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第33回

第一の道具・第二の道具

考
古
学
は
、
文
字
が
誕
生
す
る
ま
で
の

人
間
の
活
動
を
研
究
す
る
学
問
で
、

発
掘
調
査
に
よ
る
成
果
が
最
も
基
本
的
か
つ

重
要
な
研
究
材
料
と
な
り
ま
す
。

　

発
掘
現
場
で
は
住
居
跡
や
調
理
施
設
、
埋

葬
施
設
と
い
っ
た
遺い

構こ
う
に
加
え
、
土
器
や
石

器
な
ど
の
遺い

物ぶ
つ
も
大
量
に
出
土
し
ま
す
。
し

か
し
な
が
ら
発
掘
現
場
地
点
の
み
で
昔
の
人

た
ち
が
生
活
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、

調
査
で
は
周
辺
の
地
形
や
自
然
環
境
を
考
慮

し
、
近
隣
の
発
掘
調
査
の
成
果
と
比
較
検
討

し
な
が
ら
、
当
時
の
情
報
を
最
大
限
に
引
き

出
す
努
力
を
し
て
い
ま
す
。

　
日
本
で
は
、
明
治
時
代
以
降
に
近
代
的
な

考
古
学
研
究
が
は
じ
ま
り
、
学
問
と
し
て
の

体
制
を
整
え
て
き
ま
し
た
が
、
発
掘
調
査
で

は
使
用
方
法
が
分
か
ら
な
い
、
変
わ
っ
た
遺

物
が
出
土
す
る
場
合
が
ま
れ
に
あ
り
ま
す
。

　

出
土
し
た
遺
物
を
分
類
す
る
場
合
、
衣
食

住
を
維
持
す
る
た
め
の
、
使
用
法
が
容
易
に

想
定
で
き
る
形
態
の
も
の
を
第
一
の
道
具
と

呼
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
そ
の
逆
で
、
形
態
か

ら
は
機
能
や
使
用
方
法
が
想
定
で
き
な
い
も

の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
を
第
二
の
道
具
と

呼
び
、
広
く
知
ら
れ
て
い
る
土ど

偶ぐ
う
や
、
当
時

の
宗
教
や
祭さ
い

祀し

で
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
道
具
が
あ
り
ま
す
。

　

曽
於
市
内
で
も
過
去
に
学
会
で
発
表
さ
れ
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用途が不明な出土遺物

た
用
途
不
明
の
石
器
や
、
現
在
の
発
掘
調
査

で
も
名
称
が
分
か
ら
な
い
遺
物
の
出
土
が
見

ら
れ
ま
す
。

　

第
二
の
道
具
を
調
査
研
究
す
る
場
合
、
宗

教
や
祭
祀
に
ま
つ
わ
る
道
具
と
い
う
結
論
に

至
り
ま
す
が
、
現
代
人
の
我
々
が
使
用
法
を

想
定
で
き
な
い
と
い
う
だ
け
で
、
当
時
の
人
々

に
と
っ
て
は
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
や
お
守
り
、
失
わ

れ
た
技
術
に
用
い
る
道
具
と
い
っ
た
よ
う
な
、

実
物
は
曽
於
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
に
展
示

【
ア
ク
セ
ス
】
大
隅
町
月
野
１
９
４
６
番
地
１

き
ち
ん
と
し
た
使
用
法
が
当
然
あ
っ
た
は
ず

で
す
。

　

道
具
に
は
使
用
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
投と
う

影え
い
さ

れ
る
の
で
、
そ
れ
ら
の
持
つ
機
能
を
理
解
で

き
る
の
は
、
考
え
や
世
界
観
を
共
有
す
る
人

た
ち
の
み
に
限
定
さ
れ
ま
す
。
非
常
に
惜
し

い
こ
と
で
す
が
、
現
代
人
に
は
解
明
す
る
こ

と
が
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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