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薩‐摩‐武士奪‐気‐概を
後世II=‐伝‐承.し た室層治水

治 難
水 闘

江
戸
幕
府
の
統
治
政
策

一
五
世
紀
末
期
か
ら
約

一
〇
〇
年

間
継
続
し
た
職
国
時
代
を
終
焉
さ
せ

て
天
下
統

一
を
達
成
し
た
豊
臣
秀
吉

の
没
後
、
家
臣
が
二
派
に
分
裂
し
、

徳
川
家
康
が
続
率
す
る
東
軍
と
石
田

三
成
を
中
心
と
す
る
西
軍
が
激
突
す

る

「
関
ヶ
原
の
合
戦
」
が

一
六
〇
〇

年

一
〇
月
二

一
日
に
勃
発
し
ま
し
た
。

場
所
は
近
江
と
の
国
境
に
隣
接
す
る

美
濃
国
関
ヶ
原
で
、
双
方
で
お
よ
そ

七
〇
の
全
国
の
大
名
、
合
計
二
〇
万

人
の
兵
力
が
激
突
す
る
天
下
を
三
分

す
る
戦
争
で
し
た
が
、
半
日
の
戦
闘

で
東
軍
が
勝
利
し
て
決
着
し
ま
し
た
。

そ
の
功
績
に
よ
り

一
六
〇
三
年
に

征
夷
大
将
軍
に
任
官
し
た
徳
川
家
康

は
江
戸
を
首
都
と
す
る
徳
川
幕
府
を

開
府
し
、
以
後
二
六
〇
年
以
上
継
続

す
る
江
戸
時
代
が
出
発
し
ま
す
。
し

か
し
、
天
下
三
分
の
戦
争
の
影
響
で

社
会
は
完
全
に
安
定
し
て
い
た
わ
け

で
は
な
く
、
幕
府
は
様
々
な
対
策
を

実
施
し
ま
す
。
ま
ず
東
軍
に
参
加
し

た
大
名
な
ど
を
詰
代
大
名
と
し
て
江

戸
を
中
心
と
す
る
要
衛
の
土
地
に
配

置
す
る
と
と
も
に
幕
府
の
要
職
に
抜

擢
し
、
そ
れ
以
外
の
外
様
大
名
を
遠

隔
の
土
地
に
配
置
す
る
国
替
を
し
ま

し
た
。

さ
ら
に
大
名
証
人
制
度
に
よ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
大
名
に
江
戸
城
下
の
敷

地
を
供
与
す
る
代
償
と
し
て
正
室
と

嫡
男
を
居
住
さ
せ
て
人
質
と
し
、
ま

た
三
代
将
軍
徳
川
家
光
が

一
六
二
五

年
に
改
定
し
た
武
家
諸
法
度
に
よ

り
、
大
名
が
隔
年
に
江
戸
に
参
府
す

る
参
勤
交
代
を
義
務
と
し
ま
す
。
こ

の
た
め
大
名
に
は
往
来
す
る
街
道
の

整
備
費
用
、
道
中
の
移
動
や
宿
泊
の

費
用
、
国
元
と
江
戸
の
双
方
の
住
居

の
費
用
な
ど
が
巨
額
の
負
担
と
な
り
、

各
藩
の
国
力
が
次
第
に
弱
体
に
な
る

一
方
、
幕
府
の
権
力
が
拡
大
し
て
い

き
ま
す
。

そ
れ
以
外
に
大
名
の
石
高
を
基
準

に
し
て
負
担
さ
せ
た
の
が
、
天
下
普

請
と
か
手
伝
普
請
と
い
う
名
前
で

実
行
さ
れ
た
上
本
建
築
工
事
で
し

た
。
建
築
工
事
で
は
城
郭
の
建
設

が
有
名
で
、
徳
川
幕
府
の
本
拠
の
江

戸
城
、
摂
津
国
人
坂
城
、
駿
河
国
駿

府
城
、
近
江
国
彦
根
城
、
山
城
国
二

条
城
な
ど
数
多
く
が
築
城
さ
れ
ま
し

た
。
土
木
工
事
は
河
川
改
修
が
中
心

で
、
江
戸
城
下
の
神
田
川
や
京
橋
川

の
掘
削
工
事
、
駿
府
国
の
安
倍
川
の

改
修
工
事
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、
と

り
わ
け
巨
大
な
工
事
が
本
曽
三
川
の

改
修
で
し
た
。・

木
曽
三
燿
の

日
本
の
河
川
の
延
長
で
七
位
の

木
曽
川

（二
二
九
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）、

一
六
位
の
長
良
川

（
一
六
六
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
）、
三
四
位
の
揖
斐
川

（
一

二

一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
の
三
大
河
川

は
最
後
の
二
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

は
並
行
し
て
濃
尾
平
野
か
ら
伊
勢

湾
内
に
流
入
し
て
い
ま
す

（図
１
）．

こ
の
木
曽
三
川
は
現
在
で
は
堤
防
で

分
離
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
か
つ
て
は

網
目
の
よ
う
に
複
雑
に
交
差
し
て
合

流
し
て
お
り
、
大
雨
に
な
る
と
毎
度

氾
濫
し
て
い
ま
し
た

（図
２
）。
そ

の
た
め
三
本
の
河
川
を
分
流
す
る
改

修
が
必
要
で
し
た
。

一
七
二
五
年
に
美
濃
郡
代
の
井
沢

為
永
が
現
地
を
調
査
し
て
分
流
工
事

を
立
案
し
ま
す
が
、
あ
ま
り
に
も
巨

大
な
工
事
の
た
め
幕
府
は
許
可
し
ま

せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
頻
繁
に
洪

水
の
被
書
に
見
舞
わ
れ
る
住
民
か
ら

は
何
度
も
幕
府
に
三
川
分
流
の
嘆
願

が
提
出
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で

一
七
四
七
年
に
丼
沢
の
計
画
の
規
模

を
縮
小
し
た
工
事
が
二
本
松
藩
に
手

伝
普
請
と
し
て
発
令
さ
れ
ま
す
が
、

工
事
が
完
了
し
て
も
問
題
は
解
決
し

な
い
ど
こ
ろ
か
、
時
代
と
と
も
に
上

砂
が
堆
積
し
て
被
害
が
拡
大
す
る

一

方
で
し
た
。

そ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、　
一
七
五

三

（宝
暦
三
）
年
末
に
九
代
将
軍
徳

川
家
重
の
意
向
に
よ
り
、
遠
江
横
須

賀
藩
の
藩
主
で
当
時
診
拷
中
西
尾
忠

尚
が
薩
摩
藩
主
島
津
重
年
に
、
幕
府

の
指
揮
監
督
に
よ
る
手
伝
普
講
で
工

事
を
実
行
す
る
こ
と
を
命
令
し
ま
す
。

し
か
し
、
財
政
が
逼
迫
し
て
巨
額
の

借
金
が
あ
る
薩
摩
藩
内
で
は
、
直
線

距
議
で
も
七
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
彼

方
の
無
縁
の
土
地
の
工
事
を
命
令
さ

れ
た
こ
と
に
激
怒
す
る
藩
士
が
続
出

し
、
幕
府
と
交
戦
す
る
と
い
う
強
硬

意
見
ま
で
噴
出
し
ま
し
た
。

主
要
な
家
臣
の
意
見
が
集
約
し
な

い
と
判
断
し
た
家
老
の
平
田
靭
負
は

「
無
縁
の
遠
方
の
美
濃
の
人
々
を
救

済
す
る
義
務
は
な
い
か
も
し
れ
な
い

し
か
し
、
薩
摩
も
美
濃
も
日
本
で
あ

る
。
幕
府
の
無
理
雌
題
と
解
釈
す
れ

ば
立
腹
す
る
の
も
当
然
だ
が
、
同
胞

の
難
儀
を
救
済
す
る
の
は
人
間
の
本

分
で
あ
り
、
忍
耐
し
て
工
事
を
完
成

す
れ
ば
、
御
家
安
泰
の
基
礎
と
な
る

ば
か
り
か
、
薩
摩
武
士
の
名
誉
を
末

永
く
後
世
に
伝
承
す
る
こ
と
に
な

る
」
と
の
名
言
で
反
対
す
る
家
臣
を

説
得
し
た
の
で
す
。

薩
摩
藩
士
の
到
着

翌
年
の

一
七
五
四

（宝
暦
四
）
年

一
月
二

一
日
に
江
戸
か
ら
先
発
部
隊

が
出
発
、
二
九
日
に
勝
手
方
家
老
平

田
靭
負
を
総
奉
行
、
大
日
付
伊
集
院

十
歳
を
副
奉
行
と
す
る
本
隊
が
薩
摩

を
出
発
し
ま
す
。
追
加
さ
れ
た
後
続

部
隊
も
合
計
す
る
と
九
四
七
名
と
い

う
多
数
で
し
た
。
平
田
は
し
ば
ら
く

大
坂
に
滞
在
し
て
金
策
に
奔
走
し
ま

す
が
、
本
体
は
二
月
九
日
に
到
着
、

た
だ
ち
に
美
濃
大
牧
の
豪
農
鬼
頭
兵

内
の
約
四
九
〇
〇
坪
の
土
地
を
借
用

し
て
本
部
と
な
る
役
館
を
設
置
、
そ

れ
以
外
の
五
ヶ
所
に
出
張
小
屋
を
整

備
し
ま
し
た
。

治
水
工
事
を
実
施
す
る
流
城
は
美

濃
、
尾
張
、
伊
勢
の

一
九
二
村
に
も

な
る
広
大
な
範
囲
で
、
工
事
の
対
象

の
河
川
の
延
長
は

一
二
〇
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
と
い
う
巨
大
工
事
で
す
。

そ
こ
で
全
体
を

一
之
手
、
二
之
手
、

三
之
手
、
四
之
手
、
五
之
手
の
工
区

に
分
割
し
て
施
工
す
る
こ
と
に
な
り

平田靭負 (17“‐55)
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三
つ
の
コ
ン
セ
プ
ト
で
読
み
解
く

新
た
な
夕東
京
ク
ヒ
ス
ト
リ
ー

池
　
享
・櫻
井
良
樹
・陣
内
秀
信
・西
木
浩

一
基
口
田
伸
之
編

巨
大
都
市
東
京
は
、
ど
ん
な
歴
史
を
歩
み
現
在
に
至
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
史
料
を

窓
口
に
「み
る
｝
」と
か
ら
始
め
、
」ヽれ
を
深
く
「よ
む
）
」と
で
過
去
の
事
実
に
適
り
、

そ
の
痕
跡
を

「あ
る
く
」
道
筋
を
案
内
。
個
性
溢
れ
る
東
京
の
歴
史
を
描
き
ま
す
。

■

ｉ

≡

・
先

史

時

代

ヽ

戦

国

時

代

一　
人
び
と
の
暮
ら
し
や
社
会
の
動
き
に
視
点
を
置
き
、「東
京
の
歴
史
」
の
舞
台
と
、

ト
レ
鶴
史
か
ら
職
国
時
代
の
歩
み
を
描
き
ま

一
。

第
１
日
配
本

一
“一一攀̈響輌榊一一一一中̈一攀い響繰審一』中姜〕轟一

【露
菫
］定

義
以
前

奄
鶏
暑
重

一
議凛利』』̈
衆癬沖鴨̈
嚇ゴ「政”江慶景がだ経ド「̈
れ覆雷̈
鍛よこ
一

「
定
義
以
菌
」
に
夫
饉
と
い
う

〈
存
在
〉
が
あ
る
と

考
え
る
大
遺
さ
ん
は
、
言
葉
を
言
葉
以
蘭
に
返
そ
う

と
す
る
。
「
愛
よ
り
も
も

っ
と
深
い
も
の
」
そ
れ
は

無
言
の
行
動
の
う
ち
に
し
か
な
い
と
、
大
迪
さ
ん
は

知
っ
て
い
る
。
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ま
し
た
が
、
幕
府
と
の
合
議
に
よ
り

五
之
手
は
中
止
に
な
り
、
四
ヶ
所
の

工
区
で
実
施
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た

（図
３
ヽ

雪
解
け
に
よ
る
増
水

以
前
に
工
事
を
開
始
す
る
た
め
、
到

着
か
ら
二
０
日
も
し
な
い
二
七
日
に

着
工
し
ま
す
。

幕
府

・
農
民
と
の
軋
鞣

こ
の
工
事
の
主
要
目
的
は
治
水
で

す
が
、
幕
府
が
工
事
を
薩
摩
に
命
令

し
た
本
意
は
雄
藩
を
弱
体
に
す
る
こ

と
で
し
た
か
ら
、
様
々
な
妨
害
が
あ

り
ま
し
た
。
藩
士
は
分
宿
さ
せ
、
過

酷
な
労
働
に
も
か
か
わ
ら
ず
食
事
は

一
汁

一
業
に
規
制
さ
れ
ま
し
た
。
地

元
で
調
達
す
る
労
力

へ
の
賃
金
は
、

経
験
の
な
い
農
民
に
も
通
常
よ
り
割

高
に
支
払
う
こ
と
を
要
求
さ
れ
、
蓑

笠
や
草
履
も
幕
府
の
指
示
に
よ
り
、

一
般
よ
り
高
値
で
し
た
。
増
長
し
た

農
民
は
作
業
の
合
間
に
自
分
た
ち
の

田
畑
の
整
備
ま
で
仕
事
に
組
込
ま
せ

る
ほ
ど
で
し
た
。

幕
府
か
ら
派
遣
さ
れ
て
い
る
監
督

の
役
人
が
交
代
す
る
と
、
完
成
し
た

部
分
を
意
図
し
て
変
更
さ
せ
る
こ
と

も
あ
り
、
さ
ら
に
夜
陰
に
幕
府
の
役

人
の
扇
動
で
、
農
民
が
完
成
し
た
堤

防
を
破
壊
す
る
こ
と
さ
え
あ
り
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
な
仕
打
ち
に
、
工
事

開
始
か
ら
二
ヶ
月
も
し
な
い
四
月
に

二
名
の
藩
士
が
抗
議
の
切
腹
を
し
、

さ
ら
に
工
事
完
了
ま
で
に
合
計
六

一

名
の
藩
士
が
自
害
し
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
幕
府
へ
の
抗
議
と
解
釈
さ
れ
、

御
家
断
絶
に
も
な
り
か
ね
な
い
た
め
、

す
べ
て
病
死
と
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

地
元
の
住
民
の
増
長
は
監
督
す
る

立
場
の
人
間
に
も
被
害
を
も
た
ら
し

て
い
ま
す
。
下
流
の
二
之
手
の
区
城

は
四
月
に
は
工
事
が
完
成
し
た
の
で

す
が
、
地
元
の
庄
屋
か
ら
工
事
の
不

備
を
指
摘
さ
れ
、
監
督
で
あ
っ
た
美

濃
国
高
本
家
の
家
臣
内
藤
十
左
衛
門

は
そ
れ
を
自
身
の
責
任
と
し
て
四
月

に
自
害
し
た
の
で
す
。
さ
ら
な
る
犠

牲
の
原
因
は
病
気
で
し
た
。
八
月
に

工
事
現
場
で
赤
痢
が
流
行
、　
一
汁
一

莱
と
い
う
粗
末
な
食
事
と
過
酷
な
労

働
の
た
め
、
合
計
三
二
名
の
藩
士
が

病
死
す
る
と
い
う
悲
惨
な
事
態
も
発

生
し
て
い
ま
す
。

過
酷
な
工
事
現
場

セ
メ
ン
ト
や
鉄
材
な
ど
の
素
材
や

プ
ル
ド
ー
ザ
ー
や
ク
レ
ー
ン
な
ど
の

重
機
も
な
い
時
代
に
、
い
か
に
工
事

が
困
難
で
あ

っ
た
か
を
紹
介
し
ま

す
。　
一
之
手
の
区
城
は
木
曽
川
が
美

濃
と
尾
張
の
国
境
を
流
下
し
て
い
く

場
所
で
す
が
、
水
勢
を
緩
和
す
る
た

め
に
河
川
に
突
出
す
る

「
猿
尾
」
と

い
わ
れ
る
堤
防
を
構
築
す
る
必
要

が
あ
り
ま
し
た
。
小
石
を
単
体
で
投

入
し
て
も
下
流
に
流
出
し
て
し
ま
う

の
で
、
直
径
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

延
長
六
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
細
長
い
竹

篭

（蛇
篭
）
に
小
石
を
詰
込
ん
だ
も

の
を
投
入
し
ま
す
。

一
本
の
猿
尾
の
構
築
に
は
推
定
で

四
〇
〇
〇
か
ら
六
〇
〇
〇
の
蛇
籠
が

必
要
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
そ

の
用
意
だ
け
で
も
大
変
で
す
。
し
か

も
投
下
し
た
だ
け
で
は
安
定
せ
ず
、

水
中
に
木
杭
を
打
込
む
必
要
が
あ
り

ま
す
が
、
不
慣
れ
な
武
士
が
急
流
で

水
中
工
事
を
す
る
こ
と
も
難
行
で
し

た
。
し
か
し
猿
尾
を
構
築
す
る
と
対

岸
の
水
勢
が
加
速
し
、
河
床
の
高
い

本
曽
川
か
ら
の
低
い
長
良
川
に
流
入

す
る
た
め
、
そ
れ
を
不
満
と
し
て
夜

間
に
農
民
が
破
壊
工
作
を
す
る
事
例

も
度
々
あ

つ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま

す
。雪

解
け
に
よ
る
増
水
が
顕
著
に
な

る
五
月
下
旬
に
工
事
を
中
断
、
九
月

に
再
開
し
ま
す
が
、
こ
の
期
間
に
何

度
も
洪
水
に
よ
り
堤
防
が
決
壊
し
、

そ
の
責
任
を
痛
感
し
て
三
六
名
の
藩

士
が
自
害
し
て
い
ま
す
。
二
期
工
事

の
最
大
の
難
関
は
尾
張
、
美
濃
、
伊

勢
三
国
の
境
界
で
木
曽
三
川
が
合
流

す
る
四
之
手
の
油
島
で
し
た
。
木
曽

川
と
揖
斐
川
を
分
流
す
る
た
め
の
約

ニ
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
締
切
堤
防
の
構

築
が
必
要
で
し
た
が
、
こ
の
地
点
で

は
二
本
の
河
川
の
川
底
の
落
差
が
約

ニ
メ
ー
ト
ル
も
あ
り
、
困
難
な
工
事

で
し
た
。

九
月
下
旬
か
ら
工
事
が
開
始
さ
れ

ま
し
た
が
、
そ
の
途
中
で
全
部
を
締

切
る
か
中
間
に
舟
連
の
た
め
の
隙
間

を
設
定
す
る
か
が
重
要
な
課
題
に
な

り
ま
し
た
。
地
元
の
意
見
と
の
調
整

が
で
き
ず
、
最
後
は
老
中
首
座
の
堀

田
正
亮
の
判
断
に
よ
り
、
中
間
を
解

放
し
た
構
造
に
な
り
ま
し
た
。
最
初

に
小
石
を
満
載
し
た
廃
舟
を
所
定
の

位
置
ま
で
運
搬
し
て
沈
没
さ
せ
、
運

搬
し
た
人
間
が
急
流
を
横
切
っ
て
帰

還
す
る
と
い
う
危
険
な
工
事
で
し
た

が
、
よ
う
や
く
翌
年
二
月
に
完
成
し

ま
し
た
。

工
事
の
開
始
か
ら
約

一
三
ヶ
月
が

経
過
し
た
二
月
下
旬
に
宝
暦
治
水
工

事
全
体
が
完
成
、
四
月
か
ら
約
五
〇

目
を
か
け
た
検
査
が
あ
り
、
担
当
し

た
幕
吏
は

「御
手
伝
普
請
結
構
な
出

来
致
し
て
御
座
る
」
と
称
賛
し
た
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
す
べ
て
完
了
し
、

平
田
靭
負
は
国
許
へ
工
事
完
成
の
報

告
を
し
ま
す
が
、
四
〇
万
両

（約
二

〇
〇
億
円
）
に
も
な
る
出
費
と
八
五

名

（自
死
五
二
名

・
病
死
二
三
名
）

の
藩
士
の
殉
職
の
責
任
を
と
り
、
翌

日
五
月
二
五
日
に
美
濃
大
牧
の
役
館

で
切
腹
し
ま
す
。
公
的
に
は
病
死
と

さ
れ
て
き
ま
し
た
。

ま
ず
東
方
の
朝
日
に
拝
礼
、
つ
い

で
西
方
の
主
家
の
隆
盛
を
祈
念
し

「
住
み
慣
れ
し
／
塁
も
今
更
／
名
残

に
て
／
立
ち
ぞ
わ
づ
ら
ふ
／
美
濃
の

大
牧
」
の
辞
世
と
と
も
に
五
二
年
の

波
乱
の
人
生
を
終
了
し
ま
し
た
。
道

体
は
山
城
伏
見
の
大
黒
寺
に
、
遣
髪

は
薩
摩
の
妙
国
寺
に
埋
葬
さ
れ
ま
し

た
。
さ
ら
に
藩
主
島
津
重
年
も
心
労

か
ら
翌
月
に
逝
去
し
て
い
ま
す
。
し

か
し
平
田
が
家
臣
を
説
得
し
た

「薩

摩
武
士
の
名
誉
を
後
世
に
末
永
く
伝

承
す
る
」
と
い
う
偉
業
が
衆
知
さ
れ

る
の
は
明
治
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で

し
た
。

明
治
二
六

（
一
人
九
二
）
年
に
、

江
戸
時
代
に
は
幕
府
の
手
前
、
困
難

で
あ
つ
た
藩
士
の
埋
葬
を
快
諾
し
た

二
重
県
桑
名
市
の
海
蔵
寺
で

「薩
摩

藩
士
埋
葬
寺
送
り
」
と
い
う
埋
葬
証

文
が
発
見
さ
れ
、
事
件
が
衆
知
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

治
水
の
思
恵
を
享
受
し
て
い
る
三
川

の
下
流
地
域
で
顕
彰
活
動
が
開
始
さ

れ
ま
す
。　
一
九
〇
〇
年
に
は
千
本
松

原
南
端
に

「宝
暦
治
水
碑
」
（図
４
）

が
建
立
さ
れ
、
三
八
年
に
は
殉
職
し

た
藩
士
を
祭
神
と
す
る

「治
水
神
社
」

（園
５
）
が
付
近
に
建
立
さ
れ
ま
し

た
。薩

摩
で
は
膨
大
な
出
費
と
多
数
の

犠
牲
を
も
た
ら
し
た
治
水
事
業
は
、

当
初
、
評
価
さ
れ
ず
、
顕
彰
が
出
遅

れ
ま
し
た
が
、　
一
九

一
七
年
に

「薩

摩
義
士
顕
彰
会
」
が
結
成
さ
れ
、
二

〇
年
に
は
鹿
児
島
市
に
平
田
靭
負
を

頂
点
に
治
水
工
事
に
従
事
し
た
藩
士

の
み
な
ら
ず
、
幕
吏
で
切
腹
し
た
内

藤
十
左
衛
円
と
竹
中
伝
六
を
も
合
祀

す
る

「薩
摩
義
士
碑
」
が
建
立
さ
れ

ま
し
た

（図
６
）。
戦
後
の

一
九
五

四
年
に
は
平
田
靭
負
の
屋
敷
跡
地
に

鋼
像
が
建
立
さ
れ
、
薩
摩
武
士
の
意

気
が
末
永
く
伝
承
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
す
。

つ
き
お
　
よ
し
お

１
９
４
２
年
生
ま
れ
。
１
９
６
５
年

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

な
ど
を
経
て
東
京
大
学
名
誉
教
授
。

２
０
０
２
、
“
年
総
務
省
総
務
審
議
官
。

こ
れ
ま
で
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・グ
ラ
フ
ィ
ッ

ク
ス
、
人
工
知
能
、
仮
想
現
実
、
メ
デ
ィ

ア
政
策
な
ど
を
研
究
．
全
国
各
地
で
カ

ヌ
ー
と
ク
ロ
ス
カ
ン
ト
リ
‥
ス
キ
‥
を

し
な
が
ら
、知
床
半
島
塾
、羊
蹄
山
麓
塾
、

鋼
路
湿
原
塾
、
自
馬
仰
山
塾
、
宮
川
清

流
塾
、
瀬
戸
内
海
塾
な
ど
を
主
宰
し
、

地
域
の
有
志
と
と
も
に
環
境
保
護
や
地

域
計
画
に
取
り
組
む
。
主
要
著
書
に

『日

本
　
百
年
の
転
換
戦
略
』
（講
談
社
）、瑠
稲

小
文
明
の
展
望
』
（東
京
大
学
出
版
会
）、

『地
球
共
生
』
（講
談
社
）、
「地
球
の
救

い
方
』、
『水
の
話
』
（遊
行
社
）、
摯１
０
０

年
先
を
読
む
』
（モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
）、

『先
住
民
族
の
叡
智
』
（遊
行
社
）、
「誰

も
言
わ
な
か
っ
た
！
本
当
は
恐
い
ビ
ッ

グ
デ
ー
タ
と
サ
イ
バ
ー
戦
争
の
カ
ラ
ク

リ
』
（ア
ス
コ
ム
）、
『日
本
が
世
界
地
図

か
ら
消
滅
し
な
い
た
め
の
戦
略
』
（致
知

出
版
社
）、
雷
肌
海
物
語
安
遊
行
社
）
な
ど
。

最
新
刊
は
『幸
福
実
感
社
会
へ
の
転
進
』

（モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
）。
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