
１
本冊子は、文化庁からの補助金を受け、日本全国の代表的な弥生遺跡を紹介するために制作しました。

カ
イ
ト
と
リ
ュ
ウ
さ
ん
は
、
大
阪
府
立
弥
生
文
化
博
物
館
の
展
示
品
か
ら
飛
び
出
し
た
、
博
物
館
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
館
キ
ャ
ラ
」
で
す
。

本
冊
子
で
は
「
弥
生
遺
跡
」
や
各
地
の
「
博
物
館
」
を
訪
ね
て
日
本
中
を
か
け
め
ぐ
り
ま
す
。
二
匹
？
の
活
躍
に
ご
期
待
く
だ
さ
い
！

その８　古代出雲 青銅器スペシャル！



加
茂
岩
倉
遺
跡
・
荒
神
谷
遺
跡
・
西
谷
墳
墓
群  

２
日本列島は、いまでこそ「日本」というひとつの国にまとまっていますが、弥生時代にはたくさんのクニがそれぞれの地域
で独特な文化を築いていました。



加
茂
岩
倉
遺
跡
・
荒
神
谷
遺
跡
・
西
谷
墳
墓
群  

３
本冊子で紹介する遺跡を訪れれば、出土した遺構や遺物はもちろん、遺跡の周りの自然や地形環境、気候のほか、遺跡の
立地など、自分たちの地域とは異なる部分に気が付くはず。



加
茂
岩
倉
遺
跡
・
荒
神
谷
遺
跡
・
西
谷
墳
墓
群  

４
島国ならではの多様な風土が生み出した、特色豊かな弥生文化。それはいまの日本文化の源流となるものです。
ときには悠久の時を超え、遥か先人たちの叡智に想いを馳せてみませんか。



全
国
最
多
の
銅
鐸
出
土
地
　
加
茂
岩
倉
遺
跡

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
大
小
そ
れ
ぞ
れ
の
大
き
さ

が
ほ
ぼ
揃そ

ろ

っ
て
い
ま
す
ね
。
こ
う
し
て
み
る
と
、

大
き
い
銅
鐸
の
内
側
に
小
さ
な
銅
鐸
を
差
し
込

ん
で
「
入
れ
子
」
に
し
て
「
埋
め
る
」
た
め
に
、

そ
れ
ぞ
れ
大
き
さ
の
揃
っ
た
銅
鐸
を
集
め
た
よ

う
に
感
じ
ま
せ
ん
か
。

特と
く
ち
ょ
う
て
き

徴
的
な
絵か
い
が画
銅
鐸
と
同ど
う
は
ん笵
銅
鐸

　

加
茂
岩
倉
銅
鐸
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
特
色

の
あ
る
絵
画
が
描
か
れ
た
銅
鐸
の
存
在
で
す
。

加
茂
岩
倉
銅
鐸
に
は
計
七
個
の
絵
画
銅
鐸
が
あ

り
ま
す
が
、
中
で
も
一
八
号
銅
鐸
と
三
五
号
銅

鐸
の
ト
ン
ボ
の
絵
は
、
ま
る
で
見
た
ま
ま
を
そ

の
ま
ま
描
い
た
よ
う
で
、
今
に
も
銅
鐸
か
ら
飛

び
出
し
て
行
き
そ
う
で
す
。
ま
た
、
鈕ち

ゅ
うと

呼
ば

加か
も
い
わ
く
ら
い
せ
き

茂
岩
倉
遺
跡
の
発
見
と
埋ま
い
の
う
こ
う

納
坑

　

一
九
九
六
（
平
成
八
）
年
一
〇
月
一
四
日
、

農
道
を
造
る
工
事
中
に
数
多
く
の
銅ど

う
た
く鐸

が
見
つ

か
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
加
茂
岩
倉
遺
跡
発
見
の

き
っ
か
け
で
す
。
そ
の
後
の
発は

っ
く
つ
ち
ょ
う
さ

掘
調
査
で
銅
鐸

の
総そ

う
す
う数

は
三
九
個
と
な
り
、
ひ
と
つ
の
遺
跡
か

ら
出し

ゅ
つ
ど土

し
た
数
と
し
て
は
全
国
最
多
と
な
り
ま

し
た
。

   

銅
鐸
を

埋
め
る
た

め
に
掘
ら

れ
た
穴
の

こ
と
を
埋

納
坑
と
い

い
ま
す
。  

埋
納
坑
の

中
の
銅
鐸

は
、
互
い

５

に
裾す

そ

の
部
分
を
向
か
い
合
わ
せ
に
し
て
、
鰭ひ

れ

の

部
分
を
立
て
る
よ
う
に
し
て
埋
め
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
調
査
に
よ
っ
て
、
加
茂
岩
倉
遺
跡
の
埋

納
坑
は
一
メ
ー
ト
ル
×
二
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
長

方
形
だ
っ
た
と
推す

い
て
い定

さ
れ
て
い
ま
す
。
だ
い
た

い
畳た

た
み一

枚
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
で
す
ね
。

　

埋
納
坑
の
中
に
残
っ
て
い
た
土
を
観
察
す
る

と
、
粘ね

ん
ど
し
つ

土
質
の
土
と
砂
の
混
じ
っ
た
土
が
交
互

に
重
な
っ
て
堆た

い
せ
き積

し
て
い
ま
し
た
。
自
然
に
流

れ
込
ん
だ
も
の
で
も
な
く
、
あ
と
か
ら
掘
り
返

し
た
よ
う
な
様
子
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、

銅
鐸
を
納
め
た
あ
と
、
意い

し
き
て
き

識
的
に
埋
め
た
も
の

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

銅
鐸
の
埋
納
坑
の
す
ぐ
近
く
に
は
、
実
は
も

う
ひ
と
つ
同
じ
よ
う
な
穴
が
見
つ
か
っ
て
い
ま

す
。
注
目
し
た
い
の
は
、こ
の
穴
の
中
に
埋
ま
っ

た
土
が
、
銅
鐸
を
埋ま

い
の
う納

し
た
穴
と
同
じ
よ
う
に

粘ね
ん
し
つ質

の
土
と
砂
混
じ
り
の
土
で
交
互
に
重
な
り

合
っ
て
い
た
こ
と
で
す
。
こ
ち
ら
の
穴
の
中
に

は
銅
鐸
は
も
ち
ろ
ん
、
何
も
入
っ
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
こ
の
二
つ
の
穴
に
ど
ん
な
関
係
が

あ
っ
た
の
か
、
と
っ
て
も
気
に
な
り
ま
す
。

大
小
の
銅
鐸
と
「
入
れ
子
」

　

遺
跡
が
発
見
さ
れ
た
時
に
は
、
ほ
と
ん
ど
の

銅
鐸
が
重じ

ゅ
う
き機

に
よ
っ
て
掘
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま

し
た
が
、
辛か

ろ

う

じ
て
二
組
の
銅

鐸
が
埋
め
ら
れ

た
ま
ま
の
状
態

で
見
つ
か
っ
て

い
ま
す
。
こ
こ

で
「
二
組
」
と

言
っ
た
の
は
、

こ
の
銅
鐸
の
中

に
小
さ
な
銅
鐸
を
納
め
た
「
入
れ
子
」
の
状
態

で
埋
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。

　

入
れ
子
に
し
て
銅
鐸
を
埋
め
る
例
と
し
て

は
、
滋し

が
け
ん

賀
県
野や

す

し
洲
市
大お

お
い
わ
や
ま

岩
山
銅
鐸
や
京
都
市

梅う
め
が
は
た

ヶ
畑
銅
鐸
な
ど
、
昔
か
ら
い
く
つ
か
知
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
発は

っ
く
つ
ち
ょ
う
さ

掘
調
査

で
明
ら
か
に
な
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
後
に
発

見
者
か
ら
の
聞
き
取
り
に
よ
っ
て
今
に
伝
え
ら

れ
て
い
る
も
の
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
加
茂

岩
倉
遺
跡
の
銅
鐸
は
入
れ
子
の
状
態
で
銅
鐸
を

埋
め
て
い
た
こ
と
を
発
掘
調
査
で
確
認
し
た
初

め
て
の
例
と
な
り
ま
し
た
。

　

加
茂
岩
倉
遺
跡
で
見
つ
か
っ
た
銅
鐸
は
、
約

四
五
セ
ン
チ
ほ
ど
の
大
き
さ
の
も
の
が
二
〇

個
、
約
三
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
の
小
さ
な
も
の
が

一
九
個
の
合
計
三
九
個
で
す
。
一
般
的
に
小
さ

な
も
の
が
古
く
、
大
き
な
も
の
は
新
し
い
と
言

入れ子の銅鐸

加茂岩倉遺跡で見つかった銅鐸

銅鐸埋納状況

こ
こ
か
ら
は
私

ヤ
マ
サ
キ
が

ご
案
内
し
ま
す



全
国
最
多
の
銅
鐸
出
土
地
　
加
茂
岩
倉
遺
跡

６

れ
る
釣
り
手
の
部
分
に
カ
メ
（
ウ
ミ
ガ
メ
）
を

描
い
た
一
〇
号
銅
鐸
、
同
じ
く
鈕
に
シ
ャ
ー
マ

ン
の
顔
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
る
人
面
を
描
い

た
二
九
号
銅
鐸
な
ど
、
ほ
か
に
も
特
徴
的
な
絵

画
を
も
つ
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
ら
か
ら
工こ

う
じ
ん人

の

細
か
な
観
察
力
と
表
現
力
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

  

加
茂
岩
倉
銅
鐸
で
、さ
ら
に
特
徴
的
な
の
は
、

同
じ
鋳い

が
た型

で
造
ら
れ
た
「
同
笵
銅
鐸
」
が
と
て

も
多
い
こ
と
で
す
。
銅
鐸
は
、
文も

ん
よ
う様

を
彫ほ

り
込

ん
だ
二
つ
の
外
型
に
内
型
を
差
し
込
み
、
両
方

の
鋳
型
の

間
に
で
き

た
隙
間
に

溶
か
し
た

青せ
い
ど
う銅

を
流

し
込
ん
で

造
り
ま
す
。

　

こ
の
鋳

型
は
何
度

か
繰
り
返
し
使
わ
れ
、
ほ
ぼ
同
じ
大
き
さ
、
同

じ
文
様
の
銅
鐸
が
い
く
つ
か
造
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
同
じ
鋳
型
で
造
ら
れ
た
銅
鐸
を

「
同
笵
銅
鐸
」
と
言
い
ま
す
。
近
年
、
南
あ
わ

じ
市
で
出
土
し
た
松ま

つ
ほ帆

銅
鐸
の
中
に
も
、
加
茂

岩
倉
銅
鐸
と
同
じ
鋳
型
で
造
ら
れ
た
銅
鐸
が
あ

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

加
茂
岩
倉
銅
鐸
に
は
現
在
ま
で
に
一
六
組
二
七

個
に
及
ぶ
同
笵
関
係
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
か
ら
も
新
た
な
発
見
に
よ
っ
て
加

茂
岩
倉
銅
鐸
と
同
じ
鋳
型
で
造
ら
れ
た
銅
鐸
が

見
つ
か
る
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
ま
す
。
加

茂
岩
倉
銅
鐸
を
巡
る
謎
解
き
の
旅
は
、
ま
だ
ま

だ
終
わ
り
そ
う
に
あ
り
ま
せ
ん
。

加
茂
岩
倉
遺
跡
と
荒
神
谷
遺
跡
の
つ
な
が
り

  

さ
て
、
加
茂
岩
倉
遺
跡
か
ら
直
線
距
離
に
し

て
約
三・
四
キ
ロ
の
と
こ
ろ
に
、
大
量
の
青
銅

器
が
出
土
し
た
荒こ

う
じ
ん
だ
に

神
谷
遺
跡
が
あ
り
ま
す
。
加

茂
岩
倉
遺
跡
と
荒
神
谷
遺
跡
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ま
で
も
様
々
な
視
点
か
ら
多
く
の
議
論
が
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
例
え
ば
、
加
茂
岩
倉
銅
鐸
で

は
、
鈕
の
部
分
に
「
×
」
を
刻
ん
だ
も
の
が

一
四
個
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
同
じ
様
に
荒

神
谷
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
三
五
八
本
の
銅
剣
の

う
ち
三
四
四
本
に
「
×
」
の
刻
線
が
あ
り
、
ほ

か
に
例
の
な
い
こ
の
よ
う
な
事
実
に
つ
い
て

も
、
二
つ
の
遺
跡
の
特
別
な
関
係
性
が
問
わ
れ

ま
し
た
。
そ
し
て
、
最
近
、
先
に
紹し

ょ
う
か
い介し

た
南

あ
わ
じ
市
の
松
帆
銅
鐸
と
荒
神
谷
遺
跡
の
銅
鐸

に
も
同
じ
鋳
型
で
造
ら
れ
た
も
の
が
あ
る
と
い

う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

松
帆
銅
鐸
に
は
、
加
茂
岩
倉
遺
跡
と
荒
神
谷

遺
跡
の
両
方
と
関
わ
る
銅
鐸
が
あ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
松
帆
銅
鐸
を
介
し
て
さ
ら
に
繋
が
っ

２９号銅鐸 シャーマン？

18 号銅鐸 トンボ

住所：〒 699-1115
　　　島根県雲南市加茂町岩倉８３７－ 2 ４
電話：０８５４－４９－７８８５
開館時間：9 時～ 17 時
入館料：無料
休館日：火曜日（祝祭日の場合は開館）
　　　　年末年始
ＨＰ：http://user.kkm.ne.jp/dotaku39/
　　　home.htm

交通アクセス：
　　　　（鉄道）ＪＲ加茂中駅から約４ｋｍ
　　　　（自動車）HP をご覧ください

加茂岩倉遺跡ガイダンス
た
加
茂
岩
倉
遺
跡
と
荒
神
谷
遺
跡
。
こ
の
二
つ

の
遺
跡
の
深
い
結
び
つ
き
は
、
ま
す
ま
す
深
く

な
る
ば
か
り
で
す
。

ホームページ

拡大図

「×」の線刻



荒
神
谷
遺
跡
・
西
谷
墳
墓
群

弥
生
の
出
雲
王
に
出
会
え
る

古
代
出
雲
人
の
聖
地

７

こ
れ
か
ら

は
私
達
が

荒こ
う
じ
ん
だ
に
い
せ
き

神
谷
遺
跡
や

西に
し
だ
に
ふ
ん
ぼ
ぐ
ん

谷
墳
墓
群
に

つ
い
て
説
明
し

ま
す
。

荒
神
谷
遺
跡
は

出い
ず
も
し

雲
市
斐ひ

か
わ
ち
ょ
う

川
町

に
あ
っ
て
、
宍し

ん
じ
こ

道
湖
の
南
西
に
あ
た
る
谷
の
奥

に
あ
る
よ
。

お
ど
ろ
く
べ
き
数
の
銅ど
う
け
ん剣
を
発
見

こ
う
じ
ん
く
ん
：
一
九
八
三
（
昭
和
五
八
）
年
、

広こ
う
い
き
の
う
ど
う

域
農
道
を
作
る
予
定
地
の
調
査
で
土
器
が
発

見
さ
れ
、
つ
ぎ
の
年
一
九
八
四(

昭
和
五
九)

年
、
銅
剣
の
一
部
が
姿
を
現
し
た
ん
だ
よ
。
そ

の
あ
と
一
か
月
半
か
け
て
、
必
要
な
調
査
や
銅

剣
の
取
り

上
げ
作
業

が
終
わ
っ

て
、
最
終
的

に
確
認
さ

れ
た
銅
剣

は
三
五
八

本
!!
そ
の

頃
、
全
国

で
発
見
さ

れ
て
い
た

銅
剣
の
総
数
約
三
〇
〇
本
を
、
こ
こ
だ
け
で
こ

え
た
の
だ
か
ら
、
も
の
す
ご
い
数
だ
ね
。

れ
ん
ち
ゃ
ん
：
銅
剣
一
本
で
も
発
見
さ
れ
れ
ば

そ
れ
だ
け
で
そ
の
遺
跡
に
は
強
い
勢

せ
い
り
ょ
く力
が
あ
っ

た
と
さ
れ
る
の
に
、
三
五
八
本
は
驚

お
ど
ろ
き
の
数
よ

ね
ー
。

こ
：
銅
剣
は
本

数
が
多
い
上

に
、
水
に
ひ
た

し
た
ビ
ス
ケ
ッ

ト
の
よ
う
に
も

ろ
く
な
っ
て
い

て
、
取
り
出
す

時
は
大
変
だ
っ

た
ん
だ
っ
て
。

さ
ら
に
発
見
！ 

銅ど
う
た
く鐸
と
銅ど
う
ほ
こ矛

こ
：
さ
ら
に
つ
ぎ
の
年
、
地
下
探た
ん
さ
き

査
機
を
使
っ

て
周
辺
を
調
べ
た
ら
、
銅
剣
が
発
見
さ
れ
た

場
所
の
真
横
、

七
メ
ー
ト
ル

の
地
点
か
ら
、

銅
鐸
と
銅
矛

が
一
緒
に
発

見
さ
れ
た
ん

だ
！

こ
の
銅
鐸
、

銅
矛
も
水
分

を
含
み
、
な

か
な
か
金
属
探
知
機
に
反
応
が
無
く
、
そ
れ
で

探
す
の
に
苦
労
を
し
た
よ
う
だ
よ
。
そ
れ
で
も

し
っ
か
り
と
崩
れ
る
こ
と
な
く
発は

っ
く
つ掘
で
き
た
の

は
す
ご
い
事
だ
よ
ね
。

れ
：
あ
と
、
銅
鐸
は
近き

ん
き畿
勢
力
の
も
の
、
銅
矛

は
九

き
ゅ
う
し
ゅ
う州
勢
力
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の

で
、
そ
の
二
つ
が
、
同
じ
場
所
か
ら
発
見
さ
れ

る
の
も
と
て
も
め
ず
ら
し
い
こ
と
ね
。

こ
：
そ
の
あ
と
も
、
こ
の
荒
神
谷
遺
跡
の
発
見

に
続
い
て
、
弥や

よ
い生
時
代
の
重
要
な
遺
跡
が
次
々

と
発
見
さ
れ
た
か
ら
、
出
雲
が
日
本
中
の
考
古

学
関
係
者
や
古
代
史
愛
好
家
か
ら
今
ま
で
以
上

に
一
気
に
注
目
を
あ
び
た
よ
。

な
か
で
も
、
西
谷
墳
墓
群
で
は
、
全
国
で
も
最

大
級
の
四よ

す
み
と
っ
し
ゅ
つ
が
た
ふ
ん
き
ゅ
う
ぼ

隅
突
出
型
墳
丘
墓
が
発
見
さ
れ
て
い

た
ん
だ
よ
。

こ
：
西
谷
墳
墓
群
に
つ
い
て
は
、
出
雲
弥
生
の

森
博
物
館
の
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
よ

す
み
ち
ゃ
ん
が
説
明
す
る
よ
。

西
谷
墳
墓
群
の
「
よ
す
み
」よ

す
み
ち
ゃ
ん
：

西
谷
墳
墓
群
は
、

荒
神
谷
遺
跡
か

ら
西
に
直
線
距

離
で
約
六
・
五
キ

ロ
離
れ
た
出
雲

市
大お

お
つ
ち
ょ
う

津
町
の
小
高
い
丘
に
あ
る
ん
だ
。
こ
の
場

所
は
弥
生
時
代
の
終
わ
り
ご
ろ(

約
一
八
〇
〇

年
前)

か
ら
奈
良
時
代
ご
ろ
ま
で
、
た
く
さ
ん

の
お
墓は

か

が
つ
く
ら
れ
た
め
ず
ら
し
い
遺
跡
だ

よ
。
こ
こ
で
は
、
四
隅
突
出
型
墳
丘
墓
（「
よ

す
み
」）
と
い
う
、
変
わ
っ
た
形
の
弥
生
時
代

の
お
墓
が
六
基
発
見
さ
れ
て
い
る
よ
。
長
方
形

の
隅す

み

が
と
び
出
し
て
い
て
、上
か
ら
見
る
と「
こ

た
つ
」
み
た
い
な
形
を
し
て
い
る
ん
だ
。
お
墓

の
ま
わ
り
は
、
た
く
さ
ん
の
石
で
お
お
わ
れ
て

い
て
、
遠
く
か
ら
で
も
目
立
っ
た
ん
だ
。

出雲平野と荒神谷遺跡

銅剣取り出しの様子

青銅器出土状況を復元した荒神谷遺跡

銅剣発見の翌年
周辺を地下探査機で調査

※　
「
銅
剣
取
り
出
し
の
様
子
」
と
「
銅
剣
発
見
の
翌
年 

周
辺
を
地
下
探
査
機
で
調
査
」
の
写
真
提
供
は
島
根
県
教
育
委
員
会
。

こうじんくん れんちゃん

よすみちゃん



荒
神
谷
遺
跡
・
西
谷
墳
墓
群

弥
生
の
出
雲
王
に
出
会
え
る

古
代
出
雲
人
の
聖
地

に
な
る
と
五
〇
〇
〇
株
の
古
代
ハ

ス
、
春
に
は
六
〇
〇
種
類
の
椿

つ
ば
き
な
ど

四し
き
お
り
お
り

季
折
々
の
植
物
観
察
も
楽
し
め
る

の
よ
。

出
雲
弥
生
の
森
博
物
館

よ
：
こ
こ
で
は
、「
よ
す
み
」
か
ら

発
見
さ
れ
た
大
量
の
土
器
や
貴き

ち
ょ
う重
な

ガ
ラ
ス
の
勾
玉
や
腕
輪
を
中
心
に
展

示
し
て
い
る
よ
。
西
谷
三
号
墓
の
お

葬そ
う
し
き式
の
様
子
が
わ
か
る
一
〇
分
の
一

ジ
オ
ラ
マ
は
必
見
！
ま
た
、
博
物
館

隣
の
史
跡
公
園
で
は
「
よ
す
み
」
を

見
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
ん
だ
。

ぜ
ひ
、
出
雲
弥
生
の
森
に
遊
び
に
来

て
「
よ
す
み
」
を
体た

い
か
ん感
し
て
ね
。

発
掘
体
験
や
勾
玉
づ
く
り
も
で
き
る

よ
。

ち
な
み
に
、
わ
た
し
の
頭
は
ガ
ラ
ス
勾
玉
、
体

は
「
よ
す
み
」
が
モ
チ
ー
フ
な
ん
だ
よ
。

古こ
だ
い代
出
雲
へ
の
想お
も

い

こ
：
な
ぜ
三
九
個
も
の
銅
鐸
が
。
な
ぜ
三
五
八

本
も
の
銅
剣
が
。
四
隅
突
出
型
墳
丘
墓
の
出
現

は
何
を
意
味
す
る
の
か
…
大
量
の
青せ

い
ど
う
き

銅
器
の

出し
ゅ
つ
ど土
と
出
雲
の
王お
う
ぼ墓
の
発
見
に
よ
り
、
古
代
出

雲
の
な
ぞ
は
深
ま
っ
て
、
い
っ
そ
う
古
代
史
の

魅み
り
ょ
く力
を
引
き
出
し
て
い
る
ね
。

み
ん
な
も
現げ

ん
ち地
へ
行
っ
て
、
古
代
出
雲
へ
想
い

を
は
せ
て
み
よ
う
よ
。

荒
神
谷
博
物
館

こ
：
荒
神
谷
博
物
館
で
は
今
回
紹し
ょ
う
か
い
介
し
た
遺
跡

発
掘
の
様よ

う
す子
を
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映え
い
ぞ
う像
で
な

が
し
て
い
る
し
、
シ
ョ
ッ
プ
に
は
古
代
史
に

関
係
す
る
本

や
オ
リ
ジ
ナ

ル
グ
ッ
ズ
が

豊ほ
う
ふ富
に
あ
る

よ
。

れ
：
遺
跡
の

周
り
は
史
跡

公
園
に
な
っ

て
い
て
、
夏

８

西
谷
墳
墓
群
は
、
一
九
五
三(

昭
和
二
八)

年

に
地
元
の
中
学
生
が
土
器
を
拾
っ
た
こ
と
を

き
っ
か
け
に
見
つ
か
っ
た
ん
だ
よ
。

「
よ
す
み
」
は
、全
国
で
約
一
〇
〇
基
見
つ
か
っ

て
い
る
ん
だ
け
ど
、
こ
こ
に
は
大
き
な
「
よ
す

み
」
が
集
ま
っ
て
い
る
ん
だ
。

初
代
出
雲
王
の
お
墓
「
西
谷
三
号
墓
」

よ
：
巨
大
な
「
よ
す
み
」
の
ひ
と
つ
、
西
谷
三

号
墓
は
初
代
の
「
出
雲
王
」
の
お
墓
と
考
え
ら

れ
て
い
る
よ
。
そ
の
大
き
さ
は
、
全
長
約
六
〇

メ
ー
ト
ル
、
高
さ
が
約
四
メ
ー
ト
ル
あ
る
ん

だ
。
こ
こ
か
ら
は
、ガ
ラ
ス
の
勾ま

が
た
ま玉
や
鉄
の
剣
、

三
百
個
を
超
え
る
土
器
が
見
つ
か
っ
て
い
て
、

そ
の
中
に
は
、遠と

お

く
は
な
れ
た
吉き

び備
（
岡
山
県
）

や
北ほ

く
り
く陸
（
福
井
県
・
石
川
県
）
系
の
土
器
も
含

ま
れ
て
い
た
ん
だ
。「
出
雲
」
は
こ
れ
ら
の
地

域
と
交
流
が
あ
っ
た
ん
だ
ね
。

古代ハスと荒神谷博物館

西谷３号墓から見つかった
大量の土器とガラス勾玉

（島根大学考古学研究室蔵）

出雲弥生の森博物館と史跡公園の
「よすみ」

住所：〒 699-0503
　　　島根県出雲市斐川町神庭　
　　　873-8
電話：0853-72-9044
開館時間：９時～ 17 時
　　　　（入館は 16 時 30 分まで）
入館料：無料（展示室は有料）
休館日：火曜日
　　　　（祝日の場合は翌平日）　
　　　　年末年始
ＨＰ：http://www.kojindani.jp
交通アクセス：

（鉄道）ＪＲ荘原駅から自動車で
　　　　約 5 分

（自動車）山陰自動車道斐川 IC
　　　　から約 3 分

住所：〒 693-0011
　　　島根県出雲市大津町 2760
電話：0853-25-1841
開館時間：９時～ 17 時
　　　　（入館は 16 時 30 分まで）
入館料：無料
休館日：火曜日
　　　　（祝日の場合は翌平日）　　
　　　年末年始
HP：http://www.city.izumo.　　　
　  shimane.jp/yayoinomori
交通アクセス：

（鉄道）    ＪＲ出雲市駅から自動車で
　　　     約 10 分

（自動車）山陰自動車道斐川 IC
　　　　  から約 10 分
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