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旧
石
器
発
掘
捏
造
事
件
か
ら
十
余

年
、
前
期
旧
石
器
研
究
の
重
い
扉
は
、

静
か
な
、
し
か
し
力
強
い
歩
み
に
よ

っ
て
開
か
れ
つ
つ
あ
る
。
こ
の
先
鋒

を
つ
と
め
る
著
者
が
、
こ
れ
ま
で
の

道
程
と
こ
れ
か
ら
の
進
路
を
指
し
示

す
の
が
本
書
で
あ
る
。

　

本
書
は
国
内
の
前
期
旧
石
器
関
係

遺
跡
に
つ
い
て
、
研
究
経
過
と
課
題

を
解
説
す
る
。
学
史
が
コ
ン
パ
ク
ト

に
ま
と
め
ら
れ
、
初
学
者
に
も
読
み

や
す
い
。
本
書
が
初
公
開
と
な
る
写

真
や
こ
だ
わ
り
の
カ
ッ
ト
も
理
解
を

助
け
る
。
本
書
の
大
き
な
魅
力
で
あ

ろ
う
。
前
半
部
で
は
青
森
県
金
木
の

偽
石
器
な
ど
、
類
書
で
は
詳
述
さ
れ

な
い
事
項
に
も
紙
幅
が
さ
か
れ
、
研

究
者
に
も
読
み
応
え
が
あ
る
。
後
半

部
で
は
、
学
界
に
ホ
ッ
ト
な
成
果
を

提
供
し
続
け
る
出
雲
の
前
期
旧
石
器

研
究
が
紹
介
さ
れ
る
。
特
に
砂
原
遺

跡
に
つ
い
て
、
調
査
者
で
あ
る
著
者

が
な
ぜ
前
期
旧
石
器
遺
跡
と
見
る
の

か
が
丁
寧
に
説
か
れ
、『
砂
原
旧
石
器

遺
跡
の
研
究
』（
２
０
１
３
年
）の
普

及
版
的
役
割
を
果
た
す
。
本
書
に
は

遺
跡
の
発
見
・
研
究
・
情
報
公
開
に

真
摯
に
取
り
組
む
科
学
者
と
し
て
の

姿
勢
と
、
そ
の
一
部
始
終
を
後
世
に

残
そ
う
と
す
る
歴
史
家
と
し
て
の
生

き
様
が
通
底
し
て
い
る
。

　

も
う
一
つ
の
魅
力
は
、
エ
ピ
ソ
ー

ド
に
垣
間
見
え
る
先
学
諸
賢
な
ら
び

に
著
者
の
、
考
古
学
に
か
け
る
情
熱

で
あ
る
。
こ
の
思
い
に
触
れ
る
に
つ

け
、
背
筋
が
伸
び
、
研
究
へ
の
活
力

を
か
き
立
て
ら
れ
る
の
は
怠
惰
な
評

者
ひ
と
り
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
副
題

の
由
来
と
な
っ
た
藤
森
栄
一
の
名
著

『
旧
石
器
の
狩
人
』（
１
９
６
５
年
）が

多
く
の
若
人
を
考
古
学
へ
誘
っ
た
よ

う
に
、
本
書
を
読
ん
だ
学
生
た
ち
は

旧
石
器
研
究
に
強
く
惹
か
れ
る
は
ず

だ
。
じ
っ
と
し
て
は
い
ら
れ
な
い
。

私
も
狩
り
の
支
度
を
は
じ
め
る
こ
と

に
し
よ
う
。

 

上う
え

峯み
ね

篤あ
つ

史し
（
大
学
文
学
部
嘱
託
講
師
）

雄山閣
3,024円（税込）

日
本
列
島
人
類
史
の
起
源

│「
旧
石
器
の
狩
人
」た
ち
の

　

挑
戦
と
葛
藤

松ま
つ

藤ふ
じ

和か
ず

人と
（
大
学
文
学
部
教
授
）著

　

わ
た
し
の
旅
の
作
法
の
一
つ
は
、

初
め
て
の
土
地
で
は
必
ず
市
場
を
訪

ね
る
こ
と
だ
。
新
聞
社
の
特
派
員
と

し
て
通
算
７
年
駐
在
し
た
中
国
大
陸

で
も
そ
れ
を
実
践
し
た
。

　

そ
の
土
地
の
庶
民
の
胃
袋
に
収
ま

る
食
材
が
あ
ふ
れ
る
生
鮮
市
場
が
面

白
い
。
目
で
見
て
、
舌
で
味
わ
い
、

売
り
手
と
買
い
手
の
会
話
を
耳
で
も

楽
し
ん
だ
。
そ
し
て
、
な
ぜ
か
特
別

に
興
味
を
引
か
れ
た
の
が
唐
辛
子
。

辛
い
料
理
の
本
場
の
四
川
省
、
シ
ル

ク
ロ
ー
ド
や
朝
鮮
族
が
多
い
東
北
地

方
…
…
多
様
な
種
類
を
知
り
、
多
彩

な
料
理
を
味
わ
っ
た
。

　

そ
ん
な
体
験
談
を
、
あ
る
時
、
テ

レ
ビ
局
の
知
人
に
話
し
た
と
こ
ろ
、

そ
れ
ス
ペ
シ
ャ
ル
で
や
り
ま
し
ょ
う

よ
と
即
決
。
企
画
に
一
本
筋
を
通
す

た
め
、
南
米
原
産
の
香
辛
料
が
、
い

つ
ご
ろ
中
国
大
陸
に
伝
来
し
、
ど
う

広
が
っ
て
い
っ
た
か
と
い
う
ス
ト
ー

リ
ー
仕
立
て
と
な
っ
た
。

　

結
果
、
車
を
使
っ
て
２
５
０
０
キ

ロ
、
11
日
間
の
大
陸
行
に
挑
戦
し
た

の
は
３
年
前
の
夏
休
み
。
一
日
で
７

０
０
キ
ロ
の
移
動
も
あ
っ
た
の
で
、

節
々
が
痛
み
、
激
辛
料
理
の
連
続
に

胃
袋
も
お
お
い
に
疲
労
す
る
過
酷
な

旅
で
は
あ
っ
た
。
で
も
楽
し
か
っ
た
。

　

そ
ん
な
体
験
を
知
っ
て
も
ら
い
た

い
と
テ
レ
ビ
番
組
と
は
別
に
、
自
分

で
撮
っ
た
写
真
や
ス
ケ
ッ
チ
も
加
え

て
書
い
た
の
が
本
書
で
あ
る
。
そ
れ

に
京
都
の
唐
辛
子
の
風
景
な
ど
も
若

干
加
え
た
。

　

日
中
関
係
厳
し
き
折
に
、
毒
に
も

薬
に
も
な
ら
な
い
内
容
で
申
し
訳
な

い
が
、
こ
う
し
た
ス
パ
イ
ス
も
、
隣

国
の
素
顔
、
多
様
な
生
活
文
化
を
知

る
に
は
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 

著
者
よ
り

平凡社
1,620円（税込）

辣（
ラ
ー
）の
道　

ト
ウ
ガ
ラ
シ
２
５
０
０

キ
ロ
の
旅

加
藤
千
洋（
大
学
グ
ロ
ー
バ
ル
・　
　
　

ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
研
究
科
教
授
）著

　

本
書
、『
カ
ル
チ
ャ
ー
・
ミ
ッ
ク
ス 

―
文
化
交
換
の
美
学
序
説
―
』は
、

同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
か
ら

の
出
版
助
成
を
受
け
研
究
叢
書XLⅦ

と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
同
研
究
所
で

我
々
は
第
10
研
究
に
お
い
て
２
０
１

０
年
度
か
ら
２
０
１
２
年
度
ま
で

《「
モ
ノ
」カ
ル
チ
ャ
ー
に
よ
る
日
米

交
流
》の
テ
ー
マ
で
研
究
を
行
っ
て

お
り
、
本
書
は
そ
の
研
究
成
果
で
あ

る
。
編
著
者
の
岡
林
洋
が「
は
じ
め

に
」と
第
一
部
第
一
章
１「
昭
和
二
年

日
米
人
形
交
流
と
シ
ド
ニ
ー
・
ギ
ュ

ー
リ
ッ
ク
」に
お
い
て
、
研
究
会
で

の「
モ
ノ
」カ
ル
チ
ャ
ー
に
よ
る
日
米

交
流
の
テ
ー
マ
が
本
書
の
サ
ブ
タ
イ

ト
ル「
文
化
交
換
」に
発
展
的
に
継
承

さ
れ
て
い
く
経
緯
が
説
明
さ
れ
る
。

同
じ
第
一
部
第
二
章
で
は
我
々
の
研

究
が
国
際
的
な
文
化
交
流
を「
グ
ロ

ー
バ
ル
・
ア
ジ
ア
の
文
化
交
換
」ま

で
発
展
さ
せ
た
こ
と
が
告
知
さ
れ
る
。

日
米
か
ら
、
国
際
交
流
は
日
本
を
グ

ロ
ー
バ
ル
・
ア
ジ
ア
の
中
に
編
入
、

日
台
の
交
流
や
、
中
国
か
ら
ド
イ
ツ
、

ド
イ
ツ
か
ら
中
国
へ
と
交
流
は
交
換

へ
と
姿
を
変
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ

の
国
際
的
文
化
の
交
流
か
ら
文
化
交

換
の
美
学
へ
の
展
開
が
具
体
的
に
考

察
さ
れ
た
の
が
、
第
二
章
２「
文
化

交
換
の
美
学
―
ド
イ
ツ
・
中
国
両
文

化
圏
に
お
け
る
歌
へ
の
疎
外
を
事
例

と
し
て
―
」で
あ
る
。
そ
こ
で
は
交

換
両
地
域
間
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で

に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
美
学
研
究
の
諸

概
念
、
例
え
ば
ド
イ
ツ
の
演
劇
家
ブ

レ
ヒ
ト
の
異
化
概
念
が
、
中
国
の
少

数
民
族
の
ト
ン
族
に
よ
る
音
楽
の
妨

害
的
機
能
の
解
明
と
解
釈
の
た
め
に

積
極
的
に
用
い
ら
れ
る
。
同
章
の
４

「
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
か
ら
見
る
現
代
日
本

文
化
」で
は
本
学
の
村
上
真
樹
助
手

に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
美
学
の
文
脈
か
ら

あ
の
オ
タ
ク
文
化
の「
キ
ャ
ラ
」概
念

が
取
り
出
さ
れ
て
い
る
等
、
同
書
の

執
筆
陣
の
担
当
箇
所
は
読
者
に
と
っ

て
楽
し
め
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

 

著
者
よ
り

晃洋書房
3,132円（税込）

カ
ル
チ
ャ
ー
・
ミ
ッ
ク
ス

│
文
化
交
換
の
美
学
序
説

岡お
か

林ば
や
し

洋ひ
ろ
し（

大
学
文
学
部
教
授
）編
著

　

可
能
で
あ
れ
ば
中
高
生
に
で
も
、

い
や
む
し
ろ
中
高
生
に
こ
そ
読
ん
で

も
ら
え
れ
ば
と
い
う
想
い
が
本
書
を

執
筆
す
る
ひ
と
つ
の
大
き
な
動
機
と

な
っ
て
い
ま
す
。
文
化
や
芸
術
は
決

し
て
難
解
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
、
あ
る
い
は
観
光
に
つ
い
て
も

お
金
を
か
け
な
け
れ
ば
で
き
な
い
と

い
う
大
々
的
な「
物
見
遊
山
」や「
仕

掛
け
づ
く
り
」で
は
な
い
と
い
う
こ

と
を
、
若
い
人
た
ち
に
こ
そ
先
ず
理

解
し
て
欲
し
か
っ
た
の
で
す
。
私
た

ち
は
日
々
日
常
を
普
通
に
暮
ら
し
て

お
り
、
そ
の
日
常
性
の
構
造
の
な
か

の
ふ
と
し
た
瞬
間
に
も
幸
福
を
感
じ

る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
柳
田
國
男（
１
８
７
５
〜
１
９

６
２
）が
、「
経
世
済
民
」と「
学
問
救

世
」を
旨
に
、
生
涯
を
か
け
て
希
求

し
た
私
た
ち「
常
民
」の
幸
福
は
、
ま

さ
に
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
政
策
と
し
て
文
化
や
芸
術
、

そ
し
て
観
光
を
考
え
る
と
き
に
こ
そ
、

こ
の
よ
う
な
柳
田
の
視
座
を
今
一
度
、

若
い
人
た
ち
に
こ
そ
確
認
し
て
も
ら

い
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
フ
ァ
ス
ト

な
ま
で
に
刻
々
と
変
容
す
る「
流
行
」

（
例
え
ば
、「
ゆ
る
キ
ャ
ラ
」や「
Ｂ
級

グ
ル
メ
」と
い
う
言
辞
と
発
想
）の
渦

に
飲
ま
れ
翻
弄
さ
れ
て
し
ま
い
が
ち

な
現
代
社
会
で
す
。
そ
の
今
を
生
き

る
若
者
た
ち
に
と
っ
て
、「
流
行
」を

追
う
こ
と
を
否
定
は
し
ま
せ
ん
が
、

併
せ
て「
不
易
」で
あ
る
こ
と
の
大
切

さ
を
も
想
い
、
現
代
の
古
典
と
も
言

え
る
柳
田
の
思
想
を
手
が
か
り
に
し

な
が
ら
、
あ
る
い
は
柳
田
の
影
響
を

受
け
た
人
や
同
時
代
の
思
想
家
た
ち

の
思
索
の
跡
を
咀
嚼
す
る
こ
と
は
、

グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
地
域
社
会
の
な

か
で
生
き
る
う
え
で
も
、そ
れ
は「
ゆ

る
キ
ャ
ラ
」以
上
に
素
敵
な
一
助
と

な
る
の
で
は
な
い
か
と
念
じ
た
の
で

す
。

 

著
者
よ
り

法律文化社
2,808円（税込）

く
ら
し
の
な
か
の
文
化
・

芸
術
・
観
光

│
カ
フ
ェ
で
く
つ
ろ
ぎ
、
ま
ち
つ
む
ぎ

井い

口ぐ
ち

貢み
つ
ぐ（

大
学
政
策
学
部
教
授
）著

新 刊 紹 介 新 刊 紹 介



新
刊
紹
介
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成文堂
7,020円（税込）

　

本
書
は
、
裁
判
官
に
、
広
く
は
法

曹
に
求
め
ら
れ
る「
心
‐
智
慧（l

リ
ー
ガ
ル

egal 
m

マ
イ
ン
ド

ind

）」
と「
技わ

術ざ
（s

ス
キ
ル

kill

）」
を
、
裁

判
官
と
し
て
の
実
務
経
験
と
無
尽
蔵

の
教
養
と
を
糧
に
し
て
語
っ
て
い
る

「
裁
判
の
書
」で
あ
る
。

　

著
者
の
思
う「
心
‐
智
慧
」を
言
葉

に
し
た
の
が
副
題「
裁
か
ば
裁
か
れ

ん　

念
ず
れ
ば
花
ひ
ら
く
」で
あ
る
。

前
段
の
由
来
は
、
吉
川
英
治『
大
岡

越
前
』中
の「
人
間
ニ
神
ノ
裁
キ
ハ
難

シ
。
人
間
ガ
人
間
ヲ
裁
ク
ノ
畏オ

ソ

レ
ヲ

常
ニ
想
ヘ
。
裁
カ
バ
裁
カ
レ
ン
」で

あ
る
。
裁
く「
畏
レ
」と
い
か
に
向
き

合
う
か
。〝
板
倉
重
宗（
京
都
所
司
代
）

に
み
る
よ
う
に
、「
私
心
を
捨
て
去
っ

て
」事
に
当
た
り「
事
件
に
集
中
す
る

こ
と
」だ
。
―
―
ど
う
す
れ
ば
そ
れ

は
可
能
か
。「
念
ず
れ
ば
花
ひ
ら
く
」

（
坂
村
真
民
）、「
花
開
け
ば
必
ず
真
実

を
結
ぶ
」（
道
元
禅
師
）。〞こ
れ
が
著

者
の
答
え
で
あ
る
。「
念
ず
る
」は「
精

進
」と
か「
修
行
」と
言
い
か
え
る
こ

と
が
で
き
よ
う
か
。
著
者
の
つ
み
重

ね
る「
修
行
」は
、
人
間
や
人
間
に
つ

な
が
る
も
の
全
て
を
知
る
こ
と
に
向

け
ら
れ
て
い
る
。
本
書
に
は
、
芦
東

山『
無
刑
録
』か
ら
大
衆
歌
謡
の
歌
詞

ま
で
古
今
東
西
の
著
述
等
々
が
次
つ

ぎ
登
場
す
る
。
全
て
、
著
者
の
年
月

を
か
け
た「
修
行
」の
証
で
あ
る
。

　

念
じ
て
結
ば
れ
た「
真
実
」が「
技わ

術ざ

」で
、「
事
実
認
定
」「
刑
の
量
定
」

「
証
拠
法
上
の
問
題
」「
一
事
不
再
理
」

を
本
書
は
扱
っ
て
い
る
。
残
念
だ
が
、

「
技わ

術ざ

」の
切
れ
味
を
伝
え
る
字
数
は

も
う
残
っ
て
い
な
い
。

　

読
者
は
、
本
書
の
な
か
で
、
親
し

い
隣
人
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る「
プ

ロ
の
裁
判
官
」に
、
ま
た
現
場
感
覚

一
杯
の
平
易
な「
心
‐
智
慧
」「
技わ

術ざ

」

に
出
会
う
だ
ろ
う
。
特
に
法
曹
を
め

ざ
す
人
は
こ
の
書
を
ぜ
ひ
手
に
し
て

ほ
し
い
。

 

岩い
わ

野の

英ひ
で

夫お
（
大
学
法
学
部
教
授
）

刑
事
裁
判
覚
書

│
裁
か
ば
裁
か
れ
ん　

念
ず
れ
ば

花
ひ
ら
く

佐さ

藤と
う

嘉よ
し

彦ひ
こ（

大
学
司
法
研
究
科
教
授
）著

　

第
二
次
安
倍
内
閣
は「
ア
ベ
ノ
ミ

ク
ス
」の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
、
年
率

２
〜
３
％
の
経
済
成
長
戦
略
を
打
ち

出
し
て
い
る
。
日
本
は
出
生
率
低
下

に
よ
る
少
子
化
現
象
の
時
代
に
あ
る
。

こ
れ
は
労
働
力
不
足
と
家
計
消
費
の

低
下
を
招
い
て
い
る
の
で
、
経
済
成

長
率
は
負
を
選
択
し
て
い
る
こ
と
を

意
味
す
る
。
生
活
水
準
の
低
下
を
促

す
負
の
成
長
率
は
さ
す
が
に
好
ま
し

く
な
い
の
で
、
そ
れ
を
ゼ
ロ
成
長
率

に
上
げ
る
と
い
う
成
長
戦
略
な
ら
容

認
す
る
が
、
そ
れ
を
２
〜
３
％
に
ま

で
上
げ
る
と
い
う
戦
略
は
悪
い
副
次

効
果
が
あ
る
の
で
避
け
る
方
が
よ
い
。

そ
れ
が
本
書
の
主
張
す
る
脱
・
成
長

戦
略
で
あ
る
。
世
界
の
経
済
学
界
で

成
長
を
叫
ぶ
の
は
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ

ン
系
で
あ
り
、
脱
成
長
は
仏
・
伊
な

ど
の
ラ
テ
ン
系
で
あ
る
。

　

ど
の
よ
う
な
副
次
効
果
か
と
言
え

ば
、（
１
）既
に
働
き
過
ぎ
の
日
本
人

の
労
働
時
間
を
さ
ら
に
長
く
し
て
し

ま
う
。（
２
）戦
略
特
区
は
東
京
・
大

阪
・
名
古
屋
地
区
の
大
企
業
の
活
性

化
を
目
指
す
の
で
、
ま
す
ま
す
地
域

間
格
差
を
助
長
す
る
。（
３
）資
源
・

環
境
問
題
に
あ
れ
だ
け
留
意
し
よ
う

と
し
て
い
た
の
に
、
高
成
長
政
策
は

そ
れ
を
悪
化
さ
せ
る
恐
れ
が
あ
る
。

３
．
11
の
よ
う
な
こ
と
が
再
び
起
き

れ
ば
日
本
は
沈
没
し
か
ね
な
い
と
こ

ろ
、
高
成
長
の
た
め
に
原
発
再
起
動

が
計
画
さ
れ
て
い
る
。
今
は
原
発
ゼ

ロ
の
下
、
低
成
長
率
で
十
分
日
本
人

は
生
活
で
き
て
い
る
の
に
で
あ
る
。

　

国
民
の
最
大
の
関
心
は
少
子
高
齢

化
に
よ
る
将
来
の
社
会
保
障
制
度
へ

の
不
安
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
無
関

心
な
成
長
戦
略
は
、
結
局
の
と
こ
ろ

日
本
人
を
不
幸
に
陥
れ
る
だ
け
で
あ

り
、
本
書
で
は
社
会
保
障
制
度
改
革

を
具
体
的
に
主
張
・
展
開
す
る
も
の

で
あ
る
。

 

橘
木
俊
詔

岩波書店
2,025円（税込）

脱「
成
長
」戦
略

│ 

新
し
い
福
祉
国
家
へ

橘た
ち
ば
な
き木

俊と
し

詔あ
き（

大
学
客
員
教
授
）他
著

　

近
年
、「
ほ
め
て
や
る
気
を
引
き
出

す
」「
ほ
め
て
伸
ば
す
」子
育
て
が
注

目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
し

か
し
、
そ
の
効
果
を
裏
付
け
る
し
っ

か
り
と
し
た
エ
ビ
デ
ン
ス
は
き
わ
め

て
乏
し
い
。
こ
の
よ
う
な
現
状
を
踏

ま
え
、
ほ
め
る
こ
と
の
効
果
を
実
証

す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
基
づ
い
た

具
体
的
な
ほ
め
方
を
示
す
こ
と
を
目

的
に
執
筆
し
た
の
が
本
書
で
あ
る
。

　

筆
者
は
こ
れ
ま
で
企
業
の
従
業
員

や
病
院
の
看
護
師
な
ど
を
対
象
に
、

承
認
す
な
わ
ち
ほ
め
た
り
認
め
た
り

す
る
こ
と
の
効
果
に
つ
い
て
、
い
わ

ゆ
る「
ビ
フ
ォ
ア
・
ア
フ
タ
ー
」の
方

法
で
研
究
を
重
ね
て
き
た
。
そ
し
て

本
書
で
は
、
幼
稚
園
児
、
中
学
生
、

高
校
生
を
対
象
に
同
様
の
方
法
で
行

っ
た
研
究
の
結
果
を
紹
介
し
て
い
る
。

研
究
に
よ
っ
て
判
明
し
た
こ
と
は
、

親
や
教
師
が
子
ど
も
を
的
確
に
承
認

し
た
場
合
、
子
ど
も
の
自
己
効
力
感

が
高
ま
り
、
勉
強
が
充
実
し
た
り
得

意
な
も
の
が
で
き
た
り
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
ま
た
大
学
生
を
対
象

に
し
た
調
査
で
は
、
ほ
め
ら
れ
た
経

験
が
伸
び
る
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い

る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
さ
ら

に
各
地
の
学
校
で
行
わ
れ
た
実
践
例

か
ら
は
、
ほ
め
る
た
め
の
場
を
つ
く

る
と
と
も
に
、
条
件
に
応
じ
て
ほ
め

る
方
法
を
変
え
る
必
要
が
あ
る
と
分

か
っ
た
。

　

人
を
伸
ば
し
、
育
て
る
こ
と
は
家

庭
や
教
育
現
場
だ
け
で
な
く
、
企
業

そ
の
他
の
組
織
に
お
い
て
も
こ
れ
か

ら
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
い
る
。

本
書
で
述
べ
た
内
容
の
多
く
は
、
企

業
の
人
材
育
成
な
ど
に
も
そ
の
ま
ま

当
て
は
ま
る
は
ず
で
あ
る
。

 

著
者
よ
り

筑摩書房
799円（税込）

子
ど
も
が
伸
び
る 

ほ
め
る
子
育
て

│
デ
ー
タ
と
実
例
が
教
え
る
ツ
ボ

太お
お

田た

肇は
じ
め（

大
学
政
策
学
部
教
授
）著

現代人文社
2,376円（税込）

　

国
民
が
刑
事
裁
判
に
参
加
す
る
裁

判
員
裁
判
が
２
０
０
９
年
に
始
ま
っ

て
５
年
が
経
過
し
た
。
裁
判
員
制
度

は
わ
が
国
に
お
い
て
定
着
し
つ
つ
あ

る
と
い
っ
て
よ
い
が
、
一
方
で
、
裁

判
員
に
守
秘
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い

る
こ
と
も
あ
り
、
裁
判
員
裁
判
の
実

態
は
そ
れ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。

本
書
は
、
14
人
の
裁
判
員
経
験
者
に

対
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
内
容
を
ま

と
め
た
も
の
で
あ
る（
本
書
の
編
著

者
で
あ
る
田
口
真
義
氏
自
身
も
裁
判

員
経
験
者
で
あ
り
、
こ
の
14
人
に
は

田
口
氏
も
含
ま
れ
て
い
る
）。
裁
判

員
選
任
手
続
、
公
判
、
評
議
、
判
決
、

そ
し
て
裁
判
後
に
至
る
ま
で
の
様
々

な
場
面
に
関
す
る
裁
判
員
経
験
者
の

本
音
が
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
言
葉
で

詳
細
に
語
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
本
書
に
は
、
14
人
の
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
の
後
に
、
杉
田
宗
久
司
法

研
究
科
元
教
授
を
は
じ
め
と
す
る
専

門
家
の
コ
メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
て
い

る
。
杉
田
元
教
授
は
、
本
学
着
任
前
、

大
阪
地
裁
の
裁
判
長
と
し
て
、
裁
判

員
制
度
施
行
前
か
ら
施
行
準
備
に
深

く
関
与
さ
れ
る
と
と
も
に
、
施
行
後

は
多
数
の
裁
判
員
裁
判
や
そ
の
公
判

前
整
理
手
続
を
担
当
さ
れ
、
文
字
ど

お
り
裁
判
員
制
度
を
最
前
線
で
け
ん

引
さ
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
経
験
を

も
と
に
、
14
人
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に

対
す
る
感
想
や
、
裁
判
員
裁
判
を
進

め
る
上
で
の
様
々
な
工
夫
・
提
言
が

具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

本
書
を
読
む
と
、
一
口
に
裁
判
員

裁
判
と
言
っ
て
も
事
件
や
裁
判
体
に

よ
っ
て
手
続
の
進
め
方
や
手
法
に
違

い
が
あ
る
こ
と
を
改
め
て
認
識
さ
せ

ら
れ
る
。
裁
判
員
裁
判
の
実
態
を
知

る
上
で
本
書
は
貴
重
な
一
冊
で
あ
る
。

 

十そ
ご
う河

太た

朗ろ
う（

大
学
司
法
研
究
科
教
授
）

裁
判
員
の
あ
た
ま
の
中

　

14
人
の
は
じ
め
て
物
語

杉す
ぎ

田た

宗む
ね

久ひ
さ（

大
学
司
法
研
究
科
元
教
授
）他
著

新 刊 紹 介 新 刊 紹 介



新
刊
紹
介

83 82

　

本
井
康
博
先
生
、『
八
重
の
桜
』の

時
代
考
証
で
ご
苦
労
な
さ
っ
た
先
生

な
ら
で
は
の
貴
重
な
お
話
、
ド
ラ
マ

の
名
場
面
・
名
台
詞
を
な
つ
か
し
く

思
い
出
し
な
が
ら
、
聴
き
入
り
ま
し

た
。

　

ま
ず
、
表
紙
の「
竹
」の
絵
。
七
五

三
太
少
年
が
画
帳『
四
君
子
図
』に
描

い
た
も
の
と
知
り
、
黒
豚
を
描
い
て

い
た
七
五
三
太
が
逃
げ
た
黒
豚
を
追

い
か
け
る
シ
ー
ン（
第
２
回「
や
む
に

や
ま
れ
ぬ
心
」）を
思
い
出
し
ま
し
た
。

七
五
三
太
が
象
山
塾
で
覚
馬
や
尚
之

助
と
遭
遇
す
る
と
い
う
大
胆
な
創
作

で
し
た
。

　

熊
本
バ
ン
ド
の
面
々
へ
の「
こ
ご

は
あ
な
た
達
の
学
校
で
す
。
教
師
任

せ
に
し
な
い
で
自
分
達
で
変
え
て
い

け
ば
い
い
」と
い
う
八
重
の
台
詞（
第

37
回「
過
激
な
転
校
生
」）が
、
実
は
、

ジ
ェ
ー
ン
ズ
の
言
葉
だ
っ
た
と
か
。

さ
す
が
は
ジ
ェ
ー
ン
ズ
先
生
と
感
服

し
ま
し
た
。

　

同
志
社
卒
業
式
で
の
覚
馬
に
よ
る

「
ど
ん
な
時と

ぎ

で
も
、
貧
し
い
人
々
の

友
と
な
り
、
弱
い
も
の
を
守
る
盾
と

な
っ
て
く
だ
さ
い
」と
い
う
台
詞（
第

49
回「
再
び
戦
を
学
ば
ず
」）が
実
際

の
式
辞
を
脚
色
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
を
知
り
、
こ
れ
ま
た
感
動
で
す
。

　

安
中
教
会
で
行
わ
れ
た
、
襄
に
つ

い
て
の
八
重
の
ス
ピ
ー
チ
に
基
づ
く

『
自
由
を
護
っ
た
人
』（
作
・
村
上
元
三
、

１
９
４
７
年
）と
い
う
放
送
劇
も
ぜ

ひ
と
も
鑑
賞
し
た
い
も
の
で
す
。

　

本
井
先
生
に
は
、
今
後
、
新
島
夫

妻
や
熊
本
バ
ン
ド
の
面
々
が
登
場
す

る
小
説
・
戯
曲
の
類
に
つ
い
て
も
、

史
実
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
大
い

に
語
っ
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。

　

書
名
の「
襄
の
ラ
イ
フ
は
私
の
ラ

イ
フ
」の「
私
」と
は
、
八
重
の
こ
と

で
す
が
、
本
井
先
生
ご
自
身
の
こ
と

で
も
あ
る
と
、
わ
た
く
し
は
理
解
し

ま
し
た
。

 

大お
お

島し
ま

中ち
ゅ
う

正せ
い（

女
子
大
学
表
象
文
化
学
部
教
授
）

思文閣出版
2,052円（税込）

襄
の
ラ
イ
フ
は
私
の
ラ
イ
フ

│
新
島
襄
を
語
る
・
別
巻（
四
）

本も
と

井い

康や
す

博ひ
ろ（

元
大
学
神
学
部
教
授
）著

　

古
事
記
上
巻
の
神
話
は
、
従
来
か

ら「
稲
作
の
神
話
」と
さ
れ
て
き
た
が
、

そ
う
い
う
見
解
に
否
を
唱
え
、
そ
う

で
は
な
く「
鉄
の
神
話
」で
あ
る
こ
と

を
主
張
し
た
の
が
こ
の
論
考
で
す
。

古
事
記
の
は
じ
ま
り
は
、
イ
ザ
ナ
キ

と
イ
ザ
ナ
ミ
が
、「
高
天
原
」
か
ら

「
矛
」を
授
か
り
、
そ
れ
で
海
原
を
か

き
混
ぜ
て「
国
」を
作
っ
た
と
い
う
設

定
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
で
は

な
ぜ「
高
天
原
」に
、
そ
ん
な
矛
＝
金

属
が
最
初
か
ら
あ
っ
た
の
か
疑
問
が

出
て
き
ま
す
。
古
事
記
の
作
ら
れ
た

時
代
背
景
を
探
る
と
、「
日
本
」と
い

う
国
家
が
成
立
し
て
い
く
時
で
、
当

時
の
統
治
者
が
最
も
苦
心
し
て
手
に

入
れ
て
い
た
の
が
、
武
具
や
農
具
の

た
め
の「
鉄
を
作
る
技
術
」だ
っ
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。「
鉄
」を
作
る
に

は
、「
鉄
の
材
料
」と「
高
温
の
火
」を

作
る
技
術
を
手
に
入
れ
な
く
て
な
り

ま
せ
ん
。
そ
の
鉄
を
手
に
入
れ
る
苦

労
を
物
語
化
し
た
も
の
が
古
事
記
だ

っ
た
と
考
え
る
と
、
従
来
の
読
み
で

は
見
え
て
こ
な
か
っ
た
古
事
記
の
、

よ
く
考
え
ら
れ
た
大
変
興
味
深
い
側

面
が
見
え
て
き
ま
す
。
イ
ザ
ナ
ミ
が

火
の
神
＝
カ
グ
ツ
チ
を
生
む
描
写
は
、

ま
さ
に
鍛
冶
屋
が
鉄
を
生
む
過
程
に

そ
っ
く
り
で
す
し
、「
死
者
の
国
」と

み
な
さ
れ
て
き
た「
黄
泉
の
国
」も
、

そ
う
で
は
な
く「
高
天
原
」と
敵
対
す

る
地
方
の
勢
力
の
鍛
冶
場
の
描
写
と

し
て
見
え
て
き
ま
す
。
そ
こ
か
ら

「
鉄
」を
支
配
し
た
い「
高
天
原（
ヤ
マ

ト
王
権
）」と
、隠
れ
て
鉄
を
作
る「
地

方
の
豪
族
」と
の
争
い
が
見
え
て
き

ま
す
。
そ
ん
な
中
で「
ス
サ
ノ
オ
」や

「
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
」の
物
語
を
読
み
解

い
て
い
く
の
は
大
変
ス
リ
リ
ン
グ
な

読
書
体
験
に
な
る
も
の
で
す
。

 

著
者
よ
り

言視舎
2,376円（税込）

徹
底
検
証　

古
事
記

│
す
り
替
え
の
物
語
を
読
み
解
く

村む
ら

瀬せ

学ま
な
ぶ（

女
子
大
学
生
活
科
学
部
教
授
）著

　

保
健
体
育
の
教
師
で
あ
る
前
に
、

そ
の
学
校
の
教
師
で
あ
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
ま
す
。
教
育
課
程
で
あ
る
体

育
と
保
健
の
授
業
は
も
と
よ
り
、
道

徳（
中
学
校
）、
特
別
活
動
、
総
合
的

な
学
習
の
時
間
の
指
導
の
ほ
か
、
生

徒
指
導
、
進
路
指
導
、
部
活
動
指
導
、

ク
ラ
ス
担
任
と
し
て
の
業
務
や
保
護

者
対
応
等
で
、
そ
の
専
門
性
を
発
揮

し
て
い
く
こ
と
。
そ
れ
が
教
師
の
喜

び
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。
し
た

が
っ
て
、
教
師
に
な
る
た
め
に
勉
強

す
る
の
で
は
な
く
、
教
師
と
し
て
の

資
質
・
能
力
を
高
め
る
た
め
に
学
ぶ

の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
根
本
に
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
た
め
に
本
書
は
、
著
者
が
経

験
豊
か
な
現
役
教
師
の
立
場
か
ら
、

公
立
私
立
の
両
方
を
視
野
に
入
れ
な

が
ら
、
学
生
や
大
学
教
員
で
は
窺
い

知
れ
な
い
内
部
情
報
や
教
師
と
し
て

の
あ
る
べ
き
姿
等
を
可
能
な
限
り
紹

介
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、

他
に
例
を
見
な
い
著
作
と
言
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
こ
に

示
さ
れ
た
内
容
等
を
把
握
し
つ
つ
、

教
職
に
関
す
る
理
論
と
実
践
力
を
高

め
て
い
く
こ
と
が
成
功
の
秘
訣
と
な

る
で
し
ょ
う
。

　

本
書
が
、
保
健
体
育
の
教
師
を
目

指
し
て
い
る
人
の
指
針
と
な
る
こ
と

を
願
っ
て
推
薦
の
言
葉
と
し
ま
す
。

 

本も
と
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清き
よ
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東
京
女
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大
学
教
授
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本
学
校
体
育
研
究
連
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）
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保
健
体
育
教
師
に

な
ろ
う
！

│ 

不
安
に
応
え
る
現
役
教
師
か

ら
の
ア
ド
バ
イ
ス

伊い

藤と
う

博ひ
ろ

子こ
（
高
等
学
校
保
健
体
育
科
教
諭
）著

　

技
術
は
、
個
々
人
の
日
常
生
活
か

ら
国
際
社
会
の
政
策
・
動
向
に
至
る

レ
ベ
ル
ま
で
、
現
代
社
会
に
多
大
な

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。
こ
の
た

め
、
技
術
と
社
会
の
関
係
性
は
、
今

日
、
一
般
社
会
の
な
か
で
日
常
的
な

ト
ピ
ッ
ク
と
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、

そ
の
よ
う
な
社
会
の
関
心
に
対
し
、

人
文
社
会
科
学
を
中
心
と
す
る
ア
カ

デ
ミ
ズ
ム
の
側
が
十
分
な
回
答
を
し

め
し
て
い
る
か
、
と
問
わ
れ
た
な
ら

ば
答
え
に
窮
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
本
書

で
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
ル
ソ
ン
島
山

地
民
社
会
の
民
俗
工
芸
を
対
象
と
し

て
、
そ
の
技
術
を
追
究
し
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
ま
ず
現
地
の
人
び
と
が

行
使
し
て
い
る
知
識
や
技
能
が
、
容

易
に
は
可
視
化
や
言
語
化
し
え
な
い

特
徴
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

ま
し
た
。
そ
の
上
で
、
民
俗
工
芸
に

対
す
る
開
発
事
業
や
近
代
化
が
、
ジ

ェ
ン
ダ
ー
の
変
容
と
い
う
思
わ
ぬ
影

響
を
現
地
社
会
に
及
ぼ
し
た
こ
と
を

明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
こ
う
し
た
検

討
を
通
し
、
最
後
に
、
近
代
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
を
再
考
す
る
と
と
も
に
、
現

代
社
会
に
お
い
て
技
術
研
究
を
行
う

意
義
を
提
起
し
ま
し
た
。

　

本
書
は
、
近
代
社
会
の
中
核
で
は

な
く
周
辺
に
身
を
置
い
て
、
技
術
と

社
会
の
関
係
性
を
読
み
解
い
た
も
の

で
す
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
近
代
科

学
に
基
づ
く
も
の
の
み
が
、
人
類
に

と
っ
て
の
唯
一
の
技
術
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
先
端

技
術
に
代
表
さ
れ
る「
近
代
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
」や「
科
学
技
術
」を
相
対
化

す
る
よ
う
な
、
技
術
と
社
会
の
関
係

性
を
め
ぐ
る
新
た
な
理
解
を
提
示
で

き
た
と
考
え
て
い
ま
す
。
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