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世
紀
の
大
発
見
か
ら
30
年
！
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斐
川
町
の
神か

ん
ば庭
に
あ
る
荒
神
谷

遺
跡
の
発
見
は
、
昭
和
58
年
、
広
域

農
道
（
出
雲
ロ
マ
ン
街
道
）
建
設
に
と

も
な
う
遺
跡
分
布
調
査
で
、
県
の
調
査
員
が

田
ん
ぼ
の
畦あ
ぜ

で
、
一
片
の
土
器
（
古
墳
時
代
の

須す

え

き
恵
器
）
を
拾
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
し
た
。
翌

年
の
昭
和
59
年
７
月
12
日
、
銅
剣
の
一
部
が
姿
を
現
し

ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
今
か
ら
30
年
前
で
す
。

　
最
終
的
に
確
認
さ
れ
た
銅
剣
は
３
５
８
本
。
当
時
、

全
国
で
発
見
さ
れ
て
い
た
銅
剣
の
総
数
は
、
約
３
０
０

本
で
、
荒
神
谷
遺
跡
だ
け
で
そ
の
総
数
を
上
回
る
世
紀

の
大
発
見
と
な
り
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
翌
年
の
昭
和
60
年
に
は
、
銅
剣
が
発
見
さ
れ

た
場
所
か
ら
７
ｍ
真
横
の
位
置
で
、
銅
鐸
と

銅
矛
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
２
つ
の
組

み
合
わ
せ
は
青
銅
器
文
化
を
見
直
す
き
っ
か

け
と
な
っ
た
も
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
銅
鐸

は
近
畿
勢
力
の
も
の
、
銅
矛
は
九
州
勢
力
の

も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
２
つ
が
、
同
じ
場

所
か
ら
発
見
さ
れ
た
か
ら
で
す
。

　
そ
の
後
、
こ
の
荒
神
谷
遺
跡
の
発
見
に
続

き
、
山
陰
地
方
で
弥
生
時
代
の
遺
跡
が
続
々

と
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
加
茂
岩
倉
遺
跡
（
雲

南
市
）、
田
和
山
遺
跡
（
松
江
市
）、
妻
木
晩

田
遺
跡
（
米
子
市
）、
青
谷
上
寺
地
遺
跡
（
鳥

取
市
）、
西
谷
墳
墓
群
（
出
雲
市
大
津
町
）、

さ
ら
に
平
成
12
年
に
は
、
出
雲
大
社
の
巨
大

神
殿
に
使
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
伝
説
の

宇
豆
柱
が
発
見
さ
れ
る
と
、
今
ま
で
考
古
学

上
そ
れ
ほ
ど
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
”出

雲“
が
に
わ
か
に
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
す
。

　
荒
神
谷
遺
跡
は
、
古
代
出
雲
、

あ
る
い
は
古
代
日
本
の
姿
を

知
る
た
め
に
、
極
め
て

重
要
な
遺
跡
で
す
。

■
発
見
さ
れ
た
青
銅
器
の
数
と
特
徴

　
出
土
物

　
　
銅
剣
３
５
８
本

•
出
雲
型
銅
剣
（
中
細
型
銅
剣
ｃ
類
）
と
呼
ば
れ
る
。

•
荒
神
谷
銅
剣
と
加
茂
岩
倉
銅
鐸
に
し
か
見
ら
れ
な
い
謎
の
「
×
」
印
が
、

３
４
４
本
の
銅
剣
に
刻
ま
れ
て
い
る
。

銅
鐸
６
個

•
鉦か

ね

と
し
て
叩
か
れ
た
痕
跡
が
あ
る
も
の
が
あ
る
。

•
県
外
で
発
見
さ
れ
た
銅
鐸
と
、同
じ
鋳
型
で
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も

の
が
あ
る
。

銅
矛
16
本

•
全
部
の
銅
矛
の
袋
部
に
鋳
型
の
砂
が
詰
ま
っ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。

•
北
部
九
州
に
特
徴
的
な
「
研
ぎ
分
け
」
と
呼
ば
れ
る
綾
杉
模
様
が
施
さ
れ
た

も
の
が
あ
る
。

■
発
見
さ
れ
た
場
所
は
？

•
斐
川
町
神
庭
。
谷
の
最
奥
部
の
日
当
た
り
の
良
い
傾
斜
地
。
青
銅
器
が
発
見

さ
れ
た
場
所
や
遺
跡
に
向
か
う
道
程
か
ら
は
、神
様
が
宿
る
と
さ
れ
る
神か

ん
な名
火び

山や
ま

（
仏

ぶ
っ
き
ょ
う
ざ
ん

経
山
）
が
見
え
る
。
さ
ら
に
奥
に
三さ

ん
ぽ
う
こ
う
じ
ん

宝
荒
神
が
あ
る
こ
と
か
ら
、名
称

”荒
神
谷
遺
跡“
と
な
る
。

■
な
ぜ
発
見
さ
れ
た
？

•
農
道
（
通
称
「
出
雲
ロ
マ
ン
街
道
」）
建
設
予
定
地
に
ち
ょ
う
ど
重
な
っ
た
か

ら
。
予
定
地
が
数
メ
ー
ト
ル
ず
れ
て
い
た
ら
世
紀
の

大
発
見
は
無
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

■
荒
神
谷
青
銅
器
の
す
ご
い
と
こ
ろ

•
銅
剣
・
銅
鐸
・
銅
矛
が
同
時
に
発
見
さ
れ
た
の
は
、他

に
例
が
な
く
、本
数
が
総
点
数
３
８
０
点
は
驚
異
的
。

•
多
く
の
青
銅
器
が
農
作
業
や
工
事
中
に
発
見
さ
れ
る

な
か
、荒
神
谷
の
よ
う
に
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
き
れ

い
に
並
ん
だ
状
態
で
見
つ
か
る
こ
と
が
珍
し
い
。

•
青
銅
器
は
、１
本
発
見
さ
れ
て
も
そ
の
土
地
に
勢
力

者
が
い
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
国
宝
と
な
っ
た
荒
神
谷
遺
跡
の

青
銅
器
は
地
元
で
の
公
開
を
望
む

声
を
受
け
、
銅
剣
が
発
見
さ
れ
た

日
を
記
念
し
て
制
定
さ
れ
た
７
月

12
日
の
『
ひ
か
わ
銅
剣
の
日
』（
※
）

に
合
わ
せ
て
開
催
す
る
特
別
展
で

特
別
公
開
し
て
い
ま
す
。
生
ま
れ

た
（
出
土
し
た
）
地
が
斐
川
で
、

現
在
は
県
立
古
代
出
雲
歴
史
博
物

館
で
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

斐
川
で
展
示
す
る
時
は
"里
帰
り
展

示
‶
と
し
て
い
ま
す
。

　
荒
神
谷
博
物
館
の
常
設
展
示
で

は
、
国
宝
青
銅
器
を
見
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
発
掘
当

時
の
緊
迫
し
た
様
子
な
ど
を
ま
と

め
た
映
像
『
発
掘
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
』

を
大
画
面
で
放
映
し
て
い
ま
す
。

　
古
代
の
人
々
は
何
を
感
じ
、
ど
の

よ
う
な
思
い
で
こ
こ
に
埋
納
し
た

の
か
、
な
ぜ
、
こ
の
地
だ
っ
た
の
か
。

謎
は
未
だ
に
解
け
ま
せ
ん
が
、
き
っ

と
古
代
出
雲
人
が
選
ぶ
だ
け
の
”巨

大
な
力“
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。

　
荒
神
谷
博
物
館
で
発
掘
ド
キ
ュ

メ
ン
ト
を
見
て
、
青
銅
器
の
基
本

情
報
も
得
た
後
に
、
実
際
に
そ
の

現
場
へ
行
き
、
そ
し
て
そ
の
後
、
古

代
出
雲
歴
史
博
物
館
で
本
物
を
見

る
。
こ
れ
が
お
す
す
め
の
荒
神
谷
遺

跡
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
方
法
で
す
。

　
国
宝
荒
神
谷
青
銅
器
出
土
30
周
年

の
今
年
、
改
め
て
、”出
雲
人
の
誇

り“
で
あ
る
荒
神
谷
遺
跡
を
訪
ね
て

み
て
は
い
か
が
で
す
か
？

『
国
宝
荒
神
谷
青
銅
器
の

　発
掘
調
査
を
振
り
返
っ
て
』

　
７
月
12
日
、
荒
神
谷
博
物
館
で
、

国
宝
荒
神
谷
青
銅
器
出
土
30
周
年
の

記
念

式
典
を

開
催
し
ま
し

た
。
式
典
終
了
後

に
は
、
当
時
、
発
掘

担
当
者
だ
っ
た
足
立
克
己

氏
（
県
立
古
代
出
雲
歴
史
博
物
館

前
学
芸
部
長)

の
発
掘
当
時
と
現
在

の
青
銅
器
に
つ
い
て
の
講
演
が
あ

り
ま
し
た
。

　
鍬く
わ

の
刃
一
つ
当
た
ら
ず
、
銅
剣

発
見
。
当
時
の
作
業
員
に
感
謝
し

て
い
る
こ
と
や
一
本
目
の
銅
剣
が

斜
め
に
ず
れ
て
い
た
た
め
そ
の
ま

ま
斜
め
に
掘
り
進
め
た
こ
と
。
銅

剣
の
取
り
出
し
作
業
が
竹
串
や
筆
、

エ
ア
ー
ス
プ
レ
ー
ま
で
使
っ
た
繊

細
な
作
業
だ
っ
た
こ
と
な
ど
を
笑

い
も
交
え
て
の
講
演
と
な
り
ま
し

た
。

　
当
時
の
県
の
発
掘
担
当
課
長
補

佐
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
紅
白
歌
合
戦
の
審

査
員
に
選
考
さ
れ
た
と

い
う
話
も
。
日
本
に

と
っ
て
も
そ
れ
だ
け
偉

大
な
発
見
で
あ
っ
た
こ

と
が
解
り
ま
す
。
こ
の

講
演
会
の
詳
し
い
様
子

は
「
出
雲
学
通
信
第
10

号
」で
掲
載
予
定
で
す
。

（
詳
し
く
は
、
荒
神
谷

博
物
館
に
お
た
ず
ね
く

だ
さ
い
。）

お
た
ず
ね
／

荒
神
谷
博
物
館

　
　
☎

９
０
４
４

荒神谷遺跡発見30年の歩み
西暦 和暦 月日 こ　と　が　ら

1983 昭和58 4月12日
広域農道建設予定地の分布調査中に土器片を発見。「荒神谷
遺跡」と命名される

1984 昭和59 7月12日 荒神谷遺跡発掘調査２日目で、銅剣を発見

1985 昭和60 6月6日 銅剣が国の重要文化財に指定される

7月19日 金属反応があったところから銅鐸を発見

8月16日
銅鐸と並んで銅矛が出土。この二種類の同一箇所からの出土
は国内初

1986 昭和61 3月15日 荒神谷遺跡に隣接して「出雲の原郷館」がオープン

1987 昭和62 1月8日 荒神谷遺跡が国の史跡に指定される

6月6日 銅鐸6個・銅矛16本が国の重要文化財に追加指定される

1989 平成元
銅剣発見5周年のこの年、「荒神谷遺跡の謎を解く」論文・
アイディア募集。この企画は1999年まで続く（全10回で
応募作品数は1280通）

1990 平成2 12月8日
出土場所に複製銅鐸・銅矛を復元設置。この日の完成式典で
創作舞踊「弥生の舞」を初披露

1995 平成7 5月1日 荒神谷史跡公園（約27.5ha）がオープン

1996 平成8 12月30日 加茂岩倉遺跡で39個の銅鐸を確認

1998 平成10 6月30日 荒神谷遺跡出土青銅器が一括して国宝に指定される

2000 平成12 7月12日
銅剣発見を記念して「ひかわ銅剣の日」を制定（日本記念日
協会認定）

2004 平成16 7月12日 発見20周年記念「遺跡発見発端の地」記念碑設置

2005 平成17 10月6日 荒神谷博物館全館オープン

2014 平成26 4月5日 荒神谷博物館入館者15万人達成

国宝荒神谷青銅器出土30周年記念
平成26年度下半期記念イベント予定表

9月～ 11月 企画展開催
10月 赤米の稲刈り
11月24日 第2回神庭・荒神谷四季の植物観察会
11月 荒神谷クイズ大会（仮）
12月14日 第8回出雲学フォーラム
 『邪馬台国と出雲（仮）』

2月　　 古代もちつき会
3月22日　 第３回神庭・荒神谷四季の植物観察会
3月 荒神谷椿の森まつり

※『ひかわ銅剣の日』とは昭和59年7月12日、荒神谷遺跡から弥生時代の銅剣が大量に出土し、翌年出土した銅鐸・銅矛
とともに「島根県荒神谷遺跡出土品」として国宝に指定されたことを記念し、平成12年7月12日に当時の斐川町が定め、日本記念
日協会認定の記念日。

当時発掘担当者　足立克己氏　報道陣へ説明中

記念式典終了後に講演された
足立克己氏

（銅剣）

（銅矛）

（銅鐸）（写真提供：島根県埋蔵文化財調査センター）
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が
発
見
さ
れ

た
場
所
か
ら
７
ｍ
真
横
の
位
置
で
、
銅
鐸
と

銅
矛
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
２
つ
の
組

み
合
わ
せ
は
青
銅
器
文
化
を
見
直
す
き
っ
か

け
と
な
っ
た
も
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
銅
鐸

は
近
畿
勢
力
の
も
の
、
銅
矛
は
九
州
勢
力
の

も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
２
つ
が
、
同
じ
場

所
か
ら
発
見
さ
れ
た
か
ら
で
す
。

　
そ
の
後
、
こ
の
荒
神
谷
遺
跡
の
発
見
に
続

き
、
山
陰
地
方
で
弥
生
時
代
の
遺
跡
が
続
々

と
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
加
茂
岩
倉
遺
跡
（
雲

南
市
）、
田
和
山
遺
跡
（
松
江
市
）、
妻
木
晩

田
遺
跡
（
米
子
市
）、
青
谷
上
寺
地
遺
跡
（
鳥

取
市
）、
西
谷
墳
墓
群
（
出
雲
市
大
津
町
）、

さ
ら
に
平
成
12
年
に
は
、
出
雲
大
社
の
巨
大

神
殿
に
使
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
伝
説
の

宇
豆
柱
が
発
見
さ
れ
る
と
、
今
ま
で
考
古
学

上
そ
れ
ほ
ど
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
”出

雲“
が
に
わ
か
に
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
す
。

　
荒
神
谷
遺
跡
は
、
古
代
出
雲
、

あ
る
い
は
古
代
日
本
の
姿
を

知
る
た
め
に
、
極
め
て

重
要
な
遺
跡
で
す
。

■
発
見
さ
れ
た
青
銅
器
の
数
と
特
徴

　
出
土
物

　
　
銅
剣
３
５
８
本

•
出
雲
型
銅
剣
（
中
細
型
銅
剣
ｃ
類
）
と
呼
ば
れ
る
。

•
荒
神
谷
銅
剣
と
加
茂
岩
倉
銅
鐸
に
し
か
見
ら
れ
な
い
謎
の
「
×
」
印
が
、

３
４
４
本
の
銅
剣
に
刻
ま
れ
て
い
る
。

銅
鐸
６
個

•
鉦か

ね

と
し
て
叩
か
れ
た
痕
跡
が
あ
る
も
の
が
あ
る
。

•
県
外
で
発
見
さ
れ
た
銅
鐸
と
、同
じ
鋳
型
で
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も

の
が
あ
る
。

銅
矛
16
本

•
全
部
の
銅
矛
の
袋
部
に
鋳
型
の
砂
が
詰
ま
っ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。

•
北
部
九
州
に
特
徴
的
な
「
研
ぎ
分
け
」
と
呼
ば
れ
る
綾
杉
模
様
が
施
さ
れ
た

も
の
が
あ
る
。

■
発
見
さ
れ
た
場
所
は
？

•
斐
川
町
神
庭
。
谷
の
最
奥
部
の
日
当
た
り
の
良
い
傾
斜
地
。
青
銅
器
が
発
見

さ
れ
た
場
所
や
遺
跡
に
向
か
う
道
程
か
ら
は
、神
様
が
宿
る
と
さ
れ
る
神か

ん
な名
火び

山や
ま

（
仏

ぶ
っ
き
ょ
う
ざ
ん

経
山
）
が
見
え
る
。
さ
ら
に
奥
に
三さ

ん
ぽ
う
こ
う
じ
ん

宝
荒
神
が
あ
る
こ
と
か
ら
、名
称

”荒
神
谷
遺
跡“
と
な
る
。

■
な
ぜ
発
見
さ
れ
た
？

•
農
道
（
通
称
「
出
雲
ロ
マ
ン
街
道
」）
建
設
予
定
地
に
ち
ょ
う
ど
重
な
っ
た
か

ら
。
予
定
地
が
数
メ
ー
ト
ル
ず
れ
て
い
た
ら
世
紀
の

大
発
見
は
無
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

■
荒
神
谷
青
銅
器
の
す
ご
い
と
こ
ろ

•
銅
剣
・
銅
鐸
・
銅
矛
が
同
時
に
発
見
さ
れ
た
の
は
、他

に
例
が
な
く
、本
数
が
総
点
数
３
８
０
点
は
驚
異
的
。

•
多
く
の
青
銅
器
が
農
作
業
や
工
事
中
に
発
見
さ
れ
る

な
か
、荒
神
谷
の
よ
う
に
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
き
れ

い
に
並
ん
だ
状
態
で
見
つ
か
る
こ
と
が
珍
し
い
。

•
青
銅
器
は
、１
本
発
見
さ
れ
て
も
そ
の
土
地
に
勢
力

者
が
い
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
国
宝
と
な
っ
た
荒
神
谷
遺
跡
の

青
銅
器
は
地
元
で
の
公
開
を
望
む

声
を
受
け
、
銅
剣
が
発
見
さ
れ
た

日
を
記
念
し
て
制
定
さ
れ
た
７
月

12
日
の
『
ひ
か
わ
銅
剣
の
日
』（
※
）

に
合
わ
せ
て
開
催
す
る
特
別
展
で

特
別
公
開
し
て
い
ま
す
。
生
ま
れ

た
（
出
土
し
た
）
地
が
斐
川
で
、

現
在
は
県
立
古
代
出
雲
歴
史
博
物

館
で
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

斐
川
で
展
示
す
る
時
は
"里
帰
り
展

示
‶
と
し
て
い
ま
す
。

　
荒
神
谷
博
物
館
の
常
設
展
示
で

は
、
国
宝
青
銅
器
を
見
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
発
掘
当

時
の
緊
迫
し
た
様
子
な
ど
を
ま
と

め
た
映
像
『
発
掘
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
』

を
大
画
面
で
放
映
し
て
い
ま
す
。

　
古
代
の
人
々
は
何
を
感
じ
、
ど
の

よ
う
な
思
い
で
こ
こ
に
埋
納
し
た

の
か
、
な
ぜ
、
こ
の
地
だ
っ
た
の
か
。

謎
は
未
だ
に
解
け
ま
せ
ん
が
、
き
っ

と
古
代
出
雲
人
が
選
ぶ
だ
け
の
”巨

大
な
力“
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。

　
荒
神
谷
博
物
館
で
発
掘
ド
キ
ュ

メ
ン
ト
を
見
て
、
青
銅
器
の
基
本

情
報
も
得
た
後
に
、
実
際
に
そ
の

現
場
へ
行
き
、
そ
し
て
そ
の
後
、
古

代
出
雲
歴
史
博
物
館
で
本
物
を
見

る
。
こ
れ
が
お
す
す
め
の
荒
神
谷
遺

跡
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
方
法
で
す
。

　
国
宝
荒
神
谷
青
銅
器
出
土
30
周
年

の
今
年
、
改
め
て
、”出
雲
人
の
誇

り“
で
あ
る
荒
神
谷
遺
跡
を
訪
ね
て

み
て
は
い
か
が
で
す
か
？

『
国
宝
荒
神
谷
青
銅
器
の

　発
掘
調
査
を
振
り
返
っ
て
』

　
７
月
12
日
、
荒
神
谷
博
物
館
で
、

国
宝
荒
神
谷
青
銅
器
出
土
30
周
年
の

記
念

式
典
を

開
催
し
ま
し

た
。
式
典
終
了
後

に
は
、
当
時
、
発
掘

担
当
者
だ
っ
た
足
立
克
己

氏
（
県
立
古
代
出
雲
歴
史
博
物
館

前
学
芸
部
長)

の
発
掘
当
時
と
現
在

の
青
銅
器
に
つ
い
て
の
講
演
が
あ

り
ま
し
た
。

　
鍬く
わ

の
刃
一
つ
当
た
ら
ず
、
銅
剣

発
見
。
当
時
の
作
業
員
に
感
謝
し

て
い
る
こ
と
や
一
本
目
の
銅
剣
が

斜
め
に
ず
れ
て
い
た
た
め
そ
の
ま

ま
斜
め
に
掘
り
進
め
た
こ
と
。
銅

剣
の
取
り
出
し
作
業
が
竹
串
や
筆
、

エ
ア
ー
ス
プ
レ
ー
ま
で
使
っ
た
繊

細
な
作
業
だ
っ
た
こ
と
な
ど
を
笑

い
も
交
え
て
の
講
演
と
な
り
ま
し

た
。

　
当
時
の
県
の
発
掘
担
当
課
長
補

佐
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
紅
白
歌
合
戦
の
審

査
員
に
選
考
さ
れ
た
と

い
う
話
も
。
日
本
に

と
っ
て
も
そ
れ
だ
け
偉

大
な
発
見
で
あ
っ
た
こ

と
が
解
り
ま
す
。
こ
の

講
演
会
の
詳
し
い
様
子

は
「
出
雲
学
通
信
第
10

号
」で
掲
載
予
定
で
す
。

（
詳
し
く
は
、
荒
神
谷

博
物
館
に
お
た
ず
ね
く

だ
さ
い
。）

お
た
ず
ね
／

荒
神
谷
博
物
館

　
　
☎

９
０
４
４

荒神谷遺跡発見30年の歩み
西暦 和暦 月日 こ　と　が　ら

1983 昭和58 4月12日
広域農道建設予定地の分布調査中に土器片を発見。「荒神谷
遺跡」と命名される

1984 昭和59 7月12日 荒神谷遺跡発掘調査２日目で、銅剣を発見

1985 昭和60 6月6日 銅剣が国の重要文化財に指定される

7月19日 金属反応があったところから銅鐸を発見

8月16日
銅鐸と並んで銅矛が出土。この二種類の同一箇所からの出土
は国内初

1986 昭和61 3月15日 荒神谷遺跡に隣接して「出雲の原郷館」がオープン

1987 昭和62 1月8日 荒神谷遺跡が国の史跡に指定される

6月6日 銅鐸6個・銅矛16本が国の重要文化財に追加指定される

1989 平成元
銅剣発見5周年のこの年、「荒神谷遺跡の謎を解く」論文・
アイディア募集。この企画は1999年まで続く（全10回で
応募作品数は1280通）

1990 平成2 12月8日
出土場所に複製銅鐸・銅矛を復元設置。この日の完成式典で
創作舞踊「弥生の舞」を初披露

1995 平成7 5月1日 荒神谷史跡公園（約27.5ha）がオープン

1996 平成8 12月30日 加茂岩倉遺跡で39個の銅鐸を確認

1998 平成10 6月30日 荒神谷遺跡出土青銅器が一括して国宝に指定される

2000 平成12 7月12日
銅剣発見を記念して「ひかわ銅剣の日」を制定（日本記念日
協会認定）

2004 平成16 7月12日 発見20周年記念「遺跡発見発端の地」記念碑設置

2005 平成17 10月6日 荒神谷博物館全館オープン

2014 平成26 4月5日 荒神谷博物館入館者15万人達成

国宝荒神谷青銅器出土30周年記念
平成26年度下半期記念イベント予定表

9月～ 11月 企画展開催
10月 赤米の稲刈り
11月24日 第2回神庭・荒神谷四季の植物観察会
11月 荒神谷クイズ大会（仮）
12月14日 第8回出雲学フォーラム
 『邪馬台国と出雲（仮）』

2月　　 古代もちつき会
3月22日　 第３回神庭・荒神谷四季の植物観察会
3月 荒神谷椿の森まつり

※『ひかわ銅剣の日』とは昭和59年7月12日、荒神谷遺跡から弥生時代の銅剣が大量に出土し、翌年出土した銅鐸・銅矛
とともに「島根県荒神谷遺跡出土品」として国宝に指定されたことを記念し、平成12年7月12日に当時の斐川町が定め、日本記念
日協会認定の記念日。

当時発掘担当者　足立克己氏　報道陣へ説明中

記念式典終了後に講演された
足立克己氏

（銅剣）

（銅矛）

（銅鐸）（写真提供：島根県埋蔵文化財調査センター）


