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5
月
の
連
休
、
久
し
ぶ
り
に

南
ア
ル
プ
ス
南
部
へ
分
け
入
っ

て
来
ま
し
た
。
静
岡
市
中
心
部

か
ら
バ
ス
を
乗
り
継
ぐ
こ
と
4

時
間
、そ
の
後
徒
歩
で
5
時
間
。

た
ど
り
着
い
た
大
井
川
源
流
地

域
は
、
製
紙
会
社
と
電
源
開
発

の
施
設
な
ど
人
工
物
が
散
在
す

る
一
方
、
周
囲
は
恐
ろ
し
く
深

い
山
ま
た
山
と
い
う
不
思
議
な

環
境
。
た
だ
し
交
通
の
便
が
極

め
て
悪
い
た
め
、
観
光
客
や
登

山
客
の
姿
は
全
く
な
く
、
世
間

の
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
の
喧け

ん

噪そ
う

と
は
無
縁
の
静
寂
の
時
間
が

そ
こ
に
は
あ
り
ま
し
た
。
…
(久)

編

集

後

記

犬・猫は正しく飼いましょう！　★散歩させるときは、必ず袋とシャベル等を持ち、フンの後始末をしましょう。

　

ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
は
約
20
万
年
前
に
ア

フ
リ
カ
で
誕
生
し
、
約
10
万
年
前
に
は
ホ
モ

　
・
サ
ピ
エ
ン
ス
・
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
レ
ン
シ

ス
と
し
て
、
ま
た
、
約
5
〜
6
万
年
前
に
は

ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
・
サ
ピ
エ
ン
ス
と
し
て

二
度
に
わ
た
り
世
界
へ
広
が
っ
て
い
き
ま
す

が
、
現
世
人
類
は
い
ず
れ
も
後
者
の
ホ
モ
・

サ
ピ
エ
ン
ス
・
サ
ピ
エ
ン
ス
と
さ
れ
ま
す
。

　

氷
期
（
い
わ
ゆ
る
氷
河
時
代
）
に
は
海
水

面
が
数
十
メ
ー
ト
ル
か
ら
百
メ
ー
ト
ル
以
上

低
く
な
り
、陸
の
面
積
が
大
幅
に
増
え
ま
す
。

日
本
列
島
は
ほ
と
ん
ど
大
陸
と
陸
続
き
と
な

っ
て
い
ま
し
た
が
、
つ
い
に
約
3
万
年
前
、

ウ
ル
ム
氷
期
（
氷
河
時
代
の
最
後
の
段
階
）

の
う
ち
に
、
後
期
旧
石
器
文
化
を
携
え
た
ホ

モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
・
サ
ピ
エ
ン
ス
が
日
本
列

島
に
も
や
っ
て
来
ま
し
た
。

　

後
期
旧
石
器
時
代
は
石せ

き
じ
ん刃

技
法
（
図
１
）

と
い
う
石
器
製
作
法
に
よ
り
特
徴
付
け
ら
れ

ま
す
。
こ
れ
は
石
器
の
材
料
と
な
る
原げ

ん
せ
き石

の

端
を
計
画
的
に
打
ち
欠
い
て
、
打だ
め
ん面

（
作
業

面
と
言
っ
て
よ
い
）を
最
初
に
作
っ
た
後
に
、

連
続
的
に
規
格
的
な
剥は
く
へ
ん片

素
材
（
石
刃
）
を

多
量
生
産
す
る
と
い
う
、
非
常
に
効
率
の
良

い
方
法
で
し
た
。
こ
の
石
刃
に
さ
ら
に
調
整

を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
後
期
旧
石
器
時
代

を
代
表
す
る
ナ
イ
フ
形
石
器
（
図
２
）
な
ど

が
製
作
さ
れ
ま
す
。

　

ナ
イ
フ
形
石
器
に
は
刃
を
潰つ
ぶ

す
加
工
が
施
ほ
ど
こ

さ
れ
る
の
で
、
そ
の
箇
所
に
指
を
添
え
て
実

際
に
ナ
イ
フ
の
よ
う
に
し
て
用
い
ら
れ
た
こ

と
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
獣け
も
のを
狩し
ゅ
り
ょ
う猟す
る

た
め
の
ヤ
リ
先
と
し
て
の
用
途
も
重
視
さ
れ

ま
す
。

　

近
辺
で
は
、
香
芝
市
の
二
上
山
北
麓
に
広

が
る
旧
石
器
時
代
の
遺
跡
群
が
有
名
で
す
。

二
上
山
で
は
サ
ヌ
カ
イ
ト
と
呼
ば
れ
る
輝き
せ
き石

安あ
ん
ざ
ん
が
ん

山
岩
の
一
種
が
産
出
し
ま
す
。
サ
ヌ
カ
イ

ト
は
ガ
ラ
ス
質
の
岩
石
で
、
打
ち
欠
く
と
貝

殻
状
に
割
れ
て
鋭
い
刃
が
出
来
る
の
で
、
打

製
石
器
の
材
料
と
し
て
重
宝
さ
れ
ま
し
た
。

　

近
畿
地
方
の
ナ
イ
フ
形
石
器
は
、
打
面
に

対
し
て
横
方
向
に
長
い
剥
片
を
取
る
と
い
う
、

世
界
的
に
も
珍
し
い
、
瀬
戸
内
技
法
と
呼
ば

れ
る
石
刃
技
法
の
一
種
か
ら
作
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
は
サ
ヌ
カ
イ
ト
の
石
質
に
、
よ
り
適
応

し
た
技
法
が
模も
さ
く索
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
の
で

し
ょ
う
。

　

残
念
な
が
ら
現
在
の
と
こ
ろ
、
御
所
市
内

で
は
ナ
イ
フ
形
石
器
を
は
じ
め
と
す
る
旧
石

器
時
代
の
遺
跡
・
遺
物
は
知
ら
れ
て
い
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
こ
れ
は
土
石
流
の
影
響
に
よ

る
も
の
で
、
き
っ
と
金
剛
・
葛
城
山さ
ん
ろ
く麓
な
ど

の
地
中
深
く
に
埋
も
れ
て
い
る
も
の
と
思
っ

て
い
ま
す
。
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図１　石刃技法の工程（鎌木義昌「旧石器時代論」
　　　『岩波講座日本歴史』1、1975年から）

図２　桜ヶ丘第１地点遺跡（香芝市
　　　関屋）出土　ナイフ形石器　
　　　香芝市二上山博物館　蔵

赤石岳

打面をつくる 石刃を剥ぐ 石刃


