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日
本

の
先
史
時
代
と
文
化
人
類
學

井

川

定
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一
、

記
紀

以
前

の
日

本

人
類
の
起
源
は
五
十
萬
年
前
と
い
ふ
の
が
通
説
な
る
も
或
は
六
〇
萬
年
、
否
や

も

つ
と
遡
る
と
考
え
る
學
者
も
あ
る
。
そ
れ
か
ら
漸
次
進
ん
で
現
在
の
高
度
の
文

明
を
導
く
ま
で
に
登
達
し
て
來
た
の
で
あ
る
が
、
回
顧
せ
ば
原
始
時
代
か
ら
出
凄

し
て
今
日
に
至

つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
本
民
族
も
そ
し
て
現
在
の
日
本
の
文
明

も
悉
く
そ
れ
に
端
を
登
し
我
々
が
現

に
立

つ
て
い
る
日
本
列
島
に
於
て
第

一
歩
を

踏
み
出
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
に
於
て
日
本
の
原
始
杜
會

の
姿
を
正
し
く
見
極
め
る
こ
と
の
必
要
が
生
じ
て
來
る
の
で
あ
る
。

更
に
遡

つ
て
日
本
民
族
と
な
る
ま
で
の
人
類
は
如
何
に
登
達
し
成
育
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
の
登
成
と
日
本
民
族
及
び
日
本
列
島
と
の
縦
と
横

の
關
係
は

ど
う
な
つ
て
い
る
か
。
そ
こ
に
は
人
類
に
共
通
し
た

一
般
的
な
登
展
を
先
づ
考
察

す
る
段
階
も
あ
り
、
ま
た
別
に
日
本
民
族
濁
自

の
原
始
肚
會
の
研
究
も
必
要
と
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
科
學
的

に
正
し
く
把
握
す
る
こ
ヒ
が
日
本
の
先
史
時

代
研
究

の
使
命
で
あ
る
。

日
本
の
先
史
時
代
と
文
化
人
類
學

人
類
は
原
始
肚
會

の
段
階
を
過
ぎ
る
と
次
に
民
族
を
中
心
に
し
て
團
結
髄
を
つ

く
り
、
そ
れ
が
次
に
は
古
代
國
家
を
形
成
す
る
に
至
る
。
然
ら
ぼ
日
本
の
古
代
國

家
は
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
或
る
時
期
殊
に
太
李

洋
載
孚
以
前
に
あ

つ
て
は
我
が
日
本
の
國

つ
く
り
を
神
代
か
ら
縫
承
す
る
紳
話
に

基
い
て
説
明
し
て
來
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
書
き
と
ど
あ
て
い
る
古
事
記
、
日

本
書
紀
は
共

に
八
世
紀
の
初
め
に
編
纂
さ
れ
た
歴
史
傳
承
を
内
容
と
す
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
冷
静
に
考
え
る
時
に
そ
の
ま
ま
に
信
ず
る
こ
と
は
無
理
で
あ
り
現
代

の
史
學
で
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

果
し
て
然
ら
ば
古
代
の
眞
の
す
が
た
は
ど
う
で
あ

つ
た
か
。
幸
に
し
て
歴
史
學

は
近
時
著
し
い
進
歩
を
途
げ
、
人
類
學
が
科
學
的
に
進
め
ら
れ
其
の
分
野
と
し
て

の
文
化
人
類
學
が
近
年
急
に
伸
長
し
其
の
部
分
た
る
考
古
學
、
民
族
學
と
い
ふ
諸

學
問
の
研
究
成
果
に
依

つ
て
、
歴
史
學
に
近
接
し
來
り
、
そ
れ
ら
が
相
互
に
助
け

合

い
が
あ
り
解
明
に
役
立
つ
に
至
り
つ
つ
あ
る
こ
ど
を
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
と

り
わ
け
文
化
史
學

の
研
究
に
於
て
諸
民
族
の
文
化

の

一
般
性
、
そ
の
嚢
展
の
段
階

な
ど
を
考
え
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
未
開
就
會
の
諸
様
相
、
文
化
の
原
初
的
形
態
を

四
九
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文
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集

見
る
こ
と
を
得
て
い
よ
ー

盆

々
接

燭
を
進
め
、
歴
史
の
探
求
に
相
侯
つ
て
解
明

を
進
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
於

て
最
近
ア
メ
リ
カ
の
ハ
ー
バ
ー
ト
大
學
に

於
け
る
文
化
人
類
學

の
研
究
を
大

い
に
参
酌
す
る
要
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。

か
く
て
歴
史
學
の
領
域
と
民
族
學
的
領
域
と
の
綜
合
研
究
が
試
み
ら
れ
よ
う
と

し
て
い
る
。
尚
ほ
今
の
歴
史
學
が
考

え
て
い
る
所
謂
る

"古
代
の
先
史
時
代
"
と

現
時
の
民
族
學
が
問
題
と
し
て
い
る
未
開
耐
會
に
於
け
る
現
在
も
尚
ほ
存
在
す
る

所
謂
る

"現
代
の
先
史
時
代
"
と
い
ふ
此
の
二
つ
を
比
考
し
併
せ
観
て
考
え
る
べ

き
で
あ
る
。

ま
た
文
献
の
映
け
て
い
る
部
分
を
考
古
學
の
取
扱
う
遺
物
、
遺
蹟
の
調
査
研
究

に
よ
つ
て
解
明
せ
ら
れ
る
こ
と
は
從

來
か
ら
多
く
行
は
れ
て
い
る
。
ま
た
我
が
國

に
鉄
け
て
い
る
文
献
殊
に
記
紀
成
立
以
前

の
時
期
を
知
る
爲
め
に
隣
國
の
朝
鮮
牛

島
並
に
中
國
に
傳
持
さ
れ
て
い
る
金
石
文
ま
た
は
典
籍
記
載
事
項
に
よ
つ
て
知
ら

さ
れ
た
り
ま
た
は
從
來
誤
ま
り
傳
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
訂
正
す
る
こ
と
も
最
近

に
な
つ
て
多

い
こ
と
を
喚
起
し
て
お
き
た
い
。

二
、
文

化

人

類

學

人
類
が
出
現
し
て
後
ち
、
其
の
骨
格
の
み
を
地
層
上
に
留
め
て
人
類
の
製
作
し

た
遺
物

(道
具
)
が
殆
ん
ど
止
め
な

い
時
代
は
人
類
學
者
、
地
質
學
者
の
研
究
に

委

ね
て
來
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
石
器
時
代
、
土
器
時
代
を
経
て
金
厨
器
時
代
に

進
み
人
類
の
智
的
水
準
が
上
昇
し
て
文
字
を

つ
く
り
文
書
や
記
録
を
遺
す
文
献
資

料
の
豊
富
な
時
代
に
移

つ
る
と
歴
史
家
が
手
を
出
し
て
研
究
し
解
明
す
る
の
で
あ

る
。人

類
を
取
扱
う
學
問
に
し
て
も
普
通

「
人
類
學
」
と
構
す
る
時
は
主
ど
し
て
禮

五
〇

質
人
類
學
を
指
し
て
い
る
。
此
れ
に
封
し
同
じ
人
類
を
樹
象
ど
す
る
學
問
で
あ
つ

て
も
考
古
學
、
民
族
學
、
肚
會
學
と
い
ふ
の
は
全
く
別
個

の
分
野
に
お
か
れ
、
文

化
人
類
學
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

上
記
の

「禮
質
人
類
學
」
と
い
ふ
の
は
人
間
の
骨
格
と
か
血
液
型
、
皮
膚
の
色

別
な
ど
を
取
扱
ひ
讐
學
部
解
剖
學
科
に
属
せ
し
め
て
研
究
し
て
い
る
大
學
が
多

い

の
で
あ
る
。

人
類
を
研
究
す
る
學
問
の
中
で
膿
質
人
類
學
以
外
の
も
の
を

「文
化
人
類
學
」

ど
し
て
取
扱
う
の
で
あ
る
。
此
の
中
を
人
類
言
語
學
と
考
古
學
と
民
族
學
に
細
分

す
る
こ
と
が
出
來
る
。

「
人
類
言
語
學
」
は
主
と
し
て
未
開
民
族
の
言
語
を
扱
う
も
の
で
是
等
の
言
語

間

の
語
族
關
係
が
言
語
攣
容
な
ど
を
扱
つ
て
い
る
。
此
の
方
法
に
よ
つ
て
未
開
と

は
云
え
な
い
民
族
の
言
語
を
研
究
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
大
い
に
歴
史
の
補
助

學
科
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

「
考
古
學
」
を
佛
の
考
古
學
者
デ

・
モ
ル
ガ
ン
は
考
古
學
の
分
野
は
人
類
の
出

現
以
前
か
ら
始
め
て
現
代
に
至
る
人
文
の
過
程
全
部
を
探
求
す
る
學
問
な
り
と
幅

廣
く
定
義
し
て
い
る
が
人
類
學
部
で
の
考
古
學
は
先
史
考
古
學
が
主
と
な
り
、
蕾

石
器
時
代
、
新
石
器
時
代
か
ら
青
銅
器
、
鐵
器
時
に
入
り
、
更
に
進
ん
で
文
献
歴

史
の
初
ま
る
と
こ
ろ
ま
で
つ
づ
く
の
で
あ
る
。
欧
洲
で
は
ロ
ー
マ
王

朝

の

は

じ

め
、
中
國
で
は
周
ま
で
、
日
本
で
は
古
墳
時
代
の
三
、
四
世
紀
頃
ま
で
を
扱
ふ
。

新
大
陸
で
は
文
献
歴
史
の
初
ま
る
の
が
お
そ
く
、

一
五
世
紀
、
場
所
に
よ

つ
て
は

一
九
世
紀
頃
ま
で
を
人
類
學
者
の
扱
う
考
古
學
の
範
圃
に
な
さ
れ
て
い
る
。
考
古

學
自
禮
は
こ
こ
で
絡

は
る
わ
け
で
な
く
、
ロ
ー
マ
王
朝
以
後
は
古
典
考
古
學
と
云

つ
て
ギ
リ
シ
ャ
、
ロ
ー
マ
を
扱
う
古
典
學
科
や
美
術
學
科
で
建
築
や
美
術
を
中
心



と
し
た
考
古
學
が
あ
り
、
王
朝
以
後

の
エ
ジ
。フ
ト
に
就
て
も
文
献
歴
史
を
併
用
し

た
考
古
學
が
行
は
れ
て
い
る
。
た
だ
文

献
の
出
て
く
る
時
代
は
歴
史
家
の
扱
う
範

圏
で
あ
つ
て
人
類
學
の
方
で
は
ふ
れ
な
い
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。
歴
史
時
代
に
入

つ
て
か
ら
の
考
古
學
は
ア
メ
リ
カ
で
は

「植
民
時
代
考
古
學

0
9
0
臥
o
巴

諺
零
7

a
e
o
log
y
」
と
別
構
し
て
い
る
。

師
ち
清
教
徒
が
最
初
に
上
陸
し
た
。ブ
リ

マ

ス

(P
ly
m
o
u
th
)
S
住
居
跡
の
議
掘
や

ブ
イ
ラ
デ
ル
フ
イ
ヤ

(℃
ぼ
鼠
ユ
①甘
ぽ
9
)

の
最
初
の
合
衆
國
政
権
の
占
め
た
建
物

の
議
掘
復
奮
な
ど
を
行
つ
て
い
る
の
が
そ

れ
で
あ
る
。
ま
た
最
近
英
國
で
産
業

考
古
學
と
い
ふ
も
の
が
あ

つ
て
産
業
革
命
時

代

の
工
場
跡
な
ど
を
議
掘
し
て
い
る
。

カ
ナ
ダ
の
ト
ロ
ン
ト
大
學
の
人
類
學
部
の

ヴ
ア
ン
・
ス
ト
ー
ン
は
エ
ス
キ
モ
ー

の
研
究
で
二
〇
世
紀
初
頭
の
エ
ス
キ
モ
ー
遺

蹟
を
掘

つ
て
割
れ
た
瓶
や
ミ
ル
ク
の
空
缶
な
ど
か
ら
此
の
型
式
の
缶
は
カ
ー
ネ
ー

シ
ョ
ン
耐
で

一
九

一
〇
年
代
に
造
つ
て
い
た
も
の
だ
と
い
ふ
よ
う
な
年
代
を
算
定

し
て
い
る
。
そ
の
住
居
に
子
供

の
頃

住
ん
だ
こ
と
の
あ
る

エ
ス
キ
モ
ー
が
ま
だ
生

き
て
い
て
其
れ
を
連
れ
て
來

て
此
の
住

居
よ
り
向
ふ
側
の
住
居
の
方
が
先
き
に
建

つ
た
か
、
後
か
ら
建
つ
た
か
な
ど
聞
く
と
い
ふ
よ
う
な
考
古
學
も
あ
る
こ
と
を
注

意
し
て
お
き
た
い
。

次
に

「
民
族
學
」
で
あ
る
。
主
と
し
て
未
開
民
族
の
習
慣
風
俗
を
比
較
研
究
す

る
も
の
で
あ
る
。

民
族
學
の
下
部
門
と
し
て

「
民
族
誌
」
と

「
耐
會
人
類
學
」
と
が
あ
る
。
そ
の

「
民
族
誌
」
は
記
述
的
な
研
究

(理
論
的
に
封
し
て
)

で
舟
の
作
り
方
、

家

の

形
、
道
具

の
作
り
方
な
ど
を
研
究
す
る
も
の
で
あ
る
。

日
本
で

「
民
俗
學
」
と
い
つ
て
い
る
の
は

F
o
lk
-lo
re
で
文
明
民
族
の
中
に
淺

つ
て
い
る
庶
民
の
風
習
を
蒐
集
研
究
す
る
も
の
で
故
柳
田
國
男
氏
が
民
俗
學
を
主

日
本
の
先
史
時
代
と
文
化
人
類
學

宰
し
も
り
育
て
て
來
た
。

「
肚
會
人
類
學
」
は
習
慣
、
風
俗
の
申
で
特
に
民
族
肚
會
の
構
造
や
組
織
に
焦

黙
を
お
き
、
こ
の
場
合
、
所
謂
る
文
明
就
會
を
此
の
樹
象
と
す
る
事
が
多

い
。
例

え
ぼ
ア
メ
リ
カ
の

「
シ
ア
ト
ル
日
系
人
阯
會
の
肚
會
組
織
」
の
研
究

の
如
き
は
そ

れ
で
あ
る
。

「耐
會
人
類
學
」
で
は
杜
會

の
攣
化

(例
え
ば
日
本
文
化

の
明
治
以
後

の
攣
容

)
や
文
化
と
個
人

の
心
理
ど
の
關
係

(例
え
ば
大
和
魂
が
日
本
文
化
全
罐
と
ど
う

い
う
相
互
關
係
に
あ
る
か
と
い
ふ
事
)
も
扱
は
れ
る
。
そ
れ
で
就
會
人
類
學
は
肚

會
學
、
肚
會
心
理
學
、
精
聯
分
析
等
と
も
近

い
關
係
に
お
か
れ
る
の
で
あ
る
。
是

れ
ら
は
人
類
學
者
に
と
つ
て
必
要
な
副
科
目
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
人
類
學
そ
の

も
の
の
中
に
は
入
ら
な
い
。
肚
會
學
は
文
明
肚
會
を
樹
象
と
し
て
登
展
し
て
來
た

も
の
で
、
多
分
に
就
會
問
題
、
祉
會
輻
祉
な
ど
の
傾
向
が
あ
り
、
客
観
的
な
比
較

研
究
を
目
的
と
す
る
肚
會
人
類
學
と
は
聯
か
方
向
が
異
る
。

人
類
學
は
人
類
文
化
を
た
ど
り
諸
分
野
の
協
力
を
必
要
と
す
る
。
茜
石
器
時
代

を
專
門
と
す
る
考
古
學
者

(
ブ
イ
リ

ッ
プ

・
エ
ド
ワ
ー
ド

・
ス
ミ
ス
博
士
)
に
し

て
も
奮
石
器
時
代
め
遺
蹟
を
掘

つ
て
理
解
す
る
た
め
に
は
艦
質
人
類
學
で
習

つ
た

化
石
人
類

の
知
識
も
必
要
と
す
る
し
、
石
器
の
製
法
や
用
途
を
理
解
す
る
に
は
民

族
誌
と
し
て
習
得
し
た
未
開
民
族

の
石
器
の
製
法
や
用
途
の
知
識
が
随
分
と
助
け

と
な
る
の
で
あ
る
。
住
居
跡
の
竪
穴
か
ら
住
居
を
想
像
し
た
り
、
宗
教
や
肚
會
の

構
造
を
假
定
す
る
に
は
民
族
誌
や
就
會
人
類
學
の
知
識
が
大
い
に
参
考
と
ル
て
必

響

せ
ら
れ
る
。
人
類

の
過
去
、
芒

て
現
在
に
わ
た
る
地
球
上
の
さ
ま
ぐ

の

環
境
に
於
け
る
あ
ら
ゆ
る
様
相
を
綜
合
し
て

「
人
類
」
と
い
ふ
も
の
を
理
解
す
る

こ
と
が
實
は
人
類
學
の
目
標
で
あ
る
。

五
一

の
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三
、

歴

史

は
動

い
て

い
る

魏
志
倭
人
傳
の
解
繹
、
そ
し
て
邪
馬
台
國
と
卑
彌
呼
の
問
題
に
し
て
も
新
説
が

後
を
紹
た
な
い
し
、
ま
た
此
の
日
本
列
島
に
人
間
が
住
み
つ
い
て
生
活
を
初
め
た

こ
と
に
就
て
も
新
説
が
出
て
從
來
の
新
石
器
時
代
に
属
す
る
縄
文
文
化
説
は
葬
り

去
ら
れ
て
い
る
。

帥
ち

一
九
三

一
年

(昭
和
六
)
に
早
稻
田
大
學
直
良
信
夫
氏
が
明
石
市
西
八
木

の
古

い
地
層
の
土
砂
の
中
か
ら
人
間

の
腰
骨
の
化
石
を
獲
見
し
、
此
れ
は
洪
積
世

人
で
あ
る
こ
と
を
學
界
に
登
表
し
明
石
原
人
の
學
名
を
得
た
の
で
あ
る
。

ま
た

一
九
四
七
年

(昭
和
二
二
)
相

澤
忠
行
氏
が
群
馬
縣
笠
懸
村
岩
宿
の
村
道

が
切
り
通
し
に
さ
れ
て
あ
ら
わ
れ
た
崖

の
断
面
の
ロ
ー
ム
層
に
人
間
に
よ
つ
て
加

工
さ
れ
た
黒
曜
石
片

の
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
登
見
し
績

い
て
石
片
、
石
器
が
畿

見
さ
れ
、
そ
こ
に
は
土
器
片
が
な
く
縄
文
文
化
以
前

の
遺
跡
ら
し
い
こ
と
が
知
ら

れ
、
其
の
後
、
明
治
大
學
の
杉
原
荘
介
氏
、
芹
澤
長
介
氏

(現
東
北
大
)
に
よ
つ

て
現
地
を
調
査
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り

ロ
ー
ム
層
か
ら
握
槌
、
掻
器
、
剥
片
、
石
片

な
ど
五
十
個
ほ
ど
採
集
さ
れ
て
い
る
。
印
ち
土
器
を
俘
は
な
い
石
器
が
出
土
す
る

遺
跡
、

つ
ま
り
蕾
石
器
時
代
の
遺
跡
が
日
本
に
あ

つ
た
の
で
あ
る
。

尚
ほ

一
九
五
七
年

(昭
和
三
二
)
に
大
阪
府
藤
井
寺
市
美
陵
町
國
府
遺
跡
か
ら

も
打
製
石
器
が
二
個
嚢
見
さ
れ
て
い
る
。

是
れ
ら
の
石
器
が

「
。プ
レ
縄
文
文
化
」

(先
縄
文
文
化
)
と

い
ふ
暫
定
用
語
で

取
扱
は
れ
る

「
無
土
器
文
化
」
時
代

の
所
産
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ

る

の

で
あ

る
。此

の
洪
積
世
の
日
本
列
島
に
は
巨
大
な
象
が
い
た
。
現
に
瀬
戸
内
海
の
海
底
か

五
二

ら
漁
夫
の
網
に
か
か
つ
て
引
上
げ
ら
れ
た
象
の
化
石
の
断
片
が
多
敷
に
あ

つ
て
保

管
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
事
か
ら
推
し
て
日
本
は
そ
の
頃
大
陸
と
ま
だ
分
か
れ
て
い

な
か

つ
た
の
で
象
の
渡
來
が
あ

つ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

大
分
縣
丹
生
台
地
で

一
九
五
九
年

(昭
和
三
四
)
日
本
最
古
の
曹
石
器
と
想
定

さ
れ
る
多
敷
を
護
見
し
て
い
る
。
但
し
是
れ
は
人
が
使
用
し
た
も
の
か
自
然
石
そ

の
ま
ま
の
群
集
か
に
就
て
は
學
界
で
論
議
さ
れ

つ
つ
あ
る
が
、
此
れ
に
類
す
る
遺

跡
遺
物
が
ま
た
い
つ
ど
こ
か
ら
獲
見
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

過
去
の
事
實
は
既
に
絡
了
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
其
れ
を
解
繹
し
理
解
し
よ

う
と
す
る
歴
史
観
は
膠
着
し
て
は
な
ら
な

い
の
で
繕
え
ず
動
き
且

つ
新
鮮
さ
を
示

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(昭
和
42

・
7

・
1
)

(本
學
数
授
)


