
 

 

３
世
代
つ
な
げ
る
更
級
の
ま
つ
り 

縄文が老いの価値を発見した

 

ア
メ
リ
カ
と
更
級
。
こ
の
二
つ
を
比
べ
る

と
興
味
深
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ア
メ
リ
カ

と
い
う
国
に
ど
ん
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い

ま
す
か
。世
代
に
よ
っ
て
違
う
で
し
ょ
う
が
、

民
主
主
義
、
若
者
文
化
、
旺
盛
な
起
業
家
精

神
と
い
っ
た
先
進
的
な
側
面
の
一
方
で
、
肥

満
、
精
神
科
医
の
多
さ
、
貧
富
の
較
差
、
凶

悪
犯
罪
の
頻
発
な
ど
で
し
ょ
う
か
。 

▽
小
児
の
国 

な
ぜ
、
こ
う
し
た
国
な
の
か
参
考
に
な
る

本
が
あ
り
ま
し
た
。
谷
口
陸
男
さ
ん
と
い
う

方
が
書
い
た
「
ア
メ
リ
カ
の
若
者
た
ち
」（
岩

波
新
書
）。ア
メ
リ
カ
文
学
の
中
に

登
場
す
る
「
若
者
」
の
姿
を
通
し

て
建
国
以
来
の
精
神
風
土
を
分
析

し
て
い
ま
す
。 

コ
ロ
ン
ブ
ス
の
い
わ
ゆ
る
「
ア

メ
リ
カ
大
陸
発
見
」
が
一
四
九
二

年
。
以
来
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の

人
た
ち
が
東
海
岸
地
域
に
移
民
し
、

一
七
七
六
年
に
独
立
宣
言
、
故
国

と
は
一
線
を
画
し
た
国
づ
く
り
を

始
め
ま
す
。
日
本
は
江
戸
時
代
の

後
期
、
旧
更
級
村
で
は
更
級
斜
子

の
考
案
者
で
あ
る
塚
田
政
子
さ
ん

（
お
政
さ
ん
）
が
ま
も
な
く
生
ま

れ
る（
一
七
九
八
年
）こ
ろ
で
す
。 

米
国
民
の
多
く
の
家
族
は
一
カ

所
に
定
住
す
る
こ
と
な
く
、
子
ど

も
の
世
代
は
開
拓
民
と
な
っ
て
移

動
し
て
い
き
ま
す
。
ゴ
ー
ル
ド
ラ

ッ
シ
ュ
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
農

民
、
商
人
、
鉱
山
探
索
者
な
ど
あ

ら
ゆ
る
職
種
が
西
海
岸
に
向
か
い

ま
し
た
。
そ
も
そ
も
移
民
の
多
く

は
貧
困
層
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

故
国
の
伝
統
的
な
価
値
観
を
否
定

し
た
暮
ら
し
を
送
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。 

こ
う
し
た
国
の
成
り
立
ち
か
ら
し
て
若
さ
、

新
し
さ
が
古
い
も
の
よ
り
も
も
て
は
や
さ
れ

る
ア
メ
リ
カ
の
文
化
は
当
然
と
言
え
ま
す
が
、

谷
口
さ
ん
の
指
摘
で
面
白
い
と
思
っ
た
の
は

ア
メ
リ
カ
を
「
小
児
の
心
性
」
と
表
現
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
の
意
味
は
き
か
ん
き

が
な
い
、
単
純
と
言
っ
て
も
い
い
よ
う
に
思

い
ま
す
。
し
つ
け
る
人
が
い
な
い
国
と
い
う

感
じ
で
し
ょ
う
か
。
子
ど
も
の
し
つ
け
役
と

い
う
の
は
老
人
か
親
で
す
が
、
開
拓
時
代
、

親
の
世
代
は
生
地
と
は
違
う
場
所
に
自
分
の

拠
点
を
つ
く
る
の
に
熱
心
で
す
か
ら
、
老
人

が
孫
を
育
て
る
と
い
う
文
化
が
生
ま
れ
に
く

か
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

つ
ま
り
、
ア
メ
リ
カ
は
突
っ
走
り
や
行
き

過
ぎ
を
制
御
す
る
機
能
が
と
て
も
弱
い
精
神

風
土
な
の
で
す
。
ア
メ
リ
カ
ン
ド
リ
ー
ム
と

い
う
の
は
意
地
悪
く
い
え
ば
何
を
や
っ
て
も

い
い
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
結
果
が
現
在
の

ア
メ
リ
カ
と
い
う
国
の
病
理
に
も
つ
な
が
っ

て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

▽
縄
文
時
代
の
「
老
人
と
孫
」 

「
更
級
」
の
地
は
こ
れ
と
対
極
に
あ
り
ま

す
。
奈
良
時
代
に
建
部

た
て
べ
の

大
垣

お
お
が
き

が
朝
廷
か
ら
親

孝
行
を
誉
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
更
級
を

姨
捨
伝
説
の
メ
ッ
カ
に
し
た
こ
と
は
シ
リ
ー

ズ
の
一
回
目
で
触
れ
ま
し
た
が
、
姨
捨
伝
説

は
老
人
を
大
事
に
し
、
そ
の
知
恵
で
国
を
救

っ
た
と
い
う
も
の
で
す
。
た
だ
、
こ
こ
で
は

孫
が
登
場
し
ま
せ
ん
。
孫
は
実
は
縄
文
時
代

に
す
で
に
社
会
の
一
員
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

縄
文
研
究
の
第
一
人
者
で
国
学
院
大
学
教

授
の
小
林
達
雄
さ
ん
に
よ
る
と
、
縄
文
時
代

に
初
め
て
「
老
い
の
価
値
」
が
発
見
さ
れ
ま

し
た
。
縄
文
時
代
の
前
は
「
旧
石
器
時
代
」

と
呼
ば
れ
、
ナ
ウ
マ
ン
象
が
日
本
列
島
に
生

息
し
た
時
代
で
す
。
こ
の
こ
ろ
の
人
た
ち
は

肉
や
植
物
の
食
料
を
求
め
て
移
動
し
て
い
ま

し
た
が
、
今
か
ら
約
一
万
二
千
年
前
、
縄
文

時
代
に
な
る
と
、
特
定
の
場
所
に
定
住
す
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

の
変
化
が
老
人
な
ら
で
は
の
役
割
を
生
み
出

し
た
と
い
い
ま
す
。 

 

移
動
生
活
で
は
足
腰
が
弱
っ
て
置
い
て
け

ぼ
り
に
さ
れ
た
老
人
で
す
が
、
定
住
す
る
こ

と
で
、
老
人
が
積
み
重
ね
て
き
た
暮
ら
し
の

知
恵
が
生
か
さ
れ
る
場
が
で
き
た
の
で
す
。

幼
な
子
の
面
倒
は
老
人
が
見
て
く
れ
る
の
で

若
夫
婦
は
仕
事
に
も
専
念
で
き
ま
す
。
老
人

の
知
恵
と
存
在
が
豊
か
に
生
き
て
い
く
た
め

に
役
立
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

さ
ら
に
大
事
な
の
は
、
老
い
の
価
値
を
尊

重
す
る
考
え
方
が
縄
文
時
代
が
続
く
一
万
年

の
間
に
じ
っ
く
り
醸
成
さ
れ
、「
文
化
的
遺
伝

子
」
と
し
て
日
本
人
に
刷
り
込
ま
れ
た
こ
と

だ
と
小
林
さ
ん
は
言
い
ま
す
。
時
代
は
弥
生

に
代
わ
り
現
代
ま
で
二
千
年
以
上
が
た
ち
ま

し
た
が
、
そ
の
遺
伝
子
は
日
本
人
に
組
み
込

ま
れ
、
自
然
の
恵
み
の
枯
渇
や
住
民
同
士
の

ト
ラ
ブ
ル
な
ど
集
団
生
活
に
あ
り
が
ち
な
問

題
の
解
決
に
、
老
人
の
知
恵
が
途
切
れ
る
こ

と
な
く
生
か
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

そ
れ
を
具
体
的
に
示
し
て
く
れ
る
の
が
民

俗
学
者
、
故
宮
本
常
一
さ
ん
の
「
忘
れ
ら
れ

た
日
本
人
」（
写
真
右
）
で
す
。
宮
本
さ
ん
は

戦
後
か
ら
高
度
経
済
成
長
期
に
か
け
全
国
を

歩
い
て
日
本
人
の
伝
統
的
な
暮
ら
し
を
温
か

な
ま
な
ざ
し
で
記
録
し
た
研
究
者
で
す
。
本

の
中
で
「
長
野
県
諏
訪
湖
の
ほ
と
り
」
の
村

で
戦
後
聞
い
た
農
地
解
放
に
つ
い
て
の
寄
り

合
い
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹

介
し
て
い
ま
す
。
農
地
に

対
す
る
愛
着
、
こ
だ
わ
り

が
強
い
時
代
で
す
か
ら
、

み
ん
な
が
勝
手
な
こ
と
を

言
い
収
拾
が
つ
き
ま
せ
ん
。

そ
の
中
で
あ
る
老
人
が
こ

う
言
っ
た
そ
う
で
す
。 

 
 

 

「
皆
さ
ん
、
と
に
か
く

誰
も
い
な
い
と
こ
ろ
で
、

た
っ
た
一
人
暗
夜
に
胸
に

手
を
お
い
て
、
私
は
少
し

も
悪
い
こ
と
は
し
て
お
ら

ん
、
私
の
親
も
正
し
か
っ

た
、祖
父
も
正
し
か
っ
た
、

私
の
家
の
土
地
は
す
こ
し

の
不
正
も
な
し
に
手
を
入

れ
た
も
の
だ
、
と
は
っ
き
り
い
い
き
れ
る
人

が
あ
り
ま
し
た
ら
、
申
し
出
て
下
さ
い
」 

こ
の
発
言
で
そ
れ
ま
で
強
く
自
己
主
張
し

て
い
た
人
が
口
を
つ
ぐ
ん
で
し
ま
い
、
そ
の

後
の
寄
り
合
い
で
話
が
行
き
詰
っ
た
と
き
は

「
暗
夜
胸
に
手
を
お
い
て
…
」
と
切
り
出
す

と
、
た
い
て
い
解
決
の
糸
口
が
出
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。
正
論
を
た
だ
突
き
つ
け
る

の
で
は
な
く
、
当
事
者
の
改
心
や
気
づ
き
を

待
つ
。
そ
れ
が
双
方
に
と
っ
て
、
ま
た
集
団

に
と
っ
て
結
果
的
に
い
い
方
向
を
導
き
出
す

―
こ
う
し
た
議
論
の
文
化
は
縄
文
時
代
か
ら

の
遺
産
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。 

▽
一
言
、
あ
り
が
と
う 

さ
ら
し
な
の
里
古
代
体
験
パ
ー
ク
（
現
千

曲
市
羽
尾
）
で
毎
年
行
わ
れ
て
い
る
縄
文
ま

つ
り
は
縄
文
遺
産
を
受
け
継
い
で
い
ま
す
。

ま
つ
り
の
準
備
会
議
、
同
パ
ー
ク
が
畑
で
用

意
し
て
い
た
ネ
ギ
な
ど
の
食
材
が
足
り
な
く

な
り
住
民
か
ら
提
供
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し

た
の
で
す
が
、
謝
礼
の
金
額
に
つ
い
て
結
論

が
出
な
い
で
い
ま
し
た
。
す
る
と
そ
れ
ま
で

黙
っ
て
い
た
高
島
哲
夫
さ
ん（
二
〇
〇
〇
年
、

七
十
四
歳
で
死
去
）
が
言
い
ま
し
た
。 

 

「
そ
れ
は
一
言
、『
あ
り
が
と
う
』
っ
て
言

え
ば
い
い
だ
ね
え
か
い
」 

 

高
島
さ
ん
の
お
宅
は
更
級
小
学
校
に
隣
接

し
て
お
り
、
後
で
聞
い
た
と
こ
ろ
、
戦
後
食

糧
難
で
食
べ
物
が
な
い
こ
ろ
、
農
作
物
を
学

校
に
無
償
で
提
供
し
て
子
ど
も
た
ち
に
食
べ

さ
せ
た
こ
と
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。 

 
こ
う
し
た
知
恵
の
言
葉
は
、
他
人
と
い
や

で
も
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら

な
い
環
境
の
中
で
も
前
向
き
に
生
き
よ
う
と

す
る
伝
統
的
な
地
域
の
住
民
な
ら
で
は
の
も

の
で
し
ょ
う
。
羽
尾
地
区
在
住
の
郷
土
史
研

究
家
、塚
田
哲
男
さ
ん
は
縄
文
ま
つ
り
を「
老

人
か
ら
孫
の
世
代
ま
で
つ
な
が
る
三
世
代
の

ま
つ
り
」
と
表
現
し
て
い
ま
す
。 

た
だ
、
ア
メ
リ
カ
ば
か
り
を
批
判
す
る
資

格
は
日
本
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
小
林
達
雄
さ

ん
は
次
の
よ
う
に
も
言
い
ま
し
た
。「
日
本
の

経
済
成
長
は
老
人
を
暮
ら
し
か
ら
遠
ざ
け
て

実
現
し
た
と
も
言
え
る
。
日
本
も
ア
メ
リ
カ

と
同
じ
よ
う
に
老
い
の
文
化
を
消
そ
う
と
し

た
こ
と
が
あ
っ
た
」 

縄
文
的
な
暮
ら
し
を
濃
く
受
け
継
い
で
い

る
の
が
、
高
度
経
済
成
長
期
前
ま
で
に
青
年

時
代
を
過
ご
し
た
戦
前
生
ま
れ
の
お
年
寄
り

で
す
。
今
の
高
齢
社
会
は
戦
前
派
が
中
心
で

す
か
ら
、
高
島
さ
ん
が
発
し
た
言
葉
の
よ
う

な「
縄
文
の
知
恵
」は
ま
だ
残
っ
て
い
ま
す
。 
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