸
科
学
院
の
初
代
院
長
に
は
東
京
帝
大
工
科
大
学
土
木
科
を
出
た
技
師

で
あ
り
、
内
務
省
復
興
局
長
官
な
ど
を
歴
任
し
、
満
洲
国
で
は
国
道
局
長
と
土
木

局
長
を
務
め
た
直
木
倫
太
郎
が
就
任
し
、
次
い
で
一
九
三
七
年
に
は
「
オ
リ
ザ
ニ

ン
（
ビ
タ
ミ
ン
B1
）」
の
開
発
で
知
ら
れ
た
理
研
の
鈴
木
梅
太
郎
が
第
二
代
の
院

長
職
を
襲
っ
た
。
さ
ら
に
、
鈴
木
の
辞
任
に
伴
っ
て
一
九
四
一
年
に
は
直
木
が
院

長
に
返
り
咲
く
も
の
の
、
一
九
四
三
年
二
月
に
出
張
先
の
安
東
で
病
没
し
た
。
こ

れ
に
伴
い
、
以
降
は
鈴
木
と
同
じ
く
理
研
出
身
の
副
研
究
院
長
で
あ
っ
た
志
方
益

三
（
前
京
都
帝
大
農
学
部
教
授
）
が
院
長
事
務
取
扱
と
な
り
、
そ
の
ま
ま
終
戦
期

を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。

　

な
お
、
大
陸
科
学
院
の
研
究
官
人
事
と
京
城
帝
大
理
工
学
部
教
官
の
そ
れ
は
、

「
理
研
」
を
媒
介
に
し
て
い
さ
さ
か
の
繋
が
り
を
有
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
が
、
こ
の
点
は
後
述
し
た
い
。

三
　「
医
学
部
」
ノ
次
ニ
「
理
工
学
部
」
ヲ
加
フ

　

一
九
三
八
年
四
月
一
六
日
付
け
で
公
布
さ
れ
た
勅
令
第
二
五
一
号
は
以
下
の
通

り
の
短
い
文
面
か
ら
成
っ
て
い
た
。

　

大
正
十
三
年
勅
令
第
百
四
號

（
（1
（

中
左
ノ
通
改
正
ス

　

「
醫
學
部
」
の
次
ニ
「
理
工
學
部
」
ヲ
加
フ

　

そ
し
て
、
同
令
に
は
続
い
て
「
本
令
ハ
昭
和
十
六
年
一
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行

ス
」
と
の
附
則
が
付
け
加

え
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

三
年
後
で
あ
る
一
九
四
一

年
一
月
を
期
し
て
、
つ
い

に
京
城
帝
大
に
第
三
の
学

部
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
が

正
式
な
公
表
を
見
た
の
で

あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
学
部
の
開
講
ま
で
三
ヵ
年
の
猶
予
期
間
が
置
か
れ
た
こ
と

に
関
し
て
は
、
大
き
く
見
て
二
つ
の
事
由
が
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

そ
の
一
つ
は
、
や
は
り
教
員
人
事
で
あ
る
。
他
の
帝
大
に
や
や
先
ん
じ
た
学
部

増
設
で
あ
っ
た
と
は
言
え
、
教
授
・
助
教
授
候
補
者
の
確
保
は
容
易
で
は
な
か
っ

た
。
ま
た
二
つ
目
と
し
て
は
、
施
設
の
問
題
で
あ
る
。
実
験
用
の
最
新
設
備
を
整

え
る
た
め
に
は
、
膨
大
な
予
算
と
資
材
と
を
投
じ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め

に
は
軍
当
局
と
直
に
交
渉
を
な
し
え
る
統
率
者
の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。

　

そ
こ
で
白
羽
の
矢
が
立
っ
た
の
が
、
東
京
帝
大
火
薬
学
科
出
身
に
し
て
、
母
校

教
授
を
務
め
た
こ
と
も
あ
る
、
海
軍
造
兵
中
将
の
山
家
信
次
で
あ
っ
た
。
理
研
の

大
河
内
正
敏
は
、
自
身
が
懇
意
に
し
て
い
た
東
京
帝
大
工
学
部
教
授
（
応
用
物
理

学
講
座
）
の
眞
島
正
市
を
通
じ
、
同
大
学
の
理
学
部
長
（
寺
澤
寛
一
）
と
工
学
部

長
（
丹
羽
重
光
）
に
山
家
の
招
聘
に
向
け
た
斡
旋
を
依
頼
し
た
。

　

そ
う
し
た
調
整
の
結
果
、
一
九
三
八
年
五
月
二
五
日
付
け
を
も
っ
て
山
家
に
は

「
理
工
学
部
創
設
事
務
嘱
託
」
の
辞
令
が
発
せ
ら
れ
、同
日
付
け
で
寺
澤
・
丹
羽
・

眞
島
か
ら
な
る
東
京
帝
大
の
三
教
授
に
加
え
て
山
家
信
次
に
「
理
工
学
部
創
設
委

員
」
が
京
城
帝
大
総
長
よ
り
委
嘱
さ
れ
た

（
（（
（

。
ま
た
創
設
委
員
は
、
各
専
門
分
野
に

山家信次（1886～1954）
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お
け
る
教
員
選
考
が
具
体
的
に
進
行
す
る
に
従
っ
て
随
時
に
追
加

（
（1
（

さ
れ
て
い
っ

た
。

　

さ
て
、
こ
の
人
事
発
令
に
先
立
ち
、
同
年
五
月
二
日
に
開
催
さ
れ
た
創
立
記
念

日
の
式
典
に
お
い
て
速
水
滉
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

思
ふ
に
日
本
が
今
後
大
陸
に
發
展
す
る
に
當
り
吾
が
朝
鮮
半
島
は
種
々
な
意

味
に
於
て
極
め
て
重
要
な
地
位
を
占
む
る
も
の
で
あ
り
、
且
つ
半
島
近
時
の
産

業
が
躍
進
的
發
展
を
遂
げ
つ
つ
あ
る
今
日
、
一
面
産
業
技
術
者
の
養
成
機
關
と

し
て
、
他
面
諸
種
工
業
の
基
礎
的
及
應
用
的
な
研
究
機
關
と
し
て
理
工
學
部
に

課
せ
ら
る
ゝ
任
務
は
極
め
て
重
要
な
も
の
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
理
工
學
部
と

云
ふ
が
如
き
理
學
部
と
工
學
部
と
を
一
所
に
し
た
も
の
は
帝
國
大
學
と
し
て
は

全
く
新
し
い
試
み

と
述
べ
、か
つ
以
下
の
よ
う
に
理
工
学
部
創
設
に
際
し
て
の
抱
負
を
語
っ
て
い
る
。

　

其
成
功
如
何
に
就
て
は
相
當
危
惧
の
念
を
抱
く
も
の
も
あ
る
の
で
あ
り
ま
す

が
、
私
は
單
に
理
學
部
と
工
學
部
と
を
く
つ
つ
き
合
わ
せ
た
の
で
は
な
く
し
て
、

工
學
科
の
志
望
者
に
も
物
理
化
學
の
基
礎
的
知
識
を
必
修
せ
し
め
た
上
で
夫
々

專
門
の
知
識
を
学
修
せ
し
め
る
、
又
物
理
化
學
の
專
攻
者
に
も
其
志
望
に
よ
り

て
は
工
科
的
應
用
的
方
面
の
知
識
を
吸
収
せ
し
め
得
る
こ
と
に
す
る
積
り
で
あ

り
ま
す

（
（1
（

。

　

本
稿
の
冒
頭
で
取
り
挙
げ
た
長
瀬
正
二
三
の
発
言
も
、
お
そ
ら
く
は
こ
う
し
た

速
水
の
発
言
を
下
敷
き
に
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
関
係
者
の
間
で
は
こ
れ
に
類
し

た
言
辞
が
広
く
飛
び
交
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
同
年
六
月
二
〇
日
付
け
で
、
法
文
学
部
長
・
医
学
部
長
に
加
え
て
、

朝
鮮
総
督
府
の
学
務
課
長
・
司
計
課
長
・
学
務
課
事
務
官
・
同
理
事
官
・
京
城
帝

大
庶
務
課
長
ら
に
も
創
設
事
務
の
委
嘱
が
行
わ
れ
た
。
さ
ら
に
、
約
半
年
後
の

一
〇
月
二
八
日
に
は
総
督
府
会
計
課
長
・
会
計
課
事
務
官
、
お
よ
び
同
課
付
の
技

師
（
寺
師
通
尚
）
が
追
加

（
（1
（

さ
れ
、
朝
鮮
総
督
府
側
と
し
て
も
予
算
配
分
の
事
務
に

本
腰
を
入
れ
る
と
と
も
に
、
東
京
帝
大
工
学
部
出
身
の
寺
師
技
師
は
、
新
設
予
定

の
校
舎
の
設
計
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

な
お
、
理
工
学
部
の
敷
地
は
一
九
三
九
年
四
月
に
正
式
決
定
さ
れ
た
。
法
文
・

医
の
両
学
部
が
置
か
れ
た
東
崇
町
で
は
な
く
、「
京
畿
道
楊
州
郡
盧
海
面
孔
徳
里
・

下
渓
里
」
と
い
う
、
京
城
府
北
郊

の
民
有
地
を
買
収
し
て
新
た
に
建

設
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
敷
地

は
約
一
六
万
五
千
坪（
五
三
万
㎡
）

で
あ
り
、
同
じ
く
一
三
万
坪
か
ら

な
る
京
城
鉱
山
専
門
学
校
の
敷
地

に
隣
接
さ
せ
る
配
置
と
な
っ
て
い

た
（
後
掲
の
【
図
】
参
照
）。

　

そ
の
間
、
将
来
の
理
工
学
部
長

と
目
さ
れ
た
山
家
は
、
自
身
が
勤

山家と内定者たち〔1939年頃、前列左か
ら5人目が山家〕（出典：『紺碧遥かに』120頁）
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務
す
る
海
軍
火
薬
廠
が
あ
る
神
奈
川
県
の
平
塚
と
、
本
郷
の
東
京
帝
大
工
学
部
構

内
に
仮
の
理
工
学
部
創
設
事
務
所
を
開
き
、
教
員
適
格
者
の
選
定
に
奔
走
し
て
い

た
。
そ
し
て
、
一
九
三
九
年
四
月
一
日
付
け
で
、
ま
ず
は
六
名
（
後
日
、
実
際
に

着
任
し
た
の
は
四
名
）
の
教
授
・
助
教
授
候
補
者
に
「
内
地
ニ
於
テ
研
究
ニ
從
事

ス
ベ
シ
但
旅
費
ヲ
支
給
セ
ズ
」
と
の
文
言
が
付
さ
れ
た
理
工
学
部
創
設
事
務
の
委

嘱
発
令
が
な
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
着
任
予
定
者
を
内
地
研
究
員
と
見
做
し
て

一
種
の
囲
い
込
み
を
行
っ
た
上
で
俸
給
相
当
額
の
金
銭
を
支
払
う
と
い
う
、
ま
さ

に
「
青
田
買
い
」
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
以
降
も
、
五
月
雨
式
に
と
り
わ
け
大

学
卒
業
か
ら
日
の
浅
い
若
手
研
究
者
の
就リ

ク
ル
ー
ト

職
斡
旋
が
行
わ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。

　　

一
方
、
理
工
学
部
に
進
学
す
べ
き
学
生
を
確
保
す
る
段
取
り
も
順
次
に
整
え
ら

れ
て
い
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
京
城
帝
大
の
学
部
入
学
に
際
し
て
は
、
そ
の
「
予
科
」

か
ら
の
進
学
が
原
則
で
あ
っ
た
。
当
初
、
予
科
は
修
学
年
限
に
お
い
て
は
「
二
年

制
」
を
採
っ
て
お
り
、そ
の
分
、中
学
校
（
旧
制
）
四
年
修
了
者
（
い
わ
ゆ
る
「
中

学
四
修
」）
の
受
験
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
創
立
か
ら
一
〇
年
を
経

過
し
た
時
点
で
「
三
年
制
」
に
転
換

（
（1
（

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
実
上
の
「（
旧
制
）

高
校
」
化
が
図
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
内
地
の
高
等
学
校
に
朝
鮮
内
の
中
学
四
修
組

が
「
流
出
」
す
る
こ
と
も
防
ご
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
度
の
入
学
者
た
ち
の
学
年
進
行
に
合
わ
せ
て

一
九
三
六
年
度
か
ら
第
三
学
年
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
先
に
見
た

勅
令
二
五
一
号
（
一
九
三
八
年
四
月
一
六
日
付
）
と
合
わ
せ
て
同
年
四
月
一
九
日

付
け
で
発
せ
ら
れ
た
「
朝
鮮
総
督
府
令
」
第
八
四
号
に
よ
っ
て
予
科
の
規
定
も
改

正
さ
れ
、「
大
學
豫
科
ハ
文
科
及
理
科
ト
シ
各
科
ヲ
各
甲
類
乙
類
ニ
分
ツ
」
こ
と

と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、旧
制
の
高
等
学
校
さ
な
が
ら
に
「
文
科
甲
類
」「
文
科
乙
類
」

「
理
科
甲
類
」「
理
科
乙
類
」
か
ら
な
る
ク
ラ
ス
編
成

（
（1
（

に
変
更
さ
れ
る
と
と
も
に
、

甲
類
の
第
一
外
国
語
は
あ
ら
た
め
て
「
英
語
」（
第
二
外
国
語
は
「
独
語
」）
で
あ

る
こ
と
と
定
め
ら
れ
た
。

　

ま
た
こ
れ
と
同
時
に
、
理
工
学
部
に
進
む
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
た
理
科
甲

類
の
必
修
科
目
に
は
「
鉱
物
及
地
質
」
と
「
図
画
」
が
加
え
ら
れ
た
。
理
工
系
の

実
習
に
は
欠
か
せ
な
い
製
図
法
の
基
礎
で
あ
る
「
図
画
」
の
担
当
者
と
し
て
、さ
っ

そ
く
土
屋
正
義
が
一
九
三
九
年
四
月
に
予
科
の
教
授
と
し
て
着
任
し
て
い
る
。
東

京
帝
大
造
兵
学
科
出
身
の
土
屋
は
、
や
が
て
理
工
学
部
設
置
と
と
も
に
助
教
授
に

配
置
換
に
な
る
と
と
も
に
、
あ
ら
た
め
て
予
科
教
授
を
兼
務
す
る
こ
と
に
な
る
。

彼
は
一
九
四
三
年
四
月
に
は
教
授
に
昇
任
し
て
「
機
械
学
第
二
講
座
」
の
担
任
と

な
る
の
で
あ
る
が
、
理
工
学
部
の
中
で
は
実
質
的
に
最
も
早
い
時
期
に
任
用
さ
れ

た
教
員
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

な
お
「
鉱
物
及
地
質
」
の
担
当
者
は
、
一
九
三
九
年
四
月
に
新
設
（
京
城
高
等

工
業
学
校
の
鉱
山
学
科
か
ら
独
立
）
さ
れ
た
ば
か
り
の
京
城
鉱
山
専
門
学
校
の
教

授
（
採
鉱
学
科
）
で
あ
り
朝
鮮
総
督
府
中
央
試
験
所
の
技
師
を
兼
務
し
て
い
た
自

在
丸
新
十
郎

（
（1
（

が
予
科
講
師
と
し
て
そ
の
任
（
一
九
四
〇
年
四
月
～
一
九
四
三
年
四

月
（
（1
（

）
に
あ
た
っ
て
い
た
。

＊　
　

＊　
　

＊

　

一
九
四
〇
年
の
年
末
も
押
し
詰
ま
っ
た
一
二
月
二
八
日
に
公
布
さ
れ
た
勅
令
第
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九
三
四
号
に
よ
っ
て
、
つ
い
に
「
熱
工
学
講
座
」
が
設
置
さ
れ
、
ま
も
な
く

一
九
四
一
年
一
月
一
日
付
け
で
施
行
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
勅
令
に

伴
い
同
年
一
月
九
日
付
け
を
も
っ
て
山
家
信
次
が
理
工
学
部
で
は
第
一
号
の
教
授

に
発
令
さ
れ
る
と
同
時
に
熱
工
学
講
座
の
担
任
を
命
じ
ら
れ
、
初
代
の
理
工
学
部

長
に
補
職
さ
れ
た
。

　

さ
ら
に
一
九
四
一
年
四
月
一
六
日
付
け
で
発
出
さ
れ
た
勅
令
第
四
四
四
号
に

よ
っ
て
、
既
設
の
熱
工
学
に
加
え
、
物
理
学
・
化
学
・
土
木
工
学
・
機
械
工
学
・

電
気
工
学
・
応
用
化
学
・
鉱
山
学
・
冶
金
学
・
数
学
・
応
用
力
学
・
応
用
物
理

学
・
分
析
化
学
・
鉱
物
地
質
学
の
総
二
三
の
講
座
が
増
設
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
同

年
四
月
一
六
日
付
け
で
ま
ず
一
八
名
の
教
授
と
一
二
名
の
助
教
授
か
ら
な
る
理
工

学
部
の
教
員
が
一
挙
に
任
用
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

や
は
り
、
こ
う
し
た
一
連
の
流
れ
は
、
朝
野
の
高
い
関
心
を
引
い
た
と
考
え
ら

れ
、
さ
っ
そ
く
、『
京
城
日
報
』
紙
上
で
は
一
九
四
一
年
四
月
二
三
日
付
け
の
夕

刊
か
ら
五
回
に
わ
た
っ
て
「
理
工
学
部
を
覗
く

（
（1
（

」
と
い
う
新
任
教
官
の
紹
介
記
事

が
連
載
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
以
降
も
年
次
進
行
に
と
も

な
っ
て
講
座
の
増
設
と
教
員
の
新
規
採
用
は
続
い
て
い
っ
た
。

　

一
方
、
一
九
四
一
年
四
月
一
六
日
に
は
地
鎮
祭
が
催
行
さ
れ
、
理
工
学
部
第
一

号
館
の
建
設
に
着
工
し
た
も
の
の
、
予
算
不
足
と
資
材
繰
り
に
悩
ま
さ
れ
、
工
事

は
遅
々
と
し
て
進
ま
な
か
っ
た
。
し
か
し
、第
一
期
生
は
す
で
に
入
学
し
て
お
り
、

已
む
を
得
ず
法
文
学
部
と
医
学
部
の
施
設
を
借
用
し
て
講
義
と
実
習
が
開
始
さ
れ

た
。
ま
た
、
工
作
実
習
は
近
隣
の
京
城
高
等
工
業
学
校
に
出
向
い
て
行
わ
れ
た
と

い
う
。
そ
し
て
、
東
崇
町
か
ら
工
事
が
い
ま
だ
続
く
孔
徳
里
へ
と
見
切
り
発
車
的

に
移
転
し
た
の
は
一
九
四
二
年
三
月
末
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
間
に
も
新
任
教

官
た
ち
の
着
任
が
相
次
い
で
い
く
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（【
表
１
】
参
照
）。

四
　
山
家
理
工
学
部
長
は
か
く
語
り
き

　

こ
こ
で
、
初
代
の
理
工
学
部
長
に
補
さ
れ
た
山
家
信
次
が
、
学
外
に
発
し
た
京

城
帝
大
理
工
学
部
の
教
学
に
関
す
る
発
言
を
時
系
列
で
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
、
着
任
か
ら
日
も
浅
い
一
九
四
一
年
七
月
に
京
城
銀
行
集
会
所
に
お
い
て

開
催
さ
れ
た
朝
鮮
工
業
協
会
の
通
常
総
会
で
行
わ
れ
た
講
演
速
記

（
11
（

か
ら
の
抜
粋
で

あ
る
。
こ
の
と
き
山
家
は
一
通
り
朝
鮮
に
お
け
る
工
業
教
育
の
概
況
を
説
明
し
た

上
で
、
講
演
の
終
盤
に
お
い
て
「
こ
の
機
會
に
ち
よ
つ
と
京
城
帝
大
理
工
學
部
の

内
容
を
申
し
上
げ
て
置
き
た
い
と
存
じ
ま
す
」
と
切
り
出
し
た
。

　

そ
し
て
、
話
は
大
学
の
国
家
的
な
使
命
に
関
す
る
部
分
に
差
し
掛
か
る
の
で
あ

る
が
、「
朝
鮮
に
接
續
し
た
と
こ
ろ
の
北
支
、
滿
蒙
の
各
種
工
業
を
研
究
調
査
に

向
ひ
た
い
」
と
述
べ
、
そ
の
た
め
の
方
策
と
し
て
「
敎
授
連
の
一
つ
の
グ
ル
ー
プ

に
依
つ
て
研
究
實
驗
を
行
ふ
爲
に
綜
合
研
究
室
と
い
ふ
制
度

（
1（
（

」
を
作
る
こ
と
に

よ
っ
て
そ
の
実
現
を
目
指
す
と
の
自
己
の
腹
案
を
開
陳
す
る
の
で
あ
っ
た
。
さ
し

ず
め
、
今
日
で
言
う
と
こ
ろ
の
産
学
協
働
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
研
究
を
制
度
化
し

て
遂
行
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

し
か
も
、
お
そ
ら
く
は
満
洲
国
が
国
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（教授） 氏名 本籍地 生年 年齢（1945年当時） 出身高校 出身大学 前職・兼務等 戦後

物理学第一講座 大塚明郎 東京 1899 46 二高 東大物理
第八高等学校教授
明治専門学校教授
理工学部長（1944.5.22付）
〔兼〕理科教員養成所長（1944.5.22～ 1945.6.26）

成城大学教授
東京教育大学教授（光学研究所長）
科学技術振興財団・科学技術館長

物理学第二講座 犬井鐵郎 東京 1905 40 一高 東大物理 東京帝大工学部講師（数学特別講義）/理学部講師（物理学）
（理工学部創設事務嘱託）

東京大学教授
中央大学教授

物理学第三講座
（1942.4.10増設） 矢島祐利 栃木 1903 42 一高 東大物理

東京帝大工学部講師（物理学実験）
（理工学部創設事務嘱託）
（1942.4.11付で応用物理学講座から配置換）

東京理科大学教授

物理学第四講座
（1942.4.10増設）

遠藤重郎
（1943.4.28任用） 山形 1905 40 山形 東大物理 横浜高等工業学校教授

物理学第五講座
（1942.12.9増設） 山口太三郎 千葉 1904 41 二高 東大物理

大阪帝大助教授
京城帝大助教授
（1943.8.25付で応用物理学講座から配置替）

千葉大学教授

化学第一講座 岩瀬榮一 神奈川 1904 41 一高 東大化学 理化学研究所研究員（飯盛里安研究室） ㈱科学研究所（旧理研）
東京電気大学教授

化学第二講座 西川武一 佐賀 1901 44 五高 東大化学 旅順工科大学予科教授
〔兼〕理科教員養成所長（1945.6.26付）

九州大学教授（第一分校 /教養部）
福岡女学院短大教授

化学第三講座 久保昌二 東京 1911 34 一高 東大化学
理化学研究所嘱託（片山正夫研究室）
東京帝大農学部講師
（理工学部創設事務嘱託）

名古屋大学教授

化学第四講座 伊勢村壽三 大阪 1908 37 高知 東大化学 高知高等学校教授（1930～ 1938年）
（理工学部創設事務嘱託）

大阪大学教授（産業科学研究所/蛋白質研究所）
近畿大学教授

土木工学第一講座 安宅　勝 東京 1902 43 一高 東大土木 東京市技師（土木部河川課） 大阪大学教授
大阪工業大学教授

土木工学第二講座 （教授未着任）
　※講座分担〔講師〕
　　　⇒講座担任 
　　　　（1942.3.31）

伏島信九郎 神奈川 1890 55 六高 東大土木
南満洲鉄道株式会社
朝鮮総督府鉄道局技師（1939.4.27免官）
金剛山電気鉄道常務

土木工学第三講座 新郷高一 佐賀 1901 44 五高 東大土木 北海道帝大教授（工学部） 熊本大学教授
東海大学教授

土木工学第四講座
（1942.4.10増設）

横井增治
（1942.5.16兼任） 千葉 1888 57 六高 東大土木 朝鮮総督府技師（土木課長）との兼務

1943.12.1付で依願免官（講師として講座担任） 中央大学教授

土木工学第五講座
（1942.4.10増設） （教授未着任）

機械工学第一講座
（1942.4.10増設）

（下坂實）
（1941.10.8任用） （1942.4.11付で機械工学第三講座に配置替）

淺野友一
（1942.7.13兼任）
（1943.3.8専任）

群馬 1903 42 二高 東大機工 旅順工科大学教授
1943.3.8付けで旅順工大教授を兼務 桐生工専 /群馬大学教授

機械工学第二講座 土屋正義
（1943.4.10昇任） 鹿児島 1907 38 五高 東大造兵 （京城帝大予科教授・理工学部助教授）

※理工学部創設事務嘱託 熊本大学教授

機械工学第三講座
（1942.4.10増設）

下坂　實
（1941.10.8着任） 高知 1899 46 名古屋

高工 九大機工 北海道帝大助教授（工学部）
金沢高等工業学校教授

東京都立大学教授
都立高専校長

機械工学第四講座 本多三雄 群馬 1902 43 八高 東大機工 陸軍技師（陸軍科学研究所） 農林省林業試験場経営部作業科長
防衛大学校教授

機械工学第五講座
（1943.3.31増設） （教授未着任）

電気工学第一講座 安宅彦三郎 石川 1904 41 四高 東大電工 明治専門学校教授
多賀工専 /茨城大学教授
防衛大学校教授
防衛庁技術研究所

電気工学第二講座 中島好忠 東京 1909 36 二高 東大電工 理化学研究所嘱託（瀬藤象二研究室）
（理工学部創設事務嘱託） 横浜国立大学教授

電気工学第三講座 高田　實 岐阜 1895 50 八高 東大電工 東京市電気研究所研究課長
京城帝大予科教授（朝鮮総督府在外研究員として米国出張）

山形大学教授
日本大学教授

電気工学第四講座
（1942.4.10増設）

谷　忠篤
（1943.11.27任用） 奈良 1901 44 四高 京大電工 電気試験所技師

※1944.11.14免官

応用化学第一講座
（1943.3.31増設）

村上惠一
（1943.7.8昇任） 愛媛 1910 35 松山 東大応化

〔商工省〕工業試験所技手
京城帝大助教授
〔兼〕朝鮮総督府技師（中央試験所）

東北大学教授

応用化学第二講座
（1942.4.10増設） 藤岡忠仁 青森 1896 49 一高 東大応化

〔商工省〕工業試験所技師
東京衛生試験所技師
（1942.4.11付で応用化学第四講座から配置替）
〔兼〕朝鮮総督府技師（中央試験所）〔1941.7.14～ 1945.6.16〕

慶應義塾大学教授

応用化学第三講座
（1942.4.10増設）

高橋武雄
（1942.4.11着任） 東京 1903 42 八高 東大化学 〔商工省〕工業試験所技師 東京大学教授（第二工学部/生産技術研究所）

明治大学教授

応用化学第四講座

（藤岡忠仁）
（1941.4.18着任） （1942.4.11付で応用化学第二講座担任に配置替）

石橋弘毅 福井 1899 46 四高 東大応化
〔商工省〕燃料研究所技師
満鉄撫順炭鉱研究所参事
（1942.4.11付で分析化学講座から配置替）

熊本大学教授
東洋大学教授

応用化学第五講座 向井參之充 佐賀 1898 47 八高 九大応化 九州帝大助教授（工学部） 熊本大学教授

鉱山学第一講座 道家　欽 広島 1893 52 八高 東大鉱山 北海道帝大助教授 北海道大学教授
大日本鉱業

鉱山学第二講座
（1942.4.10増設） 水田準一 佐賀 1901 44 佐賀 東大鉱山

九州炭鉱汽船技師
旅順工大教授
（1942.4.11付で鉱物地質学講座から配置替）
〔兼〕朝鮮総督府技師（殖産局）〔1942.12.22〕

東京大学教授
石炭技術研究所長

冶金学第一講座
（1942.4.10増設）

吉岡正三
（1943.4.10昇任） 兵庫 1912 33 福岡 東大冶金

会社技師
（京城帝大講師委嘱〔1941.4.5付〕/助教授〔1941.4.30付〕）
冶金工学第一講座分担（1942.6.2付）

大阪府立大学教授

冶金学第二講座

大屋正吉 栃木 1896 一高 東大冶金

工業試験所技師
明治専門学校教授
京城鉱山専門学校教授
〔兼〕朝鮮総督府技師（燃料選鉱研究所長）1941.2.6付
（※1942.6.7没）

田丸莞爾
（1943.9.22着任） 東京 1889 56 二高 東大冶金

東北帝大助教授（金属材料研究所）
理化学研究所研究員（本多光太郎研究室）
〔満洲帝国国務院〕大陸科学院研究官（冶金研究室）
〔兼〕朝鮮総督府技師・燃料選鉱研究所長（1944.6.14付）

浪速大学短大部教授

冶金学第三講座
（1942.4.10増設）

原田　蕃
（1943.11.27任用） 新潟 1896 49 七高 東大冶金 明治専門学校教授

九州大学講師（工学部）
下関工業学校長 /下関工業高校長
青葉ヶ丘女子高校長

【表１】　京城帝国大学理工学部の教官人事一覧
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永島広紀　　帝国の外地出身「科学者」たち

（教授） 氏名 本籍地 生年 年齢（1945年当時） 出身高校 出身大学 前職・兼務等 戦後

数学講座 宇野利雄 東京 1902 43 一高 東大数学 東京高等商船学校教授 東京都立大学教授
日本大学教授

応用力学講座 清水篤麿
（1941.4.26任用） 福岡 1899 八高 東大機工 福井高等工業学校教授 /広島高等工業学校教授

（1943.11.23没）

応用物理学講座
（矢島祐利） （物理学第三講座に1942.4.11付で配置替）

（山口太三郎）
（1942.4.11昇任） （1943.8.25付で物理学第五講座に配置替）

　　　（講座分担） （大塚明郎）
（1943.8.25付）

分析化学講座
（石橋弘毅） （1942.4.11付で応用化学第四講座に配置替）

外山　修
（1942.4.11任用） 大阪 1908 37 大阪 京大化学 京都帝大講師（理学部・化学研究所） 大阪府立大学教授

大阪府立大学長

熱工学講座 山家信次 大阪 1887 58 五高 東大火薬
海軍造兵中将・火薬廠長
理工学部長（1941.1.9～ 1944.3.20）
〔兼〕朝鮮総督府技師・燃料選鉱研究所長（1942.4.17付）
京城帝大総長（1944.3.20付）

日本カーリット株式会社取締役

鉱物地質学講座
（水田準一）
（1942.1.26着任） （1942.4.11付で鉱山学第二講座に配置替）

木野崎吉郎
（1944.12.26任用） 福島 1899 46 八高 東大地質 朝鮮総督府技師（地質調査所） 広島大学教授

小野田セメント中央研究所顧問

工業技術管理論講座
　　（1944.10.16新設） （教授未着任）

（助教授） （学卒年）

（物理学） 堀江忠男
（1942.4.11任用） 東京 1911 34 広島 東大物理 東京帝大助手

（理工学部内地研究員1942.1.12付） 大阪大学教授 S10卒

（物理学） 戸田盛和 東京 1917 28 武蔵 東大物理 東京帝大助手
（理工学部創設事務嘱託） 東京教育大学教授 S15卒

（物理学） 澤田正三
（1942.4.11任用） 富山 1917 28 富山 東大物理 （理工学部内地研究員）

東京大学助教授（第二工学部）
東京工業大学教授（理学部長）
中部工業大学教授
いわき明星大学教授（理工学部長）

S16卒

（物理学） 柳川禎章
（1943.4.28任用） 三重 1917 28 一高 東大物理

（理工学部内地研究員1942.1.6付）
（京城帝大講師1942.3.31付）
（理工学部化学教室事務嘱託）
（京城帝大助手1942.6.22付）

東京大学教授
日本大学教授（生産工学部） S16.12卒

（物理学） 新楽和夫
（1943.4.28任用） 東京 1920 25 府立 東大物理

（理工学部内地研究員1942.1.6付）
（京城帝大講師委嘱1942.3.31付）
（理工学部化学教室事務嘱託）
（京城帝大助手1942.6.22付）

東京工業大学教授 S16.12卒

（化学） 田中大二
（1942.4.11任用） 広島 1914 31 一高 東大化学 （理工学部内地研究員） 千葉大学教授 S16卒

（化学） 大矢博毅
（1943.4.28任用） 東京 六高 東大化学 （理工学部化学教室事務嘱託1942.1.6付）

（京城帝大助手1942.6.22付） S16.12卒

（土木工学） 永井荘七郎
（1942.1.29任用） 兵庫 1914 31 北大予科 北大土木 運輸省第三港湾建設局企画課長

大阪市立大学教授 S13卒

（土木工学） 丸安隆和 福井 1915 30 四高 東大土木 （理工学部創設事務嘱託） 東京大学教授（生産技術研究所）
東京理科大学教授 S14卒

（土木工学） 佐合正雄
（1942.4.11任用） 東京 1913 32 水戸 東大土木

国立公衆衛生院
東京都立大学教授
東京理科大学教授

S14卒

（土木工学） 平井　敦 東京 1908 37 四高 東大土木
大阪市土木部
（理工学部創設事務嘱託）
※東京帝大助教授〔第一工学部〕に転出（1943.5.24）

東京大学教授
長岡技術科学大学副学長 S11卒

（機械工学） 浅沼　強 岡山 1916 29 六高 東大機工 東京帝大航空研究所研究生
（理工学部創設事務嘱託）

群馬大学教授
東京大学教授（航空研究所）
東海大学教授

S15卒

（機械工学） 前澤成一郎
（1943.4.28任用） 長野 1917 28 東京 東大機工

（理工学部内地研究員1942.1.6付）
（京城帝大講師1942.3.31付）（京城帝大助手1942.6.22付）
※1945.3.31付で免官

山梨大学教授 S16.12卒

（電気工学） 三山　醇 千葉 1916 29 武蔵 東大電工 （理工学部創設事務嘱託） 東京大学教授
上智大学教授 S14卒

（電気工学） 二村忠元 長野 1916 29 松本 京大電工 （理工学部創設事務嘱託） 東北大学教授 S15卒

（応用化学） 松田種光 兵庫 1913 32 大阪 東大応化 （理工学部創設事務嘱託） 鉄道技術研究所研究室長
広島化成 S15卒

（鉱山学） 堀部富男 東京 1915 30 浦和 東大鉱山 京城鉱山専門学校教授 東北大学教授 S13卒

（鉱山学） 江澤政男
（1943.5.24任用） 東京 浦和 東大鉱山 朝鮮総督府技師（燃料選鉱研究所） 愛媛大学教授

日本粘土工業 S14卒

（鉱山学） 石原　俊
（1944.4.24任用） 東京 山形 東大鉱山 （理工学部内地研究員1942.1.6付）

（1944.4.24着任）
山口大学教授
徳山高専 S16.12卒

（冶金学） 木内俊二
（1942.4.11任用） 長野 1914 31 水戸 東大冶金 多賀工専 /茨城大学教授

工業技術院資源技術試験所 S13卒

（冶金学） 和田良澄
（1943.11.11任用） 三重 成蹊 東大冶金 （理工学部内地研究員）

（1943.11.11着任） 北海道大学教授 S16卒

（数学） 樋口順四郎 福岡 大阪 東大数学 大阪帝大助手
（理工学部創設事務嘱託）

文部省統計数理研究所
国立公衆衛生院 S14卒

（造兵学） 白神正信
（1942.4.11任用） 岡山 六高 東大造兵 （理工学部創設事務嘱託）

（理工学部内地研究員）
通産省重工業局（計量課）
㈶機械振興協会APT連絡部 S15卒

（分析化学） 齋藤信房 愛知 1916 29 一高 東大化学 （理工学部創設事務嘱託）
九州大学助教授
東京大学教授
東邦大学理学部

S15卒

（熱工学） 井上勝郎
（1941.6.30任用） 東京 1916 29 武蔵 東大機工 海軍造機大尉 八幡鋼管株式会社 S14卒

（化学兵器学） 須藤秀治
（1944.1.27任用） 大分 1906 39 五高 東大火薬

陸軍科学研究所第二部
朝鮮総督府技師（警務局警務課）
（京城帝大講師委嘱1942.4.1付）

熊本工専教授
中央大学教授 S5卒

（工業技術管理論？） 安保武民
（1944.11.7任用） 栃木 城大予科 城大法文 （京城帝大助手1942.6.22付）

※1944.11.26没 S16.12卒

典拠： 『京城帝國大學一覽』各年版と『京城帝國大學學報』各号を元に、『朝鮮總督府官報』『東京帝國大學一覽』『東北帝國大學一覽』『京都帝國大學一覽』『九州帝國
大學一覽』『明治專門學校一覽』『帝國大學新聞』『京都帝國大學新聞』『人事興信録』『〔学士会〕會員氏名録』『朝鮮年鑑』『朝鮮紳士録』『満洲紳士録』『京城日報』
『青丘』『紺碧』等の関係記事に加え、各種の回想文・回顧録や各旧制高等学校の一覧と同窓会名簿を相互に対照して作成した。

凡例：京城帝大の教授・助教授の任用において着任日・任用日等の明示がない場合は、すべて1941年4月16日付けの任用である。
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う
な
も
の
」
と
、
ち
ょ
う
ど
内
地
で
官
制
が
施
行
さ
れ
た
ば
か
り
の
「
技
術
院
」

を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
言
わ
ば
朝
鮮
に
お
け
る
官
製
「
科
学
技
術
動
員
」
の
推

進
役
を
京
城
帝
大
理
工
学
部
が
担
っ
て
い
く
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
意
気
込
み
で

あ
っ
た
。

　

そ
の
一
方
、
こ
の
よ
う
な
理
工
学
部
の
将
来
計
画
に
ま
つ
わ
る
発
言
も
行
っ
て

い
る
。　

　

今
迄
は
專
門
に
亘
つ
た
技
術
の
み
を
工
科
に
お
い
て
敎
へ
て
を
る
。
例
へ
ば

土
木
の
橋
を
架
け
る
に
し
て
も
、
學
生
は
橋
を
架
け
る
こ
と
を
習
ひ
ま
す
時
に

は
ど
ん
な
風
な
橋
を
架
け
る
、
木
の
橋
は
ど
う
い
ふ
風
に
造
る
、
又
鐵
の
橋
は

ど
ん
な
風
に
造
る
と
い
ふ
理
窟
は
習
ひ
ま
す
が
、
橋
は
ど
ん
な
所
に
架
け
る
と

い
ふ
こ
と
は
、
ち
よ
つ
と
吾
々
は
習
は
な
か
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
（
中
略
）

詰
り
サ
イ
エ
ン
ス
・
エ
ン
ヂ
ニ
ヤ
ー
科
學
と
經
濟
と
の
橋
渡
し
で
あ
る
工
業
技

術
學
と
申
し
ま
す
か
、
技
術
工
學
と
申
し
ま
す
か
、
さ
う
い
ふ
も
の
の
講
座
を

一
つ
拵
へ
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す

（
11
（

。

　

す
な
わ
ち
、
昭
和
一
七
年
度
の
予
算
要
求
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
も
の
の
、
当

該
年
度
は
法
制
局
の
審
議
を
通
過
し
な
か
っ
た
「
技
術
学
講
座
」
新
設
に
関
す
る

発
言
で
あ
る
。
最
終
的
に
は
「
工
業
技
術
管
理
論
講
座
」
と
し
て
新
設
に
漕
ぎ
つ

け
る
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
一
九
四
四
年
一
〇
月

（
11
（

の
こ
と
で
あ
り
、
つ
い
に
教

授
の
着
任
を
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

と
も
あ
れ
、
山
家
は
以
降
に
お
い
て
も
、「
基
礎
的
研
究
並
に
そ
の
應
用
と
し

て
の
工
業
的
及
技
術
的
實
驗
を
行
ふ
べ
き
中
樞
機
關
た
る
べ
き
」、
か
つ
「
理
學

及
工
學
を
履
修
し
た
る
高
級
技

術
者
の
不
足
に
對
處

（
11
（

」
と
い
っ

た
所
信
を
工
業
技
術
系
の
雑
誌

に
語
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
と
と
も
に
、
ま
た

一
九
四
三
年
四
月
一
〇
日
に
東

洋
経
済
新
報
社
京
城
支
局
の
主

催
で
行
わ
れ
た
朝
鮮
総
督
府
の

主
要
局
長
た
ち
が
顔
を
揃
え
た

座
談
会
に
お
い
て
も
、「
こ
れ

は
少
し
行
政
方
面
の
惡
口
に
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
朝
鮮
の
今
迄
の
經
過
を

見
ま
す
と
、
技
術
に
關
係
の
な
い
方
が
、
技
術
を
信
賴
し
過
ぎ
て
し
く
じ
つ
て
居

ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
ん
ぢ
や
な
か
ろ
う
か
（
笑
聲
）。」
と
総
督
府
の
高
官
連
を
軽

く
牽
制
し
つ
つ
も
、「
行
政
官
、
行
政
に
携
は
る
技
術
者
と
竝
び
に
敎
育
研
究
機

關
の
專
門
家
と
聯
絡
が
み
つ
ち
り
つ
い
て
、お
互
に
意
見
を
交
換
す
る
機
關
」「
技

術
連
絡
委
員
會
の
如
き
組
織
」
の
整
備
を
提
言
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た

（
11
（

。

　

か
く
な
る
構
想
の
上
で
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
の
が
、
ま
さ
し
く
京
城
帝
国

大
学
の
理
工
学
部
で
あ
っ
た
。
一
九
四
三
年
九
月
一
八
日
に
は
翌
々
日
の
第
一
回

卒
業
式
に
先
立
ち
、
理
工
学
部
の
「
開
学
記
念
式
」
が
挙
行
さ
れ
た
。
来
賓
に
は

朝
鮮
総
督
の
小
磯
國
昭
、
朝
鮮
軍
司
令
官
の
板
垣
征
四
郎
を
は
じ
め
、
朝
鮮
各
界

の
重
鎮
が
顔
を
揃
え
、
か
つ
九
州
帝
大
総
長
の
荒
川
文
六
も
招
か
れ
、
小
磯
総
督

と
と
も
に
祝
辞
を
述
べ
て
い
る
。

　

山
家
学
部
長
も
「
理
工
学
部
創
設
経
過
報
告
」
と
し
て
、
京
城
帝
大
理
工
学
部

開学式の内容を報じる『每日新報』
（1943年9月19日付朝刊3面）
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永島広紀　　帝国の外地出身「科学者」たち

の
社
会
的
役
割
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

戰
爭
の
相
貌
は
益
々
科
學
及
技
術
の
決
戰
と
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
科
學
技

術
の
發
明
進
歩
に
よ
つ
て
敵
に
優
る
兵
器
資
材
の
製
作
考
案
は
勿
論
こ
れ
が
科

學
主
義
工
業
の
完
遂
促
進
は
今
や
最
も
緊
急
な
る
課
題
で
あ
り
ま
す
。
特
に
朝

鮮
は
特
殊
資
源
の
賦
存
分
布
に
惠
ま
れ
る
外
有
利
な
る
立
地
條
件
を
有
し
て
居

り
ま
し
て
適
應
し
た
工
鑛
業
を
急
速
に
進
展
助
長
せ
し
め
得
る
の
で
あ
り
ま
す

る
が
本
理
工
學
部
は
こ
れ
か
ら
國
家
要
望
の
事
項
に
關
し
研
究
實
驗
を
行
ふ
中

樞
機
關
た
る
べ
き
で
あ
り
又
半
島
産
業
の
進
歩
發
展
に
關
し
基
礎
的
智
識
を
供

給
す
る
源
泉
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

（
11
（

。

　

主
張
そ
の
も
の
は
、
戦
時
下
の
緊
迫
さ
を
加
え
て
い
る
と
は
言
え
、
基
本
的
に

は
学
部
の
創
立
時
の
発
言
と
そ
れ
ほ
ど
変
化
は
な
い
。
実
は
、
右
の
発
言
に
先
立

つ
「
學
部
の
中
樞
を
な
す
べ
き
各
學
科
敎
授
助
敎
授
の
銓
衡
に
關
し
て
は
時
局
柄

理
工
學
關
係
に
於
て
極
め
て
人
材
不
足
の
際
な
る
に
も
拘
ら
ず
人
格
敎
養
に
於
て

も
、
學
識
經
驗
に
於
て
も
眞
に
敎
授
と
し
て
卓
越
せ
る
多
數
の
適
材
を
我
半
島
最

高
學
部
に
迎
え
得
ま
し
た
こ
と
は
本
理
工
學
部
創
設
委
員
た
る
東
京
帝
大
の
關
係

各
學
科
敎
授
の
協
力
斡
旋
に
負
ふ
所
特
に
大
な
る
を
思
ひ
、
こ
れ
又
こ
の
機
會
に

厚
く
御
禮
を
申
述
る
次
第
で
あ
り
ま
す

（
11
（

」
の
部
分
に
筆
者
と
し
て
は
ど
う
し
て
も

目
が
行
く
の
で
あ
る
。

　

お
そ
ら
く
は
開
学
式
の
「
引
き
出
物
」
と
し
て
作
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

推
察
さ
れ
る
『
研
究
輯
錄
』（
京
城
帝
国
大
学
理
工
学
部
、
一
九
四
三
年
九
月
）

な
る
小
冊
子
が
残
っ
て
い
る
。
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
一
九
四
三
年
夏
の
段
階

ま
で
に
着
任
し
た
教
授
・
助
教
授
た
ち
の
研
究
課
題
と
業
績
の
一
覧
が
一
挙
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
。

　

戦
時
の
繰
り
上
げ
と
は
言
え
、
一
九
四
三
年
九
月
に
は
手
塩
に
か
け
た
第
一
期

生
た
ち
も
巣
立
ち
の
秋
を
迎
え
、
完
全
で
は
な
く
と
も
各
講
座
へ
の
教
員
の
配
置

も
ひ
と
段
落
し
た
の
で
あ
る
。
理
工
学
部
と
し
て
も
、
そ
の
「
草
創
」
の
時
期
を

自
ら
締
め
く
く
ろ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

そ
こ
で
次
節
で
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
ス
タ
ッ
フ
が
呼
び
集
め
ら
れ
た
の

か
に
つ
い
て
、
改
め
て
確
認
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

五
　
教
員
人
事
の
特
徴 

① 

─
そ
の
学
歴
と
勤
務
歴
─

　

物
理
学
第
一
講
座
担
任
で
あ
り
第
二
代
の
理
工
学
部
長
を
務
め
る
こ
と
に
な
る

大
塚
明は

る
お郎

（
一
八
九
九
～
一
九
九
四
）
の
前
任
校
は
「
明
治
専
門
学
校
」
で
あ
っ

た
。
明
治
専
門
学
校
は
福
岡
県
戸
畑
市
（〔
現
〕
北
九
州
市
戸
畑
区
）
に
設
立
さ

れ
た
官
立
の
高
等
工
業
学
校
で
あ
る
が
、
戦
時
末
期
に
工
業
専
門
学
校
と
な
る
ま

で
は
「
工
業
」
の
看
板
を
掲
げ
な
い
四
年
制
の
高
工
で
あ
り
、「
明め

い

専せ
ん

」
の
略
称

で
親
し
ま
れ
た
。

　

そ
も
そ
も
、
同
校
は
産
炭
事
業
（「
明
治
鉱
業
」
の
経
営
）
で
大
財
を
な
し
た

福
岡
出
身
の
安
川
敬
一
郎
・
松
本
健
次
郎
父
子
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
、
一
九
〇
九

年
四
月
に
開
校
し
た
私
立
学
校
で
あ
り
、
一
九
二
一
年
三
月
に
官
立
移
管
が
な
さ

れ
て
い
た
。

　

安
川
敬
一
郎
と
い
え
ば
、
そ
の
独
自
の
「
日
支
提
携
論
」
を
も
っ
て
辛
亥
革
命

の
前
後
、
漢
冶
萍
煤
鉄
公
司
と
の
合
弁
事
業
を
進
め
た
こ
と
な
ど
、
中
国
大
陸
へ
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の
多
額
の
借
款
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
取
り
沙
汰
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。し
か
し
、

明
治
鉱
業
は
平
安
南
道
安
州
郡
を
皮
切
り
と
し
て
、
朝
鮮
半
島
で
も
手
広
く
事
業

を
展
開

（
11
（

し
て
い
た
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。

　

特
に
、
平
安
南
道
の
平
壌
府
近
郊
で
は
良
質
の
無
煙
炭
が
産
出
さ
れ
て
い
た
こ

と
か
ら
、
朝
鮮
総
督
府
は
一
九
一
一
年
か
ら
本
格
的
な
鉱
床
調
査
を
実
施
す
る
と

と
も
に
、
安
川
に
対
し
て
無
償
払
い
下
げ
を
条
件
に
し
た
炭
鉱
の
開
発
を
慫
慂
し

て
い
た
。

　

そ
う
し
た
朝
鮮
総
督
府
と
の
強
い
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
安
川

の
実
子
た
る
松
本
健
次
郎
は
、
斎
藤
実
総
督
期
に
お
け
る
「
文
化
政
治
」
ア
ピ
ー

ル
の
一
つ
の
目
玉
で
あ
る
「
産
業
調
査
委
員
会
」（
一
九
二
一
年
九
月
に
開
催
）

の
委
員
と
し
て
名
を
連
ね
て
い
た
。
以
降
、
同
委
員
会
は
、
宇
垣
一
成
総
督
期
の

「
朝
鮮
産
業
経
済
調
査
会
」（
一
九
三
六
年
）、
南
次
郎
総
督
期
の
「
時
局
対
策
調

査
会
」（
一
九
三
八
年
）
に
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
が
、
松
本
は
終
始
、
こ
れ
ら

の
政
策
提
言
の
場
に
出
席
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　

閑
話
休
題
。
山
家
信
次
の
意
を
受
け
て
、
京
城
帝
大
理
工
学
部
の
教
員
人
事
に

お
け
る
言
わ
ば「
組
閣
参
謀
」的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
大
塚
明
郎
で
あ
っ
た
。

後
年
の
回
想
に
依
れ
ば
、「
具
体
的
に
関
係
し
始
め
た
の
は
昭
和
十
四
年

（
一
九
三
九
年

（
11
（

（」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、「
こ
れ
と
前
後
し
て
、
速
水
総
長
が
非
公

式
に
戸
畑
の
明
治
専
門
学
校
に
こ
ら
れ
て
挨
拶
さ
れ
た
こ
と
に
は
恐
縮
し
た

（
1（
（

」
と

も
語
っ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
明
治
専
門
学
校
か
ら
は
、
冶
金
工
学
科
の
大
屋
正
吉
、
電
気
工
学
科

の
安
宅
彦
三
郎
が
、
共
通
学
科
所
属
の
大
塚
（
力
学
・
物
理
学
を
担
当
）
と
と
も

に
理
工
学
部
の
教
授
に
転
任
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
少
し
時
間

を
措
い
て
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
冶
金
工
学
科
の
原
田
蕃
が
冶
金
学
第
三
講
座
の

教
授
に
異
動
（
一
九
四
三
年
一
一
月
）
し
て
お
り
、
明
専
の
教
授
か
ら
は
都
合
四

名
が
移
籍
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
は
学
部
発
足
時
に
お
い
て
は
唯
一
の

朝
鮮
人
助
手（
電
気
工
学
教
室
）で
あ
っ
た
成
瓉
鏞
も
、明
専
の
出
身
者（
一
九
四
一

年
三
月
に
電
気
工
学
科
を
卒
業
）
で
あ
っ
た
。

　

な
お
、
大
屋
正
吉
は
ま
ず
一
九
三
九
年
五
月
の
段
階
で
、
同
年
四
月
に
新
設
さ

れ
た
ば
か
り
の
京
城
鉱
山
専
門
学
校
教
授
に
転
出
し
た
の
ち
、
あ
ら
た
め
て

一
九
四
一
年
四
月
、
京
城
帝
大
に
着
任
し
て
い
る
。
し
か
も
、
一
九
四
一
年
二
月

の
時
点
で
朝
鮮
総
督
府
殖
産
局
の
燃
料
選
鉱
研
究
所
長
を
兼
務
し
て
お
り
、
さ
ら

に
京
城
鉱
専
教
授
も
兼
任
し
た
こ
と
で
、「
三
足
の
草
鞋
」
を
履
く
状
況
で
あ
り
、

多
忙
を
極
め
た
。
敷
地
が
隣
で
あ
る
京
城
鉱
専
は
と
も
か
く
、
漢
江
の
向
こ
う
岸

に
あ
る
遠
方
の
燃
料
選
鉱
研
究
所
へ
の
移
動
は
、
大
屋
の
健
康
を
害
す
る
一
因
と

な
っ
て
い
っ
た
。

　

こ
の
他
に
も
、
横
浜
・
金
沢
・
広
島
の
各
高
工
、
高
知
高
、
東
京
高
等
商
船
、

旅
順
工
大
予
科
と
い
っ
た
理
化
学
に
関
す
る
高
等
教
育
の
「
前
期
」
に
相
当
す
る

機
関
で
の
教
員
経
験
者
が
多
く
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
新
設
の
理
工
系
学
部

に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
人
材
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
か
を
端
的
に
窺
う
こ
と
が

出
来
る
一
例
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
講
座
制
の
縛
り
ゆ
え
に
、
長
年
に
わ
た
り
内

地
帝
大
の
「
助
教
授
」
に
留
め
置
か
れ
た
者
た
ち
が
、
新
天
地
を
求
め
て
転
身
す

る
例
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

　　

そ
れ
に
し
て
も
、【
表
１
】
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
助
教
授
以
上
の
六
四

名
中
の
五
七
名
、
比
率
に
す
れ
ば
実
に
約
九
割
が
東
京
帝
大
の
出
身
者
で
あ
る
。
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そ
し
て
京
都
帝
大
と
九
州
帝
大
が
二
人
ず
つ
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
を
も
っ
て
し

て
「
東
大
閥
」
で
京
城
帝
大
理
工
学
部
の
教
員
人
事
が
固
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う

の
は
、
い
か
に
も
表
層
的
な
評
価
に
す
ぎ
よ
う
。

　

そ
こ
で
試
し
に
、
出
身
高
校
の
別
に
着
眼
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

通
常
、
典
型
的
な
エ
リ
ー
ト
コ
ー
ス
と
さ
れ
る
「
一
高
─
東
京
帝
大
」
組
は
、

一
一
名
で
あ
り
、
数
の
比
較
上
で
は
最
も
多
い
。
た
だ
、
第
二
位
の
八
高
も
七
人

の
出
身
者
を
擁
し
て
お
り
、
二
高
・
七
高
造
士
館
を
除
く
残
り
の
ナ
ン
バ
ー
ス

ク
ー
ル
も
そ
れ
ぞ
れ
五
人
ず
つ
を
数
え
る
。
そ
れ
な
り
に
出
身
校
の
地
域
は
分
散

し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

　

年
齢
構
成
的
に
考
え
る
と
、
一
九
四
五
年
時
点
で
四
十
代
以
降
の
教
授
は
世
代

的
に
、
や
は
り
明
治
期
に
設
立
さ
れ
、
す
で
に
「
伝
統
校
」
と
な
っ
て
い
た
ナ
ン

バ
ー
ス
ク
ー
ル
出
身
者
が
多
い
も
の
の
、
そ
れ
で
も
若
手
の
教
授
に
あ
っ
て
は
、

山
形
・
大
阪
・
高
知
・
松
山
・
佐
賀
・
福
岡
と
い
っ
た
大
正
期
に
増
設
さ
れ
た

「
地
名
ス
ク
ー
ル
」
出
身
者
も
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

決
し
て
「
弊
衣
破
帽
」「
デ
カ
ン
シ
ョ
節
」「
ス
ト
ー
ム
」
と
い
っ
た
旧
制
高
校

生
活
を
い
ろ
ど
る
「
青
春
」
の
謳
歌
ぶ
り
な
ど
と
い
う
も
の
を
こ
こ
で
強
調
し
た

い
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
、
今
日
の
大
学
入
試
に
相
当
す
る
旧
制
高
校
の
関
門
を

共
に
く
ぐ
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
後
世
の
我
々
が
思
う
以
上
の
紐
帯
で
結
び

つ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、
一
九
四
五
年
時
点
で
の
教
授
た

ち
の
平
均
年
齢
は
、
お
お
よ
そ
四
四
才
で
あ
る
。

　

助
教
授
た
ち
と
な
る
と
、
さ
ら
に
出
身
高
校
の
多
様
さ
は
増
し
て
い
る
。
ナ
ン

バ
ー
ス
ク
ー
ル
出
身
者
の
率
が
格
段
に
下
が
っ
て
い
る
一
方
、
官
立
の
東
京
、
公

立
の
府
立
・
富
山
、
私
立
の
武
蔵
・
成
蹊
と
い
っ
た
「
七
年
制
高
校
」
出
身
者
の

割
合
が
高
ま
っ
て
い
る
の
が
特
に
目
を
惹
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
、
七
年
制
高
校
の
場
合
、
小
学
校
卒
業
後
（
場
合
に
よ
っ
て

は
五
年
級
修
了
時
）
に
旧
制
中
学
相
当
の
高
校
「
尋
常
科
」
に
入
学
で
き
さ
え
す

れ
ば
、通
常
な
ら
ば
六
年
＋
五
年
で
あ
る
と
こ
ろ
、最
短
で
九
ヵ
年
に
て
高
校
「
高

等
科
」
に
進
み
、
ひ
い
て
は
最
少
の
学
齢
に
よ
る
帝
大
進
学
を
可
能
な
ら
し
め
た

の
で
あ
る
。
し
か
も
、
助
教
授
た
ち
の
中
で
は
、
戦
時
特
例
に
よ
る
修
学
年
限
短

縮
に
よ
る
一
九
四
一
年
一
二
月
卒
業
者
も
五
名
を
数
え
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
昭
和
期
に
入
る
と
理
科
系
の
学
校
進
学
に
お
け
る
受
験
機

会
の
多
角
化
と
分
散
化
が
急
速
に
進
行
し
て
い
た
こ
と
を
顕
著
に
物
語
っ
て
い
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
が
京
城
帝
大
の
教
員
に
特
有
の
現
象

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
こ
と
が
、
い
わ
ゆ
る
「
内
地
人
」

だ
け
で
は
な
く
、
外
地
出
身
者
、
と
り
わ
け
朝
鮮
半
島
出
身
者
に
お
い
て
も
同
時

に
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
っ
た
こ
と
に
、
こ
こ
で
は
強
く
留
意
し
て
お
き
た
い

（
11
（

。

　

ち
な
み
に
、
助
教
授
の
平
均
年
齢
は
、
一
部
に
生
年
が
不
明
な
者
を
含
む
も
の

の
、大
学
の
卒
年
を
勘
案
す
れ
ば
、お
お
む
ね
三
〇
才
を
や
や
下
回
る
状
況
で
あ
っ

た
と
推
測
さ
れ
る
。
物
理
学
の
新に

い
ら楽

和
夫
（
一
九
二
〇
～
一
九
六
九
）
に
い
た
っ

て
は
、
着
任
時
の
年
齢
が
弱
冠
二
三
才
で
あ
る
。
自
分
よ
り
年
長
の
学
生
も
少
な

く
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
東
京
帝
大
を
卒
業
し
た
云
々
で
は

な
く
、
や
は
り
新
楽
が
七
年
制
高
校
（
府
立
高
）
の
出
身
者
で
あ
っ
た
こ
と
と
密

接
に
関
係
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
理
工
学
部
の
学
生
は
在
学
中
の
徴
兵
が
原
則
的
に
延
期
さ
れ
て
い
た
の

に
対
し
て
、
一
九
四
二
年
以
降
、
二
村
忠
元
・
樋
口
順
四
郎
・
齋
藤
信
房
・
丸
安

隆
和
・
松
田
種
光
ら
の
助
教
授
が
そ
の
若
さ
が
ゆ
え
に
相
次
い
で
応
召
し
て
い
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る
（
11
（

。
特
に
齋
藤
は
一
九
四
二
年
四
月
か
ら
三
ヵ
月
間
の
教
育
召
集
で
龍
山
（
歩
兵

第
七
八
連
隊
）
の
砲
兵
隊
に
入
営
し
て
お
り
、そ
の
時
に
古
参
兵
よ
り
執
拗
な
「
私

的
制
裁
」
を
受
け
た
も
の
の
、
召
集
解
除
後
に
は
仁
川
造
兵
廠
の
嘱
託
と
な
っ
た

こ
と
か
ら
、
二
度
目
の
応
召
を
免
れ
た
こ
と
を
後
年
に
回
顧
し
て
い
る

（
11
（

。
す
な
わ

ち
、
丸
山
眞
男
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
帝
大
助
教
授
の
「
陸
軍
二
等
兵
」
が

こ
こ
に
も
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
化
学
第
一
講
座
の
岩
瀨
榮
一
は
着
任
時
を
振
り
返
っ
て
「
旧

制
一
高
の
同
期
生
三
名
」
と
と
も
に
一
九
四
一
年
、
京
城
駅
に
降
り
立
っ
た
と
回

想
（
11
（

し
、
あ
る
い
は
応
用
化
学
第
三
講
座
の
高
橋
武
雄
は
「
電
気
の
高
田
実
教
授
、

採
鉱
の
道
家
欽
教
授
、
機
械
の
本
多
三
雄
教
授
は
共
に
八
高
卒
の
先
輩
」
と
京
城

帝
大
時
代
の
同
僚
を
出
身
高
校
に
紐
づ
け
て
回
顧

（
11
（

し
て
い
る
。
出
身
大
学
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
、
旧
制
期
の
教
育
を
受
け
た
世
代
の
人
間
関
係
や
意
識
を
考
察
す
る

際
に
お
い
て
は
、
や
は
り
旧
制
高
校
時
代
を
踏
ま
え
た
人
物
相
関
を
ま
ず
念
頭
に

置
く
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
意
味
が
な
い
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
し
て
、
繰
り
返

し
に
な
る
が
、
こ
れ
は
朝
鮮
人
側
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

六
　
教
員
人
事
の
特
徴 

② 

─
朝
鮮
総
督
府
と
「
技
師
」─

　

一
方
で
、【
表
１
】
を
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
理
工
学
部
の
教
員
に
は
各
種
の
研
究

所
に
勤
務
す
る「
技
師
」経
験
者
が
多
い
こ
と
に
お
気
付
き
に
な
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

工
業
試
験
所
・
電
気
試
験
所
・
燃
料
研
究
所
・
衛
生
試
験
所
・
陸
軍
科
学
研
究
所

な
ど
、
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
今
風
に
言
え
ば
「
実
務
家
教
員
」
を
揃
え
て
い
た
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

　

先
に
も
少
し
触
れ
た
よ
う
に
、
一
九
三
六
年
一
〇
月
に
開
催
さ
れ
た
朝
鮮
産
業

経
済
調
査
会
に
は
、
理
研
か
ら
も
大
河
内
正
敏
と
鈴
木
梅
太
郎
が
参
席
し
て
い

た
。「
産
業
敎
育
ニ
關
ス
ル
件
」
を
審
議
の
主
た
る
項
目
と
し
て
掲
げ
て
い
た
「
第

四
分
科
会
」
に
配
さ
れ
て
い
た
鈴
木
で
あ
る
が
、
同
分
科
会
は
さ
ら
に
そ
の
他
の

「
一
般
的
事
項
」
に
関
す
る
提
言
も
行
っ
て
い
た
。

　

そ
の
意
見
開
陳
の
場
に
お
い
て
鈴
木
は
、
朝
鮮
の
研
究
機
関
が
台
湾
や
満
洲
と

比
べ
て
も
設
備
面
で
遅
れ
を
と
っ
て
い
る
と
述
べ
る
の
に
先
立
ち
、「
満
洲
國
デ

ヤ
ハ
リ
研
究
所
ヲ
拵
ヘ
ル
ト
イ
ウ
フ
案
ガ
ア
リ
マ
シ
テ
、
私
共
大
河
内
所
長
ト
二

人
デ
ソ
ノ
研
究
所
ノ
設
立
ノ
相
談
ニ
與
ッ
テ
ヲ

（
11
（

」
る
と
の
発
言
を
行
っ
て
い
た
。

こ
れ
は
ま
さ
に
「
大
陸
科
学
院
」
設
置
の
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
た
こ
と

に
他
な
ら
な
い
。

　

ま
た
、
こ
う
し
た
発
言
の
前
段
部
分
に
お
い
て
「
内
地
ノ
理
化
學
研
究
所
ノ
ヤ

ウ
ナ
モ
ノ
モ
一
ツ
位
朝
鮮
ニ
置
イ
テ
モ
決
シ
テ
贅
澤
ナ
モ
ノ
ヂ
ヤ
ナ
イ
ヤ
ウ
ニ
思

フ
（
11
（

」
と
述
べ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
は
最
終
的
に
「
朝
鮮
ニ
於
ケ
ル
産
業
ニ

關
ス
ル
試
驗
調
査
機
關
ト
シ
テ
ハ
本
府
農
事
試
驗
場
、
林
業
試
驗
場
、
水
産
試
驗

場
、
地
質
調
査
所
、
燃
料
選
鑛
研
究
所
、
中
央
試
驗
所
、
酒
類
試
験
室
等
ア
リ
テ

夫
々
試
驗
調
査
ヲ
實
施
シ
ツ
ツ
ア
ル
モ
其
ノ
施
設
竝
ニ
各
機
關
ノ
連
絡
統
制
未
ダ

充
分
ナ
ラ
ザ
ル
ヲ
以
テ
現
在
ノ
機
構
ヲ
根
本
的
ニ
擴
充
強
化
ス
ル
ト
共
ニ
各
試
驗

調
査
機
關
相
互
ノ
連
絡
ヲ
緊
密
ナ
ラ
シ
ム
ル
組
織
ヲ
考
慮
ス
ル
ノ
要
ア
リ

（
11
（

」
と
の

答
申
と
し
て
纏
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
（
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
）。

　

さ
て
、
こ
の
答
申
の
文
中
に
も
見
え
る
よ
う
に
、
朝
鮮
総
督
府
が
設
置
し
て
い

た
理
化
学
系
の
研
究
機
関
中
、「
農
事
試
験
場
（
一
九
四
四
年
か
ら
農
業
試
験
場
）」
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は
京
畿
道
の
水
原
に
置
か
れ
て
い
た
。
元
は
大
韓
帝
国
期
の
一
九
〇
四
年
九
月
に

設
立
さ
れ
た
農
商
工
学
校
か
ら
「
農
科
」
が
「
農
林
学
校
」
と
し
て
一
九
〇
六
年

一
〇
月
に
独
立
し
、
さ
ら
に
韓
国
併
合
に
伴
っ
て
設
置
さ
れ
た
「
勧
業
模
範
場
」

に
附
置
さ
れ
た
。

　

こ
の
た
め
、
場
長
は
農
林
学
校
時
代
を
経
て
水
原
高
等
農
林
学
校
（
一
九
四
四

年
度
か
ら
水
原
農
林
専
門
学
校
）
と
な
っ
て
も
引
き
続
き
そ
の
校
長
職
を
兼
ね
て

い
た
。
ち
な
み
に
五
代
の
校
長
の
内
、
四
名
が
九
州
帝
大
農
学
部
教
授
か
ら
の
転

補
で
あ
り
、
ま
た
水
原
高
農
卒
業
者
は
、
北
海
道
・
京
都
・
九
州
の
各
帝
大
農
学

部
に
数
多
く
進
学
し
て
い
た
。

　

ま
た
、
中
央
試
験
所
も
大
韓
帝
国
時
代
の
工
業
伝
習
所
（
一
九
〇
七
年
二
月
設

置
）
を
起
源
と
し
、
同
所
が
あ
ら
た
め
て
朝
鮮
総
督
府
の
組
織
と
し
て
設
置
さ
れ

た
の
ち
、
一
九
一
二
年
三
月
に
中
央
試
験
所
と
し
て
の
官
制
が
施
行
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
後
、
一
九
一
六
年
四
月
に
は
京
城
工
業
専
門
学
校
が
開
校
し
、
中
央
試

験
所
長
が
そ
の
校
長
を
兼
務
し
た
。

　

そ
し
て
、同
校
は
一
九
二
二
年
三
月
の
段
階
で
内
地
同
様
の
「
高
等
工
業
学
校
」

に
移
行
し
、「
紡
織
」「
応
用
化
学
」「
土
木
」「
建
築
」「
鉱
山
」
の
五
学
科
、
さ

ら
に
応
用
化
学
科
内
に
「
窯
業
」「
色
染
」「
応
用
化
学
」
の
三
部
を
置
く
構
成
が

と
ら
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
中
か
ら
鉱
山
学
科
が
一
九
三
九
年
四
月
に
分
離
独
立
し

て
京
城
鉱
山
専
門
学
校
と
な
っ
た
。
な
お
、
一
九
四
四
年
度
か
ら
は
内
地
に
準
拠

し
て
、
校
名
が
「
京
城
工
業
専
門
学
校
」
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
、
水
原
高
農
と
京
城
高
工
に
は
一
九
四
二
年
度
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
中
等

教
員
の
不
足
を
補
う
た
め
の
「
簡
易
」
高
等
師
範
学
校
と
も
言
え
る
「
理
科
教
員

養
成
所
」
が
附
置
さ
れ
、
こ
れ
ら
は
一
九
四
四
年
度
に
在
籍
生
ご
と
京
城
帝
大
に

移
管
さ
れ
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
理
科
教
員
養
成
所
の
歴
代
所
長
は
理
工
学
部
教
授

か
ら
選
任
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。

＊　
　

＊　
　

＊

　

戦
時
期
の
朝
鮮
や
満
洲
が
「
兵
站
基
地
」
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
と
す
れ
ば
、

や
は
り
地
下
資
源
の
確
保
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
が
一
丁
目
一
番
地
の
政
策
で

あ
っ
た
。
と
り
わ
け
豊
富
な
石
炭
を
産
出
す
る
朝
鮮
に
お
い
て
は
、
石
油
の
代
替

物
と
し
て
の
「
液
化
石
炭
」
の
実
用
化
が
次
第
に
大
き
な
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
る
に

至
っ
て
い
た
。

　

す
な
わ
ち
、
京
城
帝
大
理
工
学
部
に
お
い
て
、
五
講
座
分
が
確
保
さ
れ
た
物
理

学
・
土
木
工
学
・
応
用
化
学
・
機
械
工
学
の
各
講
座
の
中
で
も
、
応
用
化
学
講
座

は
欠
員
の
多
い
他
の
講
座
に
比
べ
て
、
教
員
の
充
足
率
が
高
か
っ
た
。

　

特
に
、
野
口
遵
が
陣
頭
指
揮
を
執
る
日
本
窒
素
の
系
列
会
社
で
あ
る
朝
鮮
人
造

石
油
（
一
九
三
五
年
創
立
）
は
咸
鏡
北
道
慶
興
郡
阿
吾
地
で
産
出
す
る
褐
炭
を
利

用
し
て
水
素
添
加
に
よ
る
直
接
液
化
を
行
う
工
場
を
建
設
し
て
い
た
。
山
家
信
次

も
同
地
へ
視
察
に
赴
き
、
技
師
の
宗
像
英
二
（
一
九
〇
八
～
二
〇
〇
四
、
東
京
帝

大
工
学
部
応
用
化
学
科
卒
、
戦
後
は
日
本
原
子
力
研
究
所
理
事
長
な
ど
を
歴
任
）

に
理
工
学
部
へ
の
出
講
を
依
頼

（
11
（

す
る
な
ど
し
て
い
た
。

　

そ
も
そ
も
朝
鮮
総
督
府
は
、
一
九
一
一
年
か
ら
一
九
一
七
年
に
か
け
て
実
施
し

た
「
鉱
床
調
査
事
業
」
の
終
了
を
承
け
て
、一
九
一
八
年
五
月
に
あ
ら
た
め
て
「
地

質
調
査
所
」
の
官
制
を
布
き
、
農
商
工
部
商
工
局
鉱
務
課
（
の
ち
殖
産
局
鉱
務
課

〔
鉱
山
課
〕）
の
事
務
管
掌
下
に
置
い
た
。
当
初
は
技
師
四
名
・
技
手
四
名
・
属
一
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名
と
い
う
小
規
模
な
組
織
で
あ
っ
た
。
次
第
に
技
術
系
職
員
の
数
は
増
え
、

一
九
四
二
年
七
月
現
在
の
『
朝
鮮
總
督
府
及
所
屬
官
署
職
員
錄
』
に
依
れ
ば
、
技

師
一
二
名
・
属
一
名
・
技
手
一
二
名
に
ま
で
員
数
の
規
模
は
膨
れ
上
が
っ
て
い

た
。

　

た
だ
し
、
石
炭
を
は
じ
め
と
す
る
「
有
用
鉱
物
」
の
調
査
と
実
験
・
試
験
の
実

施
に
関
し
て
は
、
ど
う
し
て
も
地
質
調
査
所
だ
け
で
は
間
に
合
わ
ず
、
結
果
、
産

業
調
査
会
で
の
決
議
に
基
づ
い
て
一
九
二
二
年
一
〇
月
に
は
同
所
と
は
別
個
に
勅

令
を
も
っ
て
「
燃
料
選
鉱
研
究
所
（
燃
研
）」
が
殖
産
局
内
に
新
設
（
実
際
の
開

庁
は
一
九
二
四
年
五
月
）
さ
れ
た
。
な
お
、
同
研
究
所
は
京
城
府
の
南
郊
に
あ
る

鷺
梁
津
に
置
か
れ
、
地
質
調
査
所
と
は
隣
接
す
る
敷
地
と
な
っ
て
い
た
。

　

一
九
三
一
年
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
長
く
地
質
調
査
所
長
を
務
め
、
戦
後
は
九

州
大
学
・
東
京
大
学
で
地
質
学
を
講
じ
る
こ
と
に
な
る
立
岩
巖
（
一
八
九
四
～

一
九
八
二
）
に
依
れ
ば
、「
研
究
所
が
恒
久
的
性
格
を
欠
い
て
い
た
故
か
、
そ
の

後
職
員
の
異
動
が
多
く
、
所
長
（
ま
た
は
所
長
代
理
）
の
更
迭
も
頻
繁
に
行
わ
れ

た
（
1（
（

」
と
さ
れ
、
技
術
者
が
腰
を
落
ち
着
け
て
実
験
・
研
究
に
励
む
環
境
と
は
言
い

難
か
っ
た
と
さ
れ
る
。

　

確
か
に
立
岩
が
述
べ
る
よ
う
に
、
地
質
調
査
所
と
は
異
な
り
、
燃
料
選
鉱
研
究

所
の
場
合
は
、
所
長
を
事
務
方
の
行
政
官
で
あ
る
殖
産
局
長
が
兼
務
し
て
い
た
時

期
が
長
く
、
ま
た
配
置
さ
れ
る
技
術
系
職
員
の
数
も
一
九
四
二
年
度
で
も
技
師

四
・
属
一
・
技
手
一
二
に
止
ま
っ
て
い
た
。

　

そ
れ
で
も
、
こ
う
し
た
状
況
に
も
戦
時
期
に
入
る
と
、
刻
々
と
変
化
が
生
じ
て

き
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
京
城
鉱
専
教
授
の
大
屋
正
吉
が
兼
務
な
が
ら
も
燃
料
選

鉱
研
究
所
長
に
補
職
さ
れ
（
一
九
四
一
年
二
月
）、
間
も
な
く
大
屋
は
京
城
帝
大

教
授
に
配
置
換
え
と
な
る
と
と
も
に
、
京
城
鉱
専
と
燃
研
で
の
業
務
を
掛
け
持
ち

し
た
こ
と
は
既
述
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
無
理
が
祟
っ
た
の
か
、
体
調
を
崩

し
た
大
屋
は
翌
年
六
月
に
は
幽
冥
を
異
と
し
て
し
ま
う

（
11
（

。

　

大
屋
の
没
後
、
し
ば
ら
く
の
間
は
山
家
信
次
が
燃
料
選
鉱
研
究
所
長
職
を
肩
代

わ
り
し
て
い
た
。
し
か
し
、
山
家
が
一
九
四
四
年
三
月
に
お
い
て
篠
田
治
策
の
あ

と
を
承
け
て
京
城
帝
大
総
長
に
就
任
す
る
に
伴
っ
て
再
び
空
席
（
形
式
上
は
鉱
工

局
（
11
（

長
が
兼
務
）
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
同
年
六
月
に
満
洲
国
の
大
陸
科

学
院
研
究
官
か
ら
京
城
帝
大
理
工
学
部
教
授
に
転
じ
て
き
た
田
丸
莞
爾
が
あ
ら
た

め
て
研
究
所
長
を
兼
務
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
見
る
と
、
確
か
に
燃
料
選
鉱
研
究
所
の
人
員
配
置
自
体
は
安
定
さ
を

欠
い
て
い
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、朝
鮮
産
業
経
済
調
査
会
の
答
申
、

あ
る
い
は
山
家
が
構
想
す
る
と
こ
ろ
の
「
基
礎
研
究
と
応
用
実
験
を
行
う
中
枢
機

関
」
の
育
成
は
、
京
城
帝
大
理
工
学
部
を
中
心
に
、
地
質
調
査
所
・
燃
料
選
鉱
研

究
所
、
あ
る
い
は
中
央
試
験
所
ま
で
を
巻
き
込
ん
で
進
展
し
つ
つ
あ
っ
た
と
も
言

え
よ
う
。

　

例
え
ば
、
一
九
四
一
年
四
月
の
理
工
学
部
開
講
に
際
し
て
は
、
地
質
調
査
所
か

ら
は
所
長
の
立
岩
と
技
師
の
木
野
崎
吉
郎

（
11
（

が
そ
れ
ぞ
れ
学
外
か
ら
の
講
師
と
し
て

地
質
学
と
鉱
物
学
の
講
義
を
担
当
し
、
木
野
崎
は
一
九
四
四
年
一
二
月
に
は
理
工

学
部
教
授
に
異
動
し
、
な
か
な
か
担
当
者
が
決
ま
ら
な
か
っ
た
鉱
物
地
質
学
講
座

の
担
任
と
な
っ
て
い
た
。

　

ま
た
一
方
、
燃
料
選
鉱
研
究
所
か
ら
も
技
師
の
高
山
浩
英
（
崔
浩
英

（
11
（

）
が

一
九
四
二
年
度
の
後
期
に
出
講
し
て
お
り
、
一
九
四
三
年
五
月
に
は
同
じ
く
同
研

究
所
技
師
の
江
澤
政
男
が
理
工
学
部
の
助
教
授（
鉱
山
学
）に
採
用
さ
れ
て
い
る
。
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あ
る
い
は
、
中
央
試
験
所
に
し
て
も
一
九
四
二
年
度
以
降
の
研
究
陣
と
し
て
は
、

京
城
帝
大
教
授
の
藤
岡
忠
仁
（
応
用
化
学
第
二
講
座
）
と
村
上
惠
一
（
応
用
化
学

第
一
講
座
）
が
揃
っ
て
技
師
を
兼
任
し
、
京
城
鉱
専
教
授
の
自
在
丸
新
十
郎
（
既

出
）
と
新
川
源
二
（
朴
東
吉

（
11
（

）
ら
が
や
は
り
技
師
を
兼
務
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

七
　
教
員
人
事
の
特
徴 
③ 

─
理
化
学
研
究
所
と
の
因
縁
─

　

大
屋
正
吉
の
急
逝
に
伴
う
冶
金
学
第
二
講
座
教
授
の
後
任
人
事
は
、
適
任
を
容

易
に
は
得
ら
れ
な
い
状
況
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
後
任
者
の
着
任
は
翌
年
の
九

月
に
ま
で
ず
れ
込
ん
で
い
る
。
そ
の
採
用
に
至
る
詳
し
い
経
緯
は
未
詳
で
あ
る
も

の
の
、新
京
の
大
陸
研
究
院
に
お
い
て
「
冶
金
研
究
室
」
の
主
任
研
究
官
と
し
て
、

「
珪
素
鉄
」「
耐
寒
性
鉄
鉱
」「
モ
リ
ブ
デ
ン
精
錬
法
」
な
ど
鉄
鋼
の
強
度
・
耐
性

に
関
す
る
研
究
を
行
っ
て
い
た

（
11
（

田
丸
莞
爾
が
最
終
的
に
採
用
さ
れ
る
に
至
っ
て
い

る
。

　

一
八
八
九
年
に
岩
手
県
盛
岡
市
に
田
丸
十
郎
の
六
男
と
し
て
生
ま
れ
た
田
丸
莞

爾
は
、
第
二
高
等
学
校
か
ら
東
京
帝
大
工
科
大
学
冶
金
学
科
に
進
み
、
一
九
一
四

年
の
卒
業
後
は
、
古
河
鉱
業
の
技
師
を
経
て
一
九
二
八
年
三
月
に
東
北
帝
大
金
属

材
料
研
究
所
の
助
教
授
と
な
っ
た
。

　

一
方
で
田
丸
は
、
磁
石
鋼
の
研
究
で
世
界
的
に
知
ら
れ
た
本
多
光
太
郎
に
師
事

し
て
お
り
、
そ
の
本
多
が
主
宰
す
る
理
研
の
研
究
室
が
東
北
帝
大
内
に
置
か
れ
て

い
た
こ
と
か
ら
、
田
丸
も
理
研
の
研
究
員
と
し
て
在
籍
し
て
い
た
。
そ
し
て
、

一
九
三
七
年
二
月
に
は
東
北
帝
大
で
の
勤
務
を
辞
し
、
一
九
三
八
（
康
徳
五
）
年

一
月
に
大
陸
科
学
院
の
嘱
託

（
11
（

、
同
三
月
八
日
付
け
で
研
究
官
に
任
用

（
11
（

さ
れ
た
。
そ

の
後
、
任
免
の
日
付
は
未
確
認
で
あ
る
が
、
満
洲
国
産
業
部
の
鉱
山
司
技
正
、
工

鉱
技
術
院
（
の
ち
新
京
工
業
大
学
）
の
教
授
を
そ
れ
ぞ
れ
兼
務
し
て
い
た

（
11
（

。

　

な
お
、
京
城
帝
大
理
工
学
部
に
は
、
田
丸
以
外
に
も
化
学
第
一
講
座
の
岩
瀨
榮

一
、
同
第
二
講
座
の
久
保
昌
二
、
電
気
工
学
第
二
講
座
の
中
島
好
忠
と
い
っ
た
理

研
出
身
の
研
究
者
が
在
籍
し
て
お
り
、
特
に
放
射
性
鉱
物
の
調
査
を
精
力
的
に

行
っ
て
い
た
岩
瀨
は
、
京
城
時
代
に
も
た
び
た
び
理
研
の
研
究
誌
に
論
文
を
投
稿

し
て
い
た
。

　

戦
後
、
朝
鮮
に
進
駐
し
て
き
た
米
軍
に
よ
っ
て
岩
瀨
は
「
終
戦
後
の
或
る
夜
、

京
城
の
東
崇
町
官
舎
か
ら
ジ
ー
プ
で
連
行
さ
れ
、
研
究
内
容
の
尋
問
を
受
け
た

（
1（
（

」

と
い
う
。ど
う
や
ら『
理
化
學
研
究
所
彙
報〔
化
學
の
部
〕』二
三
輯
六
号（
一
九
四
四

年
六
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
「
朝
鮮
産
ウ
ラ
ン
螢
光
性
柱
石
に
就
て
」
の
内
容

に
つ
い
て
で
あ
っ
た
模
様
で
あ
る
。
ま
た
、
岩
瀨
は
仁
科
芳
雄
と
と
も
に
ウ
ラ
ン

研
究
を
行
っ
て
い
た
飯
盛
里
安
の
研
究
室
出
身
で
あ
り
、
米
国
側
も
日
本
に
お
け

る
原
爆
研
究
が
い
か
に
進
展
し
て
い
た
か
の
詮
索
に
神
経
を
尖
ら
せ
て
い
た
こ
と

は
間
違
い
な
い
。

　

こ
う
し
た
京
城
帝
大
関
係
者
の
動
き
に
関
し
て
は
、
理
研
の
仁
科
芳
雄
に
よ
る

原
子
爆
弾
研
究
（「
ニ
号
研
究
」）
と
の
関
連
が
取
り
沙
汰
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る

が
（
11
（

、
京
城
帝
大
を
中
核
と
す
る
朝
鮮
総
督
府
内
で
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
確
保
に
向

け
た
技
術
開
発
の
流
れ
に
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
筆
者
の
見
立
て
で
は
あ
る
が
、

「
ウ
ラ
ン
鉱
採
掘
」
そ
の
も
の
は
、
大
き
な
比
重
を
占
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

む
し
ろ
、
筆
者
の
関
心
は
理
研
に
お
け
る
朝
鮮
人
研
究
員
た
ち
の
研
究
活
動
の

在
り
方
に
向
い
て
い
る
。
仁
科
研
究
室
に
は
東
京
物
理
学
校
を
経
て
一
九
四
一
年
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一
二
月
に
北
海
道
帝
大
理
学
部
物
理
学
科
を
卒
業
し
た
「
全
平
水
」
な
る
朝
鮮
人

研
究
者
が
助
手
と
し
て
在
籍
し
て
い
た
。
ま
も
な
く
京
城
帝
大
理
工
学
部
の
助
手

に
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
全
平
水
は
理
研
に
お
い
て
、
戦
後
に
ノ
ー
ベ
ル
物
理

学
賞
を
受
賞
す
る
こ
と
に
な
る
湯
川
秀
樹
・
朝
永
振
一
郎
ら
と
と
も
に「
宇
宙
線
、

原
子
核
竝
に
中
間
子
の
理
論
」
の
研
究
班
に
所
属
し

（
11
（

、朝
永
ら
と
の
共
著
論
文
「
核

粒
子
の
近
傍
に
於
け
る
中
間
子
の
狀
況
に
つ
い
て
」を『
理
化
學
研
究
所
彙
報〔
物

理
の
部
〕』（
二
三
輯
四
号
、
一
九
四
四
年
四
月
）
も
公
表
す
る
当
時
と
し
て
は
新

進
気
鋭
の
理
論
物
理
学
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。

　

そ
も
そ
も
、
鈴
木
梅
太
郎
や
深
川
庫
造
（
化
学
）
の
研
究
室
に
も
早
く
か
ら
帝

大
出
身
の
朝
鮮
人
研
究
生
な
い
し
は
助
手
ら
が
在
籍

（
11
（

し
て
お
り
、
理
化
学
研
究
所

と
朝
鮮
と
の
関
係
は
、
そ
う
し
た
現
場
の
研
究
者
た
ち
に
よ
る
横
の
繋
が
り
が

あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
人
の
流
れ
は
一
九
四
五
年
八
月

以
降
に
あ
っ
て
こ
そ
真
価
を
発
揮
し
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

八
　
理
工
学
部
に
入
学
し
、
卒
業
し
た
／
し
な
か
っ
た
者
た
ち

　

あ
ら
た
め
て
、
本
節
で
は
理
工
学
部
生
た
ち
の
入
学
と
卒
業
に
ま
つ
わ
る
数
的

な
動
向
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

　

一
九
四
一
年
四
月
二
三
日
、
東
崇
町
の
大
学
講
堂
に
お
い
て
新
入
学
生
宣
誓
式

が
行
わ
れ
、
理
工
学
部
に
は
第
一
期
生
と
し
て
三
七
名
が
入
学
宣
誓
書
に
署
名
を

行
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
に
先
立
つ
一
九
三
八
年
四
月
に
は
、
一
九
四
一
年
度
の
理

工
学
部
進
学
を
見
越
し
た
「
理
科
甲
類
」
に
初
め
て
配
属
さ
れ
た
四
二
名
の
生
徒

が
入
学
し
た
（【
表
２
】
参
照
）。
内
地
出
身
者
と
外
地
出
身
者
の
人
数
比
は
三
〇

対
一
二
で
あ
り
、「
理
甲
」
入

学
者
全
体
に
占
め
る
朝
鮮
人
生

徒
の
割
合
は
約
三
割
程
度
で

あ
っ
た
。

　

な
お
、
同
学
年
の
理
甲
生
徒

は
、
延
べ
で
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト

に
近
い
留
級
者
を
出
し
て
い
た

こ
と
か
ら
、
一
九
四
一
年
三
月

に
お
い
て
は
三
〇
名
（
内
地
人

二
〇
・
朝
鮮
人
一
〇
）
の
修
了

者
数
に
ま
で
減
っ
て
い
た
。
そ

し
て
、
こ
の
三
〇
名
は
同
年
四

月
に
全
員
が
揃
っ
て
理
工
学
部

に
第
一
期
生
と
し
て
進
学
し
た

の
で
あ
っ
た
。

　

第
一
期
生
（
一
九
四
三
年
九

月
卒
業
）
か
ら
第
三
期
生

（
一
九
四
五
年
九
月
卒
業
）
ま

【表２】　予科：理科甲類の入学者/修了者（かっこ内は内数で朝鮮人の数）

1938年４月入学：　　42（12） 1941年３月修了：　　30（10）
1939年４月入学：　　45（11） 1941年12月修了：　　39（ 8 ）
1940年４月入学：　　45（14） 1942年９月修了：　　36（10）
1941年４月入学：　　83（28） 1943年９月修了：　　70（25）
1942年４月入学：　　82（22） 1944年９月修了：　　（未詳）
1943年４月入学：　　84（17） 1945年３月修了：　　（未詳）
1944年４月入学：　 120（31）
1945年４月入学：　 111（32）

典拠： 1938～ 1943年入学者は『京城帝國大學一覽』『京城帝國大學豫科一覽』の各年版
　　　 1944年・1945年の入学者数は『朝鮮總督府官報』による。なお、当該年における

朝鮮人の数は同窓会名簿等を元にした推計値。

で
の
入
学
者
数
に
お
け
る
学
科
別
の
内
訳
は
【
表
３
】
に
掲
げ
る
通
り
で
あ
る
。

　

さ
て
、
予
科
か
ら
の
進
学
者
数
が
三
〇
名
で
あ
っ
た
こ
と
は
右
で
触
れ
た
通
り

で
あ
る
。
し
か
し
、『
京
城
帝
國
大
學
一
覽
』
等
で
確
認
さ
れ
る
一
九
四
一
年
度

の
入
学
者
数
は
三
七
名
で
あ
る
。こ
の
数
の
差
は
何
を
意
味
す
る
の
か
と
言
え
ば
、

当
然
、
予
科
出
身
者
以
外
に
も
入
学
者
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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ま
ず
、
電
気
工
学
科
と
応

用
化
学
科
に
は
そ
れ
ぞ
れ
第

六
高
等
学
校
の
卒
業
者
（
共

に
朝
鮮
人
）
が
一
人
ず
つ
入

学
し
て
い
る
。
旧
制
期
の
帝

大
進
学
に
お
け
る
高
等
学
校

出
身
者
は
「
正
系
」、
そ
れ

以
外
の
専
門
学
校
・
私
大
予

科
等
の
出
身
者
は
「
傍
系
」

と
俗
に
呼
び
習
わ
さ
れ
て
い

た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ

る
。

　

か
ね
て
よ
り
京
城
帝
大
の

法
文
学
部
と
医
学
部
に
お
い

て
も
、
入
学
定
員
に
余
裕
が

あ
る
際
に
は
旧
制
高
校
出
身

者
を
入
学
さ
せ
る
こ
と
が

あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で

は
予
科
に
加
え
て
旧
制
高
校

出
身
者
ま
で
は
「
正
系
」
と

仮
に
分
類
し
て
お
き
た
い
。

従
っ
て
、
正
系
組
は
都
合

三
二
名
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。

　

た
だ
し
、
割
合
に
定
員
に
は
余
裕
が

あ
っ
た
法
文
学
部
（
特
に
文
科
）
で
も
、

東
北
帝
大
・
九
州
帝
大
の
法
文
学
部
や

台
北
帝
大
の
文
政
学
部
に
見
ら
れ
る
よ

う
な
「
傍
系
」
入
学
は
原
則
的
に
認
め

て
い
な
か
っ
た
。
た
だ
、
史
料
上
の
確

認
は
最
終
的
に
は
と
れ
て
い
な
い
が
、

理
工
学
部
に
お
い
て
は
理
工
系
の
専
門

学
校（
と
り
わ
け
京
城
高
等
工
業
学
校
）

か
ら
の
「
傍
系
」
入
学
者
を
半
ば
意
図

的
に
合
格
さ
せ
て
い
た
模
様
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、八
〇
名
の
定
員
に
対
し
て
、

第
三
期
生（
一
九
四
二
年
一
〇
月
入
学
）

ま
で
の
予
科
の
理
科
甲
類
修
了
者
は
定

員
の
半
数
に
満
た
な
い
状
況
で
あ
っ

た
。

　

筆
者
が
確
認
し
え
た
限
り
に
お
い

て
、
第
一
期
生
に
お
い
て
は
物
理
学

科
・
土
木
工
学
科
・
応
用
化
学
科
・
鉱

山
冶
金
学
科
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一

名
ず
つ
の
傍
系
入
学
者
が
在
籍
し
て
い

る
。
ま
た
、
そ
の
後
も
お
お
む
ね
各
学

【表３】　入学者数の期別・学科別内訳（かっこ内は内数で朝鮮人の数）

（学科）　　
1941.4入学

（1943.9卒業期）
1942.4入学

（1944.9卒業期）
1942.10入学
（1945.9卒業期） （小計）

物　　理  1（ 1 ）   3（ 2 ）   1（ 1 ）     5（ 4 ）
化　　学  2（ 0 ）   3（ 0 ）   2（ 0 ）     7（ 0 ）
土 木 工  5（ 0 ）   9（ 0 ）   9（ 1 ）   23（ 1 ）
機 械 工  9（ 4 ） 12（ 1 ）   9（ 4 ）   30（ 9 ）
電 気 工  8（ 5 ）   8（ 3 ）   8（ 3 ）   24（ 8 ）
応 用 化  6（ 2 ）   8（ 3 ） 10（ 3 ）   24（ 8 ）
鉱山冶金  6（ 2 ）   7（ 1 ）   5（ 0 ）   18（ 3 ）
（計） 37（14） 50（10） 44（12） 131（36）

典拠：『京城帝國大學一覽 昭和十七年』

【表４】　理工学部の入学者における正系 / 傍系の内訳
（かっこ内は内数で朝鮮人の数）　　

（入学期） 正系 傍系 （小計）

 1941.4入学   30（12）   7（2）   37（12）
 1942.4入学   40（ 8 ） 10（2）   50（10）
1942.10入学   36（12）   8（2）   44（12）
（計） 107（30） 24（6） 131（36）

典拠： 『京城帝國大學豫科一覽 昭和十八年』を元に、『京城高等工業學
校一覽 昭和十七年』『朝鮮總督府官報』、さらに同窓会名簿など
を用いて作成した。

【表５－①】　学士別の卒業者数

物理学科 　 理学士（11）化学科
土木工学科

　 工学士（117）
機械工学科
電気工学科
応用化学科
鉱山冶金学科

⎫
⎬
⎭
⎫
｜
｜
｜
⎬
｜
｜
｜
⎭
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科
で
は
一
～
二
名
程
度
の
傍

系
組
の
入
学
が
確
認
出
来
る

（【
表
４
】
参
照
）。

　

次
に
、
学
生
の
学
科
「
選

好
」
の
具
合
に
つ
い
て
触
れ

て
お
き
た
い
。
一
期
生
を
除

き
、
あ
く
ま
で
も
公
的
な
資

料
根
拠
を
欠
い
た
推
計
の
部

分
は
あ
る
も
の
の
、【
表
５
】

に
見
え
る
よ
う
に
、
理
学
系

に
対
す
る
工
学
系
の
卒
業
生

数
の
多
さ
は
圧
倒
的
で
あ

る
。
わ
ず
か
三
回
の
卒
業
生

で
は
有
意
な
数
字
を
示
す
こ

と
は
難
し
い
と
し
て
も
、
あ

る
程
度
の
傾
向
は
看
取
が
可

能
で
あ
る
。

　

ま
ず
理
学
系
の
中
で
、
物

理
学
科
は
五
名
、
化
学
科
は

六
名
と
、
京
城
帝
大
で
理
学

士
の
称
号
を
得
た
の
は
、
わ

ず
か
一
一
名
に
止
ま
る
。
た

だ
し
、
物
理
学
科
の
卒
業
生
五
名
中
、
四
人
が
朝
鮮
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
留
意

す
べ
き
事
実
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
一
期
生
に
は
別
途
に
「
選
科
」
で
物
理
学
科
を

了
え
た
朝
鮮
人
学
生
も
一
名
い
た
だ
け
に
、
物
理
学
が
何
故
に
朝
鮮
人
側
の
選
好

を
受
け
、ま
た
日
本
人
に
は
不
人
気
（
？
）
で
あ
っ
た
の
か
、興
味
は
尽
き
な
い
。

　

一
方
、
化
学
科
の
卒
業
生
に
朝
鮮
人
の
姿
は
な
い
。
さ
ら
に
は
工
学
系
の
学
科

中
、
土
木
工
学
科
に
あ
っ
て
も
朝
鮮
人
の
卒
業
生
は
一
名
の
み
で
あ
る
。
こ
こ
で

「
民
族
性
」
の
よ
う
な
定
義
が
あ
や
ふ
や
な
も
の
を
持
ち
だ
す
こ
と
は
差
し
控
え

た
い
。
そ
れ
で
も
学
生
た
ち
の
出
自
に
ま
つ
わ
る
「
学
問
観
」「
労
働
観
」
の
よ

う
な
も
の
が
相
互
に
作
用
し
て
い
る
と
は
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ

ん
、
単
な
る
偶
然
に
よ
る
数
字
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
可
能
性
は
依
然
と
し
て
残
っ

て
い
る
。

　

ち
な
み
に
、
一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
以
降
、
京
城
帝
国
大
学
に
お
け
る
「
帝

国
」
の
二
文
字
が
抹
消
さ
れ
、朝
鮮
人
の
自
治
委
員
会
が
運
営
す
る
「
京
城
大
学
」

な
る
大
学
が
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
京
城
大
学
は
同
年
一
〇
月
一
六
日
付
け
で

在
朝
鮮
ア
メ
リ
カ
陸
軍
司
令
部
軍
政
庁
が
発
し
た
法
令
第
一
五
号
を
も
っ
て
正
式

に
京
城
帝
国
大
学
か
ら
京
城
大
学
に
「
名
称
変
更
」
が
行
わ
れ
、
軍
政
庁
の
米
人

将
校
が
総
長
に
就
任
し
た
。

　

も
っ
と
も
、こ
の
京
城
大
学
は
帝
大
時
代
そ
の
ま
ま
に
「
法
文
」「
医
」「
理
工
」

の
三
学
部
と
「
予
科
」
で
も
っ
て
教
学
組
織
を
そ
の
ま
ま
維
持
し
て
お
り
、

一
九
四
六
年
七
月
三
日
に
京
城
大
学
と
し
て
は
最
初
で
最
後
の
卒
業
生
を
出
し
て

い
る
。
そ
の
内
訳
で
あ
る
が
、
理
学
士
は
四
名
、
工
学
士
は
三
三
名
で
あ
っ
た
模

様
で
あ
る
（【
表
６
】）。

【表５－②】　卒業者の学科別内訳〔推計〕（かっこ内は内数で朝鮮人の数）

（学科）　　
1943.9卒業
（1941.4入学）

1944.9卒業
（1942.4入学）

1945.9卒業
（1942.10入学） （小計）

物　　理  1（ 1 ）   3（ 2 ）   1（ 1 ）     5（ 4 ）
化　　学  2（ 0 ）   2（ 0 ）   2（ 0 ）     6（ 0 ）
土 木 工  5（ 0 ）   9（ 0 ）   9（ 1 ）   23（ 1 ）
機 械 工  9（ 4 ） 12（ 1 ）   9（ 4 ）   30（ 9 ）
電 気 工  8（ 5 ）   8（ 3 ）   8（ 3 ）   24（ 8 ）
応 用 化  5（ 2 ）   8（ 3 ） 10（ 3 ）   23（ 8 ）
鉱山冶金  6（ 2 ）   6（ 1 ）   5（ 0 ）   17（ 3 ）
（計） 36（14） 48（10） 44（12） 128（36）

典拠：『会員名簿』（京城帝国大学・京城帝国大学予科同窓会、1985年１月）
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こ
の
時
に
卒
業
し
た

者
は
、
そ
の
多
く
が

一
九
四
三
年
一
〇
月
に

入
学
し
た
、
日
本
側
か

ら
見
れ
ば
終
戦
時
の

「
京
城
帝
大
三
年
次
在

学
生
」
た
ち
で
あ
る
。

筆
者
の
推
計
に
よ
れ

ば
、
そ
の
数
は
二
五
名

（
理
学
系
・
三
名
／
工

学
系
・
二
二
名
）
を
数

え
る
。
ど
う
や
ら
全
員

が
予
科
の
理
科
甲
類
修

了
者
（
一
九
四
一
年
四

月
入
学
／
一
九
四
三
年

九
月
修
了
）
の
よ
う
で

あ
る
。
残
り
は
、
お
お

む
ね
「
内
地
」
か
ら
の

編
入
先
を
卒
業
（
特
に
九
州
大
学
理
学
部
・
工
学
部
に
編
入
し
た
者
が
極
め
て
多

い
）
し
て
お
り
、本
人
た
ち
は
「
京
城
帝
大
出
身
者
」
で
あ
る
と
の
意
識
は
強
か
っ

た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
が
、
学
籍
上
は
第
四
期
生
の
数
に
計
上
し
づ
ら
い
。

九
　「
京
城
大
学
」
理
工
学
部
の
教
員
人
事
と
学
生

　

こ
こ
で
再
び
大
塚
明
郎
に
登
場
を
願
お
う
。
敗
戦
と
朝
鮮
か
ら
の
引
揚
げ
か
ら

す
で
に
八
年
ほ
ど
が
経
過
し
、
ま
た
朝
鮮
動
乱
も
停
戦
と
な
り
、
少
し
ず
つ
日
本

に
も
正
確
な
朝
鮮
の
情
報
が
入
り
つ
つ
あ
っ
た
頃
の
話
で
あ
る
。
一
九
五
三
年

一
〇
月
に
発
行
さ
れ
た
旧
京
城
帝
国
大
学
同
窓
会
「
青
丘
倶
楽
部
」
の
会
報
で
あ

る
『
青
丘
』
第
一
三
号
に
「
朝
鮮
の
理
工
学
関
係
者
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
加
え

て
「
大
塚
明
郎
報
」
と
記
名
さ
れ
た
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
。

　

同
記
事
は
一
〇
名
の
朝
鮮
人
が
一
人
ず
つ
項
目
立
て
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
人
物

た
ち
の
当
時
に
お
け
る
消
息
が
列
記
さ
れ
て
い
た
。以
下
、 

や
や
羅
列
に
は
な
る
が
、 

敢
え
て
煩
を
厭
わ
ず
そ
の
名
を
ま
ず
転
記
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
人
名
漢
字
の

誤
記
や
肩
書
き
に
つ
い
て
は
、
筆
者
が
適
宜
に
修
正
と
追
記
を
施
し
て
い
る
部
分

が
あ
る
。
た
だ
し
、
人
名
の
順
序
そ
の
も
の
は
大
塚
の
文
章
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。

　

李
泰
圭
（
元
京
都
帝
大
化
学
研
究
所
教
授
）

　

李
升
基
（
元
京
都
帝
大
化
学
研
究
所
教
授
）

　

朴
哲
在
（
元
京
都
帝
大
理
学
部
物
理
学
科
助
手
）

　

全
平
水
（
元
京
城
帝
大
理
工
学
部
物
理
学
教
室
助
手
）

　

丁　

根
（
京
城
帝
大
理
工
学
部
物
理
学
科
第
一
回
生
）

【表６】　京城大学理工学部の卒業者（1946年 7 月 3 日付け）

（学科）　　
京城帝大３年次在学者
（1943年10月入学） 編入者等 （小計）

物　　理 1 0 1
化　　学 2 1 3
土 木 工 2 0 2
機 械 工 6 1 7
電 気 工 6 2 8
応 用 化 6 4 10
鉱山冶金 2 4 6
（計） 25 12 37

典拠： 『서울大學校文理科大學同窓會員名簿』（1974年８月）・『서울大學校同窓會員名
簿』（1978年２月）・『会員名簿』（京城帝国大学・京城帝国大学予科同窓会、
1985年１月）

編
入
生

（
11
（

で
あ
っ
た
。

　

と
も
あ
れ
、
通
常
は
第
三
回
ま
で
と
さ
れ
る
京
城
帝
大
理
工
学
部
卒
業
生
で
は

あ
る
が
、
こ
の
京
城
大
学
理
工
学
部
の
卒
業
生
ま
で
は
、
少
な
く
と
も
朝
鮮
人
学

生
に
関
し
て
は
、
事
実
上
の
「
第
四
期
生
」
と
し
て
取
り
扱
っ
て
も
構
わ
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
日
本
人
に
関
し
て
は
、
引
揚
げ
後
に
新
た
な



広島大学文書館紀要　第22号（2021年）

― 25―

　

洪
姙
植
（
元
京
城
帝
大
理
工
学
部
数
学
教
室
助
手
）

　

成
瓉
鏞
（
元
京
城
帝
大
理
工
学
部
電
気
工
学
科
助
手
）

　

金
鍾
喆
（
元
京
城
帝
大
理
工
学
部
物
理
学
教
室
助
手
、
理
工
学
部
二
回
生
）

　

李
林
學
（
元
京
城
帝
大
理
工
学
部
物
理
学
教
室
助
手
、
理
工
学
部
二
回
生
）

　

都
相
祿
（
元
新
京
工
業
大
学
教
授
）

　

ま
ず
筆
頭
の
李
泰
圭
は
、
広
島
高
等
師
範
学
校
か
ら
京
都
帝
大
理
学
部
化
学
科

に
進
み
、
一
九
二
四
年
三
月
に
卒
業
、
や
が
て
一
九
三
一
年
九
月
に
学
位
を
授
与

さ
れ
、
朝
鮮
出
身
者
と
し
て
は
初
の
理
学
博
士
（「
還
元
ニ
ッ
ケ
ル
の
存
在
に
於

け
る
一
酸
化
炭
素
の
分
解
」）
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
ま
た
、
京
都
帝
大
化
学

研
究
所
の
助
教
授（
や
が
て
教
授
に
昇
任
）に
採
用
さ
れ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
一
九
四
五
年
一
〇
月
、
朝
鮮
に
戻
り
、
京
城
大
学
と
し
て
は
初
代
の
理

工
学
部
長
に
就
任
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
前
述
の
一
九
四
六
年
七
月
に
同
大
を
卒

業
し
た
者
た
ち
は
、
総
長
で
あ
る
ハ
リ
ー
・
Ｂ
・
ア
ン
ス
テ
ッ
ド
の
署
名
の
右
に

李
泰
圭
学
部
長
の
名
が
連
署
さ
れ
て
い
る
証
書
を
受
け
取
っ
て
い
る
。

　

次
の
李
升
基
は
、松
山
高
等
学
校
か
ら
京
都
帝
大
工
学
部
応
用
化
学
科
に
進
み
、

一
九
二
八
年
三
月
に
卒
業
、
一
九
三
九
年
一
月
に
は
や
は
り
朝
鮮
出
身
と
し
て
は

初
め
て
の
工
学
博
士
の
学
位
（「
繊
維
素
誘
導
体
溶
液
ノ
透
電
的
研
究
」）
を
取
得
、

そ
し
て
李
泰
圭
と
と
も
に
京
都
帝
大
化
学
研
究
所
の
教
授
と
な
っ
て
い
る
。
合
成

繊
維
の
研
究
で
知
ら
れ
、
彼
が
開
発
し
た
「
ビ
ナ
ロ
ン
」
は
、
李
升
基
が
の
ち
に

北
朝
鮮
に
帰
順
し
た
こ
と
を
承
け
、か
の
地
で
の
生
産
に
成
功
し
て
い
る
。
な
お
、

朝
鮮
戦
争
中
に
越
北
す
る
以
前
は
、
京
城
大
学
理
工
学
部
を
経
て
ソ
ウ
ル
大
学
校

工
科
大
学
の
応
用
化
学
科
に
て
教
鞭
を
と
っ
て
い
た
。

　

そ
し
て
、
朴
哲
在
は
延
禧
専
門
学
校
（
数
物
科
・
一
九
三
〇
年
三
月
卒
）
を
出

た
の
み
の
非
学
士
な
が
ら
、
物
性
研
究
の
分
野
に
お
い
て
長
ら
く
京
都
帝
大
理
学

部
の
吉
田
卯
三
郎
教
授
（
物
理
学
第
一
講
座
）
の
下
で
研
鑽
を
積
み
、
京
都
帝
大

か
ら
一
九
四
〇
年
一
〇
月
に
理
学
博
士
（「
生
護
謨
の
結
晶
化
に
つ
い
て
」）
を
授

与
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。

　

戦
後
は
朝
鮮
半
島
に
戻
り
、
ソ
ウ
ル
大
の
教
員
を
経
て
文
教
部
の
理
事
官
（
技

術
教
育
局
長
）
に
転
じ
、
さ
ら
に
同
部
の
技
監
（
国
立
科
学
館
長
）
を
兼
務
し

た
（
11
（

。
大
塚
に
よ
れ
ば
、「
書
籍
は
城
大
に
新
任
の
朴
哲
在
君
に
牛
車
一
台
分
も
渡

し
て
し
ま
っ
た

（
11
（

」
と
い
う
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
、
朴
が
自
身
の
講
座
ポ
ス
ト
の
実

質
的
な
引
継
ぎ
者
で
あ
る
と
の
認
識
で
あ
っ
た
か
ら
の
こ
と
だ
ろ
う
。

　

以
上
、
こ
こ
ま
で
は
京
都

4

4

帝
大
に
て
、
し
か
も
戦
前
の
段
階
で
す
で
に
学
位
を

得
て
い
た
者
た
ち
で
あ
る
。
そ
し
て
、
次
の
全
平
水
か
ら
金
鍾
喆
ま
で
、
す
べ
て

京
城
帝
大
理
工
学
部
の
助
手
を
務
め
た
若
手
た
ち
の
姓
名
が
並
ん
で
い
る
。

　

成
瓉
鏞
は
明
治
専
門
学
校
を
卒
業
し
た
後
、
理
工
学
部
の
開
講
に
先
立
つ

一
九
四
一
年
四
月
一
五
日
付
け
で
い
っ
た
ん
は
学
部
の
雇
員
に
採
用

（
11
（

さ
れ
、
間
も

な
く
助
手
に
任
用
（
一
九
四
一
年
七
月
一
日
付

（
11
（

）
さ
れ
て
い
る
。
戦
後
は
韓
国
政

府
（
商
工
部
中
央
工
業
研
究
所
）
に
出
仕
し
、
一
九
五
〇
年
以
降
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
職

員
と
し
て
東
京
に
て
勤
務
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。

　

全
平
水
は
北
海
道
帝
大
理
学
部
を
一
九
四
一
年
一
二
月
に
卒
業
後
、
理
化
学
研

究
所
の
仁
科
研
究
室
助
手
を
経
て
一
九
四
三
年
一
一
月
一
三
日
付
け
で
理
工
学
部

の
助
手 （
矢
島
祐
利
研
究
室
） 

と
な
っ
た

（
11
（

。
一
九
四
五
年
の
秋
以
降
は
京
城
大
学
理

工
学
部
の
助
教
授
と
し
て
勤
務
の
後
、
北
朝
鮮
に
去
っ
て
い
る
。
大
塚
は
「
細
君

の
御
里
北
鮮
に
往
復
し
て
い
る
間
に
い
つ
か
南
鮮
に
帰
ら
な
く
な
っ
た
」と
記
す
。
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永島広紀　　帝国の外地出身「科学者」たち

　

丁
根
・
金
鍾
喆
・
李
林
學
の
三
名

は
、
共
に
京
城
帝
大
理
工
学
部
物
理

学
科
の
卒
業
生
で
も
あ
る
。
先
に
見

た
よ
う
に
、
僅
か
五
名
の
卒
業
者
し

か
存
在
し
な
い
物
理
学
専
攻
者
の
う

ち
の
三
名
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
丁

根
は
一
九
四
三
年
九
月
の
卒
業
後
に

京
城
鉱
山
専
門
学
校
の
教
授
、
ま
た

金
鍾
喆
は
一
九
四
四
年
九
月
の
卒
業

後
、
母
校
の
助
手
（
大
塚
明
郎
研
究

室
）
を
務
め
、
李
林
學
は
南
満
洲
鉄
道
に
就
職
し
た
と
い
う
。

　

な
お
、
金
鍾
喆
は
二
〇
〇
一
年
、
韓
国
科
学
史
学
会
の
機
関
誌
で
あ
る
『
韓
国

科
学
史
学
会
誌
』
に
京
城
帝
大
か
ら
京
城
大
学
を
経
て
ソ
ウ
ル
大
学
校
の
時
代
に

お
け
る
物
理
学
科
の
人
事
と
制
度
的
な
変
遷
に
関
す
る
恬
淡
と
し
た
筆
致
の
回
想

を
書
き
残
し
て
お
り

（
1（
（

、
き
わ
め
て
資
料
価
値
が
高
い
証
言
と
な
っ
て
い
る
。

　

一
方
、
一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
以
降
の
混
乱
期
に
お
い
て
で
さ
え
「
物
理
の

学
生
丁
根
君
、
金
鍾
喆
君
は
夜
分
に
し
ば
し
ば
見
舞
っ
て
く
れ
た

（
11
（

」
と
、
大
塚
も

自
身
の
愛
弟
子
た
ち
の
こ
と
を
感
慨
深
げ
に
追
憶
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
丁
根
は
北
に
去
り
、
金
鍾
喆
は
そ
の
ま
ま
京
城
大
学
を
経
て
ソ
ウ
ル

大
学
校
の
教
員
と
な
っ
た
。
大
塚
の
文
章
が
書
か
れ
た
時
点
で
は
、
朝
鮮
動
乱
で

ソ
ウ
ル
大
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
大
学
が
半
島
南
部
の
釜
山
に
疎
開
し
て
い
た

た
め
、
金
鍾
喆
も
釜
山
に
滞
在
し
た
ま
ま
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、

釜
山
市
内
の
光
復
中
央
路
沿
い
に
あ
る
東
洲
女
子
高
校
の
敷
地
脇
に
は
一
九
五
二

年
一
二
月
に
設
立
さ
れ
た
と
い
う
「
韓
国
物
理
学
会
」
の
「
発
祥
地
」
と
彫
り
込

ま
れ
た
記
念
碑
が
建
立
さ
れ
て
お
り
、
金
鍾
喆
を
は
じ
め
と
す
る
初
期
の
役
員
た

ち
の
名
も
そ
の
台
座
部
分
に
刻
ま
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
順
序
が
入
れ
替
わ
っ
た
が
、
洪
姙
植
（
一
九
一
六
～
二
〇
一
四
）
に

つ
い
て
も
述
べ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

洪
は
本
稿
に
登
場
す
る
人
物
た
ち
の
中
で
は
唯
一
の
女
性
で
あ
る
。
奈
良
女
子

高
等
師
範
学
校
の
理
科
を
一
九
四
〇
年
三
月
に
卒
業
後
、
広
島
文
理
科
大
学
数
学

科
に
進
学
し
、
一
九
四
三
年
九
月
に
卒
業
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
学
士
の
称
号
を

受
け
て
い
る
。そ
し
て
直
後
の
一
九
四
三
年
一
〇
月
七
日
付
け
で
理
工
学
部
の「
雇

員
」
に
採
用
さ
れ
て
い
る

（
11
（

。

　

な
お
、
大
塚
や
金
鍾
喆
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
者
の
回
想
類
で
は
数
学
講
座
・

宇
野
利
雄
研
究
室
の 

「
助
手
」 

で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
、 

任
免
の
日
付
は
未
詳
で

は
あ
る
も
の
の
、
お
そ
ら
く
一
九
四
四
年
度
に
任
用
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
推
測
さ
れ
る
。
洪
姙
植
本
人
も
「
第
二
次
世
界
大
戦
終
戦
２
年
前
の
１
９
４
３

年
９
月
に
、
私
は
広
島
文
理
大
の
数
学
科
を
く
り
上
げ
卒
業
し
ま
し
た
。
そ
し
て

宇
野
先
生
が
私
を
京
城
帝
大
理
工
学
部
の
助
手
と
し
て
採
用
し
て
下
さ
い
ま
し

た
（
11
（

」
と
書
き
残
し
て
い
る
の
で
、
お
そ
ら
く
間
違
い
は
な
い
。　

　

奈
良
女
子
大
学
に
残
る
洪
姙
植
関
係
の
記
録

（
11
（

に
依
れ
ば
、
戦
後
は
米
国
の
ミ
ネ

ソ
タ
大
学
へ
の
留
学
を
希
望
し
て
い
た
も
の
の
果
た
せ
な
か
っ
た
模
様
で
あ
る
。

大
塚
の
文
に
は
「
一
九
五
〇
年
日
本
に
来
て
東
京
滞
在
」
と
消
息
が
書
か
れ
て
お

り
、
確
か
に
一
九
五
九
年
に
は
「
偏
微
分
方
程
式Δ

u

＋λ
u

＝0

に
つ
い
て
の

研
究
」
に
て
東
京
大
学
よ
り
理
学
博
士
の
学
位
を
受
け
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
と
前

後
し
て
、
日
本
大
学
理
工
学
部
で
教
鞭
を
執
っ
て
い
た
宇
野
の
斡
旋
で
洪
姙
植
も

「韓国物理学会発祥地」碑
（筆者撮影：2019年 8 月）
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お
茶
の
水
女
子
大
学
理
学
部
の
講
師
か
ら
同
大
学
の
教
員
に
転
じ
て
い
た
。
日
大

時
代
に
は
二
人
の
名
義
で
数
学
の
参
考
書
を
共
著
で
た
び
た
び
出
版
す
る
な
ど
、

終
生
に
わ
た
り
子
弟
関
係
を
維
持
し
て
い
た
模
様
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
掉
尾
に
名
前
が
挙
が
っ
て
い
る
の
が
都
相
祿
で
あ
る
。
ま
ず
大
塚
の

文
章
に
依
れ
ば
、「（
東
大
数
学
出
、
元
新
京
大
学
助
教
授
）
京
城
帝
大
、
予
科
、

理
科
教
員
養
成
所
で
教
え
、
ソ
ウ
ル
大
学
教
授
と
な
っ
た
が
、
北
鮮
側
に
行
つ
た

ま
ゝ
行
方
不
明
、
郷
里
は
平
壌
だ
っ
た
」
と
書
き
記
さ
れ
て
い
る
。

　

や
や
不
正
確
な
記
述
も
目
立
つ
ゆ
え
、
補
足
を
行
っ
て
お
き
た
い
。
咸
鏡
南
道

の
咸
興
府
が
出
身
地
で
あ
る
都
相
祿
（
一
九
〇
三
～
一
九
九
〇
）
は
、
第
六
高
等

学
校
を
経
て
東
京
帝
国
大
学
理
学
部
物
理
学
科
（
よ
っ
て
「
東
大
数
学
出
」
は
誤

記
な
り
）
に
進
学
し
、
同
学
科
を
一
九
三
〇
年
三
月
に
卒
業
し
て
い
る
。
大
学
卒

業
後
は
し
ば
し
東
京
帝
大
の
助
手
を
務
め
、
や
が
て
開
城
府
の
松
都
高
等
普
通
学

校
に
教
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
満
洲
国
に
渡
り
国
立
新
京
工
業
大

学
の
助
教
授
に
採
用
さ
れ
た
。

　

な
お
、
同
大
学
は
一
九
三
八
年
一
月
に
官
制
公
布
と
な
っ
た
「
工
鉱
技
術
員
養

成
所
」
が
「
国
立
大
学
工
鉱
技
術
院
」
に
昇
格
し
、
さ
ら
に
一
九
四
〇
年
九
月
に

「
新
京
工
業
大
学
」
と
改
称
さ
れ
た
日
本
内
地
の
基
準
で
は
専
門
学
校
相
当
の
学

校
で
あ
っ
た
。
都
相
祿
は
遅
く
と
も
一
九
四
三
年
頃
に
は
教
授
に
昇
任
し
て
い
た

模
様

（
11
（

で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
大
塚
が
言
う
よ
う
な
京
城
帝
大
・
同
予
科
・
理
科
教
員
養
成
所
で
の

教
歴
に
関
す
る
公
的
な
記
録
は
管
見
の
限
り
で
は
見
当
た
ら
な
い
。
史
料
的
に
確

認
が
困
難
な
一
九
四
四
年
度
以
降
に
講
師
と
し
て
勤
務
し
た
こ
と
が
あ
る
の
か
、

詳
細
は
な
お
不
明
で
あ
る
。
引
き
続
き
今
後
の
調
査
に
期
し
た
い
。

　

そ
れ
で
も
終
戦
前
後
の
京
城
に
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
し

て
、
日
本
人
が
一
斉
に
解
任
さ
れ
た
あ
と
の
「
京
城
大
学
理
工
学
部
」
の
教
員
と

し
て
都
相
祿
ら
理
工
系
の
研
究
者
・
技
術
者
ら
一
九
名（
教
授
一
四
・
助
教
授
五
）

が
米
軍
政
庁
よ
り
任
命
さ
れ
た
の
が
、
一
九
四
五
年
一
一
月
の
こ
と
で
あ
り
（
後

掲
の
【
資
料
】
参
照
）、
そ
の
後
も
五
月
雨
式
に
追
加
の
任
用
が
続
い
て
い
っ
た
。

　

な
お
、
そ
の
内
訳
と
し
て
は
、
理
学
士
が
七
（
数
学
二
・
物
理
四
・
地
質
学
一
）

に
対
し
て
、
工
学
士
は
一
一
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
一
九
名
中
、
一
五
名
ま
で
が

「
帝
大
学
士
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
中
で
「
正
系
」
組
は
九
名
、「
傍
系
」
組
は

六
名
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
正
系
・
傍
系
は
と
も
か
く
、
旧
京
城
帝
大
時
代
の

総
四
〇
講
座
分
の
教
授
ポ
ス
ト
を
有
資
格
者
で
埋
め
る
に
は
、
い
ま
だ
相
当
に
時

間
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
京
城
大
学
理
工
学
部
の
教
員
人
事
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、

一
九
四
五
年
七
月
一
三
日
付
け
で
京
城
帝
大
教
授
に
任
用
さ
れ
、
大
陸
資
源
科
学

研
究
所

（
11
（

員
に
補
さ
れ
て
い
る
金
鍾
遠
の
去
就

（
11
（

で
あ
る
。
過
去
、
医
学
部
に
お
い
て

短
期
間
な
が
ら
助
教
授
が
、
あ
る
い
は
予
科
や
理
科
教
員
養
成
所
の
教
授
（
い
ず

れ
も
大
学
の
助
教
授
相
当
）
が
採
用
さ
れ
た
例

（
11
（

は
あ
る
も
の
の
、
お
そ
ら
く
金
鍾

遠
は
、
京
城
帝
大
と
し
て
は
最
初
で
最
後
の
朝
鮮
人
教
授
で
あ
る
。
た
だ
し
、
理

工
学
部
の
所
属
で
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
研
究
所
の
専
任
で
あ
っ
た
の
か
は
資

料
上
で
は
判
然
と
し
な
い
。

　

金
鍾
遠
は
、
松
山
高
等
学
校
か
ら
東
京
帝
国
大
学
理
学
部
地
質
学
科
に
進
み
、

一
九
三
一
年
三
月
に
卒
業
す
る
と
い
う
経
歴
を
有
し
た
人
物
で
あ
る
。
大
学
卒
業

後
は
一
時
期
、
九
州
帝
大
工
学
部
の
大
学
院
（「
鉱
床
学
に
関
す
る
研
究
」
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一
九
三
七
～
三
八
年
頃
）
に
在
籍
し
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
後
は
朝
鮮
鉱
業
振
興

株
式
会
社
で
技
師
を
務
め
て
い
た
が
、
戦
時
最
末
期
に
京
城
帝
大
教
授
に
採
用
さ

れ
、
そ
の
ま
ま
米
軍
政
下
の
京
城
大
学
理
工
学
部
教
授
を
経
て
、
ソ
ウ
ル
大
学
校

文
理
科
大
学
理
学
部
地
質
学
科
の
教
授
と
な
っ
て
い
た
。

　

そ
し
て
工
学
系
の
教
授
の
中
、
崔
浩
英
は
既
述
の
通
り
朝
鮮
総
督
府
中
央
試
験

所
の
技
師
、
金
東
一
（
一
九
〇
八
～
一
九
九
八
、
佐
賀
高
─
東
京
帝
大
・
工
・
応

用
化
学
）
は
京
城
紡
織
の
技
師
・
永
登
浦
工
場
長
、
黄
甲
性
（
福
岡
高
─
九
州
帝

大
・
工
・
電
気
工
学
）
は
朝
鮮
総
督
府
逓
信
局
工
務
課
の
逓
信
技
師
を
務
め
て
い

た
。
本
稿
の
末
尾
に
掲
げ
る
【
資
料
】
に
は
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
大

連
の
満
鉄
中
央
試
験
所
・
繊
維
研
究
室
で
パ
ル
プ
材
製
造
の
研
究

（
11
（

を
行
っ
て
い
た

田
豐
鎭
（
京
城
高
工
─
大
阪
帝
大
・
工
・
応
用
化
学
）
も
遅
れ
て
教
授
陣
に
加
わ

る
（
1（
（

な
ど
、
や
は
り
工
学
系
に
お
い
て
は
現
場
感
覚
を
磨
い
た
実
務
経
験
を
有
す
る

実
験
系
の
教
員
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
都
相
祿
も
数
少
な
い
理
学
系
の
ベ
テ
ラ
ン
教
員
の
一
人
と
し
て
京
城

大
学
理
工
学
部
の
教
授
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
当
時
の
ソ
ウ
ル
に
は
南
朝
鮮
労
働

党
（
南
労
党
）
の
勢
力
が
急
速
に
浸
透
し
、
左
右
両
陣
営
の
対
立
が
日
増
し
に
激

し
く
な
っ
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
米
軍
政
庁
は
京
城
大
学
を
南
労
党

の
「
温
床
」
と
見
て
い
た
。

　

そ
う
し
た
中
、
都
相
祿
に
は
公
金
横
領
の
嫌
疑
が
か
か
り
、
一
九
四
六
年
五
月

に
は
遂
に
大
学
か
ら
罷
免
さ
れ
る
と
い
う
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
事
件
が
巻
き
起

こ
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、折
か
ら
燻
っ
て
い
た
「
国
立
ソ
ウ
ル
大
学
校
設
立
案
（
国

大
案
）」
と
呼
ば
れ
る
既
存
の
高
等
教
育
機
関
を
一
纏
め
と
す
る
総
合
大
学
設
立

計
画
が
一
九
四
六
年
七
月
に
発
表
さ
れ
る
と
、
こ
れ
に
反
発
し
た
一
部
の
京
城
大

学
理
工
学
部
の
教
員
た
ち
（
特
に
理
学
系
）
が
一
斉
に
辞
職
し
て
北
に
走
り
、
ひ

い
て
は
金
日
成
大
学
（
の
ち
金
日
成
総
合
大
学
）
を
は
じ
め
と
す
る
北
朝
鮮
の
大

学
教
員
と
な
っ
た
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
ま
た
、
学
生
た
ち
も
示
威
行
為
と
講

義
の
罷
業
を
繰
り
返
し
、
混
乱
に
は
さ
ら
に
大
き
な
拍
車
が
か
か
っ
て
い
た
。

　

ま
さ
に
、
大
塚
の
文
章
に
そ
の
名
が
見
え
る
都
相
祿
が
そ
の
急
先
鋒
の
一
人
で

あ
り
、
ま
た
同
じ
く
物
理
学
の
助
教
授
で
あ
る
全
平
水
・
丁
根
の
両
名
も
彼
に

従
っ
た
形
と
な
っ
た
。
た
だ
、
金
東
一
を
は
じ
め
と
し
て
工
学
系
の
教
員
は
総
じ

て
年
齢
も
高
か
っ
た
ゆ
え
の
保
守
性
の
た
め
か
、
ソ
ウ
ル
大
学
校
の
工
科
大
学
に

そ
の
ま
ま
横
滑
り
で
残
る
例
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

速
水　

今
度
理
工
科
が
出
來
る
ん
で
す
が
、
半
島
人
は
手
先
が
器
用
で
せ

う
。
機
械
を
弄
つ
た
り
す
る
こ
と
は
可
成
り
い
い
ん
で
は
な
い
か
と
思
ひ
ま

す
。
大
河
内
さ
ん
が
半
島
人
を
使
つ
て
見
て
非
常
に
よ
い
の
が
ゐ
る
。
將
來
そ

の
方
面
は
有
望
だ
と
言
つ
て
居
ら
れ
ま
し
た
。
理
窟
は
言
ふ
て
も
技
術
の
方
は

い
け
な
い
と
い
ふ
説
も
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
理
工
學
部
が
出
來
て
其
方
面

に
這
入
る
學
生
が
出
來
れ
ば
相
當
優
秀
な
人
が
出
來
や
し
な
い
か
と
思
ひ
ま

す
。
（
傍
線
は
著
者
に
よ
る
）

　

右
は
一
九
三
九
年
六
月
号
の
『
文
藝
春
秋
』
誌
に
掲
載

（
11
（

さ
れ
た
京
城
帝
大
教
授

ら
に
よ
る
時
局
座
談
会
に
お
け
る
当
時
の
速
水
滉
総
長
の
発
言
部
分
で
あ
る
。
理

工
学
部
開
設
に
先
立
つ
こ
と
二
年
ほ
ど
前
の
時
点
で
の
も
の
と
な
る
。
将
来
の
予
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想
と
し
て
は
け
だ
し
炯
眼
で
あ
る
、
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
く
と
も
、
そ
れ
な
り
に

正
鵠
を
得
た
も
の
で
あ
っ
た
と
、
本
稿
の
内
容
を
反
芻
す
る
な
ら
ば
、
あ
ら
た
め

て
そ
う
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

し
か
も
、
そ
れ
は
京
城
帝
大
時
代
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
京
城
大
学
に
な
っ

て
か
ら
以
降
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
大
河
内
さ
ん
が
半
島
人
を
使
つ
て
見
て
非
常

に
よ
い
」
と
い
う
の
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
ま
さ
し
く
理
化
学
研
究
所
に
お
け

る
朝
鮮
人
研
究
者
の
成
績
が
良
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

　

た
だ
、「
国
家
要
望
の
事
項
に
関
し
研
究
実
験
を
行
う
中
枢
機
関
」な
い
し
は「
朝

鮮
産
業
科
学
研
究
院
」
の
要
と
し
て
の
京
城
帝
大
理
工
学
部
、
と
い
う
山
家
信
次

の
構
想
そ
の
も
の
は
、
少
な
く
と
も
日
本
統
治
下
の
朝
鮮
半
島
で
は
実
現
し
て
い

な
い
。
大
韓
民
国
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。

　

さ
す
れ
ば
、理
化
学
研
究
所
、あ
る
い
は
京
城
大
学
理
工
学
部
の
朝
鮮
人
ス
タ
ッ

フ
た
ち
の
去
就
を
考
え
る
と
、
む
し
ろ
金
日
成
政
権
下
の
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共

和
国
が
金
日
成
大
学
の
科
学
者
を
動
員
し
て
ソ
連
型
の
ア
カ
デ
ミ
ー
を
モ
デ
ル
と

す
る
「
科
学
院
」（
一
九
五
二
年
設
立
）
を
作
っ
て
い
く
こ
と
の
方
に
収
斂
し
た

と
考
え
る
方
が
、
道
筋
と
し
て
は
辻
褄
が
合
っ
て
い
る
と
は
言
え
ま
い
か
？

　

ま
た
、
戦
後
の
中
国
大
陸
や
台
湾
な
ど
で
は
日
本
人
の
科
学
技
術
者
が
大
量
か

つ
長
期
間
に
わ
た
っ
て
「
留
用
」
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
、
大
陸

科
学
院
と
満
鉄
中
央
試
験
所
の
ス
タ
ッ
フ
が
そ
う
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
、
韓
国

や
北
朝
鮮
に
お
い
て
は
、
ご
く
初
期
に
同
様
の
留
用
（
特
に
北
朝
鮮
の
興
南
コ
ン

ビ
ナ
ー
ト
）
が
あ
っ
た
と
は
言
え
、
中
国
・
台
湾
に
比
べ
れ
ば
数
も
少
な
く
、
期

間
も
短
い

（
11
（

。

　

そ
の
大
き
な
理
由
と
し
て
は
、
や
は
り
数
は
限
ら
れ
て
い
た
と
は
言
え
、
朝
鮮

人
の
場
合
は
一
定
数
の
科
学
者
・
技
術
者
、
お
よ
び
そ
の
予
備
軍
が
大
学
や
専
門

学
校
を
す
で
に
卒
業
し
、
な
い
し
は
在
籍
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　

そ
の
意
味
に
お
い
て
京
城
大
学
、
そ
し
て
こ
れ
が
分
岐
し
た
と
言
え
る
ソ
ウ
ル

大
学
校
と
金
日
成
総
合
大
学
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
理
工
系
に
あ
っ
て
は
、
ま
さ

し
く
そ
れ
ぞ
れ
が
京
城
帝
国
大
学
「
理
工
学
部
」
の
正
嫡
で
あ
る
と
言
え
る
の
で

あ
る
。

（
付
記
）
本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
学
研
究
費
（
課
題
番
号
：19K

K
0004

）
に
よ
る

研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

注（
1
） 

松
浦
正
高
〔
聞
き
書
き
〕『
あ
る
学
者
の
軌
跡 

田
中
定
』（
西
日
本
新
聞
社
、

一
九
八
二
年
一
月
）。

（
2
） 「
大
学
群
像 

佐
賀
大
学
の
巻
（
３
）
文
理
学
部
①
」（『
西
日
本
新
聞
』
一
九
六
六

年
四
月
二
八
日
付
九
面
〔
佐
賀
県
版
①
〕）。

（
3
） 「
大
学
群
像 

佐
賀
大
学
の
巻
（
13
）
理
工
学
部
①
」（『
西
日
本
新
聞
』
一
九
六
六

年
五
月
一
四
日
付
一
一
面
〔
佐
賀
県
版
①
〕）。

（
4
） 『
名
古
屋
帝
國
大
學
創
立
概
要
』（
一
九
四
三
年
五
月
）。

（
5
） 『
京
城
帝
國
大
學
學
報
』
一
一
一
（
一
九
三
六
年
六
月
五
日
）
同
誌
「
彙
報
」
中
「
開

學
十
周
年
記
念
式
に
於
け
る
速
水
總
長
の
式
辭
」。

（
6
） 「
理
工
学
部
の
創
設
」（『
紺
碧
遥
か
に 

─
京
城
帝
国
大
学
創
立
五
十
周
年
記
念
誌
』

一
九
七
四
年
一
〇
月
）同
書
五
三
頁
。
な
お
、こ
の
記
事
は
文
末
の
注
記（
五
八
頁
）
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に
よ
れ
ば
、「
本
記
事
は
『
理
工
学
部
々
報
』
の
第
一
・
第
二
号
」
や
関
係
者
の

回
想
を「
多
少
加
筆
再
録
し
た
も
の
」と
さ
れ
る
。
筆
者（
永
島
）は『
理
工
學
部
々

報
』
の
第
二
号
（
一
九
四
五
年
四
月
）
の
み
を
確
認
し
て
い
る
が
、
同
誌
一
一
一

～
一
一
二
頁
に
あ
る
「
理
工
學
部
創
設
經
緯
（
其
の
二
）」
の
文
章
と
対
照
し
て

み
る
と
、
前
掲
の
『
紺
碧
遥
か
に
』
に
収
載
さ
れ
て
い
る
文
章
と
お
お
む
ね
同
文

で
あ
る
。
よ
っ
て
、
大
河
内
正
敏
と
の
や
り
と
り
部
分
に
関
し
て
も
、
そ
の
典
拠

は
お
そ
ら
く
『
理
工
學
部
々
報
』
第
一
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
と
予
想
さ
れ
る
「
理

工
學
部
創
設
經
緯
（
其
の
一
）」（
カ
？
）
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
、
単
な
る
戦
後
の

回
想
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
7
） 『
昭
和
十
一
年
十
月 

朝
鮮
産
業
經
濟
調
査
會
會
議
錄
』（
朝
鮮
総
督
府
）
同
書

五
九
四
頁
。　

（
8
） 

一
九
三
七
年
以
降
、
朝
鮮
理
研
金
属
（
鎮
南
浦
・
仁
川
・
大
田
の
各
工
場
）
を

は
じ
め
、
朝
鮮
製
鋼
所
・
朝
鮮
理
研
鉱
業
・
朝
鮮
理
研
ゴ
ム
工
業
が
順
次
に
開

業
し
て
い
た
（『
朝
鮮
産
業
の
共
榮
圏
參
加
體
制
』〔『
年
刊
朝
鮮
』
昭
和
十
七
年

版
〕
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
四
二
年
五
月
、
同
書
三
二
頁
）。
た
だ
し
、
朝
鮮

理
研
金
属
は
業
績
が
振
る
わ
ず
、
一
九
四
二
年
八
月
よ
り
昭
和
電
工
に
業
務
委

託
が
な
さ
れ
て
経
営
の
立
て
直
し
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
と
い
う
（『
朝
鮮
産

業
の
決
戰
再
編
成
』〔『
朝
鮮
産
業
年
報
』
昭
和
十
八
年
版
〕
東
洋
経
済
新
報
社
、

一
九
四
三
年
六
月
、
同
書
九
九
頁
）。

（
9
） 

藤
沢
威
雄
「
大
陸
科
学
院
の
創
設
」（『
大
河
内
正
敏
、
人
と
そ
の
事
業
』
日
刊
工

業
新
聞
社
、
一
九
五
四
年
九
月
、
同
書
五
〇
・
五
一
頁
）。

（
10
） 

一
九
二
四
（
大
正
一
三
）
年
五
月
二
日
付
け
勅
令
第
一
〇
四
号
（「
京
城
帝
國
大

學
學
部
ニ
關
ス
ル
件
」）
の
条
文
は
左
の
通
り
。

　

 　
　

京
城
帝
國
大
學
ノ
學
部
ハ
左
ノ
如
シ

　

 　
　
　

法
文
學
部

　

 　
　
　

醫
學
部

　

 　
　
　
　
　
　

附
則

　

 　
　

本
令
ハ
大
正
十
五
年
四
月
一
日
カ
ラ
之
ヲ
施
行
ス

（
11
） 「
叙
任
及
辭
令
」（『
京
城
帝
國
大
學
學
報
』
一
三
五
、一
九
三
八
年
六
月
六
日
）。

（
12
） 

一
九
四
〇
年
三
月
六
日
付
け
で
東
京
帝
大
の
柴
田
雄
次
（
理
・
化
学
、
の
ち
名
古

屋
帝
大
に
転
出
）・
田
中
豐
（
工
・
土
木
工
学
）・
西
健
（
工
・
電
気
工
学
）・
厚

木
勝
基
（
工
・
応
用
化
学
）・
佐
野
秀
之
助
（
工
・
鉱
山
学
）
ら
五
名
の
教
授
に
、

さ
ら
に
一
九
四
〇
年
一
二
月
一
日
付
け
で
東
京
帝
大
名
誉
教
授
の
桂
辨
三
（
冶
金

学
）
が
創
設
委
員
に
追
加
さ
れ
た
。

（
13
） 「
彙
報
」（
前
掲
『
京
城
帝
國
大
學
學
報
』
一
三
五
）
中
の
「
創
立
記
念
日
に
於
け

る
速
水
總
長
の
式
辭
（
昭
和
一
三
年
五
月
二
日
）」。

（
14
） 「
叙
任
及
辭
令
」（『
京
城
帝
國
大
學
學
報
』一
四
〇
、 

一
九
三
八
年
一
一
月
五
日
）。

（
15
） 

朝
鮮
総
督
府
令
第
三
五
号
（
一
九
三
四
年
三
月
三
一
日
）
に
よ
っ
て
、
予
科
規
定

の
第
二
条
「
大
學
豫
科
ハ
修
業
年
限
ヲ
二
年
ト
ス
」
の
「
二
年
」
の
部
分
が
「
三

年
」
に
改
め
ら
れ
た
。

（
16
） 

設
立
当
初
か
ら
一
九
三
三
年
度
の
入
学
者
ま
で
は
「
文
科
Ａ
組
」「
文
科
Ｂ
組
」

「
理
科
Ａ
組
」「
理
科
Ｂ
組
」
か
ら
な
る
募
集
単
位
／
ク
ラ
ス
分
け
で
あ
っ
た
が
、

一
九
三
四
年
度
か
ら
は
「
文
科
甲
組
」「
文
科
乙
組
」「
理
科
甲
組
」「
理
科
乙
組
」

に
変
更
と
な
っ
て
い
た
。

（
17
） 

一
八
九
四
年
生
、
出
身
地
は
大
分
県
中
津
。
第
五
高
等
学
校
か
ら
九
州
帝
大
工
学

部
（
採
鉱
学
科
）
に
進
み
、
同
大
を
卒
業
（
一
九
二
〇
年
七
月
）
後
に
は
あ
ら
た
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め
て
東
北
帝
大
理
学
部
（
岩
石
鉱
物
鉱
床
専
攻
）
に
学
士
入
学
（
一
九
二
一
年
四

月
入
学
／
一
九
二
四
年
三
月
卒
業
）
し
て
い
る
。
東
北
帝
大
卒
業
後
の
一
九
二
五

年
三
月
か
ら
九
州
帝
大
工
学
部
の
講
師
を
委
嘱
（「
層
位
学
」
担
当
）
さ
れ
、

一
九
三
二
年
七
月
に
は
助
教
授
に
任
用
、
一
九
三
四
年
四
月
か
ら
は
地
質
学
講
座

の
分
担
と
な
る
が
、
一
九
三
九
年
四
月
か
ら
京
城
鉱
山
専
門
学
校
教
授
に
転
じ
、

同
年
の
六
月
か
ら
朝
鮮
総
督
府
中
央
試
験
所
の
技
師
を
兼
務
し
て
い
た
。戦
後
は
、

一
九
四
九
年
五
月
か
ら
明
治
工
業
専
門
学
校
教
授
（
採
鉱
科
）
と
な
り
、
そ
の
ま

ま
九
州
工
業
大
学
の
教
授
（
工
学
部
鉱
山
工
学
科
）
を
一
九
五
九
年
三
月
ま
で
務

め
た
（
以
上
は
、『
九
州
帝
國
大
學
一
覽
』『
東
北
帝
國
大
學
一
覽
』『
九
州
帝
國

大
學
時
報
』『
朝
鮮
年
鑑
』『
朝
鮮
總
督
府
官
報
』『
九
州
工
業
大
学
百
年
史 

資
料
編
』

等
を
参
照
し
た
）。

（
18
） 「
叙
任
及
辭
令
」（『
京
城
帝
國
大
學
學
報
』
一
五
八
〔
一
九
四
〇
年
五
月
五
日
〕・

一
九
四
〔
一
九
四
三
年
五
月
五
日
〕）。

（
19
） 

一
九
四
一
年
四
月
二
三
日
・
二
四
日
・
二
五
日
・
二
七
日
・
二
九
日
付
け
の
各
夕

刊
二
面
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
20
） 『
朝
鮮
の
工
業
と
工
業
敎
育
』（
朝
鮮
工
業
協
会
、
一
九
四
一
年
八
月
）。

（
21
） 

右
掲
書
、
一
四
頁
。

（
22
） 

右
掲
書
、
一
六
頁
。

（
23
） 

右
掲
書
、
一
四
・
一
五
頁
。

（
24
） 

勅
令
第
五
九
七
号
（
一
九
四
四
年
一
〇
月
一
六
日
公
布
・
施
行
）
に
よ
っ
て
、
教

授
一
・
助
教
授
三
・
助
手
一
の
ポ
ス
ト
増
が
認
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
大
正
一
五

年
の
勅
令
第
四
七
号
に
「
京
城
帝
國
大
學
講
座
令
」
な
る
題
名
が
あ
ら
た
め
て
付

加
さ
れ
、「
理
工
學
部
ノ
部
中
『
鑛
物
地
質
學 

一
講
座
』
ノ
次
ニ
『
工
業
技
術
管

理
論 

一
講
座
』
を
加
フ
」
と
さ
れ
た
（『
官
報
』
第
五
三
二
九
号
、
一
九
四
四
年

一
〇
月
一
八
日
付
）。

（
25
） 

山
家
信
次
「
朝
鮮
の
技
術
的
使
命
」（『
日
立
評
論
』
二
五
巻
三
号
、
一
九
四
二
年

三
月
）。

（
26
） 「
座
談
會 

朝
鮮
の
決
戰
生
産
増
強
對
策
」（『
朝
鮮
産
業
の
決
戰
再
編
成
』〔『
朝
鮮

産
業
年
報
』
昭
和
十
八
年
版
〕
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
四
三
年
六
月
、
同
書

一
六
四
頁
））。
な
お
、
座
談
会
の
出
席
者
は
以
下
の
通
り
。
林
茂
藏
（
朝
鮮
殖
産

銀
行
頭
取
）・
穗
積
眞
六
郎
（
朝
鮮
商
工
会
議
所
会
頭
）・
上
瀧
基
（
総
督
府
殖
産

局
長
）・
久
保
田
豐
（
鴨
緑
江
水
力
発
電
社
長
）・
水
田
直
昌
（
総
督
府
財
務
局

長
）・
鹽
田
正
洪
（
総
督
府
農
林
局
長
）・
鈴
木
武
雄
（
京
城
帝
大
教
授
）。

（
27
） 

山
家
信
次
「
理
工
學
部
創
設
經
過
報
告
」（『
京
城
帝
國
大
學
學
報
』
一
九
九
、 

一
九
四
三
年
一
〇
月
五
日
、「
彙
報
」）。

（
28
） 

同
右
。

（
29
） 

安
川
は
個
人
で
も
金
山
（
黄
海
道
平
山
郡
／
平
安
北
道
昌
城
郡
・
碧
潼
郡
・
楚
山

郡
／
京
畿
道
楊
平
郡
・
驪
州
郡
な
ど
）
を
保
有
し
、
黄
海
道
殷
粟
郡
で
は
農
場
の

経
営
も
行
っ
て
い
た
（
明
治
鉱
業
株
式
会
社
社
史
編
纂
委
員
会
『
社
史
』
明
治
鉱

業
株
式
会
社
、
一
九
五
七
年
五
月
）。

（
30
） 

大
塚
明
郎
「
在
鮮
、
そ
し
て
同
胞
」（『
遥
か
な
り
佛
岩
山 

京
城
帝
国
大
学
理
工
学
部

開
部
四
十
五
年
記
念
誌
』
一
九
八
八
年
七
月
、
同
書
三
四
頁
）。

（
31
） 

右
掲
書
、
同
頁
。

（
32
） 
こ
の
点
に
関
し
て
、
一
九
四
三
年
秋
の
「
学
徒
出
陣
」
と
関
連
づ
け
た
拙
稿
「
朝

鮮
人
の
帝
国
大
学
進
学
と
『
学
徒
出
陣
』」（
須
川
英
徳
編
『
韓
国
・
朝
鮮
史
へ
の

新
た
な
視
座
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
七
年
五
月
）
も
併
せ
て
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
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幸
い
で
あ
る
。

（
33
） 「
同
窓
會
記
事
」（
前
掲
『
理
工
學
部
々
報
』
二
、
同
誌
一
一
二
・
一
一
三
頁
）。

（
34
） 
斎
藤
信
房
「
京
城
時
代
の
思
い
出
」（
前
掲
『
遥
か
な
り
佛
岩
山
』
同
書
三
六
頁
）。

（
35
） 

岩
瀬
栄
一
「
京
城
時
代
の
回
想
」（
前
掲
『
遥
か
な
り
佛
岩
山
』
同
書
三
〇
頁
）。

（
36
） 

高
橋
武
雄
「
京
城
帝
大
理
工
学
部
に
憶
う
」（
前
掲
『
遥
か
な
り
佛
岩
山
』
同
書

四
〇
頁
）。

（
37
） 

朝
鮮
総
督
府
『
朝
鮮
産
業
經
濟
調
査
會
會
議
錄
』（
一
九
三
六
年
一
〇
月
）
同
書

六
二
一
頁
。

（
38
） 

前
掲
『
朝
鮮
産
業
經
濟
調
査
會
會
議
錄
』
同
書
六
二
〇
頁
。

（
39
） 

朝
鮮
総
督
府
『
朝
鮮
産
業
經
濟
調
査
會
諮
問
答
申
書
』（
一
九
三
六
年
一
〇
月
）

同
書
八
二
頁
。

（
40
） 

宗
像
英
二 『
未
知
を
拓
く
』 （
に
っ
か
ん
書
房
、 

一
九
九
一
年
九
月
） 

同
書
一
〇
二
・ 

一
〇
三
頁
。
な
お
、
宗
像
は
こ
の
と
き
は
阿
吾
地
が
京
城
か
ら
あ
ま
り
に
遠
隔
地

で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
講
師
就
任
を
辞
退
し
た
も
の
の
、
の
ち
に
咸
鏡
南
道
の
日

窒
興
南
工
場
に
転
属
に
な
っ
た
一
九
四
四
年
夏
以
降
、
理
工
学
部
に
出
講
し
て
い

た
と
さ
れ
る
。

（
41
） 

立
石
巌
『
朝
鮮-

日
本
列
島
地
帯
地
質
構
造
論
考 

─
朝
鮮
地
質
調
査
研
究
史
─
』（
東

京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
六
年
七
月
）
同
書
二
三
九
頁
。

（
42
） 

こ
の
間
の
経
緯
に
関
し
て
は
、吉
岡
正
三
「
故
大
屋
敎
授
を
偲
び
て
」（
前
掲
『
理

工
學
部
々
報
』
二
、
同
誌
二
～
三
頁
）
に
詳
し
い
。

（
43
） 

内
地
で
軍
需
省
が
発
足
（
一
九
四
三
年
一
一
月
）
し
た
こ
と
に
歩
調
を
合
わ
せ
、

朝
鮮
総
督
府
も
一
九
四
三
年
一
二
月
一
日
付
け
で
本
府
機
構
の
大
幅
な
改
変
を
実

施
し
た
。
そ
の
際
、
殖
産
局
も
「
鉱
工
局
」
に
名
称
が
変
更
さ
れ
て
い
る
。

（
44
） 

一
八
九
九
年
六
月
生
。
第
八
高
等
学
校
（
第
二
部
乙
類
）
を
経
て
、
東
京
帝
国
大

学
理
学
部
地
質
学
科
を
卒
業
（
一
九
二
四
年
三
月
）。
一
九
二
六
年
一
一
月
よ
り

朝
鮮
総
督
府
技
師
と
し
て
地
質
調
査
所
に
勤
務
。
戦
後
は
一
九
四
八
年
六
月
か
ら

広
島
文
理
科
大
学
教
授
。
の
ち
広
島
大
学
理
学
部
教
授
に
配
置
替
と
な
る
（『
広

島
大
学
地
学
研
究
報
告
』一
二
、 

一
九
六
三
年
三
月
、 「
木
野
崎
吉
郎
教
授
略
歴
」）。

（
45
） 

京
城
高
等
工
業
学
校
（
応
用
化
学
科
、
一
九
二
九
年
三
月
卒
）
か
ら
九
州
帝
国
大

学
工
学
部
冶
金
学
科
に
進
み
、
一
九
三
二
年
三
月
の
卒
業
後
は
朝
鮮
総
督
府
の
技

師
に
採
用
さ
れ
、
燃
料
選
鉱
研
究
所
に
配
置
さ
れ
た
。
な
お
、
一
九
四
五
年
六
月

二
九
日
付
け
で
依
願
免
官
と
な
っ
て
い
る
。

（
46
） 

一
八
九
七
年
生
、
大
阪
高
工
か
ら
東
北
帝
国
大
学
理
学
部
（
岩
石
鉱
物
鉱
床
学
）

に
進
み
、
卒
業
後
に
京
城
高
等
学
校
鉱
山
学
科
の
助
教
授
に
採
用
さ
れ
た
。
京
城

鉱
専
の
独
立
と
と
も
に
同
校
に
異
動
し
た
。
戦
後
は
ソ
ウ
ル
大
学
の
教
授
を
務
め

て
い
る
。
一
九
八
三
年
に
事
故
に
よ
り
他
界
し
た
と
い
う
（『
創
立
40
周
年 

記
念

文
集
』
東
崇
工
業
会
、
一
九
八
六
年
一
一
月
、
同
書
九
〇
頁
）。

（
47
） 『
滿
洲
國
國
務
院 

大
陸
科
學
院
要
覽 

康
徳
８
年
８
月
現
在
』（
一
九
四
一
年
九
月
）

同
書
一
七
頁
。

（
48
） 「
政
務
日
誌
抄
」（『
大
陸
科
學
院
彙
報
』
二
巻
一
号
、
一
九
三
八
年
四
月
、
同
誌

一
一
七
頁
）。

（
49
） 「
政
務
日
誌
抄
」（『
大
陸
科
學
院
彙
報
』
二
巻
二
号
、
一
九
三
八
年
六
月
、
同
誌

二
五
七
頁
）。

（
50
） 『
滿
洲
紳
士
錄
』
第
三
版
（
満
洲
資
料
協
会
、一
九
四
〇
年
一
二
月
、同
書
四
三
頁
）、

お
よ
び
『
同
』
第
四
版
（
一
九
四
三
年
一
二
月
、
同
書
一
八
一
頁
）。

（
51
） 

岩
瀬
栄
一
前
掲
「
京
城
時
代
の
回
想
」
同
書
三
〇
～
三
一
頁
。
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（
52
） 

任
正
爀
「
朝
鮮
に
お
け
る
日
本
の
研
究
機
関
に
よ
る
放
射
性
鉱
物
の
探
査
お
よ
び

採
掘
に
つ
い
て
」（
同
編
『
朝
鮮
近
代
科
学
技
術
史
研
究
』
皓
星
社
、
二
〇
一
〇

年
五
月
）。

（
53
） 「
昭
和
十
八
年
度
研
究
項
目
」（『
昭
和
十
八
年 

財
團
法
人
理
化
學
研
究
所
案
内
』

（
一
九
四
三
年
一
一
月
）。

（
54
） 

鈴
木
梅
太
郎
の
研
究
室
に
は
金
良
瑕
（
第
六
高
等
学
校
─
東
京
帝
大
理
学
部
化
学

科
〔
一
九
二
七
年
三
月
卒
〕、
農
学
博
士
〔
一
九
四
三
年
六
月
・
東
京
帝
大
〕）、

深
川
庫
造
の
研
究
室
に
は
崔
三
悦
（
第
六
高
等
学
校
─
東
北
帝
大
理
学
部
化
学
科

〔
一
九
二
六
年
三
月
卒
〕）
と
趙
廣
河
（
第
六
高
等
学
校
─
東
北
帝
大
理
学
部
化
学

科
〔
一
九
三
五
年
三
月
卒
〕、
理
学
博
士
〔
一
九
四
四
年
二
月
・
大
阪
帝
大
〕）
が

在
籍
し
て
い
た
。
ち
な
み
に
金
良
瑕
と
崔
三
悦
の
両
名
は
南
北
分
断
以
降
、
北
朝

鮮
に
て
研
究
を
続
け
て
い
る
（
任
正
爀
編
『
現
代
朝
鮮
の
科
学
者
た
ち
』
彩
流
社
、

一
九
九
七
年
二
月
、
同
書
五
五
～
五
七
頁
）。
趙
廣
河
は
南
に
残
り
、
成
均
館
大

の
総
長
（
第
五
代
）
な
ど
を
歴
任
し
て
い
る
。

（
55
） 

筆
者
の
調
査
で
は
、
化
学
科
の
一
名
が
九
州
帝
大
理
学
部
（
京
城
鉱
専
出
身
）、

機
械
工
学
科
の
一
名
が
東
京
工
業
大
学
（
広
島
高
工
出
身
）、
鉱
山
冶
金
学
科
の

三
名
が
台
北
帝
大
理
学
部
（
大
同
工
専
出
身
）・
九
州
帝
大
理
学
部
（
大
同
工
専

出
身
・
京
城
鉱
専
出
身
）、
電
気
工
学
科
の
二
名
が
東
京
帝
大
第
二
工
学
部
（
松

山
高
出
身
）・
京
都
帝
大
工
学
部
（
松
江
高
出
身
）、
応
用
化
学
科
の
二
名
が
東
京

帝
大
医
学
部
薬
学
科
（
六
高
出
身
）・
東
京
帝
大
第
一
工
学
部
（
旅
順
高
出
身
）

か
ら
の
編
入
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

（
56
） 『
檀
紀
四
二
八
六
年
十
二
月
一
日
現
在 

政
府
職
員
錄
』（〔
大
韓
民
国
〕
総
務
処
、

一
九
五
三
年
）、
同
書
七
八
・
八
〇
頁
。

（
57
） 

大
塚
明
郎
前
掲
「
在
鮮
、
そ
し
て
同
胞
」
同
書
三
五
頁
。

（
58
） 「
叙
任
及
辭
令
」 （『
京
城
帝
國
大
學
學
報
』 

一
七
〇
、 

一
九
四
一
年
五
月
五
日
）。

（
59
） 「
叙
任
及
辭
令
」 （『
京
城
帝
國
大
學
學
報
』 

一
七
三
、 

一
九
四
一
年
八
月
五
日
）。

（
60
） 「
叙
任
及
辭
令
」 （『
京
城
帝
國
大
學
學
報
』 

二
〇
一
、 

一
九
四
三
年
一
二
月
五
日
）。

（
61
） 

金
鍾
喆
「
경
성
제
국
대
학
과 

경
성
대
학
、
서
울
대
학
교 

물
리
학
과
의 

변
천
을 

회
고
함
〔「
京
城
帝
国
大
学
と
京
城
大
学
、
ソ
ウ
ル
大
学
校
物
理
学
科
を
回
顧
す
」〕」（『
韓

國
物
理
學
會
誌
』
二
三
巻
二
号
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
62
） 

大
塚
明
郎
前
掲
「
在
鮮
、
そ
し
て
同
胞
」
同
書
三
五
頁
。

（
63
） 「
叙
任
及
辭
令
」（『
京
城
帝
國
大
學
學
報
』二
〇
〇
、
一
九
四
三
年
一
一
月
五
日
）。

（
64
） 

洪
姙
植
「
宇
野
先
生
を
お
偲
び
つ
つ
」（『
宇
野
利
雄
遺
稿
・
追
悼
集
』
私
家
版
、

二
〇
〇
〇
年
四
月
、
同
書
一
九
二
頁
）。

（
65
） 

奈
良
女
子
大
学
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
所
蔵「
卒
業
生 

洪
姙
植
に
関
す
る
書
類
」（
資

料
番
号
：
十
九
・
34
）。

（
66
） 『
新
京
工
業
大
學 

學
術
報
告
』
一
巻
二
号
（
一
九
四
三
年
六
月
）
に
「
都
祿
一
郎
」

名
義
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
論
文
に
は
「
新
京
工
業
大
學
敎
授
」
と
ク
レ
ジ
ッ
ト
さ

れ
て
い
る
。

（
67
） 

京
城
帝
大
に
一
九
四
五
年
六
月
に
な
っ
て
附
置
さ
れ
た
大
陸
資
源
科
学
研
究
所
に

関
し
て
は
、
拙
稿
「
蒙
彊
の
『
探
検
』
と
京
城
帝
国
大
学 

─
京
城
帝
大
『
大
陸
資
源

科
学
研
究
所
』
設
置
に
関
す
る
予
備
的
考
察
─
」（『
韓
国
朝
鮮
文
化
研
究
』〈
東
京
大
学
〉

一
九
、
二
〇
一
九
年
九
月
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
68
） 『
朝
鮮
總
督
府
官
報
』
五
五
四
四
号
（
一
九
四
五
年
七
月
二
七
日
付
）。

（
69
） 

高
永
珣（
大
阪
医
大
出
身
、在
職
：
一
九
二
八
年
一
二
月
二
四
日
～
同
二
六
日
）と
、

尹
日
善
（
六
高
─
京
都
帝
大
医
学
部
出
身
、
在
職
：
一
九
二
八
年
三
月
三
〇
日
～
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永島広紀　　帝国の外地出身「科学者」たち

一
九
二
九
年
四
月
一
八
日
）
の
二
人
で
あ
る
。
ま
た
尹
泰
東
（
六
高
─
東
京
帝
大

文
学
部
出
身
）
が
一
九
三
四
年
七
月
二
五
日
か
ら
同
年
一
一
月
一
七
日
ま
で
予
科

教
授
に
任
用
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
金
志
政
（
佐
賀
高
─
東
京
帝
大
理
学
部
数
学

科
出
身
）
が
一
九
四
五
年
七
月
二
五
日
付
け
で
理
科
教
員
養
成
所
教
授
に
採
用
さ

れ
て
い
る
（『
朝
鮮
總
督
府
官
報
』
五
五
五
四
号
、
一
九
四
五
年
八
月
七
日
付
）。

（
70
） 『
昭
和
十
四
年
版 
南
滿
洲
鐡
道
株
式
會
社 

中
央
試
驗
所
要
覽
』（
一
九
三
九
年
一
二

月
）・『
昭
和
十
六
年
版 
南
満
洲
鐡
道
株
式
會
社 

中
央
試
驗
所
要
覽
』（
一
九
四
一

年
一
一
月
）
同
書
一
六
・
一
七
頁
。
な
お
、「
白
松
田
豐
鎭
博
士
年
譜
」（『
白
松 

田
豐
鎭
博
士
論
集
』
一
九
六
九
年
一
二
月
）
に
よ
れ
ば
、
田
豐
鎭
の
満
鉄
中
央
試

験
所
で
の
在
職
期
間
は
、
大
阪
帝
大
工
学
部
の
助
手
を
経
た
一
九
三
八
年
か
ら

一
九
四
五
年
一
〇
月
に
及
ん
だ
と
さ
れ
る
。

（
71
） 

旅
順
高
等
学
校
を
経
て
一
九
四
三
年
一
〇
月
に
東
京
帝
国
大
学
第
一
工
学
部
応
用

化
学
科
に
入
学
し
た
李
載
聖
（
の
ち
ソ
ウ
ル
大
教
授
）
の
回
想
に
依
れ
ば
、
李
が

京
城
大
学
理
工
学
部
に
編
入
し
た
頃
（
一
九
四
五
年
末
～
一
九
四
六
年
初
）
の
応

用
化
学
科
の
教
員
と
し
て
は
金
東
一
・
李
世
勳
・
田
豐
鎭
・
呂
駉
九
が
在
籍
し
て

お
り
、
李
世
勳
の
下
で
卒
業
論
文
を
準
備
し
て
い
た
が
、
李
世
勳
は
「
国
大
案
」

問
題
で
学
内
が
沸
き
上
が
っ
て
い
た
頃
、
人
知
れ
ず
「
越
北
」
し
た
と
い
う
（
李

載
聖
『
回
想
』
私
家
版
、
一
九
九
三
年
一
一
月
、
同
書
一
六
四
～
一
六
六
頁
）。

（
72
） 「『
事
變
下
の
朝
鮮
を
語
る
』 

座
談
會
」 （『
文
藝
春
秋
』 

一
七
巻
一
一
号
、 

一
九
三
九

年
六
月
、
同
誌
二
五
三
頁
）。

（
73
）
木
村
光
彦
・
安
部
桂
司
『
北
朝
鮮
の
軍
事
工
業
化
』（
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
三
年

八
月
）。

（
な
が
し
ま
　
ひ
ろ
き
・
九
州
大
学
韓
国
研
究
セ
ン
タ
ー
）
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一
九
二
九
年
四
月
一
八
日
）
の
二
人
で
あ
る
。
ま
た
尹
泰
東
（
六
高
─
東
京
帝
大

文
学
部
出
身
）
が
一
九
三
四
年
七
月
二
五
日
か
ら
同
年
一
一
月
一
七
日
ま
で
予
科

教
授
に
任
用
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
金
志
政
（
佐
賀
高
─
東
京
帝
大
理
学
部
数
学

科
出
身
）
が
一
九
四
五
年
七
月
二
五
日
付
け
で
理
科
教
員
養
成
所
教
授
に
採
用
さ

れ
て
い
る
（『
朝
鮮
總
督
府
官
報
』
五
五
五
四
号
、
一
九
四
五
年
八
月
七
日
付
）。

（
70
） 『
昭
和
十
四
年
版 

南
滿
洲
鐡
道
株
式
會
社 

中
央
試
驗
所
要
覽
』（
一
九
三
九
年
一
二

月
）・『
昭
和
十
六
年
版 

南
満
洲
鐡
道
株
式
會
社 

中
央
試
驗
所
要
覽
』（
一
九
四
一

年
一
一
月
）
同
書
一
六
・
一
七
頁
。
な
お
、「
白
松
田
豐
鎭
博
士
年
譜
」（『
白
松 

田
豐
鎭
博
士
論
集
』
一
九
六
九
年
一
二
月
）
に
よ
れ
ば
、
田
豐
鎭
の
満
鉄
中
央
試

験
所
で
の
在
職
期
間
は
、
大
阪
帝
大
工
学
部
の
助
手
を
経
た
一
九
三
八
年
か
ら

一
九
四
五
年
一
〇
月
に
及
ん
だ
と
さ
れ
る
。

（
71
） 

旅
順
高
等
学
校
を
経
て
一
九
四
三
年
一
〇
月
に
東
京
帝
国
大
学
第
一
工
学
部
応
用

化
学
科
に
入
学
し
た
李
載
聖
（
の
ち
ソ
ウ
ル
大
教
授
）
の
回
想
に
依
れ
ば
、
李
が

京
城
大
学
理
工
学
部
に
編
入
し
た
頃
（
一
九
四
五
年
末
～
一
九
四
六
年
初
）
の
応

用
化
学
科
の
教
員
と
し
て
は
金
東
一
・
李
世
勳
・
田
豐
鎭
・
呂
駉
九
が
在
籍
し
て

お
り
、
李
世
勳
の
下
で
卒
業
論
文
を
準
備
し
て
い
た
が
、
李
世
勳
は
「
国
大
案
」

問
題
で
学
内
が
沸
き
上
が
っ
て
い
た
頃
、
人
知
れ
ず
「
越
北
」
し
た
と
い
う
（
李

載
聖
『
回
想
』
私
家
版
、
一
九
九
三
年
一
一
月
、
同
書
一
六
四
～
一
六
六
頁
）。

（
72
） 「『
事
變
下
の
朝
鮮
を
語
る
』 

座
談
會
」 （『
文
藝
春
秋
』 

一
七
巻
一
一
号
、 

一
九
三
九

年
六
月
、
同
誌
二
五
三
頁
）。

（
73
）
木
村
光
彦
・
安
部
桂
司
『
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李世勳 第六高等学校 東京帝国大学工学部応用化学科（1942年９月卒業）
金二汶 東京物理学校
李聖濬 延禧専門学校 京都帝国大学工学部電気工学科（選科修了）
全平水 東京物理学校 北海道帝国大学理学部物理学科（1941年12月卒業）
丁　根 京城高等工業学校 京城帝国大学理工学部物理学科（1943年９月卒業）

【資料】　京城大学理工学部の初期教員一覧

　教授

典拠：「京大理工學部敎授陣」（『中央新聞』1945年11月12日付２面）
凡例：出身校、および卒業年は筆者の調査による追記。また人名漢字の誤記は適宜に修正した。

都相祿 第六高等学校 東京帝国大学理学部物理学科（1930年３月卒業）
金鳳集 延禧専門学校 早稲田大学理工学部電気工学科（1927年３月卒業）
金鍾遠 松山高等学校 東京帝国大学理学部地質学科（1931年３月卒業）
文源柱 第二高等学校 京都帝国大学工学部採鉱冶金学科（1929年３月卒業）
崔浩英 京城高等工業学校 九州帝国大学工学部冶金学科（1932年３月卒業）
金東一 佐賀高等学校 東京帝国大学工学部応用化学科（1933年３月卒業）
金志政 佐賀高等学校 東京帝国大学理学部数学科（1936年３月卒業）
韓仁錫 延禧専門学校 東北帝国大学理学部物理学科（1938年３月卒業）
黄甲性 福岡高等学校 九州帝国大学工学部電気工学科（1937年３月卒業）
金在乙 延禧専門学校 京都帝国大学理学部数学科（1942年９月卒業）
呂駉九 早稲田大学理工学部応用化学科（1936年３月卒業）
崔彰夏 早稲田大学理工学部機械工学科（1941年３月卒業）
李時鉉 第五高等学校 東京帝国大学工学部機械工学科（1940年３月卒業）
崔成世 佐賀高等学校 東京帝国大学工学部電気工学科（1940年３月卒業）

　助教授
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永島広紀　　帝国の外地出身「科学者」たち

【図】　京城帝国大学理工学部の敷地図面と航空写真

出典：『京城帝國大學一覧 昭和十七年』

出典：『そして時は甦る 京城帝国大学理工学部三回生回顧録』（同書126頁）
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Scientists from the colonies of the Empire: Before and after 
the establishment of the “Faculty of Science and Engineering” 

at Keijō Imperial University

NAGASHIMA Hiroki

Abstract

　　 Under  the  Japanese  rule of Korea, Keijō  (Gyeongseong/Seoul)  Imperial University 

established a  third  faculty based on a novel  concept  that  called  for  the  integration of 

“science” and “engineering” in wartime Japan.

　　 This third  faculty, named the Faculty of Science and Engineering, was established  in 

1938 and opened  in 1941.    It  ended  its history  in September 1945 when  its  third class 

graduated.   The faculty, assembled with the help of Viscount Masatoshi Ōkōchi of RIKEN, 

included many of Japan’s most advanced and young scientific minds at the time.

　　 Although only approximately 30%  (36/131) of  the graduates who received bachelor’s 

degrees from the university were Korean, the faculty was the cradle of scientists  in South 

Korea as well as in North Korea.

　　 In addition,  the academic, material, and human heritage of Keijō  Imperial University 

was inherited in different forms by Seoul National University and Kim Il Sung University.


