
京
都
橘
大
学
女
性
歴
史
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史
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Ⅲ
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【
増
渕
】

　

た
だ
い
ま
よ
り
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
始
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

進
行
は
京
都
橘
大
学
歴
史
学
科
の
増
渕
が
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

進
行
役
か
ら
で
恐
縮
で
す
が
、
ま
ず
阿
部
さ
ん
に
う
か
が
い
ま
す
。
阿
部
さ
ん

の
話
に
は
、
北
海
道
な
ら
で
は
の
時
代
区
分
で
あ
る
「
続
縄
文
文
化
」
や
「
オ

ホ
ー
ツ
ク
文
化
」
と
い
っ
た
用
語
が
あ
り
ま
し
た
。
耳
慣
れ
な
い
こ
と
ば
だ
な
と

感
じ
ら
れ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と
思
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
ら
の
用
語
に
つ
い

て
、
阿
部
さ
ん
か
ら
あ
ら
た
め
て
説
明
を
お
願
い
で
き
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

【
阿
部
】

　

本
州
で
は
一
般
的
に
、
狩
猟
・
採
集
・
漁
労
に
よ
る
時
代
が
終
わ
り
、
そ
の
後
、

稲
作
文
化
が
広
が
っ
て
弥
生
時
代
に
移
行
し
ま
す
が
、
そ
の
と
き
に
北
海
道
は
稲

作
を
行
わ
ず
、
狩
猟
・
採
集
・
漁
労
の
文
化
を
引
き
継
い
で
い
き
ま
す
。
た
だ
、

そ
れ
ま
で
は
自
分
の
集
落
で
食
べ
る
分
だ
け
を
採
集
し
て
い
ま
し
た
が
、
続
縄
文

時
代
に
な
る
と
、
た
と
え
ば
ヒ
ラ
メ
と
か
イ
ワ
シ
と
い
っ
た
一
つ
の
物
に
特
化
す

る
と
い
う
、
い
わ
ば
交
易
を
前
提
と
し
た
狩
猟
・
採
集
に
変
わ
り
ま
す
。

　

そ
れ
と
、
一
番
違
う
の
は
、
ず
っ
と
本
州
と
交
流
を
し
て
い
る
の
で
す
が
、
続

縄
文
時
代
に
な
る
と
北
方
と
も
交
流
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
点
で
す
ね
。

　

こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
の
時
代
区
分
と
は
違
う
時
代
文
化

が
流
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
北
海
道
の
特
徴
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
こ

の
北
方
と
の
交
流
の
中
で
、
サ
ハ
リ
ン
か
ら
海
獣
類
の
狩
猟
を
す
る
人
た
ち
が
北

海
道
の
道
東
や
道
北
、
最
も
南
は
奥
尻
島
に
ま
で
来
て
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
が
広
が

り
、
本
州
の
文
化
と
融
合
し
た
擦
文
文
化
に
変
わ
り
、
そ
し
て
ア
イ
ヌ
文
化
が
生

ま
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
独
特
の
歴
史･

文
化
が
流
れ
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　【
増
渕
】

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
の
お
手
元
の
阿
部
さ
ん
の
資
料
の
中
に
、

「
縄
文
文
化
の
概
要
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
日
本
と
北
海
道
と
西
洋
の
時
代
区

分
と
文
化
の
呼
称
の
違
い
が
載
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
オ
ホ
ー

ツ
ク
文
化
と
ト
ビ
ニ
タ
イ
文
化
の
違
い
に
つ
い
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

論
文
タ
イ
ト
ル
２
行
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□ 

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
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【
阿
部
】

　

北
海
道
で
は
、
続
縄
文
文
化
の
時
期
に
サ
ハ
リ
ン
か
ら
南
下
し
た
オ
ホ
ー
ツ
ク

文
化
が
入
っ
て
、
北
海
道
の
中
で
も
二
つ
の
文
化
に
分
か
れ
る
と
き
が
あ
る
の
で

す
。
ト
ビ
ニ
タ
イ
文
化
は
、
そ
の
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
が
在
地
化
し
た
も
の
と
し
て

区
分
し
て
い
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
同
じ
北
海
道
で
も
、
ず
っ
と
一
つ
の
文
化
が
展
開
し
た
の
で
は
な

く
て
、
異
な
る
文
化
が
入
っ
て
き
た
と
き
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

【
増
渕
】

　

オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
と
い
う
名
前
に
あ
る
よ
う
に
、
だ
い
た
い
道
東
・
道
北
を
中

心
と
し
た
文
化
と
考
え
て
よ
ろ
し
い
の
で
し
ょ
う
か
。

【
阿
部
】

　

そ
う
で
す
ね
。

【
増
渕
】

　

次
に
中
久
保
さ
ん
に
う
か
が
い
ま
す
。
会
場
か
ら
の
質
問
と
も
絡
む
の
で
す
が
、

民
族
誌
か
ら
み
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
性
別
分
業
論
の
話
で
、
男
性
の
比
重
の
大
き
い
仕

事
と
女
性
の
比
重
の
大
き
い
仕
事
を
示
し
た
表
を
挙
げ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
つ

い
て
も
う
一
度
、
簡
単
に
説
明
し
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

【
中
久
保
】

　

Ｍ
と
Ｆ
が
逆
で
は
な
い
か
と
い
う
ご
質
問
が
あ
り
ま
し
た
が
、
き
ょ
う
は
女
性

歴
史
文
化
研
究
所
の
発
表
な
の
で
、
先
に
女
性
F
の
優
位
労
働
の
話
か
ら
始
め
ま

し
た
。
そ
の
た
め
に
誤
解
が
生
じ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
Ｍ
、
M-
と
書
い
て
あ

る
の
が
男
性
優
位
労
働
で
す
。
肉
体
労
働
が
多
く
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
集
落
か

ら
離
れ
て
行
う
傾
向
が
強
い
労
働
で
す
。
Ｆ
、
F-
は
女
性
優
位
労
働
で
、
衣
類
や

食
に
関
す
る
仕
事
が
多
く
な
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、「
水
を
運
ぶ
の
は
け
っ
こ
う
大
変
な
肉
体
労
働
で
は
な
い
か
」
と

い
う
ご
質
問
も
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
時
代
は
、
川
の
比
較
的
近
く
に
集
落
が

あ
っ
た
り
、
集
落
の
中
に
井
戸
が
あ
っ
た
り
し
ま
す
の
で
、
水
を
運
び
に
数
十
キ

ロ
離
れ
た
と
こ
ろ
に
行
く
よ
う
な
距
離
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
男
性
優
位

労
働
は
、
地
理
的
に
言
う
と
数
日
か
ら
数
か
月
か
か
る
よ
う
な
部
分
も
多
少
含
ま

れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
仕
事
は
男
性
優
位
労
働
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
点

は
補
足
し
て
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
。

【
増
渕
】

　

私
の
専
門
は
日
本
古
代
史
で
す
が
、
古
代
で
も
『
今
昔
物
語
集
』
な
ど
を
見
て

い
き
ま
す
と
、
子
ど
も
や
女
子
の
労
働
に
日
常
生
活
に
関
わ
る
水
く
み
が
出
て
き

た
り
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
中
久
保
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
ど
う
や
ら

水
く
み
労
働
は
、
分
業
が
行
わ
れ
て
い
る
社
会
に
お
い
て
は
女
性
労
働
、
あ
る
い

は
子
ど
も
の
労
働
に
分
類
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
の
か
な
と
い
う
気
も
し
ま
す
。

　

中
久
保
さ
ん
に
分
業
の
話
を
振
り
ま
し
た
の
は
、
会
場
か
ら
の
ご
質
問
も
あ
っ

た
か
ら
で
す
が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
か
ら
見
た
社
会
分
業
は
古
墳
時
代
に
は
か
な
り
確

認
で
き
る
と
い
う
お
話
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
た
と
え
ば
埴
輪
は
、
彩
色
な
ど
で

男
女
の
は
っ
き
り
と
し
た
違
い
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
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【
中
久
保
】

　

埴
輪
は
、
粘
土
で
成
形
し
て
焼
く
の
で
す
が
、
赤
彩
と
い
っ
た
単
純
な
も
の
を

除
け
ば
、
色
が
明
確
に
残
っ
て
い
る
も
の
は
あ
ま
り
多
く
な
く
て
、
そ
の
辺
り
は

よ
く
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
考
古
学
者
、
特
に
埴
輪
を
研
究
し
て
い
る

考
古
学
者
は
む
し
ろ
、
窯
で
焼
い
た
埴
輪
な
の
か
、
そ
れ
と
も
窯
で
焼
か
ず
に
野

焼
き
を
し
た
埴
輪
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
が
ち
で
、
そ
れ
で
年
代
が
わ
か

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
状
況
で
す
か
ら
、
阿
部
さ
ん
が
お
話
を
さ
れ
た

よ
う
な
、
性
別
が
色
で
わ
か
る
よ
う
な
資
料
は
近
畿
地
域
で
は
あ
ま
り
明
確
で
は

な
く
て
、
意
外
に
灰
色
の
埴
輪
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

一
方
、
東
日
本
、
栃
木
県
の
甲か

ぶ
と
づ
か
塚
古
墳
で
は
、
彩
色
さ
れ
て
い
る
埴
輪
が
あ
り

ま
し
て
、
色
の
復
元
で
古
墳
時
代
研
究
者
を
一
番
驚
か
せ
た
の
は
白
地
に
朱
の
水

玉
模
様
の
服
が
表
現
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
す
。
埴
輪
群
に
は
、
赤
・
白
・
黒
・
灰

の
彩
色
が
あ
り
、
こ
う
し
た
埴
輪
は
、
男
性
と
女
性
の
区
別
が
あ
っ
た
可
能
性
が

あ
り
ま
す
が
、
ま
だ
研
究
が
始
ま
っ
た
段
階
で
も
あ
り
ま
す
の
で
、
考
古
学
界
で

十
分
に
わ
か
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

【
増
渕
】

　

縄
文
時
代
は
性
別
に
よ
る
分
業
の
よ
う
な
も
の
は
考
え
ら
れ
る
の
で
す
か
。

【
阿
部
】

　

な
か
な
か
証
拠
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
考
え
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
狩

猟
具
の
矢
尻
な
ど
石
器
を
作
る
の
は
男
性
だ
ろ
う
、
と
い
う
の
は
容
易
に
想
像
で

き
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

で
は
、
土
器
を
作
っ
た
の
は
男
性
か
女
性
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
縄
文
土
器

は
ご
存
じ
の
と
お
り
、
か
な
り
ゴ
テ
ゴ
テ
し
た
紋
様
が
た
く
さ
ん
付
い
て
い
ま
す
。

一
見
す
る
と
自
由
に
作
っ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
あ
る
地
域
の
あ
る
時
代
ご
と
に

決
ま
っ
た
パ
タ
ー
ン
の
紋
様
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
た
と
え
ば
民
族
衣

装
の
よ
う
に
す
ご
く
き
れ
い
で
、
自
由
に
作
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、

そ
の
一
つ
ひ
と
つ
の
紋
様
パ
タ
ー
ン
の
中
に
自
分
た
ち
の
ル
ー
ツ
に
関
す
る
物
語

が
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
に
は
読
み
解
け
な
い
け
れ
ど
も
、
紋
様
に
は

何
か
理
由
が
あ
っ
て
、
そ
れ
で
同
じ
紋
様
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
作
っ
て
い
く
の

だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
う
し
た
観
点
で
考
え
る
と
、
土
器
は
民
族
衣
装
の
よ
う
に
、
お
母
さ
ん
が

作
っ
て
娘
に
伝
え
て
い
く
と
い
う
ふ
う
に
、
物
語
と
一
緒
に
土
器
を
作
っ
て
い
る

の
だ
ろ
う
と
、
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

　

た
だ
、
晩
期
に
な
っ
て
、
精
製
土
器
を
た
く
さ
ん
作
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
に

変
わ
っ
た（
男
性
へ
）の
か
な
と
い
う
感
じ
は
受
け
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で

も
受
け
た
感
覚
で
あ
り
、
証
拠
は
な
い
の
で
す
が
、
私
は
そ
の
よ
う
に
感
じ
て
い

ま
す
。

【
中
久
保
】

　

最
近
、
ア
メ
リ
カ
で
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
土
器
に
付
い
た
指
紋
か
ら

男
性
か
女
性
か
が
わ
か
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
研
究
論
文
が
出
て
い
て
、
従
来

は
「
女
性
が
作
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
」
と
想
定
さ
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
「
実
際
は

違
う
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
研
究
結
果
は
あ
り
ま
す
。

　

一
九
四
〇
〜
一
九
五
〇
年
代
の
旧
ソ
連
の
研
究
者
た
ち
が
そ
う
い
う
研
究
を
し
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て
い
た
と
い
う
の
は
あ
る
の
で
す
が
、
本
当
に
指
紋
で
性
別
が
わ
か
る
の
か
が
問

題
だ
と
い
う
こ
と
と
、
指
紋
の
幅
が
違
う
と
い
う
議
論
も
し
て
い
ま
す
。
土
器
は

焼
く
の
で
、
収
縮
率
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
も

あ
っ
て
、
個
人
的
に
は
も
う
少
し
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い

ま
す
。

【
増
渕
】

　

今
度
は
阿
部
さ
ん
の
お
話
か
ら
取
り
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
阿
部
さ
ん

は
、
足
形
付
土
版
を
材
料
に
し
て
、
幼
く
し
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
子
ど
も
に
寄
せ

る
気
持
ち
を
家
族
の
な
か
で
共
有
し
て
い
く
記
念
品
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
可
能
性
や
、
成
人
な
が
ら
極
端
に
細
い
人
骨
か
ら
、
独
り
立
ち
し
に
く
い
身
体

条
件
の
人
間
が
介
護
さ
れ
な
が
ら
共
同
生
活
を
お
く
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
興
味
深
い
ご
指
摘
を
さ
れ
ま
し
た
。

　

古
墳
の
出
土
品
か
ら
は
、
同
様
の
例
は
考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。

【
中
久
保
】

　

日
本
は
酸
性
土
壌
で
す
の
で
、
古
墳
の
人
骨
が
検
出
さ
れ
る
事
例
自
体
が
非
常

に
少
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
も
し
か
す
る
と
、
そ
う
い
う
人
骨
も
一
定

程
度
は
認
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ど
の
程
度
の
比
率
か
、
ど
う
い
う
事

例
が
あ
る
の
か
と
言
え
ば
、
近
畿
地
域
で
は
現
在
の
と
こ
ろ
目
立
っ
た
事
例
は
な

い
と
い
う
か
、
わ
か
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
か
な
と
い
う
気
は
し
ま
す
。

　

一
方
で
、
東
日
本
に
は
古
墳
時
代
に
造
ら
れ
た
、
硬
い
岩
盤
の
横
に
穴
を
掘
っ

て
、
そ
こ
に
埋
葬
す
る
横
穴
墓
が
あ
り
ま
す
。
横
穴
墓
は
関
西
に
も
あ
り
ま
す
が
、

最
近
、
東
京
近
辺
の
横
穴
墓
に
先
天
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
足
の
不
自
由
な
方

が
埋
葬
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
例
が
、
発
掘
調
査
報
告
書
で
報
告
さ
れ
て
い
ま
し

た（『
新
井
宿
横
穴
墓
群
Ⅴ　

発
掘
調
査
報
告
』
大
田
区
教
育
委
員
会
、
二
〇
二
一
年
）。

　

古
墳
の
事
例
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
古
墳
自
体
の
数
が
六
世
紀
か
ら
七
世
紀
に

か
け
て
増
え
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
中
に
は
体
の
不
自
由
な

被
葬
者
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
も
成
人
を
迎
え
た
人
骨
で
す

の
で
、
縄
文
時
代
と
同
じ
よ
う
な
価
値
観
と
い
い
ま
す
か
、
社
会
が
非
常
に
階
層

化
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
体
の
不
自
由
な
人
た
ち
を
置
い
て
い
く
よ
う
な
感
じ
で

は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

【
増
渕
】

　

会
場
か
ら
、
葬
ら
れ
方
に
関
す
る
ご
質
問
が
い
く
つ
か
出
て
お
り
ま
す
。
女
性

の
葬
ら
れ
方
は
お
二
方
と
も
お
話
し
に
な
り
ま
し
た
が
、
た
と
え
ば
女
性
と
一
緒

に
葬
ら
れ
る
こ
と
に
抵
抗
が
あ
る
の
か
、
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
、
単
独
で
葬
ら

れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
、
複
数
が
一
緒
に
葬
ら
れ
た
り
同
じ
と
こ
ろ
に
葬
ら
れ
た

り
す
る
の
は
例
外
的
な
の
か
、
そ
れ
と
も
一
般
的
な
の
か
、
と
い
う
ご
質
問
で
す
。

阿
部
さ
ん
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

【
阿
部
】

　

縄
文
時
代
の
貝
塚
の
調
査
で
は
、
先
ほ
ど
の
胎
児
の
骨
と
一
緒
に
出
て
き
た
妊

婦
の
人
骨
も
あ
れ
ば
男
性
の
人
骨
も
あ
る
の
で
、
同
じ
墓
域
の
中
に
男
性
も
女
性

も
一
緒
に
埋
葬
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
つ
の
墓
の
中
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
墓
域
の
中
で
男
性
の
墓
も
女
性
の
墓
も
一
緒
に
造
ら
れ
る
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と
い
う
こ
と
で
、
特
に
区
別
な
く
造
ら
れ
て
い
る
と
い
う
感
じ
を
受
け
て
い
ま
す
。

【
増
渕
】

　

胎
児
を
持
っ
た
女
性
の
場
合
、
ベ
ン
ガ
ラ
が
撒
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
し

た
が
、
そ
れ
は
か
な
り
特
殊
な
の
で
す
か
。

【
阿
部
】

　

特
殊
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
あ
の
胎
児
と
一
緒
に
埋
葬
し
た
墓
だ
け
は
か
な
り

厚
く
撒
か
れ
て
い
た
よ
う
な
の
で
、
一
際
丁
寧
に
埋
葬
し
た
感
じ
が
伝
わ
っ
て
く

る
と
い
う
こ
と
で
す
。

【
増
渕
】

　

古
墳
時
代
は
ど
う
で
す
か
。

【
中
久
保
】

　

古
墳
時
代
は
、
基
本
的
に
棺
に
納
め
る
の
は
一
人
で
す
が
、
棺
に
二
人
認
め
ら

れ
る
例
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
竪
穴
式
石
室
が
三
世
紀
半
ば
か
ら
五
世
紀
、
横
穴

式
石
室
が
五
世
紀
の
終
わ
り
頃
か
ら
七
世
紀
頃
ま
で
造
ら
れ
て
、
同
じ
石
室
内
に

二
つ
、
な
い
し
三
つ
の
棺
が
納
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
必
ず
し
も
「
一

人
で
な
け
れ
ば
だ
め
だ
」
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
同
一
石
室

に
二
つ
の
棺
が
あ
り
、
夫
婦
で
は
い
っ
て
い
る
棺
の
多
く
は
中
国
系
な
い
し
は
朝

鮮
半
島
の
な
か
で
も
百
済
の
地
域
を
経
由
し
て
き
た
よ
う
な
渡
来
系
集
団
で
、
奈

良
県
桜
井
市
や
大
阪
府
南
部
、
滋
賀
県
大
津
市
近
辺
な
ど
に
は
そ
う
い
う
事
例
が

あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
基
本
的
に
は
、
キ
ョ
ウ
ダ
イ
が
多
い
で
す
。
人
骨
を
研
究
し
て
い
る

方
か
ら
す
る
と
、
人
骨
を
み
れ
ば
「
あ
あ
、
こ
れ
は
キ
ョ
ウ
ダ
イ
だ
な
」
と
、
な

ん
と
な
く
わ
か
る
そ
う
で
、
だ
か
ら
、
キ
ョ
ウ
ダ
イ
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か

る
わ
け
で
す
。

　

た
だ
、
そ
れ
で
は
論
文
に
な
ら
な
い
の
で
、
歯
冠
計
測
法
を
用
い
て
、
確
実
に

遺
伝
的
に
一
致
す
る
か
ど
う
か
を
調
べ
ま
す
。
歯
は
け
っ
こ
う
遺
伝
性
が
強
い
の

で
、
歯
冠
を
計
測
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
血
縁
の
有
無
を
確
定
で
き
る
わ
け
で
す
。

　

ま
た
、
現
在
は
、
古
墳
か
ら
土
器
と
埴
輪
が
出
土
し
た
ら
、
だ
い
た
い
二
〇
年

刻
み
で
そ
の
年
代
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
副
葬
さ
れ

て
い
る
土
器
や
鉄
剣
や
甲
冑
な
ど
も
二
〇
年
単
位
で
編
年
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

「
時
期
差
が
あ
る
か
ら
、
親
子
だ
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
副
葬
品

は
ほ
と
ん
ど
時
期
差
が
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
ほ

と
ん
ど
同
時
期
の
副
葬
品
の
場
合
、
同
時
期
に
親
子
が
亡
く
な
っ
た
と
考
え
な
い

と
す
る
と
、「
や
は
り
順
番
か
ら
見
て
も
、
キ
ョ
ウ
ダ
イ
だ
ろ
う
」
と
い
う
こ
と

で
、
キ
ョ
ウ
ダ
イ
が
単
位
と
し
て
は
わ
か
っ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
に
な
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
キ
ョ
ウ
ダ
イ
の
結
び
つ
き
は
現
代
よ
り
強
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い

な
と
思
い
ま
す
。

【
増
渕
】

　

婚
姻
関
係
と
埋
葬
の
仕
方
が
、
切
り
離
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
。
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【
中
久
保
】

　

そ
う
で
す
ね
。
考
古
学
界
で
も
議
論
は
あ
り
ま
す
が
、
結
婚
し
て
も
出
身
地
に

戻
っ
て
埋
葬
さ
れ
る
ほ
う
が
一
般
的
だ
っ
た
だ
ろ
う
と
想
定
は
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。

【
増
渕
】

　

阿
部
さ
ん
の
お
話
に
あ
っ
た
足
形
の
つ
い
た
土
板
に
つ
い
て
で
す
が
、
大
人
の

足
形
付
土
板
は
な
い
の
で
す
か
。

【
阿
部
】

　

大
人
の
足
形
は
な
い
の
で
す
。
一
番
小
さ
い
の
が
六
・
七
㎝
で
、
一
番
大
き
い

の
は
垣
ノ
島
遺
跡
の
近
く
の
豊
原
四
遺
跡
か
ら
出
た
一
八
㎝
の
土
板
で
、
そ
の
範

囲
で
バ
ラ
バ
ラ
の
大
き
さ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
大
人
は
、
子
ど
も
の
足
形

付
土
板
の
裏
側
に
手
で
押
さ
え
た
と
き
の
手
形
が
あ
る
く
ら
い
。
や
は
り
子
ど
も

の
た
め
の
も
の
で
、
そ
れ
も
六
㎝
か
ら
八
㎝
く
ら
い
、
年
齢
で
い
え
ば
一
歳
か
ら

二
歳
く
ら
い
ま
で
が
一
番
多
い
で
す
。

【
増
渕
】

　

足
形
が
出
る
地
域
や
縄
文
遺
跡
の
時
期
に
は
限
定
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

【
阿
部
】

　

か
な
り
限
定
さ
れ
ま
す
。
縄
文
時
代
は
Ｂ
Ｃ
七
〇
〇
〇
年
頃
を
境
に
早
期
・
前

期
に
分
か
れ
る
の
で
す
が
、
細
か
く
言
う
と
東
釧
路
Ⅳ
式
と
い
う
平
底
の
土
器
が

あ
っ
て
、
そ
れ
が
一
時
期
、
丸
底
に
な
る
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
一
〇
〇
年
よ
り

も
っ
と
短
い
時
間
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
時
期
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
作

ら
れ
た
時
期
は
早
期
か
ら
前
期
に
変
わ
る
間
の
数
十
年
間
で
、
範
囲
と
し
て
は
道

南
地
域
と
対
岸
の
苫
小
牧
辺
り
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
時
期
区
分
が
あ
る
と
き
と
い
う
の
は
、
気
候
変
動
か
何
か
で
生
活
が
変

わ
っ
て
い
る
。
こ
の
直
後
に
駒
ヶ
岳
で
大
噴
火
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
前
か
ら

何
か
環
境
の
変
化
が
あ
っ
た
の
か
な
、
と
い
う
感
じ
は
受
け
て
い
ま
す
。

【
増
渕
】

　

地
域
や
時
期
が
限
定
さ
れ
て
い
て
、
後
世
に
は
引
き
継
が
れ
て
い
か
な
い
風
習

が
あ
る
の
で
す
ね
。

【
阿
部
】

　

そ
う
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
そ
の
時
期
に
状
況
が
大
き
く
悪
化
す
る
と
か
、
何
か

あ
っ
た
の
か
な
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
足
形
付
土
板
が
中
期
・
後
期
で
も

出
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
墓
か
ら
出
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
こ
そ
記
念
品
の
よ
う

な
感
じ
で
ポ
ツ
ポ
ツ
と
捨
て
場
か
ら
出
ま
す
。

　

墓
か
ら
こ
う
い
う
形
で
出
る
の
は
限
定
さ
れ
た
時
期
だ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
丸

底
の
土
器
が
出
て
き
た
と
き
は
、「
こ
の
遺
跡
か
ら
足
形
付
土
板
が
出
る
か
も
」

と
先
に
予
測
で
き
た
ほ
ど
で
し
た
。
そ
れ
だ
け
特
殊
な
時
期
で
す
。

【
増
渕
】

　

画
像
で
拡
大
し
て
し
ま
う
と
本
当
の
大
き
さ
が
実
感
で
き
な
い
の
で
、
ご
興
味
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が
お
あ
り
の
方
は
ぜ
ひ
函
館
市
縄
文
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー
に
足
を
運
ば
れ
て
、
実

際
の
展
示
物
を
ご
自
分
の
目
の
高
さ
で
ご
ら
ん
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
私

は
初
め
て
こ
れ
を
見
た
と
き
、
思
わ
ず
涙
が
出
そ
う
に
な
っ
て
、「
こ
ん
な
感
性

が
あ
っ
た
の
だ
な
」
と
思
う
と
、
す
ご
く
切
な
い
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。

【
阿
部
】

　

発
掘
調
査
は
地
元
の
お
母
さ
ん
た
ち
が
作
業
員
と
し
て
働
い
て
い
る
の
で
す
が
、

や
っ
ぱ
り
最
初
に
掘
り
出
し
た
人
は
足
形
の
付
い
た
土
板
を
見
て
、
ポ
ロ
ポ
ロ
と

涙
を
流
し
て
い
ま
し
た
ね
。

【
増
渕
】

　

会
場
の
み
な
さ
ん
も
、
ぜ
ひ
函
館
に
行
っ
て
、
泣
い
て
く
だ
さ
い
ね（
笑
）。

　

そ
れ
か
ら
、
土
偶
は
女
性
を
か
た
ど
っ
た
も
の
だ
と
い
う
お
話
で
し
た
が
、

「
子
ど
も
と
い
う
可
能
性
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
ご
質
問
が
来
て
い
ま
す
。

【
阿
部
】

　

た
と
え
ば
遮
光
器
土
偶
の
目
は
胎
児
の
腫
れ
ぼ
っ
た
い
目
を
象
徴
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
か
、
縄
文
時
代
後
期
の
土
偶
か
ら
男
性
的
な
要
素
が
加
わ
る
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
変
化
が
あ
る
の
で
、
そ
こ
の
解
釈
は
い
ろ
い
ろ
で
き
る
の
か
な
と
思

い
ま
す
。

【
増
渕
】

　

「
新
生
児
の
目
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
会
場
の
質
問
は
、
ま
さ
に
考
古

学
者
の
考
察
に
ア
ク
セ
ス
す
る
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。

　

会
場
に
お
い
で
に
な
っ
て
い
る
方
で
、
ぜ
ひ
質
問
し
て
お
き
た
い
と
い
う
方
は

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。

【
会
場
か
ら
の
質
問
】

　

阿
部
先
生
の
お
話
に
は
赤
ち
ゃ
ん
と
お
母
さ
ん
の
こ
と
が
出
て
き
ま
し
た
が
、

た
と
え
ば
日
本
で
は
、
戦
前
ま
で
は
、
た
く
さ
ん
産
ん
で
、
た
く
さ
ん
亡
く
な
り
、

戦
後
は
少
産
・
少
死
と
い
う
感
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
縄
文
時
代
は
、
赤
ち
ゃ
ん
が

た
く
さ
ん
亡
く
な
っ
た
と
き
も
手
厚
く
埋
葬
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

【
阿
部
】

　

だ
い
た
い
五
五
〇
〇
年
く
ら
い
前
に
円
筒
土
器
文
化
が
北
海
道
に
広
が
り
ま
し

て
、
そ
の
と
き
は
土
器
を
逆
さ
ま
に
埋
め
て
、
穴
を
開
け
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

人
骨
そ
の
も
の
が
出
て
い
な
い
の
で
何
と
も
言
え
な
い
の
で
す
が
、
死
産
や
生
ま

れ
て
間
も
な
く
亡
く
な
っ
た
子
ど
も
を
埋
葬
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
古
墳
時
代
の
お
話
に
も
出
て
き
ま
し
た
が
、
妊
娠
し
て
、
出
産
間

際
に
な
る
と
骨
盤
に
痕
が
つ
く
の
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
何
人
出
産
し
た
か
は
わ

か
っ
て
、
た
ぶ
ん
三
人
ぐ
ら
い
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
は
私
も
専
門
で
は
な

い
の
で
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
っ
た
事
例
は
あ
り
ま
す
。

【
増
渕
】

　

最
後
に
私
か
ら
話
を
振
り
た
い
の
で
す
が
、
阿
部
さ
ん
は
北
海
道
・
北
東
北
の
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縄
文
遺
産
群
と
い
う
世
界
遺
産
を
、
中
久
保
さ
ん
は
百
舌
鳥
・
古
市
古
墳
群
の
事

例
を
取
り
上
げ
な
が
ら
話
し
て
く
だ
さ
っ
て
、
世
界
遺
産
と
い
う
点
で
は
共
通
す

る
材
料
を
扱
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

世
界
遺
産
と
い
う
と
、
よ
く
「
登
録
さ
れ
た
後
は
観
光
振
興
に
つ
な
が
れ
ば
い

い
か
な
」
と
か
、
あ
る
い
は
登
録
さ
れ
る
た
め
の
努
力
で
力
尽
き
て
し
ま
っ
て
努

力
が
な
か
な
か
継
続
さ
れ
な
い
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
ま
す
。

世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
と
い
う
結
果
を
踏
ま
え
て
、
文
化
的
な
遺
産
を
本
来
の

意
味
で
生
か
し
て
い
く
可
能
性
は
ど
こ
に
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は
、
ど
ん

な
方
向
性
が
望
ま
し
い
で
し
ょ
う
か
。
い
ま
お
考
え
に
な
っ
て
い
る
こ
と
や
、
実

際
に
取
り
組
も
う
と
さ
れ
て
い
る
企
画
な
ど
が
あ
れ
ば
、
お
話
を
し
て
い
た
だ
け

れ
ば
と
思
い
ま
す
。

【
阿
部
】

　

や
は
り
私
も
同
じ
危
機
感
を
持
っ
て
い
て
、
な
ぜ
世
界
遺
産
を
目
指
し
た
の
か
、

世
界
遺
産
の
本
来
の
意
義
は
何
な
の
か
、
と
い
う
原
点
に
立
ち
返
る
べ
き
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
も
少
し
話
が
出
ま
し
た
よ
う
に
、
世
界
に
は
多
様
な
文

化
が
あ
り
、
異
文
化
共
生
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
国
際
社
会
で
の
理
解
を
深
め
て

い
く
こ
と
が
一
つ
の
方
向
性
と
し
て
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
取
り
上
げ
た
縄
文
と
古
墳
は
、
も
う
ま
っ
た
く
別
の
世

界
で
す
。
巨
大
な
権
力
の
中
で
造
ら
れ
た
古
墳
と
、
私
た
ち
と
同
じ
普
通
の
人
び

と
の
生
活
の
痕
跡
で
す
か
ら
ま
っ
た
く
違
う
。
こ
れ
は
、
ど
っ
ち
が
す
ご
く
て
、

ど
っ
ち
が
す
ご
く
な
い
、
と
い
う
話
で
は
な
く
て
、
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
文
化
の
多

様
性
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
日
本
に
は
こ
う
い
う
多
様
な
文
化
が
あ

る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
世
界
に
発
信
し
て
い
く
こ
と
が
大
事
で
す
し
、
国
内
で
は

そ
う
い
っ
た
文
化
の
多
様
性
を
認
め
合
っ
て
い
く
よ
う
な
企
画
を
行
う
こ
と
に

よ
っ
て
、
心
豊
か
な
社
会
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
と
、
先
ほ
ど
「
Ｅ
Ｓ
Ｄ
」
に
触
れ
ま
し
た
が
、「
日
本
に
は
自
然
の
恵
み

の
中
で
一
万
年
間
も
存
続
し
た
縄
文
の
人
た
ち
の
暮
ら
し
」
が
あ
り
、
縄
文
を
学

ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
は
ど
の
よ
う
に
自
然
と
向
き
合
っ
て
き
た
の
か
、
ど
の

よ
う
に
命
を
大
切
に
し
て
き
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ

の
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
価
値
観
に
触
れ
、
自
身
の
考
え
方
が
少
し
変
化
し
て

い
く
よ
う
な
活
動
を
、
私
は
続
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

【
中
久
保
】

　

大
阪
で
は
初
め
て
百
舌
鳥
・
古
市
古
墳
群
が
世
界
遺
産
に
な
り
ま
し
て
、
私
も

つ
い
二
週
間
ほ
ど
前
に
放
送
大
学
の
授
業
で
、
登
録
後
の
百
舌
鳥
古
墳
群
を
一
日

ま
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
意
外
に
思
っ
た
の
は
、
登
録
前
に
比
べ
て
古
墳
を
デ
ザ
イ

ン
し
た
Ｔ
シ
ャ
ツ
を
着
た
人
が
と
て
も
増
え
て
い
る
ん
で
す
ね（
笑
）。
そ
れ
に
古

墳
の
ま
わ
り
で
マ
ラ
ソ
ン
も
し
て
い
た
り
し
て
、「
ず
い
ぶ
ん
変
わ
っ
た
な
」
と

思
い
な
が
ら
み
て
い
ま
し
た
。

　

や
は
り
地
域
に
対
す
る
愛
着
の
よ
う
な
も
の
が
、
世
界
遺
産
の
登
録
推
進
の
な

か
で
醸
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
行
政
が
主
導
す
る
形
で
は
な
く
、
市
民
の
皆

さ
ん
が
「
こ
ん
な
お
も
し
ろ
い
文
化
遺
産
が
地
元
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
知
る

と
い
う
点
が
非
常
に
大
切
な
こ
と
か
な
と
思
い
ま
す
。
こ
の
数
年
間
の
世
界
遺
産

は
そ
う
い
う
方
向
に
だ
ん
だ
ん
シ
フ
ト
し
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
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こ
れ
か
ら
二
〇
年
先
の
日
本
と
い
う
国
を
考
え
る
と
、
人
口
が
一
定
程
度
保
た

れ
て
い
る
地
域
と
、
か
な
り
人
口
が
減
る
地
域
が
出
て
く
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
う
い
う
な
か
で
、
自
分
た
ち
が
生
ま
れ
育
っ
た
地
域
に
は
貴
重
な
文

化
遺
産
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
の
は
、
日
本
列
島
全
域
で
考
え
る
と
大
切
な

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、「
自
分

た
ち
の
地
域
に
は
、
そ
う
し
た
世
界
遺
産
と
関
係
が
あ
る
文
化
が
遺
さ
れ
て
い
る

し
、
よ
り
独
自
の
も
の
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
も
歴
史
遺
産
を
通
し
て
わ
か
る
こ

と
で
す
。
こ
う
し
た
文
化
財
保
護
の
精
神
が
教
育
に
う
ま
く
活
か
さ
れ
て
い
け
ば

い
い
か
な
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

【
阿
部
】

　

い
ま
の
中
久
保
さ
ん
の
意
見
に
ま
っ
た
く
同
意
し
ま
す
。
世
界
遺
産
は
、
大
き

く
考
え
れ
ば
地
球
遺
産
で
あ
り
、
身
近
に
考
え
れ
ば
地
域
遺
産
で
も
あ
る
の
で
す

よ
ね
。「
自
分
た
ち
の
地
域
に
こ
ん
な
遺
産
が
あ
っ
た
ん
だ
」
と
知
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
れ
が
郷
土
愛
に
つ
な
が
り
、
ま
ち
づ
く
り
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
い

う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
世
界
遺
産
を
き
っ
か
け
に
、
ま
だ
ま
だ
知
ら
な
い
身
近
に
あ
る
文
化

財
に
目
を
向
け
て
い
く
こ
と
も
大
切
で
す
し
、「
自
分
た
ち
の
ま
ち
に
も
、
ま
だ

こ
ん
な
文
化
財
が
あ
る
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
こ
と
を
掘
り
起
こ
す
活
動
に
つ
な

い
で
い
く
こ
と
も
、
世
界
遺
産
登
録
の
役
割
の
一
つ
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
点
を

付
け
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

【
増
渕
】

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
北
海
道
・
北
東
北
の
縄
文
遺
産
群
は
、
け
っ
し
て

世
界
遺
産
に
登
録
す
る
こ
と
を
目
的
に
調
査
を
続
け
て
き
た
わ
け
で
は
な
く
て
、

む
し
ろ
多
様
な
調
査
・
研
究
か
ら
発
信
さ
れ
た
意
義
が
広
く
認
定
さ
れ
て
、
世
界

遺
産
の
登
録
と
な
っ
た
。
そ
こ
に
は
地
道
な
調
査
や
研
究
あ
る
い
は
遺
跡
保
護
の

取
り
組
み
と
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
活
か
す
た
め
に
一
緒
に
関
わ
っ
て
く
れ
た
地
域

の
大
勢
の
方
た
ち
の
力
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

単
純
に
大
き
な
集
落
跡
だ
と
か
、
古
い
遺
跡
だ
か
ら
重
要
だ
と
い
う
の
で
は
な

く
て
、
い
ま
ま
で
得
て
い
た
成
果
を
ヒ
ン
ト
に
し
な
が
ら
、
調
査
・
研
究
を
息
長

く
続
け
て
い
く
と
こ
ろ
か
ら
、
た
と
え
ば
貝
塚
は
ご
み
捨
て
場
と
い
う
認
識
で
よ

い
の
か
な
ど
、
縄
文
の
遺
跡
や
遺
構
の
新
た
な
理
解
が
生
ま
れ
て
く
る
。
次
々
と

生
ま
れ
て
く
る
新
し
い
発
見
や
疑
問
が
、
そ
の
遺
跡
が
所
在
し
て
い
る
地
域
の
歴

史
像
を
豊
か
に
し
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。
北
海
道
・
北
東
北
の

縄
文
遺
跡
群
の
世
界
遺
産
登
録
は
そ
の
結
果
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　

遺
跡
や
遺
物
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
通
し
て
見
た
過
去
の
人
間

の
歴
史
に
対
す
る
認
識
が
変
わ
っ
て
く
る
。
認
識
が
変
わ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
わ

れ
わ
れ
自
身
の
現
在
の
生
活
に
対
す
る
視
線
も
変
わ
っ
た
り
、
豊
か
に
な
っ
た
り

す
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
関
わ
っ
て
お
話
し
し
て
い
た
だ
け
れ

ば
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
企
画
し
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ

れ
い
い
テ
ー
マ
で
、
う
ま
く
内
容
を
お
話
し
い
た
だ
け
た
と
思
い
ま
す
。
お
二
方

に
、
あ
ら
た
め
て
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
ち
ょ
う
ど
い
い
時
間
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
で
パ
ネ
ル
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
終
了
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
了
）

討　　論
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