
駒
木
定
正
氏
（
工
学
博
士
、
一
級
建

築
士
、
北
海
道
職
業
能
力
開
発
大
学

校

特
別
顧
問
、
72
歳
）
、
左
写
真

の
北
海
製
罐
小
樽
工
場
第
三
倉
庫
活

用
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
座
長
を
務
め
る
。

▼
小
樽
運
河
や
歴
史
的
建
造
物
の
保

存
運
動
に
関
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
い

き
さ
つ
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

出
身
は
釧
路
で
す
が
、
近
畿
大
学

（
大
阪
）
で
建
築
工
学
を
学
び
、
そ

こ
で
神
社
仏
閣
な
ど
の
歴
史
的
建
造

物
の
歴
史
を
学
び
ま
し
た
。
１
９
７

７
年
に
美
唄
工
業
高
校
に
赴
任
し
、

建
築
を
教
え
る
傍
ら
、
小
樽
に
あ
る

古
い
建
造
物
に
関
心
を
持
ち
、
よ
く

訪
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
頃
、
小
樽

運
河
保
存
運
動
が
高
ま
っ
て
お
り
、

同
世
代
の
若
者
た
ち
に
共
鳴
し
、
運

動
に
加
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。
１
９

７
８
年
の
ポ
ー
ト
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

の
成
功
は
運
河
保
存
運
動
を
軌
道
に

乗
せ
た
と
思
い
ま
す
ね
。

そ
の
後
、
１
９
８
３
年
に
は
念
願

の
小
樽
工
業
高
校
に
赴
任
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

※
「
ポ
ー
ト
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
１
９

７
８
年
、
運
河
保
存
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た

め
、
山
口
保
さ
ん
、
小
川
原
格
さ
ん
、
佐
々

木
興
次
郎
さ
ん
ら
20
～
30
代
の
若
者
た
ち

に
よ
っ
て
企
画
さ
れ
た
イ
ベ
ン
ト
。
約
８

万
人
が
集
い
、
運
河
と
歴
史
的
建
造
物
の

価
値
が
認
識
さ
れ
た
。

▼
先
生
は
、
小
樽
に
移
ら
れ
て
か
ら

40
年
に
わ
た
り
、
運
河
や
歴
史
的
建

造
物
の
保
存
運
動
に
関
わ
っ
て
こ
ら

れ
た
の
で
す
ね
。

最
初
に
関
心
を
持
っ
た
の
は
、
旧

日
銀
小
樽
支
店
の
建
物
で
す
。
ま
た
、

そ
の
周
囲
の
建
物
も
建
築
物
と
し
て

一
流
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
き
ち
ん
と

研
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
す
。

ち
ょ
う
ど
、
私
が
関
心
を
持
ち
始
め

た
頃
は
、
建
築
学
に
お
い
て
明
治
以

降
の
近
代
の
建
築
物
が
研
究
対
象
と

な
り
、
ま
た
、
そ
れ
を
単
体
と
し
て

で
は
な
く
、
群
と
し
て
残
し
て
い
く

流
れ
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
。

【
あ
る
卒
業
生
の
こ
と
ば
】

あ
る
と
き
、
工
業
高
校
の
卒
業
生

が
訪
ね
て
き
て
、
「
先
生
、
ま
だ
そ

ん
な
こ
と
教
え
て
い
る
の
」
と
い
う

言
葉
に
は
っ
と
さ
せ
ら
れ
た
の
で
す
。

時
代
と
共
に
研
究
や
技
術
も
進
ん
で

い
ま
す
か
ら
ね
。
そ
の
言
葉
に
気
づ

か
さ
れ
、
毎
年
、
一
本
、
学
会
で
研

究
論
文
を
発
表
す
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。
美
唄
は
炭
鉱
の
街
で
し
た
か
ら
、

三
井
、
三
菱
の
炭
鉱
と
集
落
の
建
築

の
研
究
を
し
ま
し
た
。
小
樽
で
は
公

会
堂
に
つ
い
て
調
べ
て
い
く
と
、
明

治
時
代
の
宮
内
庁
と
の
結
び
つ
き
が

あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

「
炭
鉄
港
」
と
い

う
言
葉
を
知
っ
て

い
ま
す
か
。
近
代

北
海
道
を
築
く
基

と

な

っ

た

三

都

（
空
知
、
室
蘭
、

小
樽
）
を
石
炭
、

鉄
鋼
、
港
湾
、
鉄

道
と
い
う
テ
ー
マ

で
結
ぶ
こ
と
に
よ

り
、
人
と
知
識
の

新
た
な
動
き
を
作

り
出
そ
う
と
す
る

取
り
組
み
で
す
。

▼
こ
れ
は
ま
さ
に
先
生
の
研
究
対
象

と
も
重
な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
ね
。
先

生
の
博
士
論
文
に
つ
い
て
、
お
聞
か

せ
く
だ
さ
い
。

【
炭
鉱
と
鉄
道
の
建
築
を
研
究
】

１
９
９
９
年
の
博
士
論
文
は
「
明

治
前
期
の
官
営
幌
内
炭
鉱
と
幌
内
鉄

道
の
建
築
に
関
す
る
歴
史
的
研
究
」

で
し
た
。
美
唄
で
炭
鉱
に
ま
つ
わ
る

建
築
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
ま
し
た

し
、
石
炭
が
輸
送
さ
れ
て
い
っ
た
小

樽
で
は
北
海
道
初
の
鉄
道
、
幌
内
鉄

道
（
手
宮
線
）
の
建
築
に
つ
い
て
調

査
し
ま
し
た
。
明
治
、
大
正
時
代
の

そ
の
分
野
の
研
究
者
は
い
な
か
っ
た

の
で
す
。
道
立
図
書
館
の
台
帳
を
元

に
調
べ
ま
し
た
。

【
双
葉
高
校
も
歴
史
の
中
に
】

札
幌
駅
の
始
ま
り
も
知
る
こ
と
が

で
き
た
し
、
小
樽
双
葉
高
校
の
建
物

の
前
身
も
わ
か
り
ま
す
。
鉄
道
建
設

の
指
揮
を
と
っ
た
ク
ロ
フ
ォ
ー
ド
ら

の
宿
舎
と
し
て
建
て
ら
れ
、
郡
役
所
、

警
察
署
、
双
葉
高
校
と
な
り
ま
し
た
。

【
保
存
運
動
は
包
括
的
】

最
初
は
日
銀
小
樽
支
店
を
研
究
し

よ
う
と
試
み
ま
し
た
が
、
当
時
、
ま

だ
銀
行
は
営
業
し
て
い
た
の
で
、

「
そ
れ
は
や
め
て
ほ
し
い
」
と
言
わ

れ
、
一
時
研
究
を
凍
結
し
て
い
ま
し

た
。
日
銀
本
店
か
ら
支
店
に
建
築
技

術
が
ど
う
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
か
、

興
味
深
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
そ

の
後
、
日
銀
が
小
樽
支
店
を
閉
店
し

た
の
で
、
私
の
研
究
も
生
か
さ
れ
、

資
料
館
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

歴
史
的
建
造
物
の
保
存
運
動
は
、

建
築
物
の
み
な
ら
ず
、
物
作
り
、
経

済
、
文
化
、
芸
術
、
暮
ら
し
の
す
べ

て
に
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
。
６
月
24

日
、
室
蘭
工
業
大
学
で
研
究
発
表
を

し
ま
す
が
、
松
田
ビ
ル
の
話
を
し
ま

す
。
玄
関
の
デ
ザ
イ
ン
、
照
明
器
具

は
ア
ー
ル
・
デ
コ
調
（
パ
リ
で
始
ま
っ

た
デ
ザ
イ
ン
）
で
す
。

※
松
田
ビ
ル
（
旧
三
井
ビ
ル
）
左
写
真

昭
和
12
年
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
５
階
建
て
、

１
階
部
分
が

黒
ミ
カ
ゲ
石
、

２
階
以
上
は

淡
色
の
タ
イ

ル
と
い
う
シ

ン
プ
ル
で
モ

ダ
ン
な
堂
々

た
る
威
容
を

も
つ
。

学

道
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小樽双葉高校
生徒会通信

2023年６月29日
第 17号
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小樽再発見（2) こ
れ
か
ら
の
百
年
を
見
据
え
て

歴
史
的
建
造
物
を
活
か
す
ま
ち
づ
く
り

第
２
回
は
小
樽
運
河
保
存
運
動
で
歴
史
的
建
造
物
の
価
値
を
学
問
的
な
立

場
か
ら
リ
ー
ド
し
て
い
る
駒
木
定
正
氏
に
お
話
を
う
か
が
っ
た
。

旧日銀小樽支店



１
９
８
３
年
か
ら
市
民
を
対
象
に

歴
史
的
建
造
物
の
公
開
講
座
を
開
い

て
き
ま
し
た
。
来
月
も
予
定
さ
れ
て

い
ま
す
。
先
週
は
札
幌
で
開
催
し
ま

し
た
。
釧
路
で
も
毎
年
、
秋
に
行
っ

て
い
ま
す
。

【
小
樽
案
内
人
】

観
光
協
会
が
「
小
樽
案
内
人
」
の

資
格
制
度
を
設
け
、
小
学
生
か
ら
大

人
ま
で
受
講
し
、
運
河
や
建
築
物
の

案
内
を
し
て
い
ま
す
。
小
学
生
に
小

樽
の
街
の
こ
と
を
教
え
る
授
業
が
年

間
50
時
間
あ
り
、
資
格
を
持
つ
人
が

子
ど
も
た
ち
を
運
河
な
ど
に
連
れ
て

行
っ
て
教
え
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た

ち
が
街
の
こ
と
を
知
り
、
誇
り
に
思

え
た
ら
う
れ
し
い
で
す
よ
ね
。

▼
１
９
８
６
年
に
運
河
は
半
分
埋
め

立
て
ら
れ
、
整
備
さ
れ
た
と
聞
い
て

お
り
ま
す
。
全
面
保
存
で
き
た
方
が

よ
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
そ
う
で
す
が
、
半
分
残
っ

て
、
観
光
も
盛
ん
に
な
っ
て
い
ま
す

か
ら
、
保
存
運
動
の
成
果
で
す
。
運

河
を
残
し
た
お
か
げ
だ
と
思
い
ま
す
。

▼
小
樽
の
観
光
は
歴
史
的
建
造
物
が

大
い
に
活
か
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま

す
が
、
具
体
例
を
挙
げ
て
く
だ
さ
い
。

保
存
運
動
が
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら

再
利
用
の
働
き
か
け
が
生
ま
れ
ま
す
。

北
一
硝
子
の
石
造
倉
庫
の
例
や
、
ニ

ト
リ
が
旧
拓
殖
銀
行
を
美
術
館
に
し

た
の
が
良
い
例
で
し
ょ
う
。
再
利
用

の
働
き
か
け
は
ゲ
リ
ラ
的
で
す
。
た

と
え
ば
、
越
中
屋
ホ
テ
ル
を
取
り
壊

す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
建
物
が
な

ぜ
大
切
な
の
か
、
陳
情
書
を
出
し
ま

し
た
。
今
は
再
び
ホ
テ
ル
と
し
て
再

利
用
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
空
き
家
の

と
き
に
、
そ
れ
が
大
切
で
あ
る
こ
と

を
示
す
こ
と
が
大
事
な
ん
で
す
。

※
越
中
屋
ホ
テ
ル

昭
和
６
年
、
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
４
階
建
て
、
ビ
ル
全
面
の
凝
っ

た
デ
ザ
イ
ン
、
内
部
の
ア
ー
ル
デ
コ
調

の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
が
有
名
で
あ
る
。

【
調
査
で
指
定
建
造
物
絞
り
込
み
】

１
９
９
２
年
に
小
樽
の
歴
史
的
建

造
物
の
一
斉
調
査
を
し
ま
し
た
。
１

０
０
０
万
円
の
予
算
で
、
台
帳
を
作

り
、
２
０
０
０
棟
の
建
物
を
調
べ
ま

し
た
。
一
軒
、
一
軒
、
画
板
と
カ
メ

ラ
を
持
っ
て
ね
。
そ
れ
を
４
分
の
１

の
５
０
０
棟
に
、
さ
ら
に
１
０
０
棟

に
絞
り
込
み
、
市
の
歴
史
的
建
造
物

に
指
定
し
ま
し
た
。
そ
れ
を
『
小
樽

の
建
築
探
訪
』
（
小
樽
再
生
フ
ォ
ー

ラ
ム
・
北
海
道
新
聞
社

発
行
）
と

し
て
出
版
し
、
好
評
を
博
し
ま
し
た
。

市
民
に
建
物
の
紹
介
を
書
い
て
も
ら
っ

た
こ
と
も
よ
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

こ
の
取
り
組
み
は
道
内
の
他
の
地
域

に
も
広
が
り
ま
し
た
。

▼
先
生
が
お
住
ま
い
に
な
っ
て
い
る

ご
自
宅
も
歴
史
の
あ
る
洋
館
で
す
ね
。

30
年
前
に
マ
ン
シ
ョ
ン
建
築
の
た

め
に
取
り
壊
す
と
い
う
の
で
、
こ
の

場
所
に
解
体
し
て
移
築
し
た
も
の
で

す
。
ま
た
、
籔
半
と
い
う
お
蕎
麦
屋

さ
ん
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
が
火
事

に
な
っ
て
建
て
直
す
と
き
も
、
再
生

を
試
み
ま
し
た
。
実
際
に
リ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
を
し
て
、
見
て
も
ら
い
、
そ

の
良
さ
に
気
づ
い
て
も
ら
う
。
だ
っ

た
ら
、
自
分
た
ち
で
や
っ
て
し
ま
お

う
、
と
い
う
わ
け
で
す
。

祝
津
に
茨
木
家
中
出
張
番
屋
が
あ

る
の
で
す
が
、
そ
れ
も
取
り
壊
す
と

い
う
の
で
、
傷
ん
で
い
て
も
再
生
す

れ
ば
活
か
せ
る
こ
と
を
示
す
と
、

「
や
は
り
残
し
た
方
が
い
い
」
と
地

元
の
方
た
ち
が
考
え
、
今
で
は
地
域

の
財
産
に
な
り
ま
し
た
。

▼
「
第
三
倉
庫
活
用
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
」

の
座
長
を
お
務
め
だ
と
聞
い
て
お
り

ま
す
。
ど
ん
な
活
動
を
な
さ
っ
て
き

た
の
で
し
ょ
う
か
。

約
一
年
弱
、
毎
週
集
ま
っ
て
い
ま

し
た
。
北
海
製
罐
小
樽
工
場
第
三
倉

庫
（
左
写
真
）
は
缶
を
収
納
す
る
無

機
質
な
空
間
で
す
が
、
ど
う
使
い
勝

手
を
良
く
す
る
か
が
課
題
で
す
。
大

正
時
代
に
作
ら
れ
た
も
の
で
す
が
、

当
時
の
最
先
端
の
合
理
的
な
デ
ザ
イ

ン
が
見
ら
れ
、
缶
の
運
搬
の
た
め
に

ス
パ
イ
ラ
ル
シ
ュ
ー
ト
が
備
わ
っ
て

い
ま
す
。
中
に
階
段
は
な
く
、
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
は
一
機

で
、
缶
を
ス
ト
ッ

ク
す
る
だ
け
な
の

で
、
運
河
側
に
階

段
が
あ
り
ま
す
。

パ
リ
の
ポ
ン
ピ
ド
ー

美
術
館
と
同
じ
発

想
で
す
が
、
そ
れ

よ
り
も
先
に
建
築
さ
れ
て
い
る
の
で

す
。
こ
れ
も
、
保
存
運
動
が
あ
っ
た

か
ら
「
残
し
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
こ

と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
の
建
築

物
の
活
用
方
法
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

か
ら
じ
っ
く
り
用
途
を
考
え
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
市
民
全
体
の
財
産
に

な
る
よ
う
に
、
た
と
え
ば
、
子
育
て

世
代
の
交
流
場
所
な
ど
、
市
民
か
ら

様
々
な
意
見
が
上
が
っ
て
い
ま
す
。

▼
小
樽
が
文
化
庁
の
日
本
遺
産<

北

海
道
の
『
心
臓
』
と
呼
ば
れ
た
ま
ち
・

小
樽
～
「
民
の
力
」
で
創
ら
れ
蘇
っ

た
北
の
商
都
～>

の
候
補
地
域
に
認

定
さ
れ
、
本
認
定
を
目
指
し
て
い
る

そ
う
で
す
が
、
そ
の
可
能
性
は
ど
う

で
し
ょ
う
か
。
認
定
さ
れ
る
と
、
ど

ん
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
か
。

地
道
に
や
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
こ

を
評
価
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
ね
。

こ
こ
数
年
は
ま
ち
づ
く
り
の
運
動

は
あ
ま
り
や
っ
て
い
な
か
っ
た
ん
で

す
。
観
光
客
が
沢
山
来
る
よ
う
に
な
っ

て
安
心
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

運
河
保
存
運
動
の
と
き
の
よ
う
な
勢

い
は
な
く
な
っ
て
き
た
。
で
も
こ
れ

で
は
だ
め
だ
と
、
市
民
が
関
心
を
持

ち
、
役
所
も
動
か
な
い
と
い
け
な
い

と
思
い
ま
す
。
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

の
と
き
に
、
１
０
０
の
街
を
日
本
遺

産
に
認
定
す
る
こ
と
に
な
り
、
今
の

市
長
が
教
育
部
長
だ
っ
た
と
き
に

「
や
り
ま
し
ょ
う
」
と
な
っ
た
。
こ

の
認
定
を
受
け
る
に
は
街
の
展
望
を

作
る
こ
と
が
必
要
で
し
た
。
そ
れ
で

歴
史
文
化
基
本
構
想
を
３
年
か
け
て

作
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
よ
う
や
く

申
請
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
今
、
候

補
地
域
の
段
階
で
す
。

条
件
と
し
て
は
、
重
要
文
化
財
が

あ
る
こ
と
（
手
宮
機
関
車
庫
、
日
本

郵
船
小
樽
支
店
、
三
井
銀
行
小
樽
支

店
）
で
す
。
市
は
「
炭
鉄
港
」
（
空

知
・
室
蘭
・
小
樽
）
の
取
り
組
み
に

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
と
ら
れ
て
い
た
の
で
、

一
年
で
申
請
書
を
作
成
し
ま
し
た
。

本
認
定
に
向
け
て
作
業
や
事
業
を
進

め
て
い
ま
す
。

▼
歴
史
的
建
造
物
の
保
存
方
法
に
つ

い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

建
物
そ
れ
ぞ
れ
の
状
態
に
よ
り
ま

す
が
、
法
隆
寺
は
木
造
で
す
が
１
３

０
０
年
保
た
れ
て
い
ま
す
。
実
は
鉄

筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
寿
命
は
ま
だ
わ

か
ら
な
い
、
文
化
庁
も
研
究
中
で
す

が
、
筋
道
を
つ
け
て
解
決
す
る
方
法

を
残
さ
な
い
と
い
け
な
い
。
銀
行
な

ど
の
建
物
を
い
ず
れ
ど
う
し
た
ら
よ

い
の
か
、
国
の
制
度
を
入
れ
な
が
ら

残
す
道
を
探
る
。
「
歴
史
ま
ち
づ
く

り
法
」
（
地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致

の
維
持
お
よ
び
向
上
に
関
す
る
法
律
、

H
20
年
制
定
）
に
よ
り
、
ま
ち
づ
く

り
の
見
通
し
が
持
て
る
と
い
い
で
す

ね
。
ま
た
、
建
造
物
を
単
体
と
し
て

で
は
な
く
、
エ
リ
ア
と
し
て
確
保
し

て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
寿
命
は
小

樽
の
歴
史
的
建
造
物
の
課
題
で
も
あ

り
ま
す
。
基
本
的
に
は
、
鉄
筋
が
錆

び
て
、
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
っ
て
い
な
い

こ
と
が
大
事
で
す
。
そ
の
点
、
北
海

製
罐
小
樽
工
場
第
三
倉
庫
の
骨
組
み

は
大
概
大
丈
夫
な
よ
う
で
す
が
、
詳

細
調
査
と
整
備
・
活
用
計
画
が
進
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

(1)第17号 小樽双葉高校新聞「学道一如」 ２０２３年６月２９日
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