
特 集

国
指
定
史
跡

黒
浜
貝
塚

黒
浜
貝
塚

史
跡
黒
浜
貝
塚
は
今
か
ら
約
７
０
０
０
年
前
か
ら

５
０
０
０
年
前
の
縄
文
時
代
前
期
の
貝
塚
を
伴
う
集
落

遺
跡
で
す
。

史
跡
内
に
は
、
谷
を
挟
ん
で
宿
浦
の
ム
ラ
と
椿
山
の

ム
ラ
の
２
つ
の
ム
ラ
が
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
宿
浦
の

ム
ラ
は
、
窪
地
状
の
広
場
を
囲
む
よ
う
に
円
形
に
並
ぶ

住
居
跡
や
貝
塚
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
対
岸
の
椿
山

の
ム
ラ
は
、
宿
浦
の
ム
ラ
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
形
成
さ
れ

て
お
り
住
居
跡
は
確
認
し
て
い
ま
す
が
、
貝
塚
は
見
つ

か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
当
時
、
蓮
田
市
内
に
は
海
が
入
り

込
み
、
２
つ
の
ム
ラ
の
間
の
谷
に
は
小
川
が
流
れ
、
ハ

ン
ノ
キ
群
落
が
水
辺
に
存
在
し
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い

ま
す
。

昭
和
52
年
に
関
東
地
方
を
中
心
に
分
布
し
た
黒
浜
式

土
器
の
標
式
遺
跡
と
し
て
県
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
黒
浜

貝
塚
は
、
平
成
18
年
７
月
に
は
、
平
成
12
年
度
か
ら
実

施
さ
れ
た
詳
細
確
認
調
査
の
成
果
と
豊
か
な
自
然
環
境

が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
国
史
跡
の
指
定
を
受
け
ま

し
た
。

そ
の
後
、
史
跡
整
備
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
、
学
術

的
な
根
拠
を
得
る
た
め
、
海
の
侵
入
が
予
想
さ
れ
る
低

地
部
分
に
て
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
と
採
取
し
た
土
の
理
化

学
分
析
を
実
施
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
今
か
ら
約

７
８
０
０
年
前
に
は
元
荒
川
に
海
進（
５
ペ
ー
ジ 

Ｄ
縄

文
の
海
参
照
）が
及
ん
で
い
た
こ
と
、
史
跡
の
南
西
部

に
そ
の
海
の
波
打
ち
際
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
、
史
跡
の

中
に
川
が
流
れ
て
い
た
こ
と
、
周
囲
に
は
ク
リ
や
ド
ン

グ
リ
な
ど
の
森
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
わ
か
り
ま
し
た
。

発
掘
調
査
も
行
い
、
宿
浦
の
ム
ラ
の
４
号
住
居
跡
か
ら

は
当
時
の
海
浜
環
境
を
表
す
貝
類
や
魚
骨
な
ど
と
と
も

に
、
県
内
最
古
の
事
例
と
な
る
、
約
７
０
０
０
年
前
の

埋
葬
さ
れ
た
イ
ヌ
の
骨
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
市
で
は
平
成
26
年
に
整
備
の
基

本
と
な
る「
黒
浜
貝
塚
整
備
基
本
構
想
・
基
本
計
画
」を

策
定
し
、「
黒
浜
貝
塚
、
渚
と
森
の
記
憶
」を
キ
ャ
ッ
チ

コ
ピ
ー
に
定
め
ま
し
た
。
平
成
27
年
度
か
ら
５
つ
の
エ

リ
ア
を
設
け
て
縄
文
時
代
の
景
観
を
復
元
す
る
整
備
工

事
を
実
施
し
、
令
和
５
年
４
月
に
全
面
供
用
を
開
始
し

ま
し
た
。

史跡黒浜貝塚整備工事の経過

平成 18 年７月 28 日 国史跡に指定

平成 20 年３月 「黒浜貝塚保存管理計画」策定

平成 25 年 10 月 17 日 国史跡範囲の追加指定

平成 26 年３月 「黒浜貝塚整備基本構想・基本計画」
策定

平成 26 年度 黒浜貝塚第１期工事実施設計

平成 27 年度 整備工事開始

平成 27 年度第１期工事 史跡整備のための発掘調査を実施
椿山のムラを造成

平成 28 年度第２期工事 縄文の小川を造成

平成 29 年度第３期工事 縄文の海・縄文の浜辺を造成

平成 30 年度第４期工事 宿浦のムラを造成

令和元年度第５期工事 文化財展示館の黒浜貝塚ガイダンス
システム、VR を構築

令和２年度第６期工事 蓮田市黒浜貝塚 AR アプリを作成

令和３年度第７期・
令和４年度第８期工事 遊歩道舗装工事

令和４年度末 整備工事終了

令和５年 4 月 全面供用開始

令和５年４月 30 日 史跡黒浜貝塚整備工事完了記念式典

縄文の海（整備前） 縄文の海（整備後）

アクセス

◉公共交通機関をご利用のかた
　JR宇都宮線蓮田駅東口から、パルシー・根金・下大崎・菖蒲仲橋・蓮
田駅西口行きバス「蓮田市役所」停留所下車、徒歩2分。市役所来客駐
車場横。
◉お車でお越しのかた
　市役所西棟来客駐車場をご利用ください。

◎

東北自動車道

◎

Ｊ
Ｒ
宇
都
宮
線

○

○
消防本署

○

○

蓮田市役所蓮田市役所

城

市役所入口

宿浦橋

蓮田スマートIC
(蓮田SA下り)

パサール蓮田/
蓮田スマートIC

(蓮田SA上り)

中央公民館

今宮橋（西）

西新宿１

関山三（東）

緑町一 藤ノ木坂
黒浜小学校前

関山１

関山

関山（北）

久台

西新宿２

関山３
椿山橋

南新宿

市役所入口

宿
宿浦橋

蓮田スマートIC
(蓮田SA下り)

パサール蓮田/
蓮田スマートIC

(蓮田SA上り)

蓮
田
駅

中央公民館

西口行政
センター

図書館

さ
い
た
ま
・
栗
橋
線

1
2
2
号
Ｂ
Ｐ

元荒川

今宮橋（西）

西新宿１

椿山四

関山三（東）

緑町一 藤ノ木坂

黒浜南
小学校（南）

黒浜小学校前

国
道
1
2
2
号
バ
イ
パ
ス

国
道
1
2
2
号
線

関山１

関山

関山（北）

久台

西新宿２

関山３
椿山橋

南新宿

史跡黒浜貝塚

蓮田市文化財展示館・
黒浜貝塚ガイダンスコーナー

平成27年度から行っていた整備工事が令和５年３月に完了し、
４月より史跡黒浜貝塚の全面供用が始まりました。
今月号の特集では史跡黒浜貝塚の魅力や見どころについて紹介します。
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G

F

B

E

D

C

A

ARポイント

ARポイント
★

★

★

★

4 号住居跡

宿浦のムラ

椿山のムラ

案内板
文化財展示館

案内板 トイレ

AR ポイント

ARポイント

ARポイント

縄文の浜辺

縄文の海

★

案内板

縄文の小川

G 硬
か た す な そ う

砂層

約７万年前に河川の影響で溜まった自然堤
防の砂が硬い石のように固まった地層のこと
です。縄文時代及び古墳時代後期から奈良・
平安時代にかけてその時代に合わせたさまざ
まな用途で利用されていました。

B 宿浦のムラ

窪地の広場を囲むように
円形に住居が並んでいまし
た。宿浦のムラには貝塚が
残されており、土器や石器、
装飾品とともにハイガイや
マガキなどの貝類、スズキ
などの魚類、イノシシなど
の動物の骨が見つかってい
ます。

D 縄文の海

ボーリング調査や理化学分析により、海水が入り込
んでいたことが分かった範囲を当時の波打ち際として
復元しています。ARアプリでは、当時の海の様子や海
辺での生活の様子を見ることができます。

縄文海進とは
縄文時代、地球全体が今よりも平均気温が2～3℃暖
かくなり、大陸の高山地帯などの氷河が溶け出して海
に流れ込み、海面が上昇する「縄文海進」という現象
が起きました。この現象により、河川を遡って内陸に
海が入り込みました。市内にも海が入り込んでおり、
この時期の貝塚が10か所以上残されています。

史跡
黒浜貝塚

MAP

A 椿山のムラ

縄文時代前期だけでな
く、縄文時代中期・後期、
古墳時代中期、後期、奈
良・平安時代の集落が確
認されています。特に奈
良・平安時代の小鍛冶集
落が有名です。

C ハンノキ群落

ハンノキは低湿地に植
生する落葉樹です。花粉
分析によって縄文時代前
期からこの水辺に存在し
ていたことが分かってい
ます。

文化財展示館

黒浜貝塚ガイダンスコーナーを設けており、史跡内から見つかっ
た土器などを見学することができます。また、大型タッチモニター
による解説の視聴やVRによる縄文海進などの体験もできます。

F 窪地の広場

東西約50ｍ、南北約40ｍの
範囲を当時の人々が掘削し、
窪地状にしました。広場とし
て利用していたと考えられて
います。
ARアプリでは、詳細確認調
査の結果を基にした集落の変
遷を見ることができます。

黒浜貝塚ARアプリ

史跡内のARポイントでアプリ
を利用するとスマートフォンなど
を通して縄文時代の景観やくらし
のほか発掘調査時の様子などを見
ることができます。AppStore、
Googleplayからお手持ちのスマー
トフォンやタブレット端末にダウ
ンロード可能です。（機種によっ
てはご利用できません。）

Androidはこちらから

iOSはこちらから

E 4号住居跡

住居として使わなくなっ
た後に貝塚が残された住居
跡です。ここの貝塚からは、
埋葬されたイヌの骨が発見
されました。これは、貝塚
が「ゴミ捨て場」としてだ
けでなく、再生を願う祈り
の場所であったことを示し
ています。
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令
和
５
年
３
月
に
史
跡
黒
浜
貝
塚
整
備
工
事
完
了
を
記
念
し
て
、
地
質
学

と
考
古
学
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
専
門
家
を
お
招
き
し
、
講
演
会
を
２
日
間

開
催
し
ま
し
た
。
ご
講
演
い
た
だ
き
ま
し
た
2
名
の
講
師
に
、
あ
ら
た
め
て

史
跡
黒
浜
貝
塚
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

PROFILE

新潟県出身。國學院大學名誉教授。黒浜貝
塚整備活用委員会委員長を務める。令和5年、
アメリカ芸術科学アカデミー会員に選出。

小
こばやし

林 達
た つ  お  

雄氏
PROFILE

東京都練馬区出身。東京大学理学部地学
科卒業。日本大学名誉教授。令和３年秋
の叙勲にて瑞宝中綬章を受章。

遠
えんどう

藤 邦
くにひこ

彦氏

INTERVIEW

 
 

遠
藤
先
生

私
は
長
い
間
、
沖
積
層
の
研
究
を
や
っ

て
き
ま
し
た
。
沖
積
層
は
、
地
球
の
歴
史

の
な
か
の
最
後
の
時
代
に
で
き
た
地
層
で

す
。
歴
史
の
最
後
と
い
う
こ
と
は
、
現
在

そ
し
て
未
来
に
つ
な
が
る
わ
け
で
す
。

現
在
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
見
極
め
よ

う
と
思
っ
た
ら
、
一
番
近
い
過
去
、
つ
ま
り

沖
積
層
の
時
代
が
大
事
だ
ろ
う
と
い
う
こ

と
で
、
沖
積
層
の
研
究
を
し
て
き
た
の
で
す
。

具
体
的
に
言
う
と
災
害
問
題
と
い
う
の

は
、
津
波
や
洪
水
が
起
こ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
長
い
目
で
見
る
と
、
そ
れ
も
自
然

の
中
で
起
こ
っ
て
き
て
い
る
歴
史
と
い
え

ま
す
。
津
波
も
自
然
の
現
象
の
一
つ
。
洪

水
も
自
然
の
現
象
の
一
つ
。
そ
の
よ
う
な

自
然
の
現
象
が
沖
積
層
と
い
う
地
層
を

作
っ
て
き
ま
し
た
。
逆
に
言
う
と
災
害
の

問
題
を
見
る
に
は
、
自
然
の
過
程
を
も
っ

と
見
極
め
る
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

 
 

蓮
田
市

沖
積
層
に
自
然
現
象
の
痕
跡
や
災
害
の

記
憶
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

す
ね
。
縄
文
時
代
の
環
境
復
元
も
、
生
活

復
元
も
沖
積
層
研
究
で
可
能
に
な
り
得
る

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

 
 

遠
藤
先
生

そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。今
、
災
害
と
言
っ

て
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
人
が
住
ん
で
い
な

け
れ
ば
災
害
に
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
単

に
洪
水
で
す
よ
ね
。
人
が
住
ん
で
い
る
か

ら
、
被
害
が
あ
る
か
ら
自
然
災
害
と
な
る

わ
け
で
す
。

す
べ
て
そ
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
で
、

そ
の
自
然
現
象
そ
の
も
の
を
も
っ
と
見
て
い

か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
考
え
る
の
で
す
。

る
よ
う
な
行
為
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら

れ
ま
す
。

※ 

出
典
：
杉
中
佑
輔（
２
０
２
３
）過
去
１
万 

９
０
０
０
年
間
の
東
京
湾
周
辺
の
海
岸
地
形
復

元
図
。
令
和
４
年
度
三
鷹
市
考
古
学
展
示
会「
三

鷹
12
万
年
史　

海
と
陸
の
変
遷
と
ヒ
ト
の
暮
ら

し
」（
令
和
４
年
度
国
庫
補
助
事
業　

地
域
の
特

色
あ
る
埋
蔵
文
化
財
活
用
事
業
の
一
部
を
活
用
）

貝
塚
と
は
何
か

 
 

蓮
田
市

貝
塚
と
い
う
の
は
教
科
書
に
も
で
て
き

ま
す
が
、
私
た
ち
は
貝
塚
を
本
来
ど
の
よ

う
に
捉
え
た
ら
よ
い
で
す
か
。

 
 

遠
藤
先
生

黒
浜
貝
塚
は
小
宮
雪
晴
生
涯
学
習
部
長

が
詳
し
く
検
討
し
て
い
て
、
貝
塚
は
人
間

が
食
べ
た
も
の
の
ゴ
ミ
捨
て
場
と
い
う
だ

け
の
存
在
で
は
な
い
、
と
考
え
て
い
ま
す
。

で
は
、
単
純
に
ゴ
ミ
捨
て
場
と
い
う
も

の
で
は
な
い
と
す
る
な
ら
、
例
え
ば
儀
礼

的
な
要
素
が
あ
っ
た
の
か
、
埋
葬
し
た
の

か
、
い
ろ
ん
な
可
能
性
を
そ
こ
か
ら
広
げ

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
み
な
さ
ん
も
そ
う
い
う
視
点
か
ら

勉
強
し
て
い
っ
た
ら
、
話
は
も
う
一
段
広

が
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
い
ろ

ん
な
議
論
を
進
め
て
い
く
種
が
黒
浜
貝
塚

に
は
あ
る
の
で
す
。

沖
積
層
が
つ
な
ぐ
縄
文
と
現
在

 
 

蓮
田
市

遠
藤
先
生
が
情
熱
を
傾
け
ら
れ
た
研
究

分
野
の
魅
力
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

や
北
ま
で
到
達
し
、
黒
浜
ま
で
海
が
入
っ

て
き
ま
し
た
。
こ
の
現
象
は
、
複
雑
な
プ

ロ
セ
ス
で
す
が
、
複
雑
な
プ
ロ
セ
ス
を
解

く
鍵
が
黒
浜
貝
塚
に
あ
り
ま
す
。
個
人
的

に
は
一
番
そ
こ
が
興
味
深
い
で
す
。

ま
た
、
マ
ガ
キ
も
出
土
し
て
い
ま
す
。

マ
ガ
キ
は
海
面
が
上
昇
し
て
陸
地
に
海
が

侵
入
す
れ
ば
、
ど
こ
で
も
生
息
で
き
ま
す
。

で
す
か
ら
マ
ガ
キ
が
生
息
す
る
意
味
と
ハ

イ
ガ
イ
が
生
息
す
る
意
味
と
は
少
し
違
い

ま
す
。
マ
ガ
キ
は
淡
水
と
海
水
が
混
じ
る

よ
う
な
環
境
に
生
息
し
ま
す
。

黒
浜
貝
塚
は
、
マ
ガ
キ
と
ハ
イ
ガ
イ
と

い
う
２
種
類
の
貝
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
時
間
の
経
過
と
と
も

に
量
が
増
え
る
時
期
も
あ
れ
ば
、
減
る
時

期
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
変
化
が
あ

る
と
い
う
こ
と
を
把
握
で
き
る
非
常
に
重

要
な
場
所
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

黒
浜
貝
塚
で
も
う
一
つ
興
味
深
い
の
は
、

カ
キ
の
殻
に
棒
が
く
っ
つ
い
て
い
た
よ
う

な
痕
跡
が
あ
り
ま
す
。
黒
浜
貝
塚
出
土
の

カ
キ
を
観
察
す
る
と
小
石
や
土
器
片
、
巻

貝
な
ど
に
く
っ
つ
い
た
状
態
の
カ
キ
が
見

ら
れ
ま
す
。
そ
の
中
で
最
も
多
い
の
が
棒
、

植
物
の
茎
の
痕
、「
棒
付
き
カ
キ
」と
呼
ば

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
棒
付
き
カ
キ
の
存
在

は
古
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
て
、
も
し
か

し
た
ら
、
人
為
的
に
や
っ
た
養
殖
に
通
じ

史
跡
黒
浜
貝
塚
の
魅
力

	
	

蓮
田
市

日
本
全
国
多
々
の
貝
塚
が
あ
り
ま
す
が
、

先
生
の
考
え
る
黒
浜
貝
塚
の
魅
力
は
ど
こ

に
あ
り
ま
す
か
？

	
	

遠
藤
先
生

黒
浜
貝
塚
の
面
白
い
点
は
い
ろ
ん
な
側

面
が
あ
る
な
か
で
、
貝
塚
と
自
然
環
境
と

の
つ
な
が
り
が
か
な
り
明
確
に
な
る
と
い

う
点
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

縄
文
海
進
の
中
で
陸
地
に
海
が
侵
入
し

て
き
て
奥
東
京
湾
を
形
成
し
、
こ
の
奥
東
京

湾
が
最
も
広
が
っ
た
時
代
に
黒
浜
貝
塚
が

成
立
し
ま
す
。
そ
の
海
と
の
接
点
が
、
黒
浜

貝
塚
の
い
ろ
ん
な
状
況
か
ら
分
か
り
ま
す
。

ハ
イ
ガ
イ
が
出
土
す
る
と
い
う
の
は
、
非
常

に
興
味
深
い
わ
け
で
す
。
関
東
地
方
に
は

今
、
ハ
イ
ガ
イ
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
本
来
、

ハ
イ
ガ
イ
は
亜
熱
帯
種
で
あ
り
、
そ
の
亜
熱

帯
種
の
貝
が
、
関
東
地
方
ま
で
来
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
非
常
に
興
味
深
い
で
す
。

縄
文
海
進
の
前
は
紀
伊
半
島
の
沖
に
黒

潮
が
来
て
い
ま
し
た
が
、
縄
文
海
進
と
と

も
に
黒
潮
は
北
上
し
て
、
関
東
地
方
の
や

特
別
な
日
、
い
わ
ば
ハ
レ
の
日
と
い
う
も

の
を
設
け
な
が
ら
そ
こ
で
い
ろ
ん
な
行
事

が
行
わ
れ
て
い
た
空
間
で
す
。
そ
の
行
事

と
い
う
の
は
俗
っ
ぽ
い
飲
み
食
い
を
す
る

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
で

す
が
、
そ
こ
に
黒
浜
貝
塚
人
の
祈
り
と
願

望
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
も

の
を
重
ね
あ
わ
せ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が

じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
推
察
さ
れ
ま
す
。
そ
の
よ

う
に
し
て
ス
ペ
ー
ス
デ
ザ
イ
ン
が
な
さ
れ

て
い
た
。
そ
の
真
ん
中
に
広
場
を
持
つ
劇

場
空
間
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

 
 

蓮
田
市

劇
場
空
間
と
い
う
言
葉
か
ら
ど
う
し
て

も
現
代
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
し
ま
い
ま
す
が
、

縄
文
時
代
に
も
そ
の
よ
う
な
場
が
あ
っ
た

と
考
え
て
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

 
 

小
林
先
生

今
の
我
々
も
そ
う
で
す
が
、
劇
場
空
間

を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
と
て
も
特
別
な
こ

と
で
、
そ
れ
が
社
会
的
な
意
味
、
そ
れ
か
ら

自
分
た
ち
の
つ
な
が
り
と
い
う
も
の
を
あ

ら
た
め
て
強
め
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
か
ら
自

分
た
ち
の
存
在
と
い
う
も
の
を
表
現
し
ま

す
。
表
現
す
る
と
い
う
の
は
人
間
の
と
て
も

大
事
な
欲
の
一
つ
で
す
。
黙
っ
て
た
だ
過
ご

す
の
で
は
な
く
て
、
自
分
た
ち
は
こ
う
い
う

も
の
で
あ
る
と
い
う
主
体
性
、
自
分
た
ち
の

性（
さ
が
）み
た
い
な
も
の
を
、
自
分
た
ち
の

意
識
み
た
い
な
も
の
を
形
に
表
し
た
も
の

だ
と
理
解
す
る
と
、
遠
い
縄
文
人
の
黒
浜
貝

塚
の
時
代
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
今
の
自

分
た
ち
と
同
じ
よ
う
な
考
え
方
、
思
想
と
共

通
す
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
て
よ
い
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

史
跡
黒
浜
貝
塚
の
見
ど
こ
ろ

 
	

蓮
田
市

先
生
が
考
え
に
な
る
黒
浜
貝
塚
の
見
ど

こ
ろ
と
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
で
す
か
。

 
 

小
林
先
生

名
前
が
示
す
通
り
、
貝
塚
を
持
つ
と
い

う
事
は
縄
文
人
に
と
っ
て
と
て
も
大
き
な

こ
と
で
、
生
活
の
大
き
な
部
分
を
貝
塚
形

成
と
い
う
も
の
に
も
か
け
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
す
。
貝
塚
は
単
な
る
食
べ
カ
ス
の

捨
て
場
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
貝
を
縄
文
人

た
ち
の
世
界
観
に
取
り
込
む
と
い
う
こ
と

を
通
し
て
、
あ
の
丸
い
サ
ー
ク
ル
状
の
縄

文
モ
デ
ル
ム
ラ
と
い
う
も
の
を
作
り
上
げ

て
い
く
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
け
て
、
縄
文

人
が
貝
塚
を
形
成
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

で
す
。
も
う
一
度
あ
の
原
点
に
返
る
必
要

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
結
果
と
し
て
貝
塚

が
出
来
た
の
で
は
な
く
て
、
黒
浜
貝
塚
人

が
作
ろ
う
と
し
て
作
っ
た
。
そ
れ
が
あ
の

ス
ペ
ー
ス
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
か
、
私
は
典

型
的
な
縄
文
モ
デ
ル
ム
ラ
を
黒
浜
貝
塚
に

イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま

す
。

 
 

蓮
田
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縄
文
人
の
世
界
観
に
基
づ
く
ス
ペ
ー
ス

が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

 
 

小
林
先
生

貝
塚
が
丸
く
途
切
れ
途
切
れ
だ
け
れ
ど

も
そ
れ
を
つ
な
い
で
い
く
と
丸
く
輪
を
描

く
。
こ
れ
が「
円
」と
い
う
縄
文
人
の
世
界

観
と
結
び
つ
い
て
、
そ
の
内
側
に
一
定
の

空
間
が
あ
り
、
い
わ
ば
劇
場
空
間
と
い
う

か
、
縄
文
人
が
日
常
的
な
生
活
と
は
別
に

の
よ
う
な
気
持
ち
が
あ
っ
た
か
ら
私
は
で

き
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
だ
け
の
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
市

と
市
教
育
委
員
会
が
そ
う
い
う
柱
を
曲
げ

る
こ
と
な
く
取
り
組
ん
で
き
た
こ
と
に
対

し
て
の
ご
努
力
に
、
ま
ず
敬
意
を
表
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
こ
れ
だ
け
の
努
力
を
重
ね
た
末

に
今
日
を
迎
え
た
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
は

整
備
の
終
わ
り
で
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ

と
同
時
に
史
跡
黒
浜
貝
塚
の
新
た
な
始
ま

り
な
の
で
す
。
大
事
な
の
は
こ
こ
ま
で
黒

浜
貝
塚
が
残
っ
て
き
た
。
み
ん
な
が
見

守
っ
て
き
た
中
で
、
あ
ら
た
め
て
整
備
事

業
と
い
う
新
し
い
衣
装
を
着
せ
て
、
そ
し

て
一
か
ら
次
の
将
来
を
見
据
え
な
が
ら
歩

ん
で
い
こ
う
と
い
う
日
を
迎
え
た
と
い
う

こ
と
で
す
。
こ
れ
が
大
事
で
す
。

人
間
は
今
ま
で
自
然
を
い
ろ
い
ろ
な
と

こ
ろ
で
痛
め
つ
け
て
き
ま
し
た
。
そ
の
こ

と
に
対
し
、
本
当
に
さ
さ
や
か
か
も
し
れ

な
い
で
す
が
恩
返
し
と
し
て
、
今
日
を
出

発
点
と
し
て
、
自
然
と
と
も
に
黒
浜
貝
塚

に
４
次
元
空
間
と
い
う
も
の
を
作
り
上
げ

て
い
こ
う
と
、
こ
の
決
意
を
新
た
に
す
べ

き
時
で
あ
る
こ
と
が
自
覚
さ
れ
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

史
跡
黒
浜
貝
塚
整
備
完
了
に
つ
い
て

	
	

蓮
田
市

長
年
に
わ
た
る
ご
指
導
ご
尽
力
の
お
か

げ
を
も
ち
ま
し
て
史
跡
黒
浜
貝
塚
の
整
備

工
事
が
完
了
し
ま
し
た
。
先
生
の
率
直
な

お
気
持
ち
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

	
	

小
林
先
生

保
存
管
理
計
画
作
成
に
始
ま
り
、
20
年

以
上
か
け
て
事
業
を
行
っ
て
き
た
と
い
う

こ
と
は
、
黒
浜
貝
塚
に
関
わ
る
人
た
ち
が
、

お
互
い
に
ゴ
ー
ル
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
、
こ

う
い
う
も
の
に
し
た
い
、
よ
り
良
い
形
の

も
の
に
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
っ
た

か
ら
で
す
。
市
、
市
教
育
委
員
会
、
市
民

も
参
加
し
て
い
る
整
備
活
用
委
員
会
に
そ
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