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古
代
の
住
居
を

発
掘
す
る

竪
穴
住
居

た

て

　

あ

な

　

じ

ゅ

う

き

ょ

八雲立つ風土記の丘
〔交通〕ＪＲ松江駅から熊野・秋吉・平原・
別所行きバスで20分、風土記の丘入り口下
車、徒歩5分。

玉作史跡公園
〔交通〕ＪＲ玉造温泉駅から玉造温泉行きバス
で10分、終点玉造営業所下車、徒歩5分。

荒神谷史跡公園
〔交通〕ＪＲ荘原駅から車で10分。徒歩なら
30分。

さ
あ
！
竪
穴
住
居
を
見
に
行
こ
う

復元された竪穴住居（風土記の丘：松江市大庭町）

地
面
を
円
形
や
方
形
に
掘
り
込
み
、
数
本
の
柱
を
立
て
、
屋
根
を
葺ふ

い
て
作
っ
た
の
が
竪
穴
住
居
で
す
。
人
び
と
が
一
カ
所
に
長
く
住
ま
い

を
構
え
る
生
活
は
、
縄
文
時
代
に
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
の
住
ま
い

と
し
て
、
竪
穴
住
居
を
作
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

そ
の
後
、
床
面
の
形
や
内
部
の
造
り
、
柱
の
本
数
な
ど
に
変
化
は
あ
り

ま
し
た
が
奈
良
時
代
ま
で
一
般
的
な
住
居
と
し
て
長
く
利
用
さ
れ
ま
し
た
。

拝
　
見
〜
竪
穴
住
居
の
生
活
〜

古
代
の
人
た
ち
は
、
竪
穴
住
居
で
ど
の
よ

う
な
暮
ら
し
を
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

左
の
絵
は
、
弥
生
時
代
の
想
像
図
で
す
。

発
掘
さ
れ
た
住
居
跡
か
ら
建
物
内
の
空
間

を
考
え
る
と
、
一
戸
の
住
居
で
は
五
人
ぐ
ら

い
が
生
活
で
き
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
そ
れ

は
一
家
族
だ
け
な
の
か
、
何
世
代
か
の
同
居

な
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

入
口
の
反
対
側
に
は
、
炉ろ

が
設
け
ら
れ
て

島
根
県
内
で
は
、
風
土
記

ふ

ど

き

の
丘お
か

（
松
江
ま
つ
え

市
）、

玉
作
史
跡

た
ま
さ
く
し
せ
き

公
園
（
八
束
や
つ
か

郡
玉
湯
た
ま
ゆ

町
）、
荒
神
谷
史

こ
う
じ
ん
だ
に
し

跡せ
き

公
園
（
簸
川
ひ
か
わ

郡
斐
川
ひ
か
わ

町
）
な
ど
で
復
元
さ
れ

た
竪
穴
住
居
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

掘
立
柱

ほ

っ

た

て

ば

し

ら

建
物

た

て

も

の

復元された掘立柱建物

地
面
に
穴
を
掘
っ
て
柱
を
立
て
、
真
っ
す
ぐ
伸

び
る
壁
の
上
に
屋
根
を
か
け
た
建
物
、
そ
れ
が
掘

立
柱
建
物
で
す
。
一
般
に
、
倉
庫
や
住
居
と
し
て

使
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。

掘
立
柱
建
物
は
、
縄
文
時
代
や
弥
生
時
代
に

も
わ
ず
か
に
あ
り
ま
し
た
が
、
古
墳
こ
ふ
ん

時
代
後
期
ご

ろ
か
ら
し
だ
い
に
ふ
え
、
そ
れ
ま
で
の
竪
穴
住
居

に
変
わ
っ
て
住
居
の
主
流
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。

掘
立
柱
建
物
に
は
、
床
を
張
っ
て
高
く
し
た
高た
か

床ゆ
か

式
の
も
の
と
、
地
面
を
そ
の
ま

ま
利
用
し
た
平
地
式
の
も
の
が

あ
り
ま
す
。
一
般
の
住
居
と
し
て

利
用
さ
れ
た
の
は
、
平
地
式
の
も

の
が
多
い
よ
う
で
す
。
床
は
板
材

を
使
わ
ず
、
土
間
の
ま
ま
か
、
場

所
に
よ
っ
て
む
し
ろ
を
敷
い
て
、

炊
事
場
と
寝
る
場
所
な
ど
の
区

別
を
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

竪
穴
住
居
は
部
屋
の
中
に
柱

が
立
っ
て
お
り
、
土
を
掘
り
込
ん

だ
上
は
す
ぐ
に
屋
根
で
、
天
井
が

低
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
比

べ
て
掘
立
柱
建
物
は
壁
の
中
に

柱
が
埋
ま
り
、
壁
は
真
っ
す
ぐ
に

立
ち
上
が
っ
て
天
井
が
高
く
な

っ
て
い
ま
す
。
同
じ
面
積
を
使
っ

て
建
て
た
場
合
、
掘
立
柱
建
物

の
ほ
う
が
有
効
に
使
え
る
空
間

が
は
る
か
に
広
い
と
い
う
利
点
が

あ
り
ま
す
。

今
も
あ
る
掘
立
柱
建
物

現
代
に
も
、
掘
立
柱
建
物
の
名
残

な

ご

り
を
感
じ
さ
せ

る
建
物
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
農
家
の
庭
先
な
ど
に

あ
る
「
は
で
木ぎ

小
屋
」、
簡
単
な
「
納
屋

な

や

」
な
ど
が
そ
れ

で
す
。

地
面
に
柱
を
埋
め
込
む
穴
を
掘
り
、
柱
を
立
て
て
、

横
木
や
筋
交

す
じ
か

い
を
渡
し
、
屋
根
を
か
け
る
。
ま
さ
に
掘

立
柱
建
物
の
建
て
方
な
の
で
す
。

こ
ん
な
に
違
う
掘
立
柱
建
物
と
竪
穴
住
居

竪
穴
住
居
は
、
部
屋
の
中
に
何
本
も
柱
が
立
ち
、

壁
際

か
べ
ぎ
わ

は
屋
根
も
低
い
。
そ
の
た
め
壁
の
中
に
柱
が

埋
ま
り
、
屋
根
も
高
い
掘
立
柱
建
物
よ
り
も
、
有

効
に
使
え
る
空
間
が
少
な
い
。

い
ま
す
。
炊
事

す
い
じ

や
暖
房
、
さ
ら
に
は
建
物
内

が
暗
い
の
で
照
明
の
役
目
も
果
た
し
て
い
ま

し
た
。
た
だ
し
食
べ
物
の
調
理
は
、
た
い
て

い
屋
外
で
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

建
物
内
に
は
仕
切
り
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、『
寝

る
・
食
事
を
す
る
・
作
業
を
す
る
』
と
い
っ

た
場
所
は
、
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
て
い
た
よ

う
で
す
。

古
代
に
お
い
て
も
、
人
び
と
は
快
適
な
住

ま
い
を
求
め
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
や
努
力

を
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

掘立柱建物の骨組み

平地に穴を掘って柱を立てる。穴と柱のすき間は土な
どで埋める。

掘立柱建物の内部 竪穴住居の内部

安来市・岩屋口
いわやぐち

遺跡の発掘調査現場に建てられた休憩
小屋（建築風景）

（松江市坂本町にて撮影）

写真提供：広島県立みよし風土記の丘
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