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過
去
に
生
活
し
て
い
た
人
々
が
、
ど
の
よ
う
な
環
境
下
に
お
か

れ
て
い
た
の
か
を
考
察
す
る
手
が
か
り
と
な
る
研
究
の
一
つ
と
し

て
、
「
古
病
理
学
」
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
研
究
で
は
、
人
骨

に
残
さ
れ
た
疾
病
を
調
べ
る
と
同
時
に
、
あ
る
環
境
に
い
か
に
し

て
人
々
が
適
応
し
て
き
た
か
を
考
察
し
、
骨
病
変
に
関
す
る
デ
ー

タ
と
生
物
学
的
デ
ー
タ
及
び
文
献
資
料
な
ど
と
を
組
み
合
わ
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
社
会
状
況
や
構
造
を
考
察
す
る
と
い
う

目
的
を
併
せ
持
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
骨
病
変
と
し
て
残
さ
れ
た
情
報
を
収
集
す
る
こ
と

に
よ
り
、
文
献
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
当
時
の
社
会
構
造
の
変
化

を
か
い
ま
み
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

中
で
も
、
ス
ト
レ
ス
・
マ
ー
カ
ー
は
、
あ
る
一
定
集
団
が
周
囲

の
環
境
に
よ
っ
て
圧
力
を
受
け
た
場
合
に
生
じ
る
健
康
障
害
で
あ

り
、
特
に
骨
病
変
と
し
て
残
っ
て
い
る
も
の
を
指
す
。
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古
病
理
学
か
ら
み
た
日
本
の
近
世
・
近
代

谷
畑
美
帆

本
報
告
で
は
、
人
骨
資
料
に
み
ら
れ
る
骨
病
変
の
中
で
も
、
ス

ト
レ
ス
・
マ
ー
カ
ー
の
一
つ
で
あ
る
眼
窩
上
板
に
観
察
さ
れ
る

「
ク
リ
ブ
ラ
・
オ
ル
ピ
タ
リ
ア
」
と
い
う
病
変
を
調
査
し
、
疾
病
か

ら
み
た
日
本
に
お
け
る
近
世
・
近
代
の
社
会
状
況
の
一
端
に
つ
い

て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

今
回
の
報
告
で
は
、
江
戸
時
代
、
及
び
明
治
時
代
の
人
骨
資
料

百
四
十
一
点
を
対
象
に
、
当
該
期
に
お
け
る
ク
リ
ブ
ラ
・
オ
ル
ビ

タ
リ
ア
の
出
現
頻
度
に
関
す
る
観
察
を
実
施
し
た
。

そ
の
結
果
、
ク
リ
ブ
ラ
・
オ
ル
ピ
タ
リ
ア
の
出
現
頻
度
は
、
江

戸
時
代
で
約
６
％
、
明
治
時
代
で
約
四
％
で
あ
っ
て
、
両
者
の
間

に
は
統
計
的
に
も
有
意
の
差
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

す
な
わ
ち
今
回
観
察
し
た
結
果
か
ら
は
、
江
戸
時
代
の
集
団
よ

り
、
明
治
時
代
の
集
団
の
方
が
、
健
康
状
態
に
問
題
が
あ
っ
た
と

み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
古
病
理
学
的
に
み
れ
ば
、
人
間
集
団
の
生

業
や
生
活
パ
タ
ー
ン
、
周
辺
環
境
等
が
変
化
す
る
の
に
伴
っ
て
、

そ
の
集
団
に
お
け
る
病
気
も
ま
た
変
化
す
る
。
と
す
れ
ば
、
骨
病

変
で
あ
る
ス
ト
レ
ス
・
マ
ー
カ
ー
の
変
化
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ

り
、
当
時
の
社
会
様
相
の
変
化
に
つ
い
て
認
識
す
る
こ
と
が
可
能
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と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

人
間
の
生
活
環
境
と
い
う
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
た
と
え
江
戸
時

代
か
ら
明
治
時
代
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
当
時
の
庶
民
層
の
暮
ら
し

が
一
夜
に
し
て
変
わ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
一
方
で
「
近
代
化
」
と
い
う
新
た
な
流
れ
の
中
で
、
人
々
を

取
り
巻
く
環
境
や
そ
の
生
活
リ
ズ
ム
が
、
そ
れ
ま
で
と
は
比
較
に

な
ら
な
い
ほ
ど
の
ス
ピ
ー
ド
で
、
急
激
に
変
化
し
て
い
っ
た
と
い

う
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。

形
質
人
類
学
で
は
一
般
に
、
現
代
日
本
人
の
形
成
に
あ
た
っ
て

は
、
二
度
の
大
き
な
画
期
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
第
一
は
縄

文
時
代
か
ら
弥
生
時
代
、
そ
の
第
二
は
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時

代
に
か
け
て
で
あ
る
が
、
中
で
も
後
者
は
、
当
時
の
急
激
な
文
化

的
・
社
会
的
変
化
に
伴
っ
・
て
生
じ
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

明
治
時
代
の
日
本
は
、
欧
米
列
強
に
伍
す
る
た
め
富
国
強
兵
・

殖
産
興
業
と
い
う
基
本
方
針
の
も
と
、
社
会
シ
ス
テ
ム
全
体
を
大

き
く
変
容
さ
せ
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
産
業
構

造
の
転
換
は
、
都
市
の
下
層
社
会
へ
流
入
す
る
多
く
の
「
労
働
者

層
」
を
生
み
出
す
。
地
租
改
正
等
に
よ
る
農
村
社
会
の
疲
弊
と
崩

壊
、
没
落
士
族
層
の
賃
労
働
者
化
な
ど
が
そ
れ
に
拍
車
を
か
け

た
。
こ
う
し
た
労
働
環
境
の
激
変
は
、
明
治
時
代
か
ら
大
正
時
代

に
か
け
て
そ
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
。

日
本
に
先
ん
じ
て
約
百
年
前
に
産
業
革
命
を
経
験
し
て
い
た
イ

ギ
リ
ス
で
、
人
口
の
集
中
や
労
働
状
況
の
悪
化
等
に
伴
い
、
労
働

者
の
健
康
状
態
が
そ
れ
以
前
に
比
し
て
、
よ
り
悪
化
し
た
、
と
の

指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
今
回
観
察
し
た
ス
ト
レ
ス
・

マ
ー
カ
ー
に
関
す
る
結
果
か
ら
、
産
業
構
造
が
大
き
く
転
換
し
た

日
本
の
明
治
時
代
に
お
い
て
も
、
ほ
ぼ
同
様
の
現
象
が
起
き
て
い

た
も
の
と
考
察
す
る
。

（
日
本
学
術
振
興
会
）


