
 
 

都
立
産
技
高
専

吉
田
喜
一

私
は
現
在
産
業
考
古
学
会
の
理
事
長
を
仰
せ
つ

か
っ
て
い
ま
す
。
産
業
遺
産
（
産
業
遺
跡
、
技
術

記
念
物
）
に
基
づ
い
て
、
技
術
文
化
を
実
証
的
に

調
査
．
研
究
す
る
学
会
で
す
。
産
業
遺
産
を
重
要

な
文
化
遺
産
と
し
て
保
存
研
究
す
る
活
動
も
行
っ

て
い
ま
す
。
産
業
遺
産
は
人
間
が
築
い
て
き
た
過

去
の
生
産
活
動
の
痕
跡
を
具
体
的
に
示
し
、
同
時

に
未
来
の
産
業
発
展
に
多
く
の
展
望
と
示
唆
を
与

え
て
く
れ
ま
す
。
そ
の
意
味
か
ら
、
過
去
を
照
ら

し
現
在
を
見
つ
め
未
来
の
た
め
に
、
貴
重
な
価
値

を
持
つ
産
業
遺
産
は
文
化
遺
産
の
一
つ
と
し
て
保

存
し
、
後
世
に
伝
え
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

産
業
考
古
学
会
元
会
長
で
東
京
農
工
大
名
誉
教

授
の
金
子
六
郎
先
生
が
か
つ
て
『
東
京
の
産
業
遺

産-

23
区-

』
（
１
９
９
４
年
ア
グ
ネ
技
術
セ
ン
タ
ー

刊
）
と
い
う
本
を
出
版
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
は
そ
の
中
の
荒
川
区
南
千
住
に
あ
る
産
業

遺
産
の
い
く
つ
か
を
を
抜
粋
し
て
紹
介
し
ま
す
。

日
本
の
近
代
化
を
支
え
た
産
業
遺
産
が
身
近
に
た

く
さ
ん
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い

で
す
。

●
日
本
貨
物
鉄
道
隅
田
川
貨
物
駅
：
明
治
30
年

（
1897
）
４
月
開
設
、
隅
田
川
か
ら
『
ド
ッ
ク
』
と

称
し
た
水
路
を
引
き
入
れ
水
路
と
鉄
道
を
結
び
つ

け
る
特
徴
あ
る
貨
物
駅
と
し
て
発
展
し
た
。
潮
止

め
貨
物
駅
が
廃
止
さ
れ
た
現
在
こ
の
大
貨
物
駅
の

存
在
自
体
が
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。

●
胡
録
神
社
：
こ
の
辺
り
は
江
戸
時
代
か
ら
良
質

の
胡
粉
の
産
地
で
あ
っ
た
。

牡
蠣
殻
を
焼
き
、
石
臼
で
挽
い
て
細
か
い
粉
に
し

人
形
・
白
粉
・
元
結
い
等
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
。
こ
の
神
社
の
境
内
に
、
こ
の
地
で
使
わ
れ

旧
家
に
伝
え
ら
れ
た
石
臼
が
大
切
に
保
存
さ
れ
て

い
る
。

●
真
先
銭
座
跡
：
江
戸
末
期
、
天
保
通
宝
銭
鋳
造

の
た
め
に
設
置
さ
れ
た
。
浅
草
の
今
戸
に
あ
っ
た

銭
座
が
移
転
。
維
新
に
な
っ
て
か
ら
も
旧
幕
時
代

の
貨
幣
が
鋳
造
さ
れ
明
治
24
年
こ
ろ
ま
で
通
用
し

て
い
た
。
区
教
育
委
員
会
の
史
跡
説
明
板
が
建
て

ら
れ
て
い
る
。

●
蘭
学
発
祥
の
地
：
明
和
８
年
（
1771
）
杉
田
玄
白

・
前
野
良
沢
・
中
川
淳
庵
ら
は
、
こ
こ
小
塚
原
の

刑
場
で
解
剖
を
見
学
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
の
解
剖
書

の
正
確
さ
に
驚
き
、
翌
日
か
ら
直
ち
に
翻
訳
を
始

め
た
。
４
年
の
苦
心
の
結
果
『
解
体
新
書
』
５
巻

を
完
成
し
た
。
回
向
院
に
記
念
の
レ
リ
ー
フ
が
設

置
さ
れ
て
い
る
。

●
千
住
製
絨
所
跡
：
明
治
12
年
（
1879
）
、
井
上
省

三
に
よ
っ
て
こ
の
地
に
官
営
千
住
製
絨
所
が
設
置

さ
れ
、
日
本
の
羊
毛
工
業
が
発
足
し
た
。
陸
軍
の

軍
服
を
主
と
し
て
民
需
に
も
応
じ
、
昭
和
20
年

（
1945
）
ま
で
70
年
に
わ
た
っ
て
操
業
を
続
け
た
。

荒
川
工
業
高
校
の
煉
瓦
塀
の
み
が
当
時
の
遺
産
と

し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

荒
川
区
南
千
住
の
産
業
遺
産

吉田喜一
教授の
ものつくり
工学便り

こ
ん
に
ち
は
。
メ
ガ
ネ
の
サ
ト
ウ
４
代
目
で
す
。
今

年
も
こ
の
コ
ラ
ム
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

さ
て
、
す
で
に
お
気
づ
き
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す

が
、
当
店
の
あ
る
コ
ツ
通
り
は
、
歩
道
上
の
老
朽
ア
ー

ケ
ー
ド
が
撤
去
さ
れ
て
雰
囲
気
が
一
変
し
ま
し
た
。
そ

の
こ
と
で
、
様
々
な
意
見
や
感
想
が
飛
び
交
っ
て
い
ま

す
。
「
空
が
見
え
て
明
る
く
な
っ
た
」
「
お
店
の
懐
か

し
い
看
板
が
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
い
っ
た
肯
定

的
な
声
も
あ
れ
ば
、
「
雨
の
日
が
不
便
だ
ろ
う
ね
」

「
夜
の
歩
道
が
暗
く
て
怖
く
な
っ
た
」
と
い
っ
た
声
も

あ
り
ま
す
。

か
つ
て
コ
ツ
通
り
は
、
人
々
が
行
き
交
う
南
千
住
の

｢

顔｣

で
し
た
。
商
店
街
は
大
家
族
の
買
い
物
の
場
で
あ

り
、
昼
は
近
隣
に
勤
め
る
労
働
者
の
食
を
支
え
、
ま
さ

に
賑
や
か
な
表
通
り
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
や
が
て
時
代

が
下
る
と
、
街
も
人
も
生
活
様
式
も
大
き
く
様
変
わ
り

し
ま
し
た
。
コ
ツ
通
り
の
周
囲
で
は
世
帯
人
口
が
減
り

高
齢
化
が
進
み
、
工
場
が
消
え
、
跡
地
は
マ
ン
シ
ョ
ン

や
駐
車
場
に
な
り
ま
し
た
。
汐
入
地
区
に
至
っ
て
は
す

べ
て
を
一
新
し
、
大
勢
の
転
入
者
で
人
口
が
急
増
し
ま

し
た
。
し
か
し
、
コ
ツ
通
り
だ
け
は
時
代
の
変
化
を
拒

み
、
そ
の
結
果
す
っ
か
り
寂
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
昔

の
こ
と
を
生
で
体
験
し
て
い
な
い
私
の
目
に
は
、
ア
ー

ケ
ー
ド
が
「
華
や
か
な
り
し
南
千
住
・
古
き
良
き
時
代
」

の
遺
物
の
よ
う
に
映
り
ま
し
た
。

昔
の
ま
ま
、
販
売
方
法
の
見
直
し
も
改
装
も
業
種
転

換
も
せ
ず
に
老
朽
化
し
た
店
舗
、
誰
に
貸
す
わ
け
で
も

な
く
シ
ャ
ッ
タ
ー
が
閉
ま
っ
た
ま
ま
の
空
き
店
舗
、
住

宅
や
事
務
所
や
空
地
に
化
け
た
店
舗
跡
が
目
に
付
く
コ

ツ
通
り
は
、
買
い
物
の
場
と
し
て
の
賑
わ
い
が
失
わ
れ

て
久
し
く
、
人
影
も
疎
ら
で
す
。
店
を
営
む
立
場
と
し

て
非
常
に
残
念
な
思
い
で
一
杯
で
す
。
け
れ
ど
も
、
消

費
者
と
し
て
（
私
も
そ
う
で
す
が
）
明
る
く
綺
麗
で
、

多
く
の
人
で
賑
わ
い
、
品
数
豊
富
、
安
く
て
新
鮮
で
、

楽
し
さ
・
便
利
さ
を
提
供
し
て
く
れ
る
「
い
ま
」
の
ス
ー

パ
ー
や
チ
ェ
ー
ン
店
を
指
向
す
る
の
は
、
至
極
当
然
の

こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

私
は
今
回
の
ア
ー
ケ
ー
ド
撤
去
が
、
皆
で
「
街
」
の

こ
と
を
見
直
す
き
っ
か
け
に
な
り
、
コ
ツ
通
り
が
生
ま

れ
変
わ
る
第
一
歩
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
期
待
し
て
い
ま

す
。
コ
ツ
通
り
に
面
す
る
地
権
者
、
商
店
主
、
テ
ナ
ン

ト
入
居
者
、
周
辺
の
住
民
、
行
政
、
政
治
家
の
方
々
…

そ
れ
ぞ
れ
が
コ
ツ
通
り
に
何
を
思
い
、
何
を
考
え
、
何

を
す
べ
き
で
、
何
が
で
き
る
の
か
？
コ
ツ
通
り
に
似
合

う
街
路
樹
や
街
路
灯
は
？
資
金
は
ど
う
す
る
？
コ
ツ
通

り
は
も
う
一
度
商
店
街
と
し
て
再
生
を
促
す
べ
き
か
、

そ
れ
と
も
駅
に
近
い
便
利
な
住
宅
エ
リ
ア
と
し
て
転
換

を
図
る
の
か
？

安
全
で
住
み
や
す
く
、
下
町
ら
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

を
生
か
し
た
愛
着
の
あ
る
街
を
願
う
の
は
、
皆
の
共
通

の
気
持
ち
だ
と
思
い
ま
す
。
機
会
が
あ
れ
ば
、
私
も
自

分
の
思
う
と
こ
ろ
や
意
見
を
発
表
し
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。
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★
休
業
日
の
ご
あ
ん
な
い
★

1
月
…
25
（
火
）

２
月
…
３
・
10
・
17
・
24
（
毎
週
木
曜
）

★
営
業
時
間
の
ご
あ
ん
な
い
★

平
日
（
月
～
金
）
…
AM
９
時
30
分
～
PM
７
時

土
・
日
・
祝
日
…
AM
10
時
30
分
～
PM
６
時

ア
ー
ケ
ー
ド
撤
去
か
ら

見
え
て
き
た
物
は
？

メガネの
祐一郎君の
アドバイス


