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「
狭
い
日
本
そ
ん
な
に
急
い
で
ど
こ
へ

行
く
」
こ
ん
な
安
全
運
転
の
啓
発
看
板
を

か
つ
て
は
至
る
と
こ
ろ
で
見
か
け
ま
し

た
。
し
か
し
、
領
土
面
積
約
37
万
8
千
平

方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
は
、
2
0
0
近
く
も
あ

る
世
界
の
国（
自
治
政
府
や
属
領
を
含
む
）

の
中
で
61
番
目
の
広
さ
で
あ
り
、
決
し
て

「
狭
い
日
本
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

海
の
面
積
と
な
る
と
ど
う
で
し
ょ
う

か
。
領
海
と
Ｅ
Ｅ
Ｚ
（
排
他
的
経
済
水
域
）

を
合
わ
せ
た
面
積
は
、
4
4
7
万
平
方
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
と
な
り
、
な
ん
と
世
界
第
6

位
に
躍
り
出
ま
す
。
ま
た
、
日
本
近
海
は

海
底
が
深
い
部
分
が
多
く
、
領
海
と
Ｅ
Ｅ

Ｚ
の
水
の
体
積
は
、
1
億
5
千
8
百
立
方

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
あ
り
、
実
に
世
界
第
４

位
と
な
り
ま
す
。
我
が
国
は
世
界
有
数
の

海
洋
国
家
な
の
で
す
。

　

海
に
囲
ま
れ
た
我
が
国
な
ら
で
は
の
童

謡
が
「
わ
れ
は
海
の
子
」
で
す
。「
我
は
海

の
子
白し
ら
な
み浪

の
さ
わ
ぐ
い
そ
べ
の
松
原
に
」

と
始
ま
る
の
ど
か
な
１
番
か
ら
3
番
の
歌

詞
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
も
と
も

と
は
7
番
ま
で
あ
る
長
い
歌
で
し
た
。
6

番
は
「
浪
に
た
だ
よ
ふ
氷
山
も
来き
た

ら
ば
来

れ
恐
れ
ん
や
、
海
ま
き
上
ぐ
る
た
つ
ま
き

も
起お
こ

ら
ば
起
れ
驚
か
じ
」、
7
番
は
「
い
で

大
船
を
乗
出
し
て
我
は
拾
は
ん
海
の
富
、

い
で
軍
艦
に
乗
組
み
て
我
は
護ま
も

ら
ん
海
の

国
」
と
、
漁
業
だ
け
で
な
く
、
お
そ
ら
く

貿
易
、
海
運
、
さ
ら
に
は
海
軍
に
つ
い
て

も
よ
み
込
ん
だ
勇
壮
な
歌
詞
と
な
っ
て
い

ま
す
が
、
現
在
は
こ
こ
ま
で
歌
わ
れ
る
こ

と
は
あ
ま
り
な
い
よ
う
で
す
。

　
「
海
の
恩
恵
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、

海
洋
国
家
日
本
の
繁
栄
を
願
う
」
日
と
さ

れ
る
「
海
の
日
」
が
休
日
と
な
っ
た
の
は

平
成
7（
1
9
9
5
）年
の
こ
と
で
し
た
。

明
治
9（
1
8
7
6
）年
に
東
北
地
方
を
巡

行
さ
れ
た
明
治
天
皇
が
青
森
か
ら
函
館
経

由
で
横
浜
ま
で
船
に
乗
り
帰
着
さ
れ
た
日

に
ち
な
み
、
当
初
は
７
月
20
日
に
固
定
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
後
、
ハ
ッ
ピ
ー

マ
ン
デ
ー
と
す
る
た
め
の
法
律
改
正
に
よ

り
7
月
の
第
3
月
曜
日
と
な
り
ま
し
た
。

今
年
に
限
っ
て
7
月
23
日
木
曜
日
に
移
動

さ
れ
た
の
は
、
残
念
な
が
ら
延
期
と
な
っ

た
56
年
ぶ
り
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開

会
式
が
そ
の
翌
日
に
予
定
さ
れ
て
い
た
か

ら
で
し
た
。

※�

任
期
の
区
切
り
に
あ
た
り
、
次
回
の
本
欄

は
休
載
と
し
ま
す
。
平
素
の
ご
愛
読
に
改

め
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

益田市の文化財の紹介

　　　　第10回　大
おおもと

元古
こ ふ ん

墳（遠田町） 【問い合わせ先】��市文化財課　☎ 31-0623

名　称 大元古墳
読　み おおもとこふん
指　定 国指定文化財
種　別 史跡
員　数 1所
所在地 益田市遠田町

年　代 古墳時代前期末
（西暦 400 年頃）

指　定
年月日 令和 2 年 3 月 10 日

　

国
指
定
史
跡
の
大お
お
も
と
こ
ふ
ん

元
古
墳
は
、
遠
田
町

の
大
元
集
会
所
正
面
の
標
高
約
60
ｍ
の

山
頂
部
に
位
置
し
て
い
ま
す
。
鍵
穴
形
を

し
た
前
方
後
円
墳
（
1
号
墳
）
と
円
墳

（
2
号
墳
）
の
2
基
が
確
認
さ
れ
て
い
ま

す
。
大
元
1
号
墳
は
長
さ
85
ｍ
を
誇
り
、

石
見
地
方
で
も
最
大
級
で
す
。

　

市
で
は
、
平
成
27
～
29
年
度
に
か
け
て

墳
丘
の
大
き
さ
な
ど
を
正
確
に
把
握
す

る
た
め
の
発
掘
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
そ

の
結
果
、
1
号
墳
は
、
後
円
部
が
歪い
び
つ

な

円
形
で
あ
る
こ
と
、
上
段
の
斜
面
を
石
で

覆
っ
て
い
る
こ
と
、
大
部
分
が
も
と
も

と
の
山
か
ら
削
り
出
し
て
古
墳
の
形
を

造
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
分
か
り
ま
し

た
。
特
に
注
目
さ
れ
た
の
が
、
1
号
墳
の

後
円
部
墳
頂
の
端
か
ら
埴は
に
わ輪

の
列
を
検

出
し
た
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
石
見
地
方
初

の
発
見
で
し
た
。

　

出
土
し
た
埴
輪
の
ほ
と
ん
ど
が
、
円え
ん
と
う筒

埴
輪
と
呼
ば
れ
る
土
管
の
よ
う
な
形
を

し
た
も
の
で
し
た
。
長
い
年
月
、
風
雨
に

さ
ら
さ
れ
た
た
め
か
、
ど
れ
も
割
れ
て
い

ま
す
が
、
そ
れ
で
も
埴
輪
か
ら
得
ら
れ
る

情
報
は
大
変
貴
重
で
す
。
そ
の
特
徴
か
ら

大
元
1
号
墳
の
築
造
が
古
墳
時
代
前
期

末
頃
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

以
上
の
成
果
に
よ
っ
て
、
大
元
1
号
墳

に
眠
る
人
物
は
、
そ
の
古
墳
の
形
・
大
き

さ
か
ら
、
益
田
地
域
の
首
長
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
そ
し
て
、「
埴
輪
」
と
い
う
そ
れ
ま

で
の
益
田
地
域
に
は
無
か
っ
た
新
し
い

文
物
を
取
り
入
れ
た
背
景
に
は
、
こ
の
首

長
が
他
地
域
と
の
繫
が
り
を
広
く
持
っ

て
い
た
人
物
だ
っ
た
か
ら
と
想
像
で
き

ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
益
田
地
域
の
歴
史
は
も

ち
ろ
ん
、
古
墳
の
発
信
源
で
あ
る
ヤ
マ
ト

政
権
の
影
響
範
囲
を
知
る
う
え
で
重
要

な
古
墳
と
認
め
ら
れ
、
令
和
2
年
3
月
に

国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
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