
西郷町�
　宮尾遺跡�

江津市�
　波子遺跡�

益田市�
　安富王子台遺跡�

大社町�
　菱根遺跡�

松江市�
　後谷遺跡�

邑智町�
　滝原遺跡�

石見町�
　ドンデ遺跡�

仁摩町�
　坂灘遺跡�

仁多町�
　下鴨倉遺跡�三刀屋町�

　宮田遺跡�

（深鉢）�

（深鉢の底）�

（石鏃）�

（石鍬）�

�

瑞穂町�
　堀田上遺跡�

頓原町�
　板屋 III遺跡�

安来市�
　島田黒谷 I 遺跡�

松江市　タテチョウ遺跡（発掘現場）�

みやび�

うしろだに�

ひしね�

さかなだ�

たきばら�

やすとみ�おうじだい�

は　し�

ほりたのうえ�

せきぞく�

いしぐわ�

いたや�

みやた�

しまた�くろたに�

しもかもくら�

コ�
ラ�
ム�
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宍
道
湖

し
ん
じ
こ

は
、
中
海

な
か
う
み

・
境

さ
か
い

水
道
を
経
て
日
本
海
に
つ
な
が

る
、
海
水
と
淡
水
が
混
じ
っ
た
汽
水
湖

き

す

い

こ

で
、
塩
分
が
海
水

の
一
〇
分
の
一
ほ
ど
に
保
た
れ
て
い
る
、
全
国
で
も
大
変
珍

し
い
湖
で
す
。
こ
の
た
め
宍
道
湖
は
、
汽
水
に
棲す

む
ヤ
マ
ト

シ
ジ
ミ
や
ワ
カ
サ
ギ
、
シ
ラ
ウ
オ
な
ど
を
は
じ
め
、
海
産
魚
の

ス
ズ
キ
、
淡
水
魚
の
コ
イ
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
魚
介
類
の
宝

い
た
は
ず
で
す
。

各
地
に
残
る
貝
塚
は
、
私
た
ち
の

祖
先
が
ヤ
マ
ト
シ
ジ
ミ
を
は
じ
め
と

す
る
宍
道
湖
の
幸
を
味
わ
い
、
食
卓

を
に
ぎ
わ
せ
て
い
た
こ
と
を
語
っ
て

い
ま
す
。

コ�
ラ�
ム�

宍道湖の古地形
（約5000年前）
宍道湖周辺は、ほぼ現
在の地形になっていた。
「神門水海」の名残りが
今の神西湖。斐伊川は
日本海に流れていた。

シ
ジ
ミ

貝
塚
が
語
る
食
卓
の
今
昔

庫
と
な
っ
て
い
ま
す
。
と
く
に
シ

ジ
ミ
の
生
産
は
、
全
国
の
三
六
％

を
占
め
、
島
根
の
名
産
の
一
つ

で
す
。

約
五
〇
〇
〇
年
前
の
縄
文

じ
ょ
う
も
ん

時

代
に
は
、
斐
伊

ひ

い

川
の
土
砂
が
か

な
り
堆
積

た
い
せ
き

し
て
東
西
に
大
き
な

水
域
を
作
っ
て
い
ま
し
た
（
地
図

を
参
照
）。
こ
の
よ
う
に
豊
か
な

水
に
恵
ま
れ
た
自
然
環
境
を
背
景
に
、
古
代
の
島
根
の
人

び
と
も
、
私
た
ち
と
同
様
、
宍
道
湖
の
旬

し
ゅ
ん

の
味
を
楽
し
ん
で

神門�
　水海�

古宍道
湖�

古中海湾�

神
戸
川�

斐
伊
川�

早朝のしじみ漁は、夕日とともに宍道湖の風物詩の一つ

西
川
津

に
し
か
わ
つ

遺
跡
は
、
松ま

つ

江え

市
西
川
津
町
に
あ
る

縄
文
時
代
か
ら
の
遺
跡

で
す
。
大
量
の
木
製
品

が
出
土
し
、
こ
の
地
に

お
け
る
農
耕
文
化
を
明

ら
か
に
す
る
う
え
で
貴

重
な
遺
跡
で
す
が
、
こ

こ
か
ら
ヤ
マ
ト
シ
ジ
ミ

も
多
く
見
つ
か
り
ま
し

た
。
西
川
津
の
弥
生

や
よ
い

人

も
宍
道
湖
の
幸
を
味
わ
い
、
農
作
業
な
ど
に
い
そ
し
ん
だ
こ

と
で
し
ょ
う
。

上
長
浜

か
み
な
が
は
ま

貝
塚
は
、
出
雲

い
ず
も

市
西
園

に
し
ぞ
の

町
の
砂
丘
地
の
一
角
に

あ
り
、
現
在
は
採
砂
地
に
な
っ
て
い
ま
す
。
弥
生
時
代
か
ら

中
世
に
か
け
て
生
活
が
営
ま
れ
た
遺
跡
で
す
が
、
古
代
か
ら

中
世
に
か
け
て
で
き
た
貝
塚
か
ら
、
ヤ
マ
ト
シ
ジ
ミ
を
中
心

と
す
る
大
量
の
貝

類
が
発
見
さ
れ
ま

し
た
。
奈
良
時
代

に
編
纂

へ
ん
さ
ん

さ
れ
た『
出い

ず

雲
国
風
土
記

も
の
く
に
ふ
ど
き

』
の

中
に
書
か
れ
た「
神か

ん

門
水
海

ど
の
み
ず
う
み

」
で
、
漁

が
行
わ
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

各
時
代
の
貝
塚
は
語
る

こ
ん
な
に
食
べ
て
い
た
！

西川津遺跡の貝層
上長浜貝塚の貝層 写真提供　出雲市教育委員会

縄
文
遺
跡
の
多
く
は
開
発
に
伴
っ
て
調
査
さ
れ
る

こ
と
が
多
く
、
鹿
島
町
と
匹
見
町
で
発
見
さ
れ
た
も
の

以
外
に
も
、
島
根
県
で
は
多
数
の
縄
文
遺
跡
が
発
掘

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
県
内
で
発
見
さ
れ
た
主
な

遺
跡
と
、
現
在
で
も
出
土
品
が
展
示
さ
れ
て
い
る
施
設

を
紹
介
し
ま
す
。 島

根
県
で
発
見
さ
れ
た
縄
文
遺
跡

その他の施設
鹿島町立歴史民俗資料館（鹿島町名分）
石見町立中央公民館資料館（石見町矢上）
匹見町埋蔵文化財調査室（匹見町匹見）
江津市公民館（江津市波子町）
隠岐郷土館（五箇村郡） 風土記の丘資料館（松江市大庭町）瑞穂町郷土館（瑞穂町下亀谷）

津和野町郷土館（津和野町森村） 出雲文化伝承館（出雲市浜町） 埋蔵文化財調査センター（松江市打出町）

縄
文
時
代
の
資
料
が

展
示
さ
れ
て
い
る
施
設

セタシジミの成長線を観察する
写真提供：滋賀県教育委員会･（財）滋賀県
文化財保護協会

「
日
輪
」
と
は
、
シ
ジ
ミ
や

ア
サ
リ
の
殻か

ら

に
見
ら
れ
る
も

の
で
、
一
日
の
成
長
分
が
線

に
な
っ
て
現
れ
た
も
の
で
す
。

水
温
の
高
い
夏
で
は
成
長
が

速
い
た
め
一
本
一
本
の
間
隔

が
広
く
な
り
、
冬
は
反
対
に

狭
く
な
る
こ
と
が
確
か
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
ち
ょ

う
ど
木
の
「
年
輪
」
と
似
て

い
ま
す
。

日
輪
の
も
っ
と
も
密
な
部

分
を
厳
寒

げ
ん
か
ん

期
の
二
月
十
五
日

と
仮
定
し
て
、
顕
微
鏡
を
使

っ
て
線
の
数
を
数
え
、
そ
の
シ
ジ
ミ
が
い
つ
ご
ろ
採

取
さ
れ
た
も
の
な
の
か
を
調
べ
ま
す
。
こ
う
す
る
こ

と
で
、「
縄
文
人
は
い
つ
シ
ジ
ミ
捕
り
を
し
た
の
か
」

と
い
っ
た
、
生
業
の
季
節
性
が
わ
か
る
の
で
す
。

シ
ジ
ミ
の「
日
輪
に
ち
り
ん

」を
読
む

〜
生
業
の
季
節
性
を
知
る
〜

考
古
学
最
前
線

出土したシジミを、大きさに従って並べる
（写真は、鹿島町立歴史民俗資料館での作業）

シ
ジ
ミ
の
サ
イ
ズ

を
調
べ
る

〜
食
糧
事
情
を
知
る
〜

見
つ
か
っ
た
シ
ジ
ミ
を
大
き

さ
の
順
に
並
べ
て
い
く
と
、
ど

ん
な
大
き
さ
の
シ
ジ
ミ
が
多
く

捕
ら
れ
て
い
た
の
か
わ
か
り
ま

す
。縄

文
時
代
に
は
、
琵
琶
湖

び

わ

こ

で
二
・
六
〜
二
・

八
セ
ン
チ
、
佐
太
講
武
で
一
・
八
〜
二
・
八
セ

ン
チ
の
も
の
が
多
く
捕
ら
れ
、
今
よ
り
か
な
り
大

き
め
の
シ
ジ
ミ
を
食
べ
て
い
た
と
言
え
そ
う
で
す
。

環
境
も
良
く
人
口
も
少
な
か
っ
た
た
め
に
、
小

さ
な
シ
ジ
ミ
は
捕
る
必
要
が
な
か
っ
た
と
い
う
当

時
の
食
糧
事
情
が
わ
か
り
ま
す
。

貝の日輪：上は夏、
下は冬（×100）

現在も宍道湖岸の各
地には、シジミの捨
て場が見られる。（松
江市西浜佐陀町）

暮らし-1SPQX  97.12.25 2:09 AM  ページ 8


	四巻-表紙
	発刊にあたって
	古代の人びとの暮らしに迫る
	生業を探る 狩猟・漁労・採集から米作りの生活へ
	狩猟・漁労・採集に頼る暮らし
	縄文時代の暮らしを発掘する
	縄文時代の暮らしを発掘する-2
	コラム　シジミ  貝塚が語る食卓の今昔
	コラム　島根県で発見された縄文遺跡

	山々に囲まれた生活
	山々に囲まれた生活-2
	コラム　縄文食に挑戦  ドングリのお菓子を作ろう

	米作りが伝わってからの生活
	ある弥生人一家の一日
	田んぼとともに2000年
	田んぼとともに2000年-2


	住居を探る 住居の起源と変化を追う
	古代の住居を発掘する-竪穴住居
	掘立柱建物
	住居跡を掘る
	コラム　炉からカマドへ

	古代の住居で暮らしてみたら…
	コラム　天然の住居・洞窟

	民家を訪ねて

	道具を探る 技術革新の歴史をたどる
	ひと目でわかる道具の歴史
	焼き物の変遷を追う
	焼き物の変遷を追う-2
	道具が語る古代の交流

	あとがき　現代の暮らし再発見
	奥　付

