
第
一
章
旧
石
器
時
代



第一章旧石器時代

ひ
な
た

１
日
向
遺
跡
本
遺
跡
は
『
箱
根
外
輪
山
の
三
国
山
か
ら
南
西
に
延
び
た
尾

根
末
端
部
の
、
裾
野
市
公
文
名
日
向
に
位
置
し
、
海
抜
一
七
七
・
九
五
ｍ
の
丘
陵

上
に
立
地
す
る
。
同
じ
丘
陵
上
の
南
西
に
続
い
て
天
神
山
・
屯
屋
敷
遺
跡
、
北
東

に
丸
山
Ⅱ
遺
跡
が
あ
る
。
昭
和
二
五
年
（
元
き
）
、
県
立
沼
津
商
業
高
等
学
校
の
郷

土
研
究
部
員
鈴
木
恒
治
が
踏
査
し
、
縄
文
時
代
早
期
土
器
片
を
採
集
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
小
野
真
一
、
笹
津
海
祥
、
瀬
川
裕
市
郎
ら
が
踏
査
し
て
、
縄
文
時
代
早

期
遺
跡
と
し
て
注
目
し
て
い
た
。
本
遺
跡
採
集
の
石
器
の
な
か
に
、
黒
曜
石
製
の

ナ
イ
フ
形
石
器
と
頁
岩
製
の
石
刃
が
あ
っ
た
が
、
昭
和
四
八
年
（
一
毛
二
、
裾
野
市

立
東
中
学
校
建
設
に
伴
っ
て
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
た
結
果
、
畑
の
耕
作
そ
の
他

に
よ
っ
て
土
居
の
攪
乱
が
著
し
く
、
旧
石
器
時
代
の
遺
跡
と
し
て
の
確
認
は
さ
れ

て
い
な
い
。

ま
る
や
ま

２
丸
山
Ⅱ
遺
跡
裾
野
市
公
文
名
丸
山
に
位
置
す
る
遺
跡
で
、
海
抜
一
九
○

ｍ
の
丘
陵
の
頂
部
に
あ
る
。
昭
和
二
五
年
（
元
吾
）
頃
、
鈴
木
恒
治
に
よ
っ
て
踏

査
さ
れ
、
つ
い
で
昭
和
三
○
年
（
元
至
）
か
ら
三
四
年
（
元
尭
）
に
か
け
て
、
小

野
真
一
が
表
面
採
集
を
お
ゞ
）
な
い
、
縄
文
時
代
早
期
の
遺
物
を
含
む
遺
跡
と
さ
れ

た
。
昭
和
四
五
年
（
｜
老
ｅ
、
県
立
沼
津
東
高
等
学
校
郷
士
研
究
部
と
、
同
四
七
年

（
｜
老
二
に
持
田
信
幸
が
、
縄
文
時
代
の
遺
物
が
出
土
す
る
黒
褐
色
土
層
の
下
の
、

休
場
層
と
い
わ
れ
る
黄
褐
色
の
ロ
ー
ム
層
か
ら
黒
曜
石
と
頁
岩
製
の
ナ
イ
フ
形
石

器
及
び
石
刃
状
の
剥
片
を
採
集
し
て
、
旧
石
器
時
代
の
遺
跡
と
し
て
よ
い
の
で
は

な
い
か
と
さ
れ
た
。
翌
四
八
年
（
一
毛
三
、
裾
野
市
立
東
中
学
校
建
設
の
た
め
、
事

前
の
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
た
が
、
旧
石
器
時
代
の
遺
跡
と
し
て
の
確
認
は
さ
れ

て
い
な
い
。

と
み
ざ
わ
ひ
ら
ぱ
や
し

３
富
沢
平
林
遺
跡
裾
野
市
富
沢
平
林
遺
跡
は
、
富
沢
集
落
南
西
の
丘
陵

上
の
海
抜
二
二
○
ｍ
付
近
に
位
置
す
る
遺
跡
で
、
平
林
Ｉ
・
同
Ⅱ
遺
跡
と
連
続
し

て
い
る
。
昭
和
四
○
年
代
に
、
芹
沢
充
寛
ら
が
踏
査
し
、
縄
文
時
代
遺
跡
と
さ
れ

て
き
た
。
そ
の
後
、
昭
和
五
○
年
代
の
後
半
に
渡
瀬
治
、
袴
田
稔
ら
は
、
黒
曜
石

製
の
尖
頭
器
を
採
集
し
て
い
る
。
本
遺
跡
は
、
縄
文
時
代
の
遺
物
包
含
層
で
あ
る

黒
褐
色
土
居
が
削
平
さ
れ
、
そ
の
下
部
の
黄
褐
色
ロ
ー
ム
層
が
畑
の
作
土
と
な
り
、

そ
こ
か
ら
採
集
し
た
も
の
で
、
旧
石
器
時
代
遺
跡
の
存
在
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。

お
ぱ
た

４
尾
畑
遺
跡
裾
野
市
桃
園
尾
畑
の
舌
状
丘
陵
上
の
海
抜
一
五
○
ｍ
の
と
こ

ろ
に
位
置
す
る
。
昭
和
一
○
年
（
元
一
三
頃
か
ら
縄
文
時
代
遺
跡
と
し
て
知
ら
れ

て
い
た
が
、
昭
和
四
二
年
（
元
老
）
住
宅
地
造
成
の
た
め
消
滅
し
た
。
有
舌
尖
頭

器
が
採
集
さ
れ
て
い
る
。

か
み
か
わ

５
上
川
遺
跡
裾
野
市
金
沢
上
川
の
馬
背
状
丘
陵
の
海
抜
二
七
○
ｍ
付
近
に

位
置
す
る
。
昭
和
三
一
年
（
元
昊
）
、
県
立
沼
津
商
業
高
等
学
校
郷
士
研
究
部
に
よ

っ
て
踏
査
さ
れ
、
縄
文
時
代
遺
跡
と
さ
れ
て
き
た
。
昭
和
四
二
年
（
元
老
）
、
東
名

高
速
道
路
建
設
の
た
め
発
掘
調
査
さ
れ
、
つ
い
で
昭
和
六
○
年
（
元
金
）
、
裾
野
イ

ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
建
設
の
た
め
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
た
。
出
土
遺
物
の
な
か
に

頁
岩
と
安
山
岩
製
の
ナ
イ
フ
形
石
器
、
石
刃
状
剥
片
、
細
石
刃
、
黒
曜
石
、
頁
岩
、

珪
質
頁
岩
、
安
山
岩
な
ど
で
作
っ
た
尖
頭
器
等
が
検
出
さ
れ
、
六
○
年
の
調
査
の

時
に
旧
石
器
時
代
遺
物
包
含
層
確
認
の
た
め
、
三
カ
所
ほ
ど
地
層
の
掘
り
下
げ
を

実
施
し
た
が
、
検
出
で
き
な
か
っ
た
。
本
遺
跡
の
大
部
分
は
道
路
敷
と
な
り
消
滅

し
た
。ゞ

｝
れ
ら
各
遺
跡
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
縄
文
時
代
の
項
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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第一章 ｜日石器時代

裾
野
の
旧
石
器
時
代
遺
跡
厳
密
な
意
味
で
裾
野
で
は
、
旧
石
器
時
代
遺
跡
は

未
発
見
で
あ
る
。
ゞ
三
で
未
発
見
と
し
た
の
は
、
幾
重
に
も
堆
積
す
る
層
準
の
中

の
、
ど
の
層
準
に
旧
石
器
時
代
の
石
器
類
が
含
ま
れ
て
い
る
か
が
、
明
ら
か
に
な

っ
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
隣
町
の
長
泉
町
や
沼
津
市
、
三
島
市
や
函
南

町
で
は
、
二
○
○
カ
所
を
優
に
超
え
る
遺
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
る
の
で
、
近
い
将

来
裾
野
市
で
も
そ
の
辺
り
が
明
確
に
な
る
に
違
い
な
い
が
、
現
状
で
は
未
確
認
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
層
準
の
確
認
は
な
い
が
、
明
ら
か
に
旧
石
器
時
代

の
石
器
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
何
点
か
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ら

の
石
器
を
頼
り
に
、
裾
野
の
旧
石
器
時
代
を
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。

裾
野
で
旧
石
器
時
代
の
石
器
と
思
わ
れ
る
も
の
が
発
見
さ
れ
て
い
る
の
は
、
市

内
金
沢
の
上
川
遺
跡
、
公
文
名
の
丸
山
Ⅱ
遺
跡
・
日
向
遺
跡
、
桃
園
尾
畑
遺
跡
、

富
沢
平
林
遺
跡
の
五
カ
所
が
数
え
ら
れ
る
が
、
舌
状
の
つ
く
り
出
し
を
持
っ
た
有

舌
尖
頭
器
も
そ
の
仲
間
と
考
え
れ
ば
、
深
良
の
城
ヶ
尾
遺
跡
、
東
急
一
言
ｌ
タ
ウ

ン
の
造
ら
れ
た
細
野
沢
遺
跡
も
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
遺
跡
に
つ
い

て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
縄
文
時
代
の
遺
構
や
遺
物
も
発
見
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ま

ず
、
石
器
を
遺
跡
ご
と
に
紹
介
す
る
》
｝
と
か
ら
始
め
る
。

１
日
向
遺
跡
「
日
向
」
と
注
記
さ
れ
た
石
器
が
四
点
み
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が

旧
石
器
時
代
の
石
器
と
考
え
ら
れ
た
。
第
３
図
５
１
７
に
示
し
た
も
の
が
そ
の
一

部
で
、
と
も
に
黒
曜
石
製
の
ナ
イ
フ
形
石
器
で
あ
る
。

ナ
イ
フ
形
石
器
と
は
そ
の
形
状
や
予
想
さ
れ
る
用
途
か
ら
、
主
と
し
て
現
在
の

小
刀
を
連
想
し
て
、
ナ
イ
フ
形
石
器
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
辺
上
に
は
通

常
刃
部
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
日
向
遺
跡
の
ナ
イ
フ
形
石
器
は
石
器
の
両
縁
に
ま

で
加
工
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
二
側
縁
加
工
の
ナ
イ
フ
形
石
器
と
呼
ば

れ
る
も
の
で
、
一
方
が
右
刃
で
あ
る
の
に
対
し
て
他
方
は
左
刃
で
あ
る
。
第
３
図

５
は
石
片
を
切
断
す
る
よ
う
に
加
工
し
て
お
り
、
先
端
の
一
方
に
は
、
裏
面
に
も

石
片
を
横
断
す
る
よ
う
に
平
坦
な
加
工
を
加
え
基
部
を
作
り
出
し
て
い
る
。
大
き

さ
は
四
ｍ
を
測
り
、
上
川
遺
跡
（
第
４
図
１
１
４
）
と
丸
山
Ⅱ
遺
跡
（
第
１
図
１
．

２
．
４
）
の
中
間
位
の
数
値
を
示
す
。

２
丸
山
Ⅱ
遺
跡
一
言
）
か
ら
も
一
五
点
以
上
の
旧
石
器
時
代
の
も
の
と
考
え

ら
れ
る
石
器
類
が
発
見
さ
れ
て
い
る
（
第
１
図
）
。
ナ
イ
フ
形
石
器
は
四
点
を
図

示
し
た
が
、
い
ず
れ
も
上
川
遺
跡
の
も
の
よ
り
は
大
形
の
も
の
が
多
い
。
第
１
図

３
は
長
さ
が
五
ｍ
以
上
あ
っ
て
、
上
川
遺
跡
の
ナ
イ
フ
形
石
器
（
第
４
図
１
１
５
）

の
二
倍
ほ
ど
の
大
き
さ
を
持
つ
。
１
．
４
は
二
側
縁
加
工
の
施
さ
れ
た
も
の
で
、

基
部
と
す
る
〉
一
と
を
意
識
し
て
か
、
一
部
石
器
の
裏
側
に
も
加
工
を
加
え
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
石
器
の
正
面
に
は
、
二
条
の
稜
線
を
残
し
、
よ
く
み
る
と
素
材
と
な
っ

た
石
片
を
、
斜
め
に
断
ち
切
っ
て
い
る
（
切
断
技
法
）
。
２
は
側
縁
の
一
方
に
の
み

加
工
を
加
え
た
一
側
縁
加
工
の
ナ
イ
フ
形
石
器
で
あ
る
が
、
素
材
と
な
っ
た
石
片

を
あ
ま
り
変
え
る
こ
と
も
な
く
整
形
し
て
お
り
、
打
撃
痕
の
痕
跡
を
わ
ず
か
に
残

し
て
い
る
。
３
は
石
片
の
分
厚
い
先
端
部
に
、
石
片
と
直
交
す
る
よ
う
に
石
片
の

裏
側
か
ら
表
に
向
か
っ
て
大
胆
な
加
工
を
加
え
た
も
の
で
、
生
皮
を
操
す
際
に
利

用
し
た
と
さ
れ
る
掻
器
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
石
器
は
反
対
側
の

先
端
も
か
な
り
厚
い
が
そ
こ
の
角
か
ら
二
度
に
わ
た
っ
て
、
樋
状
加
工
を
加
え
て

い
る
。
こ
れ
は
こ
の
部
分
を
利
用
し
て
、
木
や
骨
な
ど
に
溝
を
彫
る
際
に
利
用
す

る
と
さ
れ
る
彫
器
と
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
彫
器
の
樋
状
の
加
工
を
切
っ
て
、

掻
器
の
刃
部
の
加
工
が
施
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ま
ず
彫
器
と
し
て
製
作
し
た
石
器

を
、
後
に
掻
器
と
し
て
も
利
用
し
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
他
に
は
整
っ
た
形
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第一章旧石器時代
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状
を
し
た
石
片
で
、
石
刃

（
状
）
と
呼
ば
れ
る
も
の

が
あ
る
。
両
側
の
鋭
い
部

分
を
利
用
し
て
、
そ
↓
｝
を

刃
部
と
し
た
石
器
で
あ
ろ

う
。
打
面
部
を
残
す
頁
岩

製
で
あ
る
。
第
１
図
５
は

不
定
形
な
石
片
で
、
そ
の

一
縁
に
わ
ず
か
な
加
工
痕

状
の
痕
跡
を
残
す
。
こ
れ

は
石
器
と
し
て
使
用
し
た

際
の
痕
跡
か
も
知
れ
ず
、

使
用
痕
あ
る
剥
片
と
分
類

さ
れ
る
。
特
に
図
示
は
し

な
い
が
、
石
刃
（
状
）
と

考
え
ら
れ
る
石
器
が
他
に

三
、
四
点
発
見
さ
れ
て
い

る
。

３
富
沢
平
林
遺
跡

黒
曜
石
製
の
尖
頭
器
二
点

が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
尖

頭
器
と
は
小
形
の
石
器
で
、

槍
な
ど
の
先
端
に
つ
け
、

獣
な
ど
を
し
と
め
る
際
に
利
用
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
は
長
さ
四
皿
幅

二
・
三
四
厚
さ
○
・
四
ｍ
と
薄
く
、
偏
平
で
基
部
の
一
部
を
欠
く
が
下
膨
れ
の

す
る
木
葉
形
に
近
い
形
態
と
な
っ
て
い
る
。
平
坦
な
加
工
は
石
器
の
正
面
に
加
え

ら
れ
て
い
る
の
み
で
、
裏
面
に
は
加
工
の
痕
跡
は
み
え
な
い
。
折
れ
口
を
み
る
と

調
整
の
加
え
ら
れ
た
痕
跡
が
み
え
、
も
し
か
し
た
ら
こ
れ
で
完
成
さ
れ
た
石
器
で

あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
他
方
は
長
さ
が
三
・
六
ｍ
と
や
や
小
さ
目
で
あ
る
が
、

最
大
厚
さ
が
○
・
七
ｍ
と
前
者
よ
り
分
厚
い
感
じ
を
受
け
る
。
最
大
幅
は
中
央
で

一
・
五
ｍ
と
、
や
や
細
目
で
あ
る
。
両
面
に
加
工
が
施
さ
れ
て
い
る
（
第
２
図
）
。

４
尾
畑
遺
跡
黒
曜
石
製
の
ナ
イ
フ
形
石
器
二
点
と
削
器
一
点
（
第
３
図
１

１
３
）
と
有
舌
尖
頭
器
一
点
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
ナ
イ
フ
形
石
器
は
そ
れ
ぞ
れ

四
・
一
ｍ
と
四
・
五
ｍ
ほ
ど
の
長
さ
を
有
し
、
最
も
幅
広
い
と
こ
ろ
で
一
・
五
ｍ

を
測
る
。
と
も
に
二
側
縁
加
工
が
施
さ
れ
て
お
り
、
縦
長
剥
片
の
一
端
を
切
り
落

と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
打
点
は
切
り
と
ら
れ
素
材
の
原
形
を
大
き
く
変
え

て
い
る
。
第
３
図
１
は
左
上
に
刃
部
を
も
つ
、
台
形
状
を
呈
す
る
ナ
イ
フ
形
石
器

で
あ
る
。

削
器
は
ナ
イ
フ
形
石
器
よ
り
や
や
横
幅
の
広
い
素
材
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
て
い

る
。
右
下
方
向
に
片
寄
っ
た
剥
片
の
先
端
部
に
、
わ
ず
か
な
加
工
痕
を
残
し
、
そ

こ
を
刃
部
と
し
た
よ
う
で
あ
る
。
打
点
を
わ
ず
か
に
残
す
縦
長
剥
片
が
素
材
と
な

っ
て
い
る
。

５
上
川
遣
跡
上
川
遺
跡
か
ら
は
、
縄
文
時
代
の
も
の
も
含
め
て
か
な
り
の

量
の
石
器
類
が
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
二
四
点
は
旧
石
器
時
代
の
石

器
類
と
考
え
ら
れ
る
。
》
｝
の
他
に
も
、
例
え
ば
尖
頭
器
の
中
な
ど
に
は
、
旧
石
器

時
代
の
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
え
る
も
の
も
二
、
三
あ
る
が
、
断
定
で
き
な
い
で
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第一章旧石器時代

い
る
。ナ

イ
フ
形
石
器
第
４
図
１
１
５
．
７
は
石
器
の
両
縁
に
ま
で
、
加
工
が
加
え

ら
れ
た
二
側
縁
加
工
の
ナ
イ
フ
形
石
器
で
、
図
の
例
で
は
長
さ
が
二
・
五
ｍ
前
後

で
、
ナ
イ
フ
形
石
器
の
中
で
は
小
形
に
属
す
る
。
７
の
例
は
長
さ
が
四
ｍ
以
上
と

考
え
ら
れ
、
通
常
は
ゞ
）
の
位
の
大
き
さ
は
あ
る
。
図
中
で
加
工
の
施
さ
れ
て
い
な

い
縁
辺
部
は
、
鋭
利
な
刃
部
と
な
っ
て
い
る
。
よ
く
み
る
と
そ
の
刃
部
の
大
き
な

も
の
や
小
さ
な
も
の
、
角
度
が
鋭
角
の
も
の
や
鈍
角
の
も
の
、
刃
部
が
右
側
に
つ

け
ら
れ
た
も
の
や
左
側
に
つ
け
ら
れ
た
も
の
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
刃
部
の

位
置
や
大
き
さ
、
角
度
さ
ら
に
は
石
器
自
体
の
大
き
さ
な
ど
が
、
何
を
意
味
し
て

い
る
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
あ
る
い
は
そ
れ
ぞ
れ
用
途
に
違
い
が
あ
っ
た
の
か
も

知
れ
な
い
。
鋭
く
尖
っ
た
先
端
部
と
鋭
利
な
刃
部
が
、
こ
の
石
器
の
用
途
に
大
き

く
係
わ
っ
た
こ
と
に
は
間
違
い
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
全
部
で
九
点
確
認
で
き
た
が
、

七
点
が
黒
曜
石
で
安
山
岩
と
珪
質
頁
岩
一
点
ず
つ
を
石
材
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
内
、
安
山
岩
以
外
は
愛
麿
山
に
は
産
し
な
い
石
材
で
、
他
地
域
の
石
材
で
あ
る
。

安
山
岩
と
い
っ
て
も
愛
麿
山
の
も
の
と
は
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。
何
も
上
川
遺
跡

だ
け
の
》
）
と
で
は
な
い
が
、
沼
津
市
、
長
泉
町
に
ま
た
が
る
ゞ
｝
の
地
域
の
旧
石
器

時
代
の
石
材
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
他
地
域
の
も
の
を
利
用
し
て
い
る
。

削
器
石
塊
か
ら
打
ち
剥
さ
れ
た
石
片
に
は
、
鋭
い
縁
辺
部
が
残
さ
れ
る
場

合
が
多
い
。
そ
の
縁
辺
部
を
利
用
し
た
り
、
時
に
は
そ
の
縁
辺
部
に
細
か
な
加
工

を
施
し
、
そ
れ
ら
を
刃
部
と
し
て
利
用
し
た
石
器
を
削
器
と
呼
ん
で
い
る
が
、
ナ

イ
フ
形
石
器
と
区
別
し
に
く
い
も
の
も
あ
る
。
削
器
の
用
途
と
し
て
は
も
の
を
切

っ
た
り
、
あ
る
い
は
削
っ
た
り
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
点
か
ら

し
て
も
ナ
イ
フ
形
石
器
と
は
区
分
し
に
く
い
も
の
も
あ
る
。

扶
入
石
器
削
器
や
石
片
の
一
部
に
半
円
形
の
凹
み
（
扶
り
）
を
入
れ
、
そ
》
）

を
刃
部
と
し
た
石
器
。
半
円
形
の
凹
み
を
刃
部
と
す
る
事
か
ら
、
そ
の
対
象
物
も

円
形
も
し
く
は
半
円
形
の
も
の
で
あ
っ
た
り
、
時
に
は
そ
の
よ
う
に
仕
上
げ
る
際

に
利
用
す
る
と
さ
れ
て
い
る
石
器
で
、
上
川
遺
跡
か
ら
は
黒
曜
石
製
の
も
の
が
一

点
発
見
で
き
た
。

尖
頭
器
上
川
の
例
は
先
端
部
を
欠
い
た
二
・
七
ｍ
と
小
形
で
、
石
器
の
裏
側

に
は
、
基
部
を
意
識
し
た
と
思
え
る
加
工
以
外
は
特
に
施
さ
れ
て
い
な
い
。
他
に

は
形
状
は
ナ
イ
フ
形
石
器
に
よ
く
似
る
が
、
刃
部
に
鋸
歯
状
の
加
工
痕
を
持
つ
も

の
で
、
尖
頭
器
と
し
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
大
き
さ
は
前
者
と
同
じ
よ
う

に
、
二
・
七
ｍ
と
小
さ
く
、
石
材
は
硬
質
頁
岩
に
よ
っ
て
い
る
。

細
石
刃
長
さ
が
一
面
前
後
、
幅
が
数
ｍ
と
い
う
小
さ
な
縦
長
石
片
は
細
石
刃

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
一
つ
一
つ
独
立
し
た
石
器
で
は
な
く
、
い
く
つ
か

を
木
や
骨
な
ど
の
軸
に
は
め
込
ん
で
、
一
つ
の
石
器
と
し
た
、
細
石
刃
（
状
）
の
石

器
が
何
点
か
発
見
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
と
よ
く
似
た
石
片
は
、
石
塊
（
石

核
）
か
ら
石
片
を
剥
す
際
や
、
剥
さ
れ
た
石
片
に
大
き
な
加
工
を
加
え
た
際
な
ど

に
、
数
％
の
割
合
で
偶
発
的
に
で
き
る
場
合
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
一
）
れ
だ
け
で

は
細
石
刃
と
決
め
難
い
。

石
核
石
塊
か
ら
石
片
を
剥
す
際
、
そ
の
素
材
と
な
っ
た
石
塊
を
特
に
石
核

と
呼
ん
で
い
る
が
、
〉
）
の
地
域
の
石
核
は
概
し
て
小
形
で
あ
る
。
上
川
の
例
も
そ

の
中
に
含
ま
れ
る
も
の
で
、
最
長
部
で
は
五
ｍ
ほ
ど
で
あ
る
。
多
く
の
面
に
自
然

面
を
残
し
て
お
り
、
石
片
を
打
ち
剥
す
の
に
、
ま
ず
自
然
面
の
一
部
を
打
ち
剥
し
、

そ
れ
を
打
撃
点
と
し
て
石
片
を
剥
し
て
い
る
。
石
核
に
残
さ
れ
た
石
片
の
痕
跡
か

ら
は
、
大
き
さ
も
せ
い
ぜ
い
二
型
別
後
の
も
の
し
か
剥
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
に
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第一章旧石器時代

I
’

！
’
1

ノ

’ －－0

－2cm

1

＝

＝‐

市内出土有舌尖頭器実測図(1尾畑遺跡， 2細野沢遺跡）第5図

対
応
す
る
石
器
は
見
ら
れ
そ
う

に
な
い
（
第
４
図
加
）
。

以
上
『
上
川
遺
跡
の
旧
石
器

の
概
略
を
紹
介
し
た
が
、
こ
れ

ら
が
す
尋
へ
て
同
一
の
時
期
の
も

の
で
あ
る
か
否
か
は
明
ら
か
で

有
舌
尖
頭
器
裾
野
市
か
ら

は
三
点
の
有
舌
尖
頭
器
が
確
認

で
き
た
（
第
５
図
）
。
尾
畑
遺

跡
、
細
野
沢
遺
跡
、
城
ヶ
尾
遺

跡
か
ら
の
三
点
で
あ
る
が
、
そ

れ
ぞ
れ
チ
ャ
ー
ト
、
頁
岩
、
安

山
岩
と
材
質
を
異
に
し
て
い
る
。

大
き
さ
で
は
尾
畑
遺
跡
と
細
野

沢
遺
跡
の
も
の
が
、
長
さ
五
四

幅
二
ｍ
強
、
厚
さ
四
ｍ
前
後
と

共
通
し
て
い
る
が
、
城
ケ
尾
遺

跡
の
も
の
は
や
や
大
き
め
で
あ

る
。
尾
畑
遺
跡
と
細
野
沢
遺
跡

の
有
舌
尖
頭
器
の
舌
部
は
、
そ

れ
ぞ
れ
一
ｍ
ほ
ど
作
り
出
し
て

い
る
が
、
石
器
の
製
法
は
少
し

÷

/よ

､，
○

異
な
っ
て
い
る
。
尾
畑
（
第
５
図
１
）
の
例
で
は
素
材
の
石
片
を
貫
通
す
る
よ
う

な
平
坦
な
加
工
や
、
素
材
の
中
央
部
で
そ
れ
ぞ
れ
加
工
が
接
す
る
よ
う
な
割
合
整

っ
た
加
工
を
施
し
て
い
る
が
、
一
方
の
細
野
沢
（
第
５
図
２
）
で
は
周
辺
部
の
細

か
な
加
工
で
、
全
体
の
形
状
を
整
え
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
舌

か
え
り

部
の
作
り
出
し
も
尾
畑
の
例
は
逆
刺
の
よ
う
に
下
方
に
突
出
し
て
い
る
が
、
細
野

沢
で
は
そ
れ
が
上
方
へ
開
き
加
減
と
な
っ
て
お
り
、
下
膨
れ
の
し
た
木
葉
形
を
連

想
さ
せ
る
形
状
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
と
違
っ
て
城
ヶ
尾
遺
跡
の
例
は
、
細
目
の

や
や
大
型
の
有
舌
尖
頭
器
で
、
斜
め
の
流
麗
な
平
坦
加
工
を
整
え
て
い
る
。

周
辺
地
域
か
ら
み
た
旧
石
器
の
移
り
変
わ
り
旧
石
器
時
代
の
石
器
が
発
見
さ

れ
る
層
準
は
、
愛
麿
上
部
ロ
ー
ム
層
と
呼
ば
れ
る
、
主
と
し
て
古
期
富
士
火
山
を

供
給
源
と
す
る
火
山
灰
か
ら
な
る
層
準
で
あ
る
。
そ
れ
は
通
常
は
二
’
三
ｍ
の
層

厚
を
持
つ
が
、
放
射
性
炭
素
（
ひ
）
に
よ
る
年
代
測
定
で
は
、
お
よ
そ
今
か
ら
一

○
○
○
○
年
以
前
’
三
○
○
○
○
年
前
と
い
う
値
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ

こ
に
は
色
合
い
や
含
有
鉱
物
の
違
い
か
ら
二
○
層
以
上
の
土
層
が
、
火
山
灰
と
黒

色
の
腐
食
土
居
の
互
層
と
な
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
二
○
層
を
超
え
る
土

層
の
一
二
層
の
腐
食
土
居
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
石
器
群
が
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
愛

鷹
上
部
ロ
ー
ム
層
の
最
下
位
の
腐
食
土
居
で
は
、
ま
だ
石
器
は
確
認
さ
れ
て
い
な

い
。
そ
し
て
石
器
類
の
発
見
さ
れ
る
層
準
は
、
お
よ
そ
一
四
○
○
○
年
前
と
さ
れ

る
最
上
部
の
Ｙ
Ｌ
層
（
休
場
層
）
、
Ｂ
Ｂ
Ｏ
層
（
休
場
層
下
部
黒
色
帯
）
、
Ｂ
Ｂ
Ｉ

層
（
第
一
黒
色
帯
）
、
Ｎ
Ｌ
層
（
’
一
セ
ロ
ー
ム
層
）
、
Ｂ
Ｂ
Ⅱ
層
・
Ｂ
Ｂ
Ⅲ
層
（
第

二
・
第
三
黒
色
帯
）
Ｉ
Ｂ
Ｂ
Ⅶ
層
（
第
七
黒
色
帯
）
ま
で
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、

Ｂ
Ｂ
Ⅲ
層
と
Ｂ
Ｂ
Ⅳ
層
と
の
間
の
ス
コ
リ
ァ
層
に
挟
ま
れ
た
Ｓ
Ｃ
Ⅲ
ｂ
ｂ
ｌ
層
と
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ｂ
ｂ
２
層
と
が
加
え
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
最
下
層
の
Ｂ
Ｂ
Ⅶ
層
を
除
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
層
準
か
ら
い
ろ
い
ろ
に
組
み
合
わ
さ
っ
た
石
器
群
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

（
そ
れ
ぞ
れ
の
層
準
の
年
代
に
つ
い
て
は
「
愛
麿
山
麓
土
居
模
式
柱
状
図
」
参
照
）

先
に
も
触
れ
た
裾
野
市
域
で
は
、
旧
石
器
の
層
準
が
未
確
認
で
あ
る
の
で
、
沼

津
市
や
長
泉
町
な
ど
周
辺
地
域
の
遺
跡
の
情
報
を
通
し
て
、
こ
の
地
域
の
石
器
群

の
移
り
変
わ
り
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
層
準
を
通
し
て
概
観
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に

な
る
。ま

ず
最
初
に
現
れ
る
石
器
は
、
主
と
し
て
も
の
を
切
っ
た
り
削
っ
た
り
、
時
に

は
突
き
刺
す
機
能
も
持
っ
た
で
あ
ろ
う
、
台
形
様
石
器
と
呼
ば
れ
る
、
五
翌
別
後

の
先
端
部
を
刃
と
し
た
、
台
形
状
の
石
器
で
あ
る
。
そ
れ
は
骨
な
ど
砕
く
際
に
、

喫
の
よ
う
に
使
用
し
た
と
さ
れ
る
喫
形
石
器
（
ピ
エ
ス
・
エ
ス
キ
ー
ュ
）
や
石
器

な
ど
を
軸
に
は
め
込
む
際
に
溝
彫
り
に
使
わ
れ
た
と
さ
れ
る
彫
器
、
骨
を
割
っ
た

り
、
時
に
は
樹
木
な
ど
も
倒
し
た
か
も
し
れ
な
い
石
器
の
一
部
を
磨
い
た
局
部
磨

製
石
斧
と
、
削
器
、
掻
器
、
扶
入
石
器
な
ど
も
一
緒
に
発
見
さ
れ
る
。
さ
ら
に
こ

の
段
階
か
ら
ナ
イ
フ
形
石
器
の
祖
形
で
な
い
か
と
思
わ
れ
る
も
の
も
確
認
さ
れ
て

い
る
。
石
器
の
作
り
方
は
よ
く
判
ら
な
い
が
、
石
片
を
い
く
つ
か
に
分
割
す
る
方

法
は
よ
く
見
ら
れ
る
。
砂
に
よ
る
年
代
測
定
に
よ
れ
ば
、
こ
の
段
階
は
二
八
○
○

○
年
以
上
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

二
○
層
以
上
の
層
準
の
中
に
あ
っ
て
、
第
三
ス
コ
リ
ァ
層
と
呼
ば
れ
る
層
準
の

中
に
は
ス
コ
ッ
プ
や
ヅ
ル
ハ
シ
で
は
と
て
も
太
刀
打
ち
で
き
な
い
ほ
ど
堅
い
層
準

が
あ
り
、
そ
れ
を
基
準
に
区
分
け
す
る
と
、
ゞ
）
の
二
八
○
○
○
年
以
上
前
の
も
の

と
し
た
石
器
群
は
、
》
）
の
地
域
の
第
一
段
階
の
石
器
群
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
こ

の
段
階
か
ら
既
に
完
成
さ
れ
た
石
器
も
何
点
か
見
ら
れ
る
と
い
え
る
。

》
｝
の
段
階
を
す
ぎ
る
と
ナ
イ
フ
形
石
器
の
種
類
も
増
え
、
な
か
に
は
小
形
の
ナ

イ
フ
形
石
器
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
形
の
整
っ
た
石
片
を
意
識
的
に

連
続
し
て
打
ち
剥
す
技
術
も
、
ゞ
一
の
頃
わ
ず
か
な
が
ら
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、

最
初
の
段
階
に
造
ら
れ
た
台
形
様
石
器
は
ゞ
盲
）
で
は
既
に
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ

る
。
さ
ら
に
次
の
段
階
へ
進
む
と
『
尖
頭
状
の
石
器
や
尖
頭
器
も
含
ま
れ
る
よ
う

に
な
り
、
尖
頭
器
状
の
石
器
の
中
に
は
角
錐
状
石
器
と
呼
ば
れ
る
、
断
面
が
三
角

形
の
稜
部
に
急
峻
な
加
工
を
加
え
た
も
の
も
存
在
す
る
。
こ
の
石
器
は
か
な
り
特

徴
的
な
石
器
で
、
他
地
域
と
の
比
較
の
際
に
役
立
つ
・
他
地
域
と
の
比
較
と
い
え

ば
、
こ
の
石
器
の
出
現
す
る
少
し
前
、
ひ
の
年
代
で
は
一
二
○
○
○
年
ほ
ど
前
に

あ
い
ら

鹿
児
島
の
姶
良
火
山
灰
が
ほ
ぼ
全
国
一
円
に
降
下
し
、
そ
ゞ
）
に
は
特
殊
な
火
山
ガ

ラ
ス
が
含
ま
れ
て
お
り
、
識
別
も
割
合
容
易
で
あ
る
。
そ
れ
を
頼
り
に
各
地
の
石

器
群
を
同
じ
時
間
幅
で
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

愛
朧
上
部
ロ
ー
ム
層
の
最
上
部
に
な
る
と
、
石
器
の
種
類
も
増
え
、
ほ
と
ん
ど

の
石
器
が
登
場
す
る
。
し
か
し
総
じ
て
石
核
の
量
が
少
な
く
、
ゞ
）
の
地
域
で
石
片

を
剥
す
と
い
う
作
業
、
そ
れ
も
大
き
な
石
片
を
剥
す
作
業
は
、
あ
ま
り
顕
著
で
な

か
っ
た
よ
ゞ
フ
で
あ
る
。

石
器
群
の
含
ま
れ
る
層
準
が
未
確
認
な
裾
野
の
旧
石
器
は
、
多
分
こ
の
最
上
部

の
Ｙ
Ｌ
層
に
含
ま
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
中
に
は
時
間
の
異
な
る
可
能
性
の
あ
る

も
の
も
見
ら
れ
、
な
お
流
動
的
で
あ
る
。

さ
ら
に
決
定
的
な
こ
と
は
、
こ
の
地
域
の
石
材
の
利
用
の
さ
れ
方
は
、
か
な
り

特
徴
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
愛
鷹
山
の
石
材
は
ま

っ
た
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
、
石
器
に
は
利
用
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
》
一
と
で
あ

る
。
初
期
の
段
階
に
は
箱
根
や
伊
豆
、
さ
ら
に
は
信
州
の
黒
曜
石
の
使
わ
れ
る
例
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第一章旧石器時代

愛鷹山麓土岬#模式柱状図 も
あ
る
が
、
そ
の
後
は
ゞ
）
れ
ら
の
黒
曜
石
は
あ
ま
り
利
用
さ
れ
ず
、
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
信
州
や
神
津
島
の
石
材
が
増
え
て
く
る
。
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一

図版l 日向遺跡採集石器

靭嘱

図版2丸山II遺跡採集石器

図版3富沢平林遺跡採集石器
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第一章旧石器時代

唖鶏ゞ銀

図版4尾畑遺跡採集石器

図版5市内出土有舌尖頭器
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、

図版6上川遺跡出土石器
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