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石
匙
の
観
察 

～
線
で
表
現
す
る
石
器
～ 

 

今
回
紹
介
す
る
の
は
石
匙

（
い
し
さ
じ
）
と
い
う
石
器
で

す
（
図
一
）。
旧
大
田
町
（
現
在

の
美
濃
加
茂
市
）
で
出
土
し
た

サ
ヌ
カ
イ
ト
製
の
石
匙
で
す
。

こ
の
石
匙
は
、
加
工
に
よ
っ
て

つ
け
ら
れ
た
刃
と
つ
ま
み
が
あ

る
こ
と
が
特
徴
で
す
。
図
二
か

ら
も
そ
う
し
た
形
が
分
か
る
か

と
思
い
ま
す
。 

さ
て
、
図
二
の
よ
う
な
黒
の

線
だ
け
で
表
現
さ
れ
た
石
器
の

図
は
あ
ま
り
見
慣
れ
な
い
も
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
う

し
た
図
を
実
測
図
と
言
い
、
遺

物
を
記
録
す
る
方
法
の
一
つ
と

し
て
考
古
学
の
世
界
で
は
重
宝

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
石
器
の
実

測
図
で
は
、
石
器
の
形
と
加
工

の
痕
跡
な
ど
を
表
現
し
ま
す
。

図
の
石
匙
の
刃
部
の
部
分
に
び

っ
し
り
と
線
が
描
か
れ
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
は
刃
部
を
作
る
た

め
に
細
か
な
加
工
が
施
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。

一
方
で
裏
面
に
は
刃
部
を
作
る

た
め
の
加
工
が
な
い
こ
と
か
ら
、

刃
と
し
て
の
機
能
を
作
り
出
す

た
め
に
は
正
面
だ
け
の
加
工
で

十
分
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
つ
ま
み
の
部
分
に

も
細
か
い
加
工
が
両
面
に
施
さ

れ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
る
か
と

思
い
ま
す
。
つ
ま
り
こ
の
石
器

の
製
作
者
が
つ
ま
み
の
形
を
意

識
し
て
加
工
し
て
い
た
の
で
す
。

黒
く
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
た
部
分
は

近
年
、
何
ら
か
の
影
響
で
欠
損

し
て
し
ま
っ
た
部
分
を
表
現
し

て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
線
だ

け
で
石
器
の
持
つ
情
報
を
表
現

し
て
い
く
こ
と
が
可
能
で
す
。

今
回
、
私
も
こ
の
石
匙
の
実
測

図
を
製
作
し
ま
し
た
（
図
三
）
。

た
だ
完
成
さ
せ
る
ま
で
十
時
間

近
く
の
時
間
を
費
や
し
て
い
ま

す
。
そ
の
十
時
間
の
工
程
の
中

に
は
、
遺
物
の
観
察
か
ら
正
確

に
測
り
下
図
に
落
と
し
込
む
実

測
、
そ
の
図
を
ト
レ
ー
シ
ン
グ

ペ
ー
パ
ー
に
墨
入
れ
す
る
ト
レ
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図 2：石匙の実測図 

図 1：岐阜県旧大田町出土 石匙 



ー
ス
、
ト
レ
ー
ス
図
の
修
正
、
展

開
図
の
レ
イ
ア
ウ
ト
な
ど
が
含

ま
れ
ま
す
。
全
く
骨
の
折
れ
る

作
業
で
す
。
で
す
が
そ
の
時
間

に
は
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
は

っ
き
り
言
っ
て
お
き
ま
す
。
実

測
図
は
た
だ
の
平
面
上
に
落
と

し
込
ん
だ
遺
物
の
ス
ケ
ッ
チ
で

は
な
く
て
、
実
測
を
行
っ
た
人

に
よ
る
観
察
結
果
や
解
釈
が
表

現
さ
れ
て
い
る
精
密
な
図
な
の

で
す
。
つ
ま
り
実
測
図
を
通
し

て
遺
物
に
対
す
る
自
身
の
考
え

を
述
べ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で

す
。
こ
こ
に
写
真
な
ど
の
技
術

が
普
及
し
て
も
、
実
測
図
が
描

き
続
け
ら
れ
て
き
た
理
由
が
あ

る
と
言
え
ま
す
。 

今
日
実
測
の
世
界
に
も
デ
ジ

タ
ル
技
術
を
活
用
す
る
例
が
あ

り
ま
す
。
例
え
ば
ト
レ
ー
ス
は

デ
ジ
タ
ル
ツ
ー
ル
を
使
用
す
る

例
が
増
え
て
き
ま
し
た
。
デ
ジ

タ
ル
な
方
法
で
は
、
便
利
な
ツ

ー
ル
を
使
い
な
が
ら
描
き
あ
げ

て
い
く
一
方
で
、
ア
ナ
ロ
グ
な

方
法
は
イ
ン
ク
と
ペ
ン
の
み
で

描
き
あ
げ
ま
す
。
ま
た
水
彩
画

と
油
絵
で
は
絵
の
質
感
が
違
う

よ
う
に
、
デ
ジ
タ
ル
と
ア
ナ
ロ

グ
で
は
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
表
現

の
質
感
が
あ
り
ま
す
。
勿
論
、
ど

ち
ら
が
良
い
と
は
一
概
に
言
え

ま
せ
ん
。
た
だ
ペ
ン
を
紙
面
上

に
滑
ら
せ
た
時
に
滲
む
イ
ン
ク

の
素
朴
な
匂
い
が
私
は
好
き
で

す
。 さ

て
、
実
測
に
関
し
て
の
語

り
は
こ
こ
ま
で
に
し
て
今
回
の

主
役
で
あ
る
石
匙
に
話
を
戻
し

ま
し
ょ
う
。
石
匙
の
特
徴
は
何

と
い
っ
て
も
こ
の
つ
ま
み
の
部

分
で
す
。
そ
ん
な
特
徴
的
な
か

た
ち
を
し
た
石
匙
は
、
江
戸
時

代
の
頃
か
ら
「
天
狗
の
飯
匕
」

（
て
ん
ぐ
の
め
し
が
い
）
と
呼

ば
れ
注
目
さ
れ
て
き
た
石
器
で

も
あ
り
ま
す
。
そ
の
特
異
な
形

に
江
戸
時
代
の
石
マ
ニ
ア
も
惹

か
れ
て
い
た
の
で
す
。 

で
は
、
こ
の
つ
ま
み
は
な
ん

の
た
め
に
作
ら
れ
た
の
で
し
ょ

う
か
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
こ
こ
に

は
紐
が
付
け
ら
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
実
際
に
宮

城
県
の
山
王
遺
跡
か
ら
は
紐
の

つ
い
た
石
匙
が
発
見
さ
れ
て
い

ま
す
。
つ
ま
り
携
帯
を
想
定
し

て
い
た
石
器
で
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
の
で
す
。 

さ
て
、
石
匙
は
万
能
道
具
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
な
ん
だ
か

的
を
射
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え

ま
す
が
、
裏
を
返
せ
ば
よ
く
わ

か
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
す
。

も
ち
ろ
ん
刃
に
残
る
痕
跡
か
ら

そ
の
使
い
方
を
考
え
よ
う
と
す

る
研
究
も
あ
り
ま
す
。
で
す
が

そ
の
研
究
で
も
様
々
な
用
途
に

使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
結
果

が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え

ば
皮
を
な
め
し
た
り
、
物
を
切

る
と
い
っ
た
使
い
か
た
が
想
定

さ
れ
て
い
る
訳
で
す
。
確
か
に

つ
ま
み
が
付
い
て
い
れ
ば
持
ち

運
び
も
楽
で
す
し
、
携
帯
用
な

の
で
い
ざ
と
言
っ
た
際
に
も
使

え
る
で
し
ょ
う
。
万
能
道
具
と

い
う
の
は
あ
る
意
味
、
適
切
な

表
現
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

携
帯
用
と
言
う
こ
と
は
持
ち

主
の
個
性
を
表
現
す
る
こ
と
も

で
き
た
の
で
し
ょ
う
。
カ
ッ
コ

つ
け
て
高
級
車
の
キ
ー
を
ク
ル

ク
ル
と
指
で
回
す
よ
う
に
、
縄

文
人
も
自
身
の
個
性
を
ア
ピ
ー

ル
す
る
た
め
に
、
紐
に
つ
い
た

石
匙
を
ク
ル
ク
ル
と
回
し
て
い

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
も

回
し
て
み
た
い
も
の
で
す
。 
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図 3：実測の様子 



   
「
石
冠
（
せ
っ
か
ん
）
」
と
い
う

名
前
に
聞
き
覚
え
は
あ
り
ま
す

か
？
あ
っ
た
ら
か
な
り
縄
文
通

だ
と
思
い
ま
す
。
石
冠
と
い
う

の
は
縄
文
時
代
中
期
か
ら
晩
期

（
紀
元
前
五
五
〇
〇
年
～
四
〇

〇
年
）
に
か
け
て
石
で
作
ら
れ

た
祈
り
の
道
具
で
、
東
北
地
方
、

北
陸
地
方
、
中
部
高
地
そ
し
て

愛
知
県
に
よ
く
見
ら
れ
ま
す
。

祈
り
の
道
具
と
言
わ
れ
る
点
で

は
石
棒
と
似
た
よ
う
な
も
の
だ

と
思
っ
て
も
ら
っ
て
も
構
い
ま

せ
ん
。
た
だ
、
ど
の
よ
う
な
祈
り

に
使
わ
れ
た
の
か
は
わ
か
っ
て

い
な
い
の
が
現
状
で
す
。
わ
た

し
た
ち
は
道
具
を
じ
っ
く
り
と

観
察
す
る
こ
と
で
縄
文
人
が
何

を
祈
っ
て
い
た
の
か
、
ど
の
よ
う

に
祈
っ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か

に
し
よ
う
と
研
究
を
重
ね
て
い

ま
す
。 

さ
て
、
南
山
大
学
が
収
蔵
し

て
い
る
石
冠
は
愛
知
県
田
原
市

に
あ
る
保
美
貝
塚
か
ら
出
土
し

た
も
の
（
図
四
）
と
、
東
北
地
方

で
収
集
さ
れ
た
も
の
で
す
。
今

回
は
保
美
貝
塚
か
ら
出
土
し
た

資
料
の
方
を
観
察
し
て
い
き
ま

し
ょ
う
。 

保
美
貝
塚
の
石
冠
は
黒
色
で

緻
密
な
岩
石
を
用
い
て
作
ら
れ

て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
泥
質
岩

で
し
ょ
う
。
半
分
ほ
ど
欠
け
て

い
る
の
で
全
体
の
形
が
想
像
し

に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

正
面
か
ら
見
る
と
丸
み
を
帯
び

た
四
角
形
の
裾
が
広
が
っ
た
よ

う
な
形
で
、
横
か
ら
見
る
と
三

角
形
、
下
か
ら
見
る
と
長
方
形

に
近
い
形
を
し
て
い
ま
す
。
表

面
は
磨
か
れ
て
ツ
ル
ツ
ル
に
な

っ
て
い
ま
す
。
こ
の
ツ
ル
ツ
ル
と

し
た
手
触
り
は
研
磨
さ
れ
た
モ

ノ
を
観
察
す
る
と
き
の
重
要
な

ヒ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。 

保
美
貝
塚
の
石
冠
を
知
る
た

め
に
少
し
北
上
し
て
み
ま
し
ょ

う
。
愛
知
県
の
北
側
に
あ
る
岐

阜
県
、
そ
の
最
も
北
の
飛
騨
市

は
昔
か
ら
石
冠
が
多
く
発
見
さ

図 4：愛知県田原市 保美貝塚出土 石冠 
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れ
る
こ
と
で
有
名
な
場
所
で
す
。

そ
の
飛
騨
市
の
石
冠
と
比
較
し

て
み
ま
す
。
飛
騨
市
家
ノ
下
遺

跡
か
ら
保
美
貝
塚
の
も
の
と
似

た
石
冠
が
出
土
し
て
い
ま
す
。 

家
ノ
下
遺
跡
の
資
料
を
見
て

み
ま
し
ょ
う
（
図
五
）
。
白
く
曲

線
的
な
石
で
、
言
わ
れ
て
み
れ

ば
保
美
貝
塚
の
石
冠
と
似
て
い

る
よ
う
な
？
と
い
う
の
が
正
直

な
感
想
で
し
ょ
う
。
少
し
触
っ
て

み
る
と
ツ
ル
ツ
ル
し
て
い
て
、
確

か
に
似
て
い
る
な
、
と
思
う
こ

と
で
し
ょ
う
。
も
っ
と
じ
っ
く
り

丁
寧
に
触
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
右

か
ら
左
に
…
ツ
ル
ツ
ル
し
て
い

る
だ
け
で
す
。
上
か
ら
下
は
ど

う
か
、
と
表
面
を
な
ぞ
っ
て
い
く

と
一
定
間
隔
で
指
が
引
っ
掛
か

り
ま
す
。
石
冠
を
磨
く
と
き
に

微
妙
に
向
き
を
変
え
る

こ
と
で
、
横
向
き
に
面
を

作
っ
て
い
た
の
で
す
。 

こ
う
な
る
と
保
美
貝

塚
の
石
冠
も
、
実
は
表
面

に
磨
か
れ
て
作
ら
れ
た

面
が
あ
る
の
か
と
気
に

な
り
ま
す
。
上
か
ら
下
に
、

右
か
ら
左
に
―
。
触
っ
て

み
て
も
指
が
引
っ
掛
か
る

感
覚
は
な
く
、
本
当
に
曲

面
で
し
た
。
保
美
貝
塚
で

は
石
冠
の
向
き
を
細
か

く
変
え
る
の
で
は
な
く
、

片
面
を
一
気
に
磨
い
て

い
た
の
で
す
。
場
所
や
時

代
、
あ
る
い
は
モ
ノ
の
種

類
に
よ
っ
て
手
触
り
、
ひ
い
て
は

作
り
方
は
異
な
る
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。 

石
冠
は
あ
る
場
所
か
ら
離
れ

る
ほ
ど
形
が
徐
々
に
変
わ
っ
て

い
く
と
い
う
こ
と
は
知
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
他
の
モ
ノ
と
同
じ
で

す
。
し
か
し
愛
知
県
と
岐
阜
県

の
よ
う
な
比
較
的
近
い
場
所
で

も
作
り
方
自
体
が
違
う
と
い
う

こ
と
に
は
気
づ
か
れ
て
い
ま
せ

ん
で
し
た
。
じ
っ
く
り
触
ら
れ
る

こ
と
が
あ
ま
り
な
い
か
ら
で
し

ょ
う
。 

「
触
覚
」
は
五
感
の
ひ
と
つ
で

す
。
そ
し
て
モ
ノ
を
調
べ
よ
う
と

す
る
な
ら
（
そ
れ
が
危
険
物
で

な
い
限
り
）
、
し
っ
か
り
と
使
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
感
覚
で
も

あ
り
ま
す
。
視
覚
と
は
別
方
向

か
ら
情
報
を
引
き
出
し
て
く
れ

る
か
ら
で
す
。
医
師
も
診
察
の

と
き
、
触
診
を
し
ま
す
よ
ね
。 

今
回
は
愛
知
県
保
美
貝
塚
の

石
冠
と
岐
阜
県
家
ノ
下
遺
跡
の

石
冠
を
観
察
し
て
違
い
を
見
て

い
き
ま
し
た
が
、
触
っ
て
は
じ
め

て
わ
か
る
違
い
を
持
つ
モ
ノ
は

ま
さ
か
石
冠
だ
け
で
は
な
い
で

し
ょ
う
。
身
近
な
道
具
に
つ
い
て

も
そ
う
で
す
。
例
え
ば
、
Ａ
ｍ
ａ

ｚ
ｏ
ｎ
で
は
服
の
手
触
り
や
調
理

器
具
の
持
ち
や
す
さ
は
わ
か
り

ま
せ
ん
よ
ね
。
こ
れ
か
ら
は
も
っ

と
「
触
っ
て
見
る
」
よ
う
に
し
ま

せ
ん
か
？ 

手
始
め
に
南
山
大
学
人
類
学

博
物
館
を
訪
ね
て
み
て
は
い
か

が
で
し
ょ
う
。
人
類
学
博
物
館

は
展
示
さ
れ
て
い
る
資
料
を

「
触
っ
て
見
る
」
こ
と
が
で
き
る

博
物
館
で
す
。
実
際
に
展
示
資

料
が
触
れ
る
博
物
館
は
そ
う
多

く
あ
り
ま
せ
ん
し
、
資
料
数
も

か
な
り
の
も
の
で
す
。
あ
な
た

の
「
触
っ
て
見
る
」
体
験
が
充
実

し
ま
す
よ
う
に
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図 5：岐阜県飛騨市 家ノ下遺跡出土 石冠 （飛騨みやがわ考古民俗館所蔵） 
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