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佐
太

さ

だ

講
武

こ

う

ぶ

貝
塚
の
ゴ
ミ
か
ら
食
生
活
を
復
元
す
る

貝
塚
か
い
づ
か

に
捨
て
ら
れ
た
「
ゴ
ミ
」
は
、
当
時
の
食

生
活
を
知
る
う
え
で
大
変
貴
重
な
資
料
で
す
。
持

ち
帰
っ
た
土
を
細
か
く
調
べ
た
と
こ
ろ
、
魚
介
ぎ
ょ
か
い

類

や
木
の
実
、
ほ
乳
類
の
骨
な
ど
が
多
く
見
つ
か
り
、

五
〇
〇
〇
年
前
の
縄
文

じ
ょ
う
も
ん
人
の
食
卓
が
明
ら
か
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。

ほ
と
ん
ど
の
食
物
を
自
然
の
恵
み
に
頼
る
縄
文

人
は
、
つ
ね
に
豊
か
な
食
卓
が
保
証
さ
れ
て
い
た

わ
け
で
は
な
く
、
と
き
に
は
食
料
が
乏
し
く
、
苦

し
い
生
活
を
余
儀
よ

ぎ

な
く
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
こ

と
で
し
ょ
う
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
自
然
を
敬
い
、

ま
た
畏お
そ

れ
つ
つ
、
肩
を
寄
せ
あ
っ
て
た
く
ま
し
く

生
き
て
い
た
、
佐
太
講
武
の
縄
文
人
の
姿
が
し
の

ば
れ
ま
す
。

貝
類サ

ザ
エ
、
ア
ワ
ビ
な
ど
海
で
捕
れ
る
も
の
か
ら
、

汽
水
域

き
す
い
い
き

（
海
水
と
淡
水
た
ん
す
い

が
混
ざ
り
合
っ
た
場
所
）

で
捕
れ
る
ヤ
マ
ト
シ
ジ
ミ
ま
で
が
見
ら
れ
、
広
い

採
取
活
動
が
う
か
が
え
ま
す
。
ヤ
マ
ト
シ
ジ
ミ
の

量
が
圧
倒
的
に
多
く
（
現
段
階
で
九
八
％
）、
佐

太
講
武
の
縄
文
人
が
外
海
よ
り
も
、
汽
水
域
で

あ
る
湖
や
河
口
に
目
を
向
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。

ほ
乳
類

イ
ノ
シ
シ
が
目
立
っ
て
多
く
、
食
用
に
さ
れ
た

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
つ
い
で
ニ
ホ
ン
ジ
カ
が
多

く
、
サ
ル
や
タ
ヌ
キ
、
ア
ナ
グ
マ
の
骨
も
見
つ
か

り
ま
し
た
。

植
物フ

ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
の
結
果
、
フ
ユ
イ
チ
ゴ
、
マ

タ
タ
ビ
、
ニ
ワ
ト
コ
な
ど
を
食
べ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
し
た
。
ア
カ
メ
ガ
シ
ワ
の
葉
で
食
べ
物

を
包
ん
だ
り
、
盛
っ
た
り
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

魚
類骨

の
分
析
の
結
果
、
淡
水
魚
の
コ
イ
科
を
中

心
に
、
海
水
魚
で
は
タ
イ
類
が
多
く
捕
ら
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

イ
ヌ
は
原
始
時
代
か
ら
の

ペ
ッ
ト
？

縄
文
時
代
、
西
日
本
で
は
小
型

の
イ
ヌ
が
多
く
飼
わ
れ
て
い
た
よ
う

で
す
。
佐
太
講
武
の
イ
ヌ
も
、
全
体

と
し
て
丸
み
の
少
な
い
小
型
犬
だ
っ

た
よ
う
で
す
。
イ
ヌ
が
か
ん
だ
痕あ
と

の

あ
る
シ
カ
の
骨
も
見
つ
か
り
ま
し
た
。

赤
ち
ゃ
ん
の
骨
！

新
生
児
か
胎
児
の
大だ
い

腿
骨
た
い
こ
つ

で
す
。
貝
塚
は
単

な
る
ご
み
捨
て
場
で
は

な
く
、
人
を
葬
ほ
う
む
る
「
聖

な
る
場
」
で
も
あ
っ
た

の
で
す
。

糞
石

ふ
ん
せ
き

人
や
動
物
の
ウ
ン
チ
が
化
石
の
よ
う

に
固
ま
っ
た
も
の
を
糞
石
と
い
い
ま
す
。

佐
太
講
武
で
は
人
の
も
の
と
思
わ
れ
る

糞
石
が
見
つ
か
り
ま
し

た
。
糞
石
か
ら
は
健
康
状

態
や
食
生
活
は
も
ち
ろ

ん
、
混
じ
っ
て
い
る
花
粉

か
ら
ウ
ン
チ
を
し
た
季
節

ま
で
わ
か
り
ま
す
。

松江市西浜佐陀町の潟
かた

の内
うち

周辺（宍道湖上空から）
中央の潟が「佐太水海」の名残り。右の川は佐陀川。

コブダイの歯で
つくった首飾り

二枚貝を加工して作った貝輪

装飾品を身につけた縄文人（想像図）

イヌは今もペットとして人気者。 縄
文
人
も
オ
シ
ャ
レ

だ
っ
た
！

「
き
れ
い
な
物
で
身
を
飾
り

た
い
」
と
い
う
願
い
は
、
い

つ
の
時
代
も
同
じ
よ
う
で

す
。
貝
塚
か
ら
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
ア
ク
セ
サ
リ
ー
が
見
つ

か
り
ま
し
た
。

貝
塚
ア
ラ
カ
ル
ト
〜
さ
ま
ざ
ま
な
出
土
品
〜

見つかったイヌ
の頭蓋骨

見つかった多量のヤマトシジミ（大きいものは3cm 近くある）

現在の倉内
くらうち

湾（鹿島町）周辺

レイシ

クボガイ

イガイ

クロアワビ

サザエ

ハマグリ

ユキノカサガイ

外海の貝類
外海の岩場や深場で捕れる貝。現在の
片句
かたく

あたりで捕ったものか。サザエな
どは大型のものが多く、潜水して捕っ
たと考えられる。

イノシシ

冬を越すときのイノシシの肉

は脂
あぶら

がのっていておいしい。

冬は狩猟には最適のシーズ

ンだった。

写真提供　広島
市安佐動物公園

イノシシの犬歯（左）と下顎骨
かがくこつ

（右）

ニホンジカ
シカの骨はやすや釣り針
など、漁の道具を作る材
料としても大切だった。

頭蓋
ずがい

角

下顎骨

ニホンザル
アナグマ
写真提供　大畑純二氏

ニホンザルの下顎骨

テン※

テンの下顎骨

アナグマの
下顎骨

マタタビ※ アカメガシワ※

ニワトコの実※ フユイチゴ※

採取された魚類の骨の一部　10種類以上の魚の骨であることがわかった。

コイ科の椎骨

海に棲む魚 淡水に棲む魚

コイ※

ハゼ※

フナ※ ウナギ※

ナマズ※

コブダイの咽頭骨
いんとうこつ

マサバ

クロダイ※
カワハギ

歯骨(45ｃｍ前後のクロ
ダイのものと推定される）

イシダイの歯骨
しこつ

イシダイ※

ナマズの椎骨
ついこつ

フナの鰭棘
きょくし

広
い
活
動
範
囲
〜
生
活
の
舞
台
を
探
る
〜

奈
良
時
代
に
編
纂
へ
ん
さ
ん

さ
れ
た
『
出
雲
国

い
ず
も
の
く
に

風
土
記

ふ

ど

き

』

に
よ
る
と
、
宍
道
湖

し
ん
じ
こ

の
北
方
に
「
佐
太
水
海

さ
だ
の
み
ず
う
み

」
と

い
う
潟か
た

が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
縄
文
時

代
に
も
、
同
様
の
沼
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

北
の
日
本
海
、
南
の
宍
道
湖
と
水
海
の
間
に
住

ん
で
い
た
佐
太
講
武
の
縄
文
人
は
、
両
方
を
漁
場

に
し
て
季
節
の
漁
を
営
ん
で
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

整
理
の
過
程
で
ヤ
マ
ト
シ
ジ
ミ

や
淡
水
の
魚
の
骨
が
多
く
見
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
お
も
に
南
の
宍
道

湖
の
ほ
う
へ
目
が
向
い
て
い
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
貝
塚
の
調
査

は
、
こ
う
し
た
縄
文
人
の
活
動
範

囲
に
つ
い
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ

と
を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

※の写真提供は佐藤仁志氏

単位
ミリ

写真提供　大畑純二氏

　貝で作った耳飾り�

（　状耳飾りの破片）
けつじょう�
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