
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�
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