
J：COM東上に生まれ変わりました。 

石鏃鉄斧

弥
生
時
代
の
新
た
な
特
徴
と
し
て
稲

作
の
開
始
と
金
属
器
の
使
用
が
あ
げ
ら

れ
ま
す
が
、
竪
穴
住
居
に
住
み
狩
猟
採

集
生
活
を
行
う
な
ど
、
縄
文
時
代
の
生

活
も
引
き
継
い
で
い
ま
し
た
。

市
内
で
も
た
く
さ
ん
の
弥
生
時
代
の

遺
跡
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
最
も
古
い

む
か
い
や
ま

遺
跡
は
岡
３
丁
目
の
向
山
遺
跡
で
す
。

こ
の
後
、
遺
跡
は
増
加
し
、
根
岸
台
４
・

あ
ら
や
し
き

８
丁
目
の
新
屋
敷
遺
跡
な
ど
低
地
を
臨

む
台
地
の
上
に
村
が
作
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
地
形
に
村
が
作
ら
れ
た

の
は
、
水
田
を
作
る
の
に
適
し
た
低
地

に
近
く
、
水
害
に
遭
い
に
く
い
場
所
を

選
ん
だ
た
め
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
残
念
な
が
ら
、
こ
の
村
々
に

伴
っ
た
水
田
跡
は
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い

ま
せ
ん
。

さ
き
ほ
ど
の
向
山
遺
跡
は
市
内
で
最

も
大
き
な
村
の
一
つ
に
な
り
ま
す
。
向

山
遺
跡
で
の
弥
生
人
の
生
活
は
、
や
は

り
、
弥
生
時
代
の
新
し
い
特
徴
と
縄
文

時
代
の
生
活
を
引
き
継
い
で
い
る
も
の

だ
っ
た
よ
う
で
す
。
例
え
ば
、
金
属
を

使
用
し
た
時
代
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
縄
文
時
代
に
多
用
さ
れ
た
石
器
が

数
多
く
出
土
し
て
い
ま
す
。
そ
の
一
つ

せ
き
ぞ
く

が
、
矢
の
先
に
つ
け
る
石
鏃
で
す
。
弓

矢
は
縄
文
時
代
か
ら
狩
猟
用
と
し
て
使

わ
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、
向
山
遺
跡
で

も
狩
猟
を
行
い
生
活
し
て
い
た
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
土
を
掘
る
た
め

せ
き
ふ

の
石
斧
な
ど
も
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

弥
生
時
代
の
特
徴
で
あ
る
金
属
器
は
、

ち
ゅ
う
ぞ
う
て
っ

ぷ

非
常
に
珍
し
い
鋳
造
鉄
斧
が
発
見
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
伐
採
・
加
工

用
具
と
し
て
使
用
さ
れ
ま
し
た
。

鉄
斧
に
見
ら
れ
る
鉄
製
品
は
、
こ
の

時
期
に
お
い
て
は
非
常
に
貴
重
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
道
具
を
持
っ

て
い
た
村
は
周
辺
の
拠
点
的
な
村
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
、
向
山
遺
跡
は
弥
生

時
代
の
朝
霞
の
中
心
的
な
村
の
一
つ
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
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