
粘
土
槨（
埋
葬
施
設
）

を
確
認
。粘
土
槨
内
部

に
は
割
竹
形
木
棺
が
残

存
し
て
お
り
、棺
は
墓

坑
の
底
を
一
段
深
く
掘

り
下
げ
た
部
分
に
設
置

さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
、

棺
蓋
を
載
せ
る
位
置
の

約
３０
㎝
外
側
の
範
囲
を

粘
土
と
砂
で
薄
く
整
地

し
て
い
た
。そ
し
て
円
丘

部
側
の
被
覆
粘
土
中
か

ら
副
葬
品
と
思
わ
れ
る

剣
身
が
曲
が
り
く
ね
っ

た
超
大
型
の
鉄
剣「
蛇
行
剣
」が
出
土
、さ
ら
に
そ
の
直
下
か
ら
精

緻
な
文
様
が
施
さ
れ
た「
大
型
の
盾
形
銅
鏡
」が
出
土
し
た
の
で

あ
る
。

銅
鏡
は
長
さ
64㎝
、最
大
幅
31㎝
、最
大
厚
さ
0・5㎝
の
青
銅

製
。盾
の
形
を
し
た
背
面
に
中
国
鏡
の
神
像
と
獣
像
の
表
現
が
崩

れ
て
融
合
し
た
独
自
の
表
現
図
像
で
あ
る「

だ
り
ゅ
う
も
ん

鼉
龍
文
」を
上
下
に

２
つ
施
し
、そ
の
間
に
は「

ち
ゅ
う鈕
」と
呼
ば
れ
る
ヒ
モ
を
か
け
る
と
思

わ
れ
る
突
起
状
の
つ
ま
み
が
作
ら
れ
て
い
る
。前
例
の
な
い
斬
新
な

デ
ザ
イ
ン
で
、「

だ
り
ゅ
う
も
ん
た
て
が
た
ど
う
き
ょ
う

鼉
龍
文
盾
形
銅
鏡
」と
命
名
さ
れ
た
。そ
の
ほ
か
、

す
き
ま
な
く
描
か
れ
た
の
こ
ぎ
り
型
の

き
ょ
し
も
ん

鋸
歯
文
や
太
陽
の
よ
う
な

文
様
も
あ
り
、盾
と
鏡
を
融
合
さ
せ
た
古
墳
時
代
の
ア
ー
ト
の
傑

作
と
言
って
も
過
言
で
は
な
い
。銅
鏡
は
通
常
円
形
で
盾
形
の
も
の

は
例
が
な
く
、国
内
出
土
品
で
は
最
大
級
の
青
銅
鏡
で
あ
る
。蛇

行
剣
も
長
さ
２
６
７㎝
に
及
び
、こ
れ
ま
た
鉄
剣
で
は
国
内
最
大
の

も
の
。発
掘
に
当
っ
た
奈
良
市
教
育
委
員
会
教
育
部
文
化
財
課
埋

蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー　

山
口
等
悟
氏
は
言
わ
れ
る
。

―
―
と
に
か
く
銅
鏡
と
蛇
行
剣
が
出
土
し
た
と
き
に
は
ビ
ッ
ク

リ
し
ま
し
た
。こ
れ
ま
で
に
例
が
な
い
形
と
大
き
さ
と
デ
ザ
イ
ン
に

〈
見
た
こ
と
も
な
い
鼉
龍
文
盾
形
銅
鏡
と

大
型
蛇
行
剣
の
出
土
に
ビ
ッ
ク
リ
！
〉

　

富
雄
丸
山
古
墳
は
、

１
９
７
２
に
奈
良
県
教

育
委
員
会
が
発
掘
を

開
始
、以
降
奈
良
市
教

育
委
員
会
が
数
次
に
わ

た
る
調
査
を
つ
づ
け
、

２
０
１
７
年
に
は
航
空

レ
ー
ザ
ー
測
量
、２
０
１
８
年
か
ら
は
発
掘
調
査
を
行
い
、古
墳
の

端
に
造
出
し
部
と
い
う
飛
び
出
た
部
分
を
持
つ
直
径
１
０
９ｍ
、

４
世
紀
後
半
に
築
造
さ
れ
た
日
本
最
大
の
円
墳
で
あ
る
こ
と
が

判
明
し
た
。

2
0
2
2
年
度
の
10
月
〜
２
月
に
行
わ
れ
た
第
６
次
発
掘
調

査
で
は
、造
出
し
部
に
長
さ
7・4ｍ
、幅
約
３ｍ
、深
さ
約
１ｍ
の
長

方
形
の
墓
坑
が
作
ら
れ
、そ
の
中
に
長
さ
6・4ｍ
、幅
約
1・2ｍ
の

圧
倒
さ
れ
ま
し
た
。銅
鏡
は
背
面
中
央
部
に
は「
鈕
」と
呼
ば
れ
る

突
起
が
つ
い
て
お
り
、そ
の
上
下
に
は
鼉
龍
文
が
入
り
、同
じ
時
代

の
鏡
に
特
徴
的
な
神
や
獣
な
ど
の
文
様
が
円
を
描
く
よ
う
に
あ
し

ら
わ
れ
て
い
ま
す
。実
用
と
い
う
よ
り
、呪
術
、魔
除
け
と
し
て
宗

教
的
に
使
わ
れ
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。こ
の
文
様
と
形
か
ら
見

て
国
内
で
作
ら
れ
た
日
本
独
自
の
倭
鏡
だ
と
思
わ
れ
ま
す
―
―

〈
す
ぐ
れ
た
古
代
の
冶
金
技
術
・
工
芸
技
術
〉

現
在
、盾
形
銅
鏡
と

蛇
行
剣
の
分
析
に
当
た

る
奈
良
県
立
橿
原
考

古
学
研
究
所
企
画
学

芸
部
資
料
課
総
括
研

究
員（
博
士
）奥
山
誠

義
氏
と
同
主
任
研
究

だ
り
ゅ
う
も
ん

鼉
龍
文
盾
形
銅
鏡
発
見
！

だ
り
ゅ
う
も
ん

鼉
龍
文
盾
形
銅
鏡
発
見
！

国
内
最
大
の
円
墳
・

奈
良
富
雄
丸
山
古
墳
で
国
宝
級
の

国
内
最
大
の
円
墳
・

奈
良
富
雄
丸
山
古
墳
で
国
宝
級
の

員（
博
士
）河
﨑
衣
美

氏
は
口
を
揃
え
て
言
わ

れ
る
。

　

―
―
盾
形
銅
鏡
は
、

考
古
学
的
に
は
、文
様

形
態
か
ら
国
産
だ
と
考

え
ら
れ
ま
す
。し
か
も
、

こ
の
鏡
は
鋳
造
で
す
。あ
ん
な
に
大
き
く
、し
か
も
薄
い
鏡
を
鋳
込

ん
で
作
って
い
る
の
で
す
か
ら
、そ
れ
は
か
な
り
高
い
技
術
力
で
す
。

X
線
透
過
画
像
で
観
察
す
る
と
、あ
ち
こ
ち
に
鋳
造
の
際
に
生
じ

る〝
巣
〞が
見
ら
れ
ま
す
。文
様
は
す
べ
て
鋳
造
で
作
っ
た
も
の
。鋳

造
後
に
彫
刻
し
た
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。鼉
龍
文
や
他
の
文

様
も
す
べ
て
鋳
込
む
と
き
に
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。こ
れ
も
デ
ジ

タ
ル
マ
イ
ク
ロ
ス
コ
ー
プ
等
に
よ
る

分
析
で
す
が
鏡
面
に
た
く
さ
ん

の
キ
ズ
が
見
ら
れ
ま
す
。こ
の
キ

ズ
は
幅
が
ほ
ぼ
同
等
で
、複
数
本

が
平
行
し
、規
則
性
を
持
つ
方

向
に
走
っ
て
い
ま
す
。こ
れ
は
鏡

を
磨
い
た
跡
と
思
わ
れ
ま
す
。意
識
的
に
磨
い
て
い
た
ん
で
す
ね
。

ま
た
、成
分
分
析
結
果
に
よ
る
と
、他
古
墳
か
ら
出
土
し
た
銅
鏡

と
比
較
し
て
ほ
ぼ
変
わ
り
な
い
組
成
を
示
し
た
こ
と
か
ら
、銅
鏡

で
あ
る
と
判
断
し
ま
し
た
。さ
ら
に
蛇
行
剣
の
柄
と
思
わ
れ
る
部

分
に
は
漆
の
装
飾
を
施
し
た
痕
跡
が
あ
り
ま
し
た
―
―

日
本
の
古
墳
は
見
つ
か
っ
て
い
る
だ
け
で
１６
万
基
あ
る
と
言

う
。九
州
か
ら
北
海
道
に
ま
で
広
が
っ
て
い
る
。そ
の
ひ
と
つ
ひ
と

つ
に
時
代
の
ド
ラ
マ
が
刻
ま
れ
、時
々
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
詰
め
込

ま
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
。そ
こ
に
は
１６
万
通
り
の
物
語
り
が
あ

る
の
だ
か
ら
。

近鉄奈良線大和西大寺駅から車を駆る
こと２０分。住宅と田園が交錯する地帯
の真ん中にそれはある。言われなけれ
ば、誰も気づかないこんもりと繁った
小丘陵。どこにでもありそうな小山で
ある。これが富雄丸山古墳－－ここから
世紀の大発見！これまで見たこともない
大きな盾形の銅鏡と蛇のように曲がり
くねった大型の鉄剣が見つかった。
国宝級とも言われる遺物の発見である。

盾形銅鏡背面＊1

出土した際の盾形銅鏡＊1 富雄丸山古墳を望む

鏡面金属露出部のキズ　幅は約1～2μm＊2

富雄丸山古墳と造出し粘土槨＊1

携帯型蛍光X線分析装置による表面分析。銅鏡表面金属露出部2箇所の計測値の平均値　単位：wt%　ー：検出限界以下

＊1 奈良市教育委員会提供　＊2 奈良県立橿原考古学研究所提供

奈良市教育委員会教育部
文化財課埋蔵文化財調査センター

山口等悟氏

奈良県立橿原考古学研究所 
企画学芸部資料課　主任研究員

河﨑衣美氏

出土した際の蛇行剣＊1

すすむ発掘調査＊1

背面文様（X線透過画像）。
鈕を中心に上下に鼉龍文が見られる。＊2

盾形銅鏡表面（鏡面）＊1

奈良県立橿原考古学研究所
企画学芸部資料課  総括研究員

奥山誠義氏

200μm

第１段

造出し

第2段

第3段

埋葬施設

今回出土した
埋葬施設

Fe
1.35

Ni
ー

Cu
8.34

As
1.72

Sn
79.76

Sb
0.51

Pb
7.11

Bi
0.46

■富雄丸山古墳

■盾形銅鏡の成分

1213

②


