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生
活
の
遺
跡
が
語
る
こ
と

一
万
年
以
上
前
の
旧
石
器
時
代
か
ら
現
代
ま
で
、
人
び
と
は
連
綿
れ
ん
め
ん

と
し
て
生
活
を
営
ん
で
き
ま
し
た
。
そ
の
痕
跡
こ
ん
せ
き

は
、
住
居
の
跡
、
炉ろ

の
跡
、
貯
蔵
ち
ょ
ぞ
う

の
跡
、
ご
み
捨
て
場
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
大
地
に

刻
ま
れ
て
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
を
調
査
し
て
丁
寧
て
い
ね
い

に
探
り
、
一

つ
ひ
と
つ
の
資
料
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
で
私
た
ち
が
歩
ん
で
き

た
生
活
の
歴
史
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
。

生
活
の
遺
跡
は
、
当
時
の
人
び
と
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
私
た
ち
に
伝

え
て
く
れ
る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
集
落
の
立
地
を
見
る
こ
と
で
、

そ
こ
で
生
活
が
営
ま
れ
て
い
た
時
代
の
背
景
を
知
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。
集
落
内
に
お
け
る
住
居
跡
の
構
成
か
ら
社
会
の
あ
り
方
を
復
元

す
る
研
究
や
、
さ
ら
に
集
落
遺
跡
同
士
の
関
係
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
事じ

象し
ょ
うを
読
み
と
る
努
力
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

貝
塚
か
い
づ
か

な
ど
の
ご
み
捨
て
場
か
ら
は
、
当
時
の
人
び
と
の
食
生
活
が

う
か
が
え
る
だ
け
で
な
く
、
当
時
の
環
境

か
ん
き
ょ
う
ま
で
も
わ
か
る
よ
う
に
な

っ
て
き
て
い
ま
す
。

こ
の
章
で
は
、
こ
う
し
た
生
活
の
遺
跡
の
調
査
が
明
ら
か
に
し
て

き
た
こ
と
の
一
端
を
、
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

陽徳遺跡（安来市門生町）
安来道路建設に伴い、発掘調査された。目の前に中海を見おろす標高約80ｍ
の山の上に、弥生時代終りごろの竪穴住居跡

たてあなじゅうきょあと

が５棟出てきた。邪馬台国の時代
から古墳時代にかけてのこの時代に、なぜこんな不便なところに住居を構えた
のか。群雄割拠のこの時代に、日本海から出雲にはいってくる船を見張ってい
たのではないだろうか。

一
九
九
四
年
、
標
高
八
〇
メ
ー
ト
ル
、
両
側
が
屏
風
び
ょ
う
ぶ

の
よ
う
に

切
り
立
っ
た
山
の
頂
上
か
ら
、
弥
生
や
よ
い

時
代
終
り
ご
ろ
の
竪
穴
た
て
あ
な

住
居

跡
が
出
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
安
来
や
す
ぎ

道
路
建
設
に
伴
っ
て
発
掘

調
査
さ
れ
た
陽
徳
よ
う
と
く

遺
跡
で
す
。

中
海
な
か
う
み

と
日
本
海
を
眼
下
に
望
む
こ
の
地
に
住
居
を
作
る
理
由
は
、

出
雲
い
ず
も

へ
の
侵
入
し
ん
に
ゅ
う者
を
見
張
る
以
外
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。「
高
地
性

こ
う
ち
せ
い

集
落
」
と
呼
ば
れ
る
こ
う
し
た
集
落
は
、
弥
生
時
代
の
後
半
に
は

西
日
本
全
域
で
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
島
根
県
内
で
高
地
性
集

こ
う
ち
せ
い
し
ゅ
う

落ら
く

と
は
っ
き
り
わ
か
る
も
の
が
見
つ
か
っ
た
の
は
、
こ
れ
が
初
め
て

の
こ
と
で
し
た
。

こ
れ
を
機
に
、
そ
れ
ま
で
調
査
さ
れ
た
県
内
の
集
落
遺
跡
を
見

直
し
て
み
る
と
、
陽
徳
遺
跡
と
同
じ
時
期
に
限
っ
て
、
比
較
的
高

い
丘
陵
き
ゅ
う
り
ょ
うの
上
に
住
居
を
構
え
た
例
が
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
し
た
。
そ

弥
生
時
代
後
半
、

島
根
は
緊
張
状
態
に
あ
っ
た

…
集
落
の
立
地
や
あ
り
方
が
明
ら
か
に
し
た

争
乱
の
歴
史
…

高
い
山
の
上
の
集
落

安
来
市
の
見
晴
ら
し
の
よ
い
山
の
上
で
は
、
弥
生
時
代
の

終
り
ご
ろ
の
住
居
跡
が
し
ば
し
ば
発
見
さ
れ
ま
す
。
陽
徳
遺
跡

の
発
見
を
機
に
こ
れ
ら
を
見
直
す
と
、
見
張
り
や
通
信
機
能
を

持
つ
集
落
で
あ
っ
た
可
能
性
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
ま

し
た
。

猫
ねこ

の谷遺跡（安来市黒井田町） 岩屋口北
いわやぐちきた

遺跡（安来市佐久保町）

大原遺跡（安来市佐久保町）普請場
ふ し ん ば

遺跡（安来市島田町）宮内遺跡（安来市宮内町）

臼
うす

コクリ遺跡（安来市佐久保町）

こ
か
ら
、
や
は
り
見
張
り
や
危
急
き
き
ゅ
う

の
情
報
伝
達
の
た
め
の
集
落
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

同
じ
こ
ろ
、
神
戸
川
を
遡
さ
か
の
ぼっ
た
山
間
の
地
で
あ
る
頓
原
と
ん
ば
ら

町
森も
り

III

遺
跡
か
ら
、
溝
で
囲
ま
れ
た
集
落
（
環
濠
集
落

か
ん
ご
う
し
ゅ
う
ら
く
）
が
発
見
さ
れ
ま

し
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
鉄
の
矢
じ
り
な
ど
の
武
器
も
出
ま
し
た
。
集

落
を
囲
む
溝
は
、
ム
ラ
を
守
る
た
め
の
も
の
と
も
考
え
ら
れ
、
そ
う

だ
と
し
た
ら
、
こ
の
よ
う
な
山
間
地
ま
で
争
い
の
影
響
が
及
ん
で
い

た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
同
様
の
溝
は
、
出
雲
市
の
天
神
て
ん
じ
ん

遺
跡
や
益ま
す

田だ

市
安
富
羽
場

や
す
と
み
は
ば

遺
跡
で
も
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

弥
生
時
代
の
後
半
は
、
中
国
の
歴
史
書
『
魏
志
ぎ

し

』
倭
人
伝

わ
じ
ん
で
ん

に

「
…
…
倭わ

国
乱
れ
、
相
攻
伐

あ
い
こ
う
ば
つ

し
て
年
を
歴へ

た
り
。」
と
記
さ
れ
た
よ

う
に
、
日
本
の
広
い
範
囲
で
戦
い
が
行
わ
れ
て
い
た
時
代
で
し
た
。

し
か
し
島
根
県
で
は
、
そ
う
し
た
証
拠
と
な
る
高
地
性
集
落
や
環
濠

集
落
が
長
い
あ
い
だ
見
つ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
例
外
的
に
平

和
な
地
で
は
な
か
っ
た
か
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
一
つ

の
遺
跡
の
発
掘
調
査
を
機
に
、
島
根
も
戦
乱
に
巻
き
込
ま
れ
て
い

た
様
子
が
一
気
に
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の
で
す
（
詳
し
く
は
二
巻

を
参
照
）。

堀をめぐらした集落

森III遺跡（頓原町八神）
神戸川が作った河岸段丘上にある、島根県では珍しい弥生時代後期の
環濠集落（周りを堀で囲んだ集落）。鉄の矢じりなどの武器も出ており、
防御的性格を持つ集落だったと思われる。古墳時代や奈良時代の住居
跡も出ており、住居跡は全部で100軒以上もあった。隣接して同じ集落
遺跡である森 III 遺跡、森 II 遺跡が続き、山間部随一の大遺跡である。

天神遺跡（出雲市天神）
弥生時代から現代まで、ずっと集落が営まれた大規模な遺跡。市街化
に伴い、住宅、道路、鉄道などの建設でしだいに姿を変えていってい
る。鉄道建設の際の調査では弥生時代の環濠集落も出てきた。

安富羽場
やすとみはば

遺跡（益田市安富）
弥生時代中ごろの、堀をめぐらした環濠集落が見つかった。
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