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第
二
章

原
始
の
日
本

「
縄
文
記
号
」

わ
た
し
は
、
日
本
古
代
史
に
つ
い
て
、
幾
人
か
の

先
生
が
書
い
た
も
の
に
学
び
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、

ど
う
も
、
齋
藤
守
弘
先
生
と
い
う
方
が
、
学
問
的
に

も
っ
と
も
正
し
く
、
深
い
研
究
を
し
て
お
ら
れ
る
。

わ
た
し
は
そ
う
判
断
し
て
い
ま
す
。
齋
藤
先
生
は
、

講
談
社
文
庫
の
『
神
々
の
発
見
』
の
著
者
で
す
。（
こ

の
本
は
、
二
〇
〇
五
年
八
月
現
在
、
売
り
切
れ
状
態
。
）
先

生
は
、
世
界
の
古
代
遺
跡
と
日
本
の
古
代
遺
跡
の
共

通
性
を
発
見
し
ま
し
た
。
と
く
に
、
刻
ま
れ
て
い
る

古
代
人
の
記
号
の
共
通
性
を
発
見
し
ま
し
た
。
そ
し

て
、
先
生
は
そ
の
記
号
に
、
「
縄
文
記
号
」
と
命
名

し
ま
し
た
。
実
は
世
界
共
通
の
記
号
で
す
が
、
日
本

列
島
に
は
、
そ
う
い
う
太
古
の
文
化
の
痕
跡
が
多
く

遺
っ
て
い
ま
す
。
四
方
を
海
に
囲
ま
れ
、
戦
争
に
よ

の
こり

古
い
文
化
の
痕
跡
を
消
さ
れ
る
こ
と
が
、
少
か
っ

た
か
ら
で
す
。
日
本
列
島
に
お
け
る
そ
う
い
う
保
存

の
良
さ
も
記
念
し
、
世
界
共
通
の
記
号
に
「
縄
文
記
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号
」
と
命
名
し
ま
し
た
。
「
極
東
の
日
本
の
縄
文
遺

跡
を
調
べ
る
と
、
か
え
っ
て
研
究
が
世
界
的
に
進
む
、

そ
の
よ
う
な
世
界
共
通
の
記
号
」
と
い
う
意
味
で
す
。

日
本
列
島
に
お
け
る
太
古
の
文
化
の
痕
跡
は
、
縄

文
遺
跡
の
み
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
『
日
本
書
紀
』
『
古

事
記
』
と
い
う
書
物
や
各
地
の
神
社
や
今
な
お
続
い

て
い
る
皇
室
の
儀
式
。
実
は
こ
う
い
う
、
日
本
人
に

と
っ
て
は
あ
た
り
ま
え
の
も
の
の
中
に
、
日
本
と
世

界
の
太
古
の
文
化
の
謎
を
学
問
的
に
解
き
明
す
、
大

切
な
手
が
か
り
を
、
次
か
ら
次
へ
と
発
見
し
て
い
く
。

齋
藤
守
弘
先
生
は
名
探
偵
の
よ
う
で
す
。

こ
こ
で
誤
解
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
以
上
の
こ
と

は
、
日
本
民
族
が
優
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
日
本
列
島
は
、
世
界
の
歴
史
に
お
い
て
、

全
体
的
に
比
較
す
る
と
、
わ
り
と
平
和
な
列
島
で
あ

っ
た
か
ら
、
太
古
の
文
化
の
保
存
が
優
れ
て
い
る
。

学
問
的
に
大
切
な
手
が
か
り
が
豊
か
で
あ
る
。
ま
さ

に
世
界
遺
産
に
指
定
し
、
ゆ
っ
く
り
研
究
し
た
い
文

物
や
風
習
が
豊
か
で
あ
る
。
貴
重
な
博
物
館
の
よ
う

な
列
島
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
す
。
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齋
藤
先
生
の
方
法

齋
藤
先
生
は
学
問
的
に
正
し
い
。
わ
た
し
が
そ
う

考
え
る
の
は
、
以
下
の
理
由
か
ら
で
す
。
も
と
も
と

先
生
は
、
東
京
教
育
大
学
で
物
理
学
を
学
ば
れ
た
か

ら
、
科
学
的
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
に
つ
い
て
、

敏
感
で
す
。
そ
れ
の
み
で
な
く
、
先
生
の
古
代
史
研

究
は
、
視
野
が
綜
合
的
で
あ
り
、
人
間
、
こ
の
場
合

は
、
古
代
人
の
全
体
性
を
鋭
く
見
つ
め
て
い
ま
す
。

そ
の
一
。
先
生
は
、
考
古
学
の
最
新
成
果
を
実
証

齋藤守弘先生自筆

「縄文記号」
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の
基
礎
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
二
。
各
地
の
神
社
の

あ
り
方
や
社
伝
（
神
社
に
保
存
さ
れ
て
い
る
言
い
伝

え
）
に
つ
い
て
歩
い
て
調
べ
ま
わ
っ
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
民
俗
学
の
柳
田
国
男
の
よ
う
な
仕
事
で
す
。
そ

の
三
。
奈
良
時
代
に
ま
と
め
ら
れ
た
、
ま
じ
め
な
国

家
事
業
の
、
『
日
本
書
紀
』
を
て
い
ね
い
に
調
べ
て

い
ま
す
。
そ
の
四
。
漢
字
の
起
源
の
研
究
者
と
し
て

有
名
な
、
白
川

静
先
生
の
『
字
統
』
と
い
う
本
を

調
べ
、
『
日
本
書
紀
』
の
中
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
漢

字
に
込
め
ら
れ
た
ま
じ
め
な
想
い
を
、
て
い
ね
い
に

分
析
し
て
い
ま
す
。
そ
の
五
。
先
生
は
も
と
、
Ｓ
Ｆ

（
Ｓ
Ｆ
を
現
代
の
神
話
と
言
っ
て
も
よ
い
で
す
。
）

の
研
究
者
で
し
た
。
今
は
、
『
日
本
書
紀
』
『
古
事

記
』
を
含
む
、
世
界
の
神
話
を
比
較
研
究
し
て
い
ま

す
。つ

ま
り
、
考
古
学
の
客
観
的
な
事
実
か
ら
、
神
話

と
い
う
も
の
を
ま
じ
め
に
遺
し
た
、
古
代
人
の
主
体

的
な
こ
こ
ろ
ま
で
。
先
生
が
古
代
人
を
見
つ
め
る
、

そ
う
い
う
綜
合
性
。
わ
た
し
は
、
こ
の
数
年
間
、
ロ

ッ
ク
・
バ
ン
ド
の
追
っ
か
け
で
は
な
く
、
齋
藤
守
弘
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先
生
の
古
代
史
研
究
発
表
会
の
追
っ
か
け
を
や
っ
て

い
ま
す
。『
神
々
の
発
見
』
の
次
の
著
作
の
内
容
が
、

日
々
蓄
積
さ
れ
て
い
る
の
を
、
追
っ
か
け
て
い
ま
す
。

神
話
の
奥
に

そ
れ
に
し
て
も
な
ぜ
、
『
日
本
書
紀
』
『
古
事
記
』

と
い
う
神
話
が
、
太
古
の
文
化
の
痕
跡
な
の
で
し
ょ

う
か
。
『
日
本
書
紀
』
は
、
各
地
の
古
い
古
い
言
い

伝
え
を
、
か
な
り
公
平
に
、
集
大
成
し
た
も
の
で
す
。

『
古
事
記
』
は
、
『
日
本
書
紀
』
に
対
抗
し
て
、
文

学
的
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
の
よ
う
で
す
。

『
日
本
書
紀
』
が
て
い
ね
い
に
集
め
た
、
各
地
の

古
い
古
い
言
い
伝
え
が
、
な
ぜ
あ
っ
た
か
。
奈
良
時

代
よ
り
前
に
、
ど
う
も
何
百
年
も
連
綿
と
続
い
て
い

た
ら
し
い
、
各
地
の
古
い
古
い
言
い
伝
え
が
、
な
ぜ

あ
っ
た
か
。
そ
の
古
い
古
い
言
い
伝
え
が
、
な
ぜ
、

神
話
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
形
式
で
あ
っ
た
か
。

齋
藤
守
弘
先
生
は
そ
こ
に
、
縄
文
時
代
や
弥
生
時

代
の
古
代
人
ら
し
い
、
人
間
ド
ラ
マ
が
あ
っ
た
と
、

推
理
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
人
間
社
会
が
母
系
制
か
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ら
父
系
制
へ
転
換
し
た
こ
と
と
、
古
代
人
が
言
い
伝

え
を
、
神
話
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
形
式
に
し
た

こ
と
の
、
つ
な
が
り
を
、
鋭
く
推
理
し
て
い
ま
す
。

詳
し
い
こ
と
を
、
わ
た
し
が
へ
た
に
ご
紹
介
す
る

こ
と
は
、
齋
藤
先
生
に
対
し
て
失
礼
で
す
。
齋
藤
先

生
の
次
の
著
作
の
出
現
を
、
待
っ
て
い
た
だ
き
ま
し

ょ
う
。

申
し
上
げ
た
い
こ
と
は
、
『
日
本
書
紀
』
を
、
た

だ
の
作
り
話
と
し
て
、
軽
視
し
た
り
、
軽
蔑
し
た
り

し
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、

神
話
を
神
話
の
ま
ま
、
信
仰
し
て
も
、
現
実
の
生
活

の
役
に
立
ち
ま
せ
ん
。
大
切
な
こ
と
は
、
そ
の
奥
に
、

縄
文
時
代
や
弥
生
時
代
の
素
朴
な
人
間
ド
ラ
マ
が
隠

さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
神
で
は
な
く
、

素
朴
な
古
代
人
の
人
間
性
を
見
つ
め
る
こ
と
が
大
切

で
す
。
こ
れ
が
、
す
れ
っ
か
ら
し
た
文
明
人
が
忘
れ

た
、
や
す
ら
ぎ
を
回
復
す
る
、
正
し
い
道
で
す
。
原

始
人
は
確
か
に
、
や
む
を
え
ず
、
乱
暴
な
面
も
あ
り

ま
し
た
。
し
か
し
、
原
始
人
に
あ
る
素
朴
さ
を
、
軽

視
し
た
り
、
軽
蔑
し
た
り
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
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縄
文
る
ね
っ
さ
ん
す

Ｊ
Ｏ
Ｍ
Ｏ
Ｎ
あ
か
で
み
ぃ
。

わ
た
し
た
ち
の
平
和
教
育
の
学
校
の
名
は
、
『
神

々
の
発
見
』
に
齋
藤
先
生
が
書
か
れ
た
「
縄
文
ア
カ

デ
ミ
ー
」
と
い
う
こ
と
ば
に
学
び
、
表
記
を
変
化
さ

せ
、
未
来
の
や
す
ら
ぎ
を
祈
る
こ
と
ば
と
し
ま
し
た
。

縄
文
る
ね
っ
さ
ん
す
が
は
じ
ま
る
。

十
四
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
古
代

の
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
に
も
っ
と
注
目
し
よ
う
、
そ

し
て
新
し
い
学
問
と
新
し
い
芸
術
を
興
そ
う
、
そ
う

い
う
運
動
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
が
あ
り
ま
し
た
。

今
、
実
に
こ
の
わ
た
し
た
ち
の
住
む
日
本
列
島
を
、

貴
重
な
博
物
館
の
よ
う
に
扱
い
、
縄
文
る
ね
っ
さ
ん

す
が
は
じ
ま
り
ま
す
。
日
本
発
の
運
動
で
す
か
ら
、

る
ね
っ
さ
ん
す
、
と
ひ
ら
が
な
で
書
き
ま
す
。

日
本
は
西
暦
六
六
三
年
、
白
村
江
の
戦
い
で
敗
れ
、

は
く
そ
ん
こ
う

中
国
文
明
の
す
ご
さ
に
驚
き
ま
し
た
。
そ
れ
以
後
、

中
国
文
明
の
影
響
を
強
く
受
け
ま
し
た
。
日
本
語
の

文
字
は
漢
字
か
な
ま
じ
り
文
で
す
。
漢
字
は
中
国
文
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化
、
か
な
は
日
本
文
化
で
す
。

今
、
わ
た
し
た
ち
は
、
白
村
江
敗
戦
よ
り
前
の
、

日
本
文
化
の
基
礎
を
、
見
つ
め
直
し
ま
す
。
そ
し
て

新
し
い
学
問
と
新
し
い
芸
術
を
興
し
て
い
き
ま
す
。

最
古
の
共
通
の
夢
想

そ
う
い
う
祖
先
追
想
の
道
は
、
北
極
星
に
関
係
す

る
、
人
間
最
古
の
信
仰
が
あ
っ
た
こ
と
、
今
の
臨
死

体
験
に
も
似
た
、
夢
想
が
あ
っ
た
こ
と
に
、
想
い
至

る
よ
う
で
す
。
民
族
闘
争
と
い
う
も
の
が
ま
だ
な
い

こ
ろ
の
、
世
界
共
通
の
夢
想
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と

が
、
長
野
県
で
見
つ
か
っ
た
、
有
名
な
土
偶
か
ら
わ

か
る
。
縄
文
の
ビ
ー
ナ
ス
（
こ
の
本
の
表
紙
参
照
）

と
呼
ば
れ
る
、
美
し
い
土
偶
の
頭
部
に
刻
ま
れ
た
、

「
縄
文
記
号
」
か
ら
わ
か
る
。
そ
れ
が
齋
藤
守
弘
先

生
の
新
説
で
す
。
な
お
、
縄
文
時
代
・
弥
生
時
代
・

古
墳
時
代
と
分
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ら
の
す

べ
て
を
貫
く
、
縄
文
文
化
と
い
う
基
調
が
あ
る
よ
う

で
す
。
た
と
え
ば
、
世
界
最
大
の
古
墳
の
仁
徳
天
皇

陵
が
大
阪
府
堺
市
に
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
前
方
後
円
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墳
の
前
方
後
円
と
い
う
壮
大
な
形
状
そ
の
も
の
が
、

「
縄
文
記
号
」
で
あ
る
と
、
齋
藤
先
生
は
指
摘
し
て

い
ま
す
。

理
想

そ
し
て
わ
た
し
た
ち
の
「
や
す
ら
ぎ
茶
室
チ
ェ
ー

ン
る
ね
（
仮
称
）
」
の
理
想
は
、
シ
ャ
カ
個
人
と
マ

ル
ク
ス
個
人
と
孔
子
個
人
と
キ
リ
ス
ト
個
人
と
マ
ホ

メ
ッ
ト
個
人
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
代
弁
者
が
円
卓
会
議

を
し
や
す
い
空
間
を
し
だ
い
に
創
っ
て
い
く
こ
と
で

す
。
縄
文
の
ス
ト
ー
ン
サ
ー
ク
ル
の
あ
り
方
に
も
関

係
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
異
質
な
文
化
が
平
和
に

討
論
し
、
し
だ
い
に
矛
盾
を
解
決
し
て
い
く
空
間
を
、

新
し
い
学
問
と
し
て
、
新
し
い
芸
術
と
し
て
、
デ
ザ

イ
ン
し
て
い
く
こ
と
。
こ
の
こ
と
こ
そ
が
、
平
和
運

動
の
本
質
で
あ
る
。
こ
れ
が
わ
た
し
の
持
論
で
す
。

全
面
統
一
の
夢
で
す
。

こ
こ
で
、
各
偉
人
に
つ
い
て
、
い
ち
い
ち
「
個
人
」

と
断
っ
た
の
は
、
な
ぜ
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
偉
人
に
深

く
学
ん
だ
と
自
称
す
る
後
世
の
組
織
群
は
、
そ
れ
ぞ
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れ
組
織
と
し
て
生
存
す
る
た
め
、
そ
の
時
そ
の
時
の

民
衆
や
諸
権
力
に
迎
合
し
た
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
、
偉

人
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
伝
え
な
く
な
っ
て
い
る
。

そ
う
、
わ
た
し
は
想
う
か
ら
で
す
。

世
界
の
七
大
民
族
主
義
は
、
以
下
で
す
。

西
欧
人
の
哲
学
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
南
欧
人
の

哲
学
と
カ
ト
リ
ッ
ク
、
東
欧
人
の
哲
学
と
ギ
リ
シ
ャ

正
教
、
イ
ス
ラ
ム
人
の
イ
ス
ラ
ム
教
、
中
国
人
の
儒

教
と
道
教
や
中
国
仏
教
、
イ
ン
ド
人
の
ヒ
ン
ズ
ー
教
、

チ
ベ
ッ
ト
人
の
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
。

「
諸
文
明
人
の
誇
り
と
、
思
考
や
情
念
の
固
い
殻

を
少
し
ず
つ
溶
解
さ
せ
て
い
く
お
世
話
役
」
に
、
わ

た
し
た
ち
日
本
人
は
な
り
た
い
で
す
。
日
本
人
の
神

道
と
日
本
仏
教
を
未
来
的
に
芸
術
化
し
つ
つ
。

最
終
的
に
は
、
国
家
と
い
う
も
の
が
必
要
で
な
く

な
る
未
来
の
現
実
を
予
想
し
た
い
で
す
。

そ
う
い
う
新
し
い
ま
じ
め
な
希
望
の
も
と
に
、
平

和
教
育
商
業
経
営
シ
ス
テ
ム
を
、
わ
た
し
た
ち
は
構

築
し
ま
す
。
す
で
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
を
通
し

て
、
諸
文
明
の
情
報
が
混
乱
し
始
め
て
い
ま
す
。
そ
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う
い
う
情
報
を
わ
か
り
や
す
く
整
理
す
る
こ
と
と
、

日
本
の
家
庭
の
問
題
や
、
日
本
の
中
小
企
業
の
問
題

を
解
決
す
る
こ
と
は
、
無
関
係
で
あ
り
ま
せ
ん
。
今

の
日
本
人
は
、
ア
メ
リ
カ
の
イ
メ
ー
ジ
に
頼
ろ
う
か
、

中
国
の
イ
メ
ー
ジ
に
頼
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
ど
う
し

よ
う
か
な
ど
と
、
迷
っ
て
い
る
人
が
多
い
か
ら
で
す
。

日
本
列
島
を
平
和
観
光
地
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
ま

し
ょ
う
。
米
日
中
各
文
化
の
バ
ラ
ン
ス
を
追
求
し
ま

し
ょ
う
。

わ
た
し
た
ち
は
日
本
と
世
界
の
お
客
さ
ま
の
た
め

に
平
和
教
育
の
効
率
と
事
業
成
長
の
効
率
を
追
求
し

ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
凜
と
し
て
、
人
間
社
会
の

安
心
へ
の
道
を
販
売
い
た
し
ま
す
。


