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弥
生
時
代
の
石
器

   

―
変
わ
っ
た
形
の
２
つ
の
石せ

き
ぞ
く鏃
―

　
弥
生
時
代
の
石
鏃（
石
の
矢
じ
り
）と
聞
い
て
、
不
思
議
に
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
石
鏃

は
、
弓
矢
の
先
端
に
取
り
付
け
る
も
の
で
、
狩
猟
が
盛
ん
で
あ
っ
た
縄
文
時
代
を
代
表
す
る

道
具
の
ひ
と
つ
で
す
。
次
の
弥
生
時
代
に
な
っ
て
も
、
タ
ン
パ
ク
源
確
保
の
た
め
弓
矢
に
よ

る
シ
カ
や
イ
ノ
シ
シ
猟
は
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
稲
作
を
中
心
と
し
た
農
耕
社
会
の
イ
メ
ー

ジ
が
強
い
弥
生
時
代
で
す
が
、引
き
続
き
狩
猟
は
行
わ
れ
、石
鏃
が
使
わ
れ
て
い
た
の
で
す
。

西
日
本
で
は
、
弥
生
時
代
中
頃
か
ら
大
型
化
し
、
狩
り
の
道
具
か
ら
武
器
と
し
て
使
わ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
ム
ラ
同
士
の
争
い
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
で
す
。

　
土
浦
市
周
辺
で
も
、
縄
文
時
代
ほ
ど
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
弥
生
時
代
の
石
鏃
が
発
見

さ
れ
て
い
ま
す
。
ほ
と
ん
ど
は
写
真
②
の
よ
う
に
縄
文
時
代
と
同
じ
形
で
す
が
、
弥
生
時
代

に
な
っ
て
出
現
し
た
独
特
な
形
の
石
鏃
も
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
、
弥
生
時
代
に
使
わ
れ
た
特
徴
的
な
石
鏃
で
あ
る
磨ま

せ
い製

石
鏃
と
、
ア
メ
リ
カ
式
石

鏃
を
紹
介
し
ま
す
。

　
写
真
①
左
は
、
板
谷
地
区
に
あ
る
東
山
団
地
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
た
磨
製
石
鏃
で
す
。
ほ

と
ん
ど
の
石
鏃
は
打
ち
欠
い
て
作
る
打だ

せ
い製
石
鏃
で
す

が
、
こ
の
石
鏃
は
丁
寧
に
磨
い
て
薄
く
仕
上
げ
て
い

ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
磨
製
石
鏃
と
呼
ば
れ
て
い
ま

す
。弥
生
時
代
の
初
め
か
ら
中
頃
に
か
け
て
使
わ
れ
、

関
東
地
方
よ
り
西
の
地
域
で
多
く
発
見
さ
れ
て
い
ま

す
。

　
関
東
地
方
や
中
部
地
方
の
磨
製
石
鏃
は
、
弥
生
時

代
中
頃
に
使
わ
れ
ま
し
た
。
長
さ
は
１・
５
～
４
㌢

程
度
、
形
は
三
角
形
か
五
角
形
で
、
茎な

か
ごは
あ
り
ま
せ

ん
。
小
さ
な
孔
が
あ
け
ら
れ
て
い
る
の
が
こ
の
地
域

の
特
徴
で
、
柄
に
装
着
す
る
た
め
の
も
の
と
思
わ
れ

ま
す
。

　
東
山
団
地
遺
跡
の
磨
製
石
鏃
は
、
弥
生
時
代
中
頃

の
竪
穴
建
物
跡
か
ら
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
粘ね

ん
ば
ん
が
ん

板
岩
で
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作
ら
れ
、
一
部
欠
損
し
て
い
ま
す
が
五
角
形
に
近
い
三
角
形
と
思
わ
れ
ま
す
。
大
き
さ
は
幅

１・９
㌢
、
厚
さ
１・５
㍉
と
小
型
の
も
の
で
す
。

　
現
在
、
県
内
で
確
認
さ
れ
て
い
る
磨
製
石
鏃
は
、
本
例
と
か
す
み
が
う
ら
市
下し

も
し
づ
く

志
筑
で
発

見
さ
れ
た
２
点
の
み
で
、
極
め
て
貴
重
な
資
料
と
い
え
ま
す
。

　
写
真
①
右
の
ア
メ
リ
カ
式
石
鏃
は
、
紫
ケ
丘
地
区
に
あ
る
原
田
北
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
ま

し
た
。
基
部
に
み
ら
れ
る
Ｔ
字
型
の
茎
が
特
徴
で
す
。
北
ア
メ
リ
カ
の
先
住
民
が
使
用
し
て

い
た
石
器
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
式
石
鏃
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
分
布
は
北
関

東
や
新
潟
県
、
東
北
地
方
に
集
中
し
て
い
ま
す
。
県
内
で
は
那な

か珂
川
や
久く

じ慈
川
流
域
を
中
心

に
、
弥
生
時
代
終
わ
り
頃
の
約
20
の
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
狩
猟
具
と
し
て
使
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
貴
重
品
で
あ
る
ガ
ラ
ス
玉
と
一
緒
に
出

土
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
権
威
や
地
位
を
示
す
威い

し
ん
ざ
い

信
財
と
し
て
も
使
わ
れ
た
と
い
う
説
が

あ
り
ま
す
。

　
現
在
、
市
内
で
確
認
さ
れ
て
い
る
の
は
本
例
の
み
で
、
土ど

こ
う坑

と
呼
ば
れ
る
人
為
的
に
掘
ら

れ
た
穴
か
ら
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
チ
ャ
ー
ト
製

で
、
長
さ
約
２・
６
㌢
、
厚
さ
０・
５
㌢
の
大
き

さ
で
す
。
同
じ
土
坑
か
ら
、
茎
の
な
い
石
鏃
も

２
点
出
土
し
ま
し
た（
写
真
②
）。こ
の
土
坑
は
、

形
な
ど
か
ら
お
墓
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

今
回
紹
介
し
た
２
つ
の
石
鏃
は
、
上
高
津
貝

塚
ふ
る
さ
と
歴
史
の
広
場
で
開
催
し
て
い
る
夏

休
み
フ
ァ
ミ
リ
ー
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
テ
ー
マ
展
、

「
石
の
道
具
の
発
達
史
‐
人
と
石
の
三
万
年
‐
」

の
な
か
で
、
８
月
30
日
ま
で
展
示
し
て
い
ま
す
。

ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
上
高
津
貝
塚
ふ
る
さ
と
歴
史
の
広
場

（
☎
８
２
６・７
１
１
１
）

▲写真②
アメリカ式石鏃と同じ土坑から出土した石鏃


