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五

新
し
い
世
界
史
像
：
古
代
文
明
は
四
大
文
明
だ
け
だ
っ
た
か
ど
う
か

安
田 

喜
憲

『
西
洋
の
没
落
』
と
『
環
境
文
明
論
』

今
日
は
、
新
し
い
世
界
史
像
と
い
う
こ
と
で
、
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
た

く
思
い
ま
す
。

O
・
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
（O

sw
ald Spengler

）
と
い
う
人
が
一
九
一

八
年
と
一
九
二
二
年
に
『
西
洋
の
没
落
：
世
界
史
の
形
態
学
の
素
描
〔
第
一

巻
〕
世
界
史
的
展
望
〔
第
二
巻
〕』（D

er U
n

tergan
g des A

ben
dlan

des

）

と
い
う
本
を
書
き
ま
し
た
。
A
・
ト
イ
ン
ビ
ー
も
こ
の
O
・
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ

ー
の
影
響
を
受
け
ま
し
た
。『
西
洋
の
没
落
』
の
翻
訳
は
村
松
正
俊
さ
ん
と

い
う
人
が
な
さ
っ
て
、
五
月
書
房
と
い
う
出
版
社
が
刊
行
い
た
し
ま
し
た（
1
）。

そ
の
O
・
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
ニ
ュ
ー
・
エ
デ
イ
シ
ョ
ン
を
刊
行
し
た
後
に
、

私
の
本
を
刊
行
す
る
計
画
で
、
宣
伝
ま
で
出
ま
し
た
。
梅
原
猛
先
生
が
序
文

ま
で
書
い
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
五
月
書
房
は
、
O
・
シ
ュ
ペ
ン

グ
ラ
ー
の
『
西
洋
の
没
落
』
の
ニ
ュ
ー
・
エ
デ
イ
シ
ョ
ン（
2
）を
出
し
て
、
自
社

も
没
落
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
困
っ
て
お
り
ま
し
た
ら
、
論
創
社
と
い
う

出
版
社
か
ら
「
出
し
て
や
ろ
う
か
」
と
い
う
お
誘
い
が
あ
り
、
そ
れ
で
出
し

て
い
た
だ
い
た
本
が
こ
の
『
環
境
文
明
論
：
新
た
な
世
界
史
像（
3
）』
で
ご
ざ
い

ま
す
。

O
・
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
が
一
〇
〇
年
以
上
前
に
「
西
洋
は
没
落
す
る
」
と

い
う
こ
と
を
言
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
二
一
世
紀
の
前
半
に
現
実

の
も
の
と
な
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
イ
ギ
リ
ス

が
Ｅ
Ｕ
を
離
脱
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ
で
明
ら
か
に
、「
西
洋
の
没
落
が
始

ま
っ
た
」
と
い
う
の
が
、
私
の
考
え
で
ご
ざ
い
ま
す
。
東
欧
の
ポ
ー
ラ
ン
ド

講
演
論
文
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や
中
東
や
ア
フ
リ
カ
の
国
々
か
ら
、
豊
か
な
生
活
を
求
め
て
、
安
い
労
働
賃

金
で
働
く
人
が
や
っ
て
来
る
。
シ
リ
ア
か
ら
難
民
が
や
っ
て
く
る
。
こ
の
た

め
に
、
自
分
た
ち
の
職
が
奪
わ
れ
る
と
い
う
不
安
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
は
Ｅ
Ｕ

か
ら
離
脱
す
る
道
を
選
択
し
た
の
で
す
。

地
中
海
世
界
を
席
巻
し
た
ロ
ー
マ
文
明
没
落
の
原
因
は
、
ゲ
ル
マ
ン
民
族

の
大
移
動
で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
民
族
大
移
動
に
は
気
候
変
動
な
ど
い
ろ
い
ろ

な
要
因
が
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
結
局
豊
さ
を
求
め
て
の
ゲ
ル
マ
ン
民
族

の
大
移
動
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
民
族
の
大
移
動
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
を
崩

壊
さ
せ
る
の
で
す
。
O
・
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
が
西
洋
の
没
落
を
一
〇
〇
年
前

に
予
言
し
て
か
ら
、
い
よ
い
よ
Ｅ
Ｕ
諸
国
を
含
む
西
洋
は
没
落
へ
と
向
い
始

め
た
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。

伊
東
俊
太
郎
と
池
田
大
作

伊
東
俊
太
郎
先
生
が
一
九
七
四
年
に
『
人
類
文
化
史
２
）
4
（

』
と
い
う
本
を
刊

行
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
本
の
中
で
伊
東
先
生
は
「
近
代
に
お
け
る
西
欧
の
世

界
支
配
は
数
千
年
に
わ
た
る
文
明
史
の
叙
述
を
は
な
は
だ
偏
っ
た
も
の
に
し

て
し
ま
っ
た
。
今
や
西
欧
の
時
代
が
終
わ
り
、
真
の
意
味
で
の
人
類
の
時
代

が
到
来
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
、
こ
の
よ
う
な
西
欧
中
心
的
世
界
史
の
ゆ

が
み
が
た
だ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
4
）」
と
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
私
が
ま

だ
大
学
院
の
学
生
の
頃
に
、
す
で
に
こ
う
い
う
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

当
時
の
日
本
の
歴
史
学
会
は
マ
ル
ク
ス
史
観
と
い
う
歴
史
観
に
支
配
さ
れ
て

い
た
時
代
で
す
。

ま
だ
ま
だ
「
マ
ル
キ
ス
ト
で
な
け
れ
ば
人
に
非
ず
」
と
い
う
時
代
で
し

た
。
そ
ん
な
時
代
に
よ
く
ぞ
こ
う
し
た
こ
と
を
言
わ
れ
て
、
そ
し
て
今
で
も

伊
東
先
生
は
元
気
で
生
き
残
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

当
時
マ
ル
キ
ス
ト
を
批
判
す
る
と
「
お
前
必
ず
仕
返
し
さ
れ
る
ぞ
。
覚
悟

し
て
お
け
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
仕
返
し
も
伊
東
先
生
は

飄
々
と
受
け
流
し
、
荒
波
を
見
事
に
乗
り
越
え
て
こ
ら
れ
た
。
そ
し
て
今
、

伊
東
先
生
の
文
明
論
は
正
し
か
っ
た
。
未
来
に
先
駆
け
る
文
明
論
だ
っ
た
と

い
う
こ
と
を
多
く
の
人
が
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
廣
池
千
九
郎
先
生
を

創
設
者
と
す
る
麗
澤
大
学
が
、
伊
東
先
生
の
文
明
論
の
重
要
性
を
見
抜
き
、

比
較
文
明
研
究
セ
ン
タ
ー
（
後
に
は
比
較
文
明
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
）
ま
で

作
っ
て
い
た
だ
い
た
。

私
は
広
島
大
学
で
長
い
こ
と
助
手
を
し
て
お
り
ま
し
た
。
一
九
八
七
年
一

二
月
に
梅
原
猛
先
生
か
ら
電
話
が
か
か
っ
て
来
ま
し
た
。
私
の
『
世
界
史
の

な
か
の
縄
文
文
化（
5
）』
を
読
ん
で
い
た
だ
き
、
自
分
と
よ
く
似
た
大
胆
な
仮
説

を
提
示
す
る
男
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
お
電
話
い
た
だ
い
た
の
で
す
。
そ
の

大
胆
な
仮
説
と
は
、「
縄
文
は
文
明
だ
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
ち
ょ
う
ど
国

際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
が
で
き
た
と
こ
ろ
で
、
人
を
さ
が
し
て
お
ら
れ

た
梅
原
猛
先
生
は
「
君
を
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
助
教
授
と
し
て
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採
用
し
よ
う
と
思
う
の
だ
が
ど
う
か
ね
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
広
島
大

学
総
合
科
学
部
で
は
学
部
長
殺
人
事
件
が
あ
り
、
万
年
助
手
ま
で
覚
悟
し
て

い
た
私
に
は
、
そ
れ
は
神
の
声
に
聞
こ
え
ま
し
た
。
そ
し
て
一
九
八
八
年
四

月
に
や
っ
と
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
助
教
授
と
し
て
採
用
さ
れ
ま

し
た
。
そ
こ
で
私
は
何
か
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
ち

ょ
う
ど
伊
東
俊
太
郎
先
生
が
一
九
九
〇
年
に
東
京
大
学
か
ら
国
際
日
本
文
化

研
究
セ
ン
タ
ー
に
来
て
く
だ
さ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
の
で
、
伊
東
先

生
を
担
い
で
、「
文
明
と
環
境
」
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
や
ら
し
て
い
た

だ
い
た
の
で
す（
6
）。

そ
れ
か
ら
ず
っ
と
今
日
ま
で
、
伊
東
俊
太
郎
先
生
の
教
え
を
受
け
、
麗
澤

大
学
比
較
文
明
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
客
員
教
授
に
ま
で
し
て
い
た
だ
い

た
。
本
当
に
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
深
く
感
謝
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

や
っ
と
近
年
に
な
っ
て
世
界
史
を
研
究
す
る
研
究
者
も
こ
の
伊
東
先
生
の

欧
米
中
心
主
義
と
闘
う
世
界
史
の
重
要
性
に
目
覚
め
、
羽
田
正
氏（
7
）は
「
現
代

に
ふ
さ
わ
し
い
新
し
い
世
界
史
を
構
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
し
て

「
現
代
日
本
に
お
け
る
世
界
史
の
見
方
の
最
大
の
問
題
は
、（
中
略
）、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
中
心
史
観
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
朝
倉
書

店
か
ら
刊
行
し
た
「
講
座
文
明
と
環
境
」（
全
一
五
巻（
6
））
の
シ
リ
ー
ズ
は
現

在
で
も
参
考
に
な
る
と
指
摘
し
て
く
れ
て
い
ま
す（
8
）。
日
本
の
世
界
史
観
も
大

き
く
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

本
当
に
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。
同
じ
事
を
言
い
続
け
る
こ
と
で
、
世
の

中
は
少
し
は
変
わ
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
実
感
し
ま
す
。
伊
東
先
生
が
主

張
さ
れ
て
か
ら
五
〇
年
、「
講
座
文
明
と
環
境
」
が
刊
行
さ
れ
て
か
ら
実
に

二
〇
年
以
上
の
歳
月
が
か
か
り
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
人
、
池
田
大
作
先
生（
9
）が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
池
田
先

生
は
創
価
学
会
と
い
う
宗
教
教
団
の
ト
ッ
プ
の
方
で
す
。
比
較
文
明
の
分
野

で
は
、
池
田
先
生
と
A
・
ト
ン
イ
ビ
ー
と
の
対
話
が
有
名
で
す
。
し
か
し
、

池
田
先
生
か
ら
A・ト
イ
ン
ビ
ー
に
会
い
た
い
と
言
わ
れ
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
。

松
下
幸
之
助
先
生
の
ご
推
挙
で
A
・
ト
イ
ン
ビ
ー
の
方
か
ら
、
池
田
先
生
に

会
い
た
い
と
言
っ
て
や
っ
て
来
た
の
で
す
。
そ
し
て
今
や
Ｓ
Ｇ
Ｉ
と
い
う
創

価
学
会
の
機
関
は
、
新
し
い
平
和
の
時
代
を
作
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
、
核

戦
争
に
反
対
し
、
全
世
界
的
に
人
類
の
平
和
を
も
と
め
る
活
躍
を
さ
れ
て
い

る
。
特
定
の
新
興
宗
教
と
深
い
関
係
が
あ
る
た
め
、
な
か
な
か
比
較
文
明
学

の
ア
カ
デ
ミ
ー
の
世
界
で
は
評
価
さ
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
比
較
文
明
学
会
で

は
、
こ
の
池
田
大
作
先
生
の
評
価
を
も
う
す
こ
し
し
な
い
と
い
け
な
い
の
で

は
な
い
か
と
、
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。
廣
池
千
九
郎
先
生
）
10
（

は
言
う
に
及
ば

ず
、
宗
教
と
文
明
の
か
か
わ
り
の
研
究
は
、
未
来
の
比
較
文
明
学
研
究
に
と

っ
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
課
題
に
な
る
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
。
こ
の
間
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
サ
ン
パ
ウ
ロ
市

へ
行
き
、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
の
ご
研
究
で
は
群
を
ぬ
い
て
お
ら
れ
る
渡
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辺
公
三
氏
）
11
（

と
、
そ
の
足
跡
を
訪
ね
ま
し
た
。
や
は
り
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス

は
、
南
米
の
熱
帯
雨
林
の
中
に
い
る
少
数
民
族
の
人
々
も
ち
ゃ
ん
と
文
明
を

持
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
。
欧
米
の
人
々
の
あ
い
だ
に
も
、
自
分

た
ち
の
物
質
エ
ネ
ル
ギ
ー
文
明
の
限
界
を
意
識
し
、
新
し
い
世
界
史
や
文
明

史
を
構
築
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
直
感
的
に
感
じ
て
い
た
人
が
多
く
い
る
こ

と
を
、
私
た
ち
日
本
人
は
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
。

ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
と
キ
リ
ス
ト
教

第
二
次
世
界
大
戦
の
敗
戦
以
降
、
日
本
の
歴
史
学
会
は
、
マ
ル
ク
ス
史
観

に
呪
縛
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
K
・
マ
ル
ク
ス
と
い
う
人
が
稲
作
漁
撈
社

会
を
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
の
代
表
と
し
て
、
徹
底
的
に
弾
圧
し
ま
し
た
。
こ

の
K
・
マ
ル
ク
ス
は
『
資
本
論
）
12
（

』
と
い
う
本
を
、
大
英
帝
国
の
図
書
館
で
書

き
ま
し
た
。
し
か
し
、
ア
ジ
ア
の
稲
作
漁
撈
社
会
に
は
、
一
度
た
り
と
も
足

を
踏
み
込
ん
だ
こ
と
が
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
ジ
ア
的
な
生
産
様
式

の
概
念
は
日
本
で
は
高
く
評
価
さ
れ
、
稲
作
漁
撈
社
会
は
封
建
的
だ
と
断
罪

さ
れ
ま
し
た
。
日
本
の
歴
史
学
者
の
多
く
は
マ
ル
ク
ス
史
観
を
金
科
玉
条
の

よ
う
に
し
て
や
っ
て
き
た
。
こ
れ
が
、
戦
後
七
〇
年
間
、
日
本
人
が
ま
ち
が

っ
た
『
生
き
方
）
13
（

』
を
し
て
き
た
証
と
な
り
ま
し
た
。

不
思
議
な
こ
と
で
す
が
、
私
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
先
生
に
助
け
ら
れ
て
い

る
ん
で
す
。
例
え
ば
、
私
の
恩
師
の
鈴
木
秀
夫
先
生
）
14
（

は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で

し
た
。
そ
の
鈴
木
先
生
が
私
を
助
け
て
く
だ
さ
っ
た
。
吉
澤
五
郎
先
生
）
15
（

も
同

じ
で
す
。

私
は
「
東
洋
を
復
権
す
る
。
稲
作
漁
撈
社
会
を
復
権
す
る
」
と
一
生
懸
命

言
っ
て
き
た
ん
で
す
け
ど
も
、
や
っ
ぱ
り
、
欧
米
の
持
っ
て
い
る
物
質
エ
ネ

ル
ギ
ー
文
明
の
良
さ
も
吸
収
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
半
々
で
す
よ
ね
。
半

分
は
東
洋
、
半
分
は
西
洋
。
こ
の
欧
米
文
明
と
東
洋
の
文
明
を
う
ま
く
融
合

し
て
い
け
る
の
は
日
本
し
か
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
最
近
思
う
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

日
本
人
は
第
二
次
世
界
大
戦
の
戦
争
に
負
け
て
、
自
信
を
失
い
ま
し
た
。

戦
後
七
〇
年
間
の
中
で
、
一
番
悪
い
の
は
付
和
雷
同
す
る
研
究
者
で
す
。
人

の
『
生
き
方
）
13
（

』
と
し
て
は
や
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
で
す
。
で
も
そ
う
い
う

学
者
が
実
に
多
い
。
そ
う
い
う
人
を
、
偉
い
学
者
だ
と
思
っ
て
や
っ
て
き
た

こ
と
が
日
本
の
社
会
を
お
か
し
く
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

人
の
ト
ッ
プ
に
立
つ
人
間
は
、
未
来
が
読
め
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
、
未
来

が
読
め
な
い
人
が
リ
ー
ダ
ー
に
な
っ
た
時
に
は
、
そ
の
下
に
い
る
人
は
苦
労

す
る
。
伊
東
俊
太
郎
先
生
は
も
う
五
〇
年
以
上
前
に
、
今
と
同
じ
こ
と
を
言

っ
て
お
ら
れ
た
。
つ
ま
り
五
〇
年
後
の
未
来
を
ち
ゃ
ん
と
予
測
し
て
お
ら
れ

た
の
で
す
。
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肥
沃
な
三
日
月
地
帯
は
禿
山
だ
っ
た

図
１
上
は
皆
さ
ん
が
高
等
学
校
の
世
界
史
で
勉
強
さ
れ
た
「
肥
沃
な
三
日

月
地
帯
」
の
現
在
の
風
景
で
す
。
肥
沃
と
い
う
か
ら
、
そ
れ
は
ど
ん
な
所
か

と
思
っ
て
行
っ
て
み
ま
し
た
。
こ
れ
が
「
肥
沃
な
三
日
月
地
帯
」
の
現
状
で

す
。
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文
明
の
ル
ー
ツ
は
「
肥
沃
な
三
日
月
地
帯
」
だ
と
教
え

ら
れ
ま
し
た
。
私
は
ど
ん
な
所
だ
と
思
っ
て
行
っ
て
み
た
の
で
す
。　

と
こ
ろ
が
そ
こ
は
禿
山
の
岩
だ
ら
け
の
山
で
し
た
。
何
が
肥
沃
で
す
か
。

禿
山
の
岩
山
が
広
が
っ
て
い
る
だ
け
で
す
。
こ
れ
が
世
界
史
で
教
え
ら
れ
た

「
肥
沃
な
三
日
月
地
帯
」
で
す
。

シ
リ
ア
の
ガ
ー
ブ
ヴ
ァ
レ
イ
と
い
う
と
こ
ろ
の
湿
地
の
花
粉
分
析
を
や
っ

て
み
ま
し
た
）
16
（

。
そ
う
し
た
ら
、
一
万
年
よ
り
も
前
に
は
、
は
っ
き
り
豊
か
な

森
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
だ
け
ど
一
万
年
前
か
ら
森
が
人
間
と
家
畜
に
よ
っ
て

破
壊
さ
れ
て
、
五
〇
〇
〇
年
前
に
は
も
う
今
と
同
じ
よ
う
な
岩
だ
ら
け
の
禿

山
に
な
っ
て
い
た
ん
で
す
）
17
（

。

そ
の
こ
と
を
知
っ
た
上
で
、
世
界
史
の
先
生
が
「
肥
沃
な
三
日
月
地
帯
」

と
言
う
ん
だ
っ
た
ら
ま
だ
い
い
。
そ
う
い
う
説
明
も
無
し
に
、「
肥
沃
な
三

日
月
地
帯
」
で
文
明
が
誕
生
し
た
ん
だ
と
。
そ
ん
な
所
へ
行
っ
た
み
た
ら
今

は
戦
争
し
て
岩
だ
ら
け
の
禿
山
が
広
が
っ
て
い
る
だ
け
。
そ
ん
な
所
を
「
肥

沃
な
三
日
月
地
帯
」
と
言
っ
て
い
た
こ
と
に
大
き
な
誤
り
が
あ
る
わ
け
で

す
。「
か
っ
て
は
肥
沃
だ
っ
た
け
ど
今
は
禿
山
の
岩
山
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
る

だ
け
。
と
て
も
そ
こ
で
は
人
間
は
暮
ら
せ
な
い
。
こ
れ
が
自
然
を
一
方
的
に

収
奪
す
る
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
で
は
じ
ま
っ
た
畑
作
牧
畜
民
の
文
明
原
理
を
示
し

て
い
る
」
と
高
等
学
校
の
世
界
史
の
先
生
は
教
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
こ

れ
に
た
い
し
て
私
た
ち
が
発
掘
調
査
し
ま
し
た
六
三
〇
〇
年
前
の
稲
作
漁
撈

民
の
都
市
型
遺
跡
、
中
国
湖
南
省
城
頭
山
遺
跡
は
、
今
も
肥
沃
で
、
そ
こ
で

農
民
が
暮
ら
し
て
い
る
の
で
す
（
図
１
下
）。

つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
が
勉
強
し
て
き
た
世
界
史
と
い
う
の
は
、
欧
米
の
畑
作

牧
畜
民
が
作
っ
た
世
界
史
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文

明
・
エ
ジ
プ
ト
文
明
・
イ
ン
ダ
ス
文
明
・
黄
河
文
明
の
四
大
文
明
は
、
い
ず

れ
も
パ
ン
を
食
べ
て
ミ
ル
ク
を
飲
ん
で
、
肉
を
食
べ
る
人
々
が
作
っ
た
文
明

で
す
。
黄
河
文
明
は
パ
ン
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
ど
饅
頭
で
す
よ
ね
。
そ
し
て

豚
肉
が
大
好
き
で
す
。
ミ
ル
ク
も
飲
み
ま
す
。
そ
れ
は
エ
ジ
プ
ト
文
明
も
イ

ン
ダ
ス
文
明
も
、
そ
れ
か
ら
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文
明
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で

す
。
こ
れ
は
今
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
同
じ
、
ア
メ
リ
カ
人
と
同
じ
畑
作
牧
畜

民
が
作
っ
た
文
明
な
の
で
す
。
だ
か
ら
欧
米
人
は
、
畑
作
牧
畜
民
の
文
明
は

理
解
し
や
す
か
っ
た
ん
で
す
。

だ
け
ど
畑
作
牧
畜
民
の
K
・
マ
ル
ク
ス
は
、
大
英
帝
国
の
図
書
館
で
『
資

本
論
）
12
（

』
を
書
き
、
稲
作
漁
撈
社
会
を
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
だ
と
言
っ
て
糾
弾

し
た
け
ど
、
彼
は
東
南
ア
ジ
ア
の
稲
作
漁
撈
社
会
に
さ
え
一
度
た
り
と
行
っ

た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
人
が
言
っ
た
こ
と
を
金
科
玉
条
の
よ
う
に
し
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図１　高等学校の世界史の教科書に「肥沃な三日月地帯」として、出ているところは、現
在行ってみると岩だらけの禿山だった。シリア北部（上）。ところが同じメソポタミ
ア文明が発展した時代に作られた 6300 年前の稲作漁撈民の中国湖南省城頭山遺跡周
辺は、今でも農民が暮らし豊かな緑が広がっている（下）。Ａ―Ｈは日中共同で調
査したところ。詳細は Yasuda Y（ed.）Water Civilization: From Yangtze to Khmer 
Civilizations. Springer 2012 参照。ここに畑作牧畜民と稲作漁撈民のライフスタイル
の相違が明白に示されている。
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て
い
た
の
が
、
日
本
の
マ
ル
ク
ス
史
観
に
対
し
て
、
と
り
わ
け
第
二
次
世
界

大
戦
に
負
け
た
日
本
人
は
自
信
を
な
く
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
そ
ん
な

こ
と
は
な
い
と
Ｎ
ｏ
を
突
き
つ
け
た
の
が
廣
池
千
九
郎
先
生
）
10
（

だ
っ
た
り
、
梅

棹
忠
夫
先
生
）
18
（

そ
し
て
伊
東
俊
太
郎
先
生
）
19
（

で
し
た
。
で
も
大
半
の
歴
史
学
者
は

マ
ル
ク
ス
史
観
に
Ｎ
ｏ
と
言
え
な
か
っ
た
。

そ
の
お
か
し
さ
に
私
が
気
づ
い
た
の
は
一
九
八
九
年
の
こ
と
で
す
。
こ
の

会
場
に
来
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
学
生
さ
ん
は
、
ま
だ
生
ま
れ
て
い
な
い
と
き

で
す
。
私
は
一
九
八
九
年
以
来
ず
っ
と
三
〇
年
近
く
同
じ
事
を
言
っ
て
い
る

ん
で
す
。
そ
れ
が
新
し
い
未
来
を
拓
く
ん
だ
と
い
う
確
信
が
無
か
っ
た
ら
同

じ
事
は
言
え
な
い
。

付
和
雷
同
す
る
学
者
は
二
流
な
の
で
す
。
伊
東
俊
太
郎
先
生
も
、
梅
棹
忠

夫
先
生
）
20
（

も
昔
も
今
も
同
じ
事
を
言
わ
れ
て
い
る
。
同
じ
事
を
三
〇
年
間
言
い

続
け
る
。
そ
れ
で
や
っ
と
世
の
中
、
少
し
変
わ
る
ん
で
す
。
同
じ
事
を
言
い

続
け
な
け
れ
ば
、
世
の
中
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

森
・
里
・
海
の
命
の
水
の
循
環
を
守
る

私
は
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
を
二
〇
一
二
年
に
定
年
退
職
し
ま
し

た
。
そ
の
頃
は
、
ま
だ
京
都
は
閑
古
鳥
が
鳴
い
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
今

は
も
う
京
都
駅
へ
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
中
国
語
だ
け
じ
ゃ
な
い
、
英
語
も
ロ

シ
ア
語
も
、
ス
ペ
イ
ン
語
も
い
ろ
い
ろ
な
国
の
言
葉
が
聞
こ
え
て
く
る
。
二

〇
一
六
年
現
在
の
京
都
駅
は
雑
踏
で
あ
ふ
れ
、
世
界
中
の
観
光
客
が
押
し
寄

せ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
過
去
三
年
の
間
に
引
き
起
こ
さ
れ
た
現
象
で
す
。
日

本
人
の
持
っ
て
い
る
歴
史
と
伝
統
文
化
、
そ
し
て
日
本
列
島
の
風
土
、
そ
こ

か
ら
生
ま
れ
た
お
も
て
な
し
の
心
や
安
全
性
に
、
や
っ
と
諸
外
国
の
人
も
そ

の
重
要
性
が
分
か
っ
て
き
た
。

伊
東
俊
太
郎
先
生
は
一
人
で
果
敢
に
よ
く
闘
か
っ
て
こ
ら
れ
た
な
と
思
い

ま
す
。
伊
東
先
生
は
こ
こ
ま
で
一
生
懸
命
や
っ
て
こ
ら
れ
て
、
生
き
延
び
て

来
ら
れ
た
。
そ
し
て
梅
原
猛
先
生
も
伊
東
先
生
も
お
元
気
な
ん
で
す
。
そ
れ

は
、
サ
ム
シ
ン
グ
・
グ
レ
イ
ト
）
21
（

の
お
か
げ
で
は
な
い
か
と
私
は
思
っ
て
い
ま

す
。「
こ
の
人
は
や
っ
ぱ
り
生
か
し
て
お
か
な
あ
か
ん
。
日
本
の
た
め
、
世

界
の
た
め
人
類
の
た
め
に
必
要
だ
」
と
地
球
上
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の

が
、
力
を
く
れ
て
い
る
ん
だ
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
あ
れ
だ
け

の
元
気
さ
が
続
い
て
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
を
退
職
し
た
後
、「
ふ
じ
の
く
に
地
球
環

境
史
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
の
館
長
に
な
り
ま
し
た
。「
ふ
じ
の
く
に
地
球
環
境

史
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
と
「
富
士
山
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー
」
の
合
同
会
議
の
時

に
、
稲
盛
和
夫
先
生
の
『
京
セ
ラ
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
）
22
（

』
を
テ
キ
ス
ト
に
使
っ
て

「
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
」
を
や
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
回

目
を
や
っ
た
時
も
、
二
回
目
を
や
っ
た
時
も
、「
ど
う
し
て
館
長
は
倫
理
や

道
徳
を
わ
れ
わ
れ
に
教
え
る
ん
だ
」
と
い
う
気
持
ち
が
伝
わ
っ
て
来
ま
し
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た
。
で
も
そ
れ
に
も
負
け
ず
や
り
続
け
た
。
そ
し
た
ら
三
回
目
あ
た
り
か
ら

乗
っ
て
き
た
ん
で
す
。
そ
し
て
今
や
も
う
、
こ
の
会
議
の
前
に
、
必
ず
一
人

が
一
〇
ペ
ー
ジ
ぐ
ら
い
ず
つ
発
表
す
る
ん
で
す
。
そ
れ
に
対
す
る
意
見
の
デ

ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
、
も
う
一
時
間
以
上
続
く
ん
で
す
。
そ
う
い
う
時
代
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。

欠
端
実
先
生
の
本
）
23
（

の
中
に
は
、
い
っ
ぱ
い
美
し
い
棚
田
が
で
て
き
ま
す

が
、
こ
う
い
う
棚
田
を
ど
う
し
て
作
れ
る
か
。
畑
作
牧
畜
民
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

文
明
の
一
神
教
の
世
界
に
住
ん
で
い
る
人
は
、
そ
ん
な
急
傾
斜
な
所
へ
行
っ

た
ら
、
ヒ
ツ
ジ
と
ヤ
ギ
を
放
牧
し
て
昼
寝
し
と
る
だ
け
で
す
。
で
も
、
稲
作

漁
撈
民
は
違
う
ん
で
す
。
上
か
ら
下
ま
で
全
部
水
が
行
き
渡
る
水
田
を
造

る
。
し
か
も
真
っ
平
ら
の
水
が
た
ま
る
棚
田
を
作
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
ど

れ
だ
け
大
変
な
労
働
か
。
こ
れ
は
お
じ
い
さ
ん
の
水
田
、
こ
れ
は
お
父
さ
ん

の
水
田
、
こ
れ
は
僕
の
で
す
よ
と
、
営
々
と
、
大
地
に
自
ら
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
投
入
し
て
不
毛
の
大
地
を
豊
か
な
大
地
に
変
え
る
こ
と
を
繰
り
返
え
し
て

き
た
。
こ
れ
が
稲
作
漁
撈
民
な
ん
で
す
。

駿
河
湾
で
は
「
桜
エ
ビ
」
と
い
う
エ
ビ
が
た
く
さ
ん
捕
れ
ま
す
。
そ
れ
で

私
が
「
富
士
山
の
湧
水
が
桜
エ
ビ
を
育
て
る
ん
だ
」
と
言
っ
た
け
ど
、
な
か

な
か
理
解
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
。「
ど
こ
に
そ
ん
な
証
拠
が
あ
る
ん
で
す

か
」
と
言
う
。
と
こ
ろ
が
、
静
岡
県
環
境
局
の
人
が
調
べ
た
ら
、
駿
河
湾
の

海
底
か
ら
バ
ナ
ジ
ウ
ム
を
た
く
さ
ん
含
ん
だ
淡
水
が
湧
水
し
て
い
た
の
で

す
。
だ
か
ら
森
・
里
・
海
の
命
の
水
の
循
環
が
、
東
洋
の
稲
作
漁
撈
社
会
を

支
え
て
い
る
基
本
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
富
山
県
の
富
山
湾
と
静
岡
県
の
駿

河
湾
は
と
も
に
「
世
界
で
最
も
美
し
い
湾
ク
ラ
ブ
」
に
加
盟
す
る
こ
と
を
認

定
さ
れ
た
。「
シ
ロ
エ
ビ
」
の
獲
れ
る
富
山
湾
と
「
サ
ク
ラ
エ
ビ
」
の
獲
れ

る
駿
河
湾
は
、
紅
白
の
お
し
ど
り
夫
婦
と
し
て
、
日
本
海
側
と
太
平
洋
側
を

代
表
す
る
美
し
い
湾
と
し
て
認
定
さ
れ
た
。
そ
れ
は
日
本
人
の
祖
先
か
ら
の

贈
り
物
で
あ
っ
た
。
立
山
連
峰
と
富
士
山
を
擁
し
、
森
・
里
・
海
の
命い
の
ち
の
水

の
循
環
を
守
っ
て
き
た
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
生
み
出
し
た
宝
物
で
し
た
。

聖
な
る
山
が
あ
っ
て
、
里
山
を
作
っ
て
、
そ
こ
か
ら
、
命
の
水
が
流
れ
下

っ
て
、
水
田
と
里
を
潤
し
、
豊
か
な
海
を
維
持
し
て
い
る
。
生
活
の
基
本
に

命
の
水
の
循
環
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
稲
作
漁
撈
民
の
世
界
的
な
価

値
な
ん
で
す
。

縄
文
は
文
明
だ

私
は
「
縄
文
も
文
明
だ
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
で
も
こ
れ
に
対
し
て
は
、

さ
す
が
の
伊
東
俊
太
郎
先
生
も
、「
縄
文
は
文
明
と
は
言
え
な
い
」
と
い
う

お
考
え
だ
と
思
い
ま
す
。
西
日
本
の
縄
文
文
化
を
研
究
さ
れ
て
き
た
矢
野
健

一
氏
も
「
縄
文
研
究
の
課
題
と
は
、
一
言
で
い
え
ば
、
文
明
以
前
の
時
代
、

文
化
、
社
会
を
知
る
こ
と
で
あ
る
）
24
（

」
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
一

般
的
理
解
に
対
し
て
、
私（
5
）は
縄
文
は
文
明
だ
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
近
年
）
25
（

で
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は
、
そ
れ
は
生
命
文
明
だ
と
ま
で
言
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
北
海
道
の
南
茅
部
遺
跡
群
の
垣
の
島
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
縄
文
の

子
供
の
足
型
を
な
ん
ど
も
紹
介
し
て
い
ま
す
。
真
ん
中
の
小
さ
い
子
供
の
足

型
は
両
足
揃
え
て
い
ま
す
。
本
当
に
小
さ
い
で
す
。
生
ま
れ
た
ば
っ
か
り
の

赤
ち
ゃ
ん
の
足
型
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
時
代
は
縄
文
時
代
の
前
期
、

六
〇
〇
〇
年
か
ら
七
〇
〇
〇
年
も
前
の
も
の
で
す
。
そ
の
子
供
の
足
型
、
ち

ゃ
ん
と
壁
掛
け
と
か
、
ペ
ン
ダ
ン
ト
に
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ど
う

し
て
縄
文
人
は
こ
ん
な
も
の
を
作
っ
た
の
か
。
発
掘
調
査
を
担
当
し
た
阿
部

千
春
氏
）
26
（

は
足
型
を
つ
け
た
土
版
は
、
死
ん
だ
子
供
の
足
型
だ
と
考
え
た
。
子

供
が
自
分
よ
り
も
先
に
死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
親
に
と
っ
て
は
耐
え
ら
れ
な
い

こ
と
で
す
。
し
か
も
縄
文
時
代
は
子
供
の
死
亡
率
が
高
か
っ
た
。
そ
の
悲
し

み
を
じ
っ
と
こ
ら
え
て
子
供
の
足
型
を
取
っ
て
、
ペ
ン
ダ
ン
ト
や
壁
掛
け
に

し
た
。
実
は
こ
の
足
型
、
ど
こ
か
ら
出
土
し
た
か
と
い
う
と
、
大
人
の
墓
か

ら
出
て
き
た
ん
で
す
。
つ
ま
り
自
分
が
死
ぬ
時
、
大
人
の
墓
に
子
供
の
形
見

と
一
緒
に
埋
葬
さ
れ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。

だ
か
ら
、
縄
文
人
と
い
う
の
は
、
ウ
ォ
ー
ウ
ォ
ー
と
言
っ
て
、
原
始
的
で

野
蛮
だ
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
昔
の
話
で
す
。
一
万
年
も
同
じ
こ
と
を
し
な

が
ら
持
続
し
た
、
そ
こ
に
新
し
い
価
値
を
見
つ
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
）
27
（

。
縄

文
の
持
続
性
と
生
命
へ
の
畏
敬
の
念
、
そ
の
こ
と
の
重
要
性
が
、
よ
う
や
く

分
か
っ
て
き
ま
し
た
。

縄
文
と
い
う
の
が
一
万
年
以
上
続
い
た
。
そ
の
持
続
性
の
中
に
新
し
い
文

明
の
価
値
を
見
出
す
事
は
、
現
代
の
考
古
学
者
も
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。
同

じ
事
を
一
万
年
間
続
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
れ
だ
け
大
変
な
こ
と
か
。
そ

れ
を
今
ま
で
は
、「
縄
文
人
は
原
始
的
で
野
蛮
だ
か
ら
一
万
年
続
い
た
ん
だ
」

と
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
単
純
に
割
り
切
っ
て
い
た
。
そ
う
じ
ゃ
な
い
の
で
は

な
い
か
。
一
万
年
続
け
る
と
い
う
こ
と
は
い
か
に
大
変
な
事
か
。
そ
の
研
究

は
こ
れ
か
ら
で
す
。

伊
東
俊
太
郎
先
生
は
「
縄
文
は
文
明
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
ま
だ
分
か
ら

ん
」「
文
明
と
は
都
市
市
民
の
も
の
だ
。
福
沢
諭
吉
）
28
（

がC
ivilization

を
文

明
と
訳
し
た
そ
のC

ivil

と
は
都
市
市
民
だ
）
19
（

」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

文
明
を
都
市
市
民
だ
け
の
も
の
と
し
た
の
は
欧
米
の
畑
作
牧
畜
民
で
す
。

都
市
・
文
字
・
金
属
器
こ
れ
が
「
文
明
の
三
要
素
」
だ
と
言
わ
れ
て
き
ま
し

た
。
そ
れ
を
ひ
と
つ
で
も
欠
い
た
も
の
は
文
明
で
は
な
い
と
見
な
さ
れ
て
き

た
の
で
す
。
た
と
え
ば
マ
ヤ
文
明
は
金
属
器
が
あ
り
ま
せ
ん
。
マ
ヤ
文
明
は

石
器
の
文
明
で
し
た
）
29
（

。
イ
ン
カ
文
明
は
文
字
が
あ
り
ま
せ
ん
。
キ
ー
プ
（
紐

結
び
）
で
情
報
の
交
換
を
し
て
い
ま
し
た（
3
）。
し
か
し
も
う
イ
ン
カ
文
明
や
マ

ヤ
文
明
を
文
明
で
な
い
と
言
う
人
は
い
な
い
で
し
ょ
う
。
文
字
・
金
属
器
・

都
市
の
「
文
明
の
三
要
素
」
は
、
畑
作
牧
畜
民
の
文
明
の
定
義
に
必
要
な
文

明
の
三
要
素
で
あ
っ
て
、
東
洋
の
稲
作
漁
撈
民
の
文
明
は
農
山
漁
村
に
も
あ

る
と
い
う
の
が
私
）
30
（

の
指
摘
で
す
。　
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縄
文
に
も
文
明
は
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
も
ア
マ
ゾ
ン
の
熱
帯
雨

林
の
中
で
暮
ら
す
少
数
民
族
が
文
明
を
持
っ
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
ま
し

た
。
都
市
・
文
字
・
金
属
器
を
も
っ
た
も
の
以
外
は
文
明
で
は
な
い
と
定
義

し
て
し
ま
い
ま
す
と
、
私
た
ち
が
学
ん
で
き
た
文
明
と
は
欧
米
の
畑
作
牧
畜

民
の
文
明
で
あ
っ
て
、
比
較
文
明
学
会
は
欧
米
人
の
世
界
史
・
文
明
史
を
学

ぶ
学
会
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
は
さ
せ
た
く
な
い
と
い
う
の
が
私
の
思
い

な
の
で
す
。

比
較
文
明
学
会
を
新
た
な
文
明
の
時
代
を
創
造
す
る
場
に
し
た
い
。
そ
の

た
め
に
は
「
稲
作
漁
撈
民
も
縄
文
人
も
文
明
を
持
っ
て
い
た
の
だ
）
30
（

」
と
い
う

こ
と
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
比
較
文
明
学
会
は

都
市
・
文
字
・
金
属
器
を
持
っ
た
も
の
だ
け
を
文
明
と
よ
び
、
そ
れ
を
研
究

す
る
の
だ
と
い
わ
れ
る
方
も
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
で
も
そ
れ
は
偏
っ
た
畑

作
牧
畜
民
・
欧
米
人
の
世
界
史
・
文
明
史
で
世
界
を
み
る
こ
と
に
な
る
の
で

は
な
い
か
。

梅
棹
忠
夫
先
生
は
「
文
明
と
は
制
度
・
組
織
・
装
置
系
の
ハ
ー
ド
ウ
エ
ア

ー
）
18
（

」
だ
、

伊
東
俊
太
郎
先
生
は
「
文
明
は
制
度
・
組
織
・
装
置
系
の
ハ
ー
ド
ウ
エ
ア

ー
で
移
転
可
能

文
化
は
文
明
の
エ
ー
ト
ス
や
価
値
観
で
移
転
不
可
能
）
19
（

」
と
定
義
さ
れ
た
。

こ
れ
に
た
い
し
文
明
と
は
「
あ
こ
が
れ
ら
れ
る
も
の
」
と
い
う
川
勝
平
太

先
生
）
31
（

の
指
摘
が
あ
り
ま
す
。

二
〇
一
六
年
四
月
一
二
日
東
京
の
全
国
町
村
会
館
で
お
こ
な
わ
れ
た
「
農

村
文
明
塾
設
立
準
備
総
会
」
の
基
調
講
演
で
、
あ
ら
た
め
て
こ
の
川
勝
説
を

お
聞
き
し
て
、
な
る
ほ
ど
な
と
思
い
ま
し
た
。
今
、
人
々
が
あ
こ
が
れ
て
い

る
も
の
は
何
か
。
こ
れ
が
重
要
で
す
。
都
市
だ
け
に
人
々
は
あ
こ
が
れ
て
い

な
い
。
東
京
の
大
都
市
に
暮
ら
す
人
々
が
農
村
に
あ
こ
が
れ
て
移
動
を
は
じ

め
て
い
る
。
都
市
市
民
だ
け
が
文
明
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ア
ジ
ア

の
人
類
世
（A

nthropocene

））
32
（

に
は
、
農
村
も
文
明
を
も
っ
て
い
る
と
い

う
視
点
が
必
要
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
い
や
農
山
漁
村
こ
そ
あ
こ
が

れ
る
対
象
に
な
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
。

こ
う
し
た
こ
と
を
議
論
す
る
の
が
比
較
文
明
学
会
で
あ
っ
て
、
欧
米
人
の

文
明
史
観
を
議
論
す
る
と
こ
ろ
が
比
較
文
明
学
会
で
は
な
い
と
私
は
考
え
る

の
で
す
。
文
明
の
概
念
は
も
う
欧
米
人
の
世
界
史・文
明
史
を
と
び
こ
え
て
、

あ
ら
た
な
時
代
に
は
い
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
日
本
人
が
、

世
界
の
人
々
が
納
得
す
る
よ
う
な
文
明
概
念
を
創
造
し
、
新
し
い
文
明
の
時

代
を
作
り
上
げ
て
い
く
時
代
だ
と
思
い
ま
す
。

思
い
は
伝
わ
る

私
が
研
究
し
て
お
り
ま
す
の
は
、
年
縞　
（varved （annually lam

inated

） 
sedim

ents
）
と
い
う
も
の
で
す
。
今
ま
で
過
去
を
調
べ
る
の
は
、
放
射
性
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の
炭
素
同
位
体
と
い
う
方
法
を
使
っ
て
、
±
一
〇
〇
年
と
い
う
よ
う
な
統
計

上
の
誤
差
が
付
い
て
い
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
湖
の
底
を
ず
っ
と
調
べ

て
い
き
ま
す
と
、
例
え
ば
、
福
井
県
の
水
月
湖
、
あ
る
い
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の

死
海
、
あ
る
い
は
エ
ジ
プ
ト
の
カ
ル
ー
ン
湖
、
グ
ア
テ
マ
ラ
の
ペ
テ
シ
ュ
バ

ト
ゥ
ン
湖
と
か
、
あ
る
い
は
秋
田
県
の
目
潟
、
こ
う
い
っ
た
所
で
年
縞
と
い

う
の
が
見
つ
か
っ
た
わ
け
で
す
（
図
２
）。

欧
米
文
明
の
人
々
は
、
時
間
を
支
配
す
る
こ
と
が
文
明
を
支
配
す
る
こ
と

だ
と
考
え
た
。
江
戸
時
代
の
日
本
人
は
、
現
在
と
異
質
の
大
陰
暦
で
暮
ら
し

て
い
た
。
現
在
の
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
維
新
以
降
の
こ
と
で
す
。
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
太
陽
暦
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
暦
に
従
っ
た
時
間
軸
の
元
で
、
時
間

が
推
移
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
在
の
時
間
軸
の
基
本
は
イ
ギ
リ
ス
の
グ
リ

ニ
ッ
ジ
天
文
台
に
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
時
間
を
支
配
す
る
と
い
う
こ
と

が
、
い
か
に
重
要
な
こ
と
か
わ
か
る
。

私
が
福
井
県
の
水
月
湖
で
年
縞
を
発
見
し
た
の
が
一
九
九
三
年
で
し
た
）
27
（

。

一
九
九
三
年
に
水
月
湖
の
湖
底
で
年
縞
を
発
見
し
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
世

界
の
標
準
に
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

二
〇
一
二
年
の
福
井
新
聞
の
記
事
を
紹
介
し
ま
す
。
向
か
っ
て
左
の
一
番

奥
、
こ
れ
が
サ
イ
エ
ン
ス
の
エ
デ
ィ
タ
ー
で
す
。
二
番
目
が
中
川
毅
さ
ん
。

今
は
立
命
館
大
学
教
授
を
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
も
と
も
と
は
イ
ギ
リ
ス

の
ニ
ュ
ー
カ
ッ
ス
ル
大
学
の
教
授
を
し
て
い
ま
し
た
。
三
番
目
が
北
川
浩
之

ペテシュバトゥン湖
（グアテマラ）

カルーン湖
（エジプト）

世界の中緯度の温帯。
亜熱帯地域で発見された年縞
（山田和芳氏提供）

死 海 
（イスラエル）

水月湖
（日本福井県）

一ノ目潟
（日本秋田県）

図２　温帯・亜熱帯地域の年縞（山田和芳氏提供）
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さ
ん
で
名
古
屋
大
学
教
授
で
す
。
こ
の
二
人
は
私
の
弟
子
と
い
う
と
お
こ
が

ま
し
い
で
す
が
、
い
っ
し
ょ
に
年
縞
を
研
究
し
て
き
た
仲
間
で
す
。
私
は
一

九
九
三
年
に
年
縞
を
見
つ
け
た
の
で
す
が
、
世
界
の
人
々
は
う
ん
と
言
わ
な

か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
彼
ら
が
一
生
懸
命
年
縞
を
研
究
を
し
て
く
れ
た
の
で

す
。
そ
し
て
と
う
と
う
福
井
県
水
月
湖
の
年
縞
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
過
去

の
時
間
軸
が
、
世
界
の
標
準
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

二
〇
一
二
年
の
記
者
発
表
に
は
サ
イ
エ
ン
ス
の
エ
デ
ィ
タ
ー
ま
で
が
や
っ

て
来
た
。
北
川
教
授
と
中
川
教
授
の
二
人
の
研
究
者
が
水
月
湖
の
年
縞
の
研

究
を
行
っ
て
、
ア
ジ
ア
人
が
作
っ
た
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
が
、
世
界
の
ス
タ
ン
ダ

ー
ド
に
な
っ
た
の
で
す
。

文
明
も
同
じ
で
す
。「
あ
な
た
た
ち
欧
米
人
が
作
り
出
し
た
物
質
エ
ネ
ル

ギ
ー
文
明
は
素
晴
ら
し
い
。
こ
ん
な
豊
か
な
物
質
に
恵
ま
れ
た
環
境
を
作
っ

た
。
し
か
し
、
あ
な
た
た
ち
の
文
明
の
原
理
は
自
然
を
一
方
的
に
収
奪
す
る

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
ア
ジ
ア
の
稲
作
漁
撈
社
会
、
あ
る
い
は
縄
文
社
会

は
、
こ
の
美
し
い
自
然
と
と
も
に
、
千
年
も
万
年
も
生
き
続
け
る
こ
と
に
最

高
の
価
値
を
置
い
て
い
ま
す
よ
」
と
言
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い

か
。
そ
の
こ
と
を
彼
ら
に
認
め
さ
せ
な
い
と
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ

れ
を
認
め
さ
せ
る
に
は
、
東
洋
の
稲
作
漁
撈
社
会
、
あ
る
い
は
縄
文
の
社
会

が
半
分
、
そ
し
て
西
洋
の
キ
リ
ス
ト
教
を
中
心
と
し
た
物
質
エ
ネ
ル
ギ
ー
文

明
の
世
界
が
半
分
、
半
分
半
分
で
、
こ
れ
で
東
洋
と
西
洋
の
バ
ラ
ン
ス
を
取

っ
て
う
ま
く
行
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
東
洋
と
西
洋
が
融
合
す
る

と
い
う
ふ
う
に
な
れ
ば
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
そ
れ
は
簡
単
な
こ
と

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
に
は
、
私
た
ち
の
命
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
後
継
者
を

ど
う
育
成
す
る
か
が
重
要
な
課
題
に
な
り
ま
す
。
私
は
梅
原
猛
先
生
と
伊
東

俊
太
郎
先
生
の
思
想
に
影
響
さ
れ
て
、
梅
原
先
生
と
伊
東
先
生
の
教
え
を
一

生
懸
命
に
な
っ
て
勉
強
し
た
。
そ
れ
で
私
な
り
の
事
を
や
っ
た
。
で
も
私
の

考
え
を
次
の
世
代
に
伝
達
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
。

人
の
思
い
は
伝
わ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
弟
子
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
人

は
幸
せ
で
す
。
何
も
そ
れ
は
弟
子
じ
ゃ
な
く
て
も
、
自
分
の
家
族
に
理
解
し

て
も
ら
う
。
こ
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
で
、
お
じ
い
さ
ん
や
お
ば
あ
さ
ん

は
、
お
孫
さ
ん
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
。
だ
っ
た
ら
そ
の
お
孫
さ
ん

に
、
自
分
の
思
い
を
伝
え
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
そ
れ
が
自
分
が
生
き
た
証

で
す
。
自
分
の
命
は
あ
と
二
〇
-三
〇
年
も
す
れ
ば
無
く
な
る
ん
で
す
か

ら
。
で
も
、
そ
の
時
に
自
分
の
事
を
忘
れ
な
い
で
継
承
し
て
く
れ
る
の
は
誰

か
。
そ
れ
は
弟
子
で
あ
り
家
族
で
あ
り
後
継
者
で
す
。
そ
の
思
い
を
伝
え

る
。
こ
れ
が
何
よ
り
も
私
は
重
要
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

最
澄
さ
ん
と
い
う
人
が
い
ま
す
。
最
澄
さ
ん
は
『
天
台
本
覚
論
』
で
「
草

木
国
土
悉
皆
成
仏
」、
生
き
と
し
生
け
る
者
は
み
ん
な
仏
だ
と
い
う
こ
と
を

お
っ
し
ゃ
っ
た
。
で
も
最
澄
さ
ん
が
死
ぬ
時
に
は
、
南
都
六
宗
の
人
々
は
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「
反
最
澄
」
で
固
ま
っ
て
い
た
。

最
澄
さ
ん
は
「
一
向
大
乗
戒
壇
」
を
指
摘
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、「
女
性
も

生
き
と
し
生
け
る
者
は
み
ん
な
往
生
で
き
る
」
と
い
う
教
え
で
す
。
そ
れ
に

対
し
て
南
都
六
宗
の
人
が
Ｎ
ｏ
と
言
っ
た
。
そ
の
代
表
が
徳
一
さ
ん
で
す
。

徳
一
さ
ん
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
「
ち
ゃ
ん
と
修
行
し
な
け
れ
ば
仏
に
も
な
れ
な

い
し
、
女
性
は
ま
し
て
や
往
生
で
き
な
い
」
と
言
わ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
最
澄

さ
ん
は
、「
生
き
と
し
生
け
る
者
、全
て
が
仏
に
な
れ
て
往
生
で
き
る
ん
だ
」

と
言
わ
れ
た
。
で
も
最
澄
さ
ん
は
、
全
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
不
遇
の

う
ち
に
死
ん
で
い
か
れ
た
。
で
も
そ
の
と
き
は
不
遇
で
も
、
最
澄
さ
ん
は
、

一
二
〇
〇
年
後
の
今
日
で
も
生
き
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
今
、
評
価
さ
れ

な
く
て
も
一
〇
〇
〇
年
後
に
は
き
っ
と
評
価
さ
れ
る
と
き
が
来
る
。
自
分
の

考
え
が
あ
と
一
〇
〇
年
後
に
評
価
さ
れ
る
、
一
〇
〇
〇
年
後
に
評
価
さ
れ
る

か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
思
っ
て
生
き
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。

結
論

そ
れ
で
は
今
日
お
話
し
し
た
こ
と
を
ま
と
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

①
自
然
へ
の
畏
敬
の
念
を
醸
成
す
る
科
学
を
、
も
う
一
度
取
り
戻
さ
な
け

れ
ば
い
け
な
い
。
あ
ま
り
に
も
自
然
を
支
配
し
て
、
人
間
の
王
国
を
作
る
と

い
う
事
に
と
ら
わ
れ
過
ぎ
て
き
た
。
だ
か
ら
も
う
一
度
、
自
然
へ
の
畏
敬
の

念
を
醸
成
す
る
よ
う
な
科
学
を
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

②
風
土
の
力
が
人
を
作
る
と
い
う
こ
と
の
再
認
識
。
風
土
の
力
が
や
っ
ぱ

り
人
間
を
作
っ
て
い
る
ん
で
す
。
私
を
環
境
決
定
論
者
だ
と
し
て
排
斥
し
て

き
た
地
理
学
者
は
、
多
少
は
反
省
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
戦
後
日
本
の
歴
史

学
と
地
理
学
は
日
本
を
変
な
方
向
に
導
い
て
い
っ
た
。
こ
れ
を
も
う
一
度
、

正
し
い
方
向
に
戻
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

③
自
然
を
一
方
的
に
収
奪
す
る
文
明
か
ら
の
脱
却
。
た
と
え
ば
欧
米
文
明

が
半
分
、
日
本
文
明
が
半
分
。
わ
れ
わ
れ
が
今
ま
で
崇
拝
し
て
き
た
物
質
エ

ネ
ル
ギ
ー
文
明
と
い
う
の
は
、
自
然
を
一
方
的
に
収
奪
す
る
文
明
だ
っ
た
。

そ
ん
な
こ
と
を
や
っ
て
い
た
ら
、
あ
と
三
〇
年
し
か
地
球
は
持
た
な
い
。
私（
3
）

は
こ
の
ま
ま
い
け
ば
、
二
〇
五
〇
年
か
ら
二
〇
七
〇
年
に
、
現
代
文
明
は
崩

壊
す
る
と
指
摘
し
て
お
り
ま
す
。

④
日
本
人
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
基
本
に
は
、
森
・
里
・
海
の
命
の
水
の

循
環
を
数
千
年
に
わ
た
っ
て
守
り
伝
え
て
き
た
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
あ
る
。

こ
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
も
う
一
度
取
り
戻
し
て
も
ら
い
た
い
。

⑤
縄
文
が
文
明
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
異
論
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
私
に

対
す
る
反
論
が
当
然
展
開
さ
れ
ま
す
か
ら
、
そ
れ
も
皆
さ
ん
ど
う
ぞ
聞
い
て

い
た
だ
き
、
こ
れ
か
ら
縄
文
は
文
明
か
ど
う
か
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

⑥
日
本
人
の
思
い
を
後
世
に
伝
え
て
い
く
こ
と
が
大
事
。
思
い
を
伝
え
て

く
れ
る
よ
う
な
後
継
者
を
育
成
す
る
。
私
は
、「
ふ
じ
の
く
に
地
球
環
境
史
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ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
の
館
長
の
名
刺
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
名
刺
に
は

「
一
〇
〇
年
後
の
静
岡
が
豊
か
で
あ
る
た
め
に
」
と
い
う
標
題
が
つ
い
て
い

ま
す
。
自
分
の
一
生
は
せ
い
ぜ
い
一
〇
〇
年
。
で
も
自
分
の
思
い
を
あ
と
二

〇
〇
年
、
五
〇
〇
年
、
一
〇
〇
〇
年
続
け
る
た
め
に
は
、
思
い
を
伝
え
る
後

継
者
を
育
成
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
私
は
「
一
〇
〇
年
後
の
静
岡
が
豊
か

で
あ
る
た
め
に
」
と
い
う
こ
と
を
、
一
言
も
言
っ
た
こ
と
は
な
い
で
す
。
で

も
六
名
の
若
い
研
究
者
が
考
え
て
、
安
田
先
生
が
言
っ
て
い
る
事
は
こ
う
い

う
事
だ
と
。
だ
か
ら
こ
う
い
う
ふ
う
に
し
よ
う
と
言
っ
て
「
一
〇
〇
年
後
の

静
岡
が
豊
か
で
あ
る
た
め
に
」
と
い
う
標
語
を
作
っ
た
の
で
す
。

私
の
お
話
し
し
た
か
っ
た
の
は
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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