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広
が
る
玉
作
遺
跡

…
玉
作
遺
跡
が
語
る
、
古
墳
時
代
の
出
雲
…

一
九
九
二
年
六
月
、
安
来
や
す
ぎ

市
で
、
あ
る
遺
跡
の
発
掘
調
査
が
行

わ
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
遺
跡
の
名
前
は
大
原
お
お
は
ら

遺
跡
。
発
掘

担
当
の
調
査
員
は
、
こ
の
調
査
に
あ
る
期
待
を
抱
い
て
い
ま
し
た
。

実
は
こ
の
大
原
遺
跡
は
、
従
来
か
ら
、
玉
を
作
る
と
き
に
出
る

石
ク
ズ
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
で
有
名
な
遺
跡
だ
っ
た
の
で
す
。

出
雲
い
ず
も

は
全
国
最
大
級
の
玉
作
た
ま
さ
く

地
帯
と
し
て
有
名
で
す
が
、
そ
の

ほ
と
ん
ど
は
八
束
や
つ
か

郡
玉
湯
た
ま
ゆ

町
と
そ
の
隣
り
の
松
江
ま
つ
え

市
忌
部
い
ん
べ

町
に
集

中
し
て
い
ま
す
。
玉
湯
町
と
松
江
市
の
境
界
に
あ
る
花
仙
山

か
せ
ん
ざ
ん

が
、

玉
の
原
石
で
あ
る
碧
玉

へ
き
ぎ
ょ
く
（
青
め
の
う
）
や
め
の
う
の
大
産
地
だ
か

ら
で
す
。

と
こ
ろ
が
今
か
ら
約
二
〇
年
前
、「
玉
作
遺
跡
は
、
花
仙
山
周
辺

に
集
中
す
る
も
の
」
と
い
う
当
時
の
常
識
が
ゆ
ら
ぎ
始
め
ま
し
た
。

こ
の
大
原
遺
跡
か
ら
、
碧
玉
の
か
け
ら
が
見
つ
か
っ
た
か
ら
で
す
。

し
か
し
発
掘
調
査
で
は
な
く
、
畑
で
拾
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
た

め
、
玉
が
作
ら
れ
た
時
代
な
ど
実
態
じ
っ
た
い

は
不
明
で
し
た
。
そ
の
後
も

安
来
市
内
で
花
仙
山
産
の
碧
玉
が
い
く
つ
か
見
つ
か
り
ま
し
た
が
、

く
わ
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
ま
ま
で
し
た
。
そ
の
大
原
遺
跡
に
、

つ
い
に
調
査
の
メ
ス
が
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

調
査
が
始
ま
る
と
、
お
び
た
だ
し
い
碧
玉
の
石
ク
ズ
が
出
る
住

居
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
や
は
り
玉
作
工
房

た
ま
さ
く
こ
う
ぼ
う

が
あ
っ
た
の
で
す
。
し

か
も
一
辺
が
八
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
、
工
房
と
言
う
よ
り
も
ま
る
で
工

場
の
よ
う
な
建
物
で
す
。
こ
の
周
辺
か
ら
も
、
全
部
で
一
〇
〇
キ

ロ
以
上
は
あ
る
お
び
た
だ
し
い
量
の
碧
玉
が
出
ま
し
た
。
こ
れ
だ
け

の
重
さ
の
石
を
、
ど
う
や
っ
て
玉
湯
か
ら
安
来
ま
で
運
ん
で
き
た
の

で
し
ょ
う
…
…
。

こ
の
大
原
遺
跡
の
調
査
を
き
っ
か
け
に
、
松
江
市
福
富
ふ
く
と
み

Ｉ
遺
跡
、

安
来
市
平ひ

ラ
II
遺
跡
、
東
出
雲
町
四よ

ツ
廻ざ
こ

II
遺
跡
、
原は
ら

の
前ま
え

遺
跡
、

勝
負
し
ょ
う
ぶ

遺
跡
な
ど
、
各
地
で
続
々
と
玉
作
遺
跡
が
発
掘
さ
れ
始
め
ま

し
た
。
こ
れ
ら
の
う
ち
花
仙
山
に
近
い
福
富
Ｉ
遺
跡
を
除
く
と
、

古
墳
時
代
中
期
の
玉
作
遺
跡
が
目
立
ち
ま
す
。
ど
う
や
ら
古
墳
時

代
中
期
に
、
玉
作
遺
跡
の
分
布
が
突
如
と
つ
じ
ょ

と
し
て
、
花
仙
山
以
外
の

地
域
に
広
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
の
で
す
。

な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

現
在
、
古
墳
こ
ふ
ん

時
代
の
玉
製
品
の
大
部
分
は
、
全
国
各
地
で
作
ら

れ
て
当
時
の
中
心
地
で
あ
る
近
畿
地
方
へ
運
ば
れ
、
そ
こ
か
ら
各

地
の
豪
族
ご
う
ぞ
く

へ
与
え
ら
れ
た
と
す
る
説
が
有
力
で
す
。
出
雲
で
作
ら
れ

た
玉
の
多
く
も
、
近
畿
地
方
の
大
王
お
お
き
み

へ
献
上

け
ん
じ
ょ
う
す
る
た
め
に
作
ら
れ

て
い
た
可
能
性
が
高
い
わ
け
で
す
。
と
す
る
と
、
こ
の
時
代
の
玉
作

遺
跡
の
広
が
り
の
背
景
に
は
、
畿
内
き
な
い

勢
力
と
出
雲
の
豪
族
た
ち
と

の
関
係
に
何
ら
か
の
変
化
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
事
実
こ

の
時
代
に
は
、
そ
れ
ま
で
方
墳
ほ
う
ふ
ん

し
か
な
か
っ
た
出
雲
に
、
大
形
の
円え
ん

墳ぷ
ん

や
前
方
後
円
墳

ぜ
ん
ぽ
う
こ
う
え
ん
ふ
ん

が
出
現
す
る
な
ど
、
古
墳
の
あ
り
か
た
が
前
の

時
代
と
大
き
く
変
わ
っ
て
き
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
変
動

が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
、
ま
だ
謎
に
包
ま

れ
た
ま
ま
で
す
。

大
原
遺
跡
の
調
査
は
玉
作
工
房
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
だ
け

で
な
く
、
古
墳
時
代
の
出
雲
の
様
子
の
一
端
を
垣
間
か
い
ま

見
せ
て
く
れ

ま
し
た
。
残
る
多
く
の
謎
の
解
明
を
め
ざ
し
て
、
今
日
も
県
内
各

地
で
発
掘
調
査
は
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

大原遺跡（安来市佐久保町）
２棟の玉作工房が見つかった。写真はそのうち大型のもの。通常の竪穴住居よりもひと回り大
きく、専業的な工房と考えられる。碧玉の出土状態から、工房の外で大ざっぱに石を加工し、
工房内で穴開けなどの仕上げを行っていたと考えられる。安来道路建設に伴い調査された。

出土した碧玉の石屑と未成品の一部
（安来市大原遺跡・松江市大角山遺跡出土）

大原遺跡玉作工房（想像図）

平所
ひらどころ

遺跡（松江市矢田町）▼
弥生時代後期末の玉作工房１棟が確認された。花仙山の石はまだあ
まり使われず、主として水晶製の玉が作られていた。このほか、玉
に穴を開ける鉄製の錐

きり

も出土している。

布田
ぬのでん

遺跡（松江市竹矢町）▲
弥生時代前期から中期の玉作遺跡で、遺構は
ないが、管玉

くだたま

の未成品や砥石
といし

・石鋸
いしのこ

が見つか
っている。

大角山
おおすみやま

遺跡
（松江市乃木福富町）
県の消防学校建設に
伴う事前調査で発見
された、古墳時代中
期の玉作遺跡。玉作
工房は3棟見つかり、
おもにめのう製の勾

まが

玉
たま

を作っていた。

勝負
しょうぶ

遺跡
（東出雲町揖屋）
古墳時代中期の玉
作遺跡。花仙山の
碧玉を使って玉作
を行っている。滑

かっ

石
せき

製の小玉も見つ
かった。安来道路
建設に伴う調査で
発見された。

四ツ廻
よつざこ

II 遺跡
（東出雲町揖屋）
古墳時代の玉作跡。
碧玉・めのう製の勾

まが

玉
たま

未成品や滑石
かっせき

製の
小玉などが出土し
た。安来道路建設に
伴う調査で見つかっ
た。

福富 I 遺跡
（松江市乃木福富町）
花仙山の近くに位
置する、古墳時代
後期の玉作遺跡。
碧玉製の勾玉

まがたま

・管
くだ

玉
たま

の未成品などが
出土している。

…古墳時代中期�
…古墳時代後期～奈良・平安時代�

�

出雲の玉作遺跡の分布

西川津遺跡（松江市西川津町）▲
朝酌川の河川改修で見つかった、縄文時代か
ら中世の大規模遺跡。玉作工房は見つかって
いないが、弥生時代前期の土器とともに、玉
の未成品が出ている。県内最古の玉作遺跡。

▲

▲ ▲

▲
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