
7

古
墳
こ
ふ
ん

は
、
み
な
さ
ん
が
思
っ
て
い
る
以
上
に
身
近
な
存
在
で
す
。
発
掘
調
査
さ
れ
た
遺
跡
の
中
で
も
多

数
を
占
め
、
発
掘
と
言
え
ば
古
墳
を
連
想
す
る
人
も
多
い
は
ず
で
す
。
こ
の
古
墳
が
単
な
る
墓
で
な
い
こ

と
は
、
こ
の
時
代
が
「
古
墳
時
代
」
と
い
う
一
つ
の
時
代
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
っ
て

い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

で
は
島
根
県
の
古
墳
時
代
と
は
、
ど
ん
な
様
子
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で
は
最
新
の
発
掘
調
査

の
成
果
も
ま
じ
え
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
実
を
紹
介
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
実
は
島
根
県
に
は
、
日

本
の
古
代
史
を
解
明
す
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い
古
墳
も
あ
る
の
で
す
。
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島
根
の
古
墳
が
、

日
本
の
古
代
史
を
解
明
し
つ
つ
あ
る

古
墳
が
い
つ
か
ら
造
ら
れ
始
め
た
か
は
、
古
代
史
を
解
明
す
る

う
え
で
非
常
に
重
要
な
問
題
で
す
。
弥
生
や
よ
い

時
代
の
終
り
ご
ろ
、
日

本
各
地
で
土
を
小
山
の
よ
う
に
盛
り
、
中
に
木
製
の
棺
ひ
つ
ぎを
入
れ
た
、

一
見
、
古
墳
の
よ
う
な
墓
が
盛
ん
に
造
ら
れ
始
め
ま
す
。
し
か
し

こ
の
段
階
で
は
ま
だ
、
各
地
域
で
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
形
の
も
の
を
造

っ
て
お
り
、
古
墳
時
代
の
前
方
後
円
墳

ぜ
ん
ぽ
う
こ
う
え
ん
ふ
ん

の
よ
う
な
「
全
国
的
に
共

通
し
た
形
の
墓
」
は
現
れ
て
い
ま
せ
ん
。

こ
う
し
た
な
か
、
江ご
う

の
川か
わ

流
域
や
鳥
取
県
の
米
子
よ
な
ご

市
な
ど
で
四

角
形
の
墳
丘

ふ
ん
き
ゅ
う
の
角
が
突
出
す
る
奇
妙
な
形
を
し
た
墓
が
現
れ
、
や

が
て
出
雲
い
ず
も

市
や
安
来
や
す
ぎ

市
を
中
心
と
す
る
出
雲
部
で
発
展
す
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
四
隅
突
出

よ
す
み
と
っ
し
ゅ
つ

型
墳
丘
墓

が
た
ふ
ん
き
ゅ
う
ぼ

と
呼
ば
れ
る
、
山
陰

か
ら
北
陸
に
ま
で
共
通
の
形
を
持
っ
て
広
が
る
、「
古
墳
の
さ
き
が

け
」
の
よ
う
な
墓
で
す
。
も
し
、
こ
の
四
隅
突
出
型
墳
丘
墓
が
も

古
墳
誕
生
の
謎
を
解
く
鍵
は
、
島
根
に
あ
っ
た

…
古
墳
の
さ
き
が
け
「
四
隅
突
出
型
墳
丘
墓

よ
す
み
と
っ
し
ゅ
つ
が
た
ふ
ん
き
ゅ
う
ぼ

」
…

前立山
まえたてやま

遺跡（六日市注連川）
尾根上に造られた弥生時代中期末ごろ（約1900年
前）の溝で区画された墓。現在は中国自動車道。

長曽土壙墓
ちょうそどこうぼ

群（安来市黒井田町）
岡山県の壺が出土。たくさんの墓穴が出てきた。
26人以上が葬られていたようだ。

五反田
ご た ん だ

１号墳（安来市門生町）
安来道路予定地の調査で、径25ｍの円墳から、長さ約５ｍの竪穴式石室が現れた。この石室内部は、現地
説明会で公開された。５世紀初めごろの古墳。

安養寺
あんようじ

墳墓群（安来市西赤江町）
四隅突出型墳丘墓が２基調査された。３号墓は貼石がよく残っており、いかに丁寧に造られたかがわかる。
現在は住宅団地。

っ
と
全
国
的
な
広
が
り
を
見
せ
て
い
た
ら
、
古
墳
時
代
は
島
根
県

が
政
治
や
墓
造
り
の
主
導
権
を
握
っ
て
始
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
…

…
。
そ
れ
ぐ
ら
い
重
要
な
墓
な
の
で
す
（
詳
し
く
は
二
巻
を
参
照
）。

木
製
の
棺
と
お
祭
り
の
土
器

古
墳
時
代
よ
り
前
、
す
な
わ
ち
弥
生
時
代
の
棺
は
、
木
製
の
も

の
が
一
般
的
で
、
現
在
で
は
朽く

ち
果
て
て
し
ま
い
、
そ
の
痕
跡
こ
ん
せ
き

し
か

見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
一
つ
の
墳
丘
ふ
ん
き
ゅ
うに
三
〜
一
〇
人
以

上
と
、
古
墳
時
代
に
比
べ
て
多
数
葬
ほ
う
むら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
が

特
徴
で
す
。
中
に
は
他
と
比
べ
て
ひ
と
ま
わ
り
大
き
な
墓
穴
は
か
あ
な

が
あ

り
、
墓
の
中
心
人
物
の
存
在
が
わ
か
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

大木権現山１号墳（東出雲町出雲郷）
「最後の四隅突出型墳丘墓」の１つと考えられている。多数
の土器が棺の上から出土した。

的場土壙墓
ま と ば ど こ う ぼ

（上・右）
（松江市竹矢町）
貼石を持つ墳墓で、ここでも岡山
産の土器が出土している。今は住
宅地。

墳丘のまわりの貼石▲

棺の上に供えられた土器

土
器
で
お
祭
り

墓
の
上
か
ら
は
た
く
さ
ん
の
葬
式
そ
う
し
き

用
の
土
器
が
出
土
し
ま
す
が
、

基
本
的
に
は
、
壺つ
ぼ

と
そ
れ
を
乗
せ
る
器
台
き
だ
い

、
そ
し
て
高
坏
た
か
つ
き

と
呼
ば

れ
る
器
で
す
。
さ
ら
に
四
隅
突
出
型
墳
丘
墓
に
は
、
吉
備
き

び

地
方

（
現
在
の
岡
山
県
）
か
ら
運
ば
れ
て
き
た
大
き
な
壺
と
器
台
が
伴
う

こ
と
が
あ
り
、
古
代
に
吉
備
と
出
雲
が
関
係
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を

示
す
数
少
な
い
証
拠
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

仲仙寺
ちゅうせんじ

墳墓群（安来市西赤江町）写真は10号墓
四隅突出型墳丘墓が全国的に知られるきっかけとなった墳墓群。当時の研究者たちはこ
の墓の形を見て、日本の古代史における出雲の重要性をあらためて感じた。現在10号
墓は住宅団地になり8、9号墓は史跡公園として保存されている。

▲

▲
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