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図７　大崎遺跡出土の石鏃

図８　大崎遺跡出土の磨製石斧

　

今
年
度
の
調
査
は
も
う
す
ぐ
終
了
し
ま
す
。

令
和
五
年
度
設
楽
ダ
ム
関
連
発
掘
調
査
成
果
報
告
会

『
新
設
楽
発
見
伝
10
』
開
催
の
ご
案
内

日
時
　
令
和
六
年
三
月
　
上
旬
　
午
後
一
時
三
十
分
〜

開
催
方
法
　
対
面
に
よ
る
実
施

（
オ
ン
ラ
イ
ン
お
よ
び
動
画
配
信
の
予
定
は
あ
り
ま
せ
ん
）

場
所
　
設
楽
町
役
場
議
場

内
容
　
令
和
五
年
度
の
設
楽
ダ
ム
関
連
発
掘
調
査
の
ご
報
告
と
、

　
外
部
講
師
に
よ
る
講
演
。

※
詳
細
は
、次
号
「
設
楽
発
掘
通
信
85
号
」
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

設
楽
町
の
山
々
を
鮮
や
か
に
飾
っ
て
い
た
紅
葉
も
見
ご
ろ
を
過
ぎ
、
霜
枯
れ
の

季
節
と
な
り
ま
し
た
。
皆
さ
ま
に
は
い
か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。

　

さ
て
、
十
二
月
十
六
日
（
土
）
に
八
橋
地
区
、
根ね
み
ち
そ
と

道
外
遺
跡
の
地
元
説
明
会
を

開
催
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
す
で
に
調
査
の
終
了
し
た
下し
も
の
べ
さ
か

延
坂
遺
跡
の
調
査

跡
地
に
お
集
ま
り
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
根
道
外
遺
跡
は
、
さ
ら
に
薄
暗
く
細
い

林
道
を
山
奥
ま
で
進
ん
で
行
っ
た
先
に
あ
り
ま
す
。
普
段
の
発
掘
調
査
で
は
、
車

を
乗
り
合
わ
せ
て
遺
跡
の
対
岸
ま
で
行
き
、
林
道
か
ら
仮
設
橋
の
急
階
段
を
降
り
、

タ
コ
ウ
ズ
川
を
渡
っ
て
や
っ
と
調
査
地
に
到
着
と
な
り
ま
す
。
さ
な
が
ら
ミ
ニ
探
検

隊
の
様
相
で
す
が
、
こ
ん
な
奥
ま
っ
た
場
所
に
広
く
良
好
な
平
坦
地
が
存
在
す
る
こ

と
は
驚
き
で
す
。
説
明
会
当
日
は
、
限
ら
れ
た
条
件
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
担
当

者
か
ら
根
道
外
遺
跡
の
解
説
を
お
話
い
た
し
ま
し
た
。
当
日
ご
参
加
を
い
た
だ
い

た
皆
さ
ま
に
は
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

そ
の
後
も
根
道
外
遺
跡
の
調
査
は
順
調
に
進
ん
で
お
り
ま
す
。
地
元
説
明
会
に

ご
参
加
い
た
だ
け
な
か
っ
た
方
に
も
、
根
道
外
遺
跡
の
調
査
成
果
を
本
紙
二
・
三
頁

に
て
解
説
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

根
道
外
遺
跡
の
調
査
は
来
年
一
月
に
終
了
す
る
予
定
で
す
。
今
年
度
予
定
さ
れ

て
い
た
四
遺
跡
（
上か
み

ヲ
ロ
ウ
・
下し
も

ヲ
ロ
ウ
遺
跡
・
万ま
ん
ぜ瀬

遺
跡
・
下
延
坂
遺
跡
・
根

道
外
遺
跡
）
の
調
査
が
ま
も
な
く
終
わ
り
を
迎
え
ま
す
。
つ
き
ま
し
て
は
、
来
年

三
月
に
今
年
度
の
調
査
成
果
の
ご
報
告
を
考
え
て
お
り
ま
す
。
詳
細
が
決
ま
り
ま

し
た
ら
、
改
め
て
ご
案
内
を
い
た
し
ま
す
。（
鬼き
と
う頭　

剛
つ
よ
し
）　

縄
文
時
代
の
石
器
製
作
〜
大
崎
遺
跡
を
例
に
〜

　

設
楽
町
大お
お
さ
き崎
遺
跡
の
発
掘
調
査
は
令
和
三
・
四
年
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
調
査
面
積
は

１
０
９
９
５
㎡
で
、
遺
構
は
中
世
以
降
の
水
田
、
縄
文
・
弥
生
時
代
の
竪た
て
あ
な
た
て
も
の
あ
と

穴
建
物
跡

等
が
確
認
さ
れ
、
遺
物
は
陶と
う
じ
き

磁
器
類
、
弥や
よ
い生
・
縄
じ
ょ
う
も
ん文
土
器
、
石
器
・
石
製
品
が
出

土
し
て
い
ま
す
。
今
回
は
大
崎
遺
跡
で
出
土
し
た
縄
文
時
代
の
石
器
と
そ
の
製
作

方
法
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

　

出
土
し
た
縄
文
時
代
の
石
器
は
、
石せ
き
ぞ
く鏃(

狩
猟
具)

、
石い
し
さ
じ匙(

ナ
イ
フ)

、
ス
ク
レ

イ
パ
ー
類(

削
る
、
掻
く
道
具)

、
石い
し
き
り錐(

穴
を
開
け
る
道
具)

、
打だ
せ
い
せ
き
ふ

製
石
斧(

穴
を

掘
る
道
具)

、
磨ま
せ
い
せ
き
ふ

製
石
斧(

木
を
切
る
道
具)

、
石せ
き
す
い錘(

漁
労
具)

、
凹く
ぼ
み
い
し石(

木
の
実

を
割
る
道
具)

、
磨す
り
い
し石
・
敲
た
た
き
い
し石
類
・
石い
し
ざ
ら皿
・
台だ
い
い
し石(

磨
る
、
敲た
た

く
道
具)

が
確
認
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
石
器
は
ど
う
や
っ
て
作
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
ず
石
鏃
、
石
匙
、
ス
ク
レ
イ
パ
ー
類
、
石
錐
は
押お
う
あ
つ
は
く
り

圧
剥
離
と
言
わ
れ
る
方
法

で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
押
圧
剥
離
と
は
素
材
に
道
具
を
押
し
当
て
、
そ
の
圧
力
で

剥
離
を
す
る
方
法
で
す
。
こ
の
剥
離
方
法
は
後
期
旧き
ゅ
う
せ
っ
き

石
器
時
代
の
終
わ
り
、
細さ
い
せ
き石

刃じ
ん

が
出
現
す
る
時
期
か
ら
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
剥は
く
へ
ん片
を
直
接
敲
く
直
ち
ょ
く

接せ
つ
だ
げ
き

打
撃
で
は
出
来
な
か
っ
た
、
よ
り
細
か
い
作
業
が
可
能
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
続
い
て
打
製
石
斧
で
す
が
、
こ
ち
ら
は
両
り
ょ
う
き
ょ
く
こ
う
だ

極
敲
打
と
い
う
方
法
で
作
ら
れ

ま
す
。
両
極
敲
打
は
台
石
の
上
に
置
い
た
素
材
を
ハ
ン
マ
ー
で
敲
い
て
整
形
す
る

方
法
で
す
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、
一
度
に
両
側
縁
の
整
形
が
可
能
に
な
り
、
短
時

間
で
い
く
つ
も
の
打
製
石
斧
を
生
産
出
来
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
最
後
に
磨
製
石

斧
で
す
が
、
文
字
通
り
研
磨
を
し
て
製
作
し
て
い
ま
す
。
た
だ
製
作
工
程
で
研
磨

が
行
わ
れ
る
の
は
最
終
段
階
で
あ
り
、
大
体
の
形
に
な
る
ま
で
は
石
で
敲
い
て
整

形
し
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
縄
文
時
代
の
人
々
は
色
々
な
方
法
で
石
器
を
作
り
、
そ
れ
を
使
っ

生
活
を
し
て
い
ま
し
た
。
石
器
を
観
察
し
、
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
は
、
当
時
の

生
活
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
上
で
重
要
な
こ
と
と
い
え
ま
す
。　
　

(

社し
ゃ
も
と
ゆ
う
や

本
有
弥)

上
ヲ
ロ
ウ
・
下
ヲ
ロ
ウ
遺
跡

近き
ん
せ
い
ぼ

世
墓
調
査
の
様
子

万
瀬
遺
跡　
縄
じ
ょ
う
も
ん文

時
代
早そ
う
き期

煙え
ん
ど
う
つ
き
ろ
あ
な

道
付
炉
穴
内
出
土
土
器

図９　石器の作り方
（上：押圧剥離、下：両極敲打）
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根ね

道み
ち

外そ
と

遺い

跡せ
き

の
発
掘
調
査

　
　

設
楽
町
八
橋
字
根
道
外
に
位
置
す
る
根
道
外
遺
跡
の
発
掘
調
査
が
十
一
月
上
旬
よ
り
始
ま

り
ま
し
た
。
根
道
外
遺
跡
は
山さ
ん

地ち

斜し
ゃ

面め
ん 

に
囲
ま
れ
て
お
り
、
遺
跡
の
西
側
に
は
境
さ
か
い

川が
わ

の
支
流
で

あ
る
タ
コ
ウ
ズ
川
が
流
れ
る
立
地
環
境
と
な
っ
て
い
ま
す(

図
１)

。
根
道
外
遺
跡
を
対
象
と
し

た
本
格
的
な
調
査
は
今
回
が
初
め
て
で
、
平へ
い

成せ
い

二
十
八
年
度
の
範は
ん

囲い

確か
く

認に
ん

調ち
ょ
う

査さ

で
は
縄
文
土

器
を
含
む
遺い

物ぶ
つ

包ほ
う

含が
ん

層そ
う

と
思
わ
れ
る
堆た
い

積せ
き

層そ
う

が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
現
在
の
発

掘
調
査
状
況
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

根
道
外
遺
跡
は
表
ひ
ょ
う

土ど

の
下
に
耕こ
う

作さ
く

土ど

層
が
形
成
さ
れ
、
そ
の
下か

層そ
う

に
は
北
側
で
旧
き
ゅ
う

河か

道ど
う

、
中

央
か
ら
南
側
に
か
け
て
小
し
ょ
う

区く

画か
く

の
水す
い

田で
ん

跡あ
と

、
至
る
所
に
倒と
う

木ぼ
く・

植
し
ょ
く

生せ
い

痕こ
ん

が
確
認
さ
れ
ま
し
た(

図

2)

。
ま
た
、
調
査
区
内
の
広
範
囲
域
で
土ど

石せ
き

流り
ゅ
うに
よ
る
礫れ
き

の
堆た
い

積せ
き

が
み
ら
れ
、
調
査
区
中
央

か
ら
南
側
に
か
け
て
一
部
で
遺
物
を
多
く
含
む
赤せ
き

褐か
っ

色し
ょ
くの
堆
積
層
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

調
査
は
順
を
追
っ
て
耕
作
や
倒
木
・
植
生
痕
由
来
の
落
ち
込
み
か
ら
掘く
っ

削さ
く

を
進
め
て
い
き
ま

し
た
。
こ
れ
ら
の
落
ち
込
み
か
ら
は
石せ
っ

器き

、
黒こ
く

曜よ
う

石せ
き

や
安あ
ん

山ざ
ん

岩が
ん

の
石せ
き

核か
く

、
縄
文
時
代
中
期
後
半

の
土
器
片
が
出
土
し
ま
し
た
。

　

遺
物
を
多
く
含
む
赤せ
き

褐か
っ

色し
ょ
くの

堆
積
層
で
は
有ゆ
う

溝こ
う

石せ
き

錘す
い

や
石せ
き

棒ぼ
う

等
の
石
器
、
縄
文
後
期
末
か
ら

図１　根道外遺跡の全景

図４　赤褐色の堆積層、土石流堆積、黒色から灰色の堆積層の関係

図２　根道外遺跡の発掘状況

図３　赤褐色の堆積層（包含層）から出土した遺物  ( 左 ) 有溝石錘   ( 右 ) 石棒

晩ば
ん

期き

の
土
器
片
が
出
土
し
ま
し
た(

図
３)

。
赤
褐
色
の
堆
積
層
の
下
に
は
土
石
流
に
よ
る
礫
が

堆
積
し
て
お
り
、さ
ら
に
そ
の
下
層
に
は
黒
色
か
ら
灰
色
の
堆
積
層
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
（
図

４
）。
黒
色
か
ら
灰
色
の
堆
積
層
か
ら
は
縄
文
土
器
・
弥
生
土
器
が
出
土
し
て
い
ま
す
が
、
詳

細
は
こ
れ
か
ら
で
す
。
今
後
は
下
面
の
黒
色
か
ら
灰
色
で
堆
積
層
を
中
心
に
調
査
を
進
め
て
い

き
根
道
外
遺
跡
の
全
容
の
解
明
に
努
め
て
い
き
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

(

荒あ
ら

木き 

徳な
る

人と)

　

根
道
外
遺
跡
の
存
在
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
北き
た
し
ら
た
ぐ
ん
し

設
楽
郡
史
編へ
ん
さ
ん纂

に
伴
う
調
査
で

あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。『
北
設
楽
郡
史 

第
二
巻 

原
始—

中
世
』（
昭
和
四
十
三
年
刊
行
）
で
は
、

遺
跡
一
覧
表
に
根
道
外
遺
跡
の
記
載
が
あ
り
、
縄
文
時
代
後こ
う
き期
の
土
器

と
磨ま
せ
い
せ
き
ふ

製
石
斧
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
が
、
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

当
地
を
現
在
参
照
で
き
る
地
図
類
で
み
る
と
、
明
治
十
七
年
地ち
せ
き
ず

籍
図

で
は
、「
貳に
じ
ゅ
う
よ
ん
ば
ん

拾
四
番
雑ぞ
う
き
や
ま

木
山
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
以

上
の
土
地
利
用
や
区
画
の
記
載
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。
ま
た
昭
和
二
十
七
年
の
地
形
図
で
み
て
も
、
特
定
の
土
地
利
用
に

関
す
る
記
載
が
認
め
ら
れ
ず
、
積
極
的
な
土
地
利
用
が
行
わ
れ
た
場
所

で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
（
図
５
）。

　

一
方
で
、
発
掘
調
査
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
耕
作
の
跡
と
戦せ
ん
ご
く国

時
代

か
ら
江え

ど戸
時
代
前
半
の
遺
物
が
細
片
と
な
っ
て
遺
跡
全
体
で
確
認
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
た
め
、
恐
ら
く
江
戸
時
代
後
半
以
降
は
、
耕
作
地
と

し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
そ
れ
ほ
ど
継
続
的
で

は
な
く
、
短
期
的
な
利
用
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に

土ど
せ
き
り
ゅ
う
た
い
せ
き
そ
う

石
流
堆
積
層
の
直
上
に
は
流
れ
込
み
の
よ
う
で
す
が
縄
文
時
代
後
期

末
〜
晩
期
の
遺
物
を
含
む
包
含
層
が
あ
り
、
上
か
ら
の
耕
作
に
よ
っ
て

そ
の
一
部
が
撹か
く

拌は
ん

さ
れ
る
形
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
こ
の
土
石
流

堆
積
が
、現
在
の
土
地
形
状
を
形
作
っ
て
い
る
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
土
石
流
堆
積
層
の
下
に
あ
る
遺
物
包
含
層
お
よ
び
遺
構
の
調

査
に
入
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
範
囲
は
広
が
り
を
見
せ
て
い
ま
す
。
こ

れ
か
ら
の
調
査
で
、
土
石
流
堆
積
に
よ
っ
て
覆
わ
れ
た
縄
文
時
代
・
弥

生
時
代
集
落
の
様
相
が
解
明
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
次
号
で
は
、

そ
の
報
告
を
い
た
し
ま
す
の
で
、
ご
期
待
下
さ
い
。（
川か
わ
ぞ
え添

和か
ず
あ
き暁

）図５　根道外遺跡および周辺遺跡
（昭和 27 年地形図より）

図６　根道外遺跡土石流堆積層上の調査状況

N
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①

①石棒

②

②縄文時代中期土器

③有溝石錘

③
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図７　大崎遺跡出土の石鏃

図８　大崎遺跡出土の磨製石斧

　

今
年
度
の
調
査
は
も
う
す
ぐ
終
了
し
ま
す
。

令
和
五
年
度
設
楽
ダ
ム
関
連
発
掘
調
査
成
果
報
告
会

『
新
設
楽
発
見
伝
10
』
開
催
の
ご
案
内

日
時
　
令
和
六
年
三
月
　
上
旬
　
午
後
一
時
三
十
分
〜

開
催
方
法
　
対
面
に
よ
る
実
施

（
オ
ン
ラ
イ
ン
お
よ
び
動
画
配
信
の
予
定
は
あ
り
ま
せ
ん
）

場
所
　
設
楽
町
役
場
議
場

内
容
　
令
和
五
年
度
の
設
楽
ダ
ム
関
連
発
掘
調
査
の
ご
報
告
と
、

　
外
部
講
師
に
よ
る
講
演
。

※
詳
細
は
、次
号
「
設
楽
発
掘
通
信
85
号
」
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

設
楽
町
の
山
々
を
鮮
や
か
に
飾
っ
て
い
た
紅
葉
も
見
ご
ろ
を
過
ぎ
、
霜
枯
れ
の

季
節
と
な
り
ま
し
た
。
皆
さ
ま
に
は
い
か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。

　

さ
て
、
十
二
月
十
六
日
（
土
）
に
八
橋
地
区
、
根ね
み
ち
そ
と

道
外
遺
跡
の
地
元
説
明
会
を

開
催
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
す
で
に
調
査
の
終
了
し
た
下し
も
の
べ
さ
か

延
坂
遺
跡
の
調
査

跡
地
に
お
集
ま
り
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
根
道
外
遺
跡
は
、
さ
ら
に
薄
暗
く
細
い

林
道
を
山
奥
ま
で
進
ん
で
行
っ
た
先
に
あ
り
ま
す
。
普
段
の
発
掘
調
査
で
は
、
車

を
乗
り
合
わ
せ
て
遺
跡
の
対
岸
ま
で
行
き
、
林
道
か
ら
仮
設
橋
の
急
階
段
を
降
り
、

タ
コ
ウ
ズ
川
を
渡
っ
て
や
っ
と
調
査
地
に
到
着
と
な
り
ま
す
。
さ
な
が
ら
ミ
ニ
探
検

隊
の
様
相
で
す
が
、
こ
ん
な
奥
ま
っ
た
場
所
に
広
く
良
好
な
平
坦
地
が
存
在
す
る
こ

と
は
驚
き
で
す
。
説
明
会
当
日
は
、
限
ら
れ
た
条
件
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
担
当

者
か
ら
根
道
外
遺
跡
の
解
説
を
お
話
い
た
し
ま
し
た
。
当
日
ご
参
加
を
い
た
だ
い

た
皆
さ
ま
に
は
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

そ
の
後
も
根
道
外
遺
跡
の
調
査
は
順
調
に
進
ん
で
お
り
ま
す
。
地
元
説
明
会
に

ご
参
加
い
た
だ
け
な
か
っ
た
方
に
も
、
根
道
外
遺
跡
の
調
査
成
果
を
本
紙
二
・
三
頁

に
て
解
説
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

根
道
外
遺
跡
の
調
査
は
来
年
一
月
に
終
了
す
る
予
定
で
す
。
今
年
度
予
定
さ
れ

て
い
た
四
遺
跡
（
上か
み

ヲ
ロ
ウ
・
下し
も

ヲ
ロ
ウ
遺
跡
・
万ま
ん
ぜ瀬

遺
跡
・
下
延
坂
遺
跡
・
根

道
外
遺
跡
）
の
調
査
が
ま
も
な
く
終
わ
り
を
迎
え
ま
す
。
つ
き
ま
し
て
は
、
来
年

三
月
に
今
年
度
の
調
査
成
果
の
ご
報
告
を
考
え
て
お
り
ま
す
。
詳
細
が
決
ま
り
ま

し
た
ら
、
改
め
て
ご
案
内
を
い
た
し
ま
す
。（
鬼き
と
う頭　

剛
つ
よ
し
）　

縄
文
時
代
の
石
器
製
作
〜
大
崎
遺
跡
を
例
に
〜

　

設
楽
町
大お
お
さ
き崎
遺
跡
の
発
掘
調
査
は
令
和
三
・
四
年
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
調
査
面
積
は

１
０
９
９
５
㎡
で
、
遺
構
は
中
世
以
降
の
水
田
、
縄
文
・
弥
生
時
代
の
竪た
て
あ
な
た
て
も
の
あ
と

穴
建
物
跡

等
が
確
認
さ
れ
、
遺
物
は
陶と
う
じ
き

磁
器
類
、
弥や
よ
い生
・
縄
じ
ょ
う
も
ん文
土
器
、
石
器
・
石
製
品
が
出

土
し
て
い
ま
す
。
今
回
は
大
崎
遺
跡
で
出
土
し
た
縄
文
時
代
の
石
器
と
そ
の
製
作

方
法
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

　

出
土
し
た
縄
文
時
代
の
石
器
は
、
石せ
き
ぞ
く鏃(

狩
猟
具)

、
石い
し
さ
じ匙(

ナ
イ
フ)

、
ス
ク
レ

イ
パ
ー
類(

削
る
、
掻
く
道
具)
、
石い
し
き
り錐(

穴
を
開
け
る
道
具)

、
打だ
せ
い
せ
き
ふ

製
石
斧(

穴
を

掘
る
道
具)

、
磨ま
せ
い
せ
き
ふ

製
石
斧(

木
を
切
る
道
具)

、
石せ
き
す
い錘(

漁
労
具)

、
凹く
ぼ
み
い
し石(

木
の
実

を
割
る
道
具)

、
磨す
り
い
し石
・
敲
た
た
き
い
し石
類
・
石い
し
ざ
ら皿
・
台だ
い
い
し石(

磨
る
、
敲た
た

く
道
具)

が
確
認
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
石
器
は
ど
う
や
っ
て
作
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
ず
石
鏃
、
石
匙
、
ス
ク
レ
イ
パ
ー
類
、
石
錐
は
押お
う
あ
つ
は
く
り

圧
剥
離
と
言
わ
れ
る
方
法

で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
押
圧
剥
離
と
は
素
材
に
道
具
を
押
し
当
て
、
そ
の
圧
力
で

剥
離
を
す
る
方
法
で
す
。
こ
の
剥
離
方
法
は
後
期
旧き
ゅ
う
せ
っ
き

石
器
時
代
の
終
わ
り
、
細さ
い
せ
き石

刃じ
ん

が
出
現
す
る
時
期
か
ら
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
剥は
く
へ
ん片
を
直
接
敲
く
直
ち
ょ
く

接せ
つ
だ
げ
き

打
撃
で
は
出
来
な
か
っ
た
、
よ
り
細
か
い
作
業
が
可
能
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
続
い
て
打
製
石
斧
で
す
が
、
こ
ち
ら
は
両
り
ょ
う
き
ょ
く
こ
う
だ

極
敲
打
と
い
う
方
法
で
作
ら
れ

ま
す
。
両
極
敲
打
は
台
石
の
上
に
置
い
た
素
材
を
ハ
ン
マ
ー
で
敲
い
て
整
形
す
る

方
法
で
す
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、
一
度
に
両
側
縁
の
整
形
が
可
能
に
な
り
、
短
時

間
で
い
く
つ
も
の
打
製
石
斧
を
生
産
出
来
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
最
後
に
磨
製
石

斧
で
す
が
、
文
字
通
り
研
磨
を
し
て
製
作
し
て
い
ま
す
。
た
だ
製
作
工
程
で
研
磨

が
行
わ
れ
る
の
は
最
終
段
階
で
あ
り
、
大
体
の
形
に
な
る
ま
で
は
石
で
敲
い
て
整

形
し
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
縄
文
時
代
の
人
々
は
色
々
な
方
法
で
石
器
を
作
り
、
そ
れ
を
使
っ

生
活
を
し
て
い
ま
し
た
。
石
器
を
観
察
し
、
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
は
、
当
時
の

生
活
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
上
で
重
要
な
こ
と
と
い
え
ま
す
。　
　

(

社し
ゃ
も
と
ゆ
う
や

本
有
弥)

上
ヲ
ロ
ウ
・
下
ヲ
ロ
ウ
遺
跡

近き
ん
せ
い
ぼ

世
墓
調
査
の
様
子

万
瀬
遺
跡　
縄
じ
ょ
う
も
ん文

時
代
早そ
う
き期

煙え
ん
ど
う
つ
き
ろ
あ
な

道
付
炉
穴
内
出
土
土
器

図９　石器の作り方
（上：押圧剥離、下：両極敲打）
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