
古
墳
探
検
マ
ニ
ュ
ア
ル
＊
は
じ
め
に

「
古
墳

こ

ふ

ん

」は
身
近
な
文
化
財

新
聞
や
テ
レ
ビ
で
、「
○
○
古
墳
か
ら
剣
が
出
土
し
ゅ
つ
ど

し
た
」「
県
内
最
古
の
古
墳
が
発

見
さ
れ
た
」
な
ど
と
報
道
さ
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
報
道
を
見
る
と
、

ま
る
で
古
墳
は
珍
し
い
存
在
の
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
実
際
に
は
私
た
ち
の

身
の
ま
わ
り
に
は
、
非
常
に
多
く
の
古
墳
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
の
存
在
を
知
っ
て

い
る
人
は
、
意
外
に
少
な
い
よ
う
で
す
。

古
墳
の
探
し
方
か
ら
歩
き
方
ま
で
を
紹
介

近
く
に
古
墳
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
て
も
、
見
学
に
行
っ
た
こ
と
は
な
い
、
と
い

う
人
は
多
い
と
思
い
ま
す
。
ま
し
て
や
そ
の
古
墳
が
い
つ
、
ど
ん
な
人
を
葬
ほ
う
む
っ
た
お
墓

な
の
か
を
知
っ
て
い
る
人
は
、
ご
く
少
数
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
本
巻
で
は
、
古
墳
を
自

分
で
実
際
に
探
し
た
り
古
墳
に
も
っ
と
親
し
む
た
め
に
必
要
な
、
地
図
の
見
方
か
ら

古
墳
の
歩
き
方
ま
で
、
具
体
的
な
方
法
を
紹
介
し
ま
す
。

冒
険
心
を
求
め
て「
古
墳
探
検
」に
出
か
け
ま
せ
ん
か

子
供
の
こ
ろ
、
近
く
の
野
山
の
中
に
は
い
っ
て
遊
ん
で
い
る
う
ち
に
、
大
き
な
穴
や

不
思
議
な
形
の
石
を
見
つ
け
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
か
。
ひ
と
昔
ま
え
ま
で
は
、
身
近

に
こ
う
し
た
「
探
検
」
す
る
場
所
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
最
近
の
子
供
た

ち
は
、
こ
う
し
た
体
験
を
あ
ま
り
し
て
い
な
い
よ
う
で
す
。

「
ワ
ク
ワ
ク
ド
キ
ド
キ
し
な
が
ら
、
何
か
を
発
見
す
る
」
楽
し
さ
は
、
子
供
た
ち
に

ぜ
ひ
味
わ
っ
て
も
ら
い
た
い
も
の
で
す
。
さ
ら
に
こ
う
し
た
冒
険
心
は
、
大
人
に
な
っ

て
も
持
ち
続
け
て
い
た
い
も
の
で
す
。
本
巻
の
後
半
で
は
、
島
根
県
内
に
あ
る
古
墳
を

で
き
る
だ
け
多
く
紹
介
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
古
墳
を
実
際
に
探
検
す
る
こ
と
で
、
冒

険
心
を
味
わ
い
、
地
域
の
歴
史
を
探
検
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
幸
い
で
す
。
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一
般
に
「
古
墳
こ
ふ
ん

」
と
言
う
と
、「
古
い
お
墓
」「
大
き

く
て
、
山
の
よ
う
な
お
墓
」「
よ
く
わ
か
ら
な
い
け
れ

ど
、
地
面
の
下
か
ら
出
て
く
る
昔
の
も
の
」
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
よ
う
で
す
。
こ
の
本
で
は
、

古
墳
を
知
っ
て
い
る
方
に
も
、
全
然
知
ら
な
い
方
に

も
、
い
つ
も
と
違
う
見
方
で
「
古
墳
」
を
再
発
見
し
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
を
古
墳
へ
と

案
内
す
る
古
墳
探
検
隊
を
紹
介
す
る
前
に
、
ま
ず
古

墳
の
基
礎
知
識
を
述
べ
て
お
き
ま
す
。

1
古
墳
と
は
古
墳
時
代
（
約
一
七
〇
〇
年
前
〜
一
三

〇
〇
年
前
）
の
お
墓
で
す
。

2
古
墳
は
身
近
な
場
所
に
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

3
ほ
と
ん
ど
の
古
墳
は
、
土
を
盛
っ
て
造
っ
た
小
山

の
よ
う
な
「
墳
丘

ふ
ん
き
ゅ
う
」
を
持
ち
、
そ
の
形
や
大
き
さ
に

は
大
き
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。

4
墳
丘
の
表
面
は
も
と
も
と
石
で
覆お
お

わ
れ
て
い
た
り
、

埴
輪
は
に
わ

が
立
て
ら
れ
て
い
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。

5
墳
丘
の
中
に
は
死
者
を
納お
さ

め
る
棺

ひ
つ
ぎ

や
、
そ
の
棺
を

納
め
る
室へ
や

が
あ
り
、
こ
れ
に
は
多
種
多
様
な
も
の

が
あ
り
ま
す
。

6
棺
や
室
の
中
に
は
、
死
者
へ
の
贈
り
物
が
納
め
て

あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
「
副
葬
品

ふ
く
そ
う
ひ
ん

」
と
言
い
、
身
分
や

時
期
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
り
ま
す
。

7
古
墳
に
葬
ほ
う
む
ら
れ
る
人
は
限
ら
れ
た
人
た
ち
で
す
。

8
古
墳
は
み
ん
な
の
貴
重
な
財
産
で
す
。
勝
手
に
掘

っ
た
り
、
見
つ
け
た
埴
輪
や
土
器
ど

き

な
ど
を
持
ち
帰

ら
な
い
で
く
だ
さ
い
。

そ
れ
で
は
探
検
隊
を
紹
介
し
ま
す
。

み
な
さ
ん
も
彼
ら
と
い
っ
し
ょ
に

古
墳
探
検
の
旅
に
出
発
し
て
く
だ
さ
い
。

弥
生
時
代�

奈
良
時
代�

（
飛
鳥
時
代
）�

古
墳�

　
時
代�

古
墳�

　
時
代�

前
期�

中
期�

後
期�

終
末
期�

1,700�
年前�

1,600�
年前�

1,500�
年前�

1,400�
年前�

1,300�
年前�

・
墳
丘
を
持
っ
た
墓
が
造
ら
れ�

　
始
め
る
。�

・
聖
徳
太
子
が
活
躍
す
る
。�

・『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』�

　
が
書
か
れ
る
。�

�

や

よ

い

�

あ

す

か

�

な
　
ら�

私
た
ち
と
い
っ
し
ょ
に
、

古
墳
を
探
検
し
ま
し
ょ
う
！

◆
　
目
　
次
　
◆
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出
か
け
る
前
に
遺
跡

い

せ

き

地
図
で
探
る

一
九
九
六
年
現
在
、
島
根
県
で
見
つ
か
っ
て

い
る
古
墳
は
、
全
部
で
四
五
○
○
基き

を
超
え
ま

す
。
ど
こ
に
ど
ん
な
古
墳
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て

は
、
県
あ
る
い
は
市
町
村
が
「
遺
跡
地
図
」
と

い
う
か
た
ち
で
ま
と
め
て
い
ま
す
。

遺
跡
地
図
は
各
市
町
村
の
教
育
委
員
会
や

図
書
館
な
ど
に
置
い
て
あ
り
、
こ
れ
を
見
れ
ば

い
か
に
身
近
な
場
所
に
古
墳
が
あ
る
か
が
よ
く

わ
か
る
で
し
ょ
う
。
地
図
の
読
み
方
を
ご
存
じ

の
方
な
ら
、
ど
ん
な
地
形
の
所
に
古
墳
が
多
い

か
と
い
う
こ
と
ま
で
わ
か
る
は
ず
で
す
。
古
代
の

遺
跡
や
戦
国
時
代
の
山
城
や
ま
じ
ろ

と
い
っ
た
古
墳
以
外

の
遺
跡
も
載の

っ
て
い
ま
す
。

行
き
先
は
地
形
を
見
て
探
す

遺
跡
地
図
を
見
て
自
分
が
行
き
た
い
古
墳
を

探
す
と
き
は
、
ま
ず
歩
い
て
上
が
れ
そ
う
な
低
い

（
ふ
も
と
か
ら
三
〇
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
）
丘
陵

き
ゅ
う
り
ょ
うや

台
地
を
見
つ
け
て
く
だ
さ
い
。
丘
陵
は
、
周
囲

が
平
地
に
囲
ま
れ
て
い
て
、
か
つ
山
が
な
だ
ら
か

に
連
続
し
た
よ
う
な
長
い
尾
根
お

ね

の
所
が
ベ
ス
ト

で
す
。
ま
た
平
地
に
島
が
浮
か
ん
で
い
る
よ
う

注
意
！
古
墳
は
自
然
の
一
部

「
せ
っ
か
く
古
墳
の
あ
り
そ
う
な
山
を
見
つ
け
た
け
れ

ど
、
草
木
が
茂し

げ

っ
て
い
て
は
い
れ
な
い
」
な
ど
と
い
う
こ

と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
き
ち
ん
と
整
備
さ
れ
た
古
墳
な
ら

い
つ
で
も
簡
単
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど

の
古
墳
は
ふ
だ
ん
人
の
は
い
ら
な
い
山
の
中
に
あ
る
た

め
、
探
検
す
る
う
え
で
い
ろ
い
ろ
な
障
害
に
出
会
い
ま

す
。
こ
こ
で
は
、
注
意
す
べ
き
点
と
対
策
に
つ
い
て
考
え

て
み
ま
し
ょ
う
。

１
・
ベ
ス
ト
シ
ー
ズ
ン
は
晩
秋
か
ら
初
春
に

か
け
て

草
が
枯
れ
、
ヘ
ビ
や
ハ
チ
な
ど
も
出
な
い
晩
秋
か
ら

初
春
に
か
け
て
が
お
す
す
め
の
季
節
で
す
。

２
・
服
装
に
も
注
意

虫
に
刺
さ
れ
た
り
、

草
木
で
傷
つ
く
の
を

避
け
る
た
め
、
長
袖そ

で

、

手
袋
な
ど
、
で
き
る

だ
け
皮
膚
を
露
出
し

な
い
服
装
で
出
か
け

ま
し
ょ
う
。
半
袖
、

半
ズ
ボ
ン
は
厳
禁
で

す
。
ま
た
、
つ
ぎ
の

よ
う
な
植
物
に
は
、

と
く
に
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。

ハ
ゼ
・
ウ
ル
シ
…

触
っ
た
り
近
寄
る
と

か
ぶ
れ
ま
す
。

ア
ザ
ミ
…
…
…
…

刺と
げ

が
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。

３
・
山
道
を
登
る

ど
ん
な
山
で
も
、
道
は
あ
り
ま
す
。
道
の
な
い
所
を
歩

い
て
い
く
と
、
迷
っ
た
り
、
野
性
動
物
に
出
会
う
危
険

が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
山
道
で
あ
っ
て
も
、
最
近
は
使
わ

れ
て
い
な
い
場
合
、
同
様
の
危
険
が
あ
り
ま
す
の
で
注

意
し
て
く
だ
さ
い
。
す
こ
し
で
も
怪
し
い
と
思
っ
た
ら
、

す
ぐ
に
引
き
返
す
こ
と
。
安
全
第
一
で
す
。

大きな川（主要交通路）

対岸には古墳の少ない場合もある

この古墳は一番新しい
(谷奥の見晴らしの悪い場所にある)

集中する古墳
(現在の墓地に似ている)

このふたつがこの地域では古い
(遠くからもよく見える）

古
墳
を
探
そ
う

古
墳
の
あ
る
場
所

古
墳

こ
ふ
ん

は
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
遠

く
離
れ
た
山
の
上
、
隣
町
の
古
墳
公
園
の
中
、
も
ち
ろ

ん
そ
れ
も
正
解
で
す
。
し
か
し
古
墳
は
も
っ
と
身
近
な

所
に
も
あ
る
の
で
す
。
窓
を
開
け
て
外
を
見
て
く
だ
さ

い
。
遠
く
に
、
あ
る
い
は
す
ぐ
目
の
前
に
山
が
あ
れ
ば
、

こ
れ
ま
で
に
も
気
づ
か
な
い
う
ち
に
古
墳
を
見
て
い
た

は
ず
で
す
。

島
根
県
は
、
古
墳
の
多
い
地
域
で
す
。
現
在
み
な
さ

ん
の
住
ん
で
い
る
平
野
に
面
し
た
丘
陵

き
ゅ
う
り
ょ
う
の
上
や
、
台
地

の
上
、
そ
し
て
平
野
の
中
に
も
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
一
つ
古
墳
を
見
つ
け
て
コ
ツ
を
つ
か
め
ば
、
つ

ぎ
つ
ぎ
と
古
墳
を
見
つ
け
る
こ
と
も
夢
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
ま
だ
誰
も
知
ら
な
い
、
大
き
な

古
墳
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ど
こ
で
で
も
、
誰
に
で
も
で
き
、
そ
し
て
ち
ょ
っ
と
ワ

ク
ワ
ク
す
る
古
墳
探
し
。
さ
あ
、
あ
な
た
も
「
古
墳
探

検
隊
」
と
一
緒
に
出
発
し
よ
う
。

松江市遺跡地図より

矢田古墳群想像図

矢田古墳群(安来市矢田町)

ハゼ アザミ

な
、
独
立
丘
陵
も
い
い
で
し
ょ
う
。

古
墳
は
尾
根
や
台
地
先
端
の
頂
上
、
つ
ま
り

ま
わ
り
の
平
野
が
見
下
ろ
せ
る
眺な
が

め
の
よ
い
所
に

あ
る
は
ず
で
す
。
も
し
先
端
で
見
つ
か
ら
な
く
て

も
、
尾
根
上
を
歩
き
続
け
る
う
ち
に
、
よ
り
高
い

と
こ
ろ
で
見
つ
か
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
ほ

か
、
平
野
の
ま
ん
中
に
ポ
ツ
ン
と
一
基
だ
け
あ
る

古
墳
も
あ
り
ま
す
。

魚見塚古墳

石屋古墳

手間古墳

竹矢岩舟古墳

井ノ奥古墳群

荒神畑古墳

松江市遺跡地図より

遅倉横穴墓群

廻原１号墳 九日宮古墳群

朝酌上神社跡古墳
朝酌小学校校庭古墳

朝酌岩屋古墳

迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
に

古
墳
が
民
家
の
近
く
や
畑
の
中
に
あ
る
場
合

は
、
断
り
を
入
れ
て
か
ら
、
作
物
な
ど
を
荒
ら
さ

な
い
よ
う
に
注
意
し
て
見
学
し
ま
し
ょ
う
。
車
を

止
め
る
場
合
も
同
様
で
す
。
ま
た
地
元
の
人
に

出
会
っ
た
ら
、
古
墳
の
場
所
な
ど
を
聞
く
と
よ

い
で
し
ょ
う
。

丘陵の先端部に大きな古墳がある例／松江市大橋川南岸（当時の交通の要衝にあることが多い）�

大きな平野を囲む丘陵に散在する例／松江市朝酌町（一つのまとまりのある地域）�
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歩
い
て
み
よ
う

古
墳
の
形

古
墳

こ
ふ
ん

を
見
て
ま
ず
驚
く
の
は
、
そ
の
大
き
さ

で
し
ょ
う
。
大
量
の
土
を
盛
っ
て
、
山
の
よ
う
に

築き
ず

き
上
げ
ら
れ
た
墳
丘

ふ
ん
き
ゅ
う
。
日
本
の
歴
史
の
中
で
、

こ
ん
な
に
大
き
な
墓
を
造
っ
て
い
た
時
代
が
あ

っ
た
の
で
す
。
さ
ら
に
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
こ

の
墳
丘
の
形
や
大
き
さ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の

が
あ
り
、
そ
こ
に
は
何
か
理
由
が
隠
さ
れ
て
い
そ

う
で
す
。

よ
く
知
ら
れ
た
古
墳
の
名
前
に
、
前
方
後
円

ぜ
ん
ぽ
う
こ
う
え
ん

墳ふ
ん

・
前
方
後
方
墳

ぜ
ん
ぽ
う
こ
う
ほ
う
ふ
ん

・
円
墳

え
ん
ぷ
ん

・
方
墳

ほ
う
ふ
ん

な
ど
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
古
墳
の
墳
丘
を
真
上
か
ら

見
た
形
を
表
現
し
た
も
の
で
す
が
、
当
時
の
人

た
ち
は
空
か
ら
見
下
ろ
す
こ
と
な
ど
で
き
な
か

っ
た
は
ず
な
の
に
、
上
か
ら
見
る
こ
と
を
意
識
し

て
い
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
、
ど
の
古
墳

も
整
っ
た
形
を
し
て
い
ま
す
。

前
方
後
円
墳�

前
方
後
方
墳�

円
　
墳�

方
　
墳�

古曽志大谷１号墳（発見時）

古曽志大谷１号墳実大模型

（松江市・古墳の丘古曽志公園）
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さ
れ
る
有
力
者
と
、
そ
う
で
な
い
人
が
生
ま
れ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

古
墳
を
造
る
に
は
許
可
が
い
る
？

古
墳
に
埋
葬
さ
れ
た
人
た
ち
は
、
す
べ
て
同

じ
古
墳
を
造
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

各
地
の
古
墳
を
よ
く
見
て
い
く
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の

地
域
に
個
性
が
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
す
。
た

と
え
ば
松
江
ま
つ
え

市
周
辺
は
、
全
国
的
に
見
て
、
方

墳
や
前
方
後
方
墳
が
か
な
り
多
く
見
ら
れ
ま
す
。

ま
た
大
き
さ
は
違
っ
て
も
そ
っ
く
り
な
形
を
し
た

古
墳
が
、
ま
っ
た
く
違
っ
た
地
域
で
発
見
さ
れ

る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
全
国
的
に
見

ら
れ
、
一
枚
の
設
計
図
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
古

墳
が
複
数
あ
る
た
め
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
古
墳
を

造
る
こ
と
を
許
可
し
た
り
、
形
に
関
し
て
指
示

を
出
し
た
り
す
る
人
間
が
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
そ
の
頂
点
に
立
つ

の
は
、
全
国
で
最
大
の
前
方
後
円
墳
の
あ
る
畿き

内な
い

（
現
在
の
関
西
地
方
）
に
住
ん
で
い
た
人
た

ち
の
可
能
性
が
強
い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

妙
蓮
寺
山
古
墳
（
出
雲
市
下
古
志
町
）

こ
う
も
り
塚
古
墳
（
岡
山
県
総
社
市
）

大
念
寺
古
墳
（
出
雲
市
今
市
町
）

古墳の大きさ(体積)の比較
（高さは長さの1.5倍に表現）

上
か
ら
見
た
形

古
墳
こ
ふ
ん

に
は
前
方
後
円
墳

ぜ
ん
ぽ
う
こ
う
え
ん
ふ
ん

・
前
方
後
方
墳

ぜ
ん
ぽ
う
こ
う
ほ
う
ふ
ん

・
円え
ん

墳ぷ
ん

・
方
墳
ほ
う
ふ
ん

な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
み
な

真
上
か
ら
見
た
形
を
あ
ら
わ
し
た
言
葉
な
の
で
、

空
か
ら
見
な
い
か
ぎ
り
実
感
で
き
ま
せ
ん
。
こ
こ

で
は
視
点
を
変
え
て
、
古
墳
を
歩
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
形
を
探
る
方
法
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
、
古
墳
の
裾す
そ

を
見
つ
け
ま
す
。
見
つ
け
た

ら
裾
に
沿
っ
て
ど
ん
ど
ん
歩
い
て
く
だ
さ
い
。
ま

っ
す
ぐ
歩
け
た
ら
方
墳
、
弧こ

を
描
い
て
回
る
よ
う

だ
っ
た
ら
円
墳
で
す
。

横
か
ら
見
た
形

古
墳
は
横
か
ら
見
た
場
合
も
、
そ
れ
ぞ
れ
個
性

を
持
っ
て
い
ま
す
。
古
墳
の
高
さ
や
、
斜
面
に
段

が
あ
る
な
ど
の
変
化
が
そ
う
で
す
。
平
面
の
大
き

さ
の
わ
り
に
背
の
高
い
も
の
が
あ
っ
た
り
、
二
段

や
三
段
に
造
ら
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
特
徴
を
知
る
に
は
、
二
〇
メ
ー
ト
ル

以
上
の
大
き
な
古
墳
の
場
合
、
実
際
に
古
墳
に

登
っ
て
み
る
こ
と
で
す
。
裾
か
ら
頂
上
に
上
が
る

と
き
、
途
中
に
平
ら
な
と
こ
ろ
が
一
カ
所
あ
れ
ば

二
段
に
な
っ
た
古
墳
で
す
。

自
分
の
体
が「
も
の
さ
し
」

小
さ
な
古
墳
の
大
き
さ
を
測
る
に
は
、
三
〇
メ

ー
ト
ル
の
巻
尺

ま
き
じ
ゃ
く
が
あ
れ
ば
十
分
で
す
。
し
か
し
大

き
な
古
墳
の
場
合
や
巻
尺
を
持
っ
て
い
な
い
場
合

は
、
自
分
の
体
で
測
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

長
さ
は
、
測
り
た
い
場
所
を
歩
い
た
歩
数
と
自

分
の
歩
幅
ほ
は
ば

か
ら
計
算
し
て
出
し
ま
す
。
自
分
の
一

歩
が
ど
の
く
ら
い
か
、
出
発
前
に
測
っ
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

高
さ
を
測
る
に
は
、
ま
ず
自
分
の
目
の
高
さ
ま

で
登
っ
て
み
ま
す
。
こ
れ
を
繰
り
返
せ
ば
、
お
お

よ
そ
の
高
さ
が
出
る
は
ず
で
す
。
た
だ
し
こ
の
場

合
、
自
分
の
目
が
地
面
に
対
し
て
ち
ゃ
ん
と
平
行

に
な
っ
て
い
る
か
、
注
意
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

空から見た前方後円墳（浜田市・周布古墳）

古
墳
の
形
を
知
る

古
墳
の
大
き
さ
を
知
る

形
・
大
き
さ
の
意
味
を
知
る

古
墳
は
力
の
表
現
？

古
墳
を
造
る
に
は
、
大
勢
の
人
の
力
が
必
要

で
す
。
多
く
の
人
を
使
え
る
有
力
な
立
場
に
あ

る
人
た
ち
ほ
ど
、
大
き
な
古
墳
が
造
れ
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
大
き
な
古
墳
や
、
た
く
さ

ん
の
古
墳
が
造
ら
れ
た
の
は
、
大
き
な
平
野
が

あ
る
地
域
で
す
。
平
野
が
大
き
い
と
い
う
こ

と
は
、
そ
れ
だ
け
た
く
さ
ん
の
米
が
生
産

さ
れ
、
多
く
の
人
び
と
が
生
活
で
き
る

こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
こ
の
多
く
の

人
た
ち
を
ま
と
め
て
い
く
過
程
で
、

人
び
と
の
あ
い
だ
に
上
下
関
係

が
で
き
、
古
墳
を
造
っ
て
埋
葬
ま
い
そ
う

大仙古墳(仁徳天皇陵)�
大阪府堺市�

推定体積140万　

山代二子塚�
松江市�

推定体積1.2万　�
�

林43号墳�
玉湯町�

推定体積70　�

出雲ドーム�
出雲市�

体積約45万　�

こ
う
も
り
塚
古
墳
・
江
崎
古
墳
測
量
図
は
『
岡
山
県
史
』
よ
り
、
大
念
寺
古
墳
測
量
図
は
『
史
跡
大
念
寺
古
墳
保
存
修
理
事
業
報
告
書
』
よ
り
転
載
、
一
部
改
変
。

モ
デ
ル
チ
ェ
ン
ジ
を
す
る
墳
丘

ふ
ん
き
ゅ
う

の
形

墳
丘
の
形
は
時
期
に
よ
っ
て
変
化
し
、
と
く

に
前
方
後
円
墳
と
前
方
後
方
墳
の
前
方
部

ぜ
ん
ぽ
う
ぶ

に
そ

の
特
徴
が
強
く
見
ら
れ
ま
す
。
県
内
の
前
方
後

方
墳
を
例
に
と
る
と
、
最
古
の
も
の
は
前
方
部

大
き
さ
も
形
も
そ
っ
く
り
な
古
墳

前
方
後
円
墳
や
前
方
後
方
墳
と
い
っ
た
幾
何
き

か

学が
く

的
な
形
を
し
た
古
墳
に
、
設
計
図
が
あ
っ
た

と
考
え
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
す
。
左
の
図
は
、

二
つ
の
古
墳
の
測
量
図
の
縦
半
分
を
く
っ
つ
け

た
も
の
で
す
。
両
者
は
そ
っ
く
り
で
、
一
見
す
る

４世紀ごろ 松本３号墳
（三刀屋町給下）

６世紀後半ごろ 古天神
ふるてんじん

古墳
（松江市大草町）

5世紀ごろ 古曽志大谷1号墳
（松江市古曽志町）

が
低
く
先
端
が
開
い
て
ま
す
が
、
五
世
紀
の
も

の
は
大
き
く
、
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
六

世
紀
以
降
は
だ
ん
だ
ん
小
さ
く
な
っ
て
い
き
ま
す

が
、
そ
こ
に
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
か
は
ま
だ
よ

く
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

江
崎

え
ざ
き

古
墳
（
岡
山
県
総
社
市
）

と
一
つ
の
古
墳
の
よ
う
で
す
。

大
念
寺

だ
い
ね
ん
じ

古
墳
は
ま
わ
り
が
墓
地
に
よ
っ
て
壊

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
石
室
せ
き
し
つ

の
方
向
も
一
致
し
、
墳

丘
も
よ
く
見
る
と
、
こ
う
も
り
塚づ
か

古
墳
に
似
て

い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
両
者
は
同
じ
設
計

図
を
用
い
て
造
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
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古
墳
公
園
を
訪
ね
る

古
墳
は
埴
輪
で
飾
ら
れ
て
い
た
り
、
石
に
よ
っ

て
覆
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ど
の
よ
う

に
飾
ら
れ
て
い
た
の
か
を
実
感
す
る
た
め
に
、
ま

ず
は
復
元

ふ
く
げ
ん

さ
れ
た
古
墳
を
見
に
行
く
こ
と
に
し
ま

し
ょ
う
。

葺
　
石

ふ

き

い

し

古
墳
が
現
在
ま
で
残
っ
て
い
る
の
は
、
墳
丘

が
崩
れ
な
い
よ
う
、
土
を
盛
る
と
き
に
さ
ま
ざ
ま

な
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
葺
石
も
そ

の
一
つ
で
土
留
ど

ど

め
的
な
役
割
を
し
て
い
ま
し
た

が
、
ほ
か
に
表
面
を
視
覚
的

し
か
く
て
き

に
飾
る
意
味
も
強

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
葺
石
の

ま
っ
た
く
な
い
古
墳
も
多
く
、
と
く
に
小
さ
な
古

墳
の
場
合
に
は
、
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

埴
　
輪

は

に

わ

古
墳
時
代
に
暮
ら
し
た
人
び
と
の
服
装
や
住

ま
い
を
現
代
に
伝
え
て
く
れ
る
、
人
の
形
や
家
の

形
を
し
た
形
象
埴
輪

け
い
し
ょ
う
は
に
わ

は
、
古
墳
に
関
す
る
遺
物

の
中
で
、
私
た
ち
に
一
番
な
じ
み
が
あ
る
も
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
古
墳
に
並
べ
ら
れ
て
い

る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
が
人
や
家
の
形
を
し
て
い
な

い
、
円
筒
形
埴
輪

え
ん
と
う
が
た
は
に
わ

と
呼
ば
れ
る
埴
輪
で
す
。

円
筒
形
埴
輪
は
、
弥
生
や
よ
い

時
代
に
土
器
の
壺つ
ぼ

を

載の

せ
る
た
め
の
筒
形
つ
つ
が
た

の
台
と
し
て
生
ま
れ
、
古
墳

時
代
に
最
初
の
埴
輪
と
し
て
採
用
さ
れ
た
も
の

で
す
。
単
純
な
形
を
し
て
い
ま
す
が
、
古
墳
の
造

ら
れ
た
時
期
を
判
定
す
る
決
め
手
と
し
て
、
と
て

も
役
に
立
つ
埴
輪
で
す
。

埴
輪
の
破
片
を
見
つ
け
る

古
墳
の
ま
わ
り
を
探
し
た
と
き
、
い
ち
ば
ん
多

く
見
つ
か
る
埴
輪
の
破
片
は
、
円
筒
形
埴
輪
で

す
。
一
見
ふ
つ
う
の
土
器
の
よ
う
で
す
が
、
二
セ

ン
チ
前
後
と
厚
く
、
幅
一
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
の
四
角

い
帯お
び

が
貼
り
つ
い
て
い
る
部
分
が
あ
れ
ば
、
ほ
ぼ

円
筒
形
埴
輪
の
破
片
に
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。

復
元
さ
れ
た
埴
輪
た
ち

写
真
に
見
え
る
家
や
馬
、
人
物
の
ほ
か
に
、
戦

い
で
使
う
刀
や
盾た
て

な
ど
の
武
器
、
ニ
ワ
ト
リ
や
イ

ノ
シ
シ
な
ど
の
動
物
、
船
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

埴輪発見!（松江市大草町･岩船古墳）

平
所

ひ
ら
ど
こ
ろ

遺
跡(

松
江
市
）
出
土
品

今
で
は
草
木
に
覆お

お

わ
れ
て
い
る
古
墳

こ
ふ
ん

で
す

が
、
は
じ
め
か
ら
生は

え
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
で
は
、
造
ら
れ
た
当
時
の
古
墳
の
表

面
は
、
ど
う
な
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
た
だ

土
が
盛
ら
れ
て
い
た
だ
け
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。「
い
や
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
、
有
力
者
の

墓
な
ん
だ
か
ら
、
き
っ
と
何

か
で
飾か

ざ

ら
れ
て
い
た
に
違
い

な
い
」。
そ
う
思
う
人
は
い

ま
せ
ん
か
。

実
際
、
古
墳
の
表
面
は
、

い
ろ
い
ろ
な
も
の
で
飾
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い

ま
す
。「
葺
石

ふ
き
い
し

」
と
言
わ
れ

る
、
こ
ぶ
し
大
か
ら
ひ
と
抱

え
も
あ
る
石
に
よ
っ
て
墳
丘

ふ
ん
き
ゅ
う

の
表
面
を
覆
い
つ
く
し
た
例

や
、
粘
土

ね
ん
ど

で
作
っ
た
さ
ま

ざ
ま
な
形
を
し
た
焼
物

「
埴
輪

は
に
わ

」
を
並
べ
た
も
の
、

ま
た
最
近
の
発
掘
調
査

は
っ
く
つ
ち
ょ
う
さ

で

は
、
木
製

も
く
せ
い

の
埴
輪
が
見
つ

か
っ
て
い
る
古
墳
も
あ
り
ま

す
。葺

石
で
覆
わ
れ
、
遠
く

か
ら
見
る
と
白
く
輝
い
て
見

え
る
古
墳
。
人
物
、
馬
、

家
な
ど
の
埴
輪
が
立
て
ら

埴
輪

は
に
わ

を
最
初
に
作
っ
た
の
は
古
代
出
雲
人

い
ず
も
じ
ん
？

『
日
本
書
紀

に
ほ
ん
し
ょ
き

』
と
い
う
日
本
で
も
っ
と
も
古
い
書
物

の
中
に
、
埴
輪
の
起
源
に
つ
い
て
述
べ
た
話
が
出
て
き

ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
古
墳
を
造
り
始
め
た
こ
ろ
は
、

主
人
の
死
に
際
し
て
仕
え
て
い
た
人
間
も
い
っ
し
ょ
に

古
墳
に
埋
め
て
い
ま
し
た
が
、
あ
ま
り
に
も
か
わ
い
そ

う
な
の
で
、
出
雲
か
ら
野
見
宿
弥

の
み
の
す
く
ね

と
い
う
人
物
ら
を
呼

ん
で
、
人
間
の
形
を
し
た
土
の
人
形
を
作
ら
せ
て
、
代

わ
り
に
古
墳
の
ま
わ
り
に
立
て
始
め
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
し
か
し
、
こ
れ
を
裏
づ
け
る
考
古
学
的
資
料
は
見

つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
埴
輪
自
体
の
発
生
も
、
現
在
の

岡
山
県
地
域
で
弥
生
時
代
に
使
わ
れ
た
、
葬
式

そ
う
し
き

用
の

土
器
に
ル
ー
ツ
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

古
代
石
見
人

い
わ
み
じ
ん
が
最
初
に
葺
石

ふ
き
い
し
を
使
っ
た
？

古
墳
時
代
が
始
ま
る
前
の
弥
生
時
代
中
期
（
お
よ

そ
二
〇
〇
〇
年
前
）、
江
津
市
の
砂
丘
や
広
島
県
の

山
間
部
な
ど
に
、
斜
面
に
石
を
貼
り
付
け
た
お
墓
が

現
れ
ま
す
。
こ
の
タ
イ
プ
の
墓
は
出
雲
を
中
心
に
発
展

し
、「
四
隅
突
出
型
墳
丘
墓

よ
す
み
と
っ
し
ゅ
つ
が
た
ふ
ん
き
ゅ
う
ぼ

」
と
い
う
、
古
墳
の
さ
き

が
け
の
よ
う
な
墓
と
し
て
流
行
し
ま
す
。
こ
の
「
墓
を

石
で
覆
う
」
と
い
う
発

想
や
技
術
は
、
古
墳
時

代
に
も
生
か
さ
れ
た
可

能
性
が
高
い
と
言
え
ま

す
。
た
だ
し
四
隅
突
出

型
墳
丘
墓
の
貼
石

は
り
い
し

自

体
は
、
古
墳
時
代
の
葺

石
に
は
見
ら
れ
な
い
芸

術
的
な
並
べ
方
が
さ
れ

て
い
ま
す
。

足
元
を
よ
く
見
よ
う

埴
輪
を
探
す

復
元
さ
れ
た
古
墳
で
は
、
石
や
埴
輪
は
も
と

の
場
所
に
並
べ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
実
際
の
古

墳
の
場
合
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
墳
丘
の
大
き

な
古
墳
に
行
く
と
、
そ
の
裾す
そ

に
転
落
し
た
埴
輪

や
葺
石
が
見
つ
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
葺
石

は
も
と
の
位
置
に
残
っ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま

す
の
で
、
墳
丘
の
斜
面
に
落
ち
て
い
る
木
の
葉

の
下
か
ら
見
つ
か
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

コ�
ラ�
ム�

古墳の実大模型(松江市古曽志町･古墳の丘古曽志公園)

古
墳
を
飾
る
も
の

れ
た
古
墳
。
と
て
も
に
ぎ
や
か
な
様
子
が
浮

か
ん
で
き
ま
せ
ん
か
。
こ
れ
ら
の
遺
物

い
ぶ
つ

は
、
そ

の
周
辺
を
歩
く
こ
と
に
よ
っ
て
見
つ
か
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
コ
ツ
は
足
も
と
を
よ
く
見
て
歩

く
こ
と
で
す
。

周布
す ふ

古墳の葺石

円
筒
形
埴
輪
の
破
片



古
墳
時
代
の
は
じ
め
か
ら
造
ら
れ

た
タ
テ
穴
の
墓

墳
丘

ふ
ん
き
ゅ
う
の
上
に
タ
テ
穴
を
掘
り
、
棺
を
納お
さ

め
る

と
い
う
埋
葬
ま
い
そ
う

法
は
、
古
墳
時
代
よ
り
以
前
の
弥

生
時
代
に
す
で
に
見
ら
れ
ま
す
。
ま
た
古
墳
時

代
の
初
め
ご
ろ
は
棺
を
埋
め
た
あ
と
、
そ
の
上

で
お
祭
り
を
行
っ
た
形
跡
が
見
ら
れ
、
こ
れ
も

弥
生
時
代
と
共
通
し
て
い
ま
す
。

石
で
造
ら
れ
た
棺
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ

り
ま
す
が
、
い
ち
ば
ん
多
い
の
が
板
状
に
割
っ
た

石
で
造
ら
れ
た
、
箱
形
の
石
棺
せ
っ
か
ん

で
す
。
凝
灰
岩

ぎ
ょ
う
か
い
が
ん

な
ど
の
や
わ
ら
か
い
石
を
丁
寧
て
い
ね
い

に
加
工
し
て
造

ら
れ
た
舟
形
石
棺

ふ
な
が
た
せ
っ
か
ん

や
、
長
持
形
石
棺

な
が
も
ち
が
た
せ
っ
か
ん

は
非
常
に

ま
れ
で
す
。
ま
た
木
棺
も
っ
か
ん

を
納
め
る
石
積
み
の
部

屋
で
あ
る
竪
穴
式
石
室

た
て
あ
な
し
き
せ
き
し
つ

は
、
初
期
の
大
き
な
古

墳
に
よ
く
見
ら
れ
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
の
古
墳
は

棺
を
直
接
墓
穴
に
入
れ
て
い
ま
す
。

古墳の上に登って石を探す�

石が散乱する�

破壊された石棺・石室�
小さな板石が多い場合､竪穴式石室の可能性がある。�

石積み､並んだ石がある�

幅50cm前後の�
板石が立て並べてある�

箱式石棺�

幅
１
ｍ
以
上
の
石
積
み
が
あ
る�

舟形石棺�

本体もふたもそれぞれ一つの石を彫刻して造
られ、舟の形に似ている。�
側面に｢縄掛突起（なわかけとっき）｣と言うコ
ブが付き、本体の内側に枕を造ったものもある。
宍道湖･中海周辺に多い。�

2m以上の大きな石がある�

偏平な石である�細かな加工がなされている�

石が見つからない�

古
墳
の
裾
、
斜
面
を
歩
く�

石
積
み
の
ト
ン
ネ
ル
が
あ
る�

横穴式石室�

大
き
な
石
が
散
乱
す
る�

石
が
な
い�

墳丘が高い�
(2ｍ以上)

横穴式石室�
かもしれない�

墳丘が低い�
(1ｍ以下)

棺が埋まっていて､�
見ることができない�

木製の棺であることが多い。�

能木原古墳群(西郷町下西)

雲津(くもづ)古墳(美保関町雲津)

やつおもて古墳群(旭町重富)

竹矢岩舟古墳(松江市竹矢町)

地蔵山古墳(出雲市上塩冶町)

徳連場(とくれんば)古墳(玉湯町玉造)

山根垣古墳(平田市西郷町)

方結(かたえ)�
神社裏古墳�
(美保関町片江)

東光台古墳�
(松江市東津田町から風土記の丘に移築)

客
人
社(

ま
ろ
う
ど
し
ゃ)

古
墳(

美
保
関
町
美
保
関)

板状に割った石を組んで
造った棺。ふた石がはず
れていることが多い。県
内各地に見られます。� 次ページで内部を説明します。�

す
そ�

古墳の主　探検マニュアル�
こ ふ ん� あ る じ�

それでは、いよいよ古墳の中を調べてみましょう。主の入れられた棺や、部屋が見つかるかもしれません。�
コツは石を見つけることです。さあ、古墳探検のハイライトへ出発！�
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石
を
見
つ
け
よ
う

古
墳

こ
ふ
ん

と
は
お
墓
な
の
で
す
か
ら
、
そ
の
主

あ
る
じ
が

葬ほ
う
む
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
す
。
で
は
、
い
っ
た
い
ど

こ
に
葬
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

主
の
眠
る
場
所
は
、
入
口
が
埋
め
ら
れ
た
り
、

ふ
さ
が
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
墓
穴

は
か
あ
な

が
見

つ
か
っ
た
と
し
て
も
、
多
く
の
古
墳
に
使
わ
れ

て
い
る
木
製
の
棺

ひ
つ
ぎ
は
、
永
い
年
月
の
あ
い
だ
に

朽く

ち
果は

て
て
し
ま
い
、
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。
い
ま
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
石
で
造
ら

れ
た
棺
や
、
そ
れ
を
入
れ
る
石
積
み
の
部
屋
だ

け
で
す
。
主
の
眠
る
場
所
を
見
つ
け
る
コ
ツ
は
、

石
を
見
つ
け
る
こ
と
な
の
で
す
。

古
墳
時
代
は
三
〇
〇
年
以

上
も
続
い
た
た
め
、
時
期
に
よ

っ
て
変
化
が
見
ら
れ
ま
す
。
主

を
入
れ
る
棺
と
棺
を
入
れ
る
部

屋
（
室
）
も
時
期
や
、
あ
る
い

は
身
分
に
よ
っ
て
違
い
が
見
ら

れ
ま
す
。

古
墳
時
代
終
り
ご
ろ
に
造
ら
れ
た

ヨ
コ
穴
の
墓

古
墳
時
代
も
終
り
に
近
づ
く
六
世
紀
ご
ろ
、

古
墳
に
一
大
変
化
が
訪
れ
ま
す
。
石
を
積
み
上

げ
て
造
る
「
横
穴
式
石
室

よ
こ
あ
な
し
き
せ
き
し
つ

」
と
、
山
の
斜
面
を
直

接
掘
り
込
ん
で
造
る
「
横
穴
墓

よ
こ
あ
な
ぼ

」
の
登
場
が
そ

れ
で
す
。
ヨ
コ
穴
の
墓
に
は
棺
や
遺
体
を
入
れ
る

部
屋
や
、
外
か
ら
部
屋
へ
通
じ
る
ト
ン
ネ
ル
を
備そ
な

え
て
い
ま
す
。
こ
の
変
化
は
た
ん
に
入
れ
物
の
形

が
変
わ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
死
後
の
世
界

に
対
す
る
人
び
と
の
考
え
方
が
大
き
く
変
わ
っ

た
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

両
者
の
関
係
は
一
五
ペ
ー
ジ
で
紹
介
し
ま
す

が
、
県
内
の
古
墳
で
よ
く
知
ら
れ
る
も
の
は
、
こ

の
二
つ
が
圧
倒
的
な
割
合
を
占
め
て
い
ま
す
。
理

由
と
し
て
は
、
横
穴
墓
は
非
常
に
数
が
多
く
、
横

穴
式
石
室
は
墳
丘
の
土
が
流
れ
て
も
そ
の
ま
ま

残
る
こ
と
が
多
い
こ
と
、
な
に
よ
り
も
そ
の
石
の

大
き
さ
が
目
立
ち
、
発
見
し
や
す
い
点
に
あ
る
で

し
ょ
う
。

主
の
眠
る
場
所

タ
テ
穴
の
墓
と
ヨ
コ
穴
の
墓

島根では珍しい長持形石棺。古墳の上に大きな�
石があり、文様が刻まれている。�
（松江市古曽志町・丹花庵古墳）�

安養寺1号墳をモデルに復元された「タテ穴の墓」�
（仁摩町サンドミュージアム内）�

安養寺2号墳をモデルに復元された「ヨコ穴の墓」�
（仁摩町サンドミュージアム内）�
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複
数
の
石
で
壁
を
造
る
も
の�

横
穴
式
石
室
の
一
種
で�

大
き
な
切
石 

で
壁
を
造
る
も
の�

山
の
斜
面
を
掘
り
込
ん
で�

部
屋
を
造
る
も
の�

＊�

すべての壁が小さめの石を積んで､傾けなが
ら造られた例。�
(鵜ノ鼻古墳群：益田市遠田)

内部に石棺を持つものもあるが､これは珍し
く石のベッドを持つ例。�
(放れ山古墳)

天井は家の屋根の形に表現されているもの
が多い。�
(岩屋後古墳：松江市大草町)

玄室内に石棺を入れた珍しい例。石は地元
の石ではないようだ。�
(太田２号墳)

天井が家形に造られた例。�
(上塩冶横穴墓群：出雲市上塩冶町)

家形だが奥壁はまっすぐ立っており､切妻の
屋根になる例。�
(北方横穴墓群)

奥壁が一枚､他の壁はレンガのように加工し
た石をうまく積んでいる。�
(塚山古墳：出雲市今市町)

天井石にもいろいろな例があり､チェックポイ
ント。�
(放れ山古墳)

玄室は１～３畳ぐらいの広さで､壁は平らに加
工されている。�
(朝酌岩屋古墳)

床に仕切りの石が立っているものもあり､こ
の奥に遺体を入れていた。�
(古天神古墳：松江市大草町)

天井が平たく造られた例。�
(北方横穴墓群：五箇村北方)

家形石棺やベッドを持つものも多く､これは
仕切りの石が造り出された例。�
(安部谷横穴墓群)

四つの大きな石で､まさに｢門｣を造った例。�
(大念寺古墳：出雲市今市町)

両側に立った石が袖石。片方だけのものや､
まったくないものもある。�
(放れ山古墳：出雲市古志町)

玄門をふさぐ石が残っていた珍しい例。｢か
んぬき｣が表現されている。�
(伊賀見１号墳：宍道町白石)

玄門は石をくり貫いて造られている。羨道部
は失われている。�
(太田３号墳：松江市東持田町)

閉塞石を受けるくり込みが付いた例。石棺
式石室とよく似ている。�
(安部谷横穴墓群)

閉塞石が残っていた例。�
(楡ノ木谷横穴墓群：仁摩町天河内)

玄室側から見た羨道。狭い羨道と壁の石が
小さいのは､古い石室の特徴。�
（薄井原古墳：松江市坂本町）�

新しいものは羨道の幅が広い。�
（片山古墳：浜田市下府町)

古いものは幅が狭い。この古墳では羨道の
手前でもふさがれている。�
(朝酌岩屋古墳：松江市朝酌町)

床は埋まっているが､玄室と同様､石が敷い
てあることが多い。�
(太田2号墳：松江市東持田町)

横穴墓には羨道がないものが多く､前庭部
がそのかわりに発達する。�
(島田池遺跡：東出雲町揖屋)

新しいものは前庭部が広くなる。(安部谷横
穴墓群：松江市大草町)

＊切石（きりいし）とは砂岩･凝灰岩などを切り出して加工した石材です。�

横
穴
式
石
室
と
横
穴
墓
を
比
べ
て
み
る

こ
こ
で
は
、
県
内
各
地
に
た
く
さ
ん
あ
る
、
ヨ
コ
穴
の
墓
の
見
方
を
説
明
し
ま
す
。
こ
れ
ら
は
古
墳
時
代
の
終
り
ご
ろ
、
六

世
紀
後
半
ご
ろ
か
ら
七
世
紀
に
か
け
て
造
ら
れ
た
も
の
で
、
各
地
域
ご
と
に
異
な
っ
た
特
徴
を
持
っ
て
い
ま
す
。

似
て
な
い
よ
う
で
、よ
く
似
て
い
る
？

家
形
石
棺

い
え
が
た
せ
っ
か
ん

を
調
べ
る

横
穴
式
石
室
の
中
に
見
ら
れ
る
家
形

石
棺
は
、
く
り
抜
き
式
（
一
個
の
石
を
彫

り
込
ん
で
作
る
）
が
多
い
の
で
す
が
、
横

穴
墓
に
は
い
っ
て
い
る
も
の
は
、
ほ
と
ん

ど
が
組
み
合
わ
せ
式
（
複
数
の
石
で
積
木
つ
み
き

の
よ
う
に
組
み
立
て
る
）
の
も
の
で
す
。

天井石�側壁�

玄室�

玄門�
羨道部�前庭部�

奥壁�
そくへき� おくへき�

ぜんていぶ� せんどうぶ�

げんもん�

げんしつ�

てんじょうせき�

横
穴
墓
と
横
穴
式
石
室

横
穴
式
石
室
に
は
そ
れ
を
覆お

お

う
墳
丘

ふ
ん
き
ゅ
う

が
あ
り
、

ま
さ
に
古
墳
と
言
え
る
の
で
す
が
、
横
穴
墓
に
は

こ
れ
ま
で
墳
丘
は
な
い
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
最
近
の
調
査
で
墳
丘
を
持
つ
も
の

が
見
つ
か
っ
た
り
、
背
後
の
山
全
体
に
段
を
め
ぐ

ら
す
な
ど
、
横
穴
式
石
室
と
の
共
通
点
が
あ
る
こ

と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

両
者
の
墓
穴
の
構
造
が
似
て
い
る
こ
と
は
早
く

か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
最
近
で
は
変
化

の
様
子
に
も
共
通
点
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ

れ
ら
を
分
け
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
き

ま
し
た
。
ま
た
、
一
見
し
て
横
穴
墓
の
ほ
う
が
見
劣

み
お
と

り
が
し
ま
す
が
、
中
か
ら
出
て
く
る
も
の
に
極
端

き
ょ
く
た
ん

な

差
は
な
く
、
ど
ち
ら
の
墓
を
造
る
か
は
極
め
て
政
治

的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
説
も
有
力
で
す
。

と
こ
ろ
で
横
穴
式
石
室
は
大
半
が
後
世
に
荒
ら

さ
れ
て
い
る
た
め
、
内
部
に
遺
物
が
残
る
も
の
は

ま
れ
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
横
穴
墓
は
、
新
し
く
発

見
さ
れ
る
も
の
が
多
く
、
調
査
・
研
究
が
進
む
に

つ
れ
、
石
室
で
得
ら
れ
な
い
多
く
の
情
報
が
集
ま

り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

コ�
ラ�
ム�

調査中の島田3号穴（東出雲町出雲郷）

天井石�閉塞石�

玄室�

玄門�羨道部�前庭部�

奥壁�

仕切石(この奥に遺体を置く)

へいそくせき�

しきりいし�

天井�

玄室�

玄門�羨道部�前庭部�

家形石棺�
いえがたせっかん�

蓋石：外側は屋根の形をし、「縄掛突起」と呼ばれるコブ
が造り出されていることもある。�

ふたいし�

横口：出雲の家形石棺は横に入口が付いているものが
多い。�

よこぐち�



【
島
根
県
埋
蔵
文
化
財

ま
い
ぞ
う
ぶ
ん
か
ざ
い

調
査
セ
ン
タ
ー
】

松
江
市
打
出
町
　
０
８
５
２
（
３
６
）
８
６
０
８

県
の
発
掘
調
査
の
基
地
に
あ
た
り
、
あ
ち
こ

ち
の
遺
跡
で
出
土
し
た
遺
物
は
こ
こ
で
整
理
さ

れ
て
い
ま
す
。
小
さ
い
な
が
ら
展
示
室
を
備
え
、

発
見
さ
れ
た
ば
か
り
の
遺
物
や
写
真
を
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
近
く
に
は
古
墳
公
園
も
あ
り
、

入
門
コ
ー
ス
と
し
て
は
最
適
で
す
。
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古
墳
か
ら
は
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
出
土
し
ま

す
。
墳
丘

ふ
ん
き
ゅ
う
の
上
に
立
て
ら
れ
て
い
た
埴
輪
は
に
わ

も
そ
の

一
つ
で
す
が
、
み
な
さ
ん
が
い
ち
ば
ん
興
味
の
あ

る
物
は
、
や
は
り
棺
ひ
つ
ぎ
の
中
に
納お
さ

め
ら
れ
た
品
々
で

し
ょ
う
。

【
八
雲
立

や

く

も

た

つ
風
土
記

ふ

ど

き

の
丘お

か

資
料
館
】

松
江
市
大
草
町
　
０
８
５
２
（
２
３
）
２
４
８
５

県
内
で
も
っ
と
も
多
く
の
遺
物
を
展
示
し
て

お
り
、
有
名
な
古
墳
の
出
土
品
も
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
日
本
中
を
あ
っ
と
言
わ
せ
た
、
文
字

の
書
か
れ
た
刀
（
岡
田
山

お
か
だ
や
ま

１
号
墳
ご
う
ふ
ん

出
土
）
や
、

「
卑
弥
呼

ひ

み

こ

の
鏡
」
と
し
て
騒
が
れ
た
銅
鏡
（
神
原
か
ん
ば
ら

神
社
古
墳
出
土
）
も
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
復

元
さ
れ
た
土
器
や
埴
輪
も
多
く
、「
見
返
み
か
え

り
の
鹿
」

は
、
そ
の
完
成
度
の
高
さ
に
、
思
わ
ず
立
ち
止
ま

っ
て
見
入
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
古
墳
出
土
以
外

の
考
古
資
料
も
多
く
、
ま
た
周
辺
に
は
有
名
な

古
墳
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

配
ら
れ
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
見
な
が
ら
、
発
掘
調
査
員
の
説
明

を
聞
く
。

島
根
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
や
、
市

町
村
の
教
育
委
員
会
で
は
、
毎
年
ど
こ
か
で
古

墳
の
発
掘
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。
調
査
の
様

子
は
遺
跡
説
明
会
と
い
う
形
で
一
般
に
公
開
さ

れ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
参
加
し
て
み
て
く
だ
さ

い
。
古
墳
か
ら
剣
や
玉
な
ど
の
遺
物
を
、
実
際

に
出
て
き
た
ま
ま
の
状
態
で
見
る
こ
と
が
で
き

る
の
は
こ
の
機
会
だ
け
で
す
。
わ
か
ら
な
い
こ
と

は
、
質
問
す
る
と
説
明
係
が
答
え
て
く
れ
ま
す
。

ま
た
、
家
の
跡
や
土
器
ど

き

を
焼
く
窯か
ま

な
ど
、
古
墳

以
外
の
珍
し
い
も
の
が
公
開
さ
れ
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
遺
跡
説
明
会
が
行
わ
れ
る
日
時
や
場

所
に
つ
い
て
は
、
テ
レ
ビ
や
新
聞
な
ど
で
お
知

ら
せ
し
て
い
ま
す
。

こ
の
ほ
か
「
歴
史
民
俗
資
料
館

れ
き
し
み
ん
ぞ
く
し
り
ょ
う
か
ん

」
な
ど

が
あ
る
市
町
村
（
学
校
や
公
民
館
の
場
合

も
あ
り
ま
す
）
も
多
く
、
こ
こ
で
地
元
で
出

土
し
た
遺
物
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

八雲立つ風土記の丘�
資料館�

●十字屋�

真名井神社�
●�

神魂神社�
●�

正林寺�
●�

●大庭�
　小学校�

至松江市内�至松江市内�

至忌部�

至米子�

至熊野�

国 道 9 号 線 �

国
道
４
３
２
号
線�
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遺
物
の
見
方

古
墳
か
ら
出
土

し
ゅ
つ
ど

す
る
遺
物
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
物
が
あ

り
ま
す
。
こ
こ
で
は
主

あ
る
じ

と
と
も
に
納お

さ

め
ら
れ
て
い
た
「
副
葬

ふ
く
そ
う

品ひ
ん

」
と
呼
ば
れ
る
遺
物
の
当
時
の
使
わ
れ
方
に
つ
い
て
、

一
つ
の
見
方
を
紹
介
し
ま
す
。

●
主
の
ア
ク
セ
サ
リ
ー
？

主
の
頭
部
が
あ
っ
た
位

置
を
中
心
に
、
よ
く
出
土
す

る
遺
物
が
あ
り
ま
す
。
お
そ

ら
く
生
前
か
ら
身
に
付
け
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
ア
ク
セ
サ
リ
ー
類
で
、
勾ま

が

玉た
ま

な
ど
の
ネ
ッ
ク
レ
ス
や
、
櫛く

し

、
耳
飾
り
と
考

え
ら
れ
る
耳
環

じ
か
ん

、
珍
し
い
も
の
と
し
て
は
、
釧

く
し
ろ

と
呼
ば
れ

る
腕
輪
や
、
金
の
冠

か
ん
む
りな

ど
が
あ
り
ま
す
。

●
主
へ
の
贈
り
物
？

棺
内

か
ん
な
い

、
あ
る
い
は
石
室

せ
き
し
つ

内
か
ら
出
土
す
る
遺
物
と
し

て
、
銅
鏡

ど
う
き
ょ
う

や
、
剣
・
太
刀

た

ち

・
鏃

や
じ
り

・
甲

か
ぶ
と

な
ど
の
武
器
類
、

鋤
先

す
き
さ
き

・
鎌か

ま

・
斧お

の

な
ど
の
農
工
具
類
、
馬
具

ば

ぐ

な
ど
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
ら
の
大
部
分
は
生
前
の
生
活
に
関
わ
る
も

の
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
実
用
品

じ
つ
よ
う
ひ
ん

と
は
思
え
な
い
ミ
ニ
チ

ュ
ア
も
あ
り
ま
す
。

●
葬
式
の
道
具
？

墓
穴

は
か
あ
な

の
上
や
入
口
か
ら
出
土
す
る
遺
物
は
、
食
事
を

す
る
た
め
の
土
器
類
が
中
心
と
な
り
ま
す
。
葬
式
の
と

き
の
道
具
と
し
て
使
わ
れ
た

も
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
横

穴
式
石
室
や
横
穴
墓
に
は
た

く
さ
ん
の
土
器
が
入
れ
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
贈
り

物
と
し
て
埋
め
ら
れ
た
食
器

類
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

訪
ね
て
み
よ
う

主
へ
の
贈
り
物

こ
れ
ま
で
、
古
墳

こ
ふ
ん

の
場
所
探
し
か
ら
始
ま
っ

て
、
主

あ
る
じ
の
眠
る
場
所
ま
で
を
探
検
し
て
き
ま
し

た
。
で
も
、
何
か
も
の
た
り
ま
せ
ん
。

「
古
墳
の
中
に
は
、
そ
の
主
と
と
も
に
多
く
の
宝

物
が
眠
っ
て
い
る
は
ず
…
…
」

そ
の
と
お
り
。
古
墳
と
い
え
ば
、
宝
物
を
忘

れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

し
か
し
実
際
に
は
、
す
で
に
朽く

ち
果は

て
て
い

た
り
、
後
世
に
持
ち
去
ら
れ
て
い
た
り
し
て
、
発

掘
し
て
も
何
も
見
つ
か
ら
な
い
場
合
が
ほ
と
ん

ど
で
す
。
そ
れ
で
も
、
こ
れ
ま
で
の
発
掘
調
査
に

よ
っ
て
多
く
の
遺
物

い
ぶ
つ

が
出
土

し
ゅ
つ
ど

し
、
資
料
館
な
ど

に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
現
在
も
ど
こ
か

で
、
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
眠
り
か
ら
覚
め
よ
う

と
し
て
い
る
遺
物
も
あ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
こ

で
は
そ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
遺
物
が
、
い
つ
ど
こ

に
行
け
ば
見
ら
れ
る
の
か
を
紹
介
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

残
る
も
の
、
残
ら
な
い
も
の

古
墳
か
ら
出
土
し
た
も
の
は
、
一
〇
〇
〇
年
以
上
も

の
年
月
に
よ
り
、
ほ
と
ん
ど
が
傷い

た

ん
で
い
た
り
、
朽
ち
果

て
た
り
し
て
い
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
が
現
在
見
る
こ
と
が
で

き
る
の
は
石
や
金
属
製
品
が
ほ
と
ん
ど
で
、
着
て
い
た
服

や
弓
、
刀
の
鞘さ

や

な
ど
、
布
や
木
で
作
ら
れ
て
い
た
も
の
が

残
る
こ
と
は
ま
れ
で
す
。
金
属
の
場
合
は
さ
び
て
い
る
こ

と
が
多
く
、
金
メ
ッ
キ
さ
れ
た
も
の
だ

け
が
輝
き
を
残
し
て
い
ま
す
。

当
時
の
お
も
か
げ
を
残
す
遺

物
は
少
な
い
の
で
す
が
、
そ

れ
で
も
ご
く
わ
ず
か
な
手

が
か
り
や
埴
輪

は
に
わ

の
形

な
ど
か
ら
、
積
極

的
な
復
元
が
試
み

ら
れ
て
い
ま
す
。
教

科
書
や
図
鑑
な

ど
で
よ
く
見
か

け
る
「
想
像

図
」
の
古
代
人

の
衣
装
や
道
具

は
、
全
く
の
作

り
話
と
い
う

わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

出
土
品
は
、
仮
設
の
展
示
場
で
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
た
だ
し
、

壊
れ
た
ま
ま
の
も
の
が
多
い
。

コ�
ラ�
ム�

横穴墓の入口に置かれた土器想像図

北小原横穴墓（松江市西浜佐陀町）

い
つ
で
も
見
ら
れ
る
遺
物

島根県埋蔵文化財�
調査センター�

一畑電鉄�

●古曽志公園�

県庁●�

至平田�

至
出
雲
市
駅�

至
松
江
駅�

朝日が丘駅�

身体障害者�
授産センター�

朝日が丘駅�
松江温泉駅�

古江駅�

宍 道 湖 �

国
道
43
1号

線
�

国道431号線�

国
道
９
号
線�
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現
場
で
見
る
遺
物
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見つけた古墳はどこに入るかな？�

丘陵上�

四隅突出型墳丘墓�

県内では最初は方墳か前方後方墳�

県内では葺石の見られるものは少ない�

人物埴輪�
円筒形埴輪�特殊な埴輪�

とても長い石室� 短い石室�

箱式石棺�

長持形石棺�

舟形石棺�

家形石棺�

切石造りの石室�
南に入口を向ける�

小型化�

ドーム形天井�
家形天井�

九州ではこのころすでに　　横穴式石室が造られている�

銅鏡�

鉄剣�

大刀�
飾りのついた大刀�

須恵器� 須恵器の種類､数とも多くなる�
数が�
少なくなる�

だんだん長くなる�

前方後方墳�

前方後円墳�

円墳�

方墳�

丘陵斜面�

谷奥の斜面�
平野�

松
本
３
号
墳�

（
三
刀
屋
町
）�

大
元
１
号
墳�

（
益
田
市
）�

周
布
古
墳�

（
浜
田
市
）�

片
山
古
墳�

（
浜
田
市
）�

若
塚
古
墳�

（
安
来
市
）�

大
念
寺
古
墳�

（
出
雲
市
）�

水
若
酢
神
社�

古
墳�

（
五
箇
村
）�

古
曽
志
大
谷
１
号
墳�

（
松
江
市
）�

◎
島
根
県
の
古
墳
に
限
り
ま
す�

こ�

ふ
ん�

ふん�きゅう�

ふき�いし�

はに� わ�

せき�しつ�

よこ�あな� ぼ�

ふく�そう�ひん�

せ っ か ん �

きゅうりょう�

とくしゅ�

ぜんぽうこうほうふん�

ぜんぽうこうえんふん�

え ん と う が た は に わ �

ながもちがた�

きりいし�

ふんきゅうぼ�よ　すみとっしゅつがた�

たにおく�

た　ち�

す え き �

ま
つ
も
と�

お
お
も
と�

す
　
ふ�

お
お
た
に�

だ
い
ね
ん
じ�

み
ず
わ
か
す�

か
た
や
ま�

じ
ゃ
こ
づ
か�

こ

そ

し

�
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こ
こ
か
ら
は
、
県
内
の
古
墳

こ
ふ
ん

の
中
か
ら
選
ん

だ
七
六
カ
所
の
古
墳
を
紹
介
し
ま
す
。
な
る
べ

く
わ
か
り
や
す
い
も
の
を
紹
介
す
る
よ
う
心
が

け
ま
し
た
が
、
エ
リ
ア
に
よ
っ
て
は
有
名
な
の
で
、

あ
え
て
は
ず
し
た
古
墳
も
あ
り
ま
す
。
県
内
の
全

域
を
カ
バ
ー
し
た
つ
も
り
で
す
が
、
古
墳
の
分
布

に
濃
淡

の
う
た
ん

が
あ
る
た
め
に
、
紹
介
で
き
な
か
っ
た
地

域
も
あ
る
こ
と
を
お
断
わ
り
し
て
お
き
ま
す
。
な

お
、
紹
介
で
き
な
か
っ
た
古
墳
に
つ
い
て
は
、
遺

跡
地
図
や
地
元
の
市
町
村
史（
誌
）な
ど
で
調
べ

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
れ
で
は
実
際
に
古
墳
探
検
を
始
め
る
ま
え

に
、
も
う
一
度
注
意
す
べ
き
点
を
あ
げ
て
お
き

ま
す
。

１
・
崖が
け

や
狩
猟
許
可

し
ゅ
り
ょ
う
き
ょ
か

地
域
、
道
の
な
い
山
な
ど

の
危
険
な
場
所
へ
は
行
か
な
い
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

２
・
民
家
の
近
く
や
、
畑
の
中
な
ど
に
あ
る
古
墳

の
場
合
は
、
断
わ
っ
て
か
ら
見
学
し
ま
し
ょ

う
。
車
を
駐
車
す
る
場
合
も
同
様
で
す
。

３
・
子
供
だ
け
で
は
行
か
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
行
き
先
は
家
族
に
知
ら
せ
て

お
き
ま
し
ょ
う
。

４
・
古
墳
を
傷
つ
け
た
り
、
見
つ
け
た
土
器
ど

き

や

埴
輪
は
に
わ

な
ど
を
勝
手
に
持
ち
帰
ら
な
い
よ
う

に
し
て
く
だ
さ
い
（
地
元
の
教
育
委
員
会

に
届
け
る
の
は
か
ま
い
ま
せ
ん
）。

５
・
い
ろ
い
ろ
な
古
墳
を
知
っ
て
、
郷
土
き
ょ
う
ど

の
歴

史
へ
の
興
味
を
深
め
る
た
め
に
も
、
見
学

し
た
古
墳
を
記
録
す
る
こ
と
を
お
す
す
め
し

ま
す
。

県
内
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
古
墳

こ
ふ
ん

が
あ
る
こ
と
が
、

お
わ
か
り
い
た
だ
け
た
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で
は

県
内
の
古
墳
を
意
外
な
視
点
か
ら
順
位
付
け
し

て
み
ま
し
た
。
登
場
す
る
古
墳
は
代
表
的
な
も
の

を
挙あ

げ
ま
し
た
が
、
こ
れ
以
外
に
も
た
く
さ
ん
あ

り
そ
う
で
す
。
ま
た
、
ラ
ン
ク
に
よ
っ
て
は
意
見

の
分
か
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
り
、
見
直
し
が
必
要

な
も
の
も
あ
る
こ
と
を
お
断
わ
り
し
て
お
き
ま
す
。

立
地
編

◎
最
東
端
に
あ
る
古
墳
　
布
施

ふ

せ

横
穴
墓
（
布
施
村
）

◎
最
西
端
に
あ
る
古
墳
　
鍛
冶
原

か

じ

は

ら

古
墳
群
（
津
和
野
町
）

◎
最
南
端
に
あ
る
古
墳
　
林

は
や
し

古
墳
群
（
六
日
市
町
）

◎
最
北
端
に
あ
る
古
墳
　
北
谷

き
た
や

古
墳
（
西
郷
町
）

◎
高
い
所
に
あ
る
古
墳

１
位
　
510
ｍ
　
矢
入

や
い
り

古
墳
群
（
横
田
町
）

砂
子
田

さ

こ

た

横
穴
墓
群
（
赤
来
町
）

３
位
　
320
ｍ
　
日
向
峰

ひ
ゅ
う
が
み
ね

古
墳
群
（
伯
太
町
）

◎
低
い
所
に
あ
る
古
墳

１
位
　
海
抜
３
ｍ
　
来
居

く
る
い

１
号
横
穴
墓
（
西
ノ
島
町
）

２
位
　
海
抜
４
ｍ
　
鵜う

ノ
鼻は

な

Ｇ
１
号
墳
（
益
田
市
）

３
位
　
海
抜
８
ｍ
　
宝
塚

た
か
ら
づ
か

古
墳
（
出
雲
市
）

◎
意
外
な
場
所
に
あ
る
古
墳

１
位
　
町
の
中
　
塚
山

つ
か
や
ま

古
墳
（
出
雲
市
）

２
位
　
田
ん
ぼ
の
中
　
池い

け

の
尻し

り

古
墳
（
八
雲
村
）

３
位
　
砂
丘
の
中
　
明
神

み
ょ
う
じ
ん

古
墳
（
仁
摩
町
）

時
代
編

◎
古
い
古
墳

１
位
　
３
世
紀
末
〜
４
世
紀
初
め

神
原
神
社

か
ん
ば
ら
じ
ん
じ
ゃ

古
墳
（
加
茂
町
）、

大
成

お
お
な
り

古
墳
（
安
来
市
）
な
ど

２
位
　
４
世
紀
前
半
ご
ろ

造
山

つ
く
り
や
ま

１
号
墳
（
安
来
市
）、

松
本

ま
つ
も
と

１
号
墳
（
三
刀
屋
町
）
な
ど

３
位
　
４
世
紀
後
半
ご
ろ

大
元

お
お
も
と

１
号
墳
（
益
田
市
）、
大
寺

お
お
て
ら

１
号
墳
（
出
雲
　
　

市
）、
新
開

し
ん
か
い

古
墳
群
（
海
士
町
）
な
ど

◎
新
し
い
古
墳

１
位
　
７
世
紀
後
半
ご
ろ

廻
原

め
ぐ
り
は
ら

１
号
墳
（
松
江
市
）、
若
塚

じ
ゃ
こ
づ
か

古
墳
（
安
来
　

市
）、
切
石

き
り
い
し

古
墳
（
佐
田
町
）
な
ど

２
位
　
７
世
紀
前
半
ご
ろ

片
山

か
た
や
ま

古
墳
（
浜
田
市
）、
地
蔵
山

じ
ぞ
う
や
ま

古
墳
（
出
雲

市
）、
雨
乞
山

あ
ま
ご
い
や
ま

古
墳
（
八
雲
村
）
な
ど

３
位
　
６
世
紀
終
り
ご
ろ

鵜
ノ
鼻
古
墳
群
（
益
田
市
）、
小
坂

こ
さ
か

古
墳
（
出

雲
市
）、
山
代

や
ま
し
ろ

方
墳
（
松
江
市
）
な
ど

大
き
さ
編

◎
大
き
な
墳
丘
を
持
つ
古
墳

１
位
　
推
定
92
ｍ
大
念
寺

だ
い
ね
ん
じ

古
墳
（
前
方
後
円
墳
・
出
　
　
　
　

雲
市
）、
山
代
二
子
塚

や
ま
し
ろ
ふ
た
ご
づ
か

古
墳（
前
方
後
方
墳
・
松
江
市
）

３
位
　
89
ｍ
　
　
大
元
１
号
墳
（
前
方
後
円
墳
・
　

益
田
市
）

◎
大
き
な
方
墳

１
位
　
約
60
ｍ
　
造
山
１
号
墳
（
安
来
市
）

２
位
　
約
40
ｍ
　
山
代
方
墳（
松
江
市
）、
石
屋

い
し
や

古
墳

（
松
江
市
）

◎
長
い
竪
穴
式
石
室
を
持
つ
古
墳

１
位
　
7.2
ｍ
　
大
成
古
墳
（
安
来
市
）

２
位
　
7.1
ｍ
　
造
山
１
号
墳
（
安
来
市
）

３
位
　
5.8
ｍ
　
神
原
神
社
古
墳
（
加
茂
町
）

◎
長
い
横
穴
式
石
室
を
持
つ
古
墳

１
位
　
14.6
ｍ
　
上
塩
冶
築
山

か
み
え
ん
や
つ
き
や
ま

古
墳
（
出
雲
市
）

２
位
　
12.8
ｍ
　
大
念
寺
古
墳
（
出
雲
市
）

３
位
　
10
ｍ
　
明
神

み
ょ
う
じ
ん

古
墳
（
仁
摩
町
）

◎
大
き
な
石
棺
を
持
つ
古
墳

１
位
　
幅
3.3
ｍ

大
念
寺
古
墳
（
出
雲
市
）

２
位
　
幅
2.8
ｍ

上
塩
冶
築
山
古
墳
（
出
雲
市
）

３
位
　
幅
2.4
ｍ

地
蔵
山
古
墳
（
出
雲
市
）

古
墳
群
編

◎
数
の
多
い
古
墳
群
（
横
穴
墓
を
除
く
）

１
位
　
90
基
以
上
　
矢
田

や

た

古
墳
群
（
安
来
市
）

２
位
　
64
基
以
上
　
東
百
塚
山

ひ
が
し
ひ
ゃ
く
つ
か
や
ま

古
墳
群
（
松
江
市
）

３
位
　
50
基
以
上
　
鵜
ノ
鼻
古
墳
群
（
益
田
市
）

横
穴
墓
編

◎
数
の
多
い
横
穴
墓
群

１
位
　
37
支
群
160
基
以
上
　
上
塩
冶
横
穴
墓
群
（
出
雲
市
）

２
位
　
50
基
以
上
　
飯い

い

の
山や

ま

横
穴
墓
群
（
西
郷
町
）

３
位
　
32
基
　
北
長
迫

き
た
な
が
さ
こ

横
穴
墓
群
（
益
田
市
）

遺
物
編

◎
鏡
が
多
数
出
土
し
た
古
墳

１
位
　
３
枚
　
造
山
１
号
墳
（
安
来
市
）

２
位
　
２
枚
　
奥
才

お
く
さ
い

14
号
墳
（
鹿
島
町
）、

山
地

や
ま
じ

古
墳
（
出
雲
市
）

◎
長
い
刀
が
出
土
し
た
古
墳

１
位
　
114
cm

奥
山

お
く
や
ま

Ｂ-

１
号
横
穴
墓
（
松
江
市
）

２
位
　
110
cm

島
田
池

し
ま
だ
い
け

１
区
２
号
横
穴
墓
（
東
出
雲
町
）

３
位
　
109
cm

奥
才
１
号
墳
（
鹿
島
町
）

◎
玉
が
多
数
出
土
し
た
古
墳
（
ガ
ラ
ス
小
玉
・
臼
玉
は
除
く
）

１
位
　
33
個
　
造
山
３
号
墳
（
安
来
市
）

２
位
　
28
個
　
高
津
久

た

か

つ

く

２
号
横
穴
墓
（
知
夫
村
）

３
位
　
21
個
　
金
崎

き
ん
ざ
き

１
号
墳
（
松
江
市
）

◎
豪
華

ご
う
か

な
遺
物
が
出
土
し
た
古
墳

１
位
　
金
銅
製
冠

こ
ん
ど
う
せ
い
か
ん
む
り

、
金
銅
製
馬
具

ば

ぐ

な
ど

上
塩
冶
築

山
古
墳
（
出
雲
市
）

２
位
　
金
銅
製
冠
、
装
飾
大
刀
な
ど

鷺さ
ぎ

の
湯ゆ

病
院

跡
横
穴
墓
（
安
来
市
）

３
位
　
金
銅
製
馬
具
、
装
飾
大
刀
な
ど

岡
田
山

お
か
だ
や
ま

１
号

墳
（
松
江
市
）

4 4～56後�7前�4

前方後円墳� 前方後方墳� 円墳�

墳丘�

埋葬�
施設�

外表�
施設�

時期�
� （例）�

方墳� 四隅突出型�各種� 墳丘なし�

不明�

多�

多�
各種�

埴輪� 葺石� 葺石・埴輪�

竪穴式石室� 舟形石棺� 箱式石棺� 木棺�

木棺�

横穴式石室� 石棺式石室� 横穴墓�

墳形不明�

不明�

4世紀� ６世紀後半� 7世紀前半� 4世紀～5世紀�

古墳ガイドマークの見方�

墳
丘
の
形
を�

あ
ら
わ
し
ま
す�

棺
や
室
を�

あ
ら
わ
し
ま
す�

墳
丘
の
表
面
に�

あ
る
も
の
を�

あ
ら
わ
し
ま
す�

古
墳
の
造
ら
れ
た
時
期
を�

あ
ら
わ
し
ま
す�

ふんきゅう�

まいそう�

し　せつ�

し　せつ�

がいひょう�

※古墳名の下に国（県･市･町･村）指定とあるものは、それぞれの指定史跡であることを意味します。�
・・�



山 陰 本 線 �

至松江�

安来�

黒井田町�

安来町�

至
米
子�

毘売塚古墳�
安来変電所�

●説明板�

日立金属安来工場�

９�

Ｊ
Ｒ
安
来
駅
南
東
の
丘
陵
頂
上

に
あ
る
、
全
長
約
四
〇
メ
ー
ト
ル
の

前
方
後
円
墳
。
一
九
六
六
年
に
調
査

さ
れ
、
舟
形
石
棺
内
部
に
人
骨
が
残

っ
て
い
ま
し
た
。
石
棺
は
現
在
埋
め

戻
さ
れ
、
石
碑
が
立
っ
て
い
ま
す
。
石

段
が
途
中
で
急
に
な
っ
て
い
る
部
分

が
、
古
墳
の
裾
に
当
た
り
ま
す
。
こ
の

古
墳
に
ま
つ
わ
る
伝
説
は
第
五
巻

「『
出
雲
風
土
記
』
を
歩
く
」
に
あ
り
ま

す
。

伝
説
を
持
つ
古
墳

%
毘
売
塚

ひ

め

づ

か

古
墳
県
指
定

安
来
市
黒
井
田
町

5

矢田町�

飯梨町�

●鷺湯温泉�

飯
梨
川�

矢田�
古墳群�

至9号線�至9号線�

矢田橋�

県道
45
号線

�

県
道
　
号
線�

180
●家形石棺�

●�

●家形石棺�

●�竪穴式石室�広
瀬
町�至

広
瀬�

見
所
た
く
さ
ん
、
行
く
の
は
つ
ら
い

^
矢
田

や

た

古
墳
群
市
指
定

安
来
市
矢
田
町

多�

多�

4～7

至軽尾港� 至才港�

至
美
保
関
灯
台
道
路�

美保関港�
海崎港�

五本松公園●�

美保神社�

海崎古墳群�

 美保関小�

 獅子ケ鼻�

県道2号線�

美
保
関
小
学
校
東
か
ら
軽
尾

か
る
び

港
へ

抜
け
る
峠
の
道
路
脇
に
あ
る
古
墳
群

で
す
。
西
側
の
三
号
墳
は
横
穴
式
石

室
で
、
玄
室
前
側
の
天
井
石
が
は
ず

さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
中
に
は
い
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
一
号
墳
は
天
井

石
が
は
ず
さ
れ
て
中
が
見
え
ま
す
が
、

竪
穴
式
石
室
と
箱
式
石
棺
の
両
方
の

特
徴
を
持
っ
た
珍
し
い
石
室
で
す
。

峠
に
あ
る
の
で
、
ど
ち
ら
側
の
人
た

ち
が
造
っ
た
の
か
気
に
な
り
ま
す
。

峠
の
古
墳
群

!
海
崎

か

い

ざ

き

古
墳
群八

束
郡
美
保
関
町
海
崎

6

23

安来市�

伯太町�

米子市�

広瀬町�

矢田古墳群�

八束郡�

鳥取県�

山陰本線�

中 海 �

安
来�

荒
島�

県
道
９
号
線�

９�

佐々彦神社裏�
古墳群�

日向峰古墳群�

森木峰古墳群�

伯
太
川�

吉
田
川�

飯
梨
川�

米
子�毘売塚古墳�

王陵の丘�

安来道路�大型農道�

432

エ
リ
ア
１
安
来

や

す

ぎ

市
・
能
義

の

ぎ

郡

中
海
な
か
う
み

に
そ
そ
ぐ
伯
太
は
く
た

川
と
飯
梨
い
い
な
し

川
流
域
は
、
県
内
で
最
も
古
墳
が
集
中

す
る
地
域
の
一
つ
で
す
。
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
飯
梨
川
を
境

に
し
て
西
と
東
で
は
古
墳
の
様
子
が
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
す
。

四
世
紀
の
古
墳
は
、
川
の
西
側
の
荒
島
地
区
に
造
山
１
号
墳
な
ど
の
大

き
な
方
墳
が
見
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
東
で
は
小
さ
な
も
の
し
か
見
ら
れ
ま

せ
ん
。
五
世
紀
に
な
る
と
、
西
で
五
〇
メ
ー
ト
ル
級
の
前
方
後
方
墳
が
見
ら

れ
ま
す
が
、
東
で
は
前
方
後
方
墳
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
ず
、
二
〇
〜
三
〇
メ

ー
ト
ル
の
小
さ
な
前
方
後
円
墳
が
多
数
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
六
世
紀
後
半

以
降
は
、
西
で
石
棺
式
石
室
な
ど
の
横
穴
式
石
室
と
横
穴
墓
が
造
ら
れ
る

の
に
対
し
、
東
で
は
県
境
に
あ
る
神
代
塚

じ
ん
だ
い
づ
か

古
墳
を
除
い
て
、
西
の
も
の
と
よ

く
似
た
横
穴
墓
だ
け
が
見
ら
れ
ま
す
。

至安来�

日向峰古墳群�
森木峰古墳群�

▲�
上の台�

�

　�
� ●JAやすぎ赤屋支所�

　貴船神社�

上の台緑の村�

小水力発電所�

赤屋局�
赤
屋
小�

●�

至日南町�

伯
太
川�

県道104号線�県
道
９
号
線�

こ
ん
な
高
い
と
こ
ろ
に
も
あ
る

!
日
向
峰

ひ

ゅ

う

が

み

ね

古
墳
群

@
森
木
峰

も

り

き

み

ね

古
墳
群

能
義
郡
伯
太
町
赤
屋
・
横
屋

（
上
の
台
緑
の
村
内
）

多�

5?

石原�

古川町�

至安来�

佐々彦神社裏�
古墳群�

飯
梨
川
�

�

県道
45
号線

�

植田町�

安来市�

広瀬町�

足
立
美
術
館
北
西
の
山
際
、
佐
々

彦
神
社
裏
の
丘
陵
上
に
あ
り
ま
す
。

前
方
後
円
墳
二
基
と
、
そ
の
間
に
円

墳
、
あ
る
い
は
方
墳
が
三
基
確
認
で

き
て
い
ま
す
。
北
端
の
前
方
後
円
墳

は
、
群
中
最
大
で
長
さ
約
三
〇
メ
ー

ト
ル
、
高
さ
は
約
三
メ
ー
ト
ル
あ
り

ま
す
（
写
真
）。
斜
面
に
は
横
穴
墓
も

存
在
し
ま
す
。
草
木
が
茂
っ
て
い
ま

す
の
で
、
晩
秋
〜
初
春
が
見
学
し
や

す
い
で
し
ょ
う
。

落
ち
葉
の
季
節
に

#
佐
々
彦

さ

さ

ひ

こ

神
社
裏

じ

ん

じ

ゃ

う

ら

古
墳
群

能
義
郡
広
瀬
町
石
原

多�

5?

荒島�
西
荒
島
町�

至
松
江�

至
米
子�

西旭�
安来市�

高塚山▲�

９�

王陵の丘�

荒
島
町�

説明板●�

荒島小学校�

Ｊ
Ｒ
荒
島
駅
の
南
西
の
丘
陵
上
に

あ
る
古
墳
群
で
、
最
近
公
園
と
し
て

整
備
さ
れ
ま
し
た
。
県
内
最
古
の
古

墳
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
造
山
一
号

墳
、
同
三
号
墳
、
五
世
紀
の
前
方
後

方
墳
で
あ
る
同
二
号
墳
な
ど
、
五
〇

メ
ー
ト
ル
前
後
の
大
規
模
古
墳
が
集

中
し
、
ま
さ
に
「
王
陵
の
丘
」
に
ふ
さ

わ
し
い
古
墳
群
で
す
。
国
道
九
号
線

か
ら
も
よ
く
見
え
ま
す
。
説
明
板
あ

り
。

県
内
最
古
の
古
墳
群

$
王
陵

お
う
り
ょ
う
の
丘お

か（
造
山

つ
く
り
や
ま
古
墳
群
）
国
・
県
指
定

安
来
市
荒
島
町

多�

4～5

22

公
園
の
入
口
を
は
い
り
奥
へ
進
む

と
、
日
向
峰
古
墳
群
の
標
柱
が
見
つ

か
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
全
長
一
二
〜

一
三
メ
ー
ト
ル
の
県
内
で
も
最
小
ク

ラ
ス
の
前
方
後
円
墳
（
写
真
左
上
）

が
あ
り
、
標
高
も
三
二
〇
メ
ー
ト
ル

以
上
と
、
県
内
で
も
か
な
り
高
い
場

所
に
あ
る
古
墳
と
い
え
ま
す
。

森
木
峰
古
墳
群
は
公
園
入
口
の
右

手
斜
面
に
あ
り
、
こ
こ
に
も
標
柱
が
立

て
て
あ
り
ま
す
。
横
穴
式
石
室
が
露

出
し
て
い
ま
す
が
、
天
井
石
は
玄
室

の
部
分
だ
け
残
っ
て
お
り
、
内
部
も
土

砂
で
ほ
ぼ
完
全
に
埋
ま
っ
て
い
ま
す
。

二
つ
の
古
墳
の
間
や
周
囲
に
は
、

一
〇
メ
ー
ト
ル
前
後
の
小
さ
な
古
墳

が
五
〜
七
基
ほ
ど
あ
る
よ
う
で
す
が
、

道
に
よ
っ
て
半
分
以
上
な
く
な
っ
た

も
の
も
あ
り
、
は
っ
き
り
は
わ
か
っ
て

い
ま
せ
ん
。
公
園
に
来
た
と
き
に
、
つ

い
で
に
見
て
ほ
し
い
古
墳
群
で
す
。
上

の
台
に
は
こ
の
ほ
か
に
も
多
く
の
古

墳
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
が
、
古
墳

を
造
る
に
は
普
通
で
は
考
え
れ
な
い

高
所
で
あ
る
た
め
、
何
か
特
別
な
理

由
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

９�

美保関町�

松江市�

島根町�

県庁�

島根県埋蔵文化財�
調査センター�

鹿島町�

大型農道�

平田市�

大寺�
古墳群�

山崎古墳�

山根垣�
古墳�

牛谷古墳�

方結神社裏�
古墳� 海崎古墳群�

一畑道路際古墳群�

講武岩屋古墳�

宍 道 湖 �

日 本 海 �

松
江�

431

485

431

中

海

�

斐伊川�

大橋川�
松江温泉�

一畑口�

平田�

大寺�

い
っ
て
よ
い
ほ
ど
存
在
し
ま

す（
大
社
町
に
ほ
と
ん
ど
古

墳
が
見
ら
れ
な
い
点
は
ナ
ゾ

で
す
）。
こ
う
し
た
外
海
側

の
小
地
域
の
古
墳
は
、
ま

だ
十
分
な
調
査
が
で
き
て

い
ま
せ
ん
が
、
一
つ
ひ
と
つ

の
ム
ラ
が
古
墳
時
代
に
ど
う

対
応
し
て
い
た
の
か
と
い
う

重
要
な
問
題
を
解
決
す
る

う
え
で
、
欠
か
せ
な
い
も
の

と
い
え
ま
す
。

エ
リ
ア
２

島
根
半
島

島
根
半
島
を
外
海
（
日
本
海
）
に
面
す
る

側
と
、
内
海
（
宍
道
湖
・
中
海
）
側
に
分
け

て
み
る
と
、
四
世
紀
ご
ろ
の
古
い
古
墳
は
鹿か

島し
ま

町
を
除
い
て
、
ほ
と
ん
ど
が
内
海
側
に
あ

り
ま
す
。
し
か
し
六
世
紀
後
半
以
降
の
横
穴

式
石
室
や
横
穴
墓
は
各
地
に
多
数
見
ら
れ
、

現
在
漁
港
と
な
っ
て
い
る
地
域
に
も
必
ず
と

7?

古
墳
群
は
い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ

に
分
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
名
前
が

付
い
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
矢
田
古

墳
群
と
し
て
紹
介
し
ま
す
。
県
内
で

は
数
少
な
い
竪
穴
式
石
室
や
、
石
棺

を
持
つ
横
穴
墓
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
、
古
墳
研
究
者
に
は
名
の
知
れ
た

古
墳
群
で
す
。
南
側
の
竪
穴
式
石
室

を
持
つ
古
墳
か
ら
北
に
七
〇
〇
メ
ー

ト
ル
ほ
ど
尾
根
上
を
歩
く
と
、
家
形

石
棺
（
写
真
）
を
持
つ
横
穴
墓
群
が

あ
り
ま
す
。
途
中
は
古
墳
だ
ら
け
で
、

埴
輪
や
土
器
も
見
つ
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

非
常
に
見
所
が
多
い
古
墳
群
で
す

が
、
道
が
な
い
に
等
し
い
所
に
あ
る

の
で
、
慣
れ
な
い
人
に
は
お
す
す
め
で

き
ま
せ
ん
。



�

山崎古墳�

　久多美小�

 久多美神社　�

●牧戸団地�

●東福駐在所�

至平田市内�

● 久多美公民館�

平
田
船
川
�

　
県
道
　
号
線�

232

水
田
か
ら
数
メ
ー
ト
ル
の
丘
陵
の

先
端
に
あ
り
、
出
雲
西
部
に
は
珍
し

い
石
棺
式
石
室
を
持
つ
古
墳
で
す
。

入
口
は
土
で
埋
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
奥

の
壁
が
こ
わ
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら

中
に
は
い
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
玄
室

は
平
面
が
一
辺
一
・
九
メ
ー
ト
ル
の

正
方
形
で
、
各
壁
と
も
一
枚
石
を
使

用
し
て
い
ま
す
。
平
田
市
の
石
棺
式

石
室
は
、
奥
屋
敷

お
く
や
し
き

古
墳
ほ
か
三
基
の

み
で
す
。

平
田
に
あ
る
数
少
な
い
石
棺
式
石
室

*
山
崎

や

ま

ざ

き

古
墳

平
田
市
東
福
町

7前?

９�

９�

431

431

432

中 海

宍道湖�

栗坪1号墳�

乃木二子塚�
古墳�

太田古墳群�

薄井原古墳�

運動公園内古墳群�

朝酌小学校�
校庭古墳�

風土記の丘周辺�

松江市�

東出雲町�
玉湯町�

松
江�

松江�
温泉�

県
庁
●�

乃木�

玉湯�

松江道路�

県
道
　
号
線�

東松江�

一畑電鉄�

21

エ
リ
ア
３
松
江

ま

つ

え

市
と
そ
の
周
辺

こ
の
地
域
は
県
内
で
も
っ
と
も
古
墳
が
集
中
し
、
か
つ
大
型
古
墳
も
多

数
見
ら
れ
ま
す
。
初
期
の
古
墳
に
は
大
き
な
も
の
は
な
く
、
五
世
紀
に
な
っ

て
突
然
、大
橋
お
お
は
し

川
南
岸
を
中
心
に
五
〇
メ
ー
ト
ル
前
後
の
前
方
後
円
墳
や

前
方
後
方
墳
、
方
墳
が
現
れ
ま
す
。
ま
た
一
〇
メ
ー
ト
ル
前
後
の
小
さ
な
古

墳
も
多
数
見
ら
れ
、
大
草

お
お
く
さ

町
の
東
・
西
百
塚
山

ひ
ゃ
く
つ
か
や
ま
古
墳
群
で
は
一
〇
〇
基
以

上
が
密
集
し
て
造
ら
れ
て
い
ま
す
。

六
世
紀
後
半
以
降
は
横
穴
式
石
室
・
横
穴
墓
が
多
数
造
ら
れ
、
石
棺

式
石
室
も
こ
こ
で
発
生
、
発
展
し
ま
す
。
の
ち
の
奈
良
時
代
に
出
雲
国
の
国

府
が
置
か
れ
る
大
草
町
と
山
代
や
ま
し
ろ

町
は
古
墳
文
化
の
中
心
地
と
い
え
、
有
名

な
古
墳
も
多
く
あ
り
ま
す
。
ま
た
意
外
に
知
ら
れ
て
い
な
い
の
が
、
橋
北
の

東
持
田

ひ
が
し
も
ち
だ

町
の
周
辺
で
、
石
棺
式
石
室
が
七
基
も
あ
り
、
注
目
さ
れ
ま
す
。

　郵便局�

●JA

朝
酌
川� ●朝酌岩屋古墳�

朝酌小�

●朝酌幼稚園�

至松江市内�

至八束町�

県
道
260号

線
�

朝酌小学校�
　校庭古墳�

●�

朝酌公民館�

朝
酌
公
民
館
の
北
に
あ
る
運
動
場

（
も
と
の
朝
酌
小
学
校
の
校
庭
）
脇
に

あ
る
古
墳
で
、
小
型
の
石
棺
式
石
室

が
開
口
し
て
い
ま
す
。
石
室
は
羨
道

せ
ん
ど
う

部
分
が
失
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
玄
室

は
よ
く
残
っ
て
い
ま
す
。
石
材
は
白

い
石
で
、
加
工
時
の
ノ
ミ
の
跡
が
よ

く
見
え
ま
す
。
ま
た
、
こ
こ
か
ら
南
へ

三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
所
に
、
大
型
の

石
棺
式
石
室
を
持
つ
朝
酌
岩
屋
古
墳

が
あ
り
ま
す
。

か
わ
い
い
石
棺
式
石
室

!
朝
酌

あ
さ
く
み

小
学
校
校
庭

し
ょ
う
が
っ
こ
う
こ
う
て
い

古
墳

松
江
市
朝
酌
町

6後?

至
安
来�

揖屋�

安来道路�

大型農道�

●公民館�

　出雲郷�
　郵便局�

　出雲郷小�

中電揖屋変電所●�

9

至松江�

須
田
川�

　須田神社�

県
道
　
号
線�

154

栗坪1号墳�

谷
奥
の
南
向
き
斜
面
に
あ
る
方
墳

で
、
石
棺
式
石
室
が
開
口
し
て
い
ま

す
。
墳
丘
は
二
段
で
、
下
か
ら
見
上

げ
る
と
大
き
く
見
え
る
よ
う
に
造
ら

れ
て
い
ま
す
。
石
室
は
羨
道

せ
ん
ど
う

部
の
天

井
石
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
ほ
か

は
よ
く
残
っ
て
い
ま
す
。
玄
室
の
天

井
内
面
に
屋
根
の
形
が
線
刻
さ
れ
て

お
り
、
最
近
調
査
さ
れ
た
松
江
市
大

庭
町
の
向
山

む
こ
う
や
ま

一
号
墳
に
よ
く
似
て
い

ま
す
。

谷
の
奥
に
あ
る
古
墳

@
栗
坪

く

り

つ

ぼ

１
号
墳八

束
郡
東
出
雲
町
須
田

7前?

岡田山1号墳�
岡田山2号墳�

岩屋後古墳�

東百山塚古墳群�

岩舟古墳�

永久宅後古墳�
山代方墳�

山
代
二
子
塚�

大
庭
鶏
塚�

安
部
谷
横
穴
墓
群�風土記の丘●�

茶臼山�
　▲�

意宇川�

至広瀬�

至松江�

御崎山古墳�

432

出雲国府跡●�

出雲国分寺跡●� 島
根
県
を
代
表
す
る
、
有
名
な
古

墳
が
集
中
す
る
地
域
で
す
。
県
内
最

大
の
前
方
後
方
墳
で
あ
る
山
代
二
子

や
ま
し
ろ
ふ
た
ご

塚づ
か

や
、
文
字
の
刻
ま
れ
た
大
刀
が
出

土
し
た
岡
田
山

お
か
だ
や
ま

一
号
墳
、
最
大
ク
ラ

ス
の
石
棺
式
石
室
を
持
つ
岩
屋
後

い
わ
や
あ
と

古

墳
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
大
草

お
お
く
さ

古

墳
群
は
ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
と
し
て
お

す
す
め
で
、
そ
の
見
ど
こ
ろ
の
多
さ

は
、
一
日
で
ま
わ
り
き
れ
な
い
ほ
ど
で

す
。（
写
真
は
岩
舟
古
墳
）

一
日
楽
し
め
る

#
風
土
記

ふ

ど

き

の
丘お

か

周
辺
　
国
・
県
指
定

松
江
市
大
草
町

多�

多�

5～7

25

至
七
類�

至
松
江�

片江小　�

　
長
寿
寺�

●美保関町役場�

　方結神社�

片江港�

方結神社裏古墳�

日 本 海 �

県道37号線�

北中　�

神
社
の
裏
山
を
登
っ
て
す
ぐ
の
所

に
、
大
き
な
板
石
が
立
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
石
は
箱
式
石
棺
の
ふ
た
石
と
考

え
ら
れ
、
そ
の
脇
の
地
面
に
四
角
く

立
て
並
べ
ら
れ
た
石
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
が
棺
身
で
す
が
、
か
な
り
埋
ま
っ

て
い
る
の
で
注
意
し
て
探
し
て
く
だ

さ
い
。
五
世
紀
ご
ろ
の
古
墳
と
考
え

ら
れ
ま
す
が
、
墳
丘
の
形
や
出
土
品

は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。

神
社
の
裏
の
古
墳

@
方
結

か

た

え

神
社
裏

じ

ん

じ

ゃ

う

ら

古
墳

八
束
郡
美
保
関
町
片
江

5?

桂島�

加賀港�

至松江�

県道37号線�

日 本 海 �

澄水川�

牛谷古墳�
加賀局�

島根中�

島
根
町
役
場
●�

一
畑
薬
師
へ
上
が
る
道
路
の
、
最

初
の
ヘ
ア
ピ
ン
カ
ー
ブ
脇
に
あ
る
二

基
の
古
墳
で
す
。
以
前
発
掘
調
査
が

行
わ
れ
て
お
り
、
東
側
の
古
墳
か
ら

は
形
象
埴
輪
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

西
側
の
古
墳
は
墳
丘
が
半
分
近
く
道

路
に
よ
っ
て
削
ら
れ
ま
し
た
が
、
ふ
た

石
が
は
ず
さ
れ
た
箱
式
石
棺
が
残
っ

て
い
ま
す
。
カ
ー
ブ
脇
の
空
き
地
に

車
を
駐
車
し
て
、
手
軽
に
見
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

道
路
脇
で
す
ぐ
見
れ
ら
る

$
一
畑

い

ち

ば

た

道
路
際

ど

う

ろ

ぎ

わ

古
墳
群

平
田
市
小
境
町

5?

至一畑薬師�

至431号線�

小
境
川�

小境町�

一畑道路際古墳群�

23

県
道
　
号
線�

大型農道�

5

至松江市�

講
武
局
　 

�

講武岩屋古墳�

至御津�

バス停● 

東小�

南講武�

北講武�

果
樹
園
の
中
に
あ
り
、
切
石
造
り

の
横
穴
式
石
室
が
ほ
ぼ
完
全
に
露
出

し
て
い
ま
す
。
残
っ
て
い
る
の
は
玄
室

の
み
で
、
羨
道

せ
ん
ど
う

の
石
材
ら
し
き
も
の

が
散
乱
し
て
い
ま
す
。
墳
丘
の
盛
土

は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
石

室
の
形
や
、
入
口
が
南
を
向
い
て
い

る
こ
と
、
斜
面
に
造
ら
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
古
墳
時
代
終
末
期
の
も
の

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
付
近
で
勾

玉
が
採
取
さ
れ
て
い
ま
す
。

天
井
は
屋
根
の
形

%
講
武
岩
屋

こ

う

ぶ

い

わ

や

古
墳

八
束
郡
鹿
島
町
北
講
武

7

大寺薬師�

大寺古墳群�

至大社町�

都我利神社�
　�

東林木町�

431

大寺�

至平田市�

出雲市�

平田市�

一
畑

電
鉄�

一
号
墳
は
大
寺
薬
師
の
裏
山
に
築

か
れ
た
前
方
後
円
墳
で
、
古
墳
か
ら

は
出
雲
平
野
が
一
望
で
き
ま
す
。
全

長
五
〇
メ
ー
ト
ル
で
、
後
円
部
の
山

側
に
は
溝
を
巡
ら
し
、
墳
丘
に
は
葺

石
（
写
真
）
が
見
ら
れ
ま
す
。
現
在

埋
め
戻
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
後
円
部

中
央
に
小
さ
な
竪
穴
式
石
室
が
あ

り
、
鉄
製
の
斧
と
鍬
先

く
わ
さ
き

が
出
土
し
て

い
ま
す
。
東
側
に
は
横
穴
式
石
室
を

持
つ
二
号
墳
が
あ
り
ま
す
。

島
根
県
最
古
の
前
方
後
円
墳
か

^
大
寺

お

お

て

ら

古
墳
群
市
指
定

出
雲
市
東
林
木
町

4?

山根垣古墳�

至出雲市�

至
十
六
島�

●西郷町公民館�

西郷町�

県道250号線�

徳雲寺�

葦原神社�

平
田
市
街
地
か
ら
十
六
島
に
向
か

う
道
の
途
中
、
東
側
丘
陵
に
築
か
れ

た
方
墳
で
、
墳
丘
は
一
辺
一
〇
メ
ー

ト
ル
、
高
さ
二
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
あ
り
ま

す
。
内
部
に
あ
る
横
穴
式
石
室
は
、

平
面
が
奥
に
長
い
長
方
形
の
両
袖
式

り
ょ
う
そ
で
し
き

で
、
割
石
と
切
石
を
使
用
し
て
い
ま

す
。
出
雲
市
の
横
穴
式
石
室
、
と
く

に
上
塩
冶

か
み
え
ん
や

築
山

つ
き
や
ま

古
墳
と
よ
く
似
て
い

ま
す
。
出
土
品
は
、
須
恵
器
片
と
金

環
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

上
塩
冶
築
山
古
墳
に
似
た
石
室

&
山
根
垣

や

ま

ね

が

き

古
墳

平
田
市
西
郷
町

6後�

24

加
賀
港
を
見
下
ろ
す
小
山
の
山
腹

に
あ
る
古
墳
で
、
二
つ
の
箱
式
石
棺

が
並
ん
で
い
ま
す
。
一
つ
は
ふ
た
石
が

外
さ
れ
て
い
て
、
棺
身
の
丁
寧
な
造

り
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
も
う
一
つ
は

ふ
た
石
が
残
っ
て
お
り
、
コ
ブ
状
の

縄
掛
突
起
（
写
真
）
が
四
個
つ
い
た

非
常
に
珍
し
い
も
の
で
す
。
ひ
ょ
っ

と
す
る
と
、
古
墳
時
代
に
こ
の
港
を

管
理
し
て
い
た
人
の
墓
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

珍
し
い
箱
式
石
棺

#
牛
谷

う

し

や

古
墳

八
束
郡
島
根
町
加
賀



至9号線�

至宍道�

看板●�
玉造築山古墳�

玉
湯
川�

玉造温泉�

●�

●�

清厳寺�

大
東
湯
町
線�

出雲玉作�
資料館�出雲玉作�

史跡公園�

　玉作湯神社�

岩屋寺跡横穴墓群●�
県
道
　
号
線�

183
岩
屋
前�

温
泉
街
の
西
側
に
あ
り
、
一
つ
の

古
墳
に
二
つ
の
舟
形
石

ふ
な
が
た
せ
っ
か
ん

棺
を
持
つ
と

い
う
珍
し
い
古
墳
で
す
。
四
つ
の
縄な

わ

掛
突
起

か
け
と
っ
き

が
つ
い
た
石
棺
は
、
同
町
の

徳
連
場

と
く
れ
ん
ば

古
墳
と
同
様
、
地
元
で
「
白し

ら

粉
石

こ
い
し

」
と
い
わ
れ
る
真
っ
白
で
や
わ

ら
か
い
石
を
使
っ
て
い
ま
す
。
徳
連

場
古
墳
よ
り
も
丸
み
が
あ
る
点
は
、

や
や
新
し
い
特
徴
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

一
つ
の
古
墳
に
二
つ
の
舟
形
石
棺

!
玉
造
築
山

た
ま
つ
く
り
つ
き
や
ま

古
墳
　
県
指
定

八
束
郡
玉
湯
町
玉
造

5

徳連場古墳�
玉
湯
川�

　�

●看板�

玉造温泉�

大
東
湯
町
線�

●�
●�

至9号線�

出雲玉作跡�

出雲玉作�
史跡公園�

●出雲玉作資料館�

岩屋寺跡横穴墓群●�

県
道
　
号
線�

183

岩
屋
前�

玉
作
資
料
館
の
北
側
に
あ
る
古
墳

で
す
。
墳
丘
頂
部
に
は
舟
形
石
棺
が

あ
り
、
玉
造
築
山
古
墳
と
同
じ
白
粉

石
で
て
い
ね
い
に
造
ら
れ
た
も
の
で

す
。
こ
の
石
棺
は
扁
平
な
長
方
形
で
、

周
囲
に
は
縄
を
掛
け
る
た
め
の
突
起

が
六
つ
あ
り
ま
す
。
玉
湯
町
周
辺
は

舟
形
石
棺
が
多
い
の
が
特
徴
で
、
資

料
館
と
合
わ
せ
て
見
学
す
る
と
よ
い

で
し
ょ
う
。

道
端
の
古
墳

@
徳
連
場

と
く
れ
ん
ば

古
墳
　
国
指
定

八
束
郡
玉
湯
町
玉
造

5

出西小丸古墳�
●�

至松江市�

斐
伊
川�

出西�
公民館�

久武神社�

至
出
雲
市�

栖雲寺�

出西�

求院�

県道
19
7号

線�

栖
雲
寺

せ
い
う
ん
じ

西
側
に
あ
る
墓
地
の
横
に

あ
る
古
墳
で
す
が
、
墳
丘
の
形
は
よ

く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
横
穴
式
石
室
は

玄
室
が
奥
に
長
い
タ
イ
プ
で
、
玄
門

は
柱
状
の
石
を
立
て
、
前
面
に
閉
塞

石
を
入
れ
る
た
め
の
段
が
あ
り
ま
す
。

入
口
の
前
に
立
て
か
け
ら
れ
閉
塞
石

は
、
苔
に
お
お
わ
れ
て
い
ま
す
が
「
か

ん
ぬ
き
」
を
表
現
し
た
浮
き
彫
り
が

見
え
ま
す
。
須
恵
器
の
子
持
壺

こ
も
ち
つ
ぼ

、
大

刀
片
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

て
い
ね
い
に
造
ら
れ
た
石
室

#
出
西

し
ゅ
っ
さ
い

小
丸

こ

ま

る

古
墳

簸
川
郡
斐
川
町
出
西

6後�

荒神谷遺跡●�

神庭岩船山古墳●�

 �
諏訪神社� 諏訪神社�

佐支多神社  荘原小�

 西光寺�

 ●西谷公民館�

小丸子山古墳�

至
出
雲
市�

至
松
江
市�

荘原�

９�

広域農道�

中溝�

上
学
頭�

新建川�

水
田
の
中
に
ポ
ツ
ン
と
築
か
れ
た

径
三
五
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
五
メ
ー
ト

ル
の
円
墳
で
す
。
墳
丘
は
高
く
、
二

段
築
成
で
す
。
主
体
部
は
現
在
不
明

で
す
が
、
伝
承
に
よ
る
と
小
石
を
敷

き
詰
め
た
礫
床

れ
き
し
ょ
う

だ
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
斐
川
町
最
大
の
円
墳
で
、

周
囲
に
あ
る
神
庭
岩
船
山

か
ん
ば
い
わ
ふ
ね
や
ま

古
墳
な
ど

と
も
に
、
こ
の
地
域
を
治
め
て
い
た

人
の
墓
と
思
わ
れ
ま
す
。

斐
川
町
最
大
の
円
墳

$
小
丸
子
山

こ

ま

る

こ

や

ま

古
墳

簸
川
郡
斐
川
町
学
頭

5

斐
川
町
最
大
の
前
方
後
円
墳

%
神
庭

か

ん

ば

岩
船
山

い
わ
ふ
ね
や
ま

古
墳
　
県
指
定

簸
川
郡
斐
川
町
神
庭

5

27

至運動公園�

乃木�

至玉湯�

松江道路�

乃
木
二
子
塚
古
墳 

�

乃木小･幼稚園�

島
根
女
短
大�

忌
部
川�

国
道
九
号
（
松
江
道
路
）
沿
い
に

あ
る
全
長
約
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
古
墳

で
す
。
現
在
は
住
宅
団
地
と
な
り
わ

か
り
に
く
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
も
と

は
低
い
丘
陵
の
先
端
に
あ
た
る
見
晴

ら
し
の
よ
い
場
所
に
あ
り
ま
し
た
。
一

九
八
一
年
に
一
部
調
査
さ
れ
、
須
恵

器
な
ど
が
出
土
し
、
そ
の
特
徴
か
ら

六
世
紀
前
半
ご
ろ
に
造
ら
れ
た
古
墳

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
説
明
板
あ

り
。

町
中
の
前
方
後
方
墳

$
乃
木
二
子
塚

の

ぎ

ふ

た

ご

づ

か

古
墳
　
県
指
定

松
江
市
上
乃
木
町

6前�

朝酌川�

至美保関�

薄井原古墳� 431

川原町�

坂本�

至松江市内�

全
長
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
前
方
後
方

墳
で
、
横
穴
式
石
室
二
基
を
持
っ
て

い
ま
す
。
石
室
の
壁
は
小
さ
な
自
然

石
を
う
ま
く
積
ん
で
造
ら
れ
て
お
り
、

入
口
は
片
側
に
寄
せ
て
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
内
部
に
は
石
棺
も
あ
り
、
そ

の
形
は
石
室
と
同
様
、
近
畿
地
方
の

古
墳
に
よ
く
似
て
い
ま
す
。
一
九
六

一
年
に
調
査
さ
れ
、
出
土
品
か
ら
県

内
最
古
級
の
横
穴
式
石
室
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

古
い
横
穴
式
石
室

%
薄
井
原

う

す

い

ば

ら

古
墳

県
指
定

松
江
市
坂
本
町

6後�

　加佐奈子神社�

朝酌川�

至美保関�

至松江市内�

　持田小�

●持田公民館�

太田古墳群�

下東川津町�

431

石
棺
式
石
室
が
五
基
も
集
中
し
て

い
る
の
は
、
こ
こ
と
松
江
市
の
山

代
・
大
草
町
だ
け
で
す
。
こ
の
太
田

古
墳
群
は
、
い
ず
れ
も
墳
丘
の
残
り

具
合
は
よ
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
石
室

は
比
較
的
よ
く
残
っ
て
い
ま
す
。
五

基
の
う
ち
、
安
来
の
荒
島
石
を
使
用

し
て
い
る
も
の
が
二
基
あ
り
ま
す
。
二

号
墳
は
内
部
に
石
棺
を
持
つ
も
の
で
、

大
庭

お
お
ば

町
の
向
山

む
こ
う
や
ま

一
号
墳
に
そ
っ
く
り

で
す
。

石
棺
式
石
室
が
集
中

^
太
田

お

お

た

古
墳
群

松
江
市
東
持
田
町

6後�
～7前�

至乃木駅�

至
東
出
雲�

運動公園�
内古墳群�

松江総合運動公園�

至
玉
湯�

乃木二子塚�

松江バイパス�

●運動公園入口�

島根女子�
短期大学�

松江南高�

松
江
市
の
運
動
公
園
の
入
口
西
側

に
、
緑
地
帯
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
丘
陵
の
上
を
歩
く
と
所
々
に
一
〇

メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
ラ
ク
ダ
の
コ
ブ
の

よ
う
な
高
ま
り
が
見
え
ま
す
。
下
草

が
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
わ
か
り
や
す
い

で
す
。
五
世
紀
の
古
墳
と
推
定
さ
れ

ま
す
。
現
在
は
地
形
が
大
き
く
変
わ

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
こ
の
あ
た
り

は
た
く
さ
ん
の
古
墳
が
調
査
さ
れ
た

と
こ
ろ
で
す
。

典
型
的
な
小
古
墳
群

&
運
動
公
園
内

う

ん

ど

う

こ

う

え

ん

な

い

古
墳
群

松
江
市
浜
乃
木
町

5?

９�

９�

54

平田市�

斐川町�

加茂町�

宍道町�

玉湯町�
松江市�

大東町�

小丸子山古墳�

伊賀見1号墳�

徳連場古墳�

椎山古墳群�

水溜古墳群�

出西小丸古墳�

神庭岩船山古墳�
山陰
本線
�

至
出
雲
市�

至松江市街地�

宍道湖�
斐伊川�

宍道�

荘原�

来待�

玉造温泉�

直江�

玉造築山古墳�

▲仏経山�

荒神谷遺跡�

大型農
道�

エ
リ
ア
４
宍
道
湖

し

ん

じ

こ

南
岸

こ
の
地
域
に
は
四
世
紀
の
古
墳
は
あ
ま
り
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
五

世
紀
以
降
は
さ
か
ん
に
古
墳
が
造
ら
れ
て
い
ま
す
。と
く
に
集
中
す
る
の
は

玉
湯
た
ま
ゆ

町
周
辺
で
、
前
方
後
円
墳
が
目
立
つ
の
も
特
徴
で
す
。
こ
こ
で
は
古

墳
時
代
に
花
仙
山

か
せ
ん
ざ
ん

で
採
れ
る
碧
玉

へ
き
ぎ
ょ
く
か
ら
玉
作
り
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
お
り

（
詳
し
く
は
一
巻
を
参
照
）、
こ
の
事
実
と
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
あ
た
り
で
採
れ
る
来
待
石

き
ま
ち
い
し

を
材
料
と
し
て
、
多
く
の
石
棺
・

石
室
が
造
ら
れ
て
お
り（
詳
し
く
は
一
巻
を
参
照
）、一
部
は
宍
道
湖
北
岸

に
ま
で
運
ば
れ
て
い
ま
す
。
斐
川
ひ
か
わ

町
の
横
穴
式
石
室
は
松
江
市
と
出
雲
市

の
古
墳
の
両
方
の
影
響
が
見
ら
れ
、
こ
の
地
域
の
当
時
の
立
場
を
反
映
し

て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

26

荘
原

し
ょ
う
ば
ら

小
学
校
の
校
庭
脇
に
あ
る
復

元
長
四
八
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
五
メ
ー

ト
ル
の
前
方
後
円
墳
で
、
前
方
部
が

す
こ
し
削
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
周
囲
を

歩
く
と
古
墳
の
形
が
よ
く
わ
か
り
ま

す
。
後
円
部
の
上
に
は
砂
岩
で
造
ら

れ
た
舟
形
石
棺
の
ふ
た
石
の
破
片
が

残
っ
て
い
ま
す
。
復
元
す
る
と
長
さ

二
・
七
メ
ー
ト
ル
、
幅
一
メ
ー
ト
ル

の
大
き
さ
で
、
縄
掛
突
起
が
六
つ
付

い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

現
在
は
道
に
な
っ
て
い
る
古
墳
の

南
側
は
、
も
と
も
と
台
地
を
堀ほ

り

状
に

切
り
離
し
た
よ
う
す
が
う
か
が
え
、
堀

を
造
っ
た
際
の
土
砂
を
盛
っ
て
墳
丘

を
造
っ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
ま
す
。
現

在
は
ほ
と
ん
ど
見
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
が
、
墳
丘
か
ら
は
埴
輪
の
破
片
が

見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

　荘原小�

　荘原局�
●� ●�

●荘原ショッピングセンター�

至
出
雲
市�

至
松
江
市�

荘原公民館�
県
道
　
号
線�

町民体育館�

荘原�

９�

神庭岩船山古墳�
中溝�新建川� 184



至出雲市�

朝
原

川�

切石古墳�

八雲風穴●�

須佐神社�

朝原公民館●�

墳
丘
は
失
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
切

石
造
り
の
小
さ
な
横
穴
式
石
室
が
残

っ
て
い
ま
す
。
石
室
の
中
は
一
人
し

か
入
れ
な
い
広
さ
で
、
一
枚
石
を
う

ま
く
組
み
合
わ
せ
て
造
ら
れ
て
い
ま

す
。
遺
物
は
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

石
室
の
特
徴
か
ら
七
世
紀
の
古
墳
と

考
え
ら
れ
、
当
時
の
中
央
で
あ
る
近

畿
地
方
の
石
室
の
影
響
も
見
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
地
か
ら
中
央
へ
出
向

い
た
人
が
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

小
さ
い
が
大
き
な
意
味
が

!
切
石

き

り

い

し

古
墳

簸
川
郡
佐
田
町
朝
原

7

至出雲市街地�

�
西出雲�

宝塚古墳�

●�
看板�

県道
27
7号

線�

下古志町�

出雲西高�

出
雲
西
高
校
の
東
南
側
の
水
田
の

中
に
あ
る
古
墳
で
す
。
内
部
の
横
穴

式
石
室
は
玄
門

げ
ん
も
ん

が
片
側
に
寄
る
「
片か

た

袖そ
で

式
」
で
、
中
に
は
大
き
な
家
形
石

棺
（
写
真
）
が
あ
り
ま
す
。
壁
の
石

は
切
石
を
使
用
し
、
石
が
う
ま
く
組

み
合
う
よ
う
に
加
工
さ
れ
て
い
ま
す
。

奥
の
壁
は
と
て
も
大
き
な
石
一
つ
で

作
ら
れ
、
天
井
の
石
は
大
き
な
自
然

石
を
そ
の
ま
ま
で
使
っ
て
い
ま
す
。

神
戸
川
左
岸
最
大
の
家
形
石
棺

@
宝
塚

た
か
ら
づ
か

古
墳
　
国
指
定

出
雲
市
下
古
志
町

6後�

至出雲市内�

勝定寺　�

184
神戸川�

刈山古墳群�

造尾神社　�

熊野神社　�

馬木大橋�馬木町�

畜産試験場�

至佐田�

刈
山
古
墳
群
は
、
前
方
後
円
墳
を

含
む
出
雲
市
最
大
の
古
墳
群
で
、
そ

の
中
に
小
坂
古
墳
が
あ
り
ま
す
。
熊

野
神
社
の
駐
車
場
か
ら
看
板
通
り
に

進
む
と
、
切
石
で
で
き
た
横
穴
式
石

室
が
見
つ
か
り
ま
す
。
中
に
は
奈
良

時
代
の
火
葬
骨
を
納
め
た
石
櫃

い
し
び
つ

が
残

っ
て
お
り
、
西
日
本
で
は
珍
し
い
蕨

わ
ら
び

手て

刀
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら

は
奈
良
時
代
に
古
墳
を
再
利
用
し
た

証
拠
と
い
え
ま
す
。

出
雲
部
で
珍
し
い
横
穴
式
石
室
群

#
刈
山

か
り
や
ま

古
墳
群
（
小
坂

こ
さ
か

古
墳
）

県
指
定

出
雲
市
馬
木
町

6後�

至9号線�●パラオ�

●�

大念寺古墳�

高瀬川�

出雲一畑百貨店�

●塚山古墳�

●
上
町
局�●�

サンロード�

セ
ン
タ
ー
ロ
ー
ド�

出雲市�

JA上町�

大和紡績工場�

大
和
紡
前�今市町�

今市南本町�

今市北本町�

出雲高�

出
雲
高
校
北
側
に
あ
る
大
念
寺
の

裏
山
は
、
全
長
九
二
メ
ー
ト
ル
以
上

の
島
根
県
最
大
の
前
方
後
円
墳
で

す
。
調
査
で
、
墳
丘
は
異
な
る
性
質

の
土
を
交
互
に
盛
り
、
突
き
固
め
る

と
い
う
、
当
時
の
最
先
端
技
術
で
築

か
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
全

長
一
二
・
八
メ
ー
ト
ル
の
巨
大
な
横

穴
式
石
室
の
中
に
は
、
日
本
一
大
き

な
家
形
石
棺
が
あ
り
ま
す
。（
内
部
見

学
は
市
教
委
に
連
絡
を
）

全
国
最
大
級
の
家
形
石
棺

$
大
念
寺

だ

い

ね

ん

じ

古
墳

国
指
定

出
雲
市
今
市
町

6後�

184

上塩冶築山古墳�

至9号線� 至出雲市駅�

出雲工高�

神戸川�

●地蔵山古墳�
島根医科大�

塩冶神社�

スーパー�●�

上塩冶町�

塩
冶
町�

県
道
　
号
線�

277

巨
大
な
横
穴
式
石
室
は
全
国
に
多

数
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
古
墳
の
石
室

は
大
き
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
の

精
巧
さ
は
他
に
例
を
見
な
い
も
の
で
、

芸
術
品
と
い
っ
て
も
よ
い
く
ら
い
で

す
。
天
井
石
以
外
は
、
凝
灰
岩
の
切

石
で
巧
み
に
組
み
立
て
ら
れ
、
内
部

の
二
つ
の
家
形
石
棺
と
と
も
に
日
本

を
代
表
す
る
古
墳
で
す
。
出
土
品
は

出
雲
文
化
伝
承
館
に
展
示
。（
内
部

見
学
は
市
教
委
に
連
絡
を
）

石
造
技
術
の
頂
点

%
上
塩
冶

か
み
え
ん
や

築
山

つ
き
や
ま

古
墳
　
国
指
定

出
雲
市
上
塩
冶
町

6後�

新
宮
川�

神戸川�

●�
井
上
公
民
館�

妙蓮寺�
�

●看板�

●農業試験場�
�

　出雲西高�
●妙蓮寺山古墳�

放れ山古墳�

下古志町�

レ
ン
ガ
状
の
切
石
を
ア
ー
チ
形
に

組
み
合
わ
せ
た
横
穴
式
石
室
を
持
つ

古
墳
で
す
。
床
の
左
右
に
は
石
の
ベ

ッ
ド
が
あ
り
、
そ
こ
に
人
が
葬
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
両
袖
式
で
、
天
井
だ
け

は
大
き
な
自
然
の
石
が
使
わ
れ
て
い

ま
す
。
ち
な
み
に
、
天
井
に
ど
ん
な
石

を
使
っ
て
い
る
か
は
、
こ
の
地
域
の

横
穴
式
石
室
の
変
化
を
知
る
一
つ
の

手
が
か
り
に
な
り
ま
す
。

ア
ー
チ
形
の
石
室

^
放は

な

れ
山や

ま

古
墳
　
県
指
定

出
雲
市
古
志
町

6後�

29

伊賀見1号墳�

　鞍馬寺�

●下白石児童公園�

同
道
川�

宍道湖�

G.S●�

至玉湯�

　高宮神社�

至
出
雲
市�

９�

丘
陵
上
に
あ
り
、
古
墳
か
ら
は
宍

道
湖
を
見
下
ろ
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

全
長
二
五
メ
ー
ト
ル
の
前
方
後
方
墳

と
推
定
さ
れ
、
長
さ
六
メ
ー
ト
ル
の

横
穴
式
石
室
（
石
棺
式
石
室
）
が
開

口
し
て
い
ま
す
。
一
九
五
八
年
に
調

査
さ
れ
る
ま
で
未
開
口
で
し
た
が
、
現

在
は
天
井
石
が
な
く
、
石
室
を
上
か

ら
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
玄
室
は

正
方
形
で
、
中
央
に
通
路
と
屍
床

し
し
ょ
う

（
死
者
を
置
く
ベ
ッ
ド
）
を
区
切
る
仕

切
り
が
あ
り
ま
す
。
壁
は
ほ
と
ん
ど
が

一
枚
の
切
石
で
作
ら
れ
て
お
り
、
よ

く
見
る
と
工
具
痕
が
残
っ
て
い
ま
す
。

入
口
に
は
閉
塞
用
の
石
（
写
真
）
が

そ
の
ま
ま
残
っ
て
お
り
、
正
面
か
ら

見
る
と
「
か
ん
ぬ
き
」
の
浮
き
彫
り
が

わ
か
り
ま
す
。
出
土
品
か
ら
六
世
紀

後
半
ご
ろ
の
古
墳
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
っ
て
い
ま
す
。

宍
道
町
最
古
の
横
穴
式
石
室

^
伊
賀
見

い

が

み

１
号
墳

八
束
郡
宍
道
町
白
石

6後�

推山古墳群�

　西城寺�

　石宮神社�

身武智神社�
　�

岩船神社�
　�

至9号線�

至
加
茂�

至
大
東�

宍道湖南部広域農道�

鞍馬寺� 前
方
後
円
墳
の
一
号
墳
を
は
じ
め

三
基
の
方
墳
の
計
四
基
か
ら
な
り
ま

す
。
一
号
墳
は
丘
陵
の
傾
斜
地
に
位

置
し
、
全
長
三
五
メ
ー
ト
ル
、
高
さ

三
・
五
メ
ー
ト
ル
で
す
。
墳
丘
の
残

り
は
よ
く
、
裾
ま
わ
り
を
歩
け
ば
形
が

わ
か
り
ま
す
。
古
墳
の
ま
わ
り
に
は
周

し
ゅ
う

濠こ
う

（
堀
）
状
の
平
坦
面
が
あ
り
、
墳

丘
か
ら
は
埴
輪
や
葺
石

ふ
き
い
し

も
見
つ
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

宍
道
町
最
大
の
前
方
後
円
墳

&
椎
山

し

い

や

ま

古
墳
群

県
指
定

八
束
郡
宍
道
町
白
石

多�

6後�

至加茂�

広
域

農
道�

木
次
線�

●桜ヶ丘団地�

●�
宍道総合公園●�

島根中央�
家畜市場�

大森神社�

54
水溜古墳群�

前
方
後
円
墳
一
基
、
円
墳
一
三

基
、
方
墳
一
六
基
の
計
三
〇
基
も
あ

り
、
現
在
、
宍
道
総
合
公
園
（
古
墳

の
森
）
と
し
て
保
存
、
整
備
さ
れ
て

い
ま
す
。
公
園
内
に
は
、
全
国
の
古

墳
の
大
き
さ
と
島
根
県
の
古
墳
の
大

き
さ
を
比
較
し
た
野
外
展
示
施
設
も

あ
り
、
古
墳
を
見
て
実
感
で
き
る
場

所
で
す
。
五
号
墳
は
二
五
メ
ー
ト
ル

も
あ
る
宍
道
町
最
大
の
方
墳
で
、
埴

輪
も
出
土
し
て
い
ま
す
。

公
園
に
な
っ
た
古
墳
群

*
水
溜

み
ず
た
ま
り

古
墳
群八

束
郡
宍
道
町
白
石

5

出雲市� 斐川町�
今市町�

塩冶町�

上塩冶町�

馬木町�

下古志町�

出雲市�

佐田町�

西
出
雲�

出雲市�

斐
伊
川�

神
戸
川�

至切石古墳�

至184号線�

至54号線�

184

184

大
田
三
刀
屋
線�

↓�

↓�

切石古墳�

大念寺古墳�

上塩冶築山古墳�

地蔵山古墳�

刈山古墳群�放れ山古墳�
宝塚古墳�

妙蓮寺山古墳�

至松江市�

至
大
田
市�

９�

エ
リ
ア
５
出
雲

い

ず

も

市
と
そ
の
周
辺

松
江
市
に
つ
ぐ
古
墳
密
集
地
で
、
こ
の
地
域
の
特
色
は
、
四
〜
六
世
紀

前
半
の
古
墳
が
少
な
い
の
に
対
し
、
六
世
紀
後
半
以
降
に
な
る
と
、
突
然

多
く
の
古
墳
が
造
ら
れ
て
い
る
点
で
す
。
県
内
最
大
の
前
方
後
円
墳
で
あ

る
大
念
寺

だ
い
ね
ん
じ

古
墳
は
そ
の
最
初
の
も
の
で
、
こ
の
古
墳
の
築
造
の
こ
ろ
に
大
き

な
社
会
的
変
化
が
あ
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
松
江
市
に
は
た
く
さ
ん
あ
る
前
方
後
方
墳
が
、
こ
の
地
域
に
は
ま

っ
た
く
な
い
の
も
特
徴
の
一
つ
で
、
横
穴
式
石
室
も
松
江
周
辺
よ
り
巨
大

な
も
の
が
多
く
、
形
も
異
な
り
、
九
州
的
要
素
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
近
畿

地
方
の
石
室
に
似
て
い
る
部
分
も
見
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
内
部
の
家
形
石

棺
の
構
造
や
、
石
室
と
横
穴
墓
が
両
方
見
ら
れ
る
点
な
ど
、
松
江
周
辺
と

共
通
す
る
点
も
多
く
、
両
者
で
出
雲
の
後
期
古
墳
文
化
を
形
作
っ
て
い
た

も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
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赤川�

加
茂
局�

神原大橋�
54

中村川�

猪
尾
川
�

神原神社古墳�

　加茂中�
　華蓮寺�

神原神社�
　�

●�

県道157号線�

至三刀屋�

至宍道�

加茂中央公園�

加
茂
町
役
場
●�

古墳の元の位置●�

一
九
七
二
年
、
斐
伊
川
の
支
流
で

あ
る
赤
川
の
川
幅
拡
幅
工
事
に
先
立

つ
発
掘
調
査
で
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

埋
葬
施
設
は
割
竹
形
木
棺
を
納
め
た

竪
穴
式
石
室
で
、
内
部
か
ら
卑
弥
呼

ひ

み

こ

が
中
国
の
魏ぎ

王
朝
か
ら
も
ら
っ
た
と

さ
れ
る
「
景
初

け
い
し
ょ

三
年
」
銘
の
あ
る
「
三さ

ん

角
縁
神
獣
鏡

か
く
ぶ
ち
し
ん
じ
ゅ
う
き
ょ
う

」
を
は
じ
め
と
す
る

数
々
の
副
葬
品
が
発
見
さ
れ
、
全
国

的
に
名
が
知
れ
ま
し
た
。
こ
の
古
墳

は
出
土
し
た
土
器
か
ら
、
県
内
で
も

最
古
の
古
墳
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
出
現
の
背
景
を
巡
っ
て
議
論
が

交
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。

現
在
、
竪
穴
式
石
室
は
神
原
神
社

脇
に
移
さ
れ
、
復
元
さ
れ
て
い
ま
す
。

県
内
の
竪
穴
式
石
室
は
ほ
と
ん
ど
見

る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
こ
こ
で
見

学
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

県
内
最
古
の
古
墳

!
神
原
神
社

か

ん

ば

ら

じ

ん

じ

ゃ

古
墳

大
原
郡
加
茂
町
神
原

4前�

亀
嵩
川
�

至大東�

�

亀嵩小�

432

岩屋古墳�

県
道
　
号
線�

156

広
域
農
道�

　大領神社�

梅木原�

高田�
郡
川�

巨
石
を
使
っ
て
造
ら
れ
た
、
横
穴
式

石
室
が
あ
り
ま
す
。
石
室
は
玄
室
と

羨
道

せ
ん
ど
う

に
分
か
れ
、
玄
室
は
大
き
な
一

枚
石
を
組
ん
で
造
ら
れ
て
い
ま
す
。
石

材
は
花
崗
岩
の
割
石
で
す
が
、
表
面

は
き
れ
い
に
整
え
ら
れ
て
お
り
、
切
石

造
り
の
横
穴
式
石
室
を
思
わ
せ
ま
す
。

付
近
に
は
の
ち
の
奈
良
時
代
に
造
営

さ
れ
た
高
田
廃
寺

た
か
だ
は
い
じ

が
あ
り
、
そ
の
関

連
も
注
目
さ
れ
ま
す
。

整
美
な
横
穴
式
石
室

@
岩
屋

い

わ

や

古
墳
　
町
指
定

仁
多
郡
仁
多
町
高
田

7前�

珍
し
い
前
期
の
前
方
後
方
墳

#
松
本

ま

つ

も

と

古
墳
群

県
指
定

飯
石
郡
三
刀
屋
町
給
下

4

多�

木棺�

一
九
六
二
年
に
、
松
本
一
号
墳
の

発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、
古
墳
時
代
前

期
の
大
形
前
方
後
方
墳
と
し
て
早
く

か
ら
注
目
さ
れ
て
い
る
古
墳
群
で
す
。

一
号
墳
は
、
後
方
部
に
粘
土
に
く
る

ま
れ
た
割
竹
形
木
棺
を
二
つ
安
置
し

た
も
の
で
、
そ
の
一
つ
か
ら
中
国
製

の
鏡
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た

三
号
墳
は
、
近
年
の
測
量
調
査
に
よ

っ
て
一
号
墳
と
同
規
模
の
前
方
後
方

墳
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
そ

の
形
態
か
ら
一
号
墳
よ
り
古
い
も
の

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

出
雲
の
平
野
部
で
は
古
い
前
方
後

円
墳
や
前
方
後
方
墳
は
ほ
と
ん
ど
あ

り
ま
せ
ん
の
で
、
な
ぜ
こ
こ
に
二
つ
も

あ
る
の
か
注
目
さ
れ
ま
す
。
こ
の
ほ
か

円
墳
や
横
穴
式
石
室
を
持
つ
古
墳
も

あ
り
、
お
す
す
め
の
古
墳
群
で
す
。

至頓原�

至広島県�

赤来町役場●�
赤来町文化センター●�

長者原古墳�

神
戸
川�

　真向寺�

ライスセンター●�

54

県
道

　
号

線�

167

赤名大橋�

一
辺
一
八
メ
ー
ト
ル
の
き
れ
い
な
正

方
形
を
し
た
方
墳
で
す
。
墳
丘
に
は

二
つ
平
坦
面
が
ま
わ
っ
て
お
り
、
三

段
築
成
の
形
を
と
っ
て
い
ま
す
。
発

掘
調
査
が
行
わ
れ
て
い
な
い
の
で
く

わ
し
い
こ
と
は
不
明
で
す
。
整
っ
た

方
墳
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
古
墳
時
代

の
終
り
ご
ろ
の
も
の
と
推
定
さ
れ
ま

す
。
終
末
期
の
方
墳
は
、
出
雲
山
間

部
で
は
珍
し
い
も
の
で
す
。

終
末
期
の
方
墳

$
長
者
原

ち
ょ
う
じ
ゃ
ば
ら

古
墳
　
町
指
定

飯
石
郡
赤
来
町
下
赤
名

7

31

至9号線� 至出雲市駅�

出雲工高�

神戸川�

184
地蔵山古墳�

島根医科大�

塩冶神社�

スーパー�●�

●�
上塩冶築山古墳�

上塩冶町�

塩
冶
町�

県
道
　
号
線�

277

7前?

新
宮
川�

妙蓮寺山古墳�

神戸川�

●�
井
上
公
民
館�

妙蓮寺�
� ●放れ山古墳�

●看板�

●農業試験場�
�

　出雲西高�

下古志町�

妙
蓮
寺
の
西
側
の
墓
地
近
く
に
あ

る
全
長
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
前
方
後
円

墳
で
す
。
墓
地
を
抜
け
て
杉
林
を
進

む
と
標
識
が
見
つ
か
り
、
こ
の
杉
林

の
道
が
古
墳
の
く
び
れ
部
に
あ
た
り

ま
す
。
前
方
部
は
杉
林
の
中
に
あ
る

た
め
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
後
円
部

に
は
横
穴
式
石
室
が
あ
り
、
入
口
に

は
、
石
の
扉
が
二
枚
そ
の
ま
ま
残
っ

て
い
ま
す
。
中
に
大
き
な
家
形
石
棺

が
置
か
れ
、
全
体
と
し
て
今
市
町
の

大
念
寺
古
墳
に
似
て
い
ま
す
。

見
学
に
来
た
人
が
、
石
室
の
床
か

ら
ガ
ラ
ス
小
玉
を
見
つ
け
て
教
育
委

員
会
に
届
け
た
こ
と
も
あ
る
そ
う
で

す
。
石
室
の
隅
々
を
じ
っ
く
り
捜
す

と
、
何
か
見
つ
か
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
こ
こ
か
ら
出
土
し
た
大
刀
か
ら
、

最
近
に
な
っ
て
象
嵌

ぞ
う
が
ん

（
彫
込
み
模

様
）
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

閉
塞
石
の
残
る
古
墳

*
妙
蓮
寺
山

み
ょ
う
れ
ん
じ
や
ま

古
墳
　
県
指
定

出
雲
市
下
古
志
町

6後�

９�

９�

山陰本線�

184

314

432

54

54

432

314

宍道湖�

掛合町�

頓原町�

三刀屋町�

吉田村�

木次町�

加茂町�

横田町�

大東町�

仁多町�

八雲村�

赤来町�

宍道町� 玉湯町�
斐川町�

佐田町�

出雲市�

広島県�

玉造温泉�宍道�

出雲市�

直江�

木次�

荘原�

出雲三成�

長者原古墳�

比丘尼塚古墳�

神原神社古墳�

松本古墳群�

岩屋古墳�

エ
リ
ア
６
奥
出
雲

お

く

い

ず

も

奥
出
雲
の
山
並
み
を
縫
う
よ
う
に
流
れ
る
斐
伊
ひ

い

川
は
、そ
の
姿
か
ら
出
雲

神
話
に
登
場
す
る
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
に
よ
く
た
と
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
中
流

域
は
、
出
雲
の
中
で
も
早
く
か
ら
古
墳
が
造
ら
れ
た
所
で
、
加
茂
か

も

町
神
原
神

か
ん
ば
ら
じ
ん

社じ
ゃ

古
墳
・
三
刀
屋

み

と

や

町
松
本
ま
つ
も
と

古
墳
群
・
木
次
き
す
き

町
斐
伊
ひ

い

中
山
な
か
や
ま

古
墳
群
な
ど
割

竹
形
木
棺
を
も
ち
、
銅
鏡
を
出
土
し
た
前
期
古
墳
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
な

か
で
も「
三
角
縁

さ
ん
か
く
ぶ
ち

神
獣
鏡

し
ん
じ
ゅ
う
き
ょ
う
」
が
発
見
さ
れ
た
神
原
神
社
古
墳
や
、
全
長
五

〇
メ
ー
ト
ル
級
の
前
方
後
方
墳
二
基
が
相
次
い
で
造
ら
れ
た
松
本
古
墳
群

な
ど
が
有
名
で
す
。

そ
の
後
、
五
世
紀
に
は
目
立
っ
た
古
墳
は
造
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
六
世

紀
後
半
か
ら
は
横
穴
式
石
室
や
横
穴
墓
が
盛
ん
に
造
ら
れ
、
人
物
埴
輪
を

多
く
出
土
し
た
仁
多
町
の
常
楽
寺

じ
ょ
う
ら
く
じ

古
墳
、特
異
な
石
室
を
持
つ
無
木
む

き

古
墳

群
な
ど
、
独
特
の
古
墳
文
化
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

30

出
雲
工
業
高
校
の
グ
ラ
ン
ド
に
行

く
道
沿
い
に
あ
る
古
墳
で
す
。
横
穴

式
石
室
は
壁
・
天
井
と
も
大
き
な
一

枚
の
石
で
で
き
て
お
り
、
二
つ
の
部

屋
が
造
ら
れ
て
い
ま
す
。
奥
の
部
屋

に
続
く
狭
い
入
口
を
く
ぐ
る
と
、
中

に
は
口
を
開
け
た
家
形
石
棺
が
横
た

わ
り
、
お
地
蔵
様
の
部
屋
と
し
て
再

利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
石
棺
の

前
に
は
石
で
造
ら
れ
た
ベ
ッ
ド
が
あ

り
、
前
の
部
屋
と
あ
わ
せ
て
何
人
の

人
が
葬
ら
れ
て
い
た
の
か
興
味
あ
る

と
こ
ろ
で
す
。

見
所
の
多
い
石
室
で
す
が
、
出
土

品
は
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
造
ら
れ
た

時
期
は
石
室
の
特
徴
か
ら
七
世
紀
前

半
と
推
定
さ
れ
ま
す
。
出
雲
市
の
古

墳
時
代
を
語
る
う
え
で
鍵
と
な
る
古

墳
の
一
つ
で
す
。

出
雲
西
部
最
後
の
大
型
古
墳

&
地
蔵
山

じ

ぞ

う

や

ま

古
墳
　
国
指
定

出
雲
市
塩
冶
町

松本古墳群�

斐
伊
川�

　三刀屋高�

久円寺�

●三刀屋町役場�

至宍道�

木
次
線�

三刀屋�
城跡公園�

　�

54

　三刀屋小�

●三刀屋幼稚園�
　給下局�

三
刀
屋
川
�

県
道
　
号
線�

26

県道271号線�

木次町�



日本海�

大西大師山�
横穴墓群�

大
原
川�

林道箱渕線�

波
根
工
業
団
地�

●ロード銀山�

9

波根�

久手�

県
道

　
号

線�

287

●�

●農業大学�

宝台寺�

県道285号線�
旧
波
根

は

ね

湖
の
南
に
あ
る
丘
陵
頂
上

付
近
の
東
斜
面
に
位
置
し
、
八
基
の

横
穴
墓
が
開
口
し
て
い
ま
す
。
い
ず

れ
も
岩
盤
を
掘
り
込
ん
で
造
ら
れ
て

お
り
、
玄
室
の
天
井
は
丸
く
、
入
口

は
精
巧
に
で
き
て
い
ま
す
。
六
世
紀

後
半
か
ら
七
世
紀
ご
ろ
の
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
。
石
見
の
横
穴
墓
は
有
名

な
も
の
が
少
な
い
で
す
が
、
こ
の
横
穴

墓
は
保
存
が
よ
く
お
す
す
め
で
す
。

マ
ニ
ア
も
知
ら
な
い
？

#
大
西

お
お
に
し

大
師
山

た

い

し

や

ま

横
穴
墓
群

大
田
市
波
根
町

6後�
～7?

日本海�

大浦�

大崎ケ鼻�

赤井穴ケ迫古墳�

至仁摩町�

至大田市街地�

　五十猛小�

　五十猛�
五十猛駐在所�

石見鉱山●�
野
田
川�

�
9

逢
浜
川�

●�

複
雑
に
丘
陵
が
入
り
組
ん
だ
谷
奥

の
南
斜
面
に
位
置
し
ま
す
。
墳
丘
は

畑
や
道
に
よ
っ
て
削
ら
れ
て
お
り
、
石

見
部
で
は
唯
一
の
切
石
造
り
の
横
穴

式
石
室
が
開
口
し
て
い
ま
す
、
羨
道

せ
ん
ど
う

部
の
左
壁
と
玄
室
の
み
が
残
っ
て
お

り
、
墳
丘
の
形
や
出
土
遺
物
は
わ
か

り
ま
せ
ん
。
石
室
の
特
徴
や
立
地
な

ど
か
ら
、
終
末
期
の
古
墳
と
推
定
さ

れ
ま
す
。

石
見
で
唯
一
の
切
石
石
室

$
赤
井

あ

か

い

穴
ケ
迫

あ

な

が

さ

こ

古
墳

大
田
市
五
十
猛
町

7前?

瑞穂I.C

浜
田
自
動
車
道
�

石見町�

旭町�

瑞穂町�

川本町�
桜江町�

羽須美村�

広島県�

大和村�

261

261

江の川�

八
戸
川�

土居原古墳�

順庵原1号墓�

牛塚1号墳�

やつおもて�
古墳群�

都
賀�

石
見
松
原�

宇
都
井�

因
原�石

見
川
越�

川
戸�

▲�
唐代山�

▲�
大原山�

▲円山�

▲唐渓山�▲高掘山�

▲京太郎山�

▲�
原山�

割田古墳�

中山古墳群�

野伏原古墳�

375

エ
リ
ア
８
石
見
山
間
東
部

「
中
国
太
郎
」と
も
呼
ば
れ
る
江ご
う

の
川か
わ

は
、
中
国
山
地
を
貫
流
し
て
日
本
海

に
注
ぐ
中
国
地
方
一
の
大
河
で
す
。
こ
の
川
と
そ
の
支
流
は
山
陰
山
陽
を

結
ぶ
交
通
路
と
し
て
、
こ
の
地
域
に
多
く
の
文
化
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。

全
国
で
初
め
て
発
見
さ
れ
た
弥
生
時
代
の
四
隅
突
出
型

よ
す
み
と
っ
し
ゅ
つ
が
た

墳
丘
墓

ふ
ん
き
ゅ
う
ぼ

で
あ
る
瑞み
ず

穂ほ

町
の
順
庵
原

じ
ゅ
う
な
ん
ば
ら
一
号
墓
は
、
広
島
県
山
間
部
の
同
種
の
も
の
と
よ
く
似
て

い
ま
す
。
ま
た
、
古
墳
時
代
前
期
に
造
ら
れ
た
石
見
町
の
中
山
な
か
や
ま

古
墳
群
で

は
「
方
形
板
革
綴
短
甲

ほ
う
け
い
ば
ん
か
わ
と
じ
た
ん
こ
う

」
と
呼
ば
れ
る
鎧
よ
ろ
い
、
後
期
に
造
ら
れ
た
羽
須
美

は

す

み

村

の
野
伏
の
ぶ
し

原ば
ら

古
墳
で
は
「
三
累
環
頭
大
刀

さ
ん
る
い
か
ん
と
う
た
ち

」
と
呼
ば
れ
る
み
ご
と
な
刀
が
発
見

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
優
れ
た
品
々
が
、
江
の
川
流
域
の
交
通
路
を
通

し
て
入
手
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
し
ょ
う
。

さ
ら
に
こ
の
地
域
で
も
数
多
く
造
ら
れ
て
い
る
横
穴
式
石
室
は
、
入
口

か
ら
奧
壁
ま
で
が
一
直
線
に
つ
な
が
っ
た
「
無
袖
む
そ
で

式
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、

山
陽
側
で
見
ら
れ
る
石
室
と
同
じ
構
造
を
持
っ
て
い
ま
す
。

至広島県�

　�
魚切温泉�

丁城跡�
　�
�

●大和村役場�

　西円寺�

　松尾山八幡宮�

石見都賀�土居原古墳�
江
の
川�

375

都賀大橋�
都賀小　�

県道167号線�
田
ん
ぼ
の
中
に
、
小
さ
な
祠
が
乗
っ

た
大
き
な
石
が
ポ
ツ
ン
と
取
り
残
さ

れ
て
お
り
、
ま
さ
に
奈
良
県
の
石
舞

台
古
墳
を
思
わ
せ
る
姿
で
す
。
こ
の

古
墳
は
調
査
さ
れ
て
お
ら
ず
、
内
部

を
見
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
露
出

し
て
い
る
天
井
石
の
大
き
さ
か
ら
見

て
、
邑
智

お
お
ち

郡
内
で
も
屈
指
の
規
模
を

持
つ
横
穴
式
石
室
で
あ
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
ま
す
。

大
和
村
の
石
舞
台

!
土
居
原

ど

い

ば

ら

古
墳邑

智
郡
大
和
村
都
賀
西

6後?

野伏原古墳�

出羽川�

至広島県�

至
瑞
穂
町�

至375号線�

西蓮寺�
　�

　阿須那小

阿須那中　�

●雪田集会所�

雪田橋�

雪
田
川�

村民グランド●�

阿須那局　�

広域農道�

県道7号線�

県道297号線�

賀茂神社　�

江
の
川
の
支
流
で
あ
る
出
羽
川
の

ほ
と
り
に
築
か
れ
た
古
墳
で
、
立
っ

て
歩
け
る
ほ
ど
大
き
い
横
穴
式
石
室

を
持
っ
て
い
ま
す
。
石
室
の
入
口
部

分
は
埋
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
須
恵
器

の
ほ
か
「
三
累
環
頭
大
刀

さ
ん
る
い
か
ん
と
う
た
ち

」
と
呼
ば

れ
る
飾
り
の
つ
い
た
大
刀
が
副
葬
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
県
内
で
は
出
土
例
が
な
く
、

山
陰
両
県
で
も
三
本
し
か
確
認
さ
れ

て
い
な
い
貴
重
な
も
の
で
す
。

飾
り
大
刀
が
出
土
し
た

@
野
伏
原

の

ぶ

し

ば

ら

古
墳
　
村
指
定

邑
智
郡
羽
須
美
村
雪
田

6後�
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志々乃村神社�
　�
�

来島ダム�
赤来町�

神戸川�

才
谷
川
�

比丘尼塚古墳�

184

184

志々局�

志々小�

県道325号線�

�

県
道
　
号
線�

326

神
戸
川
の
ほ
と
り
に
築
か
れ
た
古
墳

で
、
中
国
山
地
一
帯
に
多
い
細
長
い

横
穴
式
石
室
を
持
っ
て
い
ま
す
。
石

室
は
入
口
か
ら
奧
壁
ま
で
ほ
ぼ
一
直

線
に
つ
な
が
っ
て
お
り
、
玄
室
と
羨

道
の
区
別
が
な
い
無
袖
式
の
形
態
を

と
っ
て
い
ま
す
。
同
種
の
石
室
が
分

布
す
る
、
石
見
や
山
陽
側
と
の
関
係

が
考
え
ら
れ
る
古
墳
で
す
。

細
長
い
横
穴
式
石
室

%
比
丘
尼

び

く

に

塚づ
か

古
墳
　
町
指
定

飯
石
郡
頓
原
町
八
神

7?

９�

９�

375

大田市�

仁摩町�

山陰本線�

静
間
川�

大
原
川�

忍
原
川�

逢
浜
川�

大
田
市�五十猛�

静間�

久手�

仁摩�

羽根�

至温泉津町�

至
多
伎
町�

至
邑
智
町�

至184号線�

赤井穴ケ迫古墳�

大西大師山�
横穴墓群�

サンドミュージアム内�
　　古墳公園�

行恒古墳�

日 本 海 �

▲�
大仏山�

▲�
高丸山�

エ
リ
ア
７
石
見

い

わ

み

海
岸
東
部

大
田
お
お
だ

市
か
ら
西
は
海
岸
部
に
小
さ
な
平
野
が
連
続
し
、
古
墳
も
各
所
で

見
ら
れ
ま
す
。
古
い
古
墳
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、
発
掘
調
査
さ
れ
た
も
の
は

意
外
と
少
な
く
、
目
立
つ
の
は
横
穴
式
石
室
と
横
穴
墓
な
ど
、
六
世
紀
後

半
以
降
の
も
の
で
す
。

仁
摩
に

ま

町
の
明
神

み
ょ
う
じ
ん
古
墳
は
、
現
在
埋
め
戻
さ
れ
て
い
る
た
め
見
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
が
、
全
長
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
巨
大
な
横
穴
式
石
室
を
持
ち
、
内

部
に
は
北
陸
地
方
の
も
の
に
似
た
石
棺
が
あ
り
、
注
目
さ
れ
ま
す
。
こ
の
地

域
の
横
穴
墓
は
天
井
が
丸
か
っ
た
り
、
平
坦
で
あ
っ
た
り
す
る
も
の
が
多
く
、

家
形
も
わ
ず
か
に
見
ら
れ
、
全
体
と
し
て
隠
岐
お

き

の
横
穴
墓
に
よ
く
似
て
い
ま

す
が
、
直
接
関
係
が
あ
る
か
ど
う
か
今
の
と
こ
ろ
不
明
で
す
。
こ
の
ほ
か
江ご

う

津つ

市
の
千
田
ち

だ

町
に
は
、
横
穴
式
石
室
を
持
つ
ツ
ヅ
ラ
ヤ
ブ
古
墳
を
は
じ
め

四
〇
基
以
上
の
古
墳
が
集
中
し
て
お
り
、
注
目
さ
れ
ま
す
。

サンドミュージアム内�
古墳公園�

至温泉津�

至大田市�

●仁摩町役場�

●ふれあい交流館�

●いきがい館�

潮川�

9

仁摩�

県道31号線�

「
世
界
最
大
の
砂
時
計
」
で
有
名

な
こ
の
公
園
を
造
る
と
き
に
調
査
さ

れ
た
古
墳
を
、
古
墳
公
園
と
し
て
整

備
、
公
開
し
て
い
ま
す
。
こ
の
調
査

後
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
た
古
墳
と
、
あ

と
で
復
元
さ
れ
た
古
墳
が
あ
り
ま
す
。

公
園
の
山
裾
に
あ
る
二
つ
の
横
穴

墓
は
本
物
で
、
入
口
を
ふ
さ
ぐ
石
が

残
さ
れ
て
い
ま
す
。
山
の
上
に
は
も

と
も
と
公
園
西
側
の
尾
根
上
に
あ
っ

た
、
安
養
寺

あ
ん
よ
う
じ

古
墳
群
の
石
棺
な
ど
が

模
型
と
し
て
復
元
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

れ
ぞ
れ
の
古
墳
に
説
明
板
も
設
置
さ

れ
て
お
り
、
休
憩
所
と
し
て
も
お
す

す
め
で
す
。

な
お
、
公
園
前
の
広
場
は
も
と
は

深
い
谷
で
、
古
墳
は
現
在
の
見
た
目

以
上
に
高
い
と
こ
ろ
に
築
か
れ
て
い

た
点
は
注
意
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

砂
時
計
が
刻
む
古
代
の
時

!
サ
ン
ド
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
内な

い

古
墳
公
園

邇
摩
郡
仁
摩
町
天
河
内

7

至大田市街地�

至大森�

至9号線�

　
正
願
寺�

●
代
官
山
動
物
園�

375

●
国
立
大
田
病
院�

静間川�

銀
山
川�

　県道321号線�

県
道
　
号
線�

46

行恒古墳�

現
状
で
は
径
一
五
メ
ー
ト
ル
以
上

の
円
墳
に
見
え
、
葺
石

ふ
き
い
し

ら
し
い
石
も

あ
り
ま
す
。
内
部
に
は
横
穴
式
石
室

が
あ
り
、
入
口
は
埋
ま
っ
て
い
ま
す

が
、
天
井
石
の
隙
間
か
ら
玄
室
の
中

が
見
れ
ま
す
。
石
室
の
壁
は
一
メ
ー

ト
ル
前
後
の
石
を
三
段
以
上
積
ん
で

造
ら
れ
、
全
容
は
埋
ま
っ
て
い
る
部

分
が
あ
る
た
め
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん

が
、
玄
室
の
大
き
さ
か
ら
石
見
で
は

最
大
級
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

石
見
最
大
級
の
横
穴
式
石
室
か

@
行
恒

ゆ

き

つ

ね

古
墳

大
田
市
久
利
町

6後?
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浜田�

益
田�

山
陰
本
線
�

９�

９�

191 191

186

浜田市�

三隅町�

美都町�

匹見町�

益田市� 広島県�

弥栄村�

金城町�

高
津
川�

周
布
川�

三
隅
川�

国
見
川�

浜田I.C

鵜ノ鼻古墳群�

スクモ塚古墳�
小丸山古墳�

白上古墳�

片山古墳�

至
山
口
県�

至出雲市�

浜田自動車道�

日 本 海 �

▲�
清水山�

▲�
茶臼山�

▲鳥帽子山�

▲�
坊主山�

▲�
鷹ノ巣山�

▲唐倉山�
▲�

雲城山�

▲�
大佐山�▲�

掛山�

周布古墳�

エ
リ
ア
９
石
見
海
岸
西
部

石
見
は
山
国
で
す
。
山
は
海
岸
に
迫
り
、
平
地
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

の
中
で
高
津
た
か
つ

川
・
益
田
ま
す
だ

川
下
流
の
益
田
市
や
、
周
布
す

ふ

川
下
流
の
浜
田
は
ま
だ

市
に

は
大
規
模
な
前
方
後
円
墳
が
見
ら
れ
ま
す
。
益
田
市
の
大
元
お
お
も
と

一
号
墳
・
ス

ク
モ
塚づ
か

古
墳
・
小
丸
山

こ
ま
る
や
ま

古
墳
は
、
い
ず
れ
も
益
田
川
東
岸
地
域
に
あ
る
大

型
古
墳
で
す
。
三
角
縁
神
獣
鏡

さ
ん
か
く
ぶ
ち
し
ん
じ
ゅ
う
き
ょ
う
を
出
土
し
た
四よ

ツ
塚づ
か

古
墳
も
知
ら
れ
て
お

り
、
古
墳
時
代
初
め
ご
ろ
か
ら
、
大
豪
族
が
次
々
と
古
墳
を
築
い
て
い
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。

浜
田
市
の
周
布
す

ふ

古
墳
は
、
石
見
中
央
部
で
最
大
の
古
墳
で
す
。
こ
れ
と
同

規
模
の
古
墳
は
周
辺
で
は
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
益
田
川
東
岸
地
域
と
は
異

な
る
展
開
を
示
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
石
見
の
大
型
古
墳
は
、
古
墳
時
代
前
半
の
四
〜
五
世
紀
に
最
大
規

模
の
も
の
が
造
ら
れ
て
お
り
、
六
世
紀
に
最
大
の
古
墳
が
造
ら
れ
た
出
雲
と

は
、
古
墳
文
化
の
展
開
に
際
立
っ
た
違
い
が
見
ら
れ
ま
す
。

日
本
海�

至益田市�

県
道
305号

線
�

　周布局�

周
布
川
�

周布�

９�

周布古墳�

石
見
中
央
部
最
大
の
前
方
後
円
墳

で
、
復
元
す
る
と
全
長
七
二
メ
ー
ト

ル
に
及
び
ま
す
。
墳
丘
は
二
段
築
成

で
、
表
面
に
は
葺
石

ふ
き
い
し

と
円
筒
埴
輪
を

備
え
て
い
ま
す
。
発
掘
調
査
は
行
わ

れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
墳
丘
の
形
か
ら

五
世
紀
の
も
の
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

な
お
周
布
古
墳
の
東
北
に
は
、
め
ん

ぐ
ろ
古
墳
が
あ
り
、
県
内
最
古
の
横

穴
式
石
室
と
数
々
の
副
葬
品
が
知
ら

れ
て
い
ま
す
。

き
れ
い
な
前
方
後
円
墳

!
周
布

す

ふ

古
墳
　
国
指
定

浜
田
市
治
和
町

5

片山古墳�

至浜田市街地�

至江津市�

安
国
寺�

　上府小�

下府�

下府川�９�

　上府局�

笹山城跡�

県道178
号線�

下府廃寺�
●�

奈
良
時
代
に
石
見
国
府
が
置
か
れ

た
と
さ
れ
る
、
浜
田
市
下
府

し
も
こ
う

町
の
平

野
を
見
下
ろ
す
斜
面
に
あ
り
ま
す
。

横
穴
式
石
室
は
羨
道

せ
ん
ど
う

と
玄
室
の
区
別

が
な
い
形
態
を
と
り
、
切
石
造
り
を

思
わ
せ
る
終
末
期
の
も
の
で
、
明
治

時
代
に
英
国
人
ガ
ウ
ラ
ン
ド
に
よ
り
、

測
量
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
古
墳
の

南
西
に
は
奈
良
時
代
の
下
府
廃
寺

し
も
こ
う
は
い
じ

が

あ
り
、
そ
の
関
連
も
注
目
さ
れ
て
い

ま
す
。

明
治
時
代
、
英
国
人
が
測
量

@
片
山

か

た

や

ま

古
墳
　
市
指
定

浜
田
市
下
府
町

7

日
本
海
に
突
出
し
た
標
高
四
〇
メ

ー
ト
ル
あ
ま
り
の
台
地
上
に
、
横
穴

式
石
室
を
持
っ
た
小
さ
な
古
墳
が
多

数
造
ら
れ
て
い
ま
す
。
も
と
は
五
〇

基
以
上
は
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
開
発
に
よ
り
消
滅
し
た
も
の
も

多
く
、
そ
の
一
部
が
現
在
保
存
さ
れ

て
い
ま
す
。

石
室
は
、
細
長
い
玄
室
に
羨
道
が

片
側
に
寄
せ
て
つ
く
、
片
袖
式
の
平

面
形
を
と
っ
て
い
る
も
の
が
大
半
で
、

奧
壁
上
部
に
は
側
壁
と
奥
壁
に
石
を

三
角
形
状
に
架
け
渡
し
た
「
三
角
持

さ
ん
か
く
も
ち

送お
く

り
」
と
い
う
特
徴
的
な
構
造
を
持

つ
も
の
も
あ
り
ま
す
。
出
土
品
の
多

く
は
す
で
に
失
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
わ

ず
か
に
伝
わ
る
も
の
の
中
に
は
、「
単た

ん

龍
環
頭
大
刀

り
ゅ
う
か
ん
と
う
た
ち

」
の
よ
う
な
優
品
も
含

ま
れ
て
い
ま
す
。

石
見
最
大
級
の
群
集
墳

#
鵜う

ノ
鼻は

な

古
墳
群
　
県
指
定

益
田
市
遠
田
町

6後�

多�

35

順庵原1号墓�

至広島県�

261

出
羽
川�

亀
谷
川�亀谷山�

八幡神社�

田所下�

中組�

一
九
六
九
年
、
国
道
二
六
一
号
線

工
事
に
伴
う
発
掘
調
査
を
行
っ
て
い

た
門
脇
俊
彦

か
ど
わ
き
と
し
ひ
こ

氏
（
故
人
）
は
、
四
隅

が
突
出
し
た
異
様
な
形
を
し
た
お
墓

を
見
つ
け
ま
し
た
。
こ
れ
が
山
陰
を

中
心
に
弥
生
時
代
後
期
に
盛
ん
に
造

ら
れ
た
墳
墓
、「
四
隅
突
出
型
墳
丘

よ
す
み
と
っ
し
ゅ
つ
が
た
ふ
ん
き
ゅ
う

墓ぼ

」
の
発
見
で
す
。
埋
葬
施
設
は
箱

式
石
棺
を
中
心
に
三
基
確
認
さ
れ
、

突
出
部
が
小
さ
い
の
が
特
徴
で
す
。

初
め
て
発
見
さ
れ
た
四
隅
突
出
型
墳
丘
墓

#
順
庵
原

じ
ゅ
う
な
ん
ば
ら

１
号
墓
　
県
指
定

邑
智
郡
瑞
穂
町
上
亀
谷

2?

割田古墳�
森実�

郡山�

中別所�

県立石見�
養護学校�

矢
上
小�

矢
上
局�

矢
上
川
�

森
実
川�

石
見
町
役
場
●�

　県道7号
線�

●邑智病院�

●�
勤労青少年ホーム� 一

九
六
九
年
に
、
田
ん
ぼ
の
整
備

に
伴
い
調
査
さ
れ
た
古
墳
で
す
。
中

国
山
地
に
分
布
す
る
横
穴
式
石
室

は
、「
入
口
か
ら
奧
壁
ま
で
直
線
的
に

つ
な
が
っ
た
無
袖
式
の
石
室
が
多
い
」

の
が
特
徴
で
す
が
、
こ
の
古
墳
は
そ

の
典
型
例
と
言
え
ま
す
。
県
指
定
史

跡
と
し
て
、
保
存
さ
れ
て
い
る
の
で
、

中
国
山
地
の
「
無
袖
式
横
穴
式
石

室
」
の
様
子
を
よ
く
見
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

中
国
山
地
に
多
い
無
袖
式
横
穴
式
石
室

$
割
田

わ

り

た

古
墳
　
県
指
定

邑
智
郡
石
見
町
中
野

7前?

至江津�
冠山�
▲�

向歯無山�
▲�

黒田寺　� 261

井
原
川�

　�
石見東小�

　�
大竹橋�

　�
横見橋�

　�
中野大橋�

河
原
城�

西
野
原�

横
見�

県道7号線�

県
道
　
号
線�

297

中山古墳群�

石
見
地
方
山
間
部
で
は
珍
し
く
、

総
数
八
〇
数
基
か
ら
な
る
古
墳
群
で

す
。
一
九
七
七
年
の
発
掘
調
査
で
は
、

全
国
的
に
も
類
例
が
少
な
い
「
方
形

ほ
う
け
い

板
革
綴
短
甲

ば
ん
か
わ
と
じ
た
ん
こ
う

」
を
出
土
し
た
前
方
後

方
墳
を
は
じ
め
、
石
棺
や
木
棺
な
ど

が
多
数
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

ら
の
一
部
は
弥
生
時
代
に
造
ら
れ
て

い
る
も
の
も
あ
る
よ
う
で
、
石
見
町
の

歴
史
を
語
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い
古

墳
群
と
言
え
ま
す
。

石
見
最
大
級
の
古
墳
群

%
中
山

な

か

や

ま

古
墳
群邑

智
郡
石
見
町
中
野

3～�
5?

多�

牛塚1号墳�

出
羽
川�

高
水
川
�

至広島県�

261

朝原�
東光保育所�

至矢上�

割
田
古
墳
と
同
様
に
中
国
山
地
に

多
い
「
無
袖
式
横
穴
式
石
室
」
を
持

つ
古
墳
で
、
石
室
の
入
口
か
ら
奧
壁

ま
で
保
存
状
態
は
良
好
で
す
。
こ
の

石
室
は
胴
張
り
、
す
な
わ
ち
中
央
部

が
奧
壁
や
入
口
よ
り
幅
が
広
く
な
っ

て
い
る
の
が
特
徴
で
、
画
一
的
に
見

え
る
こ
の
タ
イ
プ
の
石
室
に
も
個
性

が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

胴
張
り
の
あ
る
無
袖
式
横
穴
式
石
室

^
牛
塚

う

し

づ

か

１
号
墳邑

智
郡
瑞
穂
町
上
亀
谷

7前?

山辺神社�

至
瑞
穂�

浜
田
自
動
車
道
�やつおもて�

　古墳群�

和田小　�

I.C

至
浜
田�

I.C

重
富
川�

県道7号線�

古
墳
時
代
中
期
後
半
か
ら
後
期
に

か
け
て
営
ま
れ
た
、
二
四
基
の
古
墳

よ
り
な
る
古
墳
群
で
す
。
こ
の
う
ち

一
九
九
〇
年
に
調
査
さ
れ
た
一
八
号

墳
は
、
全
長
二
八
メ
ー
ト
ル
と
、
石

見
山
間
部
で
は
最
大
の
古
墳
で
す
。

ま
た
、
古
く
か
ら
開
口
し
て
い
る
九

号
墳
は
無
袖
式
の
横
穴
式
石
室
で
、

後
期
に
造
ら
れ
た
も
の
の
多
く
が
横

穴
式
石
室
を
持
つ
こ
と
が
予
想
さ
れ

ま
す
。

横
穴
式
石
室
を
持
つ
群
集
墳

&
や
つ
お
も
て
古
墳
群

那
賀
郡
旭
町
重
富

5～�
7?

多�

34

鵜ノ鼻古墳群�

日
本
海�

至益田市街地�

至浜田市津田局�
　�
�

●�

●�

消防署�

井の迫�
公民館�

石見�
津田�

９�



大谷原古墳�

折坂トンネル�

　�
五郎丸城跡�

高
津
川�

187

●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
。

37

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

36

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?



別府港�

フェリー乗場�

至
物
井
港�

至
浦
郷�

黒木小�

別府局　�
485

美田尻古墳�

●黒木発電所�

黒木御所跡�

見付島�

�

別
府

べ
っ
ぷ

港
フ
ェ
リ
ー
乗
場
の
す
ぐ
西

側
に
あ
る
丘
陵
の
て
っ
ぺ
ん
に
あ
る

古
墳
で
す
。
西
側
の
八
幡
宮
か
ら
山

道
を
登
る
と
、
こ
ん
も
り
と
し
た
墳
丘

が
見
え
ま
す
。
墳
丘
は
径
約
一
五
メ

ー
ト
ル
、
二
段
築
成
で
葺
石

ふ
き
い
し

も
見
ら

れ
ま
す
。
造
ら
れ
た
当
初
は
白
く
て
、

遠
く
か
ら
も
よ
く
見
え
た
は
ず
で
す
。

ま
る
で
灯
台

^
美
田
尻

み

た

じ

り

古
墳隠

岐
郡
西
ノ
島
町
美
田

5?

西郷町�

布施村�
五箇村�

都万村�

485

485

玉若酢命�
神社古墳�

水若酢�
神社古墳�

美々津丘�
1･2号墳�

平神社古墳�

北方横穴墓群�

釜田横穴墓群�

横尾山�
▲�

西郷港�

重栖港�

都万漁港�

エ
リ
ア
12
隠
岐

お

き

島
後

ど

う

ご

島
後
は
本
土
か
ら
五
〇
キ
ロ
以
上
離
れ
て
い
ま
す
が
、島
前
と
同
様
、数

多
く
の
古
墳
が
あ
り
ま
す
。
有
名
な
古
社
で
あ
る
玉
若
酢
命
神
社

た
ま
わ
か
す
の
み
こ
と
じ
ん
じ
ゃ
、
水
若
み
ず
わ
か

酢
神
社

す
じ
ん
じ
ゃ

周
辺
は
古
墳
が
多
く
、
前
方
後
円
墳
も
こ
の
二
カ
所
に
集
中
し
て

い
ま
す
。

な
か
で
も
平へ

い

神
社
古
墳
は
横
穴
式
石
室
を
持
つ
全
長
四
八
メ
ー
ト
ル
の

前
方
後
円
墳
で
す
。
ま
た
固
い
岩
山
に
掘
り
込
ま
れ
た
横
穴
墓
が
多
い
の

も
特
徴
で
、
西
郷
さ
い
ご
う

町
の
飯い
い

の
山や
ま

横
穴
墓
群
は
現
在
大
半
が
失
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
も
と
は
五
〇
基
以
上
も
の
横
穴
墓
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
ま
す
。

島
後
も
島
前
同
様
に
数
多
く
の
古
墳
が
造
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
地
域
が

限
定
で
き
る
こ
と
か
ら
、
今
後
も
調
査
が
進
め
ば
、
こ
の
二
つ
の
地
域
は
本

土
よ
り
具
体
的
な
古
墳
時
代
像
が
明
ら
か
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

▲埋山�

隠岐高�
　�

平神社古墳�

至五箇村�

至西郷港�

　西郷南中�

八
尾
川�

有
木
川�

485

平神社�

国分寺�

西
郷

さ
い
ご
う

港
か
ら
五
箇

ご

か

村
へ
行
く
道
路

西
側
に
あ
る
有
名
な
前
方
後
円
墳

で
、
全
長
は
四
八
メ
ー
ト
ル
も
あ
り

ま
す
。

隠
岐
で
埴
輪
が
見
つ
か
っ
て
い
る

の
は
こ
の
古
墳
だ
け
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
今
は
葺
石

ふ
き
い
し

ら
し
い
も
の
し
か

確
認
で
き
ま
せ
ん
。
く
び
れ
部
付
近

に
窪
み
が
あ
り
、
奥
と
右
側
に
石
積

み
が
見
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
横
穴
式

石
室
の
奥
壁
と
側
壁
だ
け
が
残
っ
て

い
る
も
の
で
、
天
井
石
や
羨
道

せ
ん
ど
う

部
分

は
失
わ
れ
て
い
ま
す
。

石
室
は
全
体
に
小
型
の
石
を
使
用

し
て
お
り
、
こ
の
古
墳
の
南
西
約
一

〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
丘
陵
斜
面
に
あ
る

平
西

へ
い
に
し

古
墳
の
石
室
に
比
べ
、
古
い
様

相
を
残
し
て
い
ま
す
。
こ
の
平
西
古

墳
は
石
室
が
よ
く
残
っ
て
お
り
、
平

神
社
古
墳
の
次
に
造
ら
れ
た
古
墳
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

隠
岐
最
大
の
前
方
後
円
墳

!
平へ

い

神
社
古
墳

県
指
定

隠
岐
郡
西
郷
町
平

6後�

五箇小　�

●�

重栖川�

五箇局　�

北方横穴墓群�
●五箇村役場�

県道44号線�

美々津丘古墳群�五箇駐在所●�

五
箇
村
役
場
の
裏
山
斜
面
に
あ
る

横
穴
墓
群
で
、
一
八
基
以
上
あ
る
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
取
材
で
確
認
で

き
た
の
は
一
二
基
で
、
い
ず
れ
も
岩

盤
に
掘
り
込
ま
れ
た
も
の
ば
か
り
で

す
。
か
な
り
崩
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
す

が
、
中
に
は
玄
室
が
家
形
で
、
奥
壁

沿
い
に
作
り
付
け
の
ベ
ッ
ド
を
備
え

る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
壁
の
一
部
が

赤
く
見
え
ま
し
た
が
、
彩
色
か
ど
う

か
は
確
認
で
き
て
い
ま
せ
ん
。

ベ
ッ
ド
付
き
の
横
穴
墓

@
北
方

き

た

か

た

横
穴
墓
群

隠
岐
郡
五
箇
村
北
方

6後�
～7?
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猫ケ岩屋古墳�

知
夫
赤
壁�

立
ケ
崎�

知
夫
漁
港�

至
来
居
港�

日本海�

知
夫

ち

ぶ

赤
壁

あ
か
か
べ

に
ほ
ど
近
い
、
狭
い
谷

に
あ
る
古
墳
で
す
。
そ
の
場
に
あ
る

石
も
利
用
し
な
が
ら
、
自
然
石
を
積

ん
で
大
型
の
天
井
石
を
か
け
た
横
穴

式
石
室
が
見
え
ま
す
。
長
さ
六
メ
ー

ト
ル
は
あ
る
、
立
派
な
石
室
で
す
。
人

里
離
れ
た
場
所
に
あ
る
古
墳
で
す
が
、

地
元
の
人
に
よ
れ
ば
、「
今
は
不
便
だ

け
ど
、
昔
は
知
夫
で
も
っ
と
も
住
み

や
す
く
環
境
が
い
い
所
」
だ
そ
う
で

す
。

人
里
離
れ
た
地
に
あ
る
古
墳

!
猫
ヶ
岩
屋

ね

こ

が

い

わ

や

古
墳

隠
岐
郡
知
夫
村
宮
内

6後?

　隠岐神社�

　東神社�

　海士局�
海士小　�

海士診療所●　�
金光寺山▲�

至
菱
浦
港�

神崎横穴墓群�

海
士
町
中
心
部
の
東
に
そ
び
え
る

金
光
寺
山
の
ふ
も
と
、
民
家
の
裏
に

大
き
く
口
を
開
け
て
い
ま
す
。
横
穴

の
前
に
急
角
度
で
箱
形
に
造
ら
れ
た

大
き
な
前
庭
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
前

庭
だ
け
で
長
さ
七
メ
ー
ト
ル
は
あ
り

ま
す
。
奥
の
部
屋
も
規
模
が
大
き
く
、

つ
く
り
も
丁
寧
で
す
。
家
の
物
置
き

に
な
っ
て
い
る
の
で
、
見
る
と
き
は
断

わ
る
こ
と
を
忘
れ
ず
に
。

保
存
が
よ
い
横
穴
墓
群

@
神
崎

か

ん

ざ

き

横
穴
墓
群

隠
岐
郡
海
士
町
海
士

6後�
～7?

海士小　�

●海士町役場�

海士中　�

　隠岐神社�
●村上家･因屋城跡�

海士診療所   �
歯科診療所●�

諏訪港�

諏訪神社　�

福
井
小�

新開古墳群�

県道317号線�

諏
訪

す

わ

港
を
見
お
ろ
す
丘
の
上
に
築

か
れ
た
古
墳
群
で
、
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
の
す
ぐ
隣
り
に
あ
り
ま
す
。
も

と
は
四
つ
の
古
墳
が
並
ん
で
い
ま
し

た
が
、
今
は
四
号
墳
だ
け
が
残
さ
れ

整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。
直
径
一
〇
メ

ー
ト
ル
と
小
型
で
す
が
、
浅
い
溝
で

囲
ま
れ
、
そ
の
一
部
に
は
通
路
状
の

土
橋
が
付
い
て
い
る
珍
し
い
古
墳
で

す
。

隠
岐
最
古
級
の
古
墳

#
新
開

し

ん

か

い

古
墳
群隠

岐
郡
海
士
町
海
士

木棺�

4後�

御波横穴墓群�

御
波
港�

布施神社　�

御波漁協●�

至
諏
訪
港�

至
知
々
井
港�

御波簡易局�

県道317号線�

外
海
に
面
し
た
御
波

み
な
み

港
の
斜
面
に

あ
る
横
穴
墓
群
で
す
。
道
に
面
し
た

廃
屋
の
裏
側
を
よ
く
見
る
と
、
穴
が

開
い
て
い
る
の
が
わ
か
り
ま
す
。

下
の
方
に
あ
る
穴
は
、「
芋
グ
ラ
」

と
呼
ば
れ
る
穀
物
の
貯
蔵
穴
で
あ
る

可
能
性
が
高
い
で
す
が
、
上
の
方
に

あ
る
の
は
明
ら
か
に
横
穴
墓
で
、
少

な
く
と
も
七
穴
は
あ
る
よ
う
で
す
。
中

段
あ
た
り
に
は
、
は
い
れ
そ
う
な
も
の

も
あ
り
、
の
ぞ
く
と
、
奥
行
き
は
三
メ

ー
ト
ル
以
上
、
高
さ
も
三
メ
ー
ト
ル

近
く
あ
る
、
巨
大
な
横
穴
墓
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

天
井
は
家
形
に
加
工
さ
れ
て
お
り
、

手
前
側
は
加
工
が
粗
い
で
す
が
、
奥

側
は
丁
寧
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

目
を
近
づ
け
る
と
、
壁
を
削
っ
た
時

に
で
き
る
工
具
痕
も
見
え
ま
す
。

島
根
で
最
大
級
の
横
穴
墓

$
御
波

み

な

み

横
穴
墓
群

隠
岐
郡
海
士
町
御
波

6後�
～7?

来居1号�
  横穴墓�

美田小�

美田局�

美田湾�

西ノ島中�

外浜海水浴場�外浜キャンプ場�

船
引
運
河�

至
別
府�

至
浦
郷�

485

美
田

み

た

湾
に
面
し
た
海
岸
沿
い
に
あ

る
横
穴
墓
群
で
、
中
に
は
い
れ
る
の

は
一
号
穴
だ
け
で
、
ほ
か
の
七
穴
は

現
在
は
道
路
の
壁
面
に
痕
跡
が
認
め

ら
れ
る
だ
け
で
す
。
一
号
穴
は
き
れ

い
に
整
っ
た
家
形
の
玄
室
を
持
ち
、

過
去
の
調
査
で
直
刀
や
土
器
、
木
棺

の
釘
な
ど
が
出
土
し
ま
し
た
。
遺
物

か
ら
、
七
世
紀
ご
ろ
の
築
造
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
入
口
に
説
明
板
が

あ
り
ま
す
。

海
岸
に
造
ら
れ
た
横
穴
墓

%
来
居

く

る

い

１
号
横
穴
墓
　
町
指
定

隠
岐
郡
西
ノ
島
町
美
田

6後�
～7

38
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至五箇村�

西郷小　�

西郷南中�

玉若酢命神社古墳群�

西郷漁港�至都万村�

八
尾
川�

▲埋山�

▲城山�

隠岐合庁●�

西
郷
町
役
場
●�

県道44号線�

485

玉若酢命神社�

八
百
杉
が
あ
る
神
社
と
し
て
有
名

な
玉
若
酢
命
神
社
の
裏
山
に
あ
り
、

神
社
北
側
の
道
を
登
っ
て
い
く
と
あ

ち
こ
ち
に
標
柱
と
古
墳
を
囲
む
柵
が

見
え
ま
す
。
頂
上
に
は
県
内
で
も
も

っ
と
も
形
の
よ
く
わ
か
る
部
類
の
前

方
後
円
墳
が
あ
り
、
後
円
部
頂
上
に

は
石
室
の
石
ら
し
き
も
の
が
認
め
ら

れ
ま
す
。
全
長
は
三
二
メ
ー
ト
ル
、
高

さ
は
二
・
六
メ
ー
ト
ル
あ
り
ま
す
。

法
則
？
「
神
社
の
裏
に
は
古
墳
が
あ
る
」

#
玉
若
酢
命
神
社

た
ま
わ
か
す
の
み
こ
と
じ
ん
じ
ゃ

古
墳
群

県
指
定

隠
岐
郡
西
郷
町
下
西

5～�
6?

多�

至485号線�

至485号線�

都
万
川�

日本海�

都万港�

高田山�
　▲�

●都万駐在所�

●�
�

都
万
ト
ン
ネ
ル�

●�都万村役場�
都万小�

釜田横穴墓群�

県道44号線�

住
宅
の
裏
山
に
あ
る
横
穴
墓
群

で
、
遺
跡
地
図
に
は
一
五
基
と
書
か

れ
て
い
ま
す
が
、
三
基
以
上
は
な
か

な
か
確
認
で
き
ま
せ
ん
。
よ
う
や
く
見

つ
け
た
も
の
は
玄
室
の
天
井
が
低
く

て
平
た
い
タ
イ
プ
で
、
床
に
は
籾
殻

も
み
が
ら

が
敷
い
て
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
最
近

ま
で
、
作
物
を
貯
蔵
す
る
た
め
の
横

穴
と
し
て
再
利
用
さ
れ
て
い
た
た
め

で
す
。

一
〇
穴
以
上
あ
る
は
ず
だ
が
…
…

$
釜
田

か

ま

た

横
穴
墓
群

隠
岐
郡
都
万
村
都
万

6後�
～7?

水若酢神社古墳�

山田川�

郡川�

　五箇小�

●隠岐郷土館�
JA五箇●�

郡局　�
　水上神社�

　熊野神社�

●国保直営診療所�

�
愛宕山�
▲�

●さくら保育所�

重栖川�

県道44号線�

485

神
社
の
東
側
に
大
き
な
石
が
並
ん

で
立
っ
て
い
る
の
が
、
隠
岐
最
長
の

横
穴
式
石
室
で
す
。
天
井
石
は
な
く

な
っ
て
お
り
、
玄
室
は
埋
め
ら
れ
て

い
ま
す
が
、
中
に
は
石
棺
が
二
つ
あ

っ
た
と
さ
れ
ま
す
。
石
の
並
び
が
や
や

不
自
然
で
す
が
、
確
か
に
長
い
石
室

だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
墳
丘

の
土
が
残
っ
て
い
な
い
の
が
残
念
で

す
。

裸
の
石
室

%
水
若
酢
神
社

み

ず

わ

か

す

じ

ん

じ

ゃ

古
墳

隠
岐
郡
五
箇
村
郡

6後�

美々津丘1･2号墳�

　五箇小�

●�

重栖川�

●五箇村役場�

五箇駐在所�

みずほ保育園●�

県道44号線�

遺
跡
地
図
に
は
二
つ
の
古
墳
で
は

な
く
、「
一
号
墳
と
二
号
墳
と
で
一
つ

の
前
方
後
円
墳
か
」
と
書
か
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
実
際
に
見
る
と
、
後
円

部
と
前
方
部
の
間
が
低
す
ぎ
、
二
つ

の
古
墳
の
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
す
。
後

円
部
か
ら
土
器
片
が
見
つ
か
っ
て
お

り
、
小
さ
す
ぎ
て
正
確
な
こ
と
は
わ

か
り
ま
せ
ん
が
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、

隠
岐
二
例
目
の
埴
輪
を
持
つ
古
墳
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
埴
輪
？
が
あ
っ
た
」

^
美
々
津
丘

み

み

づ

お

か

１
・
２
号
墳

隠
岐
郡
五
箇
村
南
方

5～�
6?
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島
根
県
内
に
古
墳
は

い
く
つ
あ
り
ま
す
か

島
根
県
遺
跡
地
図
（
一
九
九
三
年
版
）
に
よ
る

と
、
出
雲
部
三
七
三
三
基
以
上
、
石
見
部
四
三

一
基
以
上
、
隠
岐
部
三
五
六
基
以
上
で
、
合
計

四
五
二
〇
基
以
上
と
な
り
ま
す
。
未
確
認
の
古
墳
や
、
知
ら

な
い
う
ち
に
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
も
の
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
か

ら
、
そ
の
実
数
は
五
〇
〇
〇
基
を
超
え
る
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

県
内
に
は
ど
ん
な
形
を
し

た
古
墳
が
い
ち
ば
ん
多
い

で
す
か

遺
跡
地
図
に
よ
れ
ば
、
方
墳
が
一
二
四
五
基
以

上
、
円
墳
は
ほ
ぼ
同
数
で
一
二
四
八
基
以
上
、

前
方
後
円
墳
九
六
基
、
前
方
後
方
墳
六
三
基
以
上
、
不
明

一
八
六
八
基
以
上
（
可
能
性
も
含
ん
だ
数
字
）
と
な
り
ま
す
。

長
さ
一
〇
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
小
さ
な
古
墳
の
場
合
、
発

掘
調
査
し
な
け
れ
ば
形
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。
中
に
は
八
雲

や
く
も

村
の

増
福
寺

ぞ
う
ふ
く
じ

古
墳
群
の
よ
う
に
、
調
査
前
は
円
墳
と
考
え
ら
れ
て

い
た
も
の
が
、
調
査
し
た
ら
す
べ
て
方
墳
だ
っ
た
例
も
あ
り
ま

す
。
ま
た
全
国
的
に
見
て
も
方
墳
の
占
め
る
割
合
が
非
常
に

高
い
こ
と
は
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
と
く
に
松
江
市
周

辺
に
そ
の
傾
向
が
強
い
点
が
注
目
さ
れ
ま
す
。

横
穴
式
石
室
や
石
棺
に
使
わ
れ
て
い

る
大
き
な
石
は
、
ど
こ
か
ら
ど
う
や

っ
て
運
ん
だ
の
で
す
か

使
わ
れ
た
石
の
産
地
は
す
べ
て
わ
か
っ
て
い
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
安
来

や
す
ぎ

で
採
れ
る
荒
島
石

あ
ら
し
ま
い
し

や
宍
道

し
ん
じ

町
で
採
れ
る
来
待
石

き
ま
ち
い
し

な
ど
は
、
か
な
り
広

い
範
囲
に
運
ば
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
荒
島
石
は
約
一
四
キ

ロ
離
れ
た
松
江
市
東
持
田
町
に
あ
る
太
田

お
お
た

古
墳
群
の
石
室
に

使
わ
れ
て
い
ま
す
。
荒
島
石
や
来
待
石
を
使
っ
た
古
墳
は
宍

道
湖
・
中
海
沿
岸
に
多
く
分
布
し
て
お
り
、
石
を
船
で
運
ん

だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
陸
揚
げ
し
て
か
ら
は
当
然
陸
路
を
運
ば

ね
ば
な
ら
ず
、「
修
羅

し
ゅ
ら

」
と
呼
ば
れ
る
大
き
な
木
ぞ
り
に
乗
せ
て
、

大
勢
で
引
き
な
が
ら
運
ん
だ
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

古
墳
に
葬
ら
れ
た
の
は

ど
ん
な
人
た
ち
で
す
か

現
在
の
お
墓
と
違
い
、
県
内
の
古
墳
に
は
墓
誌

ぼ

し

銘め
い

（
死
者
の
名
前
や
年
表
を
記
し
た
も
の
）
が

残
さ
れ
た
例
は
今
の
と
こ
ろ
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
古
墳
を
造
る
た
め
に
は
大
勢
の
人
の
力
が
必
要
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
人
び
と
を
ま
と
め
る
力
を
持
っ
た
人
物
で

あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
古
墳
の
大
き
さ
も

さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
時
の
政
治
的
な
力
関
係
を
反

映
し
て
い
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
た
だ
、
古

墳
に
葬
ら
れ
る
の
は
ご
く
わ
ず
か
な
人
た
ち
で
あ
る
こ
と
は
確

か
で
、
多
く
の
人
は
古
墳
を
造
ら
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

古
墳
に
埋
葬
し
て
も
ら
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

古
墳
の
年
代
は
ど
う
や
っ

て
決
め
る
の
で
す
か

古
墳
時
代
に
は
一
部
で
文
字
が
使
わ
れ
始
め
て

い
ま
す
が
、
現
在
の
よ
う
に
普
及
し
て
い
た
わ
け

で
は
な
い
の
で
、
○
○
年
と
書
か
れ
た
も
の
は
ご

く
わ
ず
か
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
考
古
学
で
は
、
古
墳
か

ら
出
た
土
器
や
埴
輪
な
ど
の
形
の
変
化
か
ら
、
そ
の
年
代
を

推
定
し
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
現
在
の
自
動
車
が
、
二
、
三
年
ご
と

に
モ
デ
ル
チ
ェ
ン
ジ
を
し
て
形
が
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
を
思
い

浮
か
べ
て
も
ら
え
ば
わ
か
り
や
す
い
と
思
い
ま
す
。
あ
と
は
古

墳
か
ら
出
た
中
国
製
の
鏡
に
書
か
れ
た
年
号
や
、『
日
本
書
紀
』

『
魏
志

ぎ

し

倭
人
伝

わ
じ
ん
で
ん

』
な
ど
の
記
述
を
手
が
か
り
に
推
定
し
て
い
ま

す
。
こ
の
ほ
か
科
学
的
方
法
と
し
て
は
、
出
土
し
た
木
の
年
輪

の
間
隔
パ
タ
ー
ン
か
ら
時
代
を
決
め
た
り
、
地
磁
気

ち

じ

き

の
方
向

が
時
代
に
よ
っ
て
わ
ず
か
に
ず
れ
る
こ
と
を
利
用
し
て
推
定
す

る
方
法
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

発
掘
調
査
さ
れ
た
あ
と
の
古

墳
は
ど
う
な
る
の
で
す
か

発
掘
に
は
古
墳
研
究
を
目
的
と
し
て
行
う
も
の

と
、
道
路
や
住
宅
団
地
を
造
る
と
き
に
ど
う
し
て

も
残
せ
な
い
も
の
を
対
象
と
す
る
も
の
と
が
あ
り

ま
す
。
前
者
の
場
合
、
発
掘
し
た
あ
と
は
ま
た
埋
め
戻
さ
れ
ま

す
が
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
の
は
後
者
が
ほ
と
ん
ど
で
、
毎
年

多
く
（
一
九
九
五
年
度
の
島
根
県
の
調
査
だ
け
で
も
、
横
穴

墓
を
含
め
て
七
〇
基
以
上
）
の
古
墳
が
発
掘
さ
れ
て
い
ま
す
。

出
土
し
た
も
の
は
き
ち
ん
と
記
録
・
保
管
さ
れ
、
歴
史
的
に

価
値
の
高
い
古
墳
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
れ
ば
、
工
事
の
設
計
を

変
更
し
て
古
墳
を
保
存
す
る
よ
う
に
し
た
り
、
古
墳
を
別
の
場

所
に
移
築
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
以
外
の
古
墳
は
記
録

に
と
ど
め
、
そ
の
場
所
は
道
路
や
住
宅
地
に
な
り
ま
す
。

古
墳
を
見
学
し
た
と
き
に
土
器
や
埴

輪
を
拾
い
ま
し
た
。

ど
う
し
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か

古
墳
に
か
ぎ
ら
ず
、
遺
跡
か
ら
出
た
土
器
な
ど
の

遺
物
は
、
法
律
上
「
遺
失
物

い
し
つ
ぶ
つ

」
に
な
り
ま
す
。
つ

ま
り
道
で
財
布
を
拾
っ
た
の
と
同
じ
こ
と
に
な
る

わ
け
で
す
。
遺
失
物
法
と
い
う
法
律
に
よ
れ
ば
警
察
に
届
け
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
土
器
な
ど
の
場
合
は
発
見
し
た
地

元
の
教
育
委
員
会
に
届
け
た
ほ
う
が
い
い
で
す
。
見
つ
け
た
も

の
は
拾
わ
ず
に
置
い
て
お
く
か
、
か
な
ら
ず
届
け
出
て
く
だ
さ

い
。



みなさん、古墳
こふん

探検の旅を楽しんでい
ただけましたか。私たちの
探検はまだまだ続きます。
またどこかの古墳でお
会いしましょう。

あー！下を見て。
あれも古墳よ！

丹花庵古墳（松江市古曽志町）
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「
卑
弥
呼

ひ

み

こ

の
鏡
」
を
持
つ
古
墳

全
国
で
古
墳
の
築
造
ち
く
ぞ
う

が
始
ま
っ
た
こ
ろ
、
す

な
わ
ち
四
世
紀
の
古
墳
は
島
根
県
内
で
は
あ
ま

り
多
く
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
初
期
に
造
ら
れ

た
大
型
古
墳
は
、
長
い「
割
竹
形
木
棺

わ
り
た
け
が
た
も
っ
か
ん

」
と
、
こ

れ
を
お
お
う
「
竪
穴
式
石
室

た
て
あ
な
し
き
せ
き
し
つ

」
を
埋
葬
施
設

ま
い
そ
う
し
せ
つ

と

し
て
い
ま
す
が
、
副
葬
品

ふ
く
そ
う
ひ
ん

の
中
に
「
三
角
縁
神

さ
ん
か
く
ぶ
ち
し
ん

獣
鏡
じ
ゅ
う
き
ょ
う」
と
呼
ば
れ
る
大
き
な
鏡
を
持
つ
も
の
が
あ

る
こ
と
も
特
徴
で
す
。

三
角
縁
神
獣
鏡
は
、
近
畿
地
方
の
豪
族
ご
う
ぞ
く

か
ら

各
地
の
豪
族
に
配
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
鏡
は
、
も
と
は
中
国
の
史し

書し
ょ『
魏
志
ぎ

し

』
倭
人
伝

わ
じ
ん
で
ん

に
言
う
「
女
王
・
卑
弥
呼

ひ

み

こ

」

が
、
中
国
の
魏
王
朝
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
だ
と

い
う
説
が
あ
り
ま
す
。
県
内
で
は
、
神
原
神
社

か
ん
ば
ら
じ
ん
じ
ゃ

古

古
墳
時
代
の
島
根
県

も
し
あ
な
た
が
県
内
の
古
墳

こ
ふ
ん

を
す
べ
て
見
学

で
き
た
と
し
た
ら
、「
自
分
の
住
む
町
に
は
六
世

紀
の
古
墳
が
多
い
」
と
か
「
前
方
後
円
墳

ぜ
ん
ぽ
う
こ
う
え
ん
ふ
ん

は
こ

の
川
の
東
側
に
し
か
な
い
」
な
ど
、
多
く
の
こ
と

に
気
づ
く
で
し
ょ
う
。
と
は
い
え
、
実
際
に
す
べ

て
の
古
墳
を
見
学
す
る
の
は
む
ず
か
し
い
も
の

が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
の

古
墳
研
究
で
わ
か
り
つ
つ
あ
る
事
実
を
、
簡
単

に
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。

島
根
県
は
、「
出
雲

い
ず
も

」「
石
見

い
わ
み

」「
隠
岐

お

き

」
の
三

地
域
か
ら
な
り
ま
す
が
、こ
れ
ら
の
地
域
は
、
古

墳
時
代
の
文
化
の
内
容
に
お
い
て
も
、そ
れ
ぞ
れ

の
地
域
で
さ
ま
ざ
ま
な
特
色
を
持
っ
て
い
ま
す
。

各
地
の
王
者

古
墳
の
大
き
さ
は
、
そ
の
築
造
に
動
員
で
き

る
人
の
数
、
す
な
わ
ち
支
配
力
の
大
き
さ
を
反

映
し
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
県
内
各
地
に

あ
る
大
き
な
古
墳
を
比
較
し
て
み
る
と
、
出
雲

で
は
大
念
寺

だ
い
ね
ん
じ

古
墳
（
出
雲
市
）
が
九
二
メ
ー
ト

ル
以
上
、
山
代
二
子

や
ま
し
ろ
ふ
た
ご

塚づ
か

（
松
江
市
）
が
推
定
九

四
メ
ー
ト
ル
、
石
見
で
は
大
元
お
お
も
と

１
号
墳
（
益
田

市
）
が
八
九
メ
ー
ト
ル
、
周
布
す

ふ

古
墳
（
浜
田
は
ま
だ

市
）

が
六
八
メ
ー
ト
ル
、
隠
岐
で
は
平へ
い

神
社
古
墳
（
隠お

岐き

郡
西
郷
さ
い
ご
う

町
）
が
四
八
メ
ー
ト
ル
と
な
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
古
墳
が
造
ら
れ
た
時
代
は
、
石
見
の

大
元
１
号
墳
が
四
世
紀
、
周
布
古
墳
が
五
世
紀

と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
出
雲
と
隠
岐
の
古
墳

は
六
世
紀
の
も
の
で
す
。
全
国
的
に
見
る
と
、
五

世
紀
に
最
大
の
古
墳
を
造
り
、
六
世
紀
に
は
い

る
と
規
模
が
縮
小
す
る
地
域
が
多
い
中
で
、
な
ぜ

出
雲
で
六
世
紀
に
最
大
の
古
墳
が
造
ら
れ
た
の

か
、
大
き
な
関
心
を
集
め
て
い
ま
す
。（
図
１
、
２
）

墳
（
大
原
お
お
は
ら

郡
加
茂
か

も

町
）
を
は
じ
め
、
大
成
お
お
な
り

古
墳

（
安
来
や
す
ぎ

市
）、
八
日
山

よ
う
か
や
ま

１
号
墳
（
松
江
ま
つ
え

市
）、
四
塚
よ
つ
づ
か

山や
ま

古
墳
（
益
田
ま
す
だ

市
）
な
ど
で
発
見
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
う
ち
神
原
神
社
古
墳
発
見
の
も
の
に
は
、
卑

弥
呼
が
魏
に
使
い
を
送
っ
た
と
さ
れ
る
年
、「
景け
い

初し
ょ

三
年
」（
西
暦
二
三
九
年
）
と
い
う
文
字
が
見

ら
れ
、
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
詳
し
く
は
二
巻
を
参
照
）
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「
前
方
後
方
墳
」の
多
い
出
雲
　
　

「
前
方
後
円
墳
」
や
「
前
方
後
方
墳

ぜ
ん
ぽ
う
こ
う
ほ
う
ふ
ん
」
は
、
全
国

で
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
力
を
持
っ
た
豪
族
の
た
め
に
造

ら
れ
た
古
墳
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
県
内
で
は

現
在
の
と
こ
ろ
、
前
方
後
円
墳
が
九
四
基き

、
前
方

後
方
墳
が
三
八
基
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す

が
、
ほ
と
ん
ど
は
出
雲
部
に
分
布
し
て
い
ま
す
。

と
く
に
前
方
後
方
墳
は
、
三
七
基
が
出
雲
、
と
り

わ
け
そ
の
東
部
に
分
布
し
て
お
り
、
全
国
的
に
も

そ
の
密
度
が
高
い
地
域
と
言
え
ま
す
。

ま
た
「
前
方
後
方
墳
」
と
い
う
言
葉
は
、
島
根

県
史
編
纂

へ
ん
さ
ん

委
員
を
務
め
た
野
津
左
馬
之
助

の

つ

さ

ま

の

す

け

氏
が
、

一
九
二
五
年
に
『
島
根
県
史
』
の
中
で
、
山
代
二

子
塚
（
松
江
市
）
を
観
察
し
、
名
付
け
た
の
が
最

初
で
す
。
そ
の
意
味
で
、
出
雲
が
「
前
方
後
方
墳

の
名
称
発
祥

は
っ
し
ょ
う
の
地
」
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

石
棺

せ
っ
か
ん

の
多
い
出
雲

出
雲
は
出
雲
灯
籠

い
ず
も
ど
う
ろ
う

で
知
ら
れ
る
来
待
石

き
ま
ち
い
し（
凝
灰

ぎ
ょ
う
か
い

質
砂
岩

し
つ
さ
が
ん

）
や
荒
島
石

あ
ら
し
ま
い
し

（
浮
石
凝
灰
岩

ふ
せ
き
ぎ
ょ
う
か
い
が
ん
）
な
ど
の
よ

う
に
、
加
工
し
や
す
い
石
材
に
恵
ま
れ
た
所
で
す
。

古
墳
時
代
の
人
び
と
も
こ
れ
ら
の
石
材
に
早
く
か

ら
目
を
つ
け
、
石
棺
や
石
室
せ
き
し
つ

の
用
材
と
し
て
利
用

し
ま
し
た
。
石
棺
は
、
舟
形
石
棺

ふ
な
が
た
せ
っ
か
ん

や
家
形
石
棺

い
え
が
た
せ
っ
か
ん

と

い
っ
た
種
類
が
数
多
く
作
ら
れ
て
お
り
、
出
雲
は

全
国
的
に
も
石
棺
が
多
い
地
域
の
一
つ
で
す
。

舟
形
石
棺
は
神
庭
岩
船
山

か
ん
ば
い
わ
ふ
ね
や
ま

古
墳（
簸
川
ひ
か
わ

郡
斐
川
ひ
か
わ

町
）
や
毘
売
塚

ひ
め
づ
か

古
墳
（
安
来
市
）
な
ど
、
五
世
紀

の
大
型
古
墳
に
採
用
さ
れ
、
そ
の
分
布
は
宍
道
し
ん
じ

湖こ

・
中
海

な
か
う
み

の
沿
岸

え
ん
が
ん

部
に
集
中
し
て
い
る
の
が
特
徴

で
す
。

家
形
石
棺
は
、
上
島
あ
げ
し
ま

古
墳
（
平
田
市
）
な
ど
六

世
紀
中
ご
ろ
の
も
の
が
早
く
、
七
世
紀
前
半
ご
ろ

ま
で
見
ら
れ
ま
す
。
出
雲
の
家
形
石
棺
の
特
徴
は
、

図3  島根における舟形石棺・家形石棺の分布�
両者とも出雲の平野部を中心に分布していることがわかる。�

穴
神
あ
な
が
み

１
号
横
穴
墓
（
安
来
市
）
の
よ
う
に
、
側
面

に
入
口
の
付
い
た
も
の
（
平
入
ひ
ら
い

り
横
口
式

よ
こ
ぐ
ち
し
き

）
が
ほ

と
ん
ど
で
あ
る
こ
と
で
、
そ
の
分
布
も
や
は
り
出
雲

の
平
野
部
に
集
中
し
て
い
ま
す
。（
図
３
）

横
穴
式
石
室

よ
こ
あ
な
し
き
せ
き
し
つ

の
広
が
り

六
世
紀
に
な
る
と
、
支
配
者
で
あ
る
豪
族
だ
け

で
な
く
、
富
裕
ふ
ゆ
う

な
農
民
た
ち
に
も
小
さ
な
古
墳
の

築
造
が
許
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
横
穴
式
石
室
は
、
大
型
古
墳
は
も
ち
ろ
ん
、

こ
う
し
た
小
型
古
墳
の
埋
葬
施
設
と
し
て
も
発
達

し
た
も
の
で
、
そ
の
形
態
は
地
域
に
よ
っ
て
顕
著
け
ん
ち
ょ

に

違
い
が
見
ら
れ
ま
す
。

出
雲
で
は
東
部
と
西
部
、
そ
れ
に
山
間
部
（
雲う
ん

南な
ん

地
方
）
で
大
き
く
そ
の
様
相
が
異
な
り
ま
す
。
こ

の
う
ち
東
部
を
中
心
に
盛
ん
に
造
ら
れ
た
石
棺
式

石
室
は
、
古
天
神

ふ
る
て
ん
じ
ん

古
墳
（
松
江
市
）
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
横
口
式
家
形
石
棺
を
大
型
化
・
石
室
化

し
、
墳
丘

ふ
ん
き
ゅ
う
に
直
接
埋
め
る
と
い
う
構
造
を
持
っ
て

お
り
、
全
国
的
に
も
珍
し
い
タ
イ
プ
の
横
穴
式
石

室
で
す
。
ま
た
出
雲
の
西
部
で
は
、
大
念
寺
古
墳

（
出
雲
市
）
や
上
塩
冶
築
山

か
み
え
ん
や
つ
き
や
ま

古
墳（
同
）
な
ど
、
割わ
り

石い
し

ま
た
は
切
石
き
り
い
し

で
造
ら
れ
た
全
国
的
に
見
て
も
巨

大
な
石
室
が
出
現
し
ま
す
。

雲
南
か
ら
石
見
に
か
け
て
は
、
自
然
し
ぜ
ん

石せ
き

・
割
石

で
造
ら
れ
た
、
平
面
形
が
細
長
い
石
室
が
分
布
し

て
い
ま
す
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
雲
南
で
は

穴
観
あ
な
か
ん
２
号
墳
（
仁
多
に

た

郡
仁
多
町
）、
石
見
で
は
片
山
か
た
や
ま

古
墳（
浜
田
市
）、
鵜う

ノ
鼻は
な

古
墳
群
、（
益
田
市
）
割わ
り

田た

古
墳
（
邑
智
お
お
ち

郡
石
見
い
わ
み

町
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま

す
が
、
細
か
く
見
る
と
、
各
地
域
で
そ
れ
ぞ
れ
特
徴

を
持
っ
た
石
室
が
造
ら
れ
て
い
ま
す
。

（
図
４
）

図２島根県各地で最大の古墳
古墳の規模では、出雲と石見で

極端な差は見られない。

西部の家形石棺

舟形石棺

東部の家形石棺

図4  島根県各地の横穴式石室
Ａ.片袖

かたそで

式横穴式石室
細長い玄室の片側に羨道

が取りつく形のものが益田

地域で見られる。

Ｂ.無袖
む そ で

式横穴式石室
石見および出雲山間部で見られる。

Ｃ.石棺式石室
出雲東部を中心に分

布。横口式家形石棺を

祖形
そ け い

に独自に発展を遂

げたもの。

Ｄ.両袖
りょうそで

式横穴式石室
出雲西部に集中して分布。割

石で造るもののほかに、切石

で造るものもある。



＊
も
っ
と
知
り
た
い
人
の
た
め
に

ほ
と
ん
ど
の
本
が
廃
版
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
図
書
館
で
ご
覧
に
な
る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
ほ
か
郷
土
の
歴
史
を
綴
っ
た
市
町
村
史
（
誌
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
古
墳
が
詳
し
く
書
か
れ
て
い
ま
す
。

山
本
　
清
ほ
か
『
山
陰
古
代
史
の
周
辺
』
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・
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・
下
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陰
中
央
新
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社
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九
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八
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八
雲
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出
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の
世
界
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え
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日
本
教
育
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書
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八
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己
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日
本
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跡
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史
叢
書
８
　
六
興
出
版
　
一
九
八
九

都
出
比
呂
志
編
『
古
墳
時
代
の
王
と
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編
『
日
本
古
墳
大
辞
典
』
東
京
堂
出
版
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本
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雄
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か
『
古
墳
時
代
の
研
究
』
10
地
域
の
古
墳
　
西
日
本
　
雄
山
閣
出
版
　
一
九
九
〇

西
尾
克
己
・
大
国
晴
雄
『
出
雲
平
野
の
古
墳
』
出
雲
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民
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庫
９
　
出
雲
市
教
育
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一
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九
一
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史
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版
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一
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ほ
か
『
図
説
日
本
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歴
史
』
古
代
３
　
同
朋
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出
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一
九
九
一

西
尾
克
己
『
宍
道
町
の
古
墳
時
代
』
宍
道
町
ふ
る
さ
と
文
庫
６
　
宍
道
町
教
育
委
員
会
　
一
九
九
二

西
尾
克
己
ほ
か
『
宍
道
町
の
横
穴
墓
、
横
穴
式
石
室
集
成
』
宍
道
町
歴
史
資
料
集
（
古
墳
時
代
編
）

宍
道
町
教
育
委
員
会
　
一
九
九
三

宍
道
町
教
育
委
員
会
・
出
雲
考
古
学
研
究
会
『
石
と
人
』
宍
道
町
ふ
る
さ
と
文
庫
８
　
宍
道
町
教
育
委
員
会
　
一
九
九
五

山
本
　
清
『
古
代
出
雲
の
考
古
学
―
遺
跡
と
歩
ん
だ
七
十
年
―
』
ハ
ー
ベ
ス
ト
出
版
　
一
九
九
五

山
本
　
清
編
『
出
雲
国
風
土
記
の
巻
』
風
土
記
の
考
古
学
３
　
同
成
社
　
一
九
九
五

渡
辺
貞
幸
『
出
雲
世
界
と
古
代
の
山
陰
』
古
代
王
権
と
交
流
７
　
名
著
出
版
　
一
九
九
五

山
本
　
清
監
修
『
島
根
県
の
地
名
』
日
本
歴
史
地
名
体
系
33
平
凡
社
　
一
九
九
五

47 46

横
穴
式
石
室
に
見
る
出
雲
と
九
州

出
雲
東
部
に
横
穴
式
石
室
が
伝
え
ら
れ
た
の

は
全
国
的
に
は
や
や
遅
く
、
六
世
紀
の
中
ご
ろ

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
ろ
の
も
の
は
松ま
つ

江え

市
周
辺
に
多
く
、
近
畿
や
九
州
北
部
・
九
州

中
部
と
、
各
地
の
影
響
を
受
け
た
さ
ま
ざ
ま
な

形
の
石
室
が
見
ら
れ
ま
す
。
や
が
て
六
世
紀
後

半
に
な
る
と
、
松
江
市
の
ほ
か
八
束
や
つ
か

郡
や
安
来
や
す
ぎ

市
な
ど
で
、
横
穴
式
石
室
の
一
種
で
あ
る
石
棺

式
石
室
が
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
石

横
穴
墓

よ
こ
あ
な
ぼ

の
多
い
出
雲

い

ず

も

横
穴
墓
は
横
穴
式
石
室

よ
こ
あ
な
し
き
せ
き
し
つ

と
同
様
、
古
墳
こ
ふ
ん

時
代

後
期
の
代
表
的
な
埋
葬
ま
い
そ
う

施
設
の
一
つ
で
す
。
そ

の
分
布
は
全
国
的
に
見
る
と
、
関
東
、
大
阪
周

辺
、
福
岡
・
大
分
北
部
、
熊
本
、
そ
し
て
山
陰

な
ど
に
偏
か
た
よ
っ
て
い
る
の
が
特
徴
で
す
。

島
根
県
で
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
六
〇
〇
カ
所

近
く
の
横
穴
墓
群
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の

う
ち
四
六
〇
カ
所
、
全
体
の
七
八
パ
ー
セ
ン
ト

は
出
雲
に
集
中
し
て
い
ま
す
。
石
見
い
わ
み

で
は
八
一

カ
所
（
一
四
パ
ー
セ
ン
ト
）
が
わ
か
っ
て
い
ま
す

が
、
こ
れ
ら
は
大
田
お
お
だ

市
や
益
田
ま
す
だ

市
付
近
に
ま
と

ま
っ
て
分
布
し
て
い
ま
す
。
ま
た
隠
岐
で
は
四
五

カ
所
（
八
パ
ー
セ
ン
ト
）
あ
ま
り
見
ら
れ
ま
す

が
、
島
の
面
積
を
考
え
る
と
、
比
較
的
分
布
密

度
が
高
い
と
言
え
ま
す
。（
図
５
お
よ
び
七
巻
を
参
照
）

室
は
、
肥
後
ひ

ご
（
現
在
の
熊
本
県
）
に
見
ら
れ
る
横よ
こ

口
式
家
形
石
棺

ぐ
ち
し
き
い
え
が
た
せ
っ
か
ん

を
モ
デ
ル
と
し
て
お
り
、
出
雲

東
部
で
独
特
な
形
に
整
え
ら
れ
た
も
の
で
す
。

横
穴
式
石
室
の
築
造
ち
く
ぞ
う

は
複
雑
な
土
木
工
事
で

あ
り
、
形
態
け
い
た
い

の
類
似
は
、
石
室
造
り
の
技
術
者
の

交
流
を
推
測
さ
せ
ま
す
が
、
な
ぜ
出
雲
と
九
州
に

結
び
つ
き
が
生
ま
れ
た
の
か
、
当
時
地
方
支
配
の

強
化
に
乗
り
出
し
て
い
た
大
和
や
ま
と

の
動
き
と
合
わ
せ

て
、
た
い
へ
ん
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

（
図
６
）

図5  島根県各地の横穴墓�
地域によって形に特徴があることがわかる。�

A.天井の形がカマボコ形･平形�
石見西部を中心に分布する。�

C.天井の形が家形�
棟が入口に対し直交する平入り。�
出雲東部を中心に分布する。�

D.天井の形がテント形�
出雲山間部から東部に多く分布する。�

B.天井の形が家形�
棟が入口に対して平行になる妻入り。�
出雲西部を中心に分布する。�

出雲�

肥後�

出雲�

肥後�

 図6  出雲の石棺式石室と肥後の横口式家形石棺�
出雲で６世紀後半に造られた石棺式石室は、九州の肥後で�
５世紀末～６世紀前半に造られた横口式家形石棺とよく似�
た構造をしており、これをモデルとした可能性が考えられる。�

出雲の石棺式石室�

肥後の横口式家形石棺�
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