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全
国
有
数
の
横
穴
墓
集
中
地
帯・島
根

…
「
出
雲
国
」
形
成
の
手
が
か
り
を
示
す
横
穴
墓
…

今
か
ら
約
一
四
〇
〇
年
前
に
あ
た
る
古
墳
こ
ふ
ん

時
代
後
期
、
島
根
県

で
は
山
の
斜
面
に
直
接
穴
を
掘
っ
て
造
っ
た
部
屋
に
死
者
を
葬
ほ
う
むる
、

「
横
穴
墓

よ
こ
あ
な
ぼ

」
が
爆
発
的
に
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
（
詳
し
く
は

三
巻
を
参
照
）。
ふ
つ
う
の
墳
丘
ふ
ん
き
ゅ
うを
持
つ
古
墳
は
、
大
部
分
が
後
世

に
荒
ら
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
横
穴
墓
は
手
が
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
も

の
も
多
く
、
横
穴
墓
の
調
査
例
が
多
い
島
根
は
、
古
墳
時
代
後
期

の
研
究
者
か
ら
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。

ま
た
、
横
穴
墓
は
次
々
と
同
じ
部
屋
に
死
者
を
葬
る
、
い
わ
ば

家
族
墓
で
す
。
骨
が
残
っ
て
い
る
と
、
当
時
の
家
族
制
度
や
社
会

制
度
を
知
る
手
が
か
り
に
な
っ
た
り
、
出
土
品
が
当
時
の
祭
り
の
様

子
や
死
生
観

し
せ
い
か
ん

を
知
る
手
が
か
り
に
な
っ
た
り
し
ま
す
。

横
穴
墓
の
形
は
地
域
や
時
代
に
よ
っ
て
異
な
り
、
地
域
の
あ
り

方
を
考
え
る
大
き
な
手
が
か
り
と
な
り
ま
す
。
実
際
、
同
じ
形
の
横

穴
墓
が
集
中
し
て
造
ら
れ
た
範
囲
が
、
の
ち
に
編
纂
へ
ん
さ
ん

さ
れ
る
『
出
雲
い
ず
も
の

国
風
土
記

く
に
ふ
ど
き

』
に
記
さ
れ
た
行
政
区
画

ぎ
ょ
う
せ
い
く
か
く

と
一
致
し
た
と
い
う
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
横
穴
墓
は
、
出
雲
国
の
形
成
を
探
る
重
要
な
手
が
か
り

も
示
し
て
く
れ
る
の
で
す
。

高広横穴墓群（安来市黒井田町）
和田団地の造成に伴って調査された横穴墓群。全部で13の横穴墓が調査され、その結果、
1.玄室（死者を葬る部屋）が丸い天井のドーム状から家の形へ、入口も単なる狭い通路から広い祭りの場
へと、横穴墓は変化していった
2.横穴墓の周囲や上方にも、祭りの場などの施設があった
3.横穴の中に家の形をした石棺と、２匹の龍を形どった金色の柄頭を持つ大刀など、豪華な副葬品が見つ
かったことから安来市東部の首長の墓と思われ、墳丘を持たない横穴墓が、さして身分の高くない人の
墓とは限らない
といったさまざまな事実が明らかになった。

横
穴
墓
の
群
れ

…
集
中
し
て
造
ら
れ
た
墓
…

横
穴
墓

よ
こ
あ
な
ぼ

は
、
一
穴け
つ

だ
け
独
立
し
て
造
ら
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
あ

り
ま
せ
ん
。
一
カ
所
に
四
穴
、
五
穴
は
当
り
前
で
、
数
一
○
穴

が
集
中
し
て
造
ら
れ
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
の
で
す
。
こ
れ
ら
は

横
穴
墓
の
変
遷
へ
ん
せ
ん

や
群
の
構
造
を
考
え
る
う
え
で
、
よ
い
資
料
と

な
り
ま
す
。
こ
こ
で
紹
介
す
る
の
は
、
私
た
ち
に
貴
重
な
情
報
を

提
供
し
て
く
れ
た
横
穴
墓
群
で
す
。

高津久
たかつく

横穴墓群
（知夫村仁夫）
土砂崩れした崖から20
数穴の横穴墓が集中し
て発見され、調査され
た。出雲・石見でも類

のないほど、多数の玉類が出土した。今は道路脇の崖に
なっており、ほとんど見ることができない。

狐谷
きつねだに

横穴墓群（松江市山代町）
２段に20穴以上の横穴が並ぶ姿は、さながらアパートの
ようだ。さらに30穴くらいの横穴が続くと考えられてい
る。中には線を刻んで描いた壁画のあるものもあった。
今は住宅団地となっている。

上塩冶
かみえんや

横穴墓群（出雲市上塩冶町）
出雲市西南部にある､島根県最大規模の横穴墓群｡数百
の横穴墓があると推定され､斐伊川放水路事業に伴い､す
でに60穴近くが調査されている。岩に掘られた美しい横
穴も多く、全国的にも珍しい金糸

きんし

の出た穴もある。

宮内Ｉ区１号横穴墓（安来市宮内町）
高さ1.4ｍもの巨大な１枚の石で、入口をふさいでい
る。扉石にふさわしく、中からは巨大な家形石棺や馬
具などが出てきた。安来の首長の霊を封鎖

ふうさ

した扉だ。

高広Ｉ区１号横穴墓（安来市黒井田町）
大きな基礎石の上に板状の石を載せて入口をふさぐ。
石には土器を貼り付けており、あたかも封印のようだ。

岩屋口北11号横穴墓（安来市佐久保町）
きれいに加工された荒島石を組み合わせて、フタをしている。

大原１号横穴墓（安来市佐久保町）
２枚の板石を並べ、入口をふさいでいる。

宮尾
みやお

Ｃ13号横穴墓（島根町大芦）
中形、小形の石を積み重ねて、入口のフタをしている。

楡ノ木谷
にれのきだに

３支群４号横穴墓（仁摩町天河内）
通路に石を立てて補強し、横穴式石室をまねている。

筆ノ尾
ふでのお

２号横穴墓（松江市東長江町町）
入口に木の板をはめ込み、それを石でお
さえていたようだ。木は腐って残ってい
ない。

狐谷
きつねだに

15号横穴墓（松江市山代町）
加工された板石で門構えを造り、２枚の扉石でふさい
でいる。非常に丁寧な造りで、まさに横穴墓の玄関に
ふさわしい。

死
者
の
世
界
と
現
世
を
さ
え
ぎ
る
扉

…
黄
泉

よ

み

の
国
の
入
口
を
ふ
さ
ぐ
閉
塞
石

へ
い
そ
く
せ
き

…

横
穴
墓
の
入
口
は
、
死
者
の
世
界
へ
の
出
入
口
で
も
あ
り
ま
す
。

当
時
の
人
は
こ
の
入
口
を
、
石
や
板
で
厳
重

げ
ん
じ
ゅ
う
に
ふ
さ
ぎ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
こ
の
入
口
の
前
で
、
死
者
と
の
別
れ
の
儀
式
ぎ
し
き

を
行
っ
て

い
た
よ
う
で
す
。
入
口
を
石
や
板
で
ふ
さ
ぐ
の
は
、
死
者
の
眠
り
を

妨
げ
な
い
よ
う
に
す
る
の
と
同
時
に
、
死
者
の
霊れ
い

が
さ
ま
よ
い
出
る

の
を
防
ぐ
意
味
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

板
で
入
口
を
ふ
さ
い
だ
場
合
は
す
で
に
朽く

ち
果
て
て
残
っ
て
い
ま

せ
ん
か
ら
、
現
在
見
ら
れ
る
の
は
、
石
で
ふ
さ
が
れ
た
も
の
だ
け
で

す
。
こ
の
石
は
「
閉
塞
石

へ
い
そ
く
せ
き

」
と
呼
ば
れ
ま
す
が
、
横
穴
墓
の
内
部

の
調
査
は
、
ま
ず
こ
の
重
い
「
死
の
世
界
へ
の
扉
」
を
開
く
こ
と

か
ら
始
ま
り
ま
す
。

横
穴
墓
は
、
土
器
な
ど
が
完
全
な
形
で
残
っ
て
い
る
場
合
も
多
い
の

で
、
こ
れ
を
狙ね
ら

っ
て
す
で
に
盗
掘
と
う
く
つ

さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
で

す
か
ら
、
発
掘
の
際
に
入
口
が
石
で
き
っ
ち
り
ふ
さ
が
れ
て
い
る
横
穴

墓
に
出
会
う
と
、
調
査
員
は
ド
キ
ド
キ
し
ま
す
。

あ
る
発
掘
現
場
で
の
こ
と
。
横
穴
の
前
を
掘
り
進
む
と
、
完
全
に
入

口
が
ふ
さ
が
れ
た
横
穴
墓
が
出
て
き
ま
し
た
。
調
査
員
は
胸
を
踊
ら
せ

な
が
ら
、
石
の
フ
タ
を
開
け
よ
う
と
し
ま
し
た
。
大
き
な
石
の
フ
タ
は

重
く
、
三
人
で
力
を
合
わ
せ
て
や
っ
と
す
き
間
が
空
い
た
そ
の
と
き
、

三
人
の
目
の
前
に
現
れ
た
の
は
…
…
、
な
ん
と
白
い
ケ
ム
リ
！

一
四
〇
〇
年
前
の
霊
気

れ
い
き

で
も
漂
た
だ
よ
っ
て
き
た
の
か
、
そ
れ
と
も
開
け
て

は
な
ら
な
い
玉
手
箱
だ
っ
た
の
か
…
…
。
そ
の
後
そ
の
調
査
員
た
ち

が
、
い
っ
き
に
老
け
込
ん
だ
と
い
う
話
は
あ
り
ま
せ
ん
。

冷
静
に
考
え
る
と
、
密
封
さ
れ
て
一
定
状
態
に
保
た
れ
た
気
温
や
湿

度
が
、
ま
っ
た
く
異
な
る
現
代
の
空
気
と
触
れ
た
た
め
、
一
瞬
に
水
蒸

気
を
発
生
さ
せ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
当
時
の

人
び
と
が
作
ろ
う
と
し
た
死
後
の
空
間
は
、
み
ご
と
に
一
四
〇
〇
年
間

そ
の
ま
ま
に
保
た
れ
て
い
た
の
で
す
。

発
掘
こ
ぼ
れ
話

〜
煙
〜

出土した飾り大刀
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