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う

め

づ

し

ん

ぶ

ん 
梅

津

新

聞 
常
陸
太
田
市
は
む
か
し
、 

海
だ
っ
た
っ
て
ホ
ン
ト

!? 

!? 常
陸
太
田
市
北
部
に
あ
る
里
美

さ

と

み

牧
場
内

ぼ
く
じ
ょ
う
な
い

遺
跡
群

い

せ

き
ぐ

ん

（
里
川
町
）
か
ら
、
後

こ
う

期 き

旧
き
ゅ
う

石
せ
っ

器 き

時 じ

代
だ
い

（
約
３
万
年
～
約
１
万
２
千
年
前
）
の
も
の

と
思
わ
れ
る
石
器
が
見 み

つ
か
り
ま
し
た
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
は
る
か
昔

む
か
し

か
ら
常
陸
太
田
市

に
人
が
住 す

ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

つ
づ
く
縄
文

じ
ょ
う
も
ん

時
代
早
期

そ

う

き

は
、
今

い
ま

と
比

く
ら

べ
る

と
気
温

き

お

ん

が
低

ひ
く

く
、
標
高

ひ
ょ
う
こ
う

が
低

ひ
く

い
場
所

ば

し

ょ

に
は

針
葉

し
ん
よ
う

樹
林

じ
ゅ
り
ん

が
繁

し
げ

っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、

人
々

ひ
と
び
と

は
十

じ
っ

国
こ
く

峠
と
う
げ

遺
跡
（
上
大
門
町
）
や
ヘ
グ
リ 

沢
遺
跡
（
小
菅
町
）
な
ど
標
高
の
高

た
か

い
場
所
で

生
活
し
て
い
ま
し
た
。 

前
期

ぜ

ん

き

に
な
る
と
森
東
貝
塚
や
築
崎
貝
塚

（
い
ず
れ
も
幡
町
）
か
ら
ヤ
マ
ト
シ
ジ
ミ
や

ハ
マ
グ
リ
が
見
つ
か
り
ま
す
。
気
温
が
上 あ

が

り
、
市
の
南
部

な

ん

ぶ

ま
で
海

う
み

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。 

中
期

ち
ゅ
う
き

に
は
縄
文
文
化
が

最
も
っ
と

も
発
達

は
っ
た
つ

し
ま

す
。
森
久
保
遺
跡
（
小
菅
町
）
を
は
じ
め
、
市

内
各
地

か

く

ち

か
ら
数
多

か
ず
お
お

く
の
縄
文

じ
ょ
う
も
ん

土
器

ど

き

の
破
片

は

へ

ん

が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。 

後
期

こ

う

き

に
な
る
と
水
口
遺
跡
（
折
橋
町
）
か
ら 

甕か
め

お
も
に
食
材

し
ょ
く
ざ
い

を
煮 に

た
り
炊 た

い
た
り
す
る
と

き
に
使
わ
れ
て
い
た
土
器
で
す
。
火 ひ

に
か
け
た

と
き
に
、
早

は
や

く
熱

ね
つ

が
伝

つ
た

わ
り
や
す
い
形
に
な
っ

て
い
ま
す
。 

甑
こ
し
き

麦
む
ぎ

な
ど
の
穀
物

こ
く
も
つ

を
蒸 む

す
た
め
の
容
器
で

す
。
器

う
つ
わ

の
底

そ
こ

に
は
穴

あ
な

が
あ
い
て
い
て
、
布

ぬ
の

を
し

い
て
穀
物
を
入
れ
、
下
か
ら
湯
気

ゆ

げ

を
あ
て
ま

す
。 

      

お
し
ゃ
れ
な
縄
文
土
器
を

つ
く
っ
て
み
よ
う 

縄
文
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
縄
文
土
器
は
、
土

器
の
表
面

ひ
ょ
う
め
ん

に
縄

な
わ

を
押 お

し
つ
け
た
り
、
粘
土

ね

ん

ど

の

ひ
も
を
つ
け
た
り
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
様

も
ん
よ
う

が

え
が
か
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
す
。 

次
つ
ぎ

の
ペ
ー
ジ
で
、
紙

か
み

粘
土

ね

ん

ど

を
使
っ
た
土
器
の

つ
く
り
方
を
紹
介
し
ま
す
。
文
様
の
つ
け
方
を

参
考

さ
ん
こ
う

に
し
て
、
お
う
ち
で
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
お
し

ゃ
れ
な
縄
文
土
器
を
つ
く
っ
て
み
ま
し
ょ

う
！ 

 

↓
次
ペ
ー
ジ
へ
つ
づ
く 

住
居

じ
ゅ
う
き
ょ

跡
あ
と

と
縄
文
土
器
が
見
つ
か
り
ま
す
。
ま

た
、
本
覚
遺
跡
（
下
宮
河
内
町
）
か
ら
は
石

せ
き

棒
ぼ
う

や
石

せ
き

鏃
ぞ
く

・
石

せ
き

斧 ふ

・
砥
石

と

い

し

な
ど
の
石
器
が
見
つ
か

っ
て
お
り
、
こ
こ
で
石
器
が
つ
く
ら
れ
て
い
た

と
考

か
ん
が

え
ら
れ
ま
す
。 

そ
の
後
は
気
候

き

こ

う

の
変
化

へ

ん

か

な
ど
が
原
因

げ
ん
い
ん

で

人
口

じ
ん
こ
う

が
減 へ

っ
て
し
ま
い
、
つ
づ
く
弥
生

や

よ

い

時
代
の

遺
跡
は
あ
ま
り
数

か
ず

が
み
ら
れ
ま
せ
ん
。 

土
器
と
は
、
粘
土

ね

ん

ど

を
ね
っ
て
形

か
た
ち

を
つ
く
り
、

焼 や

き
固

か
た

め
た
容
器

よ

う

き

の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
使
う

目
的

も
く
て
き

に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
し
て
い
ま

す
。 

壺つ
ぼ

水
み
ず

や
食 た

べ
物

も
の

な
ど
を
入 い

れ
て
、
保
存

ほ

ぞ

ん

す
る
た

め
の
容
器
で
す
。 

坏つ
き

食
べ
物
な
ど
を
も
り
つ
け
る
の
に
使
わ
れ

て
い
ま
し
た
。
足

あ
し

が
つ
い
て
い
る
も
の
は
高
坏

た
か
つ
き

と
い
い
、
儀
式

ぎ

し

き

の
と
き
に
使
わ
れ
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。 

土
器
っ
て
何
？ 

甕 

甑 

坏 

高坏 

約3万年前

旧
石
器
時
代

約12,000年前
草創期　市内各地に人
が住みはじめる。

早期・前期　縄目の文
様の土器がつくられる。
貝塚がつくられる。

約4,000年前

中期・後期　大規模な
集落(人が集まって住ん
でいる場所)がつくられ
る。

約2,500年前
晩期　遺跡の数が減っ
てくる。

前期

中期

約1,900年前

後期　市内南西部にこ
の時代のものと思われる
大きな遺跡がたくさんみ
つかっている。

縄
文
時
代

弥
生
時
代
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土
を
掘
る
と
み
え
て
く
る
、
む
か
し
の
暮
ら
し
～
用
語
集
＆
展
示
品
紹
介
～ 

住
居
跡
や
古
墳

こ

ふ

ん

、
ま
た
、
そ
こ
か
ら
出 で

て
き
た
も
の
な
ど
か
ら
、
当
時

と

う

じ

の
人
々
の
暮 く

ら
し
を

研
究

け
ん
き
ゅ
う

す
る
学
問

が
く
も
ん

を
考
古
学

こ

う

こ
が

く

と
い
い
ま
す
。
常
陸
太
田
市
の
遺
跡
か
ら
は
た
く
さ
ん
の
土
器
な
ど

が
見
つ
か
っ
て
い
て
、
そ
れ
ら
の
一
部

い

ち

ぶ

は
郷
土

き
ょ
う
ど

資
料
館

し
り
ょ
う
か
ん

梅
津

う

め

づ

会
館

か
い
か
ん

で
展
示

て

ん

じ

し
て
い
ま
す
。
こ
こ

で
は
、
郷
土
資
料
館
で
展
示
し
て
い
る
も
の
を
紹
介

し
ょ
う
か
い

し
な
が
ら
、
考
古
学
で
使

つ
か

わ
れ
る
用
語

よ

う

ご

の

解
説

か
い
せ
つ

を
し
て
い
き
ま
す
。 

磨
製

ま

せ

い

石
斧
（
石
を
磨

み
が

い
て
つ
く
る
石
器
）
で
、

木 き

を
切 き

り
倒

た
お

す
と
き
に
使
い
ま
し
た
。 

石
せ
き

棒
ぼ
う

縄
文
時
代
中
期
の
も

の
は
大
型

お
お
が
た

で
、
な
か
に
は
１

㍍
以
上
の
も
の
も
あ
り
ま

す
。
（
展
示
し
て
い
る
の
は

約
50

㌢
） 

土
偶

ど

ぐ

う

人
の
形
に
つ
く
ら
れ
た
土
製

ど

せ

い

の
人
形

に
ん
ぎ
ょ
う

で

す
。
そ
の
多

お
お

く
は
女
性

じ
ょ
せ
い

の
形
を
し
て
い
て
、

安
産

あ
ん
ざ
ん

（
子 こ

ど
も
が
無
事

ぶ

じ

に
生 う

ま
れ
る
こ
と
）
や

豊
穣

ほ
う
じ
ょ
う

（
穀
物
が
た
く
さ
ん
実

み
の

る
こ
と
）
を
願

ね
が

う

た
め
の
儀
式

ぎ

し

き

に
使
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

遺
跡

い

せ

き

む
か
し
の
人
の
暮
ら
し
の
跡

あ
と

が
の
こ
さ

れ
て
い
る
場
所
の
こ
と
。
住
居
の
柱

は
し
ら

跡
や
土

器
な
ど
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
暮
ら
し
て
い
た
の

か
が
わ
か
り
ま
す
。 

貝
塚

か
い
づ
か

縄
じ
ょ
う

文
人

も
ん
じ
ん

が
食 た

べ
た
貝
殻

か
い
が
ら

や
こ
わ
れ
た
土

器
・
石
器
、
て
い
ね
い
に
埋
葬

ま
い
そ
う

さ
れ
た
ペ
ッ
ト

や
人
の
骨
な
ど
が
埋 う

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
わ

れ
て
し
ま
っ
た
道
具

ど

う

ぐ

や
死 し

ん
で
し
ま
っ
た

仲
間

な

か

ま

を
あ
の
世 よ

に
送

お
く

る
た
め
の
神
聖

し
ん
せ
い

な
場
所

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

石
せ
き

鏃
ぞ
く

石
い
し

の
や
じ
り
（
弓
矢

ゆ

み

や

の

先
さ
き

の
部
分

ぶ

ぶ

ん

）
で
す
。
石
を
わ

っ
て
作
ら
れ
ま
し
た
。 

石
せ
き

斧 ふ

写
真

し
ゃ
し
ん

上
右
は
打
製

だ

せ

い

石

斧
（
石

い
し

を
打 う

ち
割 わ

っ
て
つ
く

る
石
器
）
で
、
土
を
掘 ほ

る
た 

め
に
使
い

ま
し
た
。
写

真
上
左
は 

↑先端がうす
くなっている。 

【常陸太田市指定文化財】 
土偶 

（佐竹小学校付近から出土） 

紙
粘
土
で
縄
文
土
器
風
の
小
物
入
れ
を
つ
く
っ
て
み
よ
う 

【
用
意

よ

う

い

す
る
も
の
】 

紙
粘
土
・
茶
色

ち
ゃ
い
ろ

の
絵 え

の
具 ぐ

・
縄
や
わ
り
ば
し
・ 

５
０
０
㍉
㍑
の
空

か
ら

の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
（
あ
れ
ば
半
分

は
ん
ぶ
ん

に
切 き

っ
て
お
く
） 

【
つ
く
り
方
】 

１
．
紙
粘
土
に
茶
色
の
絵
の
具
を
混 ま

ぜ
る
。
よ
く
こ
ね
て
色
を
均
一

き
ん
い
つ

に
す
る
。 

２
．
紙
粘
土
を
ひ
も
状

じ
ょ
う

に
の
ば
し
、
輪 わ

に
し
て
つ
み
上 あ

げ
る
。
も
し
く
は
半
分
に
切
っ
た
ペ

ッ
ト
ボ
ト
ル
の
外
側

そ
と
が
わ

に
紙
粘
土
を
は
り
つ
け
る
。 

つ
な
ぎ
目 め

が
目
立

め

だ

た
な
い
よ
う
に
、
指
で
こ
す
る
。 

３
．
縄
や
わ
り
ば
し
な
ど
を
使
っ
て
、
文
様
を
つ
け
る
。 

（
左
の
「
縄
文
土
器
の
文
様
の
つ
け
方
」
を
参
考
に
し
て
み
ま
し
ょ
う
） 

４
．
文
様
が
つ
い
た
ら
、
そ
の
ま
ま
乾
燥

か
ん
そ
う

さ
せ
た
ら
で
き
あ
が
り
。
（
あ
れ
ば
つ
や
消
し
ニ
ス

を
ぬ
る
） 

② ひきずる 

棒や竹
たけ

のようなもので土

器の表面をひきずりなが

ら文様をえがきます。 

① ころがす 

縄だけでなく、山形
やまがた

や楕
だ

円形
えんけい

につくった棒
ぼう

をころ

がす方法
ほうほう

もあります。 

③ おしつける 

縄や貝
かい

殻を表面に押しつ

けます。 

 

④ はりつける 

粘土でつくったひもや粒
つぶ

を貼
は

りつけて、立体的
りったいてき

な

文様をつくります。 

縄文土器の 

文様の 

つけ方 


