
古
墳
時
代
前
期
の
大
き
な
古
墳
に
は
、
弥
生
時
代
に
は
見
ら
れ

な
い
五
メ
ー
ト
ル
を
超
す
巨
大
な
竪
穴
式

た
て
あ
な
し
き

石
室
せ
き
し
つ

を
持
つ
こ
と
が
多

く
、
内
部
に
納
め
ら
れ
た
木
棺
も
っ
か
ん

も
、
一
人
の
人
間
を
入
れ
る
に
は

長
す
ぎ
る
も
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
亡
き
首
長
の
権
力
を
次
の
首

長
が
引
き
継
ぐ
儀
式
ぎ
し
き

が
古
墳
の
上
で
行
わ
れ
、
そ
の
際
に
木
棺
が

重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
す
る
説
が
あ
り
ま
す
。

4

四
隅
突
出
型
墳
丘
墓

よ
す
み
と
っ
し
ゅ
つ
が
た
ふ
ん
き
ゅ
う
ぼ

は
、
古
墳
こ
ふ
ん

時
代
が
始
ま
る
と
す
ぐ
に
造
ら

れ
な
く
な
り
ま
す
。
全
国
各
地
で
前
方
後
円
墳

ぜ
ん
ぽ
う
こ
う
え
ん
ふ
ん

が
造
ら
れ
始
め
る

こ
の
時
期
、
出
雲
い
ず
も

で
は
当
時
全
国
で
最
大
の
方
墳
ほ
う
ふ
ん

が
造
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
そ
の
場
所
は
か
つ
て
四
隅
突
出
型
墳
丘
墓
が
盛
ん
に
造

ら
れ
て
い
た
安
来
や
す
ぎ

市
の
荒
島
あ
ら
し
ま

地
区
で
、
造
山

つ
く
り
や
ま
一
号
墳
や
大
成
お
お
な
り

古
墳

な
ど
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
古
墳
は
、
葺
石
ふ
き
い
し

を
持
つ
一
辺
五
〇
メ
ー
ト
ル
前
後
の

巨
大
な
方
墳
で
す
。
前
期
古
墳
と
し
て
は
全
国
に
例
の
な
い
巨
大

な
も
の
で
す
が
、
内
部
の
埋
葬

ま
い
そ
う

施
設
に
は
、
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え

る
割
竹
形
木
棺

わ
り
た
け
が
た
も
っ
か
ん

（
竹
を
二
つ
に
割
っ
た
よ
う
な
形
を
し
た
木
棺
）

と
、
そ
れ
を
納お
さ

め
る
竪
穴
式
石
室

た
て
あ
な
し
き
せ
き
し
つ

と
い
う
、
前
方
後
円
墳
と
同
じ

も
の
を
使
っ
て
い
ま
す
。

一
方
、
小
規
模
な
古
墳
で
は
、
弥
生
や
よ
い

時
代
か
ら
造
ら
れ
て
い
る

方
形
の
墳
丘

ふ
ん
き
ゅ
う
に
木
棺
を
入
れ
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
、
墓
上

4

鏡・玉・剣・やす（寺床1号墳出土）
古墳に葬られた人物に添えられた品には、いろいろなものがある。一
般に知られている鏡・勾玉・鉄剣は古墳時代の前期を代表するもの
で、後期になると、鏡と剣はまず見られない。

寺床
てらどこ

１号墳（東出雲町揖屋）
古墳時代初めごろのもので、長い木棺を載せた石敷が現れた。排水用の溝が付いていることから、亡き首長の前で水を使
った葬式が行われたという説もある。銅製の鏡、鉄製の剣、ひすいの勾玉などが添えられていた。今は東出雲町運動公園
に移築され、見ることができる。

で
は
土
器
で
祭
り
を
行
っ
て
い
る
こ
と
も
弥
生
時
代
と
共
通
し
て
い

ま
す
。
新
し
い
点
と
し
て
は
、
副
葬
品

ふ
く
そ
う
ひ
ん

に
鏡
か
が
みや
剣け
ん

が
出
現
す
る
こ
と

や
、
一
つ
の
墳
丘
に
一
〜
二
人
し
か
葬
ほ
う
むら
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
が

あ
げ
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
か
ら
、
畿
内
き
な
い

勢
力
と
関
係
を
持
ち
な
が
ら
も
出
雲
が
独

自
性
を
持
っ
て
い
た
と
す
る
説
や
、
畿
内
に
古
墳
の
形
を
制
限
さ

れ
て
い
た
と
す
る
説
な
ど
が
あ
り
、
正
確
な
こ
と
は
ま
だ
わ
か
っ
て

い
ま
せ
ん
（
詳
し
く
は
二
巻
、
三
巻
を
参
照
）。

古
墳
時
代
前
期
最
大
の
方
墳
　
…
謎
の
多
い
島
根
の
前
期
古
墳
…

長
大
な
木
棺
の
出
現

古
墳
か
ら
出
土
す
る
物
に

は
、
鏡
や
剣
、
勾
玉

ま
が
た
ま

な
ど
、

現
在
の
私
た
ち
が
見
て
も

「
こ
れ
は
き
っ
と
大
切
な
も

の
だ
な
」
と
思
わ
せ
る
も
の
が

あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
よ
く
調

査
さ
れ
る
一
〇
メ
ー
ト
ル
前
後
の

小
さ
な
古
墳
で
は
こ
う
し
た
人
目
を
引
く
品
が
出
て
く
る
の
は
珍

し
い
こ
と
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
鏡
で
も
出
れ
ば
、
調
査
員
た

ち
は
け
っ
こ
う
緊
張
し
ま
す
。

し
か
し
こ
の
小
さ
な
古
墳
は
、
古
代
史
を
解
明
す
る
う
え
で
、

非
常
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
五
○
メ
ー
ト

ル
も
あ
る
大
き
な
古
墳
か
ら
鏡
が
出
た
場
合
、
埋
葬
者

ま
い
そ
う
し
ゃ

の
立
場
や
、

入
手
経
路
な
ど
、
そ
の
古
墳
の
全
国
的
な
位
置
づ
け
が
で
き
ま
す
。

し
か
し
、
そ
の
古
墳
が
そ
の
地
域
で
果
た
し
た
役
割
と
か
、
性
格

は
見
え
て
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
知
る
た
め
に
は
、
周
辺
の
大
多
数

を
占
め
る
小
さ
な
古
墳
を
調
べ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
何

も
出
な
い
古
墳
で
も
、
木
棺
も
っ
か
ん

の
形
や
盛
土
の
仕
方
、
立
地
な
ど
か

ら
多
く
の
情
報
が
得
ら
れ
る
の
で
す
。

今
日
も
県
内
の
ど
こ
か
で
、
古
墳
の
発
掘
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

新
聞
や
テ
レ
ビ
を
に
ぎ
わ
す
大
発
見
は
少
な
く
て
も
、
島
根
の
古

墳
時
代
は
、
少
し
ず
つ
解
明
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
す
。

と
は
い
え
古
墳
か
ら
何
も
出
な
い
と
や
は
り
寂
し
い
の
が
、
調

査
員
の
正
直
な
気
持
ち
で
す
が
…
…
。

発
掘
こ
ぼ
れ
話

…
小
さ
な
古
墳
…

ま
た
大
原
お
お
は
ら

郡
加
茂
か

も

町
の
神
原
神
社

か
ん
ば
ら
じ
ん
じ
ゃ

古
墳
か
ら
は
、「
景
初
け
い
し
ょ

三
年
」

（
二
三
九
年
）
銘
の
三
角
縁
神
獣
鏡

さ
ん
か
く
ぶ
ち
し
ん
じ
ゅ
う
き
ょ
うが
出
土
し
て
、
全
国
的
に
話
題

と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
年
号
は
、
邪
馬
台
国

や
ま
た
い
こ
く

の
女
王
・
卑
弥
呼

ひ

み

こ

が

魏ぎ

か
ら
鏡
を
授さ
ず

か
っ
た
年
に
あ
た
り
、
古
墳
発
生
の
年
代
を
知
る
手

が
か
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。
赤
川
あ
か
が
わ

の
河
川
改
修
に
伴
い
調
査
さ
れ
、

現
在
は
石
室
が
神
原
神
社
横
に
移
築
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

神原神社古墳（加茂町神原）
長い木棺を石で覆

おお

った石室。床はやや丸みをもっている。

石　棺（奥才13号墳）
石棺のフタは粘土により密閉されていた。２基並ん
でいるのは夫婦か、兄弟か？

鏡（奥才14号墳）
石棺内部には人骨は残っていなかったが、頭部と考
えられる位置に鏡が置かれていた。

奥才
おくさい

古墳群（鹿島町名分）（下３点）
４世紀の終りから６世紀の初めごろの古墳群。石棺
と木棺の両方が見られ、銅鏡や石製の腕輪などが出
土。丘陵上に連なる50基が確認され、うち26基が調
査された。現在は住宅団地。

木　棺（奥才12号墳）
内部には、鹿島町周辺に造られた古墳の特色の１つ
である、玉砂利が敷き詰めれていた。木棺は、長い
年月により朽ち果てるため、痕跡しか残らない。

安養寺１号墳（仁摩町天河内）
丘陵の岩盤を掘り込んで、石棺が納められていた。４世紀の終り
ごろのものか。現在は砂の博物館。

新林古墳群（安来市宮内町）
３基の古墳が発見された。２号墳からは、古い古墳
特有の棺である割竹形木棺が２つと、壷棺が出てき
た。現在は道路となっている。

山地
や ま じ

古墳（出雲市神西沖町）
葺石のある、ややいびつな円墳。木棺内から鏡や筒
の形をした青銅製品、玉などが出土した。

月廻
つきさこ

古墳群
（松江市比津町）
丘の上にある20基以上
の古墳群。箱形の石棺
や、底に小石を敷いた
木棺の跡などが見つか
り、鏡、玉、鉄器など
が出てきた。現在は住
宅団地。

中山古墳群（石見町中野）
80基以上からなる、山間部としては大規模な古墳群。調査された8基には石棺、
木棺の両方が見られ、鉄製のよろいが出土している。弥生時代にさかのぼるもの
もあると考えられる。

▲
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