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本
書
は
中
鷺
先
史
時
代
研
究
の
上
に
耀
か
し
い
曙

を
告
げ
た
河
南
省
灘
池
縣
の
仰
劒
噛
癖
跡
を
感
心
と
し

て
、
着
て
附
近
の
乱
訴
塞
…
遺
跡
及
び
同
省
河
陰
縣
に

．
あ
る
歎
ケ
の
歯
跡
の
正
式
な
謂
査
報
告
灘
“
で
あ
る
。

尤
も
こ
れ
ら
の
曲
遺
跡
に
就
て
は
、
既
に
博
士
が
屡
々

雷
及
さ
れ
た
所
で
、
又
庇
係
の
彩
陶
の
養
料
は
、
ア

ル
ネ
博
士
の
「
中
國
河
南
の
蒋
色
陶
器
」
に
於
て
認

．
蓮
さ
粒
て
居
る
の
で
、
今
囲
の
報
告
書
で
全
く
新
し

い
馬
料
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
極
め
て
乏
し
く
、
た

だ
從
來
の
費
料
が
よ
り
多
数
に
、
叉
よ
り
詳
細
肥
に
報
「

告
せ
ら
れ
た
と
雷
う
に
過
ぎ
ず
、
圃
版
●
．
論
考
共
に

ま
た
從
來
の
も
の
と
重
複
し
た
貼
が
多
い
。
そ
こ

で
、
こ
の
紹
介
に
於
て
は
、
そ
れ
ぐ
の
内
容
を
塁

げ
哉
よ
り
も
最
も
重
要
と
考
え
ら
れ
る
雑
多
及
び
岡

題
に
限
る
こ
と
に
す
る
。

　
さ
て
本
書
に
詑
載
さ
れ
て
る
る
慧
跡
の
内
、
簿
士

が
珈
税
し
く
．
獲
掘
さ
れ
．
た
の
け
ゾ
仰
珊
鱒
遺
出
跡
に
止
ま
罰
り
、

不
招
塞
は
獲
掘
中
に
一
度
訪
濡
し
た
に
過
ぎ
ず
山
陰

佛懸

ﾌ
諸
遺
跡
は
從
者
を
派
嘩
叙
し
て
　
資
料
の
蒐
集
を
行

わ
し
め
た
に
止
っ
て
い
る
。
從
っ
て
本
書
の
内
容
も

仰
翻
が
面
心
で
あ
り
、
叉
學
術
温
品
値
も
仰
翻
が
主

た
る
こ
と
は
當
然
で
あ
る
。
こ
の
仰
溜
遺
跡
の
紅
織

的
噛
彼
掘
…
が
行
わ
れ
た
個
々
、
の
箇
脈
川
、
及
び
そ
の
糀
獲
掘

の
輕
過
が
和
字
の
報
告
害
に
於
て
明
ら
か
に
せ
ら
れ

た
の
は
先
ず
重
要
証
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
嬰
掘
籔

所
は
十
七
ケ
所
を
敬
え
て
、
大
膿
に
於
て
谷
や
近
路

の
近
く
の
獲
掘
に
便
利
な
揚
所
が
選
ば
れ
て
い
る
。

そ
の
内
、
墓
祉
ニ
ケ
所
、
灰
謂
井
戸
の
遣
稚
が
ニ
ケ

所
を
除
い
て
そ
の
他
の
麺
常
の
ト
レ
ン
チ
は
あ
ま
参

大
き
な
も
の
で
な
く
、
、
最
長
の
一
つ
が
二
＋
米
と
云

う
か
ら
、
通
じ
て
小
地
域
の
工
務
で
あ
る
。
後
に
同

者
を
派
澄
し
て
獲
挿
せ
し
め
た
場
所
が
ニ
ケ
所
あ
る

が
、
こ
れ
は
大
矩
の
使
置
し
か
分
ら
な
い
。
晶
欄
蓮
の

r
十
七
の
嚢
掘
笛
所
は
す
べ
て
地
維
上
に
明
詑
さ
れ
て

あ
る
。
さ
れ
ば
仰
需
遺
跡
に
關
す
る
博
士
の
知
識

は
、
以
上
の
獲
掘
の
結
果
、
及
び
道
路
に
よ
る
丈
化
．

暦
の
切
一
面
の
槻
察
よ
り
威
り
立
っ
て
い
る
わ
け
で

あ
る
ρ

　
こ
の
仰
溜
抵
跡
を
始
め
と
す
る
博
士
の
河
南
・
甘

粛
に
於
け
る
業
績
は
、
中
醐
の
考
古
學
者
を
刺
戟
し

爾
來
各
地
で
先
史
郡
代
の
遺
跡
が
績
々
と
霊
棚
調
査

さ
わ
て
、
済
々
の
新
憲
㌦
實
の
焚
見
が
報
り
ぜ
ら
れ
た

が
、
そ
の
凡
門
、
最
も
重
要
な
も
の
は
、
山
東
省
の
城

子
田
臣
に
於
け
る
黒
陶
曲
遺
跡
の
怖
彼
見
、
及
び
股
｛
堀
の
後

節
に
於
け
る
彩
陶
・
黒
陶
・
白
陶
の
暦
位
的
序
列
の

検
禺
で
あ
ら
う
。
㌔
な
ほ
彩
陶
。
黒
陶
の
暦
位
を
巽
に

す
る
こ
と
は
他
の
敏
ケ
の
河
南
山
の
遺
跡
に
於
て
も

橡
用
〔
さ
れ
た
。
・
石
の
う
ち
前
者
の
問
題
に
窪
し
、
黒
…

陶
が
・
實
は
こ
の
仰
溜
に
於
て
も
存
嘉
し
て
い
た
こ
と

．
を
　
．
．
目
δ
℃
お
｝
器
ぎ
圏
．
鴫
野
昏
o
O
三
g
コ
。
o
鳩
b

（」

v
ソ
H
蜀
舅
臣
．
翼
○
・
戸
凱
）
冠
於
て
獲
表
せ
ら
れ
た
博
．

士
は
、
今
回
の
報
”
告
書
に
於
て
は
、
仰
留
に
於
け
る
「

暦
位
的
な
槻
察
の
群
細
を
述
べ
て
居
る
。
即
ち
、
納
撹

悔閉

�
p
…
た
可
能
性
の
最
も
少
い
と
考
え
ら
れ
る
獲
掘

箇
所
第
二
及
び
第
三
は
主
と
し
て
暦
位
の
確
認
の
だ

　
　
ゆ

め
に
調
査
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
墓
駈
た
る
獲

掘
箇
所
［
第
十
二
に
於
て
は
、
遺
骸
の
存
在
し
た
厨
の

（　23C）　）

九
三
・



書

九
四

焚
見
物
が
詳
細
に
記
蓮
さ
れ
て
い
る
上
に
、
更
に
そ

の
暦
…
よ
三
下
の
爽
掘
が
行
は
九
V
た
の
で
あ
っ
た
。
蓮

葉
箇
所
第
二
に
嘗
て
は
、
地
表
下
三
・
一
五
米
迄
が

六
燈
に
分
っ
て
調
査
さ
れ
た
が
、
こ
瓦
で
は
丈
化
土

が
厚
く
、
な
お
そ
の
底
部
に
迄
…
欲
し
て
い
な
い
。
第

三
に
於
て
は
地
下
一
・
四
米
で
丈
化
燈
は
絡
っ
て
居

り
、
こ
れ
は
二
贋
に
分
け
て
獲
掘
し
た
と
あ
る
。
第

十
二
に
於
て
は
澄
骸
の
存
し
た
【
贋
よ
り
更
に
下
が
一

米
前
後
嚢
掘
さ
れ
て
反
て
、
こ
払
は
主
と
し
て
逡
骸

の
有
無
の
槍
出
の
た
め
掘
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
す

べ
て
の
出
土
遺
物
の
記
載
が
あ
っ
て
、
三
位
的
槻
察

に
一
億
料
を
提
供
し
で
居
る
。
か
く
て
こ
れ
ら
の
魏

察
か
ら
結
諭
さ
れ
る
の
は
、
彩
陶
系
と
黒
陶
系
と
の

二
種
の
抵
物
が
、
仰
翻
に
あ
っ
て
は
所
帯
的
に
上
下

の
差
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
事
實
で
あ
っ
て
、
後

尚
弊
に
於
け
る
槻
察
の
結
呆
と
翻
反
す
る
も
の
で
あ

る
。
山
両
省
な
ど
に
湿
て
は
、
か
Σ
る
艦
位
の
混
ム
鑓

煎
状
’
態
が
認
め
ら
れ
て
居
る
の
で
、
畠
仰
溜
の
こ
の
事
轡
ハ

も
亦
㎞
県
賀
性
を
示
す
も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
た

だ
他
方
に
於
て
、
そ
の
附
近
に
全
く
彩
陶
の
認
め
ら

れ
な
い
不
黒
髪
茄
の
瀧
跡
が
あ
り
、
而
も
租
【
土
の
土
器

が
仰
翻
の
そ
れ
と
極
め
て
時
代
の
近
い
も
の
で
あ
る

こ
と
や
、
叉
、
上
に
述
べ
た
こ
の
仰
翻
に
於
け
る
内

位
的
褒
掘
が
、
實
は
必
ず
し
も
十
全
の
も
の
と
は
云

い
難
い
か
ら
な
お
問
題
を
幾
す
も
の
と
見
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。
ド
こ
の
鮎
で
忠
士
も
亦
、
、
こ
の
暦
位
的
事
實

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ

の
確
…
認
の
た
め
に
、
巾
・
酎
図
の
學
畜
が
仰
翻
の
曲
遺
跡
を

再
嚢
掘
す
る
こ
と
を
希
望
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。

併
し
こ
の
艶
出
照
及
び
不
審
築
の
正
式
な
報
出
口
が
装
表

さ
れ
た
今
日
で
は
、
爾
遺
跡
壁
土
遣
物
の
精
密
な
る

比
較
か
ら
、
空
虚
事
跡
が
果
し
て
輩
一
な
る
時
期
に

聾
す
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
必
ず
し
も
考
究
不
可

能
な
事
で
は
な
く
、
こ
れ
は
我
々
に
課
せ
ら
れ
た
興

昧
あ
る
問
題
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
が
愚
わ
れ
る
の
で

あ
る
。

　
次
に
正
し
く
嚢
表
せ
ら
れ
た
贅
料
と
し
て
は
、
嚢

非
衝
撃
第
十
二
、
、
即
ち
墓
駈
の
近
く
で
獲
見
せ
ら
れ

た
一
聯
の
蓮
物
が
あ
る
。
こ
れ
は
十
五
ケ
日
小
型
の

壷
又
は
筒
形
土
器
で
．
あ
っ
て
、
五
十
糎
李
方
程
の
場

所
に
密
集
し
て
逡
存
し
て
み
た
。
こ
わ
ら
0
遺
品

は
、
高
さ
五
糎
か
ら
八
糎
ほ
ど
の
も
の
で
、
到
底
轡
ハ

用
に
供
せ
ら
れ
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
ま
た
そ

の
形
は
彩
陶
と
は
粂
然
似
て
屠
な
い
。
更
に
こ
の
．
附

近
よ
り
、
高
さ
四
糎
か
ら
八
糎
ほ
ど
の
拗
錐
形
の
土

製
晶
が
こ
れ
亦
群
を
な
し
て
獲
見
さ
れ
て
い
る
Q
邸

ち
雨
者
は
、
そ
の
出
土
歌
聖
か
ら
、
副
葬
品
で
な
い

こ
と
は
確
實
で
あ
る
が
、
何
か
墓
地
に
載
量
あ
る
祭

祀
の
道
呉
で
あ
る
か
、
叉
は
、
望
地
に
關
係
は
無
い

と
し
て
も
、
何
か
宗
教
的
な
行
事
に
關
係
の
あ
る
も

の
と
推
定
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
仰
溜
出
跡
に
つ
い
で
不
招
纂
の
藏
物
に
あ
っ
て
は

と
り
た
て
て
、
新
資
料
と
し
て
紹
介
す
る
も
の
に
乏

し
い
。
た
虻
、
博
士
が
警
察
せ
ら
れ
た
限
り
で
は
、

棚
動
眼
に
於
て
多
数
に
見
識
さ
れ
る
所
謂
a
り
o
o
マ
Φ
け
獅
、

が
上
髭
で
は
全
く
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
事
實
と
、
調
．

査
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
が
、
瀧
池
縣
城
か
ら
紳
鷲
村

に
至
る
道
路
の
近
く
と
、
涌
池
縣
城
近
郊
に
隔
て
、

都
合
ニ
ケ
厨
、
不
招
纂
と
同
様
の
遺
物
を
出
す
慧
跡

の
存
在
す
る
こ
と
が
報
ぜ
ら
れ
、
こ
の
種
の
遣
跡
が

豊
富
で
あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
て
い
る
の
は
記
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。

　
河
陰
縣
の
諮
避
跡
は
大
藩
遣
物
の
紹
介
の
み
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
藩
主
纂
・
池
溝
纂
・
王
爺
溝
・
屠
三

思
M
O
づ
雇
ψ
　
の
四
ケ
師
川
で
あ
る
。
掲
載
せ
ら
れ
た
地

圃
に
よ
る
と
す
べ
て
黄
河
の
河
原
に
麗
し
た
台
地
上

に
轟
仔
在
す
る
よ
う
で
、
立
地
の
修
W
件
は
甘
粛
省
の
挑

河
流
域
の
諸
遺
跡
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
様
に
思
は

れ
’
る
。
こ
れ
ら
の
曲
遺
跡
は
、
賦
与
の
彩
陶
の
丈
様
よ

り
し
て
、
仰
留
よ
り
や
」
時
代
の
下
る
も
の
で
あ
る

（　237　）



と
推
定
さ
れ
て
居
る
。
な
お
こ
」
で
注
意
を
引
く
の

は
、
．
翼
ぎ
緊
鳩
。
照
準
5
に
於
て
、
弧
線
丈
土
器
の

破
片
が
採
集
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
陶
緩
　

の
丈
様
は
赤
峯
紅
山
後
の
遣
跡
を
は
じ
め
、
満
洲
の

彩
陶
に
伴
撮
す
る
無
彩
丈
土
器
の
丈
様
の
特
徴
を
な

す
も
の
費
あ
り
、
從
來
は
中
國
本
土
に
於
て
は
未
だ

獲
見
さ
れ
て
居
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
報
皆
の
最
後
に
臨
士
は
総
括
と
し
て
、
こ

調
ら
各
遣
跡
の
相
互
關
係
、
及
び
、
甘
粛
彩
陶
と
の

關
係
を
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
所
見
た
る
や
從

來
と
繋
り
が
な
く
、
不
招
塞
は
仰
翻
よ
り
時
期
が
遽

れ
る
こ
と
、
河
九
三
の
諸
遣
跡
は
仰
溜
よ
り
や
」
下

る
も
の
な
る
こ
と
、
更
に
甘
齋
仰
翻
期
と
河
南
の
仰

農
期
と
は
同
時
代
で
あ
り
、
河
南
に
於
て
は
そ
の
後
．

の
歴
史
の
遜
展
の
結
果
、
彩
陶
が
割
介
早
く
溝
滅
し

た
の
に
聾
し
、
甘
粛
起
撃
て
は
、
そ
の
後
も
縫
績
し

て
酉
紀
箭
五
百
年
頃
迄
彩
陶
が
存
在
し
た
と
い
う
推

定
を
再
び
繰
返
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
之
を
要
す

r
る
に
中
國
先
史
蘇
・
代
研
究
史
の
第
二
頁
ぺ
を
鴨
脚
る
べ
き

仰
五
爵
跡
が
、
か
く
の
如
く
に
し
て
そ
の
幽
思
が
剴

か
に
せ
ち
わ
、
な
お
考
究
の
除
地
を
残
し
な
が
ら
も

今
迄
や
、
不
明
瞭
で
あ
っ
た
各
種
の
問
題
の
焦
…
瀦
が

一
暦
明
瞭
に
な
っ
た
の
は
我
々
の
大
き
な
喜
び
で
あ

亡蹴
lk一

る
。　

　
　
　
　
　
　
　
一
藤
澤
長
治
一

　
井
上
光
貞
著

　
　
，
日
本
古
代
史
の
諸
問
題

　
非
〃
上
光
貞
1
こ
の
俊
秀
を
謳
わ
れ
る
若
き
古
代

史
家
に
つ
い
て
今
更
紹
介
す
る
要
は
あ
る
ま
い
。
昭

抑
十
八
年
史
學
単
二
に
「
王
仁
の
工
商
氏
族
と
そ
の

佛
…
敦
」
を
獲
表
し
て
悲
憤
、
古
代
の
肚
・
曾
史
と
佛
教

史
の
雨
領
域
に
わ
た
っ
て
劃
期
的
な
力
作
を
次
々
と

公
に
せ
ら
れ
た
氏
の
存
在
は
、
月
本
史
に
關
心
を
よ

せ
る
ほ
ど
の
者
な
・
か
ば
、
誰
一
入
琉
過
し
程
な
か
っ

た
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
今
匝
、
氏
の
侃
獄
多
い

論
稿
め
う
ち
か
ら
H
本
の
古
代
祉
會
に
關
す
る
も
の

六
篇
一
一
、
戸
離
岬
畏
め
研
究
」
（
新
H
本
史
瀧
…
座
儒
曙

四
圃
門
所
儲
荻
）
二
、
「
「
大
和
閥
罵
鼠
の
宵
㍗
電
・
的
…
北
姫
、
礎
」
（
未

艶
語
）
三
、
「
氏
旋
制
に
翻
す
る
二
つ
の
理
論
」
（
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
で

氷
歴
史
、
昭
郵
二
三
年
四
月
）
四
、
「
大
化
改
新
史

研
究
史
論
」
（
肩
本
古
代
肚
愈
、
1
）
五
、
「
庚
午
年
r

籍
と
封
氏
族
策
」
（
史
學
難
誌
、
五
六
編
下
灘
）
六
、

「
古
代
史
學
界
の
最
近
の
業
績
」
（
史
學
枯
旱
五
六
編

一
〇
號
、
歴
史
學
研
究
一
二
七
號
）
一
が
集
威
せ

　
ら
れ
、
清
薪
の
装
巻
．
凝
ら
し
て
我
々
の
机
邊
に
賂
ら

　
れ
た
こ
と
は
、
學
界
の
喜
び
た
る
を
失
わ
な
い
。

　
　
さ
て
本
書
を
概
槻
す
る
に
、
第
一
、
二
、
五
の
論

　
r
丈
は
そ
認
み
＼
標
題
と
す
る
問
題
に
つ
い
て
の
氏
自

　
身
の
研
究
で
あ
る
が
、
第
三
、
四
、
六
の
論
丈
は
過

　
去
の
研
究
の
整
理
と
批
鍔
と
を
内
容
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
ヴ
な
研
究
史
の
軍
観
は
、
訊
心
ら
く
氏
が
「
古

代
史
の
研
究
に
と
っ
て
は
他
の
分
野
以
上
に
、
、
研
究

　
史
が
電
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
」
（
三
二

　
四
頁
）
と
こ
ろ
が
ら
上
る
の
で
あ
っ
て
、
氏
の
堅
實

」
な
野
風
を
形
成
す
る
一
つ
の
因
子
と
な
っ
て
い
る
の

　
で
あ
る
が
、
氏
の
研
究
の
う
ち
に
》
、
れ
ら
先
人
の
業

　
績
が
い
か
に
見
事
に
搬
出
さ
れ
展
覧
さ
劇
て
い
る
か

　
は
、
以
下
に
述
べ
る
所
か
ら
自
ら
明
か
に
な
る
こ
と

　
と
思
う
コ
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
は
す
で
に
竹
内
理

　
三
氏
の
行
き
届
い
た
批
評
が
史
學
難
誌
五
八
編
五
號

　
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
木
鍬
は
紙
甲
奴
鵡
隈
ら
れ
て
い

　
る
こ
と
で
あ
る
し
、
蚕
般
の
紹
介
は
そ
れ
に
譲
り
、

　
私
は
井
上
氏
の
方
法
論
を
串
心
と
し
て
古
代
史
研
究

　
史
上
に
お
け
る
学
識
口
の
位
置
づ
け
凌
試
み
た
い
。

．
（
A
）
幽
嚢
黙
　
古
代
史
と
…
　
篇
っ
て
も
本
瓦
b
の
扱
う

　
班
は
大
羽
朝
廷
成
立
以
後
大
化
改
善
に
至
る
ま
で
の
・

　
時
代
を
中
心
と
し
て
い
る
。
こ
の
分
野
に
灘
け
る
近

九
五

（　2：；S　）


