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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～�
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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
。
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