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朝日谷 2号墳：梅木謙一ほか 1998『朝日谷 2号墳』松山市文化財調査報告書 第 63集 松山市教育委員会・

松山市生涯学習財団埋蔵文化財センター

足守川加茂 B遺跡：岡山県教育委員会 1995『足守川改修工事に伴う発掘調査』岡山県埋蔵文化財発掘調査報告

9

油免遺跡：財団法人 広島県埋蔵文化財センター 2003『灰塚ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書（Ⅳ）

‐油免遺跡の調査‐』広島県埋蔵文化財センター調査報告書第 202集

有本古墳群：小郷利幸ほか 1997『有本古墳群』津山市埋蔵文化財発掘調査報告第 59集 津山市教育委員会

石槌山古墳群：高倉浩一ほか 1981『石槌山古墳群』広島県教育委員会・広島県埋蔵文化財センター

奥 3号墳箱形石棺：古瀬清秀ほか 1985『寒川町史』寒川町

奥才古墳群：鹿島町教育委員会 1985『奥才古墳群』

桂見墳墓 1号墳：船井武彦ほか 1984『桂見墳墓群』鳥取市文化財報告書 18 鳥取市教育委員会・鳥取市遺跡

調査団

覚寺 12号墳：松下利秀ほか 1990『覚寺古墳群 一般国道 9号鳥取バイパス建設に伴う発掘調査報告書』中国

建設弘済会・覚寺古墳群調査団・建設省中国地方建設局

笠置峠古墳：愛媛大学法文学部考古学研究室編 2003『前期古墳の副葬品と地域間関係 : 南予・笠置峠古墳を

めぐって』愛媛大学考古学研究室公開シンポジウム第 4回 愛媛大学法文学部考古学研究室

：愛媛大学法文学部考古学研究室編 2017『愛媛県西予 (せいよ) 市宇和町笠置峠古墳』西予市埋蔵

文化財調査報告書 第 10集 愛媛県西予市教育委員会

唐子台古墳群：今治市教育委員会 1974『唐子台遺跡群 今治市桜井国分唐子古墳(墳墓)群調査報告』

川戸 2号墳：宇垣匡雅 1995『川戸古墳群発掘調査報告書』岡山県古代吉備文化財センター編 大原町教育委員
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会

郷境 3号墳：岡山県古代吉備文化財センター編 1994『郷境墳墓群・前池内遺跡・後池内遺跡・黒住・雲山遺跡・

甫崎天神山遺跡』 岡山県埋蔵文化財発掘調査報告 89 岡山県教育委員会

小谷古墳：山陰考古学研究会 2002『山陰の前期古墳 第 30回山陰考古学研究会集会資料集』

権現山 51号墳：近藤義郎ほか 1991『権現山 51号墳』『権現山 51号墳』刊行会

社日 1号墳：島根県教育委員会 建設省松江国道工事事務所編 1990『社日古墳』 一般国道 9号松江道路建

設予定地内埋蔵文化財発掘調査報告書 12 島根県教育委員会

白鷺山墳丘墓：松本正信 1984「Ⅲ 龍野市とその周辺の考古資料」『龍野市史』第 4巻 龍野市

近長丸山古墳群：小郷利幸 1992『近長丸山古墳群』津山市埋蔵文化財調査報告 87 津山市教育委員会

釣山古墳群：山陰考古学研究会 2002『山陰の前期古墳 第 30回山陰考古学研究会集会資料集』

津寺一軒家遺跡：岡山県教育委員会 1999『津寺三本木遺跡 津寺一軒家遺跡 主要地方道箕島高松線改良工事

に伴う発掘調査 l』岡山県埋蔵文化財発掘調在報告 142

徳尾 3号墳：鳥取県教育委員会編 1985『徳尾遺跡群発掘調査報告書 主要地方道鳥取鹿野倉吉線道路改良工事

に伴う埋蔵文化財調査』

土壇原 10号墳：愛媛大学法文学部考古学研究室編 2003『前期古墳の副葬品と地域間関係 : 南予・笠置峠古墳

をめぐって』愛媛大学考古学研究室公開シンポジウム第 4回 愛媛大学法文学部考古学研究室

殿山古墳群：平井勝 1982『殿山遺跡・殿山古墳群』岡山県埋蔵文化財調査報告 47 岡山県教育委員会

長迫 2号墳：広島県教育委員会 広島県埋蔵文化財調査センター編 1982『長迫遺跡発掘調査報告 : 県営農地

開発事業に伴う埋蔵文化財の発掘調査』広島県教育委員会

夏栗遺跡：岡山県古代吉備文化財センター 2005『夏栗遺跡 苫田ダム建設に伴う発掘調査 5』岡山県埋蔵文化

財発掘調査報告 194

成岡 A遺跡第 1号古墳：田村規充編 2001『成岡 A地点遺跡－広島市安芸区中野東二丁目所在－』㈶広島市文

化財発掘調査報告書 第 8集 ㈶広島市文化財団

西谷 16号墳：1993『西谷 15・ 16号墓発掘調査報告書』出雲市教育委員会

西山 3号墳：内藤善史ほか 1996『田益新田遺跡・西山古墳群 一般国道 53号岡山北バイバス建設工事に伴う

発掘調査』岡山県埋蔵文化財発掘調査報告 109 岡山県教育委員会

東山 29号墳：松山市教育委員会編 2004『東山古墳群Ⅱ－3次調査・6次調査－』松山市文化財調査報告書 第

97集

百間川原尾島遺跡：岡山県教育委員会 2004『百間川原尾島遺跡 6 旭川放水路（百間川）改修工事に伴う発掘

調査ⅩⅤ』岡山県埋蔵文化財発掘調査報告 179

広岡古墳群：山陰考古学研究会 2002『山陰の前期古墳 第 30回山陰考古学研究会集会資料集』

袋尻 4号墳土器棺：松江市教育委員会 1998『袋尻遺跡群発掘調査報告書』

松尾頭 1号墓：大山スイス村埋蔵文化財発掘調査団・鳥取県大山町教育委員会編 2000『妻木晩田遺跡発掘調査

報告書Ⅰ 大山スイス村リゾート開発事業に伴う発掘調査報告』 大山町埋蔵文化財調査報告書 第 17集

みそのお遺跡：椿信治ほか 1993『みそのお遺跡』岡山県埋蔵文化財発掘調査報告 87 岡山県教育委員会
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道上 5号墳：広島県教育事業団事務局埋蔵文化財調査室編 2004『道上第 2・3・5号古墳 門前 2号遺跡 ロ

ーツェ株式会社本社拡張工事に係る埋蔵文化財発掘調査報告書』財団法人広島県教育事業団発掘調査報告書

第 6集 広島県教育事業団

美和 43号墳：鳥取市教育福祉振興会編 1994『美和古墳群発掘調査報告書 : 美和 31・ 32・ 33・ 34・ 37・

43・ 44号墳の調査』鳥取市教育福祉振興会

妻木晩田遺跡：大山スイス村埋蔵文化財発掘調査団・鳥取県大山町教育委員会編 2000『妻木晩田遺跡発掘調査

報告書Ⅱ～Ⅳ 大山スイス村リゾート開発事業に伴う発掘調査報告』 大山町埋蔵文化財調査報告書 第 17

集

門前池遺跡：岡山市教育委員会 1975『門前池遺跡（山陽住宅団地造成に伴う発掘調査）』岡山県埋蔵文化財発

掘調査報告(9)

養久山 1号墳：近藤義郎ほか 1985『養久山墳墓群』揖保川町教育委員会

矢谷四隅突出墓№1主体：金井亀喜ほか編 1981『松ヶ迫遺跡群発掘調査報告』広島県教育委員会・広島県埋蔵

文化財センター

用木 1号墳：神原英朗ほか 1975『用木古墳群』山陽町教育委員会

和田原 D地点遺跡：財団法人広島県埋蔵文化財調査センター 1999『和田原 D地点遺跡発掘調査報告書』広島

県埋蔵文化財調査報告書 186 簡易保険福祉事業団・庄原市教育委員会

【近畿】

今井 1号墳：藤井利章ほか 1984『奈良県遺跡調査概報』1983年度第 2分冊 奈良県立橿原考古学研究所

今林 8号墓：福島孝行 2000「今林古墳群の発掘調査」『京都府埋蔵財情報』第 78冊 京都府埋蔵文化財調査

研究センター

：三好玄ほか 2001『京都府遺跡調査概報』第 97冊 財団法人京都府埋蔵文化財調査研究センター

大田南 2号墳：肥後弘幸ほか 1991『大田南古墳群‐大田南 2・ 3号墳、矢田城跡発掘調査概要‐』京都府弥栄

町文化財調査報告第 7集 弥栄町教育委員会

ゲンギョウの山 5号墳：三好博喜ほか 1987『京都府遺跡調査概報』第 24冊 京都府埋蔵文化財調査研究セン

ター

小泉大塚古墳埴輪棺：今尾文昭 1990『奈良県遺跡調査概報』1989年度第 1分冊 奈良県立橿原考古学研究所

三田古墳：駒井正明 1993『上フジ遺跡Ⅲ・三田古墳』大阪府埋蔵文化財協会調査報告書第 80輯

住川 2号墳：福田さよ子 1993『奈良県遺跡調査概報』1992年度 奈良県立橿原考古学研究所

住吉宮町遺跡 3号墳：神戸市教育委員会 1999『住吉宮町遺跡 現地説明会資料』

石光山 8号墳：千賀久ほか 1976『葛城石光山古墳群』奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第 31冊

高山 12号墳：増田孝彦ほか 1988『京都府遺跡調査概報』第 29冊 京都府埋蔵文化財調査研究センター

タニグチ 1号墳：西藤清秀 1996『タニグチ古墳群（付 タニグチ墳墓群）発掘調査概報』高取町教育委員会・

奈良県立橿原考古学研究所

寺口忍海古墳群：奈良県立橿原考古学研究所編 1988『寺口忍海古墳群』新庄町教育委員会 新庄町文化財調査

報告書 第 1冊
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豊富谷丘陵遺跡 TT1号墳：増田孝彦ほか 1983『京都府遺跡調査報告書』第 1冊 京都府埋蔵文化財調査研究

センター

苗代 2号墳：松尾史子ほか 1998『京都府遺跡調査概報』第 83冊 京都府埋蔵文化財調査研究センター

内場山墳丘墓 SX14：岡崎正雄ほか 1993『内場山城跡』兵庫県文化財調査報告第 126冊 兵庫県教育委員会

七ツ塚 4号墳：杉井健ほか編 2002『長岡京市における後期古墳の調査』長岡京市教育委員会

新沢千塚 109号墳：山田良三ほか 1981『新沢千塚古墳群』奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第 39冊

西求女塚古墳：神戸市教育委員会文化財課 2004『西求女塚古墳発掘調査報告書』

西山 2号墳：白石太一郎ほか 1999『城陽市史』第 3巻 城陽市役所

野山遺跡野山支群古墳群：楠元哲夫ほか 1988『野山遺跡群Ⅰ』奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第 56冊

牧野古墳：河上邦彦ほか 1987『史跡牧野古墳』広陵町文化財調査報告第 1冊

狭間 2号墓：福島孝行ほか 2001『京都府遺跡調査概報』財団法人 京都府埋蔵文化財調査研究センター

東山 15号墳：菱田哲郎ほか 1999『東山古墳群Ⅰ』中町文化財報告 20

三坂神社裏古墳群：今田昇一ほか 1998『三坂神社墳墓群・三坂神社裏古墳群・有明古墳群・有明横穴群』大宮

町文化財調査報告書第 14集 大宮町教育委員会

見田大沢 2号墳：奈良県立橿原考古学研究所 1982『見田・大沢古墳群』

宮の森古墳 3号墳：増田孝彦ほか 1987『京都府遺跡調査概報』第 24冊 京都府埋蔵文化財調査研究センター

八尾寺 2号墳：奈良県立橿原考古学研究所 1983『奈良県遺跡調査概報』1981年度

龍王山 B－10号墳：河上邦彦・松本百合子 1993『龍王山古墳群』

【東日本】

大星山 3号墳：土屋積ほか 1996『上信越自動車道埋蔵文化財調査報告書』7 長野県埋蔵文化財センター発掘

調査報告書 20 長野県教育委員会

城山古墳：大塚淑夫 1981『城山古墳発掘調査（第 3次調査）概報』島田市教育委員会

溜ノ台 1号墳：福山俊彰ほか 2000『溜ノ台Ⅰ』小山市文化財調査報告書 小山市教育委員会

寺井山 6号墓：能美市立歴史民俗資料館 2010『国指定史跡能美古墳群 (のみこふんぐん) : 古に眠る能美の首

長墓』

寺所遺跡 SM04：山下誠一 1999『寺所遺跡』飯田市教育委員会

鳥越古墳：椙山林継 1980「木更津市鳥越古墳の調査」『考古学ジャーナル』№171

冬頭山崎 2号墳：上出巳吉ほか 2000『冬頭城跡・冬頭山崎 1号墳・冬頭山崎 2号墳・冬頭山崎 1号横穴』岐

阜県文化財保護センター

成塚向山 1号墳：財団法人 群馬県埋蔵文化財調査事業団 2008『成塚向山古墳群』財団法人群馬県文化財調査

事業団調査報告書第 426集

星の宮神社古墳：大橋泰夫ほか 1986『星の宮神社古墳・米山古墳』

八幡山横穴群 3号横穴：松井一明 1997『八幡山横穴群』袋井市考古資料集第 3集

山谷古墳：巻町教育委員会・新潟大学考古学研究室 1993『越後山谷古墳』

宮山 1号墳：樋口隆康 1993『宮山 1号墳調査報告書』野洲市教育委員会
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和田 8号墳：佐伯英樹 1998『和田古墳群』栗東町教育委員会

・ハングル

【慶尚北道】

北四里 2号古墳：嶺南大学校博物館 1991『慶山 北四里 古墳群』嶺南大學校 博物館 學術調査報告 第 10冊

玉城里 108号墓：嶺南埋藏文化財研究院 1998『浦項玉城里古墳群』嶺南埋藏文化財研究院學術調査報告 第

14冊

九於里 1号墓：嶺南文化財研究院 2002『慶州九於里古墳群』嶺南埋蔵文化財研究院學術調査報告 第 42 嶺

南文化財研究院

九政洞 2号墓：國立慶州博物館 編輯 2006『慶州 九政洞 古墳』 國立慶州博物館學術調査報告 國立慶州博

物館編 第 18冊

芳内里古墳群：한 도 식ほか 2009『慶州 芳内里 古墳群 : 경 부 고 속 철 도 건 설 공 사 구 간 내』嶺南埋蔵文化財研究

院學術調査報告 第 169冊 嶺南文化財研究院

隍城洞遺跡：國立慶州博物館 2000『慶州 隍城洞 遺跡Ⅰ・Ⅱ』國立慶州博物館学術調査報告 第 12冊 國

立慶州博物館

：韓國文化財保護財團 文化財調査研究團 編 2001『慶州市隍城洞 537―2賃貸アパート新築敷地発

掘調査報告書』学術調査報告書 第 109冊 韓国文化財保護財団

隍城洞古墳群：國立慶州博物館 2002『慶州隍城洞古墳群Ⅱ』國立慶州博物館學術調査報告 第 14冊

：慶州大學校博物館編 2003『慶州隍城洞古墳群Ⅲ』慶州大學校博物館叢書 第 4輯

舎羅里 130号墓：嶺南文化財研究院 2001『慶州舎羅里遺跡Ⅱ』嶺南文化財研究員学術調査報告書第 32冊
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