
真
福
寺
貝
塚
に
お
け
る
資
源
利
用 

 

一 

は
じ
め
に 

 

縄
文
時
代
は
四
季
を
通
じ
て
様
々
な
自
然
の
恵
み
を
利
用
し
、
そ
れ
を

有
効
活
用
し
て
生
活
を
営
ん
で
き
た
。
自
然
の
恵
み
を
利
用
す
る
に
あ
た

り
、
縄
文
人
が
そ
れ
を
資
源
と
認
識
し
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
た
だ
の
モ
ノ

で
あ
り
、
ヒ
ト
が
価
値
を
見
出
す
こ
と
で
初
め
て
モ
ノ
は
資
源
と
な
る
。 

現
在
の
わ
れ
わ
れ
の
多
く
が
秋
に
実
る
ド
ン
グ
リ
に
対
し
て
季
節
の
移

ろ
い
を
感
じ
さ
せ
る
木
の
実
と
し
て
認
識
は
す
る
も
の
の
、
食
料
資
源
と

し
て
の
価
値
を
あ
ま
り
見
出
さ
な
い
よ
う
に
、
ま
た
金
属
器
の
普
及
し
た

今
日
に
お
い
て
、
黒
曜
石
を
利
器
の
素
材
と
し
て
ほ
と
ん
ど
利
用
し
な
い

よ
う
に
、
資
源
は
人
々
の
生
活
習
慣
や
価
値
観
と
と
も
に
変
化
す
る
。 

本
論
で
は
、
現
在
史
跡
整
備
の
た
め
発
掘
調
査
を
行
っ
て
い
る
真
福
寺

貝
塚
の
調
査
資
料
や
過
去
の
出
土
資
料
を
基
に
、
遺
跡
内
で
の
資
源
利
用

の
実
態
に
つ
い
て
概
観
す
る
。 

 二 

資
源
利
用
か
ら
み
た
真
福
寺
貝
塚
の
特
徴 

縄
文
時
代
の
資
源
利
用
に
つ
い
て
、
わ
か
り
や
す
く
可
視
化
し
た
も
の

に
縄
文
カ
レ
ン
ダ
ー
が
あ
る
（
図
１
・
小
林
一
九
九
六
）
。
こ
の
縄
文
カ
レ

ン
ダ
ー
に
よ
り
縄
文
時
代
の
四
季
折
々
の
資
源
利
用
の
実
態
が
分
か
り
や

す
く
解
説
さ
れ
て
お
り
、
概
説
書
や
博
物
館
の
展
示
パ
ネ
ル
等
に
も
多
く

掲
載
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
カ
レ
ン
ダ
ー
の
内
容
は
、
縄
文
時
代 

さ
い
た
ま
市
教
育
委
員
会 

吉
岡 

卓
真 

 

の
総
体
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
縄
文
時
代
の
各
時
期
、
地
域
に
よ 

っ
て
、
そ
の
内
容
は
異
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
特
に
海
に
面
し

た
沿
岸
部
や
海
か
ら
遠
く
離
れ
た
山
間
部
等
の
立
地
環
境
に
よ
り
、
利
用

可
能
な
資
源
は
少
な
か
ら
ず
制
約
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。 

 

                

 

図 1 縄文カレンダー（小林 1996） 

 

（イラスト：木村政司） 



な
お
、
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
る
台
地
上
の
発
掘
調
査
で
は
、
火
山
灰 

に
由
来
す
る
酸
性
土
壌
と
い
う
環
境
の
も
と
、
遺
跡
内
で
確
認
で
き
る
資

料
は
、
竪
穴
住
居
等
の
遺
構
や
、
土
器
や
石
器
と
い
っ
た
無
機
質
な
遺
物

が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
ま
れ
に
腐
食
を
免
れ
た
炭
化
資
料
に
よ
り
、
有
機

質
の
資
料
を
少
量
確
認
で
き
る
程
度
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
縄
文
カ
レ
ン

ダ
ー
に
掲
載
さ
れ
た
食
料
資
源
を
一
つ
の
遺
跡
で
全
て
確
認
す
る
こ
と
は
、

よ
ほ
ど
の
好
条
件
で
な
い
と
難
し
い
。 

 

そ
う
し
た
中
、
真
福
寺
貝
塚
で
は
貝
塚
が
存
在
す
る
こ
と
で
貝
殻
か
ら

染
み
出
た
ア
ル
カ
リ
成
分
に
よ
り
酸
性
土
壌
が
中
和
さ
れ
、
貝
や
骨
と
い

っ
た
有
機
質
の
資
料
が
豊
富
に
残
存
す
る
。
さ
ら
に
遺
跡
の
西
側
に
広
が

る
低
地
内
に
は
未
分
解
の
植
物
遺
体
が
厚
く
堆
積
す
る
泥
炭
層
が
発
達
す

る
こ
と
に
よ
り
、
木
の
実
や
木
材
と
い
っ
た
、
貝
塚
で
さ
え
確
認
す
る
こ

と
が
難
し
い
植
物
遺
体
等
が
未
炭
化
の
状
態
で
出
土
す
る
。 

こ
の
よ
う
に
腐
食
・
消
失
を
免
れ
る
た
め
の
様
々
な
条
件
が
揃
う
真
福

寺
貝
塚
は
、
遺
跡
内
の
資
料
だ
け
で
、
当
時
の
食
料
資
源
の
多
く
を
復
元

可
能
な
ほ
ど
、
他
の
遺
跡
よ
り
も
情
報
量
に
恵
ま
れ
て
い
る
。 

本
論
で
は
他
の
遺
跡
に
比
べ
て
多
彩
な
資
源
利
用
の
実
態
が
復
元
可
能

な
真
福
寺
貝
塚
の
中
で
、
特
に
水
産
資
源
、
陸
産
資
源
、
植
物
資
源
、
石

材
資
源
の
四
点
に
絞
り
考
察
を
行
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。 

 

三 

真
福
寺
貝
塚
と
市
内
の
後
晩
期
遺
跡 

 

国
史
跡
真
福
寺
貝
塚
は
、
県
東
部
に
位
置
す
る
大
宮
台
地
の
中
央
東
側

に
立
地
す
る
縄
文
時
代
後
期
前
葉
か
ら
晩
期
中
葉
ま
で
継
続
し
た
、
貝
塚

を
伴
う
集
落
遺
跡
で
あ
る
。
な
お
、
大
宮
台
地
は
北
西
か
ら
南
東
方
向
に

流
れ
る
複
数
の
河
川
が
台
地
を
侵
食
、
分
断
し
、
い
く
つ
か
の
支
台
を
形

成
す
る
。
そ
の
中
で
遺
跡
は
綾
瀬
川
と
元
荒
川
に
画
さ
れ
た
岩
槻
支
台
上

に
あ
り
、
綾
瀬
川
か
ら
北
東
方
向
に
約
一
・
三
㎞
入
り
込
む
支
谷
の
東
側
、

最
奥
部
に
所
在
す
る
（
図
２
）
。
遺
跡
の
標
高
は
約
十
三
ｍ
、
西
側
の
泥
炭

層
が
堆
積
す
る
谷
部
と
の
比
高
差
は
約
三
ｍ
を
測
る
。 

 

市
内
に
は
、
真
福
寺
貝
塚
と
同
時
期
の
遺
跡
が
現
在
十
か
所
ほ
ど
確
認

さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
遺
跡
は
継
続
期
間
や
遺
跡
規
模
、
形
態
が
非
常 

               

 

図 2 真福寺貝塚の位置とさいたま市内の後晩期遺跡 



に
よ
く
似
て
い
る
。
特
に
当
該
期
の
遺
跡
に
特
徴
的
な
所
謂
「
環
状
盛
土

遺
構
」
と
呼
ば
れ
る
高
ま
り
状
の
起
伏
を
、
多
く
の
遺
跡
で
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
遺
跡
の
中
で
、
貝
塚
を
伴
う
遺
跡
は
主

に
綾
瀬
川
以
東
の
遺
跡
に
多
く
、
市
内
の
西
側
に
所
在
す
る
遺
跡
か
ら
は

貝
塚
が
発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、
貝
塚
の
分
布
に
偏
り
が
見
ら
れ
る
。 

 

ち
な
み
に
市
域
の
西
側
、
現
在
の
荒
川
流
域
に
は
遺
跡
の
空
白
地
帯
が

存
在
す
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
後
晩
期
の
遺
構
遺
物
を
伴
う
遺
跡
は
存
在

す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
規
模
は
非
常
に
小
さ
く
、
遺
跡
の
形
態
も
環
状
で

は
な
く
小
規
模
な
ま
と
ま
り
を
特
徴
と
す
る
。
さ
ら
に
当
該
期
の
多
く
の

集
落
遺
跡
に
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
所
謂
「
盛
土
」
状
の
累
積
し
た
土
層
堆

積
の
発
達
が
乏
し
い
な
ど
、
集
落
形
態
や
構
造
等
に
明
ら
か
な
差
異
が
見

ら
れ
る
（
吉
岡
二
〇
一
八
ａ
）
。 

 

話
を
貝
塚
に
戻
す
な
ら
ば
、
市
内
の
貝
塚
を
伴
う
遺
跡
の
中
で
も
真
福

寺
貝
塚
は
突
出
し
た
規
模
を
有
す
る
遺
跡
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
に
地
下
レ

ー
ダ
ー
探
査
等
に
よ
り
地
点
貝
塚
が
数
十
か
所
確
認
さ
れ
て
い
る
（
岩
槻

市
二
〇
〇
〇
）
。
そ
の
一
方
で
他
の
遺
跡
は
直
径
数
ｍ
規
模
の
貝
塚
が
数
か 

所
確
認
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。 

 

こ
こ
で
真
福
寺
貝
塚
の
海
産
資
源
の
利
用
を
考
え
る
上
で
、
当
時
の
海

岸
線
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
縄
文
時
代
前
期
に
ピ
ー
ク

を
迎
え
る
縄
文
海
進
の
頃
、
当
時
の
海
岸
線
は
県
北
を
越
え
、
栃
木
県
南

端
部
ま
で
到
達
す
る
。
そ
し
て
縄
文
前
期
の
終
わ
り
頃
に
な
る
と
一
転
、

海
退
に
転
じ
、
海
域
は
縮
小
し
て
い
く
。
そ
の
た
め
真
福
寺
貝
塚
が
形
成

さ
れ
て
い
た
当
時
の
海
岸
線
は
、
現
在
の
川
口
市
や
草
加
市
以
南
に
後
退

し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
遠
藤
二
〇
一
七
）
。
し
た
が
っ
て
当

時
の
海
岸
線
は
、
真
福
寺
貝
塚
か
ら
直
線
距
離
に
し
て
，
約
十
五
㎞
以
上

は
遠
の
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
。 

さ
ら
に
詳
細
に
当
時
の
海
岸
線
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
東
京
都
北
区
西

ヶ
原
貝
塚
の
貝
種
組
成
は
重
要
で
あ
る
。
西
ヶ
原
貝
塚
で
は
、
後
期
前
葉

ま
で
は
海
の
貝
で
あ
る
ハ
マ
グ
リ
等
を
主
体
と
す
る
鹹
水
産
貝
塚
で
あ
っ

た
も
の
が
、
後
期
後
葉
以
降
、
よ
り
塩
分
濃
度
の
低
い
水
域
に
生
息
す
る
、

汽
水
産
の
ヤ
マ
ト
シ
ジ
ミ
主
体
の
貝
塚
に
変
化
す
る
（
植
月
二
〇
一
六
）
。

そ
の
た
め
、
縄
文
時
代
後
期
と
い
う
時
間
幅
の
中
で
も
海
退
は
さ
ら
に
進

行
し
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
の
真
福
寺
貝
塚
か
ら
当
時

の
海
岸
線
ま
で
の
距
離
は
、
直
線
距
離
に
し
て
二
十
㎞
以
上
に
も
な
る
。 

し
た
が
っ
て
、
な
ぜ
本
遺
跡
に
貝
塚
が
存
在
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を

説
明
す
る
場
合
、
当
時
海
が
近
く
に
あ
っ
た
か
ら
貝
塚
が
で
き
た
と
い
う

説
明
を
真
福
寺
貝
塚
に
当
て
は
め
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
。
し
か
も
真

福
寺
貝
塚
の
所
在
す
る
場
所
は
、
市
内
の
中
で
最
も
海
に
近
い
南
端
で
は

な
く
、
む
し
ろ
中
ほ
ど
に
位
置
し
て
い
る
。
つ
ま
り
貝
塚
形
成
の
要
因
と

し
て
は
、
地
理
的
な
優
位
性
が
働
い
て
い
た
と
い
う
よ
り
も
、
周
囲
の
遺

跡
よ
り
も
貝
類
利
用
に
対
し
て
積
極
的
に
資
源
化
を
図
っ
た
結
果
が
顕
現

し
た
も
の
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

 
 四 

真
福
寺
貝
塚
の
概
要 

 

遺
跡
は
綾
瀬
川
か
ら
北
へ
入
り
込
む
谷
が
途
中
で
北
東
方
向
へ
向
き
を

変
え
た
最
奥
部
に
所
在
す
る
。
標
高
約
一
三
ｍ
を
測
る
東
側
の
台
地
上
に



は
、
高
ま
り
状
の
起
伏
が
西
側
の
谷
に
向
か
っ
て
逆
Ｃ
字
状
に
展
開
し
て 

お
り
、
所
謂
「
環
状
盛
土
遺
構
」
を
伴
う
（
図
３
）
。
そ
し
て
こ
の
高
ま
り

内
か
ら
は
、
貝
塚
や
住
居
跡
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
高
ま

り
は
主
に
居
住
域
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
一
方
、

西
側
の
谷
部
か
ら
は
、
縄
文
晩
期
中
葉
を
主
体
と
す
る
多
量
の
土
器
と
と

も
に
、
ク
リ
や
ク
ル
ミ
、
ト
チ
ノ
キ
と
い
っ
た
当
時
の
主
食
で
あ
っ
た
堅

果
類
や
籃
胎
漆
器
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
木
製
品
等
の
有
機
質
の
遺
物
が

豊
富
に
出
土
し
て
お
り
、
集
落
を
支
え
た
水
辺
の
活
動
域
が
展
開
し
て
い

た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。 

な
お
本
遺
跡
で
実
施
さ
れ
た
泥
炭
層
地
点
の
調
査
は
非
常
に
古
く
、
大

正
十
五
年
（
一
九
二
六
）
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
こ
の
調
査
は
西
郷
隆
盛
の

従
弟
に
あ
た
る
大
山
巌
陸
軍
元
帥
の
次
男
、
大
山
柏
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ

た
調
査
で
あ
り
、
そ
れ
は
わ
が
国
初
の
学
術
的
な
泥
炭
層
調
査
と
し
て
学

史
に
刻
ま
れ
て
い
る
（
阿
部
二
〇
〇
四
）
。
そ
の
後
、
戦
前
、
戦
後
を
通
じ

て
大
学
、
研
究
機
関
等
に
よ
り
相
次
い
で
実
施
さ
れ
た
調
査
で
出
土
し
た

土
器
の
一
部
は
、
縄
文
時
代
後
晩
期
の
土
器
型
式
で
あ
る
安
行
式
土
器
の

細
別
に
深
く
か
か
わ
り
、
土
器
の
型
式
学
的
研
究
に
関
わ
る
標
識
資
料
を

提
供
し
た
遺
跡
と
し
て
も
著
名
で
あ
る
。 

 

五 

真
福
寺
貝
塚
に
お
け
る
資
源
利
用 

（
一
） 

水
産
資
源 

真
福
寺
貝
塚
の
貝
種
構
成
を
示
し
た
の
が
表
１
で
あ
る
。
上
段
か
ら
下

段
に
向
か
っ
て
、
塩
分
濃
度
の
高
い
水
域
に
生
息
す
る
貝
種
を
表
示
し 

                       

 

図 3 真福寺貝塚の立地  



た
。
真
福
寺
貝
塚
周
辺
で
の
貝
類
の
採
取
環
境
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
、 

遺
跡
内
の
谷
部
で
実
施
さ
れ
た
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
が
あ
る
（
岩
槻
市
二
〇

〇
〇
）
。
こ
の
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
珪
藻
分
析
の
結
果
に

よ
る
と
、
集
落
開
始
よ
り
も
前
に
遺
跡
周
辺
は
す
で
に
淡
水
環
境
で
あ
っ 

た
こ
と
が
指
摘
さ
れ 

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

本
来
な
ら
ば
本
遺
跡

の
貝
種
は
淡
水
種
が

卓
越
す
る
こ
と
が
想

定
さ
れ
る
。
し
か
し
な

が
ら
発
掘
に
よ
り
出

土
し
た
貝
の
中
で
主

体
と
な
る
貝
種
は
、
汽

水
産
の
ヤ
マ
ト
シ
ジ

ミ
で
あ
り
、
未
だ
正
確

な
貝
種
組
成
の
検
討

は
行
わ
れ
て
い
な
い

が
、
そ
の
比
率
は
七
割

以
上
を
占
め
る
こ
と

は
確
実
で
あ
る
。
そ
し

て
残
り
三
割
を
ハ
マ

グ
リ
や
カ
キ
と
い
っ

た
鹹
水
種
や
オ
オ
タ 

ニ
シ
、
イ
シ
ガ
イ
と
い
っ
た
淡
水
種
が
占
有
す
る
構
成
と
な
る
。
中
で
も

淡
水
種
に
関
し
て
は
、
鹹
水
種
よ
り
も
さ
ら
に
出
現
率
は
低
い
印
象
が
あ

る
。
し
た
が
っ
て
本
遺
跡
で
は
、
近
場
で
採
取
可
能
な
淡
水
種
よ
り
も
、

よ
り
遠
方
の
鹹
水
種
を
嗜
好
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
こ
こ
で
表
示

し
た
も
の
の
多
く
が
、
食
料
資
源
で
は
あ
る
が
、
下
段
に
示
し
て
あ
る
薄

文
字
の
貝
種
は
、
主
に
貝
輪
や
垂
飾
品
等
、
食
用
以
外
の
目
的
で
利
用
さ

れ
た
も
の
に
な
る
。
ち
な
み
に
現
在
は
高
級
食
材
で
あ
る
岩
礁
性
の
ア
ワ

ビ
も
真
福
寺
貝
塚
で
は
鏃
と
し
て
加
工
さ
れ
た
状
態
で
出
土
し
て
い
る

（
青
木
ほ
か
二
〇
一
六
）
。
こ
の
よ
う
に
貝
類
に
関
し
て
は
食
料
資
源
の
み

な
ら
ず
、
装
飾
や
利
器
と
し
て
利
用
さ
れ
た
も
の
も
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
。 

な
お
、
ツ
ノ
ガ
イ
は
大
き
さ
十
㎝
ほ
ど
の
象
牙
の
よ
う
な
形
状
を
し
て

お
り
、
そ
れ
を
ビ
ー
ズ
の
よ
う
に
輪
切
り
に
し
た
装
身
具
が
縄
文
早
期
か

ら
見
ら
れ
る
。
そ
の
生
息
場
所
は
種
類
に
も
よ
る
が
一
般
的
に
水
深
十
ｍ

以
上
、
時
に
一
〇
〇
ｍ
近
い
水
域
に
あ
り
、
生
き
た
も
の
を
採
取
す
る
こ

と
は
難
し
い
（
児
山
一
九
八
五
）
。
し
た
が
っ
て
一
般
的
な
採
取
方
法
と
し

て
は
海
岸
に
打
ち
上
げ
ら
れ
た
も
の
を
採
取
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
妥
当

で
あ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
縄
文
前
期
の
事
例
に
な
る
が
品
川
区
居
木
橋
遺
跡
で

発
見
さ
れ
た
ツ
ノ
ガ
イ
に
つ
い
て
、
そ
の
年
代
を
測
定
し
た
所
、
約
四
万

年
前
と
い
う
年
代
が
示
さ
れ
た
（
石
川
他
二
〇
一
一
）
。
そ
の
た
め
、
海
辺

で
の
採
取
で
は
な
く
、
露
頭
か
ら
化
石
化
し
た
も
の
を
採
取
し
た
可
能
性

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
年
代
が
氷
期
に
相
当
し
て
お
り
、
そ
の
採
取

場
所
に
関
し
て
は
検
討
を
要
す
る
が
、
真
福
寺
貝
塚
の
ツ
ノ
ガ
イ
に
関
し

 表 1 真福寺貝塚出土の貝種  

淡　水 　 オオタニシ、イシガイ、カワニナ

汽　水 ◎ヤマトシジミ

○マガキ、ハイガイ、オキシジミ、オオノガイ

　 アカニシ、アラムシロ、フトヘナタリ

○ハマグリ、シオフキ、カガミガイ、サルボウ、オキアサリ

   イボキサゴ、ツメタガイ

　 ベンケイガイ、ヤカドツノガイ、イモガイ

鹹　水
（岩礁）

　 アワビ、オオツタノハ 、イタボガキ　　　　　◎非常に多い、○多い

鹹　水
（砂泥質）

鹹　水
（砂質）



て
も
、
打
ち
上
げ
ら
れ
た
貝
を
利
用
し
た
も
の
な
の
か
、
は
た
ま
た
縄
文

人
に
よ
る
露
頭
か
ら
の
発
掘
品
な
の
か
、
入
手
方
法
の
検
討
が
必
要
な
遺

物
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
る
。 

 

次
に
魚
類
や
海
生
哺
乳
類
等
に
つ
い
て
表
２
に
示
す
。
魚
類
は
淡
水
か

ら
鹹
水
ま
で
、
貝
類
と
同
じ
よ
う
に
幅
広
い
水
域
に
生
息
す
る
資
料
が
確

認
さ
れ
て
い
る
。
現
状
で
は
貝
類
同
様
、
水
域
毎
の
魚
種
の
構
成
比
率
は

不
明
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
貝
類
と
同
じ
よ
う
に
汽
水
域
の
魚
種
が
卓
越

す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
遺
跡
周
辺
で
採
取
可
能
な
淡
水
種
が
卓
越
す
る
の

か
今
後
検
討
を
行
う
予
定
で
あ
る
。
ち
な
み
に
真
福
寺
貝
塚
と
同
時
期
に

存
続
し
て
い
た
東
京
湾
東
岸
に
あ
る
千
葉
市
誉
田
高
田
貝
塚
で
は
、
当
時

の
海
岸
線
か
ら
約
十
二
㎞
も
離
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
鹹
水
種
を 

主
体
と
し
た
巨
大
な
貝
塚
が
作
ら
れ
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

が
、
魚
類
は
遺
跡
周
辺
で
捕
獲
さ
れ
た 

と
思
わ
れ
る
淡
水
種
が
卓
越
す
る
な
ど
、 

貝
類
と
魚
類
で
採
取
環
境
が
異
な
る
事 

例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
（
樋
泉
・
西
野 

一
九
九
九
）
。
同
様
の
傾
向
は
、
東
京
湾 

西
部
の
西
ヶ
原
貝
塚
で
も
確
認
さ
れ
て 

お
り
、
奥
東
京
湾
の
湾
奥
に
位
置
す
る 

真
福
寺
貝
塚
の
魚
類
構
成
は
当
時
の
水 

産
資
源
利
用
の
様
相
を
考
察
す
る
う
え 

で
重
要
で
あ
る
。 

ま
た
海
生
哺
乳
類
等
と
し
て
ク
ジ
ラ 

や
ア
オ
ウ
ミ
ガ
メ
と
い
っ
た
大
型
動
物 

の
出
土
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、
入
手
方
法
は
不
明
で
あ
る
が
多
様
な
水
産

資
源
の
利
用
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。 

 

（
二
） 

陸
産
資
源 

 

遺
跡
か
ら
確
認
さ
れ
た
陸
産
動
物
に
つ
い
て
は
表 

３
の
と
お
り
で
あ
る
。
基
本
的
に
は
シ
カ
、
イ
ノ 

シ
シ
等
の
大
型
動
物
が
主
体
で
、
タ
ヌ
キ
等
の
小
動 

物
も
出
土
す
る
（
酒
詰
一
九
八
四
）
。
当
該
期
の
東
京 

湾
沿
岸
部
の
貝
塚
遺
跡
と
比
較
し
て
も
特
に
目
立
っ 

た
変
化
は
見
ら
れ
な
い
（
樋
泉
・
西
野
一
九
九
九
、 

植
月
二
〇
一
六
）
。 

な
お
、
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
獣
骨
の
ほ
と
ん
ど
は 

打
ち
割
ら
れ
た
も
の
が
主
体
で
あ
り
、
内
部
に
あ
る 

骨
髄
等
を
食
糧
資
源
と
し
て
利
用
し
た
結
果
で
あ
る 

と
認
識
す
る
。
そ
の
中
で
シ
カ
の
中
手
、
中
足
骨
は
、 

長
く
直
線
的
な
形
状
の
た
め
、
縄
文
時
代
を
通
じ
て 

骨
角
器
製
作
の
た
め
の
素
材
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ 

と
が
多
い
部
位
で
あ
る
。
そ
の
た
め
霞
ケ
浦
周
辺
地 

域
や
、
千
葉
県
の
外
房
に
あ
る
銚
子
市
余
山
貝
塚
で 

は
漁
労
具
で
あ
る
ヤ
ス
や
加
工
途
中
の
素
材
が
多 

く
確
認
さ
れ
て
い
る
（
図
４
・
阿
部
二
〇
一
六
）
。 

し
か
し
な
が
ら
真
福
寺
貝
塚
で
は
こ
れ
ら
の
部
位 

 

表 2 真福寺貝塚出土の魚種  

 

魚　類
（淡水）

コイ科、フナ、ウナギ

魚　類
（汽水～内湾）

クロダイ、ボラ、スズキ

魚　類
（鹹水）

マダイ、トビエイ

海棲哺乳類等 クジラ、アオウミガメ

哺乳類 ◎シカ、◎イノシシ、タヌキ、ノウサギ、アナグマ、テン

鳥　類 　 ガン、キジ、コウノトリ、ワシ　　　　　　　　　　　　　  ◎非常に多い

表 4 真福寺貝塚出土の木製品類  

 



を
重
視
し
た
痕
跡
は
そ
れ
ほ
ど
見
ら
れ
ず
、
現
在
調 

査
中
の
貝 

塚
か
ら
は 

他
の
骨
と 

同
様
、
打 

ち
割
ら
れ 

た
も
の
を 

多
く
確
認 

し
て
い
る
。 

そ
し
て
そ 

れ
を
裏
付 

け
る
よ
う 

に
骨
角
器 

そ
の
も
の 

の
検
出
も 

少
な
く
、 

製
品
や
加 

工
途
中
の
素
材
も
乏
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
真
福
寺
貝
塚
で
は
漁
労
目
的

の
骨
角
器
製
作
を
積
極
的
に
は
行
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

そ
の
場
合
、
マ
ダ
イ
等
の
比
較
的
深
い
海
に
生
息
し
、
捕
獲
に
あ
た
り
釣

り
針
等
の
骨
角
器
の
存
在
が
必
要
不
可
欠
な
魚
種
を
ど
の
よ
う
な
方
法
で

入
手
し
た
の
か
興
味
深
い
。 

 

（
三
）
植
物
資
源 

 

こ
れ
ま
で
に
発
掘
さ
れ
た
木
製
遺
物
は
表
４ 

に
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
籃
胎
漆
器
等
の
容
器 

類
や
朱
塗
木
製
耳
飾
り
、
漆
塗
竪
櫛
と
い
っ
た
装 

身
具
、
ま
た
狩
猟
具
で
あ
る
丸
木
弓
に
い
た
る
ま 

で
、
幅
広
い
用
途
の
道
具
類
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。 

ま
た
注
目
す
べ
き
遺
物
と
し
て
木
器
未
製
品
の
存 

在
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
未
製
品
の
存
在 

は
、
遺
跡
内
で
の
木
材
加
工
が
実
施
さ
れ
た
証
拠 

と
し
て
重
要
で
あ
る
。 

次
に
自
然
遺
物
に
つ
い
て
植
物
遺
体
・
花
粉
等 

が
確
認
さ
れ
た
も
の
を
表
５
に
示
す
。 

堅
果
類
に
関
し
て
は
ク
リ
、
オ
ニ
グ
ル
ミ
、
ト 

チ
ノ
キ
と
い
っ
た
植
物
遺
体
そ
の
も
の
に
加
え
、 

そ
れ
ら
の
花
粉
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
特
に
ク
リ 

の
花
粉
は
近
年
行
わ
れ
た
ク
リ
畑
で
の
ク
リ
花
粉 

の
散
布
状
況
を
調
査
し
た
結
果
に
よ
る
と
、
樹
木
花
粉
全
体
に
占
め
る
ク

リ
花
粉
の
出
現
率
は
、
ク
リ
林
の
中
で
は
三
十
％
以
上
、
ク
リ
林
か
ら
二

十
ｍ
離
れ
る
と
五
％
以
下
に
な
り
、
二
〇
〇
ｍ
で
一
％
以
下
に
ま
で
低
下

す
る
と
の
こ
と
で
あ
る
（
吉
川
二
〇
一
一
）
。
こ
の
よ
う
に
ク
リ
花
粉
は
あ

ま
り
飛
散
し
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
自
然
の
植
生
で
は
ご
く
ま

れ
な
出
現
率
と
な
る
。 

真
福
寺
貝
塚
で
は
、
集
落
形
成
の
開
始
と
連
動
す
る
よ
う
に
、
ク
リ
花

 

表 3 真福寺貝塚出土の鳥獣類 

 

図 4 シカの骨格と利用部位（阿部 2016） 

 

 

表 4 真福寺貝塚出土の木製品類  

木製品
（漆塗り）

漆器片、籃胎漆器、朱塗木製耳飾り、櫛

木製品 ザル？、籠の破片、木器未製品、丸木弓

加工木 杭、焼けた木片



粉
が
増
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
居
住
開
始
と
と
も
に
遺
跡
周
辺
の
森
林
資 

 

源
に
手
を
加
え
、
有
用
植
物
が

繁
茂
で
き
る
よ
う
な
環
境
整

備
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
た

こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。 

 

ま
た
近
年
、
史
跡
内
の
谷
部

下
流
側
で
実
施
し
た
ボ
ー
リ

ン
グ
調
査
に
付
随
し
た
、
最
新

の
花
粉
分
析
で
は
、
ウ
ル
シ
の

花
粉
も
確
認
さ
れ
て
お
り
、

（
吉
川 

未
公
表
、
能
城
二
〇

一
八
）
、
遺
跡
か
ら
出
土
し
た

多
く
の
漆
塗
り
製
品
に
関
し

て
も
、
遺
跡
内
で
漆
工
を
行
っ

て
い
た
蓋
然
性
が
よ
り
高
ま

っ
て
い
る
。
当
然
、
ウ
ル
シ
液

を
採
取
す
る
た
め
に
恒
常
的

な
森
林
の
維
持
管
理
も
行
っ

て
い
た
も
の
と
予
測
さ
れ
る
。 

  

（
四
）
石
材
資
源 

 

石
材
そ
の
も
の
が
乏
し
い
大
宮
台
地
に
あ
っ
て
も
、
当
遺
跡
か
ら
は
実

に
多
様
な
石
材
が
出
土
す
る
。
県
外
か
ら
の
入
手
品
と
し
て
は
黒
曜
石
が

あ
り
、
貴
石
と
し
て
は
ヒ
ス
イ
の
存
在
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ヒ
ス
イ
は
、
縄

文
時
代
の
北
海
道
を
含
む
東
日
本
を
中
心
に
幅
広
く
出
土
が
確
認
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
新
潟
県
西
部
の
糸
魚
川
周
辺
で
の
み
産
出
さ

れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
当
遺
跡
の
ヒ
ス
イ
も
日
本
海
側
か
ら
運

び
込
ま
れ
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。 

ま
た
石
鏃
素
材
と
し
て
多
く
利
用
さ
れ
た
黒
曜
石
は
関
東
地
方
で
は
主

に
高
原
山
（
栃
木
県
）
、
信
州
（
長
野
県
）
、
箱
根
（
神
奈
川
県
）
、
神
津
島

（
東
京
都
）
が
縄
文
時
代
を
通
じ
て
利
用
さ
れ
て
き
た
産
地
で
あ
る
。
い

ず
れ
も
当
遺
跡
か
ら
一
〇
〇
㎞
以
上
も
離
れ
た
産
地
ば
か
り
で
、
神
津
島

は
一
八
〇
㎞
以
上
離
れ
た
太
平
洋
上
に
位
置
す
る
。 

千
葉
県
で
は
、
縄
文
早
期
か
ら
後
期
ま
で
の
間
、
神
津
島
産
の
黒
曜
石

が
重
用
さ
れ
る
が
、
信
州
産
を
は
じ
め
と
す
る
そ
の
他
の
地
域
の
黒
曜
石

を
必
ず
少
量
伴
う
事
例
が
散
見
さ
れ
る
（
堀
越
二
〇
一
〇
）
。
縄
文
時
代
を

通
じ
て
産
地
を
一
ヶ
所
に
限
定
せ
ず
、
複
数
の
入
手
経
路
を
確
保
す
る
素

材
獲
得
の
戦
略
性
が
垣
間
見
え
る
。
ま
た
同
一
地
域
内
の
遺
跡
で
も
縄
文

中
期
と
後
期
で
主
体
と
な
る
産
地
が
異
な
る
事
例
も
見
ら
れ
る
。 

し
た
が
っ
て
真
福
寺
貝
塚
の
よ
う
な
長
期
間
継
続
し
た
遺
跡
で
も
、
常

に
入
手
先
は
一
定
だ
っ
た
の
か
、
縄
文
後
期
と
晩
期
で
入
手
先
を
変
更
し

た
可
能
性
は
な
い
の
か
注
視
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。 

同
じ
く
、
石
鏃
製
作
に
多
用
さ
れ
た
石
材
と
し
て
は
、
入
間
川
流
域
で

採
取
可
能
な
チ
ャ
ー
ト
が
あ
る
。
遺
跡
で
の
出
土
状
態
は
、
未
加
工
の
原

石
、
加
工
途
中
で
生
じ
る
剥
片
や
砕
片
、
完
成
間
近
の
未
製
品
、
そ
し
て

 

表 5 真福寺貝塚出土の植物遺体と花粉  

堅果類 クリ、オニグルミ、トチ、コナラ、ミズナラ

植　物 アズキ、ヒョウタン、ゴマ、ヤマゴボウ

樹　木 イヌガヤ、エゴノキ、エノキ、カヤ、ツバキ

クリ属、クルミ属、トチノキ属、コナラ亜属、アカガシ亜属

ウルシ、カヤ、シイノキ属、カエデ属、ブドウ属、ニワトコ属近似種

低地性樹木

（花粉）
トネリコ属、ハンノキ属、ヤナギ属

樹　木

（花粉）



完
成
品
に
至
る
ま
で
、
一
通
り
の
石
器
製
作
工
程
を
示
す
状
態
で
、
一
定

量
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
石
材
入
手
に
あ
た
り
、
原

石
の
状
態
で
遺
跡
内
に
持
ち
込
ま
れ
、
石
器
製
作
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と

は
確
実
で
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
、
県
外
産
の
黒
曜
石
で
あ
っ
て
も
、
県

内
産
の
石
材
と
同
様
、
原
石
の
状
態
で
持
ち
込
ま
れ
消
費
さ
れ
て
お
り
、

石
材
産
地
の
距
離
と
は
関
係
な
く
、
一
貫
し
た
石
材
の
入
手
と
消
費
が
行

わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

ま
た
、
石
棒
・
石
剣
と
い
っ
た
祭
祀
用
具
に
多
く
利
用
さ
れ
る
緑
泥
片

岩
も
当
遺
跡
で
は
原
石
・
剥
片
・
製
品
の
各
状
態
の
も
の
が
多
数
出
土
し

て
い
る
。
県
内
で
の
産
地
は
主
に
長
瀞
周
辺
に
求
め
ら
れ
る
。
荒
川
が
南

流
す
る
当
市
域
で
は
当
然
、
河
川
運
搬
作
用
に
よ
り
素
材
が
流
れ
着
く
可

能
性
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
を
石
器
素
材
と
し
て
利
用
し
た
可
能
性
は

極
め
て
低
い
と
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
緑
泥
片
岩
の
硬
度
は
二
～
三
と
非

常
に
柔
ら
か
い
た
め
、
十
㎝
を
超
え
る
製
品
を
基
本
と
す
る
石
棒
類
の
素

材
を
、
遺
跡
周
辺
で
確
保
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
真
福
寺
貝
塚
で
は
十
㎝
、
時
に
は
二
十
㎝
を
超
え
る
大
型
の
剥
片

も
多
数
出
土
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
荒
川
中
流
域
で
実
施
さ
れ
た
河
原
で

の
採
集
調
査
に
よ
る
と
、
熊
谷
市
内
の
河
床
面
を
構
成
す
る
礫
は
、
す
で

に
五
㎝
前
後
ま
で
縮
小
し
て
い
る
と
の
報
告
も
見
ら
れ
る
（
栗
島
二
〇
一

二
）
。
し
た
が
っ
て
、
真
福
寺
貝
塚
で
出
土
す
る
こ
れ
ら
の
素
材
の
多
く
は
、

よ
り
上
流
域
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。 

 

六 

ま
と
め
に
か
え
て 

 

真
福
寺
貝
塚
は
上
述
の
と
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
に
よ
り
有
機
質
、

無
機
質
の
多
彩
な
資
料
が
出
土
し
て
お
り
、
多
方
面
に
わ
た
る
資
源
利
用

を
検
討
す
る
こ
と
が
可
能
な
、
極
め
て
貴
重
な
遺
跡
で
あ
る
。
し
か
も
未

だ
に
多
く
の
遺
構
・
遺
物
が
史
跡
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
る
。 

 

現
在
実
施
中
の
史
跡
整
備
に
関
わ
る
発
掘
調
査
で
も
、
日
々
多
く
の
遺

物
が
出
土
し
て
お
り
、
今
後
の
分
析
に
よ
り
さ
ら
な
る
資
源
利
用
の
実
態

が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
に
加
え
当
遺
跡
で
は
、
学

史
に
記
憶
さ
れ
る
調
査
も
含
め
、
実
に
多
く
の
調
査
が
行
わ
れ
て
お
り
、

豊
富
な
出
土
遺
物
や
調
査
資
料
が
各
研
究
機
関
等
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。 

 

今
後
は
、
こ
れ
ら
既
存
資
料
の
再
調
査
・
分
析
等
も
同
時
並
行
で
行
う

こ
と
に
よ
り
、
真
福
寺
貝
塚
の
資
源
利
用
の
実
態
に
つ
い
て
さ
ら
に
明
ら

か
に
し
て
い
く
こ
と
が
課
題
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
課
題
解
決
こ
そ
が
、

縄
文
時
代
後
晩
期
を
代
表
す
る
国
史
跡
と
し
て
の
当
遺
跡
の
役
割
で
あ
る

と
認
識
す
る
。 
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