
京
都
橘
大
学
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
　
第
二
九
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
考
古
遺
物
か
ら
み
る
先
史
の
女
性
・
子
ど
も
・
家
族
」
Ⅱ

古
墳
時
代
の
家
族
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー

 
 

近
畿
地
域
の
事
例
を
中
心
と
し
て 

 

中 

久 

保 

辰 

夫

　

み
な
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
京
都
橘
大
学
文
学
部
歴
史
遺
産
学
科
に
お
り
ま
す
、

中
久
保
と
申
し
ま
す
。

　

私
は
、
日
本
列
島
の
近
畿
地
域
を
中
心
に
古
墳
を
研
究
し
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど

も
縄
文
時
代
の
お
墓
が
出
て
き
ま
し
た
が
、
日
本
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
お
墓
が
あ
っ

て
、
大
き
な
も
の
で
は
五
〇
〇
ｍ
く
ら
い
、
小
さ
な
も
の
で
は
一
〇
ｍ
も
な
い
よ

う
な
古
墳
が
、
南
東
北
か
ら
南
九
州
ま
で
直
線
距
離
に
し
て
一
三
〇
〇
㎞
を
超
え

て
築
造
さ
れ
た
時
代
の
こ
と
を
学
ん
で
い
ま
す
。

　

じ
つ
は
昨
日
ま
で
古
墳
の
発
掘
を
し
て
い
ま
し
た
。
よ
う
や
く
調
査
の
一
区
切

り
を
終
え
て
、
昨
日
は
そ
の
片
付
け
を
一
生
懸
命
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
が
私
の

日
常
生
活
で
す
。

　

き
ょ
う
は
「
古
墳
時
代
の
家
族
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
と
題
し
ま
し
て
、
お
話
を
し

ま
す
。
古
墳
時
代
は
、
古
墳
が
築
造
さ
れ
た
西
暦
三
世
紀
半
ば
か
ら
概
ね
七
世
紀

の
三
五
〇
年
間
続
い
た
時
代
を
指
し
ま
す
。
縄
文
時
代
の
一
万
年
と
比
べ
る
と
非

常
に
短
い
で
す
が
、
人
類
史
の
中
で
見
る
と
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
墳
丘
墓
が
三
五

〇
年
間
造
ら
れ
続
け
た
の
は
非
常
に
珍
し
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
き
ょ
う

は
、
二
〇
一
九
年
に
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
百
舌
鳥
・
古
市
古
墳
群
の
こ

と
に
も
少
し
ふ
れ
つ
つ
、
特
に
家
族
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
注
目
し
な
が
ら
お
話
を
さ

せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　　

き
ょ
う
の
お
話
は
三
つ
で
す
。
一
つ
は
古
墳
時
代
を
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
み

る
た
め
に
、
近
代
化
以
前
の
社
会
に
お
い
て
、「
男
性
と
女
性
、
も
し
く
は
い
ろ

い
ろ
な
性
の
人
び
と
が
、
ど
の
よ
う
に
仕
事
の
分
担
を
し
て
い
た
の
か
」
と
い
う

研
究
が
人
類
学
や
考
古
学
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
ご
紹
介
い
た
し
ま

す
。

　

二
つ
め
の
話
は
、
日
本
で
は
少
な
い
の
で
す
が
古
墳
か
ら
人
骨
が
出
る
こ
と
が

あ
り
ま
し
て
、
そ
う
し
た
人
骨
の
調
査
で
わ
か
っ
て
き
た
こ
と
な
ど
を
ご
紹
介
い

“Lebensreform
”
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た
し
ま
す
。

　

三
つ
め
は
、
ご
く
最
近
研
究
さ
れ
始
め
た
こ
と
で
も
あ
る
の
で
す
が
、「
ジ
ェ

ン
ダ
ー
の
視
点
で
埴
輪
か
ら
何
が
読
み
解
け
る
か
」
と
い
う
話
で
す
。
歴
史
遺
産

学
科
の
学
生
は
、
大
阪
府
高
槻
市
に
あ
る
今
城
塚
古
墳
で
埴
輪
づ
く
り
体
験
を
し

ま
す
。
粘
土
を
用
意
し
て
も
ら
っ
て
、
学
生
が
思
い
思
い
に
埴
輪
を
つ
く
る
の
で

す
が
、
最
初
に
埴
輪
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
を
説
明
し
な
い
と
、
土
偶
に
し
か
み

え
な
い
も
の
が
で
き
あ
が
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
で
「
埴
輪
と
土
偶
は
違
う
」
と
い

う
話
に
な
る
の
で
す
が
、
埴
輪
に
は
非
常
に
お
も
し
ろ
い
側
面
も
あ
り
ま
す
。

ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
観
点
で
埴
輪
を
読
み
解
く
と
何
が
わ
か
っ
て
く
る
の
か
に
つ
い
て
、

少
し
挑
戦
的
な
内
容
に
な
り
ま
す
が
お
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

近
年
、『
性
差（
ジ
ェ
ン
ダ
ー
）の
日
本
史
』〈
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
新
書
〉（
国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
監
修
、
集
英
社
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
、
二
〇
二
一
年
）と
い
う
本

が
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
千
葉
の
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
が
、
二
〇
二
〇
年
に
「
性

差（
ジ
ェ
ン
ダ
ー
）の
日
本
史
」
と
い
う
展
示
を
さ
れ
ま
し
た
。
非
常
に
注
目
を
集

め
、
来
館
者
も
多
く
、
図
録
が
増
刷
に
な
る
ほ
ど
で
、
多
様
な
年
代
の
方
が
注
目

し
、
展
示
の
見
学
に
訪
れ
ま
し
た
。

　

「
日
本
の
歴
史
」
と
い
う
言
い
方
が
い
い
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
あ
り
ま

す
が
、
日
本
列
島
の
さ
ま
ざ
ま
に
変
転
し
た
歴
史
の
中
で
、
男
性
と
女
性
―
こ
の

よ
う
な
分
け
方
自
体
が
議
論
の
対
象
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
が
―
と
い
う
社
会
的

な
性
別
の
差
が
ど
の
よ
う
に
出
て
き
た
か
、
そ
れ
が
時
代
性
を
ど
の
よ
う
に
帯
び

て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
通
史
的
に
み
よ
う
と
い
う
関
心
が
広
ま
っ
て
き
た

の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
は
、
と
も
す
れ
ば
現
代
の
問
題
の
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
で

す
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
先
史
時
代
の
研
究
を
し
て
い
る
者
か
ら
す
る
と
、
そ
れ

こ
そ
一
万
年
を
遡
る
非
常
に
長
い
歴
史
の
流
れ
の
中
で
こ
う
し
た
問
題
を
考
え
る

必
要
を
感
じ
ま
す
。
文
字
も
な
い
古
い
時
代
の
こ
と
が
参
考
に
な
る
こ
と
が
あ
る

と
信
じ
る
か
ら
で
す
。

　

た
だ
、
日
本
で
い
え
ば
、
飛
鳥
・
奈
良
時
代
よ
り
前
に
は
、
文
字
史
料
は
ほ
と

ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
し
、
そ
の
時
代
の
絵
が
描
か
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

想
像
に
頼
る
し
か
な
い
と
こ
ろ
は
出
て
き
ま
す
。
考
古
学
の
分
野
で
も
、
ジ
ェ
ン

ダ
ー
考
古
学
と
い
う
分
野
も
あ
り
ま
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
研
究
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
な
か
で
も
特
に
議
論
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
の
は
博
物
館
の
展
示
や

教
科
書
・
概
説
書
等
の
挿
絵
で
す
。
絵
を
描
く
と
き
、
男
女
の
描
き
分
け
が
必
要

な
場
面
が
あ
っ
て
、
現
代
の
価
値
観
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
で
過
去
を
投
影
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
が
あ
り
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
韓
国
の
ソ
ウ
ル
に
あ
る
漢
城
百
済
博
物
館
の
展
示
で
す
。
古
墳
時

代
の
頃
、
朝
鮮
半
島
で
は
高
句
麗
・
新
羅
・
百
済
・
加
耶
諸
国
と
い
う
政
体
が
覇

を
競
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
時
代
は
「
三
国
時
代
」
と
呼
ば
れ
、
百
済
の
王
都
で

あ
る
漢
城
は
現
在
の
ソ
ウ
ル
に
あ
り
ま
し
た
。
夢
村
土
城
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
公
園

内
に
あ
っ
て
、
そ
こ
で
百
済
の
時
代
の
生
活
を
復
元
し
た
展
示
を
し
て
い
る
の
が

漢
城
百
済
博
物
館
で
す
。
そ
の
展
示
を
見
る
と
、
奥
の
ほ
う
の
厨
房
に
女
性
が

立
っ
て
い
て
、
男
性
が
外
か
ら
帰
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
場
面
を
描
い
た
イ
ラ
ス

ト
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
本
当
に
そ
う
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
先
住
民
の
非
常
に
興
味
深
い
遺
跡
で
、Cahokia

と
い
う
大

き
な
マ
ウ
ン
ド
が
あ
る
遺
跡
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
世
界
遺
産
に
な
っ
て
い
る
の
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で
す
が
、
こ
こ
の
ジ
オ
ラ
マ
な
ど
で
復
元
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
ト
ウ
モ
ロ

コ
シ
を
採
っ
て
、
そ
れ
を
磨
石
で
す
り
つ
ぶ
し
て
い
る
の
は
女
性
と
い
う
か
た
ち

で
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
も
の
は
、
い
ろ
い
ろ
な
議
論
に
な
っ
て
、
本
当
に
そ
れ
で
い
い
の
か

と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
疑
問
点
を
批
判
的
に
考
え
て
い
く
こ
と
が
大
切
に

な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

　

そ
の
な
か
で
、
非
常
に
古
い
仕
事
に
な
り
ま
す
が
、
研
究
の
出
発
点
と
し
て
大

き
な
意
味
を
持
っ
た
の
は
、
マ
ー
ド
ッ
ク
と
い
う
方
が
お
こ
な
っ
た
性
別
分
業
論

で
す（M

urdock, G. P., 

“Com
parative data on the division of labor by sex

”, 

Social Forces, 15, 1937, pp. 551-553.

）。
こ
れ
は
世
界
各
地
の
二
二
四
の
種
族
の

民
族
誌
を
も
と
に
、
四
六
種
の
労
働
に
つ
い
て
男
女
の
ど
ち
ら
が
主
体
的
に
携

わ
っ
て
い
る
の
か
、
そ
の
比
率
を
調
べ
た
研
究
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
一
九
三
七
年
の
調
査
で
す
の
で
、
ま
だ
女
性
史
と
い
う
分

野
が
世
界
の
中
で
も
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
時
期
と
私
は
整
理
し
て
い
ま
す
し
、

「
そ
の
当
時
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い

う
視
点
で
も
う
一
度
見
直
す
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
非
常
に
貴
重
な

デ
ー
タ
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

二
二
四
の
種
族
と
い
う
の
は
近
代
化
し
て
い
な
い
事
例
と
い
う
こ
と
で
、
Ｆ

（
女
性
が
主
体
の
仕
事
）、
F-（
女
性
が
主
体
だ
け
れ
ど
も
男
性
が
け
っ
こ
う
手
伝
っ
て
い
る

仕
事
）、
-（
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
。
男
女
ど
ち
ら
も
参
加
す
る
労
働
）、
M-（
男
性
が
主
体
で
女

性
が
手
伝
う
仕
事
）、
Ｍ（
男
性
が
主
体
の
仕
事
）に
分
類
し
、
そ
の
割
合
を
調
べ
ま
し

た
。

　

そ
れ
を
見
る
と
、
女
性
の
労
働
の
比
率
が
非
常
に
高
い
の
は
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
な

ど
穀
物
を
す
り
つ
ぶ
し
て
製
粉
す
る
仕
事
で
す
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
水
の
運
搬
、

調
理
、
ハ
ー
ブ
や
根
菜
類
・
種
実
の
採
集
、
衣
服
の
製
作
や
修
繕
、
肉
や
魚
の
保

存
、
土
器
づ
く
り（
私
の
専
門
分
野
で
す
）が
、
女
性
が
メ
イ
ン
と
な
っ
て
い
る
仕
事

で
す
。

　

私
の
恩
師
で
あ
る
都
出
比
呂
志
先
生（
大
阪
大
学
名
誉
教
授
）は
、『
日
本
農
耕
社

会
の
成
立
過
程
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）を
出
す
前
に
、
女
性
史
関
係
の
講
座

本（
都
出
比
呂
志
「
原
始
土
器
と
女
性
―
弥
生
時
代
の
性
別
分
業
と
婚
姻
居
住
規
定
」『
日

本
女
姓
史
』
一
、
女
性
史
総
合
研
究
会
編
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
二
年
）で
性
別

分
業
論
に
つ
い
て
最
初
に
書
か
れ
、
マ
ー
ド
ッ
ク
の
Ｍ
と
M-
を
男
性
優
位
労
働
、

-
を
中
間
形
態
、
F-
と
Ｆ
を
女
性
優
位
労
働
に
分
け
て
、
グ
ラ
フ
に
ま
と
め
ら
れ

ま
し
た（
図
1
）。

　

い
ま
そ
れ
を
見
る
と
、
男
性
優
位
労
働
と
女
性
優
位
労
働
に
目
を
奪
わ
れ
が
ち

で
す
が
、
意
外
に
中
間
形
態
が
多
く
て
、
男
性
が
メ
イ
ン
で
も
女
性
が
メ
イ
ン
で

も
な
い
、
中
間
の
仕
事
が
そ
れ
な
り
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

ま
た
、
男
性
優
位
の
比
率
が
七
割
を
超
え
る
仕
事
を
見
て
い
く
と
、
金
属
工
芸

や
武
器
の
製
作
、
狩
猟
、
楽
器
や
ボ
ー
ト
の
製
作
、
採
鉱
・
採
石
、
木
材
・
樹
皮

や
石
・
骨
・
角
・
貝
の
加
工
、
材
木
切
り
出
し
、
家
屋
建
設
、
耕
地
開
墾
と
い
っ

た
仕
事
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。

　

こ
れ
を
要
約
す
る
と
、
男
性
優
位
労
働
は
力
仕
事
が
多
く
て
、
瞬
発
的
体
力
あ

る
い
は
筋
肉
労
働
が
メ
イ
ン
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
遠
隔
地
に
赴
く

必
要
の
あ
る
労
働
が
男
性
優
位
労
働
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
世
界
史
的
・
人
類

史
的
な
傾
向
と
し
て
読
み
取
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
マ
ー
ド
ッ
ク
の
研
究
か
ら
導
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き
出
さ
れ
て
き
た
一
つ
の
成
果
で
あ
る
と
も
言
え
ま
す
。

　

女
性
の
優
位
労
働
は
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
穀
類
の
製
粉
、
水
の
運

搬
、
調
理
、
野
草
・
根
菜
・
種
子
の
採
集
、
衣
類
の
製
作
と
修
繕
、
食
物
の
保
存

管
理
、
土
器
・
織
物
・
敷
物
・
籠
・
糸
・
縄
の
製
作
で
す
。

　

中
間
形
態
と
し
て
は
、
装
身
具
の
製
作
、
耕
作
と
植
え
付
け
、
穀
物
の
手
入
れ

と
収
穫
、
火
お
こ
し
と
火
の
管
理
、
荷
物
運
び
な
ど
、
男
女
が
共
同
し
て
関
わ
る

図 1 　労働の性別分業
（マードックの表のグラフ化、都出1989より転載）
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仕
事
が
多
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。　
　

　

こ
う
い
う
お
話
を
し
た
と
き
に
、「
み
な
さ
ん
の
ご
家
庭
で
は
い
か
が
で
し
ょ

う
か
？
」
と
お
尋
ね
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
機
械
に
よ
る
労

働
が
存
在
す
る
社
会
よ
り
以
前
の
、
も
し
く
は
手
工
業
な
ど
機
械
化
が
進
ん
で
い

な
い
よ
う
な
文
化
の
話
で
す
の
で
、
現
代
と
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

傾
向
を
み
て
い
き
ま
す
と
、
女
性
労
働
は
、
衣
・
食
を
基
軸
に
し
て
い
る
こ
と
、

お
よ
び
筋
肉
労
働
の
要
求
度
が
少
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。
そ
し

て
、
居
住
地
の
近
隣
で
営
む
こ
と
が
で
き
る
労
働
が
多
い
、
と
い
う
ふ
う
に
ま
と

め
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
こ
れ
は
一
般
的
な
傾
向
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
マ
ー
ド
ッ
ク
が
集
め
た
内

容
は
、
ア
ラ
ス
カ
の
人
た
ち
の
生
活
と
南
太
平
洋
の
島
々
に
住
ん
で
い
る
人
た
ち

を
一
つ
に
ま
と
め
て
傾
向
を
導
き
出
し
て
い
ま
す
。
暑
い
地
域
と
寒
い
地
域
と
か
、

日
本
の
弥
生
時
代
以
降
の
よ
う
に
灌
漑
で
稲
作
を
し
て
い
る
地
域
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
よ
う
に
天
水
に
頼
っ
て
農
業
を
し
て
い
る
地
域
と
で
は
環
境
が
ま
っ
た
く
違
い

ま
す
。
そ
れ
を
一
緒
に
し
て
「
こ
う
い
う
傾
向
が
あ
る
」
と
い
う
ふ
う
に
話
し
て

し
ま
う
と
、
非
常
に
乱
暴
な
議
論
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
地
域
の

状
況
に
即
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
言
え
ま
す
。

　

そ
れ
を
古
墳
時
代
で
考
え
る
と
、
ど
う
な
る
で
し
ょ
う
か
。
古
墳
時
代
の
焼
き

物
は
、
大
き
く
分
け
る
と
二
種
類
で
、
一
つ
は
四
世
紀
末
頃
か
ら
中
世
に
至
る
ま

で
長
く
使
い
続
け
ら
れ
た
須
恵
器
で
す
。
こ
れ
は
、
土
器
づ
く
り
の
中
で
も
基
本

的
に
男
性
が
担
っ
た
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
る
焼
き
物
で
す
。
一
方
、
弥
生
土
器
の
系

譜
に
は
土
師
器
と
い
う
焼
き
物
が
あ
り
、
こ
れ
も
古
墳
時
代
か
ら
最
近
ま
で
使
い

続
け
ら
れ
て
き
た
焼
き
物
で
す
が
、
女
性
が
つ
く
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

「
本
当
に
そ
う
な
の
か
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
私
が
ア
メ
リ
カ
考
古
学

会
で
話
を
し
た
と
き
も
、
や
は
り
手
が
挙
が
っ
て
、「
そ
れ
は
ど
う
や
っ
て
証
明

し
た
の
か
？
」
と
問
わ
れ
ま
し
た
。
正
直
な
と
こ
ろ
、
古
墳
時
代
は
史
料
が
あ
り

ま
せ
ん
が
、
奈
良
時
代
に
な
る
と
木
簡
な
ど
の
史
料
や
さ
ま
ざ
ま
な
文
献
か
ら
、

土
師
器
は
女
性
が
つ
く
っ
て
い
た
こ
と
が
確
実
に
わ
か
り
ま
す
。
日
本
の
中
世
に

お
い
て
も
、
歌
や
文
献
や
絵
図
な
ど
を
み
る
と
、
女
性
が
つ
く
っ
て
い
た
可
能
性

が
非
常
に
高
い
で
す
。
神
社
の
正
式
な
参
拝
で
は
、
土
器（
か
わ
ら
け
）で
盃
を
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
古
墳
時
代
の
土
師
器
は
土
器
の
ご
先
祖
さ
ま（
と

言
え
ば
弊
害
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
）で
す
。
京
都
で
は
、
岩
倉
に
土
器
を
つ

く
っ
て
い
た
女
性
が
一
九
六
〇
年
代
ま
で
は
確
実
に
お
ら
れ
て
、
そ
の
映
像
も

残
っ
て
い
ま
す
。

　

少
な
く
と
も
文
献
が
あ
る
時
代
以
降
は
、
女
性
が
製
作
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

が
確
定
し
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
少
し
遡
っ
た
古
墳
時
代
で
も
、
女
性
が
つ

く
っ
た
焼
き
物
だ
ろ
う
と
い
う
ふ
う
に
私
は
今
の
と
こ
ろ
理
解
を
し
て
い
ま
す
。

　

と
あ
る
女
子
大
学
で
以
前
、
こ
う
し
た
説
明
を
ひ
と
し
き
り
し
た
後
、
質
問
用

紙
を
渡
し
て
「
質
問
を
書
い
て
く
だ
さ
い
」
と
お
願
い
を
し
た
ら
、「
土
器
づ
く

り
み
た
い
な
大
変
な
仕
事
を
女
性
に
や
ら
せ
る
と
は
、
な
ん
た
る
こ
と
か
」
と
、

学
生
か
ら
お
叱
り
を
受
け
ま
し
て
、「
な
る
ほ
ど
」
と
思
い
な
が
ら
聴
い
て
い
ま

し
た
。
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
男
性
が
担
っ
て
い
た
肉
体
労
働
は
土
器
づ

古墳時代の家族・ジェンダー
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く
り
よ
り
も
っ
と
キ
ツ
イ
の
で
す
。
そ
う
い
う
仕
事
を
男
性
が
担
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
焼
き
物
づ
く
り
で
最
も
負
担
が
か
か
る
粘
土
運
び
や
粘

土
を
こ
ね
た
り
す
る
仕
事
は
男
性
が
手
伝
っ
て
い
ま
し
た
。

　

須
恵
器
づ
く
り
が
男
性
の
仕
事
だ
っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
は
議
論
が
あ
り

ま
す
が
、
私
は
学
生
時
代
に
須
恵
器
を
再
現
す
る
実
験
を
手
伝
っ
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
須
恵
器
の
窯
を
私
の
地
元
の
近
く
に
復
元
し
て
、
須
恵
器
を
焼
き
続
け
ま

し
た
。

　

須
恵
器
は
完
成
ま
で
に
一
か
月
く
ら
い
か
か
り
ま
す
が
、
土
師
器
は
一
週
間
く

ら
い
で
で
き
ま
す
。
須
恵
器
の
窯
は
、
椎
茸
を
育
て
る
よ
う
な
木
を
夜
通
し
入
れ

続
け
な
い
と
窯
内
の
温
度
が
一
〇
〇
〇
度
を
超
え
ま
せ
ん
。
少
し
で
も
サ
ボ
る
と

九
〇
〇
度
く
ら
い
に
下
が
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
須
恵
器
を
焼
く
と
き

は
、
山
中
に
入
っ
て
、
少
な
く
と
も
一
週
間
と
か
一
〇
日
程
度
は
火
を
く
べ
続
け

な
い
と
い
け
な
い
の
で
、
男
性
的
な
労
働
と
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

二
つ
め
の
お
話
は
、
古
墳
被
葬
者
に
み
る
女
性
・
子
ど
も
・
家
族
に
つ
い
て
で

す
。
古
墳
時
代
の
研
究
を
リ
ー
ド
さ
れ
て
い
る
の
は
岡
山
大
学
の
清
家
章
さ
ん
で

す
。『
埋
葬
か
ら
み
た
古
墳
時
代
―
女
性
・
親
族
・
王
権
―
』（
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ

ラ
リ
ー
465
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
八
年
）と
い
う
著
書
の
表
紙
に
は
前
方
後
円
墳
の

写
真
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
学
界
で
は
大
仙
陵
古
墳
あ
る
い
は
大
山
古
墳
と
呼
ば

れ
て
い
ま
す
が
、
世
界
遺
産
で
は
仁
徳
天
皇
陵
古
墳
と
便
宜
的
に
呼
称
さ
れ
て
い

ま
す
。
古
墳
時
代
と
い
う
の
は
、
こ
う
し
た
巨
大
な
古
墳
が
築
造
さ
れ
た
時
代
で

す
。

　

日
本
列
島
の
古
墳
は
、
他
の
地
域
の
古
墳
と
異
な
っ
て
、
政
治
の
中
心
地
に
造

ら
れ
た
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
五
世
紀
の
百
舌
鳥
・
古
市
古
墳
群
が
造
ら
れ
た

時
代
で
言
え
ば
、
き
ち
ん
と
設
計
さ
れ
た
鍵
穴
形
の
前
方
後
円
墳
が
岩
手
県
奥
州

市
に
あ
る
角
塚
古
墳
か
ら
南
九
州
の
横
瀬
古
墳
や
唐
仁
大
塚
古
墳
な
ど
宮
崎
県
や

鹿
児
島
県
に
至
る
ま
で
、
非
常
に
広
い
範
囲
で
共
有
さ
れ
て
い
て
、
と
て
も
お
も

し
ろ
い
と
こ
ろ
で
す
。

　

鍵
穴
形
の
古
墳
の
う
ち
、
一
番
大
き
い
の
は
大
仙
陵
古
墳
の
長
さ
四
八
六
ｍ
で

す
。
宮
内
庁
が
最
近
、
大
仙
陵
古
墳
墳
丘
本
体
と
内
側
の
堤
の
間
の
水
が
た
ま
っ

て
い
る
と
こ
ろ（
周
濠
）を
ボ
ー
ト
で
潜
水
し
た
ら
、
水
の
下
に
墳
丘
の
裾
が
潜
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
墳
丘
の
長
さ
は
五
二
五
ｍ

ぐ
ら
い
に
な
り
ま
す
。
築
造
に
は
一
六
・
八
年
以
上
が
か
か
り
ま
し
た
。

　

一
方
、
小
さ
い
古
墳
は
一
〇
ｍ
に
も
満
た
な
い
ぐ
ら
い
で
す
。
頑
張
れ
ば
一
週

間
で
築
造
で
き
そ
う
な
…
と
い
う
の
は
言
い
過
ぎ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
一
か
月

も
か
か
ら
ず
に
造
れ
る
よ
う
な
も
の
が
、
巨
大
な
前
方
後
円
墳
と
同
じ
時
代
に
造

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
相
当
な
格
差
が
あ
る
時
代
だ
と
い
う
こ
と
で
、

縄
文
人
が
聞
い
た
ら
「
絶
対
に
そ
ん
な
時
代
に
行
き
た
く
な
い
」
と
言
う
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

熊
本
県
の
向
野
田
古
墳
か
ら
出
土
し
た
人
骨
が
同
じ
清
家
章
さ
ん
の
本
の
表
紙

に
載
っ
て
い
ま
す
。
古
人
骨
か
ら
男
性
か
女
性
か
を
調
べ
た
研
究
者
が
九
州
大
学

に
お
ら
れ
た
田
中
良
之
さ
ん（
故
人
）で
す
。
田
中
先
生
が
先
鞭
を
つ
け
ら
れ
た
研

究
は
、
デ
ー
タ
が
九
州
と
中
国
・
四
国
地
域
に
偏
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
近

畿
地
域
の
事
例
を
追
加
さ
れ
た
の
が
清
家
章
さ
ん
で
す
。
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こ
の
研
究
で
わ
か
っ
て
き
た
こ
と
は
概
ね
四
つ
で
す
。

　

一
つ
は
、
古
墳
に
葬
ら
れ
た
の
は
ど
ん
な
人
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
田
中
良
之

さ
ん
が
研
究
を
は
じ
め
ら
れ
る
九
〇
年
代
よ
り
前
は
、
基
本
的
に
男
性
だ
ろ
う
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。「
男
性
だ
ろ
う
」
と
、
イ
メ
ー
ジ
で
考
え
ら
れ
て
い
た

と
こ
ろ
が
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、
出
土
人
骨
を
し
っ
か
り
と
検
討
す
る
と
、
あ
る
古
墳
で
は
三
〇
代
の

華
奢
な
感
じ
の
女
性
と
わ
か
る
骨
が
出
て
き
ま
し
た
。
先
ほ
ど
、
古
墳
は
五
〇
〇

ｍ
を
超
え
る
も
の
か
ら
一
〇
ｍ
程
度
の
も
の
ま
で
あ
る
と
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、

そ
の
地
域
の
中
で
最
も
大
き
い
古
墳
に
女
性
の
被
葬
者
が
い
た
わ
け
で
す
。

　

大
仙
陵
古
墳
に
し
て
も
、
一
人
だ
け
が
埋
葬
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

大
仙
陵
古
墳
は
、
前
方
部
に
埋
葬
施
設
が
あ
り
ま
す
。
古
墳
前
期
も
含
め
、
前
方

後
円
墳
で
、
複
数
の
埋
葬
施
設
を
も
つ
古
墳
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
古
墳
の
な

か
で
も
「
こ
の
人（
学
界
で
は
第
一
主
体
と
か
中
心
主
体
と
言
い
ま
す
）を
葬
る
た
め
に

造
っ
た
古
墳
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
発
掘
を
す
る
と
わ
か
っ
て
き
ま
し
て
、

そ
こ
に
女
性
が
埋
葬
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

人
骨
は
、
い
ろ
い
ろ
な
情
報
が
わ
か
っ
て
、
最
近
で
は
、
ど
こ
で
生
ま
れ
育
っ

た
か
、
ど
う
い
う
病
気
が
あ
っ
た
か
な
ど
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
う
い
う
仕
事
を
し

て
い
ま
す
し
、
私
自
身
も
数
々
の
人
骨
を
掘
っ
て
き
ま
し
た
が
、
私
は
絶
対
に
掘

り
出
さ
れ
た
く
な
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

人
骨
の
分
析
を
通
し
て
、
女
性
の
首
長
は
妊
娠
の
痕
跡
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ

て
き
て
い
ま
す
。
妊
娠
中
期
を
こ
え
る
と
骨
盤
に
そ
の
痕
跡
が
残
る
の
で
す
が
、

そ
れ
が
人
骨
に
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

　

女
性
首
長
論
は
、
日
本
古
代
史
や
考
古
学
に
は
い
わ
ゆ
る
「
中
継
ぎ
論
」
が

あ
っ
て
、
男
性
の
皇
位
継
承
者
に
有
力
候
補
が
い
な
い
の
で
中
継
ぎ
と
し
て
女
性

が
立
つ
と
い
う
議
論
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
場
合
の
女
性
は
基
本
的
に
結
婚
が

で
き
な
く
な
る
と
か
、
子
ど
も
を
つ
く
る
こ
と
が
望
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
り
し
ま

す
。
し
か
し
、
古
墳
時
代
に
関
し
て
言
え
ば
、
女
性
首
長
に
は
妊
娠
の
痕
跡
が
あ

る
の
で
、
確
実
に
子
ど
も
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
女
性
首
長
か
ら
生
ま

れ
た
子
ど
も
た
ち
が
そ
の
地
位
を
継
承
す
る
可
能
性
が
十
分
に
あ
っ
た
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

埋
葬
人
骨
は
、
二
つ
並
ん
で
出
る
こ
と
が
け
っ
こ
う
あ
る
の
で
、
現
代
的
な
感

覚
か
ら
す
る
と
「
こ
れ
は
夫
婦
だ
ろ
う
」
と
考
え
ま
す
し
、
中
国
王
朝
の
漢
代
や

そ
の
後
の
東
晋
代
の
お
墓
は
基
本
的
に
夫
婦
が
セ
ッ
ト
で
葬
ら
れ
て
い
ま
す
。
で

す
か
ら
、
日
本
で
も
「
夫
婦
だ
ろ
う
」
と
ず
っ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
す
が
、

調
べ
て
み
る
と
、
じ
つ
は
キ
ョ
ウ
ダ
イ
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

キ
ョ
ウ
ダ
イ
と
片
仮
名
で
書
く
の
は
、
兄
弟
の
場
合
も
あ
り
ま
す
し
、
姉
弟
の

場
合
も
あ
り
ま
す
し
、
姉
妹
の
場
合
も
あ
る
か
ら
で
、「
キ
ョ
ウ
ダ
イ
原
理
」
と

言
っ
た
り
し
ま
す
。
基
本
的
に
、
そ
う
い
っ
た
キ
ョ
ウ
ダ
イ
が
埋
葬
施
設
に
入
っ

て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

次
に
、
父
系
化
の
話
を
し
ま
す
。
大
阪
府
の
豊
中
市
、
池
田
市
、
兵
庫
県
の
尼

崎
市
、
川
西
市
、
宝
塚
市
の
地
域
に
は
猪
名
川
と
い
う
河
川
が
流
れ
て
い
て
、
こ

の
川
の
ど
の
地
域
で
、
ど
の
時
期
、
ど
の
大
き
さ
、
ど
の
形
の
古
墳
が
造
ら
れ
た

の
か
を
表
に
並
べ
て
、
当
時
の
政
治
的
な
勢
力
関
係
を
把
握
す
る
研
究
が
「
首
長

系
譜
論
」
と
い
う
議
論
と
し
て
あ
り
ま
す
。
お
示
し
し
た
表
の
中
で
、
前
期
と
い
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う
の
は
三
世
紀
半
ば
か
ら
四
世
紀
半
ば
頃
、

中
期
は
四
世
紀
半
ば
か
ら
五
世
紀（
百
舌
鳥
・

古
市
古
墳
群
が
築
造
さ
れ
た
時
期
）、
後
期
は
今

城
塚
古
墳
な
ど
が
築
造
さ
れ
た
時
期
で
す
。

　

な
ぜ
猪
名
川
周
辺
の
話
を
す
る
の
か
と

言
い
ま
す
と
、
私
自
身
が
二
〇
一
八
年
ま
で

発
掘
を
し
て
い
て
、
身
近
な
地
域
だ
か
ら
で

す（
図
2
）。

　

五
世
紀
に
な
る
と
男
性
の
被
葬
者
が
増

え
ま
す
が
、
四
世
紀
の
段
階
で
は
池
田
茶
臼

山
古
墳
や
万ば

ん

籟ら
い

山さ
ん

古
墳
は
女
性
被
葬
者
が

あ
っ
た
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
骨
は
出

土
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
武
器
を
遺
骸
の
近
く

に
副
葬
す
る
の
は
男
性
被
葬
者
の
傾
向
が

強
い
で
す
。
人
骨
の
出
土
例
と
副
葬
品
の

セ
ッ
ト
の
関
係
を
見
る
と
、
刀
剣
類
を
棺
内

に
収
め
て
い
る
の
は
男
性
被
葬
者
で
あ
る

確
率
が
高
い
の
で
す
。

　

腕
輪
形
石
製
品
は
、
性
別
を
推
定
す
る
よ

い
手
が
か
り
と
な
り
ま
す
。
腕
に
着
け
て
い

た
事
例
は
少
な
い
で
す
が
、
こ
の
う
ち
車
輪

石
と
貝
輪
の
よ
う
な
石
製
品
を
持
っ
て
い

て
、
腕
の
と
こ
ろ
に
配
置
し
て
い
る
事
例
は

図 2 　猪名川流域の古墳編年
（清家2018より転載、一部改変）
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女
性
の
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
同
じ
腕
輪
形
石
製
品
で
も
、

鍬
形
石
を
持
っ
て
い
る
場
合
は
男
性
の
可
能
性
が
非
常
に
高
く
な
り
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
傾
向
か
ら
す
る
と
、
古
墳
時
代
前
期
の
段
階
で
は
女
性
首
長
が
地
域
の
中

に
半
々
ぐ
ら
い
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

状
況
が
変
わ
る
の
は
五
世
紀
で
し
て
、
古
墳
を
造
っ
て
い
る
地
域
と
造
っ
て
い

な
い
地
域
が
け
っ
こ
う
色
分
け
さ
れ
、
古
墳
を
造
っ
て
い
る
地
域
に
男
性
の
首
長

が
埋
葬
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
特
に
豊
中
大
塚
古
墳
や
御
獅
子
塚
古
墳
は
、

埋
葬
者
が
三
体
あ
り
ま
す
。
全
員
男
性
で
す
。
副
葬
品
が
武
器
中
心
で
あ
る
こ
と

を
踏
ま
え
て
、
清
家
さ
ん
は
、「
五
世
紀
と
い
う
時
代
は
東
ア
ジ
ア
の
軍
事
的
緊

張
が
高
ま
る
の
で
、
社
会
全
体
と
し
て
は
父
系
化
が
進
ん
だ
と
は
言
え
な
い
け
れ

ど
も
、
古
墳
の
被
葬
者
に
な
る
よ
う
な
人
と
し
て
男
性
が
ゆ
る
や
か
に
選
別
さ
れ

て
い
く
よ
う
な
あ
り
方
が
う
か
が
え
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
見
解
を
出
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

子
ど
も
の
埋
葬
出
土
が
古
墳
の
中
に
あ
る
の
か
と
い
う
と
、
古
墳
の
埋
葬
施
設

の
中
は
、
確
実
に
小
さ
な
子
ど
も
が
埋
葬
さ
れ
て
い
た
ケ
ー
ス
は
あ
ま
り
想
定
さ

れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
な
か
で
も
注
目
さ
れ
て
い
る
の
が
土

器
棺
で
す
。

　

土
器
棺
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
土
器
の
棺
で
、
縄
文
時
代
か
ら
あ
り
ま
す
が
、

百
舌
鳥
・
古
市
古
墳
群
の
時
代
に
な
る
と
、
胴
の
長
い
棺
と
少
し
丸
み
を
帯
び
た

土
器
が
口
を
合
わ
せ
る
よ
う
な
形
で
顕
出
さ
れ
る
事
例
が
増
え
て
き
ま
す
。
土
器

棺
は
、
中
西
常
雄
さ
ん
が
一
生
懸
命
に
集
め
ら
れ
、
お
そ
ら
く
胎
児
を
含
む
子
ど

も
が
埋
葬
さ
れ
た
棺
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
お
ら
れ
ま
す（
中
西
常
雄
、「
近
畿
地
方
土

器
棺
の
基
礎
的
研
究
―
5
～
8
世
紀
―
」『
古
文
化
談
叢
』
第
72
集　

九
州
古
文
化
研
究
会
、

二
〇
一
四
年
）。

　

古
墳
時
代
は
、
基
本
的
に
火
葬
の
風
習
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
遺
骸
を
火
葬
せ

ず
に
埋
め
る
の
で
す
が
、
出
土
人
骨
の
デ
ー
タ
等
か
ら
考
え
る
と
、
一
六
歳
の
男

性
の
平
均
身
長
は
一
五
八
・
四
㎝
く
ら
い
、
一
六
歳
の
女
性
は
一
五
〇
・
四
㎝
く

ら
い
に
な
り
ま
す
。
肩
幅
は
、
一
六
歳
の
男
性
が
三
四
・
六
㎝
程
度
、
女
性
は
三

四
・
四
㎝
程
度
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
土
器
棺
の
縁
の
部
分
は
三
〇

㎝
く
ら
い
し
か
な
い
の
で
、
一
六
歳
以
上
に
な
る
と
も
う
入
ら
な
い
。
そ
こ
か
ら

中
西
さ
ん
は
、
被
葬
者
は
子
ど
も
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

土
器
棺
と
な
っ
た
土
器
そ
の
も
の
に
注
目
し
て
み
ま
す
。
あ
る
事
例
で
は
、
土

器
棺
は
日
本
列
島
在
来
の
煮
炊
き
を
す
る
甕
で
、
胴
が
少
し
長
く
な
っ
て
い
ま
す
。

百
舌
鳥
・
古
市
古
墳
群
が
造
ら
れ
た
時
代
は
、
カ
マ
ド
が
入
っ
て
き
て
、
カ
マ
ド

で
の
調
理
が
は
じ
ま
る
時
代
で
す
の
で
、
カ
マ
ド
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
な
胴
の
長

い
も
の
に
な
り
ま
す
。
朝
鮮
半
島
に
由
来
す
る
も
の
と
合
わ
さ
っ
て
一
つ
の
棺
に

な
っ
て
い
る
事
例
も
あ
り
ま
す
。
古
代
有
力
豪
族
の
葛
城
氏
の
基
盤
に
な
っ
た
南

郷
遺
跡
群
か
ら
出
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
在
来
の
集
団
だ
け
で
な
く
、
朝
鮮
半
島

か
ら
や
っ
て
来
た
渡
来
人
が
住
ん
で
い
た
こ
と
が
確
実
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
か
ら
が
想
像
が
膨
ら
む
と
こ
ろ
で
す
が
、
朝
鮮
半
島
に
ル
ー
ツ
を
持
つ
よ

う
な
土
器
と
日
本
列
島
在
来
に
ル
ー
ツ
を
持
つ
土
器
が
合
わ
さ
っ
て
い
る
と
い
う

の
は
、
朝
鮮
半
島
か
ら
来
た
渡
来
人
が
日
本
列
島
に
定
住
し
始
め
て
、
在
来
の
人

と
婚
姻
関
係
を
結
び
、
子
ど
も
が
生
ま
れ
、
残
念
な
が
ら
そ
の
子
が
亡
く
な
っ
て
、

そ
の
棺
を
つ
く
る
と
き
に
両
方
の
ル
ー
ツ
が
あ
る
よ
う
な
も
の
を
使
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
、
私
な
ど
は
考
え
て
い
ま
す
。

古墳時代の家族・ジェンダー

29



　

ま
た
、
土
器
の
口
を
合
わ
せ
て
埋
納
す
る
こ
と
自
体
は
、
日
本
列
島
だ
け
で
な

く
、
朝
鮮
半
島
の
三
国
時
代
に
も
み
ら
れ
る
こ
と
で
す
。
日
本
は
前
方
後
円
墳
を

造
り
、
百
済
の
ほ
う
は
積
石
墓
な
ど
石
を
積
ん
だ
よ
う
な
四
角
い
墓
を
造
り
、
新

羅
は
木
槨
を
設
け
て
、
ま
ず
そ
こ
を
石
で
パ
ッ
ク
し
た
上
に
土
を
盛
る
と
い
う
墳

丘
墓
を
造
り
ま
す
。
大
人
に
な
っ
た
と
き
の
墳
丘
墓
は
、
東
ア
ジ
ア
、
朝
鮮
半
島

各
地
と
日
本
列
島
と
で
は
大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
と
子
ど
も
の
埋
納
に

関
し
て
は
非
常
に
似
通
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
、
い

ま
調
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

最
後
の
テ
ー
マ
は
、
埴
輪
に
あ
ら
わ
れ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
こ
と
で
、
埴
輪

の
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。
話
の
対
象
は
人
物
埴
輪
で
し
て
、

き
ょ
う
は
大
阪
府
高
槻
市
に
あ
る
今
城
塚
古
墳
―
真
の
継
体
大
王
陵
と
考
え
ら
れ

て
い
て
、
私
自
身
も
そ
う
考
え
て
い
ま
す
―
で
出
土
し
た
人
物
埴
輪
か
ら
問
題
を

考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

埴
輪
と
い
う
の
は
、
土
偶
と
違
っ
て
、
少
し
大
き
く
て
、
今
城
塚
古
墳
の
埴
輪

は
私
の
背
丈
ぐ
ら
い
あ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
し
、
古
墳
時
代
前
期
の
埴
輪
に
は
私

の
背
丈
を
越
え
る
よ
う
な
も
の
も
あ
り
ま
す
。
基
本
的
に
壊
さ
れ
る
こ
と
を
想
定

し
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
古
墳
の
上
に
並
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

人
物
埴
輪
・
形
象
埴
輪
は
、
日
本
の
考
古
学
が
産
声
を
上
げ
た
段
階
か
ら
非
常

に
注
目
さ
れ
、
研
究
が
行
わ
れ
て
き
た
経
緯
が
あ
り
ま
す
。
古
く
は
、
ど
ち
ら
か

と
い
え
ば
美
術
史
的
観
点
や
「
太
古
の
人
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
服
装
を
し
て
い
た

の
か
」
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
研
究
が
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

古
墳
の
周
り
を
め
ぐ
る
埴
輪
の
多
く
は
円
筒
埴
輪（
土
管
の
よ
う
な
埴
輪
）で
す
。

円
筒
埴
輪
は
、
た
と
え
ば
大
仙
陵
古
墳
で
は
三
万
本
く
ら
い
造
ら
れ
て
い
た
と
試

算
さ
れ
て
い
ま
す
。
古
墳
を
調
査
し
た
際
に
、
あ
ま
り
に
も
数
が
多
い
の
で
一
九

七
〇
年
代
ま
で
は
円
筒
埴
輪
が
出
て
き
て
も
そ
の
ま
ま
埋
め
戻
す
よ
う
な
資
料
で

し
た
。
し
か
し
、
円
筒
埴
輪
の
表
面
は
板
を
用
い
て
整
え
ら
れ
、
こ
れ
を
ハ
ケ
目

と
い
い
、
そ
れ
を
見
る
と
年
代
が
わ
か
る
の
で
す
。
い
ま
は
二
〇
年
単
位
で
編
年

で
き
ま
す
の
で
、
埴
輪
の
研
究
者
は
円
筒
埴
輪
の
欠
片
を
見
れ
ば
二
〇
～
三
〇
年

単
位
で
年
代
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
陵
墓
を
発
掘
し
な
く
て
も
、
陵
墓

の
周
り
に
あ
る
、
も
し
く
は
宮
内
庁
の
管
理
地
外
か
ら
出
土
し
た
陵
墓
に
関
係
す

る
埴
輪
に
よ
っ
て
、
陵
墓
の
年
代
が
わ
か
る
わ
け
で
す
。

　

逆
に
い
え
ば
、
そ
の
た
め
に
形
象
埴
輪
の
研
究
は
少
し
置
い
て
い
か
れ
て
、
円

筒
埴
輪
に
ば
か
り
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
が
、
こ
こ
一
〇

年
ぐ
ら
い
、
形
象
埴
輪
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
観
点
か
ら
見
る
と
非
常
に
お
も
し
ろ
い

の
で
は
な
い
か
と
い
う
研
究
が
出
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
人
物
埴
輪
は
四
一
〇
年
か
ら
四
二
〇
年
頃
か
ら
出
て
き
て
、
百
舌

鳥
・
古
市
古
墳
群
が
展
開
し
て
い
く
な
か
で
種
類
が
増
え
て
く
る
の
で
す
が
、
六

世
紀
の
頃
に
な
る
と
職
業
と
性
別
は
確
実
に
イ
メ
ー
ジ
が
つ
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。

た
と
え
ば
巫
女
、
力
士
、
鷹
匠
、
武
人
、
馬
を
引
く
人
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
埴
輪

が
出
て
き
て
、
髪
型
な
ど
で
性
別
が
き
ち
ん
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ

て
き
て
い
ま
す
。

　

栃
木
県
の
甲
塚
古
墳
で
は
、
機
織
り
を
し
て
い
る
埴
輪
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
し

て
、
女
性
の
埴
輪
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
服
装
な
ど
難
し
い
と
こ
ろ
が

あ
っ
て
、
少
し
議
論
が
あ
り
ま
す
。
東
京
学
芸
大
学
の
日
高
慎
さ
ん
は
ト
ラ
ン
ス

ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
し
て
の
表
現
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
方
を
さ
れ
て
い
ま
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す（
日
高
慎
「
古
墳
時
代
の
女
性
像
と

首
長
―
栃
木
県
下
野
市
甲
塚
古
墳
の

埴
輪
を
も
と
に
し
て
―
」『
総
合
女
性

史
研
究
』
第
33
号
、
総
合
女
性
史
学

会
、
二
〇
一
六
年
）。
こ
う
し
た
埴

輪
で
男
女
が
わ
か
っ
て
き
て
い
る

と
い
う
の
が
現
在
の
研
究
の
到
達

段
階
で
す
。

　

い
ま
高
槻
市
の
今
城
塚
古
墳
に

行
っ
て
い
た
だ
く
と
、
史
跡
整
備

が
さ
れ
て
い
ま
す
。
墳
丘
本
体
か

ら
周
濠（
水
が
張
ら
れ
て
い
る
エ
リ

ア
）を
越
え
た
と
こ
ろ
に
堤
が
あ

り
、
そ
の
堤
に
埴
輪
祭
祀
場
が
再

現
さ
れ
、
復
元
さ
れ
た
埴
輪
が
並

ん
で
い
ま
す
。
人
が
乗
る
こ
と
が

で
き
る
大
き
さ
の
埴
輪
も
あ
っ
て
、

ど
こ
に
ど
の
埴
輪
が
置
か
れ
て
い

た
の
か
も
含
め
て
復
元
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

い
ま
、
そ
の
埴
輪
を
大
学
院
生

と
協
力
し
な
が
ら
調
べ
て
い
て
、

図 3 　今城塚古墳出土埴輪の配置
（高槻市立今城塚古代歴史館編2016より転載）
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男
性
と
女
性
の
置
か
れ
て
い
た
場
所
を
検
討
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
観
点
か

ら
見
る
と
、
力
士
、
鷹
で
狩
を
し
て
い
る
人
、
武
人
、
馬
な
ど
は
、
埴
輪
祭
祀
の

一
番
手
前
の
ほ
う
に
あ
り
ま
す
。
埴
輪
祭
祀
は
、
一
区
、
二
区
、
三
区
、
四
区
に

分
か
れ
て
い
て
、
亡
く
な
っ
た
首
長
の
霊
魂
が
宿
っ
て
い
る
大
き
な
館
な
ど
は
一

区
に
あ
り
、
二
区
は
政
務
や
儀
礼
に
関
係
す
る
埴
輪
が
あ
り
、
三
区
は
い
ろ
い
ろ

な
人
物
が
い
る
世
界
を
表
現
し
、
四
区
は
よ
り
外
側
に
位
置
し
て
い
ま
す（
図
3
、

高
槻
市
立
今
城
塚
古
代
歴
史
館
編
『
王
権
儀
礼
に
奉
仕
す
る
人
々
：
平
成
28
年
度
秋
季
企

画
展
』、
二
〇
一
六
年
）。

　

こ
の
祭
祀
場
を
男
女
で
色
分
け
す
る
と
、
男
性
ば
か
り
い
る
空
間
と
、
基
本
的

に
女
性
の
空
間
と
い
う
ふ
う
に
分
か
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
て
い
ま
す
。
身
の

回
り
の
世
話
を
す
る
の
は
巫
女
が
多
い
の
で
、
巫
女
は
祭
祀
を
司
る
と
か
身
の
回

り
の
こ
と
を
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
い
っ
た
女
性
が
内

側
に
配
置
さ
れ
、
男
性
は
外
側
に
配
置
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
ふ
う
に
読
み
解
く

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
み
て
い
ま
す
。

　

こ
う
い
っ
た
埴
輪
は
、
当
時
の
職
業
観
の
よ
う
な
も
の
、
も
し
く
は
「
こ
の
職

業
は
基
本
的
に
こ
の
性
別
で
あ
る
」
と
い
う
、
あ
る
種
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
を
反

映
し
て
い
る
こ
と
と
、
そ
う
し
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
の
な
か
で
、
人
び
と
が
大
王

の
周
り
に
ど
の
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い
る
の
か
を
読
み
解
く
う
え
で
非
常
に
有
効

な
手
が
か
り
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
考
え
て
、
丹
念
に
分
析
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。

　

私
は
古
墳
時
代
を
対
象
に
、
今
回
の
テ
ー
マ
に
あ
る
女
性
や
子
ど
も
、
家
族
に

つ
い
て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
資
料
的
な
限
界
は
あ
り

ま
す
が
、
こ
う
し
た
考
古
資
料
か
ら
み
て
い
く
と
、
文
字
に
は
残
さ
れ
て
い
な
い

時
代
の
実
像
が
明
確
に
な
る
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
現
代
社
会
に
お
い
て
意
味
が
な
い
か
と
言
う
と
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
現
代
に
あ
る
「
男
だ
か
ら
、
こ
う
い
う
仕
事
に
就
い
た
ほ
う
が
良
い
」
と
か

「
女
性
だ
か
ら
、
こ
う
い
う
役
割
を
担
う
べ
き
だ
」
と
い
っ
た
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規

範
や
性
別
分
業
に
関
す
る
考
え
方
は
、
通
時
代
的
に
そ
う
だ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
近
現
代
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
も
多
分
に
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
こ
と
を
批

判
的
に
考
え
る
う
え
で
は
重
要
な
見
方
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

考
古
学
の
成
果
は
近
現
代
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
を
絶
対
視
せ
ず
、
相
対
的
に
み
て
、

こ
れ
か
ら
は
ど
う
い
う
や
り
方
が
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
一
万
年
を
越
え
て

考
え
て
い
く
手
が
か
り
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
て
、
私
の
話
を
終
わ
ら

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

ご
清
聴
い
た
だ
き
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
拍
手
）
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