
加茂町・神原神社古墳�

松江市・八日山1号墳�

安来市・造山1号墳�

安来市・大成古墳�益田市・四塚山古墳�

：鏡1枚をあらわす�
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前橋天神山�

前橋八幡山�

森将軍塚�

安土瓢箪山�

網野銚子山�

渋谷向山（景行陵）�

石山�

古郡家1号�

馬ノ山4号�

大成�
造山1号�

造山3号�

大寺�

神原神社�

松本3号� 松本1号�

大元1号�
金蔵山�

一貴山銚子塚�

0　　　　　　50　　　　　100│�

西谷3号墓�

塩津1号墓�
養久山5号墳�

小菅波4号墳�

小羽山30号墓�

旭一塚21号墓� 杉谷4号墓�

女牛谷4号墳�

神門3号墳�

高部32号墳�

加美Y-1号墳�

萩原1号墳�

鶴尾神社4号墳�

楯築墳丘墓�

西桂見墳丘墓�

廻間SZ01墳丘墓�

原田中墳丘墓�

纒向石塚古墳�

平原弥生古墳�

瑞龍寺山山頂墳�

冨波古墳�

や「
前
方
後
方
墳

ぜ
ん
ぽ
う
こ
う
ほ
う
ふ
ん

」と
い
っ
た
四
角
形
を
基
本
と
し
た
も
の
が
多
い

と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
も
、
安
来

や
す
ぎ

市
荒
島
あ
ら
し
ま

町
の
造

つ
く
り

山や
ま

１
号
墳
や
大
成
お
お
な
り

古
墳
な
ど
は
古
墳
の
す
そ
の
長
さ
が
約
六
〇
メ

ー
ト
ル
も
あ
り
、
古
墳
時
代
前
期
に
限
れ
ば
日
本
一
大
き
い
方
墳

な
の
で
す
。

島
根
県
内
の
前
期
古
墳
と
し
て
最
大
の
も
の
は
益
田
市
に
あ
る

前
方
後
円
墳
の
大
元
お
お
も
と

１
号
墳
で
、
全
長
は
八
九
メ
ー
ト
ル
で
す
。

全
国
を
見
渡
し
て
み
る
と
、
奈
良
県
に
あ
る
渋
谷
向
山

し
ぶ
た
に
む
こ
う
や
ま

古
墳

（
景
行

け
い
こ
う

天
皇
陵
）の
三
一
〇
メ
ー
ト
ル
を
筆
頭
に
、
各
地
に
全
長
一

〇
〇
〜
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ク
ラ
ス
の
前
方
後
円
墳
が
造
ら
れ
て
い
き

ま
す
。
全
国
的
に
前
方
後
円
墳
が
造
ら
れ
て
い
る
中
で
、
な
ぜ
出
雲

地
方
の
豪
族
が
方
墳
や
前
方
後
方
墳
な
ど
の
四
角
形
を
基
本
と
し

た
古
墳
を
造
っ
て
い
た
の
か
？
こ
の
ナ
ゾ
は
い
ま
だ
に
解
決
し
て

は
い
ま
せ
ん
が
、
出
雲
地
方
の
古
墳
文
化
は
強
い
個
性
を
持
っ
て
ス

タ
ー
ト
し
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う（
詳
し
く
は
３
巻
を
参
照
）。

し
て
、
権
力
の
あ
か
し
と
な
っ
た
か
ら
で
す
。

前
期
古
墳
か
ら
出
土
す
る
鏡
は
、
鏡
の
裏
側

の
文
様
も
ん
よ
う

か
ら「
方
格
規
矩
鏡

ほ
う
か
く
き
く
き
ょ
う

」「
内
行
花
文
鏡

な
い
こ
う
か
も
ん
き
ょ
う

」

な
ど
い
ろ
い
ろ
な
種
類
に
分
か
れ
ま
す
が
、
も

っ
と
も
好
ま
れ
た
の
は「
三
角
縁
神
獣
鏡

さ
ん
か
く
ぶ
ち
し
ん
じ
ゅ
う
き
ょ
う

」と

い
う
鏡
で
す
。

こ
の
鏡
は
近
畿
地
方
の
古
墳
で
大
量
に
発
見
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ

に
次
い
で
岡
山
、
九
州
北
部
、
東
海
、
な
ど
の
地
方
で
数
多
く
発
見

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
分
布
状
況
か
ら
、
三
角
縁
神
獣
鏡
は

畿
内

き
な
い

の
ヤ
マ
ト
政
権
が
、
各
地
の
中
小
の
豪
族

ご
う
ぞ
く

た
ち
に
配
っ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
鏡
を
も
ら
っ
た
各
地
の
豪

族
は
、
ヤ
マ
ト
政
権
か
ら
地
位
を
保
証
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
を

治
め
る
た
め
の
後
ろ
だ
て
を
得
た
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

島
根
県
内
で
も
五
枚
の
三
角
縁
神
獣
鏡
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
中
で
も
加
茂

か

も

町
の
神
原
か
ん
ば
ら

神
社
古
墳
か
ら
見
つ
か
っ
た
鏡
に
は
、

日
本
中
に
二
例
し
か
な
い「
景
初
け
い
し
ょ

三
年（
西
暦
二
三
九
）」と
い
う
魏ぎ

の
年
号
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
年
は
魏
の
皇
帝
が
、
邪
馬
台

や
ま
た
い

国こ
く

の
女
王
・
卑
弥
呼

ひ

み

こ

に
対
し
て「
親
魏
倭
王

し
ん
ぎ
わ
お
う

」と
い
う
地
位
と
、
そ

の
文
字
が
刻
ま
れ
た
金
印
や
銅
鏡
一
〇
〇
枚
な
ど
の
宝
物
を
贈
っ

た
年
で
す
。
神
原
神
社
古
墳
の
鏡
は
こ
の
と
き
贈
ら
れ
た
鏡
の
一

枚
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

◆各地の前期古墳から出土した三角縁神獣鏡
三角縁神獣鏡の最多出土枚数は、京都府の椿井大塚山古墳の35枚。分布
の中心は、政権を握っていた近畿地方で、そのほか九州北部・岡山・伊
勢湾岸などの地域も、多くの三角縁神獣鏡を保持している。
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古
墳
の
最
重
要

パ
ー
ツ
鏡

古
墳
に
納
め
ら
れ
た

鏡
の
持
つ
意
味

四
角
い
古
墳

の
ナ
ゾ

形
・
大
き
さ
に

見
る
島
根
の

古
墳
の
特
徴

古墳時代前期の古墳

３世紀末ごろから、全国的に前方後円墳の造営が流行しだしたが、
出雲で造られる古墳は、方墳や前方後方墳がほとんどだった。
※出雲以外はその国（旧国別）最大の古墳を、出雲地方は主要な前
期古墳をあらわしている。

四隅“大国”から古墳“小国”へ
弥生時代後期～古墳時代前期に見る、有力者の墓の変遷

２世紀から３世紀にかけては、各地でバラエティに富んだ
形の墓が造られていた。なかでも出雲を中心とする山陰地
域は、四隅突出型墳丘墓を積極的に造営しており、その墳
丘の大きさは全国トップクラスだった。

日本最初の前方後円墳が生まれた地
（箸墓古墳・纒向遺跡：奈良県桜井市）
古墳時代のはじまりを告げる、最初の前方
後円墳はこの地に造られた。箸墓古墳に葬
られた人は、日本中にその名をとどろかせ
た「大王」であった。

西山古墳（奈良県天理市）
全長180ｍある日本一大きい前方後方墳。

造山１号墳（安来市荒島町）
出雲の前期古墳としては最大規模で、1辺60ｍの方墳。

松本１号墳（三刀屋町給下）
斐伊川中流では、全長50ｍの前方後
方墳が２基続けて造られている。

古墳から出土した鏡
（雪野山古墳出土：滋賀県八日市市）
王者の墓にふさわしく、石室の内外には鏡や腕飾りなど
たくさんの宝物が、亡骸とともに納められている。

王
権
の
あ
か
し「
鏡
」

現
代
に
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て「
鏡
」は
、
顔
や
姿
を
映
す
道

具
で
す
。
し
か
し
古
墳

こ
ふ
ん

時
代
の
鏡
は
銅
・
錫す

ず

な
ど
の
合
金
で
作
ら

れ
、
現
在
の
鏡
ほ
ど
よ
く
映
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
れ
で
も
古
墳
時
代
の
王
た
ち
は
、
中
国
で
作
ら
れ
た
鏡
を
た

く
さ
ん
持
っ
て
お
り
、
た
り
な
く
な
る
と
中
国
製
の
鏡
を
ま
ね
て
日

本
製
の
鏡
を
作
る
ほ
ど
“鏡
好
き
”で
し
た
。
こ
れ
は
、
鏡
が
単
に

姿
を
映
す
道
具
で
は
な
く
、
鏡
自
体
に
宝
物
と
し
て
の
価
値
が
あ

っ
た
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
鏡
を
持
つ
こ
と
が「
王
」
と

三角縁神獣鏡（神原神社古墳出土：加茂町神原）
日本で2枚しかない「景初三年（西暦239）」という魏の年号が記さ

れた鏡。邪馬台国の女王・卑弥呼との関係が注目されている。

配られた権威のシンボル「鏡」

弥生時代後期の
有力者の墓

四
角
形
が
多
い
出
雲
地
方
の
古
墳

古
墳
に
は
い
ろ
い
ろ
な
形
の
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
形
の
違

い
に
は
何
か
意
味
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

日
本
中
を
見
渡
し
た
と
き
、
ま
ず
目
に
つ
く
の
が「
前
方
後
円

ぜ
ん
ぽ
う
こ
う
え
ん

墳ふ
ん

」で
す
。
こ
の
中
に
は
日
本
で
も
っ
と
も
大
き
い
大
山

だ
い
せ
ん

古
墳（
仁に
ん

徳と
く

天
皇
陵
り
ょ
う

）や
誉
田
八
幡
山

こ
ん
だ
は
ち
ま
ん
や
ま

古
墳（
応
神
お
う
じ
ん

天
皇
陵
）
が
あ
り
、
テ

レ
ビ
や
雑
誌
な
ど
で
目
に
す
る
機
会
も
多
い
古
墳
で
す
。

一
方
島
根
県
を
見
る
と
、
石
見
い
わ
み

地
方
な
ど
で
は
前
方
後
円
墳
も

あ
り
ま
す
が
、
出
雲

い
ず
も

地
方
の
古
墳
時
代
初
期
の
古
墳
は
、「
方
墳
ほ
う
ふ
ん

」
写真提供：八日市市教育委員会

箸墓
はしはか

古墳

纒纒 向向
ままききむむくく

遺遺 跡跡

写真提供：埋蔵文化財天理教調査団 写真提供：桜井市教育委員会
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