
大谷原古墳�

折坂トンネル�

　�
五郎丸城跡�

高
津
川�
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●六日市町商工会�

至中国自動車道�

立戸八幡宮�

県
道
　
号
線�

12

こ
の
古
墳
も
墳
丘
は
流
失
し
て
お

り
、
石
室
の
下
半
部
の
み
が
残
っ
て

い
ま
す
。
奥
に
立
っ
て
い
る
大
き
な

石
は
奥
壁
で
、
石
室
の
元
の
高
さ
を

知
る
手
が
か
り
で
す
。
石
室
内
か
ら

は
過
去
に
大
刀
や
勾
玉
な
ど
が
出
土

し
て
お
り
、
当
時
の
有
力
者
が
葬
ら

れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
案
内
板
・
説
明
板
と
も
設
置
さ

れ
て
お
り
、
す
ぐ
に
見
つ
か
る
は
ず
。

は
ず
さ
れ
た
天
井
石

@
大
谷
原

お

お

た

に

ば

ら

古
墳

町
指
定

鹿
足
郡
六
日
市
町
広
石

6後?

社寺脇古墳�

日原トンネル�

　三渡八幡宮�

脇本大橋�

曽
庭
橋
�

高津川�

至186号線�

至
益
田
市�

9

大原�

▲�
下瀬山�

一
九
七
四
年
一
〇
月
、
道
路
工
事

の
際
に
発
見
さ
れ
た
横
穴
墓
で
す
が
、

埋
没
し
て
い
る
の
か
、
残
念
な
が
ら

取
材
時
に
は
確
認
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。こ

の
横
穴
墓
か
ら
は
、
七
世
紀
ご

ろ
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
長
頸
壺

ち
ょ
う
け
い
つ
ぼ

と

呼
ば
れ
る
須
恵
器
が
出
土
し
て
お
り
、

こ
れ
は
日
原
町
の
歴
史
民
俗
資
料
館

で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

埋
も
れ
た
横
穴
墓

#
社
寺
脇

し

ゃ

じ

わ

き

古
墳

町
指
定

鹿
足
郡
日
原
町
池
村

7

三谷古墳�

東仙道局�

東仙道小　�

伝通寺　�

●�

至186号線�

三谷川�

益田川�

191

東仙道駐在所�

仙道トンネル�至益田市内�

県道309号線�

仙道郷�

仙道�

三谷下�

益
田
川
支
流
の
三
谷
川
沿
い
に
あ

る
古
墳
群
で
、
二
つ
の
横
穴
式
石
室

が
隣
接
し
て
築
か
れ
て
い
ま
す
。
い

ず
れ
も
保
存
状
態
は
よ
く
、
玄
室
か

ら
羨
道

せ
ん
ど
う

部
ま
で
が
直
線
的
な
無
袖

む
そ
で

式

の
石
室
で
す
。
古
く
開
口
し
た
石
室

の
場
合
、
副
葬
品
が
失
わ
れ
て
い
る

こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
こ
の
古
墳
群

か
ら
は
土
器
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
形
か
ら
七
世
紀
に
築
造
さ
れ
た
こ

と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

土
器
が
出
土
し
て
い
る
横
穴
式
石
室

$
三
谷

み

た

に

古
墳
群

町
指
定

美
濃
郡
美
都
町
三
谷

7

485

猫ケ岩屋古墳�

神崎横穴墓群�

新開古墳群�
来居1号�
横穴墓�

御波横穴墓群�

美田尻古墳�

西ノ島町�

知夫村�

海士町�

アカハゲ山�
▲�

焼火山�
▲�

浦郷港�

別府港�
菱
浦
港�海士港�

来
居
港�

国賀海岸�

エ
リ
ア
11
隠
岐

お

き

島
前

ど

う

ぜ

ん

隠
岐
島
前
は
西
ノ
島
、
中
ノ
島
、
知
夫
里

ち

ぶ

り

島
の
三
つ
の
大
き
な
島
に
分

か
れ
て
い
ま
す
。
古
墳
は
い
ず
れ
の
島
に
も
あ
り
ま
す
が
、
分
布
は
内
海
側

と
本
土
側
に
偏
り
、
外
海
側
に
は
少
な
い
よ
う
で
す
。

島
後
と
同
じ
く
横
穴
式
石
室
や
横
穴
墓
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
が
、
前
方

後
円
墳
が
ほ
と
ん
ど
な
い
の
が
島
後
と
大
き
く
違
う
点
で
す
。
今
の
と
こ
ろ

隠
岐
最
古
の
古
墳
と
さ
れ
る
海
士

あ

ま

町
の
新
開
し
ん
か
い

古
墳
群
、
玉
類
を
二
〇
個
以

上
も
出
土
し
た
知
夫
ち

ぶ

村
の
高
津
久

た

か

つ

く

横
穴
墓
群
な
ど
、
注
目
す
べ
き
古
墳
も

あ
り
ま
す
。

島
前
の
よ
う
に
海
に
よ
っ
て
明
確
に
三
つ
の
地
域
に
分
か
れ
る
場
合
、
古

墳
を
調
べ
る
こ
と
で
、
古
墳
時
代
に
そ
れ
ぞ
れ
の
島
が
ど
ん
な
関
係
に
あ
っ

た
の
か
推
定
し
や
す
い
と
い
う
、
本
土
に
は
な
い
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。
島

後
と
の
関
係
も
古
墳
に
よ
っ
て
わ
か
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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スクモ塚古墳�　
櫛
代
賀
姫
神
社�

●�

益
田
川�

日本海�

久城団地�

月
見
橋�

久
城
公
民
館�

至浜田�

至益田�

全
長
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
県
内
最

大
級
の
前
方
後
円
墳
と
も
考
え
ら
れ

て
い
る
古
墳
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
古

墳
は
後
円
部
と
前
方
部
の
間
が
著
し

く
低
く
な
っ
て
お
り
、
径
六
〇
メ
ー

ト
ル
近
い
大
型
の
円
墳
と
方
墳
が
隣

接
し
た
も
の
と
考
え
た
ほ
う
が
良
さ

そ
う
で
す
。

墳
丘
の
表
面
に
は
葺
石
が
見
ら
れ
、

円
筒
埴
輪
も
巡
っ
て
お
り
、
石
見
を

代
表
す
る
大
古
墳
で
す
。

円
墳
か
、
前
方
後
円
墳
か

$
ス
ク
モ
塚づ

か

古
墳
　
国
指
定

益
田
市
久
城
町

5

妙雲寺　�

白上古墳�

至山口県�

中西中　�

妙雲寺　�

白上八幡宮�

白上局　� 白上川�

県道
14
号線

�

高
津
川
の
支
流
で
あ
る
白
上
川
沿

い
に
あ
る
古
墳
で
す
。
石
室
の
平
面

形
は
細
長
く
、
石
室
入
口
付
近
は
天

井
石
が
一
段
下
が
り
、
両
側
壁
に
突

出
し
た
石
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
両

袖
式
の
石
室
と
思
わ
れ
ま
す
。

石
見
地
域
で
は
、
総
じ
て
無
袖

む
そ
で

式

の
石
室
が
多
い
の
で
す
が
、
鵜
ノ
鼻

古
墳
群
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

益
田
地
域
で
は
袖
を
持
っ
た
石
室
が

多
数
分
布
し
て
い
ま
す
。

石
西
を
代
表
す
る
横
穴
式
石
室

%
白
上

し

ら

か

み

古
墳
　
市
指
定

益
田
市
白
上
町

6後?

●合同庁舎�
益田�
�

赤十字病院●�

益田川�

９�

運動公園�

乙吉局�
�

191

小丸山古墳�
雲舟の郷記念館●�

全
長
五
六
メ
ー
ト
ル
、
石
西
第
三

位
の
規
模
を
持
つ
前
方
後
円
墳
で

す
。
墳
丘
は
前
方
部
の
幅
が
広
く
、

周
溝

し
ゅ
う
こ
う

が
巡
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
古
墳

は
一
九
八
七
年
に
後
円
部
が
破
壊
さ

れ
、
そ
の
後
、
発
掘
調
査
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
こ
の
と
き
、
山
陰
で
は
初
め

て
の
出
土
例
と
な
っ
た
鈴
杏
葉

す
ず
ぎ
ょ
う
よ
う

や
、

馬
鐸

ば
た
く

な
ど
が
採
取
さ
れ
、
現
在
、
復

元
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。

周
溝
を
持
つ
大
型
前
方
後
円
墳

^
小
丸
山

こ

ま

る

や

ま

古
墳

益
田
市
乙
吉
町

6前�

益田市� 美都町�

匹見町�日原町�

六日市町�

広島県�

山口県�

柿木村�

津和野町�

中
国
自
動
車
道
�

益
田�

９�

９� 187

488

191191
高津川�

至
山
口
県�

至広島県�三谷古墳群�

抜月古墳� 大谷原古墳�

社寺脇古墳�

江田古墳�

▲青野山� ▲�
安蔵寺山�

鈴ノ大谷山▲�

日 本 海 � エ
リ
ア
10
石
見
山
間
西
部

高
津
た
か
つ

川
と
益
田
ま
す
だ

川
の
上
流
域
で
あ
る
こ
の
地
域
は
、
古
墳
の
数
は
あ
ま

り
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
と
く
に
古
墳
時
代
前
半
の
古
墳
の
様
子
は
よ
く
わ
か

っ
て
お
ら
ず
、
今
後
の
調
査
に
期
待
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
六
日
市

む
い
か
い
ち

町
の
大
谷
お
お
た
に

原ば
ら

古
墳
や
美
都
み

と

町
の
三
谷
み
た
に

古
墳
群
な
ど
、
横
穴
式
石
室
を
も
つ
後
期
の
古

墳
は
各
小
平
野
ご
と
に
見
ら
れ
、
そ
の
様
相
は
江ご
う

の
川か
わ

流
域
と
同
様
、
山

陽
地
方
の
山
間
部
の
影
響
が
あ
る
よ
う
で
す
。

こ
の
よ
う
な
地
域
で
は
各
小
平
野
が
川
で
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、

古
墳
を
調
べ
る
こ
と
で
、
当
時
の
地
域
間
交
流
が
つ
か
み
や
す
く
な
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

抜月古墳�

徳正寺　�

剣玉神社　� 正国�
公園　�

高
津
川� 高

尻
川�

187

善華寺　�

七日市大橋�

�

六
日
市
匹
見
線�

県
道
　
号
線�

42

抜月橋�

鹿
足

か
の
あ
し

郡
で
初
め
て
発
見
さ
れ
た
古

墳
で
、
地
元
で
は
石
積

い
し
づ
み

古
墳
と
も
呼

ば
れ
て
い
ま
す
。
現
在
、
墳
丘
は
ほ
と

ん
ど
残
っ
て
お
ら
ず
、
横
穴
式
石
室

が
丸
見
え
の
状
態
で
す
。
石
室
は
、
も

と
は
四
メ
ー
ト
ル
以
上
あ
っ
た
と
推

定
さ
れ
、
中
か
ら
直
刀
や
糸
つ
む
ぎ

用
の
紡
錘
車

ぼ
う
す
い
し
ゃ

、
須
恵
器
の
壺
な
ど
が

出
土
し
て
い
ま
す
。
墳
丘
の
様
子
は

わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
石
室
の
石
組
方

法
が
よ
く
わ
か
る
古
墳
と
い
え
ま
す
。

田
ん
ぼ
の
中
の
石
室

!
抜
月

ぬ

く

つ

き

古
墳
　
町
指
定

鹿
足
郡
六
日
市
町
抜
月

7
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江田古墳�

匹
見
川�

　匹見小�

　匹見中�

●NTT
匹見町役場●� 488

県
道
　
号
線�

307

県
道
　
号
線�

42

匹
見

ひ
き
み

川
の
流
れ
る
狭
い
谷
あ
い
を

遡
っ
た
、
匹
見
の
町
並
を
見
下
ろ
す

丘
陵
斜
面
に
あ
り
ま
す
。
小
さ
な
横

穴
式
石
室
が
あ
り
、
ほ
ぼ
元
の
形
を

残
し
て
い
ま
す
。
入
口
か
ら
奥
壁
ま

で
直
線
的
に
つ
な
が
り
、
玄
門
の
な

い
無
袖
式
の
石
室
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。
石
室
構
造
が
不
明
な
横

穴
式
石
室
が
多
い
石
西
に
あ
っ
て
、

こ
の
古
墳
は
貴
重
な
存
在
で
す
。

石
西
山
間
部
を
代
表
す
る
横
穴
式
石
室

%
江
田

え

だ

古
墳

美
濃
群
匹
見
町
江
田

6後?


