
成岡第 1 号古墳出土
銅製飾り金具

成岡第 2 号古墳埋葬主体と人骨（眉間に赤色顔料が残る）
※右上はこの人骨をもとに復顔したもの

成岡第 3 号古墳第 1 主体出土鉄器実測図（一部）

成岡第 3 号古墳出土玉類

成岡古墳群の配置

成岡古墳群 ( 推定 3 世紀 )…市内最古級の古墳群

第 1 号古墳

第 2 号古墳

第 3 号古墳

広島の考古学講座 ④ 「広島の古墳時代」配布資料 20130209

古墳時代の年表

最古の前方後円墳とされる箸墓古墳（奈良県）

広島県最大の前方後円墳・三ツ城古墳
（東広島市）

広島県最大の横穴式石室を持つ梅木平古墳
（三原市）



弘住第3号古墳 (推定 3世紀末 )…弥生時代以来の在地墓制の伝統を伺わせる古墳

竪穴式石室

出土土師器実測図（一部）

出土鉄器実測図（一部）

宇那木山第2号古墳 (推定3世紀末）
…市内最古級の前方後円墳

倉重向山古墳 (推定 4世紀後半 )
…八幡川流域で確認された唯一の前方後円墳

くびれ部で
確認した葺石

中小田第1号古墳 (推定 4世紀中頃 )…三角縁神獣鏡が出土

石塚山古墳

中小田第1号古墳 西求女塚古墳
万年山古墳

黒塚古墳

椿井大塚山古墳（2枚）

中小田第1号古墳出土三角縁神獣鏡の同笵鏡の分布（計7枚）

出土車輪石竪穴式石室

弘住第 1号古墳 (推定 4世紀末〜5世紀初 ) 長尾第 1号古墳 (推定4世紀末〜5世紀初 )

山武士塚第1号古墳 (推定 4世紀後半 )

竪穴式石室

出土鉄器・玉類実測図

第 2号古墳

第1号古墳

第3号古墳

竪穴式石室の裏込め石（左）と床に残る朱（右）

前方部から後円部にかけて（上）と古墳からの眺望（下）



池の内古墳群 (推定 5世紀中葉〜6世紀初頭 )…埴輪、葺石を持つ市内有数規模の円墳を含む古墳群

池の内第3号古墳
出土須恵器（一部）

空長古墳群 (推定 5世紀後半〜6世紀初頭 )
…第 1号古墳から蛇行剣、三輪玉、有孔円板などが出土

第12号古墳

第7号古墳

第6号古墳

第13号古墳

第5号古墳

第4号古墳

第3号古墳

第2号古墳

第1号古墳

第9号古墳

第10号古墳

第8号古墳

第11号古墳

第14号古墳

中小田古墳群 (推定 4世紀〜5世紀 )…市内最大規模の古墳群

芳カ谷第1号古墳 (推定 4世紀 )
…碧玉製勾玉や銅鏡などが出土

大明寺第1号古墳 (推定4世紀末〜5世紀初頭 )
…石釧が出土

虹山古墳 (推定 5世紀前半〜中葉）
…可部地域の首長墓と見られる帆立貝形古墳

大久保古墳 (推定 5世紀前半〜後半 )
…市内で唯一子持ち勾玉が出土

池の内古墳群の配置

空長第1号古墳出土鉄剣（下は蛇行剣）

空長第1号古墳出土金銅製三輪玉
（右は復元品） 空長古墳群出土須恵器（一部）

中小田古墳群の配置

中小田第２号古墳の竪穴式石室 中小田第3号古墳出土鉄器実測図

出土銅鏡（左）と玉類（右） 出土鉄鏃（左）と石釧（右）実測図

出土銅鏡（左）と子持勾玉（右）実測図

権地古墳 (推定 5世紀前半 )
…石棺の外から鉄製農工具などが出土 恵下第 1・２号古墳

(推定5世紀中葉〜後半 )…銅鏡と多数の玉類が出土

地蔵堂山第1号古墳 (推定5世紀中葉〜後半 )
…有孔円板、素環頭大刀などが出土

寺山第 3号古墳 (推定 5世紀後半 )
…武器、農工具、鎹など多数の鉄器類が出土

出土玉類

狐ヶ城古墳 (推定 5世紀 )
…市内では稀な埴輪が出土

出土鉄器実測図

出土鉄器実測図（一部）



湯釜古墳 ( 推定 5 世紀末〜6 世紀初頭 )
…県内最古級の可能性がある横穴式石室を持つ前方後方墳

水落古墳 ( 推定 6 世紀中頃 )
…可部地域最古級の横穴式石室

1 号主体
2 号主体

新宮古墳 ( 推定 6 世紀中頃 )
…広島湾頭最古級の横穴式石室

石室（1 号主体）の現状

石室の残存部分 出土須恵器（一部）

出土銀製耳環（左）と玉類（右）

塔の岡第 1・6 号古墳 ( 推定 6 世紀中頃・末 )
…江の川流域とのつながりを物語る横穴式石室

別所古墳 ( 推定 6 世紀後半 )
…鉄滓が出土

石室の現状

第 1 号古墳石室（床に仕切石と須恵器床が見られる）

畝観音免第 1 号古墳 ( 推定 7 世紀前半 )
…広島市周辺で最大規模の横穴式石室

実相寺第 2 号古墳 ( 推定 7 世紀 )
…三篠川流域最大規模の横穴式石室

可部古墳群 ( 推定 6 世紀後半〜7 世紀前半 )
…横穴式石室を持つ古墳が総計 80 基以上群集

給人原第 2 号古墳石室の現状

上ヶ原第 34 号古墳

青古墳群

和田古墳 ( 推定 6 世紀後半 )
…多様な馬具類などが出土

出土鉄滓

出土馬具類実測図

城ノ下第 1 号古墳 ( 推定 5 世紀後半 )
…大陸との関わりを伺わせる遺物が出土

弘住第 2 号古墳 ( 推定 5 世紀後半 )
…総数 1731 点のガラス玉などが出土

出土ガラス小玉（一部）

埋葬施設から遺物が
出土した様子

出土横矧板鋲留短甲 出土金銅製垂飾（左は復元品）

石室の現状

第 6 号古墳

出土土器実測図石室の現状
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海田湾岸 太田川下流域 三篠川流域五日市 可部

新宮古墳
( 船越 6C 中 )

畝観音免第 2 号古墳
( 海田 7C 前半 ?)

畝観音免第 1 号古墳
( 海田 7C 前半 )

湯釜古墳
( 口田 5C 末 )

塔の岡第 1 号古墳
( 白木 6C 中 )

塔の岡第 6 号古墳
( 白木 6C 末 )上ヶ原第

1 号古墳
( 可部 6C 末 )

給人原第 1 号古墳
( 可部 6C 後半 )

給人原第 5 号古墳
( 可部 6C 末 )

給人原第 8 号古墳
( 可部 6C 末 )

原迫第 1 号古墳
( 可部 6C 末 )

真亀第 3 号古墳
( 真亀 6C 後半 )

倉重古墳
( 五日市 7C 前半 )

給人原第 2 号古墳
( 可部 6C 後半 )

水落古墳
( 可部 6C 後半 )

広島市一帯の主な横穴式石室の変遷        ※各時期は出土した最も型式の古い須恵器などから推定されたもの。  ※調査・実測図化されたもののみで構成しています。（S=1/200）

■玄室の範囲 ■奥壁 ■閉塞部分（破壊等で不明な部分が多い場合は着色していません）
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