
ミ
�
�
ジ
ア
ム
上
面
図
と
展
示
位
置

　

米
作
り
が
始
ま
�
た
弥
生
時
代
に
は
�

大
陸
か
ら
伝
来
し
た
新
た
な
石
器
類
が
農

耕
に
大
き
な
役
割
を
果
し
ま
し
た
�
今
回

紹
介
す
る
出
土
品
も
�
稲
穂
を
摘
み
と
る

た
め
の
道
具
と
し
て
利
用
さ
れ
た
石
器
の

一
つ
で
す
�

　

こ
の
出
土
品
は
�
横
長
の
半
月
形
の
一

辺
に
刃じ

ん

ぶ部
を
作
り
出
し
�
ほ
ぼ
中
央
に
2

つ
の
穴
を
あ
け
た
磨
製
石
器
で
す
�
唐
古
・

鍵
遺
跡
で
は
�
こ
の
よ
う
な
石
庖
丁
の
素

材
に
�
前
期
は
橿
原
市
・
耳み

み
な
し
や
ま

成
山
の
流

り
�
う
も
ん紋

岩が
ん

が
�
中
期
に
は
和
歌
山
県
・
紀
ノ
川
流

域
の
結

け
�
し
�
う
へ
ん
が
ん

晶
片
岩
が
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
�

ち
な
み
に
今
回
の
石
庖
丁
は
�
濃
緑
色
を

呈
す
結
晶
片
岩
製
で
�
全
面
に
砥
石
で
研

い
だ
擦
痕
が
残
�
て
い
ま
す
�

　

ま
た
�
石
庖
丁
に
あ
け
ら
れ
た
2
つ
の

穴
は
�
紐ひ

も

を
通
し
�
手
で
握
�
た
時
に
指

を
か
け
稲
穂
を
摘
み
と
る
た
め
の
も
の
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
�
現
在
�
稲
の
収
穫

は
根
元
か
ら
刈
り
取
る
�
根ね

か刈
り
�
が
一

般
的
で
す
が
�
こ
れ
は
弥
生
時
代
後
期
以

降
�
徐
々
に
普
及
し
た
方
法
で
�
稲
作
が

始
ま
�
た
弥
生
時
代
に
は
稲
穂
部
分
を
摘

み
と
る
�
穂ほ

づ摘
み
�
が
主
流
で
し
た
�
こ

れ
は
�
稲
の
成
熟
が
一
定
で
な
か
�
た
た

め
�
実
�
た
稲
穂
か
ら
順
番
に
摘
み
と
る

の
に
適
し
た
方
法
だ
�
た
の
で
す
�
�
根

刈
り
�
は
稲
の
品
種
改
良
が
進
み
�
稲

穂
の
成
熟
が
安
定
し
た
こ
と
か
ら
可
能
に

な
�
た
の
で
し
�
う
�

　

さ
て
�
石
庖
丁
は
朝
鮮
半
島
か
ら
中
国

大
陸
と
東
ア
ジ
ア
に
広
く
出
土
し
�
中
国

で
は
畑
作
地
帯
の
華か

ほ

く北
を
中
心
に
�
キ
ビ

や
ヒ
エ
と
い
�
た
雑ざ

�
こ
く穀

の
収
穫
具
と
し
て

利
用
さ
れ
ま
し
た
�
今
か
ら
約
5
0
0
0

年
前
の
華
北
で
も
稲
が
栽
培
さ
れ
�
こ
の

時
に
は
雑
穀
用
の
石
庖
丁
が
稲
の
収
穫

に
も
使
わ
れ
ま
し
た
�
こ
れ
が
稲
作
の

伝
播
に
伴
�
て
�
朝
鮮
半
島
か
ら
日
本
へ

伝
わ
�
た
と
す
る
説
が
近
年
で
は
有
力
で

す
�
し
か
し
�
石
庖
丁
の
形
や
刃
の
付
け

方
は
地
域
に
よ
�
て
さ
ま
ざ
ま
で
�
各
地

域
に
お
け
る
稲
作
の
伝
わ
り
方
は
一
様
で

な
か
�
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
�

　

日
本
各
地
で
も
石
庖
丁
の
形
や
石
材
の

違
い
が
認
め
ら
れ
�
当
時
の
稲
作
の
様
子

や
石
庖
丁
の
製
作
技
術
と
流
通
を
考
え
る

う
え
で
重
要
な
遺
物
に
な
�
て
い
ま
す
�

稲
穂
を
摘
み
と
る
石

い

し

ぼ

う

ち

�

う

庖
丁

●コレクション・データ
時 代　弥生時代中期

調 査　唐古・鍵遺跡第 59 次調査

発 見 年　1996 年

大 き さ　写真下：長さ 13.7 ㎝、厚さ 0.6 ㎝

展示位置　第 1室　「弥生の食」
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