
北陸で発見された四隅突出型墳丘墓
（旭遺跡：石川県松任市）

日本で最初に見つかった四隅突出型墳丘墓（順庵原
じゅうなんばら

１号墓：瑞穂町順庵原　1969年）
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日
本
の「
大
乱
期
」に
生
ま
れ
た
、

四
隅
突
出
型
墳
丘
墓

よ
す
み
と
っ
し
ゅ
つ
が
た
ふ
ん
き
ゅ
う
ぼ

弥
生
時
代
に
な
り
農
耕
社
会
に
は
い
る
と
、
富
や
権

力
が
生
ま
れ
、
そ
の
結
果
、
人
び
と
の
あ
い
だ
に
貧
富

の
差
が
発
生
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

階
級
の
発
生
が
人
び
と
の
争
い
の
原
因
と
な
る
こ
と

は
、
世
界
史
的
に
見
て
も
共
通
し
て
い
ま
す
。
弥
生
時

代
の
遺
跡
を
見
る
と
、
集
落
の
ま
わ
り
に
必
要
以
上
の

深
い
堀
を
め
ぐ
ら
せ
た
り
、
生
活
す
る
に
は
不
便
な
高

い
山
や
丘
陵
き
ゅ
う
り
ょ
う上

に
集
落
を
作
っ
た
り
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
日
本
も
農
耕
社
会
が
進
む
に
つ
れ
て
争
い
ご
と
が

多
く
な
っ
て
き
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
時
代
の
お
墓
か
ら
出
土
す
る
人
骨
に
は
、
首
を

は
ね
ら
れ
た
も
の
や
何
本
も
矢
を
打
ち
込
ま
れ
た
も
の

が
あ
り
、
こ
れ
も
弥
生
時
代
に
争
い
ご
と
が
多
か
っ
た

こ
と
を
証
明
し
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
こ
の
時
代
の
日

本
を
記
し
た
中
国
の
史
書
『
魏
志
ぎ

し

』倭
人
伝

わ
じ
ん
で
ん

の
中
に
は
、

「
倭
国

わ
こ
く

乱
れ
る
」と
い
う
記
述
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、

こ
の
発
掘
調
査
で
わ
か
っ
た
争
い
ご
と
に
つ
い
て
書
か

れ
た
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

四
隅
突
出
型
墳
丘
墓
（
以
下
「
四
隅
」
と
略
す
）は
、

そ
ん
な
日
本
の「
大
乱
期
」に
生
ま
れ
た
当
時
の
有
力
者

を
埋
め
た
と
思
わ
れ
る
墓
で
す
。
ヒ
ト
デ
の
よ
う
な
形

と
、
墳
丘
に
貼
り
つ
け
た
貼
石
は
り
い
し

や
裾す
そ

を
め
ぐ
る
列
石

れ
っ
せ
き

が

特
徴
的
で
、
他
の
地
域
の
墓
と
は
い
っ
ぷ
う
違
っ
た
山

陰
地
方
独
自
の
形
態
を
し
て
い
ま
す
。
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四
隅
突
出
型
墳
丘
墓
の

誕
生
と
広
が
り

山
陰
色
が
萌
芽
す
る
時
代

中
国
山
地
か
ら
山
陰
、や
が
て
北
陸
地
域
へ

こ
れ
ま
で
に
発
掘
さ
れ
た「
四
隅
」の
う
ち
、
も
っ
と
も
古
い
も

の
は
中
国
山
地
の
広
島
県
三
次

み
よ
し

や
庄
原

し
ょ
う
ば
ら
な
ど
の
盆
地
で
発
見
さ
れ

た
も
の
で
す
が
、
日
本
海
側
の「
四
隅
」
は
、
そ
れ
よ
り
す
こ
し
遅

れ
て
造
ら
れ
は
じ
め
た
よ
う
で
す
。

「
四
隅
」の
造
営
は
弥
生
時
代
後
期
に
全
盛
を
迎
え
ま
す
が
、
こ

の
こ
ろ
に
な
る
と
山
陰
だ
け
で
な
く
、
北
陸
地
方
の
一
部
で
も

「
四
隅
」が
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
福

弥生時代中期の終りごろ、中国山地と山陰平野
部で発生した四隅突出型墳丘墓は、弥生時代後
期には山陰地方の「首長墓」として発展する。そ
の後貼石や列石が省かれた形で日本海を通じて
北陸地方に伝えられ、「北陸型四隅突出型墳丘
墓」として広がっていく。

歳ノ神
さいのかみ

＊カメ棺墓
長さ１ｍ近くある特大の２つの土器を
合わせて棺として、その中に人を葬る。

＊特殊土器
墓の上に供える土器で、特殊な文様を
つけた器台の上に壷を載せて用いる。

＊方形周溝墓
墓地とする場所を四角形に定めて溝を
めぐらし、その区画の中に人を葬る。

弥生時代後期の墓に
見る地方色

首をはねられた人骨
（吉野ケ里

よ し の が り

遺跡出土：佐賀県神埼町・三田川町・東脊振村）
戦いによる戦死者のものと想像される。

島根県ではじめて発見された高地性集落
（陽徳遺跡：安来市門生町）
高地性集落とは、弥生時代中期から後期にかけて発生した高い丘や山の上にある集落
のこと。生活には不便な場所にあることから、外敵の侵入を見張ったり、のろしをあ
げて連絡を取るために作られたと考えられる防御性の強い集落（詳しくは7巻を参照）。

西日本地域は、朝鮮や中国に近いため弥生
時代の先進地だった。ここでは地方の個性
化が進み、墓の形や葬り方、祭りの仕方な
どで、それぞれの地方が独自のスタイルを
作り上げた。

四隅突出型墳丘墓の展開

山陰地域の個性！四隅突出型墳丘墓

四隅突出型
よすみとっしゅつがた

墳丘墓地域

方形周溝墓
ほうけいしゅうこうぼ

地域

特殊土器
とくしゅどき

使用地域
カメ棺墓

かんぼ

地域

越
こし

尾張
おわり

大和
やまと

吉備
き び

出雲
いずも

筑紫
つくし

北陸地方への展開

北陸型四隅突出型墳丘墓山陰型四隅突出型墳丘墓

杉谷
すぎたに

旭一塚
あさひいちづか

小羽山
お ば や ま

南春日山
みなみかすがやま

「四隅」の完成

「四隅」の発生

尾高浅山
おだかあざやま 西桂見

にしかつらみ

竹田

阿弥大寺
あ み だ い じ

仲仙寺
ちゅうせんじ

西谷

写真提供：佐賀県教育委員会

写真提供：松任市教育委員会

井
・
石
川
・
富
山
で
も「
四
隅
」が
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
広
範
囲
で
共
通
の
形
を
し
た
墓
が
造
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、
正
確
な
こ

と
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、「
四
隅
」が
当
時
の
山

陰
と
北
陸
の
つ
な
が

り
を
知
る
う
え
で
、
重

要
な
遺
跡
で
あ
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
と
言

っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

各隅がツノのように飛び出した四隅突出型墳丘墓
（阿弥大寺

あ み だ い じ

墳墓群：鳥取県倉吉市）

写真提供：倉吉博物館
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