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写真５　大栗遺跡の柱穴列２（西から撮影）

大お
お
ぐ
り栗
遺
跡
で
見
つ
か
っ
た
謎
の
柱ち

ゅ
う
け
つ
れ
つ

穴
列
に
つ
い
て　

　

二
〇
一
五 

・
一
六
年
度
に
発
掘
調
査
し
た
川
向
地
区
の
大
栗
遺
跡
で
は
、
柱
を
据す

え
付
け
る
た

め
の
穴
（
柱

は
し
ら
ほ
り
か
た

掘
方
と
呼
び
ま
す
）
が
直
径
七
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
巨
大
な
柱
穴
列
を
三

基
確
認
し
ま
し
た
。

　

柱
穴
列
が
見
つ
か
っ
た
位
置
は
遺
跡
の
北
寄
り
で
、
か
つ
て
宅
地
が
あ
っ
た
平
坦
面
を
造
成
す

る
た
め
の
盛
り
土
を
取
り
除
い
た
下
の
遺
構
面
で
確
認
し
ま
し
た
。
こ
の
平
坦
面
は
、
も
と
も
と

北
側
の
斜
面
地
か
ら 

一
〇
メ
ー
ト
ル
程
度
の
幅
し
か
な
い
た
め
、
南
側
に
盛
り
土
し
て
幅
を
最

大
で
二
〇
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
ま
で
広
げ
、
南
端
部
に
は
崩
れ
な
い
よ
う
に
石
垣
が
築
か
れ
て
い
ま

し
た
。
こ
う
し
て
造
成
さ
れ
た
平
坦
面
は
東
側
と
西
側
の
二
か
所
あ
り
、
西
側
の
平
坦
面
（
下
図

の
平
場
１
）
は
住
居
、
東
側
の
平
坦
面
（
同
・
平
場
２
）
は
墓
地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
よ
う

で
す
。

　

発
掘
調
査
で
確
認
し
た
三
基
の
柱
穴
列
は
、
平
坦
面
を
保
護
す
る
石
垣
よ
り
も
若
干
北
側
（
山

寄
り
）
で
見
つ
か
り
ま
し
た
。
柱
穴
の
掘
方
は
、
ま
る
で
奈
良
時
代
の
役
所
で
見
つ
か
る
よ
う
な

巨
大
な
も
の
な
の
で
（
写
真
５
）、
最
初
は
古
代
の
遺
構
か
と
も
考
え
ま
し
た
が
、
土
層
断
面
を

詳
細
に
検
討
す
る
と
、
中
世
頃
と
み
ら
れ
る
水
田
面
（
断
面
図
の
緑
色
の
層
）
よ
り
も
上
か
ら
掘

り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

今
回
、
こ
の
大
栗
遺
跡
の
発
掘
調
査
報
告
書
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
柱
穴
列
の
位
置

を
改
め
て
詳
細
に
検
討
し
た
結
果
、
東
西
に
連
続
し
て
築
か
れ
た
三
基
の
柱
穴
列
は
お
お
む
ね
等

高
線
に
沿
っ
て
お
り
、
特
に
い
ち
ば
ん
西
側
の
柱
穴
列
１
の
西
端
が
、
石
垣
の
位
置
と
だ
い
た
い

合
う
こ
と
が
確
認
で
き
ま
し
た
。

　

お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の
柱
穴
列
は
、
狭
い
平
坦
面
の
谷
側
に
盛
り
土
を
し
て
造
成
す
る
際
、
横
に

土
留
め
用
の
板
を
渡
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
土
留
め
板
を
固
定
す
る
た
め
に
造
ら
れ
た
柵さ

く

列
で
は
な

い
か
と
推
定
す
る
に
至
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
一
九
五
〇
年
代
に
杉
の
植
林
が
な
さ
れ
る
直
前
ま

で
あ
っ
た
宅
地
よ
り
さ
ら
に
古
い
時
期
に
も
、
柵
列
と
板
で
土
留
め
を
し
た
平
坦
面
が
あ
っ
た
可

能
性
が
高
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
柵
列
よ
り
古
い
時
期
の
水
田
に
つ
い
て
も
、
大
栗
遺
跡
で
は
土
層
断
面
で
確
認
し
た

だ
け
で
す
が
、
今
年
度
の
大
崎
遺
跡
で
は
よ
う
や
く
実
際
に
発
掘
調
査
で
き
ま
し
た
。
大
栗
遺
跡

の
土
層
断
面
で
は
水
田
の
畦
と
畦
の
間
隔
が
二
〜
三
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
し
か
な
い
の
と
同
様
に
、

大
崎
遺
跡
の
水
田
も
や
は
り
一
辺
が
三
〜
四
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
小
規
模
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
が

遺
構
と
し
て
確
認
で
き
た
の
で
す
。
お
そ
ら
く
中
世
に
は
、
こ
の
設
楽
町
に
あ
る
あ
ち
こ
ち
の
緩

斜
面
に
は
、
区
画
の
小
さ
な
棚
田
が
広
が
っ
て
い
た
景
観
が
復
元
で
き
ま
す
。　
（
樋
上　

昇
）
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令
和
三
年
度
成
果
報
告
会
の
ご
案
内

　

設
楽
ダ
ム
関
連
の
発
掘
調

査
も
、
今
年
度
は
無
事
終
了

し
ま
し
た
。
地
域
地
元
の
皆

様
や
、
関
係
の
皆
様
の
お
陰

を
持
ち
ま
し
て
、
今
年
度
も

注
目
す
べ
き
調
査
成
果
を
得

る
こ
と
が
で
き
ま
ま
し
た
。

ま
す
ば
お
礼
申
し
上
げ
ま

す
。

　

恒
例
の
成
果
報
告
会
『
新

設
楽
発
見
伝
』
は
、
今
年
度

で
八
回
目
に
な
り
ま
す
。
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡

大
状
況
に
よ
り
、
今
回
も
オ

ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
開
催
と
な

り
ま
す
。
期
間
内
で
あ
れ
ば
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
随
時
見
て
頂

く
と
こ
が
で
き
ま
す
。
ま
た
印
刷
資
料
は
、
三
月
十
四
日
以

降
で
あ
れ
ば
、
町
内
各
所
で
も
配
布
予
定
で
す
の
で
、
よ
ろ

し
け
れ
ば
是
非
ご
利
用
下
さ
い
。　
　
　
　
　
（
川
添
和
暁
）　
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大お
お
さ
き崎
遺
跡
発
掘
調
査　

　

発
掘
調
査
は
無
事
終
了
し
、
水
田
状
遺
構
と
集
落
跡
の
全
貌
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

　

水
田
状
遺
構
は
調
査
区
の
斜
面
地
を
除
く
ほ
ぼ
全
域
に
広
が
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

し
た(

図
３
赤
線
内)

。
調
査
区
の
北
西
か
ら
流
れ
る
水
路(

図
２
青
部)

を
中
心
と
し
て
２

〜
３
m
四
方
の
小
区
画
の
水
田
状
遺
構
が
南
東
方
向
に
向
け
て
展
開
し
て
お
り
、
そ
の
ま
ま

境
川
に
つ
な
が
る
よ
う
で
す
。
山
間
部
で
は
効
率
よ
く
水
を
溜
め
る
た
め
に
、
地
形
に
合
わ

せ
て
小
さ
い
区
画
で
造
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

続
い
て
水
田
状
遺
構
の
下
面
で
見
つ
か
っ
た
集
落
跡
に
つ
い
て
で
す
が
、
竪
穴
建
物
跡
は

現
在
10
棟
ほ
ど
確
認
さ
れ
て
い
ま
す(
図
３
青
線
内)

。
竪
穴
建
物
跡
の
様
子
が
わ
か
っ
て

き
た
の
で
ご
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。
竪
穴
建
物
跡
の
時
期
は
縄
文
時
代
中
期
か
ら
弥
生
時
代

中
期
ご
ろ
ま
で
様
々
で
し
た
。
中
で
も
い
く
つ
か
の
竪
穴
建
物
跡
で
は
廃
絶
し
て
あ
る
程
度

埋
ま
っ
た
竪
穴
建
物
跡
の
凹
地
を
利
用
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
以
降
は
各
時
期
の

竪
穴
建
物
跡
に
つ
い
て
見
て
い
き
ま
す
。

　

図
２
の
赤
く
塗
っ
て
あ
る
竪
穴
建
物
跡
は
縄
文
時
代
中
期
後
半(

約
五
千
年
前)

ご
ろ
の

も
の
で
す
。
こ
の
竪
穴
建
物
跡
は
よ
く
あ
る
方
形
と
は
違
い
、
五
角
形
に
近
い
形
の
竪
穴

建
物
と
思
わ
れ
ま
す(

写
真
１)

。
黄
色
で
塗
っ
て
あ
る
も
の
は
縄
文
時
代
後
期
中
葉(

約

三
千
八
百
年
前)

ご
ろ
の
も
の
で
す
。
遺
構
内
か
ら
は
注
口
土
器
の
一
部
が
出
土
し
ま
し
た

(

写
真
２)

。
青
で
塗
っ
て
あ
る
も
の
は
縄
文
時
代
後
期(

約
四
千
年
前)

ご
ろ
の
竪
穴
建
物

跡
で
す
。
他
の
竪
穴
建
物
跡
か
ら
離
れ
た
位
置
で
見
つ
か
り
ま
し
た(

写
真
３)
。
緑
で
塗
っ

て
あ
る
も
の
は
弥
生
時
代
前
期
後
葉
か
ら
中
期
前
葉(

約
二
千
百
年
前)

ご
ろ
の
も
の
で
す
。

こ
の
竪
穴
建
物
跡
は
大
崎
遺
跡
で
見
つ
か
っ
た
他
の
建
物
跡
と
違
い
、
建
物
内
に
礫
が
多
く

出
土
し
て
い
ま
す(

写
真
４)

。
最
後
は
茶
色
に
塗
っ
て
あ
る
も
の
は
弥
生
時
代
中
期
後
葉
ご

ろ(

約
二
千
年
前)

で
す
。
こ
の
竪
穴
建
物
跡
は
小
判
型
と
言
わ
れ
る
形
を
し
て
お
り
、
周

り
に
周
堤
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

　

今
年
度
の
発
掘
調
査
も
は
こ
れ
で
終
了
で
す
。
３
月
に
開
催
予
定
の
成
果
報
告
会
に
て
改

め
て
調
査
に
つ
い
て
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
期
待
く
だ
さ
い
。　
　

(

社
本
有
弥)

写真３　竪穴建物掘削作業 ( 図３　③ )

A 区
B 区

写真１　竪穴建物跡、検出状況 ( 図３　① )

写真２　注口土器片 ( 図３　② )

縄文時代後期？ 弥生時代中期後葉

縄文時代後期中葉

縄文時代後期前葉末 縄文時代晩期

縄文時代後期末

弥生時代前期後葉
から中期前葉

縄文時代中期後半

図２　大崎遺跡全体図 (1/1000)　 図１　土層断面と遺構の関係写真４　竪穴建物跡礫出土状況 ( 図３　④ )

①

②

③

④
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写真５　大栗遺跡の柱穴列２（西から撮影）

大お
お
ぐ
り栗
遺
跡
で
見
つ
か
っ
た
謎
の
柱ち

ゅ
う
け
つ
れ
つ

穴
列
に
つ
い
て　

　

二
〇
一
五 

・
一
六
年
度
に
発
掘
調
査
し
た
川
向
地
区
の
大
栗
遺
跡
で
は
、
柱
を
据す

え
付
け
る
た

め
の
穴
（
柱

は
し
ら
ほ
り
か
た

掘
方
と
呼
び
ま
す
）
が
直
径
七
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
巨
大
な
柱
穴
列
を
三

基
確
認
し
ま
し
た
。

　

柱
穴
列
が
見
つ
か
っ
た
位
置
は
遺
跡
の
北
寄
り
で
、
か
つ
て
宅
地
が
あ
っ
た
平
坦
面
を
造
成
す

る
た
め
の
盛
り
土
を
取
り
除
い
た
下
の
遺
構
面
で
確
認
し
ま
し
た
。
こ
の
平
坦
面
は
、
も
と
も
と

北
側
の
斜
面
地
か
ら 
一
〇
メ
ー
ト
ル
程
度
の
幅
し
か
な
い
た
め
、
南
側
に
盛
り
土
し
て
幅
を
最

大
で
二
〇
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
ま
で
広
げ
、
南
端
部
に
は
崩
れ
な
い
よ
う
に
石
垣
が
築
か
れ
て
い
ま

し
た
。
こ
う
し
て
造
成
さ
れ
た
平
坦
面
は
東
側
と
西
側
の
二
か
所
あ
り
、
西
側
の
平
坦
面
（
下
図

の
平
場
１
）
は
住
居
、
東
側
の
平
坦
面
（
同
・
平
場
２
）
は
墓
地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
よ
う

で
す
。

　

発
掘
調
査
で
確
認
し
た
三
基
の
柱
穴
列
は
、
平
坦
面
を
保
護
す
る
石
垣
よ
り
も
若
干
北
側
（
山

寄
り
）
で
見
つ
か
り
ま
し
た
。
柱
穴
の
掘
方
は
、
ま
る
で
奈
良
時
代
の
役
所
で
見
つ
か
る
よ
う
な

巨
大
な
も
の
な
の
で
（
写
真
５
）、
最
初
は
古
代
の
遺
構
か
と
も
考
え
ま
し
た
が
、
土
層
断
面
を

詳
細
に
検
討
す
る
と
、
中
世
頃
と
み
ら
れ
る
水
田
面
（
断
面
図
の
緑
色
の
層
）
よ
り
も
上
か
ら
掘

り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

今
回
、
こ
の
大
栗
遺
跡
の
発
掘
調
査
報
告
書
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
柱
穴
列
の
位
置

を
改
め
て
詳
細
に
検
討
し
た
結
果
、
東
西
に
連
続
し
て
築
か
れ
た
三
基
の
柱
穴
列
は
お
お
む
ね
等

高
線
に
沿
っ
て
お
り
、
特
に
い
ち
ば
ん
西
側
の
柱
穴
列
１
の
西
端
が
、
石
垣
の
位
置
と
だ
い
た
い

合
う
こ
と
が
確
認
で
き
ま
し
た
。

　

お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の
柱
穴
列
は
、
狭
い
平
坦
面
の
谷
側
に
盛
り
土
を
し
て
造
成
す
る
際
、
横
に

土
留
め
用
の
板
を
渡
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
土
留
め
板
を
固
定
す
る
た
め
に
造
ら
れ
た
柵さ

く

列
で
は
な

い
か
と
推
定
す
る
に
至
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
一
九
五
〇
年
代
に
杉
の
植
林
が
な
さ
れ
る
直
前
ま

で
あ
っ
た
宅
地
よ
り
さ
ら
に
古
い
時
期
に
も
、
柵
列
と
板
で
土
留
め
を
し
た
平
坦
面
が
あ
っ
た
可

能
性
が
高
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
柵
列
よ
り
古
い
時
期
の
水
田
に
つ
い
て
も
、
大
栗
遺
跡
で
は
土
層
断
面
で
確
認
し
た

だ
け
で
す
が
、
今
年
度
の
大
崎
遺
跡
で
は
よ
う
や
く
実
際
に
発
掘
調
査
で
き
ま
し
た
。
大
栗
遺
跡

の
土
層
断
面
で
は
水
田
の
畦
と
畦
の
間
隔
が
二
〜
三
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
し
か
な
い
の
と
同
様
に
、

大
崎
遺
跡
の
水
田
も
や
は
り
一
辺
が
三
〜
四
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
小
規
模
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
が

遺
構
と
し
て
確
認
で
き
た
の
で
す
。
お
そ
ら
く
中
世
に
は
、
こ
の
設
楽
町
に
あ
る
あ
ち
こ
ち
の
緩

斜
面
に
は
、
区
画
の
小
さ
な
棚
田
が
広
が
っ
て
い
た
景
観
が
復
元
で
き
ま
す
。　
（
樋
上　

昇
）
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令
和
三
年
度
成
果
報
告
会
の
ご
案
内

　

設
楽
ダ
ム
関
連
の
発
掘
調

査
も
、
今
年
度
は
無
事
終
了

し
ま
し
た
。
地
域
地
元
の
皆

様
や
、
関
係
の
皆
様
の
お
陰

を
持
ち
ま
し
て
、
今
年
度
も

注
目
す
べ
き
調
査
成
果
を
得

る
こ
と
が
で
き
ま
ま
し
た
。

ま
す
ば
お
礼
申
し
上
げ
ま

す
。

　

恒
例
の
成
果
報
告
会
『
新

設
楽
発
見
伝
』
は
、
今
年
度

で
八
回
目
に
な
り
ま
す
。
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡

大
状
況
に
よ
り
、
今
回
も
オ

ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
開
催
と
な

り
ま
す
。
期
間
内
で
あ
れ
ば
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
随
時
見
て
頂

く
と
こ
が
で
き
ま
す
。
ま
た
印
刷
資
料
は
、
三
月
十
四
日
以

降
で
あ
れ
ば
、
町
内
各
所
で
も
配
布
予
定
で
す
の
で
、
よ
ろ

し
け
れ
ば
是
非
ご
利
用
下
さ
い
。　
　
　
　
　
（
川
添
和
暁
）　




