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住
居
跡
を
掘
る

床
面

ゆ
か
め
ん

が
語
る
も
の

住居跡の発掘作業風景

平
地
に
近
い
山
の
裾す

そ

斜
面
の
発
掘
調
査
を
す
る

と
、
か
な
ら
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
、
古
墳

こ
ふ
ん

時
代
終

り
か
ら
奈
良
時
代
ご
ろ
の
掘
立
柱
建
物
跡
が
見
つ

か
り
ま
す
。

急
な
斜
面
を
削け

ず

っ
て
平
ら
に
し
、
削
り
出
し
た
そ

の
土
を
谷
間
の
斜
面
に
貼は

り
付
け
て
床
面
と
な
る
平

坦
部
を
作
り
、
住
居
を
建
て
た
よ
う
で
す
。
山
の
斜

面
と
い
う
条
件
の
悪
い
場
所
に
、
わ
ざ
わ
ざ
建
物
を

建
て
る
利
点
は
何
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

低
地
は
可
能
な
限
り
耕
地
と
し
て
利
用
し
て
生
産

性
を
上
げ
ら
れ
る
こ
と
や
、
強
い
季
節
風
や
洪
水
を

避
け
ら
れ
る
点
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
尾
根

お

ね

上
よ
り
す
こ
し
で
も
耕
地
に
近
い
、
山
か
ら
降
り
た

裾
付
近
の
斜
面
の
ほ
う
が
、
な
に
か
と
便
利
だ
っ
た

と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た

で
し
ょ
う
。

現
在
で
も
山
裾
に

立
つ
家
が
見
ら
れ
ま
す

が
、
当
時
の
名
残
り

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

住
居
跡
は
、
発
掘
調
査
で
建
物
の
床
面
や
柱
の
跡
を
見
つ
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
確
認
で
き
ま
す
。

竪
穴
住
居

た
て
あ
な
じ
ゅ
う
き
ょ
は
、
縄
文

じ
ょ
う
も
ん
時
代
か
ら
奈
良
時
代
を
中
心
に
作
ら
れ
て
き
ま
し

た
が
、
発
掘
さ
れ
た
住
居
跡
の
床
面
は
左
図
の
よ
う
に
、
時
代
を
追
っ
て
変

化
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
い
っ
た
い
何
を
語
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

県
内
で
発
掘
さ
れ
た
竪
穴
住
居
は
、
時
期
に
よ
っ
て
図
の
１
か
ら
４
の

よ
う
に
変
化
し
て
い
ま
す
。
炉ろ

の
跡
（
図
中
●
印
）、
床
面
の
形
に
変
化
が

見
ら
れ
ま
す
。

弥
生
や
よ
い

時
代
中
ご
ろ
に
は
中
央
に
あ
る
炉
の
跡
が
（
図
１
）、
弥
生
時
代
終

り
ご
ろ
で
は
壁
際
か
べ
ぎ
わ

に
寄
っ
て
い
き
ま
す
（
図
３
）。
そ
れ
ま
で
木
を
組
む
だ

け
だ
っ
た
建
物
の
側
面
に
板
壁
を
立
て
る
こ
と
で
、
屋
根
を
高
く
す
る
こ
と

が
で
き
、
壁
際
で
火
を
炊
く
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
の
壁
を
立

て
る
構
造
が
、
や
が
て
掘
立
柱
建
物
へ
と
発
展
し
て
い
き
ま
す
。

ま
た
床
面
の
形
が
変
化
し
て
い
る
の
も
、
屋
根
の
形
を
は
じ
め
、
建
物
全

体
の
形
や
造
り
の
変
化
に
と
も
な
う
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

山
の
斜
面
に
建
つ
建
物

安来市・宮内
みやうち

遺跡
（弥生時代中ごろ）

安来市・越峠
こしとうげ

遺跡
（弥生時代後半～弥生時代終り）

安来市・岩屋口
いわやぐち

遺跡
（弥生時代終り～古墳時代初め）

安来市・岩屋口遺跡
（古墳時代中ごろ）

才
さい

ノ峠
とうげ

遺跡（松江市竹矢町）
たくさんの柱穴は、この斜面に掘立
柱建物があったことを示す。

松江市長海町

古
墳
時
代
後
半
に
な
る
と
、
竪
穴
住
居
跡
に

は
カ
マ
ド
跡
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
カ

マ
ド
に
は
、
煙
が
建
物
内
に
充
満

じ
ゅ
う
ま
ん
し
た
り
、
火
が

燃
え
移
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
防
火
上
の
利
点
の

ほ
か
に
、
熱
効
率
が
高
ま
る
な
ど
の
利
点
も
あ
っ

た
と
思
わ
れ
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
利
点
を
持
つ
カ

炉
か
ら
カ
マ
ド
ヘ
マ
ド
は
、
渡
来
人

と
ら
い
じ
ん

系
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
伝
え
ら

れ
た
の
ち
、
た
ち
ま
ち
全
国
に
普
及
し
ま
し
た
。

カ
マ
ド
の
普
及
に
よ
っ
て
、
住
居
の
中
に
台
所

と
し
て
の
場
所
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
こ
の
た
め
住
居
の
中
で
の
生
活
の
仕
方
も
、

炉
が
あ
っ
た
時
代
と
は
異
な
っ
た
で
し
ょ
う
。
カ

マ
ド
の
出
現
は
、
人
び
と
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
大
き

く
変
化
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
山
陰
、
と
く
に
出
雲
地
方
で
は
、
床
で

直
接
火
を
た
く
と
き
に
使
用
し
た
と
思
わ
れ
る
土ど

製
支
脚

せ
い
し
き
ゃ
く

が
比
較
的
多
く
出
土
し
ま
す
。
住
居
の

中
に
作
り
つ
け
る
カ
マ
ド
は
、
出
雲
地
方
の
よ
う

な
平
野
部
よ
り
も
、
山
間
部
で
多
く
用
い
ら
れ

た
よ
う
で
す
。

ま
た
掘
立
柱
建
物
跡
か
ら
は
作
り
つ
け
の
カ

マ
ド
は
見
つ
か
ら
ず
、
炉
の
跡
も
少
な
い
こ
と
か

ら
、
移
動
式
の
カ
マ
ド
や
土
製
支
脚
を
利
用
し

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

古
墳
時
代
か
ら
奈
良
時
代
に
か
け
て
使
わ
れ
た
も

の
で
す
。
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
使
え
る
、
便
利
な
道
具

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

儀
式
で
大
活
躍
！
移
動
式
カ
マ
ド

結
婚
、
出
産
な
ど
慶
弔

け
い
ち
ょ
う

時
に
は
、
こ
の
カ
マ
ド
で
調

理
が
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

飯
石
郡
頓
原
町
の
森
遺
跡
で
発
掘
さ

れ
た
、
カ
マ
ド
を
備
え
た
住
居
跡
。
石

を
組
ん
で
、
カ
マ
ド
の
骨
組
み
を
作
っ

た
様
子
が
よ
く
わ
か
る
。
と
っ
て
の
付

い
た
甑

こ
し
き

（
土
製
の
蒸
し
器
）
も
見
つ

か
っ
て
い
る
。

甑
こしき

甕
かめ

カマドがある竪穴住居の内部の様子
（神奈川県立埋蔵文化財調査センター編『神奈川
県立埋蔵文化財調査センター開館10周年記念展
「住まい」の考古学』を参考に作成）

使用想像図

使用想像図

石田遺跡出土
（安来市吉佐町）

四ツ廻
よ つ ざ こ

II遺跡出土
（八束郡東出雲町）

とって付きの甑

石組み

古
代
の
カ
セ
ッ
ト
コ
ン
ロ
？

土
製
支
脚
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