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古
墳
時
代
の
終
り
も
、

島
根
の
古
墳
な
く
し
て
は
語
れ
な
い

…
後
期
古
墳
が
語
り
始
め
た
…

古
墳
こ
ふ
ん

時
代
も
終
り
が
近
づ
く
と
、
島
根
県
で
も
前
方
後
円
墳

ぜ
ん
ぽ
う
こ
う
え
ん
ふ
ん

や

前
方
後
方
墳

ぜ
ん
ぽ
う
こ
う
ほ
う
ふ
ん

は
時
代
の
役
割
を
終
え
た
か
の
ご
と
く
姿
を
消
し
、

そ
れ
以
外
の
小
さ
な
古
墳
が
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
多
数
築
か
れ
ま
す
。

ま
た
大
き
な
墳
丘

ふ
ん
き
ゅ
う
を
築
く
こ
と
よ
り
も
、
内
部
の
施
設
に
力
が
そ

そ
が
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
ら
は
「
横
穴
式
石
室

よ
こ
あ
な
し
き
せ
き
し
つ

」
や
「
横
穴
墓

よ
こ
あ
な
ぼ

」
と
い
う
、
ま
っ
た

く
新
し
い
葬
法
そ
う
ほ
う

が
始
ま
っ
た
直
後
に
起
き
た
現
象
で
、
こ
の
こ
ろ
大

き
な
社
会
的
変
化
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
（
三
巻
を
参

照
）。
こ
の
変
化
へ
の
対
応
は
、
各
地
域
（
現
在
の
郡
や
町
ぐ
ら
い

の
範
囲
）
に
よ
り
異
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
は
『
出
雲
国
風
土
記

い
ず
も
の
く
に
ふ
ど
き

』
な
ど
、
次
の
奈
良
時
代
以
降
に

書
か
れ
た
文
献
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
よ
り
鮮
明
に
な
っ
て

い
き
ま
す
（
五
巻
を
参
照
）。
こ
う
し
た
古
墳
研
究
は
、
風
土
記
が

全
国
で
唯
一
、
完
全
な
形
で
残
る
出
雲
で
し
か
で
き
な
い
も
の
と
し

て
期
待
が
か
か
っ
て
い
ま
す
。

林43号墳（玉湯町林村　上下とも）
全長17ｍの小さな前方後円墳だが、内部には小さな石積みの部屋があり、入口は横に付いていた。九州地方から導入さ
れたと考えられる、初期の横穴式石室。主人とその家族に送られた品々、食事用の土器が目立つ。現在、道路脇に移築
公開されている。

日脚
ひ な し

４号墳（浜田市日脚町）
石室は後世の破壊を受け、床に近い部分だけ残されて
いた。土器や鉄剣が見える。床面の大きな石は、木棺
をのせる台と推定される。

郷上
ごうがみ

古墳（大和村都賀行）
長さ6.5mの細長い横穴式石室で無袖式と呼ばれる中国
地方山間部に多い形だ。須恵器・土師器・矢じり・刀
などの多くの副葬品が出た。

池ノ奥２号墳（松江市大井町）▲
天井石は残っておらず、床面は板石と土器のかけらが敷
かれていた。このあたりは古墳時代から平安時代にかけ
て、須恵器の一大生産地である。そのため石室が集中し
ており、イガラビ古墳群とともに土器作り集団の墓と考
えられる。現在は工業団地。

郡
こおり

屋敷古墳（仁多町三成）
古くから開口しており、遺物はほとんど残っていなかっ
た。現在三成小学校に移転され、見ることができる。

門
かど

遺跡（頓原町志津見）
２基の横穴式石室が見つかっている。山間部特有の玄
門（死者を葬る部屋への入口）のないタイプで、７世
紀の新しい古墳。志津見ダムの予定地内にある。

屋形
や か た

１号墳（松江市乃木福富町）
石と木を組み合わせて室を造る、「木芯粘土室

もくしんねんどしつ

」という
珍しい横穴式の墓室が見つかった。松江道路建設に伴
う調査で発見。

岡田薬師
や く し

古墳（松江市法吉町）▼
小型の横穴式石室を持つ古墳。石室と墳丘の造り方がよく
わかった。玉や子持ち壷などの須恵器が出土。現在は住宅
団地。

県
内
各
地
の
横
穴
式
石
室

前
・
中
期
の
古
墳
で
は
、
縦た
て

に
掘
っ
た
穴
の
中
に
遺
体
い
た
い

を
埋ま
い

葬そ
う

す
る
室へ
や

を
造
っ
て
棺
ひ
つ
ぎ
を
入
れ
ま
す
が
、
後
期
古
墳
で
は
、
横
に
入

口
の
付
い
た
部
屋
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
部
屋
に
は
、
石

を
積
ん
で
造
る
「
横
穴
式
石
室
」
と
、
山
の
斜
面
を
直
接
掘
り
込

ん
で
造
る
「
横
穴
墓
」
が
あ
り
ま
す
。
両
者
は
ま
っ
た
く
別
の
も

の
に
見
え
ま
す
が
、
構
造
的
に
は
同
じ
で
、
ま
た
同
じ
地
域
で
は

形
も
共
通
し
た
点
が
多
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

こ
こ
で
紹
介
す

る
横
穴
式
石
室

は
、
ほ
と
ん
ど
が

小
さ
な
石
を
積
ん

で
造
っ
た
小
型
の

も
の
で
す
が
、
大

き
さ
、
形
、
石
材

な
ど
に
さ
ま
ざ
ま

な
違
い
が
見
ら

れ
、
そ
こ
に
重
要

な
秘
密
が
隠
さ
れ

て
い
る
と
思
わ
れ

ま
す
（
三
巻
を
参

照
）。

工
事
中
に
偶
然
、
小
さ
い
な
が
ら
も
残
り
の
よ
い
横
穴
式
石
室
が
発

見
さ
れ
ま
し
た
。
ま
わ
り
で
工
事
を
し
て
い
る
の
で
、
急
い
で
調
査
が

進
め
ら
れ
ま
し
た
。

暗
い
石
室
の
中
に
た
ま
っ
た
土
を
取
り
除
き
、
須
恵
器

す

え

き

な
ど
の
副
葬
ふ
く
そ
う

品ひ
ん

が
出
始
め
た
あ
る
日
の
こ
と
。
見
学
に
来
て
い
た
近
所
の
お
じ
さ
ん

が
、
調
査
員
に
近
づ
い
て
来
て
言
い
ま
し
た
。「
こ
れ
は
何
か
ね
！
」

指
で
つ
ま
ま
れ
た
小
さ
い
も
の
を
目
を
こ
ら
し
て
見
る
と
、
緑
色
に

輝
く
、
直
径
数
ミ
リ
の
ガ
ラ
ス
の
小
玉
で
し
た
。

「
そ
こ
の
捨
て
て
あ
る
泥
の
中
に
あ
っ
た
で
ね
。」
お
じ
さ
ん
が
言
う

や
い
な
や
、
調
査
員
は
捨
て
た
土
を
か
き
分
け
始
め
ま
し
た
。
す
る
と
、

出
る
わ
出
る
わ
。
あ
わ
て
て
そ
れ
ま
で
に
掘
っ
た
土
を
、
全
部
ふ
る
い

に
か
け
た
と
こ
ろ
、
な
ん
と
数
十
個
の
小
玉
が
出
て
き
た
そ
う
で
す
。

暗
く
て
狭
い
石
室
や
横
穴
の
中
の
調
査
で
は
、
こ
う
し
た
小
さ
い
遺

物
を
見
落
と
す
こ
と
は
、
実
は
け
っ
こ
う
あ
り
ま
す
。
ふ
る
い
を
か
け

て
は
じ
め
て
、
鉄
器
や
人
骨
、
歯
な
ど
が
出
た
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。

発
掘
こ
ぼ
れ
話

…
ふ
る
い
…

イガラビ古墳群（松江市大井町）
丘のすそまわりに、石が並べられていた。床にも板石を敷いている。
現在は工業団地。


	七巻表紙
	発刊にあたって
	島根の古代史を遺跡を通して見る
	プロローグ
	島根の歴史を物語る文化財
	島根の古墳が、日本の古代史を解明しつつある
	古墳誕生の謎を解く鍵は、島根にあった
	古墳時代前期最大の方墳
	前方後方墳の再登場
	古墳時代の終りも、島根の古墳なくしては語れない

	全国有数の横穴墓集中地帯・島根
	死者の世界と現世をさえぎる扉
	横穴墓が語る、島根の地域性

	生活の遺跡が語ること
	弥生時代後半、島根は緊張状態にあった
	縄文時代の生活遺跡　弥生時代の生活遺跡
	古墳時代の生活遺跡　飛鳥・奈良時代以降の生活遺跡

	コラム　身近で文化財が消えてゆく？
	発掘された、いにしえの工場
	「たたら」を掘る―炉の下に眠るたたら職人の「秘伝」
	広がる玉作遺跡 ―玉作遺跡が語る、古墳時代の出雲
	古代の焼物職人に迫る―発掘調査された窯跡―

	掘りおこされた古代の祭り
	道路　～古代と未来のクロスロード～
	安来ドライビングメッセージ
	石見の歴史を貫いた浜田自動車道

	川に眠る遺跡
	エピローグ・仮想対談　二〇三〇年の考古学者は語る
	現地説明会に出かけましょう

	奥付

