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飛
鳥

あ

す

か

時
代
〜
奈
良
時
代

日
常
生
活
で
も
、
須
恵
器

す

え

き

が
た
く
さ
ん
使
わ
れ
る
時
代
が
始
ま

り
ま
す
。
で
も
装
飾
性
は
、
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
模
様
は
大
量

生
産
す
る
た
め
に
省
か
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
ろ
の
盛
り
つ
け
用
の
器

に
は
、
今
の
茶
碗
と
同
じ
よ
う
に
、
底
に
台
（
高
台
こ
う
だ
い

）
が
付
く
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

煮
炊
き
す
る
の
は
相
変
わ
ら
ず
土
師
器

は

じ

き

が
主
流
で
す
。
甕か
め

の
胴

が
長
く
な
り
ま
す
が
、
カ
マ
ド
が
普
及
し
た
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
。

平
安
時
代

こ
の
こ
ろ
か
ら
、
盛
り
つ
け
用
の
器
と
し
て
の
須
恵
器
は
し
だ
い

に
姿
を
消
し
て
い
き
ま
す
。
た
だ
貯
蔵
用
の
甕
は
、
須
恵
器
に
よ
く

似
た
焼
き
物
が
作
ら
れ
続
け
て
い
た
よ
う
で
す
。
須
恵
器
の
代
わ

り
に
盛
り
つ
け
用
の
主
流
と
な
る
の
が
、「
か
わ
ら
け
」
と
呼
ば
れ

る
土
師
器
で
す
。

そ
し
て
、
美
し
い
釉
薬
ゆ
う
や
く

を
か
け
た
陶
器
が
、
県
内
で
も
出
て
く
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
緑
色
の
緑
釉

り
ょ
く
ゆ
う
や
、
灰
を
釉
薬
に
し
た
灰
釉
か
い
ゆ
う

の
陶

器
で
す
。
現
在
の
京
都
周
辺
や
愛
知
県
周
辺
で
作
ら
れ
た
も
の
で
、

希
少
品
だ
っ
た
た
め
一
般
人
は
あ
ま
り
使
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

鎌
倉
時
代
〜
戦
国
時
代

日
本
各
地
で
大
規
模
に
陶
器
が
作
ら
れ
、
流
通
の
仕
組
み
も
整

っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
焼
き
物
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
で

す
。
備
前
び
せ
ん

焼
（
岡
山
県
）、
常
滑
と
こ
な
め

焼
（
愛
知
県
）、
瀬
戸
焼
（
岐
阜

県
）
な
ど
は
、
み
な
さ
ん
も
聞
き
覚
え
が
あ
り
ま
せ
ん
か
。

ま
た
中
国
と
の
貿
易
で
、「
磁
器
」
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
焼

き
物
が
外
国
か
ら
本
格
的
に
は
い
っ
て
き
ま
す
。
粘
土
で
は
な
く
、

陶
石
と
う
せ
き

と
い
う
鉱
石
を
砕く
だ

い
て
焼
き
し
め
た
磁
器
は
、
今
ま
で
に
な

い
固
さ
と
質
感
が
あ
り
ま
す
。
透す

き
通
る
よ
う
な
白
磁
は
く
じ

や
、
吸
い
込

ま
れ
そ
う
な
青
色
を
し
た
青
磁
せ
い
じ

、
美
し
い
コ
バ
ル
ト
ブ
ル
ー
で
絵
付

け
さ
れ
た
染
付
そ
め
つ
け

が
あ
り
、
当
時
の
人
た
ち
は
目
を
見
張
っ
た
ん
じ
ゃ

な
い
で
し
ょ
う
か
。

煮
炊
き
の
道
具
は
、
長
く
使
わ
れ
て
き
た
土
師
器
の
甕
が
、
鉄

飛鳥～奈良時代（7世紀後半～8世紀）平安時代初期（8～9世紀）平安時代前半（9～10世紀）

平安～鎌倉時代（11～13世紀）

戦国時代（15～16世紀）

江戸時代後半（18世紀～19世紀）
江戸時代前半（17世紀）

明治時代（19～20世紀）

現代

出土地一覧

縄文時代早期：郷路橋遺跡（瑞穂町）菅澤遺跡（広瀬町）
前期：佐太購武貝塚（鹿島町）
中期：板屋Ⅲ遺跡（頓原町）波子遺跡（江津市）
後期：サルガ鼻洞窟遺跡（美保関町）西川津遺跡（松江市）

築廻遺跡（石見町）波子遺跡（江津市）
晩期：板屋Ⅲ遺跡（頓原町）

弥生時代前期：西川津遺跡、タテチョウ遺跡（いずれも松江市）
中期前半：西川津遺跡、タテチョウ遺跡、布田遺跡（いずれも松江市）
中期後半：西川津遺跡、石台遺跡、勝負遺跡（いずれも松江市）
後期前葉：波来浜遺跡（江津市）
後期中葉：九重土壙墓（安来市）
後期後葉：的場遺跡（松江市）

古墳時代前期：西川津遺跡（松江市）
中期中ごろ：夫敷遺跡、大角山遺跡（いずれも松江市）
中期後半：岩屋口遺跡（安来市）夫敷遺跡（松江市）
後期：岩屋口遺跡、高広遺跡（いずれも安来市）

今佐屋山遺跡（瑞穂町）

古墳時代終り～飛鳥時代：岩屋口遺跡、平I遺跡、石田遺跡、
五反田遺跡（いずれも安来市）、森遺跡（頓原町）

飛鳥～奈良時代：出雲国庁跡（松江市）

平安時代初期：大溢遺跡（益田市）
前半：カンボウ遺跡、門生黒谷II遺跡（いずれも安来市）

神田遺跡（松江市）

平安～鎌倉時代：古市遺跡（浜田市）

戦国時代：富田川河床遺跡（広瀬町）

江戸時代前半：富田川河床遺跡（広瀬町）
後半：石見焼（益田市・相生遺跡）

明治時代：布志名焼（出雲玉作資料館蔵）

の
鍋な
べ.

に
主
役
の
座
を
ゆ
ず
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

江
戸
時
代

次
は
、
お
な
じ
み
の
江
戸
時
代
で
す
。
新
た
に
九
州
の
有
田
あ
り
た

（
佐

賀
県
）
を
中
心
に
、
磁
器
が
作
ら
れ
始
め
ま
す
。
ま
た
唐
津
か
ら
つ

（
佐
賀

県
）
で
も
大
規
模
に
陶
器
が
作
ら
れ
、
以
前
か
ら
あ
る
瀬
戸
の
陶

器
と
と
も
に
全
国
に
出
回
り
ま
す
。
今
で
も
焼
き
物
を
総
称
し
て
、

東
日
本
で
は
「
瀬
戸
物
」、
西
日
本
で
は
「
唐
津
物
」
と
呼
ぶ
の
は
、

こ
こ
に
起
源
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
備
前
や
常
滑
の
陶
器
も
た

く
さ
ん
出
ま
す
。

江
戸
時
代
の
終
り
に
な
る
と
、
島
根
県
で
も
陶
器
や
磁
器
を
作

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
藩
窯
は
ん
よ
う

と
し
て
始
め
ら
れ
た
楽
山
ら
く
ざ
ん

焼
や
布
志
ふ

じ

名な

焼
、
今
で
も
た
く
さ
ん
作
ら
れ
る
石
見
い
わ
み

焼
や
石
州
瓦

せ
き
し
ゅ
う
が
わ
らも
こ
の
こ

ろ
作
ら
れ
始
め
ま
す
。

現
　
代

い
よ
い
よ
現
代
で
す
。
私
た
ち
は
今
、
あ
ふ
れ
ん
ば
か
り
の
豊
富

な
食
べ
物
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
器
う
つ
わ
に
盛
り
つ
け
て
食
べ
て
い
ま
す
。
も

う
「
土
器
屋
」
の
ぼ
く
も
、
正
直
言
っ
て
、
器
を
見
た
だ
け
で
は
ど

こ
で
作
ら
れ
た
物
か
わ
か
ら
な
い
し
、
何
も
見
え
て
き
ま
せ
ん
。

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
も
多
く
な
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
今
で
も
こ
だ
わ

り
を
持
ち
続
け
る
陶
芸
家
の
人
た
ち
は
い
る
け
ど
、
大
部
分
は
、
工

場
で
の
大
量
生
産
で
す
よ
ね
。
器
一
つ
ひ
と
つ
に
地
域
や
時
代
、
そ

し
て
作
り
手
の
気
持
ち
が
感
じ
ら
れ
な
い
の
は
、
な
ん
か
悲
し
い
気

持
ち
で
す
。
今
ほ
ど
豊
か
じ
ゃ
な
い
け
ど
、
昔
の
焼
き
物
に
は
当
時

の
人
の
温
も
り
が
ち
ゃ
ん
と
感
じ
ら
れ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
み
な

さ
ん
も
昔
の
焼
き
物
が
好
き
に
な
っ
て
き
ま
せ
ん
か
…
…
。
あ
あ
、

ま
た
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
気
分
に
浸
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ど
う
も
最

後
ま
で
、
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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