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漆塗 りの竪櫛 長野市松原遺跡 (長野県埋蔵文化財センター提供)

この赤い色 |よ

どうやって

つけたのか7。

へえ一、弥生時イヽの

支の人 もこんぼに

きれいγ〈しを

ざしていたのね。,



日
常
生
活

に
工
夫
を

こ
ら
し
た
人
び
と

木を素材にしてつ くられたさまざまな食器

まぐわをひいて代かきをする

1950年 前半 長野市芋井(松瀬孝―氏提供)
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□
植
物
や
動
物
の
利
用

わ
た
し
た
ち
の
食
生
活
に
欠
か
せ
な
い
お
椀
や
お
は
し
、
み
な
さ
ん
の
家

に
あ
る
こ
う
し
た
食
器
は
、
何
で
で
き
て
い
ま
す
か
。
近
ご
ろ
は
、
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
製
の
手
軽
で
扱
い
や
す
い
道
具
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

ケ
ヤ
キ
の
挽
物
に
漆
を
塗
っ
た
椀
や
柳
の
は
し
な
ど
の
よ
う
に
、
野
出
に
育

つ
草
木
を
素
材
に
し
た
食
器
に
は
、
ぬ
く
も
り
や
味
わ
い
が
あ
り
ま
す
。

動
物
も
、
物
資
の
運
搬
や
晨
作
業
を
は
じ
め
、
人
間
の
暮
ら
し
に
さ
ま
ざ

ま
な
か
た
ち
で
役
立
っ
て
き
ま
し
た
。
現
代
で
は
、
警
察
大
や
盲
導
入
、
狩

猟
大
な
ど

一
部
を
除
い
て
、
ペ
ッ
ト
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て

い
ま
す
。
い
っ
ぽ
う
で
、
動
植
物
の
種
の
絶
減
や
自
然
破
凛
な
ど
、
人
間
と

動
植
物
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
も
お
こ
っ
て
い
ま
す
。

ロ
リ
サ
イ
ク
ル
と
ゴ
ミ
問
題

た
い
せ
つ
に
使
っ
て
い
た
道
具
で
も
、
や
が
て
は
古
く
な
り
攘
れ
て
捨
て

ら
れ
ま
す
。
近
ご
ろ
は
、
ゴ
ミ
の
処
理
を
円
滑
に
４
め
る
と
と
も
に
、
再
生

で
き
る
資
源
を
活
用
す
る
た
め
、
市
町
村
で
ゴ
こ
の
分
列
収
集
な
ど
が
お
こ

な
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
各
種
イ
ベ
ン
ト
会
場
で
お
こ
な
わ
れ
る
フ
リ
ー

マ
ー
ケ
ッ
ト
な
ど
で
は
リ
サ
イ
ク
ル
活
動
も
盛
ん
で
す
。

と
こ
ろ
が
、　
心
な
い
人
た
ち
に
よ
っ
て
捨
て
ら
れ
た
空
缶
が
道
路
端
や
空

地
に
転
が
り
、
公
園
や
キ
ャ
ン
プ
場
に
は
紙
ク
ズ
な
ど
が
散
乱
す
る
光
景
も

み
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
「夢
の
島
」
を
つ
く
っ
て
燃
え
な
い
ゴ
ミ
を
無
理
し



道ばたに散乱する空き缶類 更埴市屋代

貝殻 の 厚 い層 宮城県鳴瀬町里浜貝塚 (東北歴史資料館提供 )

縄文人が食べたあと捨てた員殻 は、長い年月の内に厚 さ25mに もたっした

貝塚の細かい観察によって、季節こ
´
とに変わるメニューの内容を知ることか

できる

分類されたゴミ袋 松本市寿

て
き
た
大
部
会
で
は
、
ふ
え
続
け
る
ゴ
こ
対
策
に
普
心
し
て

こ
の
よ
う
に
、
ゴ
こ
問
題
は
社
会
の
大
き
な
課
題
に
な
っ
て

日
自
然
と
と
も
に
く
ら
し
た
人
び
と

わ
た
し
た
ち
人
間
の
歴
史
の
、
お
よ
そ
た
た
Ｉ
を
占
め
る
の
は
原
始
時
代

で
す
。
そ
の
こ
／，
人
ひ
と
は
、
自
然
や
大
地
の
恵
ム
に
頼

っ
て
暮
ら
し
を
た

て
、
動
植
物
を
活
用
Ｌ

つ
つ
こ
れ
と
共
存
す
る
暮
ら
し
を
し
て
い
ま
し
た
。

お
よ
そ
四
〇
〇
万
年
前
、　
二
本
足
で
歩
き
は
じ
め
て
ま
も
な

い
ヒ
ト
は
、

地
面
に
転
が
る
石
こ
ろ
や
木
の
枝
を
、
わ
ず
か
に
加
工
し
て
利
用
し
て
い
た

こ
と
で
し
ょ
う
。
や
が
て
、
人
び
と
は
使

い
か
っ
て
や
目
的
に
応
し
た
さ
ま

ざ
ま
な
道
具
を

つ
く
り
出
し
ま
し
た
．
さ
ら
に
、
道
具
の
働
き
を
効
果
的
に

す
る
た
め
、
捕
互
（
の
役
割
に
あ

っ
た
材
料
を
選
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
ぃ
動

物
の
骨
も
利
用
し
て
い
ま
す
。
来
れ
た
道
具
も
す
ぐ
に
捨
て
て
は
し
ま
わ
ず
、

た

い
し
に
修
復
し
て
使

っ
た
り
、
列
の
形
に
つ
く
り
直
し
て
再
利
用
し
た
り

す
る
こ
と
も
あ

っ
た
よ
う
で
す
。
ま
た
ゴ
ミ
捨
て
場

の
よ
う
す
か
ら
は
、
役

目
を
終
え
た
道
具
に
対
す
る
か
れ
ら
特
有
の
考
え
方
を
垣
間
み
る
こ
と
が
で

き
そ
う
で
す
。

原
始
時
代
の
人
び
と
は
、
身
の
ま
わ
句
の
自
然
や
自
分
た
ち
が
つ
く
り
出

し
た
道
具
類
を
ど
の
よ
う
に
活
用
し
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
゛
満
一跡
に
残
さ

れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
道
具
や
生
活
の
凛
跡
の
な
か
か
ら
、
快
迪
な
揉
ら
し
を
お

く
る
た
め
の
工
夫
の
よ
う
す
を
株

っ
て
み
ま
し
ょ
う
ぃ

ヽヽ  ヽヽ
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草
本
は
さ
ま
ざ
ま
な
道
具

に

利
用
さ
れ
た

の

福井 県三方町鳥浜貝塚 の風景 (福 井県立若狭歴史民俗資料館提供)橋 の手前が鳥浜貝塚
鳥浜員塚は三方湖のほとりにある低湿地遺跡.縄文時代前期の木製品や繊維製品、種子などが豊富に出土した。

ロ
ヒ
ト
と
道
具

ヒ
ト
の
祖
先
は
、
石
こ
ろ
や
棒
切
れ
に
始
ま
り
、
こ
ん
棒
や

槍
、
掘
り
棒
、
石
の
握
槌
な
ど
を
使
う
よ
う
に
な
り
、
石
と
木

は
ヒ
ト
の
誕
生
と
と
も
に
道
具
の
材
料
と
な
り
ま
し
た
。

日
本
で
は
、
約
五
万
年
前
に
旧
人
が
わ
工
し
た
板
が
、
兵
庫

あ

か

し

県
明
石
市
で
み
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
約
二
万
年
前
以
降
の
新
人

の
時
代
に
な
る
と
、
木
の
柄
を
つ
け
た
槍

・
斧

。
ナ
イ
フ

。
彫

刻
刀
な
ど
、　
い
ろ
い
ろ
な
石
器
が
そ
ろ
い
ま
す
。

日
盛
ん
な
植
物
資
源
の
利
用

気
候
の
温
暖
化
と
と
も
に
、
生
活
に
役
立
つ
植
物
資
源
が
ふ

え
ま
し
た
。
環
境
が
安
定
し
た
約
六
〇
〇
〇
～
五
〇
〇
〇
年
前

の
縄
文
時
代
前
期
に
は
、
ま
さ
か
り
や
か
ん
な
の
役
目
を
果
た

す
磨
製
石
斧
が
発
達
し
、
さ
ま
ざ
ま
の
木
製
品
が
つ
く
ら
れ
ま

す
。
福
井
県
二
方
町
鳥
決
貝
塚
の
み
ご
と
な
木
製
品
は
、
縄
文

人
の
木
工
技
術
の
水
準
を
示
し
て
い
ま
す
。

縄
文
時
代
の
木
の
道
具
に
は
、
鉢

・
ｍ
な
ど
の
容
器
や
食
器
、

し
ゃ
も
じ
、
人
お
こ
し
具
、
槌
、
斧
の
柄
、
ラ
矢
、
刺
突
具
、

た
木
舟
、
櫂
、
櫛
、
琴
な
ど
が
あ
り
、
ト
ー
テ
ム

・
ポ
ー
ル
の

よ
う
な
彫
刻
し
た
柱
も
出
上
し
て
い
ま
す
。
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福井県鳥浜員塚の本製品・繊維製品 (福井県立若狭歴史民俗資料館蔵)

lut# *eooac,n

木槌 長さ48帥

漆塗 りの櫛 長さ9.2cln

しゃもじ 長さ18.5¨

漆塗りの鉢形土器 長さ22cm

皿  口径40crn 石斧の柄 長さ40m

編み物 約5分の 1

Ｅ
Ｕ

７
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縄  約 5分の 1



植物 を材料に

使った道具って、

昔 13こ ん

“

に

あったんだ。

縄文土器の底についた編み物のあと (1:3)
1・ 2 下高井郡野沢温泉村岡ノ峯遺跡 (「岡ノ峯11985年 )

3・ 4 下高井郡山ノ内町佐野遺跡 (『佐野』1967年 )

5・ 6 上伊那郡宮田村田中下遺跡 (『 田中下遺跡』1994年 )

編布の素材となるカラムシ 下水内部栄村 編布を編む道具 復原 (戸倉町教育委員会蔵)

フ
ジ
や
ア
ケ
ビ
の
つ
る
、
竹
な
ど
を
編
ん
で
つ
く
っ
た
道
具

に
は
、
旅

・
籠
や
敷
物
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
ア
サ

（大
麻
）
や

ア
カ
ソ

（イ
ラ
ク
サ
）、
カ
ラ
ム
シ

（苧
麻
）
の
せ
ん
い
を
よ

っ

て
糸
を
つ
く
り
、
そ
れ
を
編
ん
で
布
を
つ
く
り
ま
し
た
。

漆
の
利
用
は
縄
文
時
代
前
期
に
始
ま
り
ま
す
。
漆
は
接
着
剤

と
し
た
り
、
塗
料
と
し
て
土
器
や
木
器
を
飾
る
ほ
か
、
籠
を
ぬ

り
固
め
て
容
器
を
つ
く
る
こ
と
な
ど
に
も
利
用
さ
れ
ま
し
た
。

□
鉄
器
の
普
及
と
さ
ま
ざ
ま
な
木
製
品

弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時
代
に
は
、
水
田
や
用
水
路
の
開
発
、

倉
庫
の
建
造
な
ど
で
木
材
の
消
費
が
拡
大
し
ま
す
。
鉄
器
の
普

及
に
よ
り
、
九
太
材
カロ
エ
の
ほ
か
に
、
割
り
板
材
を
使
う
よ
う

に
な
り
ま
す
。

長
野
盆
地
で
も
弥
生
時
代
以
降
に
な
る
と
、
十
由
川
沿
岸
の

低
湿
地
遺
跡
か
ら
、
多
く
の
木
製
品
が
発
掘
さ
れ
て
い
ま
す
。

高
床
倉
庫
に
か
け
る
梯
子
、
鍬
、
鋤
、
田
下
駄
、
杵
、
槌
な
ど

の
晨
具

・
工
具
、
鉢
や
高
不
、
ラ
、
矢
、
盾
、
舟
、
櫛
、
琴
、

鳥
形
木
製
品
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
遺
物
が
あ
り
ま
す
。
五

・
六

世
紀
に
は
、
機
織
り
の
道
具
、
薄
板
を
曲
げ
て
つ
く
っ
た
箱
、

机
、
椅
子
、
馬
の
鞍

・
鐙
も
み
ら
れ
ま
す
。
時
代
の
動
き
と
技

術
の
進
歩
に
よ
っ
て
、
木
や
草
の
利
用
も
変
化
を
と
げ
ま
し
た
。

Ｏ
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弥生時代 (1～ 3)● 古墳時代 (4～ 6)の木製品
(長野県埋蔵文化財センター提供)

漆塗 りの高不 高さ18cln

長野市松原遺跡

漆塗 りの竪櫛 長さ15.8cm

長野市松原道跡

漆塗 りの片口鉢 口径21.2cm

長野市春山B遺跡

鎧  高さ24.8cm

長野市榎田遺跡

椅子 脚部の長さ47.3cll

長野市榎田遺跡

鞍 幅47.3m

長野市榎田遺跡



っ
た
動
物
も

い
た
の

上 :竪穴住居の屋根裏にかけたシカの頭がい骨
長野県立歴史館

左上 :イ ノシシの骨が出土 した竪穴住居跡

左下 :イ ノシシの骨 更埴市屋代遺跡群

(長野県埋蔵文化財センター提供)
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〓

目
骨
角
を
利
用
し
た
生
活
の
道
具

更
埴
市
屋
代
遺
跡
で
は
、
縄

文
時
代
の
竪
穴
住
居
跡
か
ら

イ
ノ
シ
シ
の
頭
が
い
骨
が
集
中
し
て
出
上
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら

は
、
食
生
活
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
生
活
の
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で

役
立
つ
も
の
を
あ
た
え
て
く
れ
た
動
物
の
神
に
対
し
て
、
縄
文

人
が
お
こ
な
っ
た
感
謝
の
ま
つ
り
の
跡
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

先
土
器
時
代
、
信
濃
町
野
尻
湖
周
辺
で
オ
オ
ツ
ノ
シ
カ
な
ど

を
狩
り
し
て
い
た
人
び
と
は
、
骨
や
角
か
ら
槍
先
や
ナ
イ
フ
を

つ
く
っ
て
い
ま
し
た
。
縄
文
時
代
に
は
い
り
、
北
相
木
村
栃
原

い
わ
か
げ

岩
陰
遺
跡
に
は
シ
カ
の
骨
で
つ
く
っ
た
釣
り
針
や
か
ん
ざ
し
が

あ
り
、
明
科
町
北
村
遺
跡
に
ほ
う
む
ら
れ
た
人
は
イ
ノ
シ
シ
の

き
ば牙

で
つ
く
っ
た
胸
飾
り
や
腕
輪
を
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
弥
生

時
代
に
占
い
に
利
用
さ
れ
た
シ
カ
の
角
や
骨
が
、
更
埴
市
生
仁

遺
跡
で
み
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

闘
狩
人
と
犬

人
は
匂
い
を
よ
く
嗅
ぎ
分
け
る
し
、
な
に
よ
り
人
に
な
つ
き

や
す
い
性
質
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
せ
界
の
あ
ち
こ
ち

か
り
う

ど

の
狩
人
た
ち
は
、
昔
か
ら
大
と
と
も
に
暮
ら
し
て
き
ま
し
た
。

全
国
に
は
、
縄
文
時
代
の
人
の
お
基
が
発
見
さ
れ
た
遺
跡
が



`ま

うむられた犬 宮城県気仙沼市田柄貝塚 (東北歴史資料館提供)

|       |       |
縄文時代の人と犬の共同墓地 (宮城県教育委員会 F田柄員塚J1986年 を修正)
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人間の上治を助けて

くれる動物 として、

みん7人切にして

いたのね。

折れた犬の骨 宮城県石巻市南境員塚 (茂原信生氏提供)
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上 :槍先 長さ14.lm

下 :ス クレイパー 長さ17.9cm

上水内部信濃町立が鼻遺跡 複製

(原資料 信濃町立野尻湖博物館蔵)

どちらもナウマンゾウの骨を利用した道具である
上 :釣 り針  右長さ2.5m 下 :ヘア ピン 左長さ7.0帥 南佐

久郡北相木村栃原岩陰遺跡 複製 (原資料 北相木村教育委員

会蔵)

一
六
〇
ヶ
所
あ
り
ま
す
。
宮
城
県
気
仙
沼
市
田
柄
貝
塚
で
は
、

人
間
の
基
地
の
中
に
つ
く
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
十
葉
県

船
橋
市
高
根
木
戸
遺
跡
で
は
、
大
が
人
間
と
い
っ
し
ょ
に
ほ
う

む
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
縄
文
人
は
狩
り
の
友
と
し
て
大
を
と
て

も
大
切
に
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
弥
生
時
代
以
降
の
晨
耕
社
会
に
な
る
と
人
の
基

は
激
減
し
ま
す
。
広
島
県
福
出
市
草
戸
十
軒
町
遺
跡
で
み
つ

か
っ
た
室
町
時
代
の
人
の
頭
が
い
骨
は
、
人
の
手
で
打
ち
割
ら

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
ろ
は
大
を
食
べ
て
い
た
よ
う
で
す
。

□
農
民
と
動
物
た
ち

長
野
市
石
川
条
里
遺
跡
で
は
、
古
墳
時
代
の
水
田
か
ら
鳥
形

の
板
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
鳥
は
空
を
か
け
る
こ
と
か
ら
、
天

に
あ
る
神
の
国
と
地
上
の
国
を
結
ぶ
使
者
と
考
え
ら
れ
て
い
た

よ
う
で
す
。
お
そ
ら
く
本
物
の
鳥
の
か
わ
り
に
、
稲
の
豊
作
を

も
た
ら
す
霊
を
よ
ぶ
お
祭
り
で
使
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

群
馬
県
子
持
村
白
丼
大
官
遺
跡
の
砂
に
埋
も
れ
た
古
墳
時
代

の
水
田
で
は
、
人
の
足
跡
と
い
っ
し
ょ
に
馬
の
足
跡
が
発
見
さ

れ
ま
し
た
。
福
岡
県
北
え
州
市
カ
キ
遺
跡
の
本
田
か
ら
は
、
牛

馬
に
曳
か
せ
る
馬
鍬
が
出
上
し
て
い
ま
す
。
ま
た
石
川
条
里
遺

跡
か
ら
も
平
安
時
代
の
馬
鍬
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
牛
馬
は
、

古
墳
時
代
か
ら
晨
耕
に
利
用
さ
れ
た
動
物
だ
っ
た
の
で
す
。

ｎ
υ

０
０



イノシシの牙を利用 した胸飾 りと腕輪

明科町北村遺跡 (長野県立歴史館)

畑 にの こ され た馬 の 足 跡

とその調査

群馬県白井大宮遺跡

(群馬県埋蔵文化財調査事業団

提供) うらな い に使 つた シ

カの肩の骨 長さ15.5cm

更埴市生仁遺跡

(更埴市教育委員会蔵)

撫 .:

古墳時代の馬鍬 幅1.3m 福岡県北九州市カキ遺跡

鳥形木製 品 幅48oll 長野市石川条里遺跡

(長野県埋蔵文化財センター提供)

(北九州市教育文化財団埋蔵文化財調査室提供 )



ン
で一
工わ）

た
道
具
は

一捨
て
て
し
ま

っ
た
の

補修 の穴の ある耳飾 り 右 長さ3.9cm左  長さ3.7crn 佐久市栗毛坂遺跡
耳飾りをつくる途中で割れてしまったものであろう。しかし、両方に穴をあけ、ひ

もで結んで目的を達成した。

手に|↓ いる嬌じゃ

7い から、大切に

していたんだ

□
修
理
の
工
夫

今
の
日
本
に
は
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
簡
単
に
手
に
入

れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
、

ち
ょ
っ
と
攘
れ
た
だ
け
で
も
す
ぐ
に
捨
て
て
し
ま
っ
て
、
も
の

を
大
切
に
す
る
気
持
ち
が
薄
れ
て
き
て
い
ま
す
。
攘
れ
た
道
具

を
修
理
し
な
が
ら
使
っ
た
時
代
な
ど
、
想
像
も
で
き
な
い
人
が

ふ
え
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

と
こ
ろ
で
原
始
時
代
の
人
は
、
も
の
が
攘
れ
て
し
ま
っ
た
ら

ど
う
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
当
時
は
も
の
を
と
て
も
大
切
に
し
、

た
と
え
壊
れ
て
も
修
理
の
工
夫
を
し
て
い
た
こ
と
が
、
多
く
の

資
料
か
ら
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

た
と
え
ば
、
縄

文
土
器
に
ひ
び
が
入
る
と
、
そ
の
両
側
に

小
さ
な
穴
を
あ
け
て
紐
で
し
っ
か
り
と
し
ば
っ
て
使
っ
て
い
ま

す
し
、
耳
飾
り
が
二
つ
に
割
れ
て
し
ま
っ
て
も
、
両
方
に
穴
を

あ
け
て
紐
で
結
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
天
然
の
ア
ス

フ
ァ
ル
ト
や
漆
な
ど
を
接
着
剤
と
し
て
利
用
す
る
知
恵
を
も
っ

て
い
ま
し
た
。
と
く
に
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
は
、
日
本
海
側
の
新
潟

県
か
ら
秋
田
県
に
か
け
て
の
限
ら
れ
た
地
域
に
し
か
産
出
せ
ず
、

交
易
品
と
し
て
各
地
に
供
給
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。
長
野
県
内

０
０



補修 した紐力く残る土器片 福井県三方町鳥浜貝塚

(福井県立若狭歴史民俗資料館蔵)

補修孔のある土器 塩尻市吉田向井遺跡

土器にひびが入っても、両側に穴をあけ、紐で結んで補強して

使つていた。

埋甕の ある住居 茅野市精猫L跡 (茅野市尖石考古館提供)    ぉ
住居の出入り口に、写真のように壊れた土器を埋める場合がある。へその結や胎

盤が入れられたとされる。

●
●

０
０
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土器の破片でつ くられた錘 岡谷市花上寺遺跡

(岡谷市教育委員会蔵)

鰈  ‐

土器の破片でつ くられた紡鍾車 中野市七瀬遺跡

―

・

面

硼

再加工 された磨製石斧 接合長 15.5cm

上水内部牟礼村明専寺遺跡 (牟礼村教育委員会蔵)

で
は
長
野
市
宮
崎
遺
跡
、
南
佐
久
郡
南
牧
村
中
ノ
沢
遺
跡
出

上
の
上
器
に
そ
の
付
着
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

□
壊
れ
て
も
別
の
用
途
が
待
っ
て
い
る

縄
文
時
代
や
弥
生
時
代
に
は
、
部
分
的
に
攘
れ
て
し
ま
っ
た

い
　
ろ
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ろ

土
器
も
、
形
の
残

っ
た
部
分
を
囲
炉
裏
、

つ
ま
り
炉
の
中
に
埋

め
て
熱
効
率
を
高
め
る
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。
木
の
実
な
ど

を
す
り

つ
ぶ
す
石
ｍ
の
成
損
品
も
、
炉
の
石
に
再
利
用

おし
て
い

ま
す
。
ま
た
、
縄
文
人
は
、
家
の
出
入
リ

ロ
に
へ
そ
の
緒
や
胎

盤
を
埋
め
て
、
そ
こ
を
踏
め
ば
そ
の
子
は
丈
夫
に
育

つ
、
と
い

う
凰
習
を
も

っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
を
納
め
る
容
器
と
し

て
、
欠
け
た
土
器
を
再
利
用
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、

本
来
の
機
能
を
失

っ
て
も
、
列
の
目
的
や
用
途
に
使
う
工
夫
も

こ
ら
し
て
い
ま
し
た
。

□
別
の
形
に
変
身
利
用

縄
文
人
や
弥
生
人
は
、
土
器
の
成
片
も
無
駄
に
は
し
な
か
っ

た
よ
う
で
す
。
た
と
え
ば
、
成
片
の
ま
わ
り
を
み
が
い
メ
彬
粍

整
え
、
そ
の
両
端
に
刻
み
を
入
れ
る
と
魚
を
と
る
と
き
の
錘
に

な
る
の
で
す
。
弥
生
時
代
に
は
、
破
片
の
ま
ん
中
に
穴
を
あ
け

て
糸
を
紡
ぐ
紡
鐘
車
の
部
品
に
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
折
れ
て

し
ま
っ
た
る
の
斧
も
、
刃
の
部
分
は
楔
に
、
頭
は
槌
と
し
て
再

利
用
し
ま
し
た
。

も
の
を
大
切
に
す
る
心
を
見
習
い
た
い
も
の
で
す
ね
。



#F
:11f

約 1万 3千年前の石器製作のキャンプ跡に、300本 のつくりかけの石槍と10万 点をこえる石 くずが残っていた。

先土器時代の石器製作跡 佐久市下茂内遺跡 (長野県埋蔵文化財センター『下茂内遺跡11992)

圏
移
動
生
活
と
ゴ
ミ
問
題

原
始
時
代
の
ゴ
ミ
は
ふ
つ
う
の
条
件
で
は
ほ
と
ん
ど
く
さ
っ

て
し
ま
い
、
発
掘
さ
れ
る
土
器
や
石
器
は
当
時
の
不
燃
ゴ
こ
と

も
い
え
ま
す
。

大
型
動
物
を
追
っ
て
移
動
を
く
り
返
し
て
い
た
、
先
土
器
峙

か
り
う

ど

代
の
狩
人
た
ち
の
遺
跡
は
、
肉
を
調
理
し
た
焼
け
石
な
ど
が
数

十
屑
の
範
囲
に
散
ら
ば
る
、
キ
ャ
ン
プ
の
跡
の
よ
う
な
も
の
で

す
。
石
器
づ
く
り
の
石
く
ず
や
食
べ
物
の
ゴ
ミ
は
置
き
去
り
に

し
て
、
必
要
最
小
限
の
道
具
を
も
っ
て
移
り
歩
く
生
活
に
、
決

ま
っ
た
ゴ
ミ
捨
て
場
は
い
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

目
定
住
と
ゴ
ミ
捨
て
場

暖
か
い
縄
文
時
代
に
な
っ
て
上
器
が
発
明
さ
れ
、
木
の
実
や

出
栞
、
魚

・
貝
な
ど
、
豊
か
な
自
然
の
め
ぐ
み
を
利
用
で
き
る

よ
う
に
な
る
と
、
定
住
的
な
集
落
が
で
き
ま
す
。
五
人
ほ
ど
の

縄
文
人
家
族
が

一
年
間
に
必
要
と
す
る
食
料
や
た
き
ぎ
、
水
な

ど
の
あ
ら
ゆ
る
物
資
の
量
は
、　
一
〇
り
に
も
な
る
と
い
い
ま
す

か
ら
、
ゴ
ミ
捨
て
場
は
欠
か
せ
な
く
な
り
ま
す
。

も
っ
と
も
多
い
の
は
、
蹴
慰
と
な
っ
た
蜃
遂
住
居
跡
の
く
ぼ

み
を
ゴ
ミ
穴
に
す
る
方
法
で
、
道
具
を
置
き
去
り
に
し
た
り
、



粗割された素材

細かい石 くず

石槍・ 石 くずの分布  佐久市下茂内遺跡

(長野県埋蔵文化財センター「いま信濃の歴史はよみがえる11991年 )

この分布図をもとに右の復原画が描かれた。
製作中の石槍 以上 佐久市下茂内遺跡

縄文時代後期 の廃 屋墓

長野市村東山手遺跡

(長野県埋蔵文化財センター提供)

敷石住居の廃屋に、一体の成人が石を抱き、ひ

ざを曲げた屈葬の姿勢でほうむられていた。



土器の出土状態 戸倉町円光房遺跡

(戸倉町教育委員会提供)

土器や石剣、土偶を祭りの場所に置き去りにした

のだろうか。土器にはこわれていないものも多い。

坤◎

舎
―
h

縄文時代晩期の土器集積遺構 (約 1:110埴科郡戸倉町円光房遺跡

(戸倉町教育委員会『円光房遺跡11990年 )

砕
＼
ヽヽ
、

孟Ψ「̈
　　．ル″

一下
を

“

一

略〕口‐ヽ
ヽヽ

一「

・
・

埋
ま
り
か
か
っ
た
穴
に
投
げ
こ
み
ま
す
。
ま
た
、
台
地
の
斜
面

や
沢
の

一
部
を
ゴ
ミ
捨
て
場
に
す
る
こ
と
も
よ
く
お
こ
な
わ
れ

ま
す
。
集
落
の
一
定
の
場
所
に
、
土
器
な
ど
が
積
み
か
さ
な
っ

て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

か
い
づ
か

海
岸
部
の
遺
跡
に
は
貝
が
ら
や
魚
、
獣
の
骨
を
捨
て
た
貝
塚

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
中
に
は
し
ば
し
ば
人
も
埋
葬
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
ゴ
ミ
捨
て
場
に
は
、
こ
わ
れ
て
い
な
い
土
器
が
た

く
さ
ん
含
ま
れ
て
い
た
り
、
土
偶
や
石
剣
な
ど
祭
り
の
道
具
が

混
じ
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
縄
文
人
は
、
道
具
や
員
が

ら
、
遺
体
な
ど
、
役
目
を
終
わ
っ
た
も
の
、
命
を
失
っ
た
も
の

に
深
い
祈
り
を
こ
め
て
見
送
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

□
開
拓
の
時
代
の
ゴ
ミ

や

よ

い

弥
生
時
代
以
降
、
集
落
が
よ
り
定
着
的
な
も
の
と
な
り
ま
す

と
、
人
口
の
増
カロ
と
と
も
に
、
消
費
す
る
資
源
と
ゴ
ミ
の
量
は

増
え
つ
づ
け
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

ゴ
こ
の
捨
て
方
は
竪
穴
住
居
跡
を
ゴ
ミ
穴
に
利
用
す
る
こ
と

が
ふ
つ
う
で
、
集
落
の
中
の
大
き
な
溝
に
投
げ
こ
む
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
墓
や
祭
り
の
場
は
、
ゴ
ミ
捨
て
場
か
ら
は

独
立
し
て
設
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
使
い
終
え
た
も
の
に
対
す

る
気
持
ち
は
縄
文
時
代
と
は
異
な
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

０
０



上 :一軒の竪穴住居跡か ら出土 した土器

諏訪郡原村居沢尾根遺跡

約4500年 前、竪穴住居跡をゴミ穴に利用して、

40個以上の土器が投げこまれた

右 :多 くの遺物が投 げこまれた縄文時代中

期の竪穴住居跡

ボクたちし、

そういう気持ちを

大切にしぼくちゃ

いけ rdiい よね。

原始時代の

人たち|`、 道具や

食べ才力に感謝の

気持 ちをもって

弥生土器が投げこまれた大きな溝

長野市松原遺跡 (長野県埋蔵文化財センター提供 )

弥生時代後期の集落にある、幅40m、 深さ2m以上

の溝の、ζ、ちに、大量の土器が投げこまれている。r等ゞt

闘
「

目師F甲
溝から出土 した土器の復原作業



石
に
働
き
か
け
た
遺
跡

回
巨
石
の
な
か
の
遺
跡

太
田
垣
外
遺
跡
は
、
崚
阜
県
境
に
あ
る
木
曽
郡
南

ぎ
・　
そ

　

　

た

だ
ち

木
曽
町
日
立
に
位
置
し
、　
一
た
た
四
年
に
発
掘
調
査

さ
れ
ま
し
た
。
縄
文
時
代
中
期
後
半
の
住
居
跡

一
九

軒
と
後
期
の
住
居
跡
二
軒
の
ほ
か
に
、
多
数
の
柱
っだ

や
基
が
出
て
き
ま
し
た
。

調
査
区
域
内
に
は
大
人
の
背
丈
ほ
ど
も
あ
る

一
辺

一
～
四
肩
、
高
さ
二
肩
の
花
商
岩
の
巨
岩
が

一
〇
〇

個
ほ
ど
も
露
出
し
て
お
り
、
こ
の
巨
岩
を
中
ぬ
に
集

落
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
き
わ
め
て
特
異
な
立
地
の

遺
跡
で
あ
る
こ
と
が
、
わ
か
り
ま
し
た
。

翻
石
を
敲
打
す
る
集
団
の
力

太
田
垣
外
遺
跡
で
石
に
働
き
か
け
た
特
徴
的
な
遺

構
は
二
種
類
あ
り
ま
す
。
ひ
と
つ
は
大
き
な
花
自
岩

を
打
ち
割

っ
て

つ
く

っ
た
中
期
後
半

（約
四
二
〇

〇
か
ら
四
〇
〇
〇
年
前
）
の
竪
穴
住
居
で
す
。

こ
の
竪
穴
住
居
は
遺
跡
の
中
心
部
に
あ
り
、　
二
～

二
屑
も
あ
る
花
商
岩
の
巨
岩
の
半
分
か
ら
三
分
の

一

を
打
ち
割

っ
た
部
分
を
壁
と
Ｌ
て
利
用
し
、
直
径
セ

肝
も
あ
る
こ
の
遺
跡
最
大
の
竪
穴
住
居
を
築
い
て
い

ま
し
た
。

い
ま
ひ
と
つ
は
、
同
時
期
の
花
商
岩
の
岩
盤
に
五

〇
個
近

い
大
小
の
穴

（後
二
〇
～
六
９
Ｌ
、
深
さ

一

〇
～
六
〇
＝
）
を
あ
け
た
遺
構
で
、
石
斧
の
よ
う
な

加
工
痕
も
確
認
さ
れ
ま
Ｌ
た
。

か
た
い
花
商
岩
の
巨
岩
を
打
ち
割

っ
た
り
、
岩
盤

を
掘
り
く
ば
め
て
い
く
技
法
は
、
敲
打
技
法
と
よ
ば

れ
て

い
ま
す
。
敲
打

と
い
う

の
は
、
「打

つ
、
敲

く
」
と
い
う
単
純
な
動
作
を
数
十
回
、
数
百
回
と
繰

り
か
え
す
こ
と
で
、
こ
こ
に
つ
い
や
さ
れ
た
労
働
カ

は
か
な
り
の
も
の
で
し
た
。
個
人
労
働
で
は
不
可
能

で
、
強
力
な
指
導
力
の
も
と
に
人
び
と
が
結
末
し
、

共
同
の
集
会
場
づ
く
り
の
た
め
に
石
を
敲
い
た
姿
が

浮
か
ん
で
き
ま
す
。

こ
う
し
て
み
る
と
大
田
垣
外
遺
跡
は
、
花
尚
岩
の

巨
岩
や
岩
盤
の
露
出
す
る
条
件
の
思
い
遺
跡
と
い
う

よ
り
は
、
む
Ｌ
ろ
集
団
の
意
恙
に
よ
っ
て
最
初
か
ら

こ
こ
を
生
活
場
所
と
し
て
選
び
、
集
団
労
働
に
よ
っ

て
そ
れ
ら
を
積
極
的
に
活
用
し
て
、
住
生
活
や
社
会

生
活
に
取
り
込
ん
だ
珍
Ｌ
い
遺
跡
と
い
え
ま
す
。

発掘 された琥 珀玉

縄文時代の琥珀はヒスイとならんで貴

重な石で、その出土数は少ない。
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協
力
者
の
み
な
さ
ん

（五
十
音
順
、
敬
称
略
）

愛
知
県
　
茂
原
信
生

愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

上
松
町
　
合
戸

一
美

飯
田
市
教
育
委
員
会

飯
田
市
上
郷
考
古
博
物
館

飯
田
市
　
ユメ
谷
恙
美
子

上
田
市
教
育
委
員
会

上
田
市
立
信
濃
国
分
寺
資
料
館

上
田
市
　
上
田
典
男

上
田
市
　
倉
沢
正
幸

上
田
市
　
中
沢
徳
士

岡
谷
市
教
育
委
員
会

岡
谷
市
　
会
田
　
進

大
坂
大
学
考
苦
学
研
究
室

大
坂
府
　
北
野
耕
平

神
奈
川
県
　
馬
事
文
化
財
団

川
上
村
　
由
井
茂
也

北
九
州
市
教
育
財
団
　
埋
蔵
文
化
財
調
査
室

群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団

群
馬
県
　
子
持
村
教
育
委
員
会

群
馬
県
　
桜
場

一
寿

更
埴
市
教
育
委
員
会

更
埴
市
　
矢
島
宏
雄

佐
賀
県
教
育
委
員
会

佐
久
市
教
育
委
員
会

静
岡
市
立
登
呂
遺
跡
博
物
館

島
根
県
教
育
委
員
会

島
根
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー

諏
訪
市
教
育
委
員
会

諏
訪
市
　
一喬
島
俊
廣

諏
訪
市
　
官
坂
光
昭

高
森
町
教
育
委
員
会

高
出
村
教
育
委
員
会

茅
野
市
尖
石
考
古
館

茅
野
市
　
小
林
深
恙

千
葉
県
　
粗
倉
克
幹

東
京
国
立
博
物
館

東
京
都
　
平
几
社

東
京
都
　
毎
日
新
聞
社

東
京
都
　
ム
ラ
ヤ
マ

戸
倉
町
教
育
委
員
会

戸
倉
町
立
さ
ら
し
な
の
里
歴
史
民
俗
資
料
館

戸
倉
町
　
翠
川
泰
弘

中
野
市
　
谷
　
和
隆

長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

長
野
市
教
育
委
員
会

長
野
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

長
野
市
立
博
物
館

長
野
市
　
青
木
和
明

長
野
市
　
青
木

一
男

長
野
市
　
自
居
直
之

長
野
市
　
真
田
宝
物
館

長
野
市
　
信
濃
毎
日
新
聞
社

長
野
市
　
寺
内
隆
夫

長
野
市
　
贄

田
　
明

長
野
市
　
西
島
　
カ

長
野
市
　
松
瀬
孝

一

長
野
市
　
出
口
　
明

野
尻
湖
遺
跡
調
査
団

日
義
村
　
神
村
　
透

福
井
県
立
若
狭
歴
史
民
俗
資
料
館

福
丼
県
　
白口
中
清
隆

松
本
市
立
考
古
博
物
館

松
本
市
　
小
原
　
稔

松
本
市
　
官
川
速
雄

二
郷
村
　
木
船
清

官
城
県
　
東
北
歴
史
資
料
館

牟
礼
村
教
育
委
員
会

牟
礼
村
　
横
出
か
よ
子

横
浜
市
ふ
る
さ
と
文
化
財
団

和
田
村
教
育
委
員
会

執
　
筆
　
者

白
沢
勝
彦

平
林
　
彰

福
島
厚
利

堀
内
規
矩
雄

二
上
徹
也

官
下
健
司

出
極
　
充

綿

田
弘
実
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あ
と
が
き

長
野
県
立
歴
史
館
で
は
、
４
年

一
冊
ず

つ
、
テ
ー

マ
を
決
め
て
ブ

ッ
ク
レ
ッ
ト
を
発
行
し
て
い
ま
す
。

二
冊
め
の
こ
の
本
は
、
先
土
器

（
旧
ろ
器
）
時
代

か
ら
古
墳
時
代
ま
で
の
長
野
県

の
歴
史
に
つ
い
て
、

小
学
生
や
中
学
生
に
も
興
味
を
も

っ
て
読
ん
で
も
ら

え
る
よ
う
に
と
、
主
と
し
て
考
古
学

の
成
果
に
立

っ

て
企
画

・
編
集
し
た
も

の
で
す
。
今
回
は
と
く
に
、

環
境
、
災
害
、
戦
争
、　
工
夫
と
い
う
現
代
的
な
テ
ー

マ
に
沿

っ
て
、
先
土
器
か
ら
古
墳
時
代
に
い
た
る
人

び
と
の
生
活
を
ふ
り
か
え

っ
て
み
ま
し
た
。

本
書
を
参
考

に
し
て
、
も

っ
と
深
く
歴
史
を
勉
強

し
て
み
た

い
と
い
う
み
な
さ
ん
は
、
ぜ
ひ
何
回
で
も

歴
史
館
に
来
て
く
だ
さ

い
。
歴
史
館
に
は
、
歴
史
の

図
書
が
そ
ろ

っ
て
い
ま
す
し
、
土
器

。
ろ
器
な
ど
の

出
土
品
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
専
門

の
職

員
が
み
な
さ
ん
の
質
問

に
答
え
て
く
れ
ま
す
。
大
い

に
活
用
し
て
く
だ
さ

い
。

本
書

の
た
め
に
、
貴
重
な
写
真
や
資
料
な
ど
を
こ

こ
ろ
よ
く
ご
提
供
し
て
く
だ
さ

っ
た
多
く
の
方
が
た

に
、
あ

つ
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

一
九
九
六
年
二
月

長
野
県
立
歴
史
館

利
用
案
内

（開
館
時
間
）

午
前
た
時
～
午
後
五
時

（た
だ
し
、
入
館
時
間
は
午
後
四
時
二
〇
分
ま
で
）

（休
館
日
）

月
曜
日

（祝
日

・
捩
替
休
日
に
当
た
る
と
き
は
人
曜
日
）

祝
日
の
翌
日

（
日
曜
日
に
あ
た
る
と
き
は
開
館
）

十
二
月
二
十

八
日
～

一
月
二
日

（常
設
展
観
覧
料
）

一
般
　
　
　
高
校
。
大
学
生
　
　
小
・中
学
生

個
人
　
一二
〇
〇
円
　
／

　
一
五
〇
円
　
／
　
セ
○
円

団
体
　
二
〇
〇
円
　
／

　
一
〇
〇
円
　
／
　
五
〇
円

（団
体
二
〇
名
以
上
）

県
内
の
小

。
中

・
高
校
生
が
、
学
校
の
教
育
活
動
と
し
て
観

覧
す
る
と
き
は
、
減
免
に
な
り
ま
す
。

（交
通
案
内
）

信
越
本
線
屋
代
駅
か
ら
徒
歩
二
五
分

長
野
電
鉄
河
東
線
東
屋
代
駅
か
ら
徒
歩
二
〇
分

長
野
自
動
車
道
史
埴
Ｉ
Ｃ
か
ら
車
五
分

日
□
鰤
皿

長
野
県
立
歴
史
館

信
濃
の
風
土
と
歴
史
②

原
始
時
代

の
シ
ナ
ノ

一
た
え
六

（平
成
八
）
年
二
月
二
十
日
発
行

編
集
。
発
行

長
野
県
立
歴
史
館

〒
二
八
セ
　
長
野
県
史
埴
市
屋
代
清
水
二
六
〇
―
六

科
野
の
里
歴
史
公
園
内

電
話
Ｑ
Ｏ
二
六
―
ニ
セ
四
―
二
〇
〇
〇

印
　
　
刷

蔦
友
印
刷
株
式
会
社




