
「香取の貝塚」
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縄文時代からの
ルーツを探る手がかり

香取遺産

た
。
こ
れ
ら
の
中
で
も
標

ひ
ょ
う
し
き識
遺

跡
と
な
っ
た
阿あ

玉た
ま

台だ
い

貝
塚
（
国

指
定
）・
良よ

し
ぶ
み文
貝
塚
（
国
指
定
）・

下し
も

小お

野の

貝
塚
（
県
指
定
）
な
ど

は
、
全
国
的
に
も
よ
く
知
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

縄
文
時
代
は
、
1
万
2
0
0
0

年
前
か
ら
2
3
0
0
年
前
の
約

1
万
年
の
期
間
を
指
し
ま
す

が
、
長
期
間
に
お
よ
ぶ
こ
と
か

ら
考
古
学
上
は
草
創
期
・
早
期
・

前
期
・
中
期
・
後
期
・
晩
期
の

6
期
に
区
分
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

縄
文
時
代
の
貝
塚
形
成
の
主

な
要
因
は
、
地
球
の
温
暖
化
に

よ
る
海
水
面
上
昇
が
も
た
ら
し

た
結
果
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
、

一
般
的
に
は
「
縄じ

ょ
う
も
ん
か
い
し
ん

文
海
進
」
と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
最

も
進
行
し
た
の
が
城し

ろ

ノの

台だ
い

貝

塚
・
鴇と

き
ざ
き崎
貝
塚
（
市
指
定
）
が

営
ま
れ
た
縄
文
時
代
早
期
、
こ

れ
に
次
ぐ
の
は
縄
文
時
代
中
期

で
す
。　
　
　
　

　

こ
の
縄
文
時
代
中
期
、
黒
部

川
を
取
り
巻
く
洪こ

う
せ
き
せ
い

積
世
台
地
に

は
、
ハ
マ
グ
リ
を
主
体
に
ア
カ

ニ
シ
・
サ
ル
ボ
ウ
・
シ
オ
フ
キ
・

マ
ガ
キ
な
ど
の
鹹か

ん
す
い
さ
ん

水
産
貝
種
で

構
成
さ
れ
る
阿
玉
台
・
良
文
・

木き
の
う
ち
み
ょ
う
じ
ん

内
明
神
・
白し

ら
い
お
お
み
や
だ
い

井
大
宮
台
・
向

む
か
い

油あ
ぶ
ら
た田
（
市
指
定
）
の
諸
貝
塚
が

作
ら
れ
て
、
漁ぎ

ょ
ろ
う撈
活
動
が
最
も

活
発
だ
っ
た
こ
と
を
今
に
伝
え

て
い
ま
す
。

　

こ
れ
以
降
の
縄
文
時
代
後
期

か
ら
晩
期
に
か
け
て
は
、
貝
塚

数
は
減
少
し
、
次
の
弥
生
時
代

に
は
ほ
と
ん
ど
営
ま
れ
な
く
な

り
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
推
察

す
る
と
、
こ
の
時
期
に
海
水
面

が
徐
々
に
後
退
し
、
現
在
と
同

じ
よ
う
な
沖ち

ゅ
う
せ
き
ち

積
地
が
開
け
た
環

境
に
変
化
し
た
た
め
と
思
わ
れ

ま
す
。

　

貝
塚
は
、
縄
文
時
代
の
人
が

ど
の
よ
う
な
食
生
活
や
慣
習
を

持
っ
て
い
た
か
を
知
る
上
で
重

要
な
遺
跡
で
す
。
通
常
の
遺
跡

の
場
合
、
関
東
ロ
ー
ム
層
が
酸

性
土
壌
で
あ
る
た
め
土
器
や
石

器
以
外
の
物
を
残
し
ま
せ
ん

が
、
貝
塚
は
貝
殻
の
カ
ル
シ
ウ

ム
分
が
上
層
か
ら
補
給
さ
れ
る

た
め
、
人
骨
・
獣
骨
・
魚
骨
な

ど
が
良
好
な
状
態
で
発
見
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。

　

城
ノ
台
貝
塚
の
調
査
で
は
、

埋ま
い
そ
う葬
さ
れ
た
人
骨
や
イ
ノ
シ

シ
・
ニ
ホ
ン
ジ
カ
・
シ
カ
・
イ
ヌ
・

ニ
ホ
ン
ザ
ル
な
ど
の
獣
骨
、
ク

ロ
ダ
イ
・
マ
ダ
イ
・ 

ス
ズ
キ
・

サ
メ
な
ど
の
魚
骨
、
さ
ら
に

骨
で
作
っ
た
針
・

釣
り
針
・
ヤ
ス

な
ど
が
発
掘
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
香
取
地

域
の
貝
塚
が
物

語
る
も
の
は
、

後
の
奈
良
時
代

「
香
取
の
海
」
と

呼
ば
れ
た
広
大

な
湖
沼
で
活
躍

し
た
で
あ
ろ
う
、

ま
た
中
世
に

は
「
海か

い

夫ふ

」
と

呼
称
さ
れ
た
漁

民
た
ち
の
原
形

と
な
っ
た
の
は
、

縄
文
時
代
に
貝
塚
を
作
り
続
け

た
人
々
の
系
譜
か
ら
つ
な
が
っ

て
き
た
の
で
は
な
い
の
で
し
ょ

う
か
。

城ノ台貝塚発掘状況

と
き
と
聞
く
と
き
の
作
法
、
食
事
の
作

法
、
街
を
歩
く
と
き
の
作
法
、
手
紙
・

メ
ー
ル
を
書
く
と
き
の
作
法
に
つ
い

て
、
か
わ
い
い
絵
と
と
も
に
子
ど
も
に

わ
か
り
や
す
く
紹
介
し
ま
す
。

ど
ろ
ん
こ
ハ
リ
ー

ジ
ー
ン
・
ジ
オ
ン
／
文

　

マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ブ
ロ
イ
・

グ
レ
ア
ム
／
絵

わ
た
な
べ
し
げ
お
／
訳

　

主
人
公
の
ハ
リ
ー
は
く
ろ
い
ぶ
ち

の
あ
る
白
い
犬
で
す
が
、
お
ふ
ろ
に

は
い
る
こ
と
だ
け
は
大
嫌
い
で
し

た
。
あ
る
日
、
こ
っ
そ
り
外
へ
抜
け

出
し
た
ハ
リ
ー
は
あ
ち
こ
ち
で
遊
び

ま
わ
り
、
ど
ろ
だ
ら
け
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
ど
ろ
ん
こ
遊
び
が
大
好

き
な
子
ど
も
た
ち
が
共
感
を
覚
え
、

喜
び
そ
う
な
場
面
が
た
く
さ
ん
出
て

く
る
絵
本
で
す
。

　

千
葉
県
は
世
界
的
に
見
て
も

貝
塚
の
集
中
が
顕
著
な
地
域

で
、
古
く
は
明
治
時
代
か
ら
数

多
く
の
調
査
が
実
施
さ
れ
て
き

ま
し
た
。

　

香
取
市
を
含
む
利
根
川
下
流

域
は
、
縄
文
時
代
の
あ
る
時

期
、
現
在
の
大
小
河
川
域
に
海

水
が
流
入
し
、
大
規
模
な
貝
塚

群
が
台
地
上
に
形
成
さ
れ
ま
し

数
多
く
の
貝
塚
群

縄
文
人
を
知
る
手
が
か
り

城ノ台貝塚出土土器

　

栗
源
カ
ニ
養
殖
研
究
会
（
会
員

40
人
）
が
4
月
27
日
、
道
の
駅
く

り
も
と
の
里
山
公
園
に
あ
る
上
海

ガ
ニ
養
殖
池
で
、
稚
ガ
ニ
の
放
流

を
行
い
ま
し
た
。
放
流
は
3
月
に

も
行
わ
れ
、
合
計
4
0
0
0
匹
が

池
に
放
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
年
の
稚
ガ
ニ
は
足
を
広
げ
る

と
10
㎝
近
く
も
あ
り
、
バ
ケ
ツ
か

ら
飛
び
出
し
て
し
ま
う
ほ
ど
の
元

気
の
良
さ
。
研
究
会
の
皆
さ
ん
か

ら
は
、
粒
ぞ
ろ
い
の
稚
ガ
ニ
に

「
今
年
の
秋
は
楽
し
み
だ
」
と
の

声
が
も
れ
て
い
ま
し
た
。
研
究
会

で
は
こ
れ
か
ら
エ
サ
や
水
温
な
ど

の
管
理
を
10
月
中
旬
ま
で
続
け
、

育
て
た
カ
ニ
は
秋
の
味
覚
と
し
て

道
の
駅
に
登
場
し
ま
す
。

 

ま
た
、
養
殖
池
の
隣
接
に
「
ニ

ジ
マ
ス
の
釣
り
堀
」
が
5
月
3
日

に
オ
ー
プ
ン
。
20
㎝
ほ
ど
の
ニ
ジ

マ
ス
が
釣
れ
る
と
あ
っ
て
、
親
子

連
れ
で
に
ぎ
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

秋
道の駅くりもと上海ガニ養殖池

の味覚、4000匹を放流

舟
小野川護岸清掃

艇を活用して景観美化

▲舟を使い護岸清掃する参加者

　歴史的町並みの中心を流れる小野川の護岸清掃が、4月19日に
「NPO法人小野川と町並みを考える会」を中心に、関係団体約20
人が舟3艇を使用して行われました。
　足場の悪い舟艇からの作業は、慣れるまでに時間がかかりました
が、息のあった船頭役のさお使いで舟を安定させ、安全に行われま
した。
　小野川は護岸が高く雑草の除去などが困難なことから、関係団体
が協力し舟艇を活用した清掃を行い、重要伝統的建造物群保存地区
に選定されている町並みの景観の向上を図っています。

▲これからの管理がポイント
だなと放流

� 広報 2006年（平成18年）�月 1�日【まちかど通信】


