
�

奈良・平安時代�

古墳時代�

弥生時代�

出雲� 畿内�

北陸�

関東�

15 14

全
国
最
大
級
の
「
玉
」
生
産
地

玉
作
り
の
メ
ッ
カ
・
出
雲
国

出
雲
い
ず
も

最
大
の
観
光
地
の
一
つ
に
、
八
束
や
つ
か

郡
玉
湯
た
ま
ゆ

町
の
玉
造
温
泉

た
ま
つ
く
り
お
ん
せ
んが
あ
り
ま
す
。
そ
の
温
泉

街
を
望
む
小
高
い
丘
に
、「
玉
作
史
跡
公
園

た
ま
つ
く
り
し
せ
き
こ
う
え
ん
」
が
あ
り
ま
す
。

「
玉
」
は
そ
の
妖あ
や

し
い
輝
き
か
ら
、
古
来
よ
り
お
祭
り
な
ど
に
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
古
墳
こ
ふ
ん

時
代
に
な
る
と
、
大
王
お
お
き
み

か
ら
各
地
の
豪
族
ご
う
ぞ
く

に
与
え
ら
れ
る
「
権
威
け
ん
い

の
シ
ン
ボ
ル
」
と
し
て
の

役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
玉
を
作
る
こ
と
を
「
玉
作
た
ま
さ
く

」
ま
た
は

「
玉
作
た
ま
つ
く

り
」
と
言
い
、
古
代
の
玉
造
は
、
全
国
に
お
け
る
玉
作
の
メ
ッ
カ
で
し
た
。

玉
造
で
玉
作
関
係
の
遺
物
が
た
く
さ
ん
拾
え
る
こ
と
は
江
戸
時
代
か
ら
有
名
で
、
大
正
一

一
年
（
一
九
二
二
）
に
国
指
定
史
跡
と
な
り
、
大
正
一
四
年
（
一
九
二
五
）
に
は
全
国
で
も

初
め
て
、
玉
作
に
関
す
る
考
古
学
的
調
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
発
掘
調
査
は
昭
和
四
四
年

（
一
九
六
九
）
か
ら
行
わ
れ
、
玉
造
史
跡
公
園
に
は
そ
の
成
果
が
保
存
、
公
開
さ
れ
て
い
ま

す
。玉

造
一
帯
は
、
現
在
で
も
玉
作
に
関
連
の
深
い
遺
跡
や
古
墳
、
神
社
、
地
名
な
ど
が
数
多

く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
一
帯
こ
そ
が
、
全
国
最
大
級
の
玉
作
地
帯
だ
っ
た
の
で
す
。

出
雲
は
、
古
代
か
ら
玉
の
生
産
地
と
し
て
栄
え
た
所
で
す
。
現

在
発
見
さ
れ
て
い
る
古
い
玉
作
跡

た
ま
さ
く
あ
と

は
松
江
市
の
西
川
津
遺
跡

に
し
か
わ
つ
い
せ
き

で
、

弥
生
や
よ
い

時
代
前
期
の
玉
作
遺
物
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

古
墳
時
代
中
期
ま
で
は
、
出
雲
は
全
国
で
も
有
力
な
玉
生
産
地

の
一
つ
に
す
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
他
地
域
の
玉
作
が
衰
え

る
古
墳
時
代
後
期
に
は
い
っ
て
出
雲
の
玉
作
は
最
盛
期
を
迎
え
、

奈
良
・
平
安
時
代
に
は
、
も
は
や
出
雲
で
し
か
玉
作
は
行
わ
れ
な

く
な
り
ま
す
。
な
ぜ
出
雲
だ
け
が
玉
生
産
地
と
し
て
残
っ
た
の
か
、

そ
の
理
由
は
ま
だ
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
に
は
何
か
大
き
な

謎
が
あ
り
そ
う
で
す
。

最
後
ま
で
残
っ
た
玉
作
り

出
雲
で
た
く
さ
ん
の
玉
が
作
ら
れ
た
こ
と
は
、
発
見
さ
れ
る
遺
跡

や
遺
物
か
ら
明
ら
か
で
す
。
し
か
し
、
玉
作
工
房
か
ら
は
膨
大
ぼ
う
だ
い

な
数

の
未
成
品
が
見
つ
か
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
不
思
議
な
こ
と

に
完
成
品
は
一
つ
も
出
土
し
て
い
ま
せ
ん
。

近
く
の
古
墳
か
ら
勾
玉
ま
が
た
ま

や
管
玉
く
だ
た
ま

が
出
土
し
て
い
ま
す
が
、
た
い
し

た
数
で
は
な
く
、
全
国
的
に
見
る
と
、
む
し
ろ
出
雲
は
少
な
い
ほ
う

で
す
。
玉
作
工
房
で
作
ら
れ
た
玉
の
完
成
品
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
へ

行
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

出
雲
の
玉
は
ど
こ
へ
行
っ
た
？

玉
作
遺
跡
は
八
束
郡
玉
湯
町
玉
湯
川
、
松
江
市
忌
部
い
ん
べ

川
付
近
に

集
中
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
こ
の
両
河
川
の
間
に
、
玉
の
原
石
（
め

の
う
、
碧
玉
へ
き
ぎ
ょ
く）
の
産
地
で
あ
る
花
仙
山
が
あ
る
こ
と
が
最
大
の
原
因

で
す
。
こ
の
あ
た
り
は
、
全
国
で
も
例
の
な
い
ほ
ど
玉
作
遺
跡
が
集

中
し
て
い
る
場
所
な
の
で
す
。

そ
の
ほ
か
安
来
や
す
ぎ

平
野
な
ど
で
も
、
近
年
玉
作
遺
跡
が
数
多
く
見

つ
か
っ
て
い
ま
す
が
、
原
石
産
地
が
付
近
に
な
く
、
花
仙
山
か
ら
原

石
を
運
ん
で
玉
作
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

日
本
で
も
っ
と
も
玉
作
遺
跡
が
集
中
す
る

花
仙
山

か
せ
ん
ざ
ん

周
辺

『
出
雲
国
風
土
記

い
ず
も
の
く
に
ふ
ど
き

』
や
『
古
語
拾
遺

こ
ご
し
ゅ
う
い

』
な
ど
の
奈
良
・
平
安
時
代
に

書
か
れ
た
本
に
は
、
出
雲
玉
作
に
つ
い
て
の
記
述
が
見
ら
れ
、
し
ば

し
ば
忌
部
い
ん
べ

と
い
う
言
葉
が
登
場
し
ま
す
。
忌
部
は
今
で
も
松
江
市
に

地
名
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
が
、
も
と
も
と
は
朝
廷
の
お
祭
り
の
道

具
を
作
る
こ
と
を
職
業
と
し
て
い
る
、
畿
内
き
な
い

に
住
む
有
力
豪
族
ご
う
ぞ
く

の
姓
か
ば
ね

で
し
た
。
こ
の
忌
部
氏
は
玉
の
生
産
に
も
深
く
関
わ
っ
て
お
り
、
出

雲
の
忌
部
は
、
当
時
の
朝
廷
と
深
い
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
あ

ら
わ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

文
献
に
書
か
れ
た
出
雲
玉
作

こ
の
よ
う
に
推
測
す
る
と
、
出
雲
で
作
ら
れ
た
玉
は
「
忌
部
氏
」

を
通
し
て
中
央
の
朝
廷
に
運
ば
れ
、
そ
こ
か
ら
各
地
方
へ
貴
重
な
宝

と
し
て
配
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
近
年
で
は
玉
の
石
材
を
理
化
学
的
に

分
析
す
る
こ
と
で
、
各
地
で
出
土
す
る
玉
の
う
ち
、
い
く
つ
か
は
出

雲
産
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
出
雲
の
玉
が
各
地
へ
配
ら
れ
た
こ
と

が
証
明
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

中
央
へ
運
ば
れ
た
玉

王者を飾った出雲の「玉」
（京都府園部町・園部垣内古墳出土）
畿内の王クラスの古墳からは、おびただしい数
の玉が出土する。近年、理化学的分析により、
垣内古墳の玉のうち勾玉と矢じりの一部が花仙
山産であることがわかった。

日本最大の玉作地帯・玉湯川流域
現在の温泉街を中心として玉作遺跡が集中している。温泉街より手
前が史跡公園。

玉作り工房から見つかった原石・未成品
（松江市・大角山

おおすみやま

遺跡、安来市・大原遺跡：５世紀）

玉作工房跡
たまさくこうぼうあと

公園内から見つかっ
た工房跡の１つで、
竪穴
たてあな

住居の中から
多数の玉類未成品
が見つかった。現在
は屋根でおおってあ
り、発掘当時の様
子が再現されてい
る。

出雲玉作
いずもたまつくり

資料館

（玉湯町玉造）
公園東側の丘の上
にある、全国唯一
の玉専門資料館。
玉作公園内出土の
遺物をはじめ、県内
外の玉作関係遺物
がわかりやすく展示
されている。

玉作湯
たまつくりゆ

神社

（玉湯町玉造）
『出雲国風土記』にも
記載のある神社。玉
作の祖

そ

・櫛明命神
くしあかたまのみこと

な
どを祀る。境内には
付近から出土し奉納
された玉作出土品の
収蔵庫がある。

全国の産地別・時代別の玉作遺跡

出雲の玉作遺跡の分布

玉作工房内に持ち込まれた碧玉
へきぎょく

原石
（松江市・福富 I遺跡出土：5～6世紀）

玉作工房内に散らばる未成品
（安来市・大原遺跡出土：５世紀）

玉湯町� 松江市�

宍道湖�

宍道町�

玉
湯
川�

出雲玉作資料館�

花仙山�

報恩寺古墳群�

出雲玉作史跡公園�

玉作湯神社�

宍道湖南部広域農道�

県道大東湯町線�

山陰本線�
国道９号線�

報恩寺
ほうおんじ

古墳群

（玉湯町湯町）
真言宗報恩寺の裏山
にある古墳群で、６
基からなる。このう
ち４号墳は全長約５
０ｍの前方後円墳で、
このあたりでは最大
級の大きさ。５世紀
代の古墳で、玉作集
団を支配した豪族の
墓と考えられている。

碧玉製
へきぎょくせい

矢じり 碧玉製勾玉
へきぎょくせいまがたま

写真提供：園部町教育委員会

き な い
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