
十
数
万
年
の
時
を
経
て
よ
う
や
く
日
本
列
島
に
た
ど
り
着
く
。

第
二
節

日
本
の
旧
石
器
時
代

研
究
の
歩
み

日
本
で
旧
石
器
時
代
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
の
は
戦
後

の
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
近
代
日
本
考
古
学
の
成
立

も
他
の
学
問
に
比
べ
決
し
て
古
い
も
の
で
は
な
く
、
明
治
十
年
（
一
八
七

七
）
エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｓ
・
モ
ー
ス
に
よ
る
大
森
貝
塚
（
東
京
）
の
発
掘
が

嚆
矢
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
日
本
の
歴
史
観
は
容
易
に
歴
史
学
と

し
て
の
考
古
学
の
自
由
な
発
展
を
許
さ
ず
、
特
に
皇
国
史
観
に
よ
る
歴
史

の
歪
曲
は
皇
紀
元
年
（
前
六
六
〇
年
）
以
前
の
人
類
の
存
在
に
否
定
的

で
、
そ
の
研
究
の
自
由
が
保
障
さ
れ
る
の
は
戦
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

昭
和
二
十
四
年
（
一
九
四
九
）、
群
馬
県
岩
宿
遺
跡
が
相
沢
忠
洋
に
よ
っ

て
発
見
さ
れ
、
日
本
列
島
に
縄
文
時
代
よ
り
古
い
石
器
を
主
体
と
す
る
文

化
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
日
本
の
歴
史
で
は
、
縄
文

土
器
を
含
む
地
層
よ
り
下
位
、
つ
ま
り
赤
土
（
関
東
ロ
ー
ム
層
）
に
人
類

の
生
活
の
痕
跡
は
存
在
し
な
い
と
い
う
の
が
定
説
化
し
て
お
り
、
当
時
、

行
商
を
し
な
が
ら
熱
心
に
旧
石
器
を
追
い
求
め
て
い
た
相
沢
が
赤
土
の
中

か
ら
発
見
し
た
石
器
は
日
本
の
考
古
学
会
に
衝
撃
を
与
え
、
そ
の
後
一
気

に
旧
石
器
時
代
研
究
が
加
速
す
る
こ
と
に
な
る
。

一
九
五
〇
年
に
は
早
く
も
杉
原
壮
介
、
芹
沢
長
介
に
よ
る
日
本
の
旧
石

器
時
代
編
年
が
発
表
さ
れ
、
そ
の
方
向
性
を
示
す
と
と
も
に
そ
の
後
の
研

究
の
契
機
と
な
っ
て
い
っ
た
。
事
実
、
日
本
各
地
で
旧
石
器
時
代
の
遺
跡

の
発
見
が
相
次
ぎ
、
九
州
に
お
い
て
も
以
前
か
ら
そ
の
存
在
が
予
測
さ
れ

て
い
た
佐
賀
県
上
場
台
地
な
ど
で
調
査
が
開
始
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
列
島

の
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
か
ら
旧
石
器
時
代
の
遺
跡
が
発
見
さ
れ
る
に
従
い
、

研
究
の
方
向
は
様
々
な
分
野
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
そ
の
実
態
は
徐
々
に
解
明
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
の
方
法
論
と
し
て
石

の
形
を
調
べ
る
も
の
（
形
式
論
）、
石
器
の
出
土
状
態
か
ら
生
活
の
様
子

を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
（
分
布
論
）、
石
器
を
作
る
方
法
の
分
析
（
技
術

論
）、
ま
た
、
そ
れ
ら
を
ふ
ま
え
社
会
構
造
に
迫
ろ
う
と
す
る
も
の
（
集

団
論
）、
地
層
の
分
析
に
よ
る
年
代
の
決
定
（
火
山
灰
の
研
究
）、
更
に
は

古
生
物
学
や
古
環
境
学
に
よ
る
環
境
の
復
元
、
地
理
学
や
古
地
磁
気
学
に

よ
る
地
形
の
復
元
、
そ
し
て
遺
伝
子
学
に
よ
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
は
日
本
人
の

ル
ー
ツ
の
解
明
に
迫
ろ
う
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
全
て
の
解
明
に
は
ま
だ
ま
だ
多
く
の
時
間
が
必
要
で
、

日
々
の
発
見
は
そ
の
長
い
道
の
り
を
暗
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
た
か
だ
か

五
〇
年
の
研
究
で
解
明
さ
れ
る
ほ
ど
、
我
々
の
祖
先
の
歴
史
は
単
純
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

前
期
旧
石
器
時
代
論
争

さ
て
、
旧
石
器
時
代
が
人
類
最
古
の
文
化
で

あ
る
以
上
、
最
古
の
日
本
人
は
い
つ
日
本
列

島
に
登
場
し
た
か
と
い
う
答
え
は
誰
も
が
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
直
良
信
夫
に
よ
っ
て
兵
庫
県
明
石
の
海
岸
で

発
見
さ
れ
た
人
骨
は
、
そ
の
特
徴
か
ら
ホ
モ
・
エ
レ
ク
ト
ゥ
ス
（
原
人
）
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と
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
の
研
究
に
よ
り
否
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
前
述

の
港
川
人
も
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
の
段
階
と
さ
れ
、
人
骨
か
ら
最
古
の
日

本
人
の
姿
は
浮
か
ん
で
こ
な
い
。
一
方
、
一
九
六
〇
年
代
に
は
大
分
県
を

舞
台
と
し
て
早
水
台
遺
跡
、
丹
生
遺
跡
の
発
掘
を
契
機
に
前
期
旧
石
器
時

代
論
争
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
れ
も
決
定
的
な
石
器
が
発
見
さ
れ
ず
決
め
手

を
欠
い
た
。
そ
う
し
た
中
、
近
年
東
北
地
方
を
中
心
に
一
〇
万
年
を
超
え

る
地
層
か
ら
の
石
器
発
見
が
相
次
い
で
報
告
さ
れ
、
一
時
は
六
〇
万
年
前

と
い
う
北
京
原
人
の
時
代
に
並
ぶ
遺
跡
ま
で
登
場
し
た
。
し
か
し
そ
の

ね
つ

後
、
こ
れ
ら
の
全
て
は
一
介
の
考
古
学
愛
好
家
に
よ
る
捏
造
と
い
う
事
実

が
露
見
し
、
戦
後
日
本
考
古
学
の
研
究
史
に
大
き
な
汚
点
を
残
し
て
し

ま
っ
た
。
歴
史
の
改
ざ
ん
に
よ
る
悲
劇
は
過
去
の
歴
史
が
示
す
と
お
り

で
、
ま
し
て
や
そ
の
調
査
に
係
わ
る
人
間
が
自
ら
手
を
下
す
の
は
言
語
道

断
で
あ
り
、
大
き
な
戒
め
と
な
っ
た
。

こ
う
し
て
み
て
い
く
と
、
現
段
階
で
日
本
列
島
に
確
実
に
前
期
旧
石
器

時
代
と
呼
べ
る
遺
跡
を
見
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
少
な
く
と
も
四
〜

五
万
年
前
ま
で
の
人
類
の
足
跡
を
追
う
こ
と
は
出
来
る
。
ま
た
、
長
野
県

野
尻
湖
立
が
鼻
遺
跡
で
は
ナ
ウ
マ
ン
象
や
オ
オ
ツ
ノ
シ
カ
の
骨
と
と
も
に

石
器
の
発
見
が
あ
り
、
こ
う
し
た
地
道
な
調
査
の
成
果
と
し
て
今
後
、
日

本
列
島
か
ら
も
前
期
旧
石
器
時
代
の
遺
跡
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し

た
い
。

後
期
旧
石
器
時
代

日
本
列
島
に
お
い
て
遺
跡
の
数
が
爆
発
的
に
増
加

す
る
の
が
こ
の
後
期
旧
石
器
時
代
で
あ
る
。
そ
れ

ま
で
の
断
片
的
な
情
報
量
が
嘘
の
よ
う
に
各
地
で
こ
の
時
期
の
遺
跡
が
発

見
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
と
は
い
っ
て
も
そ
の
絶
対
数
は
後
の
縄
文
、
弥

生
、
古
墳
の
各
時
代
と
は
比
べ
よ
う
も
な
く
、
今
後
の
調
査
に
負
う
と
こ

ろ
が
大
き
い
の
も
事
実
で
あ
る
。
そ
の
原
因
の
一
つ
は
人
口
の
少
な
さ

で
、
記
録
の
な
い
時
代
、
そ
の
数
は
推
計
に
よ
る
し
か
な
い
が
、
発
見
さ

れ
た
遺
跡
の
数
や
縄
文
時
代
と
の
比
較
な
ど
か
ら
、
全
体
で
約
一
万
人
程

度
で
あ
っ
た
と
す
る
説
も
あ
る
。
現
在
の
日
本
の
人
口
が
一
億
二
千
七
百

万
人
余
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
少
な
さ
が
実
感
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
に
し
て

も
、
縄
文
時
代
（
新
石
器
時
代
）
が
始
ま
る
ま
で
の
約
二
万
年
余
、
私
た

ち
の
祖
先
は
こ
の
地
で
様
々
な
変
化
を
経
験
し
な
が
ら
、
確
か
な
生
活
を

始
め
た
の
で
あ
る
。

そ
の
生
活
の
様
子
を
解
明
す
る
手
が
か
り
を
求
め
て
、
古
く
か
ら
研
究

者
の
注
目
を
集
め
て
い
る
の
が
関
東
地
方
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
旧
石
器
時

代
の
遺
跡
は
関
東
地
方
で
い
う
「
赤
土
」
の
中
に
包
含
さ
れ
る
も
の
で
、

地
質
学
で
「
関
東
ロ
ー
ム
層
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
生
成
要

因
は
火
山
の
噴
火
で
あ
り
、
現
在
見
る
よ
う
な
桜
島
や
阿
蘇
山
の
噴
火
で

降
り
注
ぐ
火
山
灰
（
降
下
テ
フ
ラ
）
が
降
り
積
も
っ
て
土
壌
化
し
た
も
の

で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
関
東
地
方
は
富
士
山
や
浅
間
山
と
い
っ
た
日

本
を
代
表
す
る
火
山
の
密
集
地
帯
で
あ
り
、
大
量
の
火
山
灰
が
堆
積
し
て

い
る
。
縄
文
時
代
よ
り
前
の
こ
の
赤
土
の
中
に
人
類
の
生
活
の
痕
跡
、
す

な
わ
ち
石
器
を
探
す
こ
と
か
ら
日
本
の
旧
石
器
文
化
の
研
究
は
は
じ
ま
っ

た
わ
け
で
あ
る
。
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図２―３ 日本の旧石器時代編年（関東編年）（戸沢 １９９５「古代文明の形成」）
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と
こ
ろ
で
、
火
山
の
噴
出
物
は
全
て
が
同
じ
成
分
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
く
、
様
々
な
成
因
に
よ
っ
て
微
妙
に
異
な
る
「
顔
」
を

見
せ
る
。
例
え
ば
、
阿
蘇
山
に
続
く
道
路
を
走
っ
て
い
る
と
、
工
事
に

よ
っ
て
削
ら
れ
た
切
通
と
呼
ば
れ
る
土
壌
面
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ

こ
を
注
意
し
て
み
る
と
、
ま
る
で
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
の
よ
う
に
赤
や
黒
、
オ

レ
ン
ジ
と
い
っ
た
地
層
が
縞
模
様
を
構
成
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
こ
れ

ら
は
火
山
の
噴
火
時
期
、
規
模
に
よ
っ
て
そ
の
噴
出
物
の
内
容
が
違
う
た

め
に
生
じ
る
も
の
で
、
こ
の
火
山
灰
の
成
分
や
年
代
を
分
析
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
石
器
に
科
学
的
な
資
料
価
値
を
与
え
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。
現
在
知
り
う
る
最
も
代
表
的
な
火
山
灰
は
姶
良
丹

沢
テ
フ
ラ
（
Ａ
Ｔ
）
で
、
約
二
万
四
〇
〇
〇
年
前
に
鹿
児
島
の
姶
良
カ
ル

デ
ラ
（
現
在
の
錦
江
湾
）
の
大
爆
発
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
普
通
火
山
灰
の
降
り
積
も
る
範
囲
は
一
定
の
地
域
に
限
定
さ
れ
、
事

実
阿
蘇
の
火
山
灰
は
福
岡
に
は
降
ら
な
い
。
し
か
し
、
姶
良
カ
ル
デ
ラ
の

噴
火
は
成
層
圏
に
ま
で
達
す
る
ほ
ど
大
規
模
で
、
遠
く
東
北
地
方
で
も
そ

の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
広
範
囲
に
し
か
も
年
代
の
分
か

る
火
山
灰
は
旧
石
器
時
代
の
調
査
で
は
貴
重
で
、
こ
の
火
山
灰
層
を
キ
ー

層
と
し
て
石
器
の
年
代
を
探
る
こ
と
が
出
来
る
。

一
方
、
限
ら
れ
た
地
域
に
火
山
灰
の
堆
積
が
発
達
し
、
か
つ
、
多
く
の

遺
跡
が
集
中
し
て
い
る
の
が
前
述
の
関
東
地
方
で
、
地
質
学
で
は
大
き
く

四
時
期
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
関
東
南
部
で
は
古
い
ほ
う

か
ら
多
摩
ロ
ー
ム
層
（
約
四
〇
〜
一
三
万
年
前
）、
下
末
吉
ロ
ー
ム
層
（
約

一
三
〜
六
万
年
前
）、
武
蔵
野
ロ
ー
ム
層
（
約
六
〜
三
万
年
前
）、
立
川
ロ
ー

ム
層
（
約
三
〜
一
万
年
前
）
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
地
層
は
か
な
り
の
厚

さ
で
堆
積
し
て
お
り
、
武
蔵
野
、
立
川
ロ
ー
ム
層
だ
け
で
五
〜
八
㍍
（
武

蔵
野
台
地
）
に
も
及
ぶ
。
関
東
地
方
で
は
こ
の
ロ
ー
ム
層
、
特
に
立
川
ロ
ー

ム
層
の
中
に
実
に
豊
富
な
石
器
群
が
残
さ
れ
て
お
り
、
日
本
の
後
期
旧
石

器
文
化
の
石
器
研
究
は
関
東
地
方
の
調
査
成
果
を
軸
に
組
み
立
て
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
変
遷
は
図
２
―
３
に
示
す
と
お
り
で
、
ナ
イ
フ
形
石
器
の
発

達
が
十
分
で
な
い
北
海
道
を
除
く
と
、
全
国
的
に
ほ
ぼ
こ
う
し
た
傾
向
が

見
ら
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
日
本
の
後
期
旧
石
器
時
代
は
、
こ
う
し
た
豊
富
な
石
器

に
代
表
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
も
と
に
当
時
の
社
会
構
造
や
生

活
の
様
子
な
ど
を
解
明
す
る
研
究
が
、
様
々
な
分
野
と
の
連
携
で
進
め
ら

れ
て
い
る
。

日
本
列
島
の
す
が
た

後
期
旧
石
器
時
代
、
地
質
学
で
は
こ
の
時
代
を

新
生
代
の
第
四
紀
、
更
新
世
と
呼
ん
で
い
る

が
、
更
新
世
か
ら
完
新
世
へ
と
移
る
約
一
万
年
前
に
は
ほ
ぼ
現
在
の
日
本

列
島
の
形
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
過
程
で
急
激
に
遺
跡
数
の
増
加
す

る
約
二
万
年
前
（
ヴ
ュ
ル
ム
氷
期
）
の
日
本
列
島
は
ど
の
よ
う
な
自
然
環

境
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
終
氷
期
で
あ
る
ヴ
ュ
ル
ム
氷
期
は

地
球
を
襲
っ
た
四
回
の
氷
河
期
の
中
で
も
最
も
厳
し
い
も
の
と
さ
れ
、
そ

の
最
寒
期
と
さ
れ
る
約
二
万
年
前
に
は
、
現
在
の
南
極
大
陸
に
見
ら
れ
る

よ
う
な
大
陸
氷
河
（
氷
床
）
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
含
む
北
欧
、
東
欧
の
全
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域
、
シ
ベ
リ
ア
の
大
部
分
と
中
国
北
部
、
北
ア
メ
リ
カ
の
北
部
な
ど
、
地

球
全
体
の
ほ
ぼ
三
分
の
一
を
厚
さ
二
〇
〇
〇
㍍
以
上
で
覆
っ
て
い
た
。
本

来
、
地
球
上
の
水
分
は
一
定
量
し
か
な
く
、
そ
の
結
果
全
地
球
的
な
規
模

で
海
水
面
の
降
下
が
起
こ
っ
た
。
逆
に
温
暖
化
は
海
水
面
の
上
昇
を
引
き

起
こ
し
、
現
在
問
題
と
な
っ
て
い
る
地
球
環
境
の
悪
化
に
伴
う
温
暖
化
現

象
は
ま
さ
に
こ
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

で
は
、
具
体
的
に
ど
の
程
度
海
面
の
降
下
が
見
ら
れ
た
か
と
い
う
と
、

最
大
で
一
二
〇
〜
一
四
〇
㍍
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
数
値
を
海
底
の

地
形
に
当
て
は
め
て
み
る
と
、
現
在
で
も
日
本
周
辺
の
大
陸
棚
は
深
海
二

〇
〇
㍍
以
下
の
部
分
が
多
く
、
海
岸
線
に
沿
っ
て
か
な
り
の
部
分
が
陸
化

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
当
然
、
瀬
戸
内
海
は
ほ
と
ん
ど
陸
化
し
て
お
り
、

有
明
海
や
響
灘
も
同
様
で
あ
る
。
更
に
、
深
さ
四
〇
㍍
の
宗
谷
海
峡
、
一

〇
㍍
足
ら
ず
の
間
宮
海
峡
は
い
う
に
及
ば
ず
、
一
四
〇
㍍
の
津
軽
海
峡
、

対
馬
海
峡
な
ど
も
一
部
陸
化
し
た
（
陸
橋
）
可
能
性
が
あ
り
、
日
本
列
島

は
北
も
南
も
大
陸
と
陸
続
き
か
、
そ
れ
に
近
い
状
況
に
あ
っ
た
可
能
性
が

あ
る
。
た
だ
、
対
馬
海
峡
が
完
全
に
陸
化
し
た
か
に
つ
い
て
は
そ
う
で
な

い
と
す
る
説
が
有
力
で
、
最
終
的
に
数
キ
ロ
の
幅
で
海
峡
が
残
さ
れ
た
と

さ
れ
る
。
ま
た
、
東
シ
ナ
海
の
黄
河
下
流
域
に
も
広
大
な
平
原
が
出
現

し
、
こ
う
し
た
陸
化
し
た
地
域
に
は
現
河
川
か
ら
の
延
長
で
さ
ら
に
大
き

な
古
代
大
河
が
存
在
し
た
。
東
南
ア
ジ
ア
の
マ
レ
ー
半
島
、
ス
マ
ト
ラ

島
、
ジ
ャ
ワ
島
、
ボ
ル
ネ
オ
島
に
囲
ま
れ
た
海
域
に
か
つ
て
存
在
し
た
と

い
う
ス
ン
ダ
ラ
ン
ド
も
、
同
様
の
海
面
降
下
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

さ
て
、
こ
う
し
た
海
面
の
降
下
に
よ
っ
て
大
陸
と
の
地
形
的
な
関
係
が

築
か
れ
た
時
期
に
は
、
今
で
は
存
在
し
な
い
大
型
の
哺
乳
類
が
日
本
列
島

に
渡
っ
て
き
た
。
マ
ン
モ
ス
象
や
毛
サ
イ
、
オ
オ
ツ
ノ
ジ
カ
、
ナ
ウ
マ
ン

象
な
ど
で
、
各
地
で
そ
の
化
石
な
ど
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
条
件
は

海
面
の
降
下
だ
け
で
は
な
く
、
シ
ベ
リ
ア
の
寒
冷
化
に
よ
る
植
生
の
変
化

も
大
き
な
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
大
型
の
哺
乳
類
で

あ
る
マ
ン
モ
ス
な
ど
が
活
動
す
る
の
に
適
し
た
環
境
が
シ
ベ
リ
ア
の
大
平

原
で
減
少
を
始
め
、
そ
の
エ
リ
ア
が
極
東
地
域
に
南
下
す
る
こ
と
に
よ
り

北
か
ら
の
大
型
哺
乳
類
の
南
下
を
促
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
の
植
生
の
変
化
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
最
終
氷
期
最
寒

冷
期
の
植
物
相
を
概
観
す
る
と
、
大
ま
か
に
三
つ
の
植
生
帯
に
区
分
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
①
北
海
道
東
北
部
に
グ
イ
マ
ツ
、
ハ
イ
マ
ツ
の
疎
林
と
草

原

②
中
部
地
方
内
陸
高
地
ま
で
の
亜
寒
帯
針
葉
樹
林

③
東
北
南
部
か

ら
九
州
ま
で
の
冷
温
帯
落
葉
広
葉
樹
林
で
、
列
島
の
北
に
シ
ベ
リ
ア
を
思

わ
せ
る
草
原
が
、
そ
の
南
に
は
針
葉
樹
林
と
落
葉
広
葉
樹
の
森
が
存
在
し

た
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
植
生
は
そ
れ
ぞ
れ
に
地
域
に
生
息
す
る
哺
乳

類
の
活
動
を
支
え
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
の
緩
や
か
な
温
暖
化
現
象
に

よ
っ
て
次
第
に
変
化
を
し
て
い
っ
た
。
九
州
で
は
温
帯
落
葉
樹
林
が
広
が

り
始
め
、
更
新
世
の
終
わ
り
ご
ろ
に
は
暖
温
帯
照
葉
樹
林
が
現
れ
る
。
そ

の
結
果
、
生
息
す
る
動
物
に
も
変
化
が
生
じ
、
約
一
万
六
〇
〇
〇
年
前
に

は
ナ
ウ
マ
ン
象
や
北
方
系
の
大
型
哺
乳
類
は
姿
を
消
し
、
シ
カ
な
ど
を
中
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図２―４ 日本列島における最終氷期・最寒冷期の植生図（中野・五十嵐 １９９１）

１：氷河（黒点）および高山の裸地・草地（ハイマツ帯を除く高山帯に相当する地域）
２：グイマツ・ハイマツを主とする疎林と草原 ３：グイマツを主とする亜寒帯針葉樹林
４：グイマツをともなわない亜寒帯針葉樹林（中部地方、および近畿地方では一部カラマツをともなう）
５：冷温帯落葉広葉樹林（ブナをともなう） ６：ブナをほとんどともなわない落葉広葉樹林
７：暖温帯常緑広葉樹林 ８：草原 ９：最終氷期寒冷期の海岸線 １０：現在の海岸線
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心
と
し
た
中
型
の
動
物
相
が
成
立
し
、
西
日
本
で
は
イ
ノ
シ
シ
の
顕
在
化

も
推
定
さ
れ
て
い
る
。

近
年
、
こ
う
し
た
環
境
の
変
動
が
歴
史
を
決
定
づ
け
る
と
強
く
唱
え
る

研
究
者
も
い
る
が
、
あ
る
意
味
そ
う
し
た
指
摘
は
的
を
射
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
事
実
、
ア
フ
リ
カ
の
大
地
か
ら
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
が
世
界

各
地
へ
と
拡
散
を
は
じ
め
た
要
因
は
、
環
境
へ
の
適
合
能
力
を
身
に
つ
け

た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
し
、
そ
う
し
た
行
動
の
結
果
と
し
て
人
類
は
、

様
々
な
環
境
の
も
と
で
独
自
の
文
化
の
形
成
を
行
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、

ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
東
の
端
で
再
び
北
か
ら
の
集
団
と
、
南
か
ら
の
集
団

が
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
を
持
ち
寄
り
そ
の
後
、
日
本
で
独
自
の
旧
石
器
文
化

を
発
展
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
狩
猟
と
い
う
生
活
の
糧
を
求
め
、

遥
か
な
る
大
地
を
移
動
す
る
狩
人
た
ち
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

石
器
の
種
類
と
変
遷

旧
石
器
時
代
の
文
化
を
知
る
う
え
で
最
も
大
切

な
資
料
は
や
は
り
石
器
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
生

業
の
全
て
が
石
器
に
拠
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
火
山
列
島
と
い
う

日
本
の
地
域
性
の
問
題
も
あ
り
、
木
器
や
骨
角
器
の
遺
存
が
ほ
と
ん
ど
望

め
な
い
こ
と
や
、
そ
れ
ら
を
製
作
す
る
道
具
と
し
て
そ
の
原
点
は
石
器
で

あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
石
器
を
基
準
と
し
た
研
究
は
多
岐
に
わ
た
る
。

と
こ
ろ
で
、
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
い
わ
ゆ
る
石
器
と
い
う
の
は
ナ
イ
フ

形
石
器
な
ど
の
完
成
さ
れ
た
製
品
で
あ
る
道
具
と
、
そ
れ
を
製
作
す
る
う

え
で
生
じ
る
道
具
以
外
の
も
の
が
あ
り
、
製
品
に
比
べ
後
者
の
ほ
う
が
圧

倒
的
に
そ
の
数
は
多
い
。
製
品
以
外
の
も
の
と
し
て
は
石
器
の
素
材
と
な

る
剥
片
（
フ
レ
イ
ク
）、
製
品
に
加
工
す
る
過
程
（
二
次
加
工
）
で
生
じ
る

石
の
屑
（
砕
片＝

チ
ッ
プ
）、
石
器
の
素
材
を
作
り
出
す
過
程
（
一
次
加

工
）
で
そ
の
も
と
と
な
る
石
核
な
ど
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
後
期
旧
石
器
時

代
に
使
わ
れ
た
石
器
（
製
品
）
の
種
類
と
そ
の
製
作
技
法
に
つ
い
て
概
観

し
た
い
。

約
三
万
年
前

最
も
古
い
段
階
で
現
れ
る
石
器
に
礫
器
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
。
こ

れ
は
手
に
持
ち
や
す
い
く
ら
い
の
自
然
礫
の
一
部
を
打
ち
欠
き
、
そ
こ
を

刃
と
し
て
利
用
し
た
も
の
で
、
よ
り
原
始
的
な
道
具
と
さ
れ
る
。

約
二
万
五
〇
〇
〇
〜
一
万
三
五
〇
〇
年
前

次
の
段
階
で
は
ナ
イ
フ
形
石
器
が
出
現
す
る
。
大
型
の
も
の
で
も
一
〇

�
に
満
た
な
い
こ
の
石
器
こ
そ
が
日
本
の
旧
石
器
時
代
を
代
表
す
る
も
の

で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
主
要
な
石
器
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
中
国
大
陸
や

朝
鮮
半
島
、
シ
ベ
リ
ア
で
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
ナ
イ
フ

形
石
器
の
分
布
は
全
国
各
地
で
様
々
な
地
域
的
特
徴
（
石
材
や
製
作
技
術

な
ど
）
を
有
し
、
基
本
的
な
形
態
と
し
て
尖
端
が
尖
っ
た
も
の
（
杉
久
保

型
）、
切
り
出
し
型
（
茂
呂
型
）、
横
に
広
い
も
の
（
国
府
型
）
な
ど
が
見

ら
れ
る
。
そ
の
製
作
技
術
と
し
て
は
石
刃
技
法
、
瀬
戸
内
技
法
と
い
っ
た

製
作
技
術
が
明
ら
か
で
、
前
者
は
縦
長
の
規
格
化
さ
れ
た
素
材
（
剥
片
）

を
連
続
的
に
作
り
出
す
こ
と
が
出
来
、
後
者
は
サ
ヌ
カ
イ
ト
と
呼
ば
れ
る

石
材
の
特
徴
（
石
の
目
）
を
利
用
し
て
、
横
長
い
剥
片
を
作
り
出
す
。
い

ず
れ
の
技
法
も
石
器
の
素
材
と
な
る
石
材
か
ら
極
め
て
合
理
的
に
そ
の
材

第２編 先史・原始
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台石打法 直接打法

円筒槌打法

押圧剥離

両極打法 パンチ打法

料
を
生
み
出
す
も
の
で
、
生
活
の
糧
と
し
て
の
石
器
製
作
を
革
命
的
に
進

化
さ
せ
た
。
た
だ
、
こ
う
し
た
定
型
化
し
た
素
材
を
得
る
技
法
が
顕
在
化

し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
新
し
い
段
階
に
な
る
と
不
定
形
の
剥
片
か
ら

様
々
な
ナ
イ
フ
形
石
器
が
製
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
他
、
時
期
的

な
変
遷
の
中
で
ナ
イ
フ
形
石
器
と
共
に
見
ら
れ
る
も
の
に
剥
片
尖
頭
器
、

角
錐
状
石
器
（
三
稜
尖
頭
器
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
明
ら
か
に
槍
先
に
装

着
す
る
刺
突
具
で
あ
り
、
道
具
と
し
て
の
石
器
に
機
能
分
化
が
生
じ
た
も

の
で
あ
る
。
同
様
に
解
体
具
と
し
て
ス
ク
レ
イ
パ
ー
、
加
工
具
と
し
て
石

錐
、
彫
器
な
ど
も
出
現
し
、
ナ
イ
フ
形
石
器
自
体
も
次
第
に
小
型
化
の
傾

向
を
強
め
て
い
く
。
こ
う
し
た
ナ
イ
フ
形
石
器
を
主
体
と
す
る
時
期
、
す

で
に
日
本
列
島
は
大
陸
と
の
陸
橋
が
消
滅
し
つ
つ
あ
り
、
大
陸
と
隔
絶
さ

れ
た
島
国
と
い
う
環
境
の
中
で
独
自
の
石
器
文
化
を
発
達
さ
せ
て
い
っ

た
。約

一
万
三
五
〇
〇
年
前

後
期
旧
石
器
時
代
の
終
末
期
、
新
た
な
石
器
文
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
。

細
石
器
と
呼
ば
れ
る
石
器
は
、
細
か
な
石
器
を
組
み
合
わ
せ
て
使
用
す
る

と
い
う
意
味
で
新
た
な
石
器
革
命
を
も
た
ら
し
た
。
そ
の
ル
ー
ツ
は
中
国

大
陸
や
シ
ベ
リ
ア
に
求
め
る
こ
と
が
出
来
、
製
作
技
法
や
形
式
か
ら
、
北

か
ら
と
南
か
ら
の
伝
播
ル
ー
ト
が
考
え
ら
れ
る
。
細
石
器
の
特
性
は
幅
数

�
、
長
さ
五
�
ほ
ど
の
カ
ミ
ソ
リ
の
刃
の
よ
う
な
石
刃
を
、
シ
ャ
フ
ト
の

両
側
に
並
べ
て
埋
め
込
む
（
組
み
合
わ
せ
）
こ
と
に
よ
り
刺
突
具
と
し
て

使
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
破
損
し
た
刃
は
容
易
に
取
り
替

図２―５ 石器の作り方と種類（「旧石器考古学辞典」旧石器文化談話会 ２０００）
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え
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
規
格
が
小
さ
い
こ
と
か
ら
少
な
い
材
料
で
多
量

の
素
材
を
得
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
更
に
、
小
型
ゆ
え
に
重
量
が
な
く

携
帯
に
便
利
で
、
獲
物
を
追
っ
て
移
動
す
る
際
に
負
担
に
も
な
ら
な
い

し
、
限
ら
れ
た
石
器
に
適
し
た
石
材
（
黒
曜
石
な
ど
）
の
入
手
が
少
量
で

済
む
な
ど
、
極
め
て
利
便
性
が
高
く
省
資
源
化
を
可
能
と
し
た
石
器
と
い

う
こ
と
が
出
来
る
。
一
方
で
槍
先
型
石
器
の
発
達
も
見
ら
れ
、
土
器
の
出

現
に
象
徴
さ
れ
る
縄
文
時
代
草
創
期
ま
で
使
用
さ
れ
た
石
器
で
あ
る
。

こ
う
し
た
石
器
の
変
遷
は
製
作
技
術
の
進
化
と
と
も
に
な
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
が
、
狩
猟
対
象
の
変
化
も
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
。
最
初
に
現
れ

く
く

る
礫
器
は
柄
の
先
に
括
り
付
け
、
ハ
ン
マ
ー
の
よ
う
に
獲
物
を
殴
打
す
る

程
度
の
も
の
と
考
え
ら
れ
、
ま
さ
に
原
始
的
な
道
具
と
い
え
る
。
し
か

し
、
ナ
イ
フ
形
石
器
の
段
階
で
は
刺
突
具
（
槍
）
と
し
て
の
形
態
を
整

え
、
併
せ
て
解
体
具
と
し
て
の
機
能
も
有
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
小

型
化
と
槍
先
型
石
器
の
登
場
は
飛
び
道
具
と
し
て
の
投
槍
を
想
定
し
う
る

も
の
で
、
組
合
せ
道
具
と
し
て
の
細
石
器
は
、
更
に
機
能
的
な
メ
カ
ニ
ズ

ム
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
狩
猟
対
象
動
物
の
変
化
と
と
も
に
狩
人
た

ち
は
、
よ
り
効
率
的
な
技
術
革
新
を
繰
り
返
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

暮
ら
し
の
様
子

こ
う
し
た
中
、
人
々
の
生
活
の
様
子
は
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
残
念
な
が
ら
集
落
に
関
す
る

十
分
な
情
報
が
な
く
、
そ
の
様
子
は
解
明
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た

い
。
前
述
の
よ
う
に
当
時
の
人
々
は
狩
猟
に
よ
る
移
動
を
繰
り
返
し
な
が

ら
、
一
定
の
地
域
（
集
団
領
域＝

テ
リ
ト
リ
ー
）
で
活
動
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
発
掘
さ
れ
た
遺
跡
の
石
器
の
出
土
状
態
を
詳
細

に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
拠
点
と
な
る
場
所
と
一
時
的
な
狩
猟
ポ
イ
ン

ト
（
キ
ャ
ン
プ
サ
イ
ト
）
が
想
定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
拠
点
と
な
る
場
所

か
ら
は
石
器
を
製
作
し
た
跡
や
そ
の
痕
跡
を
示
す
遺
物
が
大
量
に
発
見
さ

れ
る
し
、
キ
ャ
ン
プ
サ
イ
ト
か
ら
は
単
独
に
製
品
で
あ
る
石
器
の
み
が
発

見
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
拠
点
と
な
る
場
所
か
ら
は
製
品
以
外
に
も
多
く

の
石
器
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
石

器
を
製
作
す
る
技
術
や
、
集
団
の
行
動
の
様
子
な
ど
も
窺
い
知
る
こ
と
が

出
来
る
。
ま
た
、
キ
ャ
ン
プ
サ
イ
ト
の
分
布
か
ら
は
集
団
の
テ
リ
ト
リ
ー

を
想
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
想

定
さ
れ
る
集
団
の
テ
リ
ト
リ
ー
は
遺
跡
の
分
布
な
ど
か
ら
半
径
数
十
�
程

度
が
考
え
ら
れ
、
一
つ
の
集
団
の
規
模
は
一
〇
名
程
度
、
集
団
の
あ
り
方

は
単
独
、
も
し
く
は
複
数
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
際
に

住
居
が
伴
っ
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
の
例
や

国
内
で
の
数
少
な
い
事
例
（
大
阪
府
は
さ
み
山
遺
跡
、
広
島
県
西
ガ
ガ
ラ
遺

跡
な
ど
）
か
ら
す
れ
ば
、
簡
単
な
テ
ン
ト
掛
け
程
度
の
住
居
を
伴
っ
た
可

能
性
が
あ
る
。

一
方
、
狩
猟
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
獲
物
は
食
料
と
し
て
だ
け
で
は
な

く
、
皮
や
角
、
骨
な
ど
も
生
活
道
具
と
し
て
利
用
し
て
い
た
。
石
器
の
中

に
は
皮
を
な
め
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
（
ス
ク
レ
イ
パ
ー
）
や
、
皮
を
縫

い
合
わ
せ
る
穴
を
あ
け
る
も
の
（
石
錐
）、
角
や
骨
に
細
工
を
し
た
も
の

（
彫
器
）
な
ど
が
あ
り
、
そ
の
生
活
の
一
端
を
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
主
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要
な
食
料
と
し
て
の
肉
は
基
本
的
に
は
焼
い
て
食
べ
た
と
考
え
ら
れ
る

が
、
西
日
本
な
ど
で
発
見
さ
れ
る
礫
群
な
ど
は
、
蒸
し
焼
き
を
行
う
た
め

の
施
設
と
も
い
わ
れ
る
。
な
お
、
前
述
の
よ
う
に
西
日
本
で
は
こ
の
時

期
、
冷
温
帯
落
葉
広
葉
樹
林
が
発
達
し
て
お
り
、
理
論
的
に
は
ク
ル
ミ
、

ク
リ
、
ド
ン
グ
リ
な
ど
縄
文
時
代
に
は
食
料
と
し
て
い
た
堅
果
類
の
捕
食

が
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
加
工
す
る
た
め
の
石
器
が
未
発
達
な
こ
と
な

ど
か
ら
、
そ
の
可
能
性
を
裏
づ
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

第
三
節

九
州
の
旧
石
器
時
代
遺
跡

概

観

九
州
の
旧
石
器
時
代
遺
跡
の
調
査
は
佐
賀
県
の
唐
津
地

域
を
嚆
矢
と
し
て
比
較
的
早
い
段
階
か
ら
開
始
さ
れ
、

一
九
六
〇
年
代
に
は
大
分
県
の
早
水
台
遺
跡
や
丹
生
遺
跡
が
前
期
旧
石
器

時
代
論
争
の
中
心
と
な
る
な
ど
注
目
さ
れ
て
き
た
。
特
に
旧
石
器
時
代
の

主
要
な
石
材
で
あ
る
黒
曜
石
（
佐
賀
県
腰
岳
な
ど
）
や
安
山
岩
（
佐
賀
県

多
久
な
ど
）、
流
紋
岩
（
大
分
県
祖
母
・
傾
山
系
）
が
豊
富
に
供
給
さ
れ
る

こ
と
か
ら
、
現
在
ま
で
多
く
の
遺
跡
が
調
査
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
か

ら
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
関
東
地
方
の
よ
う
に
編
年
の
ひ

と
つ
の
尺
度
と
な
る
火
山
灰
の
発
達
し
た
地
域
が
限
ら
れ
る
こ
と
や
、
重

層
的
に
生
活
の
痕
跡
が
確
認
で
き
る
遺
跡
が
少
な
い
な
ど
、
決
し
て

フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
は
恵
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

と
は
い
え
後
期
旧
石
器
時
代
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
各
地
の
特
徴
的
な
石

材
を
用
い
た
遺
跡
の
分
布
は
、
そ
の
地
域
性
や
集
団
の
テ
リ
ト
リ
ー
（
行

動
領
域
）
と
い
っ
た
遺
跡
の
構
造
論
を
論
じ
る
に
は
か
え
っ
て
好
都
合
で

あ
り
、
阿
蘇
山
や
姶
良
カ
ル
デ
ラ
な
ど
を
供
給
源
と
す
る
広
域
テ
フ
ラ

（
火
山
灰
）
の
存
在
は
、
石
器
の
編
年
に
一
つ
の
時
間
的
な
基
準
を
与
え

る
と
い
う
意
味
で
重
要
で
あ
る
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
過
去
に
複
数
の
研
究
者
に
よ
り
そ
の
変
遷
が
論

じ
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
吉
留
秀
敏
の
論
考
（
吉
留
二
〇
〇
一
、
二

〇
〇
四
）
を
も
と
に
変
遷
の
概
要
に
つ
い
て
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
ま

ず
、
九
州
地
方
で
は
主
要
な
石
材
の
産
地
が
各
地
で
確
認
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
エ
リ
ア
に
符
合
す
る
よ
う
に
遺
跡
の
集
中
が
見
ら
れ
る
。
石
器
の
製

作
に
際
し
て
は
そ
れ
に
適
し
た
石
材
が
必
要
で
、
た
と
え
ば
同
じ
金
属
の

素
材
で
あ
っ
て
も
、
鉄
は
重
く
て
飛
行
機
な
ど
軽
さ
が
求
め
ら
れ
る
製
品

に
は
適
さ
な
い
し
、
ア
ル
ミ
は
強
度
の
問
題
で
タ
ン
カ
ー
な
ど
の
製
造
に

は
向
か
な
い
。
石
器
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
使
用
す
る
石
材
は
規
則
的
に

割
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
割
口
が
鋭
い
こ
と
や
細
か
な
加
工
が
で
き
る
岩

質
と
い
っ
た
条
件
が
あ
る
。
こ
う
し
た
条
件
に
合
う
も
の
と
し
て
は
黒
曜

石
（
佐
賀
県
腰
岳
、
長
崎
県
針
尾
島
な
ど
）、
安
山
岩
（
佐
賀
県
鬼
ノ
鼻
岳
な

ど
）、
流
紋
岩
（
大
分
県
大
野
川
中
流
域
、
宮
崎
県
五
ヶ
瀬
川
流
域
な
ど
）、

チ
ャ
ー
ト
、
珪
質
頁
岩
な
ど
が
知
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
石

器
製
作
に
適
し
た
石
材
が
産
出
す
る
地
域
に
遺
跡
の
集
中
が
認
め
ら
れ
、

九
州
全
域
で
一
六
地
域
を
抽
出
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
ら
は
そ
の
集

中
範
囲
が
径
五
〇
�
程
度
で
あ
り
、
前
述
の
集
団
の
テ
リ
ト
リ
ー
（
行
動
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