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と
こ
ろ
が
、県
内
の
平
野
部
で
は
、カ
タ

ク
リ
の
自
生
地
は
と
て
も
限
ら
れ
、と
く

に
荒
川
よ
り
東
側
の
大
宮
台
地
で
は
、北

本
市
が
最
後
の
自
生
地
に
な
っ
て
い
る
の

で
す
。

　そ
こ
で
、こ
の
貴
重
な
自
生
地
を
未
来

に
伝
え
る
た
め
、地
主
さ
ん
の
協
力
を
得

て
、平
成
８
年
に
市
の
天
然
記
念
物
と

な
っ
た
の
で
す
。

カ
タ
ク
リ
は
春
の
妖
精
だ

　カ
タ
ク
リ
は
ユ
リ
科
の
多
年
草
で
す
。

３
月
半
ば
に
な
る
と
２
枚
の
葉
を
広
げ
、

ち
ょ
う
ど
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
が
盛
り
に
な
る

４
月
上
旬
、花
は
満
開
を
迎
え
ま
す
。

　こ
の
時
期
は
、ま
だ
雑
木
林
が
芽
吹
く

前
で
、枯
葉
の
上
に
、点
々
と
か
が
り
火

を
焚
く
よ
う
に
花
を
つ
け
ま
す
。陽
が
当

た
る
と
、ピ
ン
ク
色
の
花
び
ら
が
ク
ル
リ

と
反
り
返
り
、春
風
に
揺
れ
る
様
は
、ま

る
で
妖
精
が
踊
って
い
る
か
の
よ
う
で
す
。

そ
し
て
、５
月
の
上
旬
に
は
葉
を
落
と

し
、土
中
の
球
根
で
一
年
の
大
半
を
寝

て
過
ご
す
の
で
す
。

　こ
の
た
め
、カ
タ
ク
リ
は
春
の
妖
精
、ま

た
は
春
の
は
か
な
い
命
を
意
味
す
る「
ス

プ
リ
ン
グ・エ
フ
ェ
メ
ラ
ル
」と
呼
ば
れ
て

い
ま
す
。

高
尾
が
最
後
の
自
生
地
だ

　埼
玉
県
内
の
丘
陵
地
で
は
、カ
タ
ク
リ

の
自
生
地
が
所
々
に
残
さ
れ
、と
こ
ろ
に

よ
って
は
、大
群
落
を
形
成
し
て
い
ま
す
。

ち
葉
を
掻
い
て
、環
境
を
整
え
る
こ
と
か

ら
始
め
ま
し
た
。

　す
る
と
、翌
年
に
は
70
株
、さ
ら
に
そ

の
翌
年
に
は
１
５
０
株
と
開
花
数
が
増

加
し
、昨
年
の
平
成
29
年
４
月
に
は
、３

３
８
８
株
が
花
を
つ
け
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　花
が
増
加
し
た
理
由
は
、毎
年
の
環

境
整
備
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。花
の
時

期
に
は
受
粉
を
し
、結
実
し
た
種
を
採
集

し
、計
画
的
に
自
生
地
に
ま
い
て
育
て
て

き
た
た
め
で
す
。「
カ
タ
ク
リ
保
存
会
」の

取
組
は
、今
年
で
23
年
目
を
迎
え
ま
し

た
。

人
と
森
の
共
生
を
物
語
る

　移
動
で
き
な
い
カ
タ
ク
リ
は
、氷
河
期

の
頃
か
ら
こ
の
自
生
地
に
と
ど
ま
り
続

け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。し
か
し
、

縄
文
時
代
の
温
暖
な
時
期
に
は
、通
常
、

落
葉
樹
は
照
葉
樹
と
な
って
暗
い
森
に
変

わ
り
ま
す
。こ
れ
は
カ
タ
ク
リ
が
生
活
で

き
な
い
森
で
す
。

　で
は
、な
ぜ
こ
こ
に
カ
タ
ク
リ
が
残
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。そ
れ
は
縄
文
時
代
の
昔

か
ら
、人
々
が
こ
の
林
を
管
理
し
、１
万

年
以
上
に
わ
た
っ
て
カ
タ
ク
リ
に
適
し
た

環
境
が
保
た
れ
て
き
た
か
ら
で
す
。カ
タ

ク
リ
こ
そ
は
、人
と
森
と
の
共
生
を
物
語

る
生
き
証
人
と
い
え
る
の
で
す
。

カ
タ
ク
リ
の
不
思
議

　カ
タ
ク
リ
は
と
て
も
不
思
議
な
植
物

で
、そ
の「
不
思
議
さ
」が
、こ
の
花
を

い
っ
そ
う
魅
力
的
な
も
の
に
し
て
い
ま

す
。　不

思
議
の
１
つ
目
は
、北
側
の
斜
面
に

だ
け
自
生
す
る
こ
と
で
す
。微
妙
な
環
境

の
バ
ラ
ン
ス
の
中
で
、カ
タ
ク
リ
は
生
き
て

い
る
の
で
す
。

　不
思
議
の
２
つ
目
は
、地
上
に
姿
を
現

し
て
い
る
時
期
が
、１
年
の
う
ち
で
２
か

月
し
か
な
い
こ
と
で
す
。こ
の
時
期
は
、

陽
射
し
が
暖
か
く
な
り
、雑
木
林
の
葉
が

茂
る
ま
で
の
間
で
す
。こ
れ
は
カ
タ
ク
リ

が
落
葉
樹
の
サ
イ
ク
ル
に
適
応
し
た
知

恵
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　不
思
議
の
３
つ
目
は
、カ
タ
ク
リ
は
氷

河
期
の
生
き
残
り
で
、当
時
か
ら
現
在
ま

で
、ほ
と
ん
ど
移
動
し
て
い
な
い
こ
と
で

す
。カ
タ
ク
リ
の
種
子
は
ア
リ
が
運
ぶ
た

め
、移
動
で
き
る
距
離
は
ほ
ん
の
わ
ず
か

な
の
で
す
。

カ
タ
ク
リ
の
森
を
守
る

　カ
タ
ク
リ
自
生
地
の
整
備
を
始
め
た

の
は
、平
成
７
年
の
こ
と
で
す
。こ
の
時
の

カ
タ
ク
リ
は
、花
を
つ
け
た
も
の
が
た
っ
た

の
12
株
で
し
た
。自
生
地
が
ヤ
ブ
と
な

り
、日
照
条
件
が
悪
か
っ
た
た
め
で
す
。

そ
こ
で
、竹
や
照
葉
樹
を
刈
り
払
い
、落

高
尾
の
カ
タ
ク
リ

も
の
が
た
り

北
本
の
歴
史
を
探
る 

⑤

　市内
の
高
尾
６
丁
目
に
は
、市
の
天
然
記
念
物「
高
尾
カ
タ
ク
リ
自
生
地
」が
あ
り
ま

す
。こ
の
自
生
地
は
平
成
８
年
に
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
、そ
の
後
、20
年
余
り
に
わ

た
っ
て
保
護
活
動
が
続
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　まも
な
く
、春
に
な
る
と
カ
タ
ク
リ
が
可
憐
な
花
を
咲
か
せ
ま
す
。こ
こ
で
は
高
尾
に

あ
る
カ
タ
ク
リ
の
秘
密
と
魅
力
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

【花】
ピンク色の花びらが美し
く、自生地の観察では８
年から９年で花が咲きま
した。花が咲くまでに約８
年の歳月を要します。

【葉】
花が咲くまでは１枚で、
開花時に２枚となりま
す。地元ではカエルを
イメージして「ゲーロッ
パ」といわれています。

【種子】
1株で10～20粒が実り
ます。アリを誘因するエ
ライオソームという物
質を含んでいて、アリが
運ぶことで移動します。

カタクリミニ図鑑
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台
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。
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す
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は
黒
曜
石
製
の
尖
頭
器
な
ど
が
出
土
し

て
い
ま
す
。こ
れ
は
獲
物
を
狩
る
槍
先
に

利
用
さ
れ
た
も
の
で
す（
図
１
）。

縄
文
時
代
が
始
ま
っ
た

　今
か
ら
お
よ
そ
１
万
６
千
年
前
、気
候

が
温
暖
化
し
、大
地
上
に
は
豊
か
な
動
植

物
が
育
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。人
々

は
世
界
に
先
駆
け
て
土
器
を
発
明
し
、縄

文
時
代
が
幕
を
開
け
ま
す
。

　縄
文
人
の
二
大
発
明
は
、こ
の「
土

器
」と「
弓
矢
」で
す
。土
器
は
モ
ノ
を
煮

る
こ
と
を
可
能
と
し
、弓
矢
は
獲
物
の
命

中
率
を
高
め
ま
し
た
。

　ま
た
、縄
文
人
は
竪
穴
住
居
と
い
う

住
ま
い
を
つ
く
り
、定
住
す
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。そ
し
て
周
辺
の
植
生
を
ク
リ
や

ウ
ル
シ
、ク
ル
ミ
な
ど
、生
活
に
有
用
な

林
へ
と
つ
く
り
変
え
て
い
き
ま
す
。

　さ
ら
に
、ダ
イ
ズ
や
ア
ズ
キ
の
ほ
か
、エ

ゴ
マ
や
シ
ソ
等
を
栽
培
す
る
な
ど
、高
度

な
植
物
利
用
の
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ

つ
つ
あ
り
ま
す
。

　縄
文
社
会
は
こ
こ
数
年
の
研
究
に
よ

り
、「
狩
猟・栽
培
」の
社
会
と
再
認
識
さ

れ
る
よ
う
に
な
って
き
た
の
で
す
。

旧
石
器
か
ら
縄
文
の
時
代
へ

　北
本
市
域
に
人
々
が
生
活
を
始
め
た

の
は
、今
か
ら
２
万
年
以
上
前
の
旧
石
器

時
代
で
し
た
。当
時
は
氷
河
期
と
い
う
と

て
も
寒
冷
な
気
候
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

　旧
石
器
人
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の
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追
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プ
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活
を
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る
流
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の
民
で
あ
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よ
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す
。
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内
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は
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ら
の
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ャ
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プ
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が
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の
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台
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点
在
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。
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で
最
も
古
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宿
遺
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石
戸

宿
５
丁
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は
頁
岩
製
の
ナ
イ
フ
形
石

器
が
、八
重
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遺
跡（
荒
井
６
丁
目
）で

豊
か
な
自
然
の
中
で

縄
文
文
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へ
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史
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は
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35
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６
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の
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。

住
居
跡
群

　縄
文
時
代
の
住
居
跡
は
時
代
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が
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す
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の
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に
は
、入
口
部

分
が
外
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伸
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タ
イ
プ
の
も
の
が
あ
り

ま
す
。こ
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ら
は
持
ち
手
の
あ
る
鏡
を
伏
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た
よ
う
な
形
か
ら
、「
柄
鏡
形
住
居
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、長
径
15ｍ
に

も
及
ぶ
後
期
の
大
型
住
居
跡
な
ど
も
確

認
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れ
ま
し
た
。

　上
手
遺
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で
は
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時
代
の
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期
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る
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の
変
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を
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に
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が
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。
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と
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き
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が
ん

縄
文
の
遺
跡
を
さ
ぐ
る

　最
近
の
遺
伝
子
学
の
研
究
に
よ
る
と
、縄
文
人
は
ア
ジ
ア

の
ど
の
地
域
の
人
と
も
大
き
く
違
う
こ
と
が
わ
か
って
き
ま

し
た
。縄
文
人
は
古
く
か
ら
日
本
列
島
に
渡
り
、独
自
の
文

化
を
進
化
さ
せ
て
き
た
特
異
な
集
団
だ
と
い
う
の
で
す
。

　豊
か
な
森
の
中
で
自
然
と
共
生
し
、平
和
な
社
会
を
築

い
て
い
た
縄
文
人
の
文
化
は「
平
和
」や「
環
境
」と
いっ
た

問
題
を
考
え
る
と
き
、わ
た
し
た
ち
が
め
ざ
す
べ
き
方
向
を

示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　今
回
は
市
内
に
残
る
縄
文
時
代
の
遺
跡
に
ス
ポ
ッ
ト
を

あ
て
、彼
ら
の
生
活
と
文
化
を
考
え
て
い
き
ま
す
。

　ウサギのような形をした北本市の
大半は、大宮台地という高台に位置
しています。西側の荒川沿岸は崖状
になっていて、標高は30ｍを超えま
すが、東側の赤堀川沿岸は標高が
13ｍほどと低く、北本市は「西高東
低」の地形なのです。一見、平坦な
地形ですが、市の西側は谷津地形
が発達し、市の中央部には江川とい
う小河川が流れ、その支流は市役所
のすぐ東側を流れていました。　　
　古代人の生活に最も大切なもの
は「水」です。ですから市内の遺跡
は、西の荒川流域、中央の江川流
域、東の赤堀川流域というように、
水の便の良い、谷を見下ろす高台
に連なっているのです。
　図2は市内の縄文時代の遺跡の
分布を示したものですが、この傾向
がよくわかります。
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が
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で
13
軒
確
認
さ
れ
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し
た
。住
居

跡
の
分
布
状
況
か
ら
、直
径
１
４
０ｍ
ほ
ど

の
環
状
集
落
で
あっ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　住
居
跡
の
ほ
か
に
は
、土
器
を
廃
棄
し

た
土
坑
や
シ
カ
を
捕
ま
え
る
た
め
の
落

し
穴
な
ど
が
検
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
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黒
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狩
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植
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。
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。
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認
さ
れ
て
い
ま
す
。小
石
の
両
端
を
細
か

く
欠
い
て
紐
を
結
べ
る
よ
う
に
加
工
し
た

石
錘
と
呼
ば
れ
る
道
具
で
、投
網
の
重
り

と
し
ま
し
た
。な
か
に
は
小
石
の
紐
を
か

け
る
部
分
を
丹
念
に
磨
い
て
い
る
遺
物

も
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。さ
ら
に
、軽
石

を
加
工
し
て
釣
り
道
具
の
浮
き
と
し
た

遺
物
も
あ
り
ま
す
。

　こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、こ
の
集
落
で
は

狩
猟
や
漁
労
に
力
を
入
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
り
ま
し
た
。当
時
の
人
々
は
植
物

だ
け
で
な
く
、動
物
性
の
食
料
を
多
く
摂

取
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

祈
り
の
品
が
続
々
と

　こ
の
遺
跡
の
特
徴
は
、祈
り
や
呪
い
に

か
か
わ
る
遺
物
が
豊
富
に
出
土
す
る
こ

と
で
す
。

　遺
物
の
中
で
、ま
ず
目
を
引
く
の
が
耳

飾
で
す
。直
径
１㎝
の
も
の
か
ら
大
き
い

も
の
で
は
８㎝
を
超
え
て
い
ま
す
。丁
寧

に
細
工
さ
れ
、デ
ザ
イ
ン
性
を
強
く
意
識

し
て
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。こ
れ
ら
は
、耳
た

ぶ
に
穴
を
あ
け
て
装
着
さ
れ
た
も
の
で
、

現
代
で
い
え
ば
ピ
ア
ス
と
な
り
ま
す
。

　ま
た
、板
状
の
土
器
に
模
様
を
複
雑
に

描
く
土
版
は
、上
部
に
小
さ
い
穴
が
４
つ

開
け
ら
れ
て
い
ま
す
。紐
で
吊
り
、護
符

に
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　石
製
品
で
は
ペ
ン
ダ
ン
ト
の
垂
飾
が
見

つ
か
っ
て
い
ま
す
。そ
の
う
ち
１
点
は
途

中
が
く
び
れ
て
い
る
勾
玉
で
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