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「
今
は
国
は
引
き
訖
へ
つ
」
と
詔
り
た
ま
ひ
て
、

意
宇
の
杜
に
、
御
杖
衝
き
立
て
て
、

「
意
恵
（
オ
ウ
ェ
）」
と
詔
り
た
ま
ひ
き
、

故
、
意
宇
と
云
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（『
出
雲
国
風
土
記
』
よ
り
）

「
意
宇
」
は
、
古
代
出
雲
国
の
政
治
・
文
化
の
中
心
地
。

そ
こ
に
鎮
座
す
る
六
つ
の
社 

「
爰
に
意
宇
六
社
と
て
有
、
其
一
ツ
也
。

六
社
と
ハ 

当
社
（
揖
夜
神
社
）
及
び
熊
野
大
社
・

大
庭
か
も
し
の
社
・
山
代
い
ざ
な
ぎ
の
社
・

佐
草
の
八
重
垣
・
大
草
の
六
所
神
社 

是
也
。

巡
拝
の
人
、
格
別
の
社
な
れ
バ 

一
々
心
を
と
め
て
拝
礼
す
べ
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
江
戸
時
代
『
出
雲
神
社
巡
拝
記
』
揖
夜
大
明
神
の
条
よ
り
）

全
て
の
神
社
が
、
出
雲
国
造
ゆ
か
り
の
社
。

遥
か
古
の
故
郷
か
ら

神
々
は
、
何
を
語
り
か
け
て
く
る
の
で
し
ょ
う
。

を

も
り

こ
こ

そ
の

こ
れ

お

　ゑ
お

　う

国
引
き
神
話



45

意
宇
六
社

周
辺
マ
ッ
プ

八重垣神社・神魂神社・眞名井神社・六所神社周辺

揖夜神社周辺

宍　　道　　湖

大　橋　川

中　海

松
江
駅

東
松
江
駅

揖
屋
駅

揖
屋
駅

乃
木
駅

玉
造
温
泉
駅

揖夜神社

神魂神社
八重垣神社

眞名井神社眞名井神社
六所神社

熊野大社

● プラバホール

ゆうあい熊野館
●
ゆうあい熊野館
●

桧山トンネル

●
松江総合運動公園

玉造温泉

●
東出雲中央公園

▲
茶臼山

室山
▲

花仙山
▲

雨乞山
▲

松江市八雲支所
八雲公民館
　　●

島根県立美術館 ●

しいの実シアター
●

大石公民館 ●
●

平原会館

松江玉造IC

至出雲

JR山陰本線

山陰自動車道

山陰自動車道

至米子

至大東

矢田

竹矢松江西

松江中央

松江東

津田

松江JCT

東出雲IC

湖東中

揖屋小

東出雲中

松江工高

出雲郷小

八
雲
中

八
雲
小

立正大淞南高

松江生協病院

八雲病院

武内神社

意宇川

意宇川

松江生協
リハビリテーション病院

国立医療機構
松江病院

山代郷正倉跡
眞名井の滝

安部谷古墳

熊野郵便局

平原簡易郵便局

53

249

249

432

432

432

9 9

9

出雲かんべの里
2

八雲立つ
風土記の丘資料館
八雲立つ
風土記の丘資料館

1
黄泉比良坂
9

意宇の杜 6

6

岩坂陵墓
参考地

7

出雲国分寺跡 5

10

ガイダンス
山代の郷3

出雲国府跡出雲国府跡4

剣山8

大庭小

まちの駅 女寅

黄泉比良坂

まちの駅 女寅

黄泉比良坂

まちの駅 女寅

出雲かんべの里出雲かんべの里

揖
屋
駅

まるごう
●

揖屋保育園 ●
揖屋幼稚園 ●

東泉寺

● ホック

東
出
雲
ふ
れ
あ
い
会
館 

●

松
江
市
東
出
雲
支
所 

●

山
陰
合
同
銀
行 

●

郵

東
出
雲
郵
便
局

揖夜神社揖夜神社

揖屋小

東出雲中

9

ま
ち
の
駅 

女
寅
10

黄泉比良坂
9

246

247

247

248

432松江南高

立正大淞南高

大庭小

湖南中

松江商高

県立大短大部

●
松江総合
運動公園

育英幼稚園
●

JA
●

茶臼山
▲

松江生協
リハビリテーション病院

八雲病院市立病院

八重垣神社八重垣神社
六所神社

出雲かんべの里

八雲立つ
風土記の丘資料館

六所神社神魂神社神魂神社

眞名井神社

条里制遺構

眞名井の滝

岩屋後古墳

天平古道

八幡溜池

山代郷正倉跡

意
宇
川

山
陰
自
動
車
道

竹矢

出雲国府跡4

出雲かんべの里2

出雲国分寺跡出雲国分寺跡 5

意宇の杜 6

6八雲立つ
風土記の丘資料館

1

ガイダンス山代の郷ガイダンス山代の郷
3

揖夜神社周辺

八重垣神社・神魂神社・眞名井神社・六所神社周辺

六
社
め
ぐ
り

お
す
す
め
ル
ー
ト

六
社
め
ぐ
り

お
す
す
め
ル
ー
ト

揖
夜
神
社

六
所
神
社

眞
名
井
神
社

八
重
垣
神
社

神
魂
神
社

熊
野
大
社

↓↑ ↓ ↓ ↓ ↓↑ ↑ ↑ ↑

8.8
㎞〈
車
で
約
13
分
〉

2.2
㎞〈
車
で
約
6
分
〉

2.7
㎞〈
車
で
約
8
分
〉

1.1
㎞〈
車
で
約
3
分
〉

5.5
㎞〈
車
で
約
14
分
〉
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熊く
ま

野の

大
社

神か

も

す魂
神
社

鎮
座
地
　
松
江
市
八
雲
町
熊
野
2
4
5
1
番
地

御
祭
神
　
伊い

射ざ

那な

伎ぎ
の

日ひ

真ま

名な

子こ

加か

夫ぶ

呂ろ

伎ぎ

熊く
ま

野ぬ
の

大お
お

神か
み

　櫛く
し

御み

気け
ぬ

野の

命み
こ
と　（
素す
さ
の
お
の
み
こ
と

戔
嗚
尊
の

ご
尊
称
）

鎮
座
地
　
松
江
市
大
庭
町
5
6
3
番
地

御
祭
神
　
伊い

ざ
な
み
の

弉
冊
大お
お

神か
み

〔
合
祀
〕　
伊い
ざ
な
ぎ
の

弉
諾
大お
お

神か
み

◆
御
本
殿
お
よ
び
御
内
殿

大
社
造
。

桁
行
17
尺（
5
・
15
ｍ
）×
梁
間
17
尺（
5
・
15
ｍ
）

◆
御
本
殿
お
よ
び
御
内
殿

【
国
宝
】現
存
最
古
の
大
社
造
。

桁
行
19
尺
（
5
・
76
ｍ
）

　
　
　
　
　
　×
梁
間
17
尺
（
5
・
15
ｍ
）

御
神
紋
（
社
紋
）

亀
甲
に
「
大
」
文
字

御
神
紋
（
社
紋
）

二
重
亀
甲
に
「
有
」文
字

◆
境
内
社
／
御
祭
神
　

稲い
な

田だ

神
社

伊い

邪ざ

那な

美み

神
社

荒
神
社

稲い
な
り荷
神
社

◆
境
内
社
／
御
祭
神
　

御
釜
宮

武
勇
社

蛭
子
社

熊
野
三
社

　
　
　
　
　

伊
勢
社

杵
築
社

貴
布
禰
社

稲
荷
社

外と
や
ま山
社

荒
神
社

◆
本
殿
内
絵
画

　
現
在
の
本
殿
に
絵
画
は
描
か
れ
て

い
ま
せ
ん
が
、出
雲
大
社
も
寛
文
造
営

以
前
の
本
殿
に
は
障
壁
画
が
描
か
れ

て
お
り
、当
社
も
末
社
殿
内
に
彩
雲
が

描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
察
す
れ
ば
、

本
殿
に
も
他
の
５
社
同
様
に
絵
画
が

描
か
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

◆
境
内
の
見
ど
こ
ろ

鑽
火
殿

　
当
社
独
特
の
建
物
で
、屋
根
は
萱

◆
本
殿
内
絵
画

　
内
壁
8
面
と
扉
2
面
、お
よ
び
天

井
と
梁
に
、神
事
相
撲
や
彩
雲
・
雲
龍

な
ど
の
絵
画
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

◆
境
内
の
見
ど
こ
ろ

二に
け
ん
し
ゃ

間
社
流な
が
れ
づ
く
り
造
の
社
殿（
境
内
末
社

「
貴
布
禰・稲
荷
両
神
社
」）　

　
珍
し
い
神
社
建
築
様
式
の
社
殿
で
、国
の
重

要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。御
本
殿
と

葺
き
、壁
は
檜
の
皮
で
覆
わ
れ
、竹
の

縁
が
廻
ら
さ
れ
て
お
り
、内
に
は
、火

を
鑚
り
出
す
（
火
を
起
こ
す
）
神
具

「
燧

ひ
き
り
う
す
臼
」と
「
燧
ひ
き
り
き
ね
杵
」が
納
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

唐
獅
子（
狛
犬
）

　
製
作
年
‥
「
文
政
八
年
酉
九
月
」

　
製
作
者
‥
「
石
工 

万
助
」　

同
じ
室
町
時
代
の
優
れ
た
建
造
物
で
す
。

灯
籠（
石
段
の
参
道
脇
）

　
自
然
石
を
積
み
重
ね
た
燈
籠
。火
袋
の
窓
が

社
紋
と
同
じ
亀
甲
紋
で
す
。小
泉
八
雲
も
興
味

を
抱
き
、次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。「
ど
う

し
て
こ
れ
が
う
ま
く
釣
合
を
保
っ
て
据
っ
て
い

た
も
の
か
、想
像
も
つ
か
な
い
ほ
ど
の
大
き
な

岩
を
、い
く
つ
も
積
ん
で
こ
し
ら
え
て
あ
る
大

石
燈
籠
が
あ
る
。」（『
知
ら
れ
ざ
る
日
本
の
面
影
』）

　

出
雲
国
一
の
宮
、
日ひ
の
も
と
ひ
の
で
ぞ
め
の
や
し
ろ

本
火
之
出
初
之
社

　

イ
ザ
ナ
ミ
の
大
神
を
祀
る
「
大
庭
の
大
宮
」さ
ん

　
『
日
本
書
紀
』
斉
明
天
皇
５
年
（
6
5
9
）
に
「
出
雲
国
造
に
命
じ
て
厳
か

な
神
の
宮
を
建
て
さ
せ
た
」
と
記
さ
れ
、『
出
雲
国
風
土
記
』（
7
3
3
）
に

登
場
す
る
４
大
神
の
う
ち
の
１
柱
「
熊
野
大
神
」
を
お
祀
り
す
る
神
社
で
す
。

　
「
日
本
火
出
初
神
社
」
と
も
称
さ
れ
、
古
く
か
ら
杵
築
大
社
（
出
雲
大
社
）

と
並
ん
で
出
雲
国
の
大
社
と
し
て
崇
敬
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

朝
廷
か
ら
は
、仁
寿
元
年
（
8
5
1
）
に
従
三
位
を
、貞
観
９
年
（
8
6
7
）

に
は
正
二
位
の
神
階
を
授
け
ら
れ
、
明
治
の
制
度
改
正
以
降
は
「
国
幣
中
社
」

そ
し
て
「
国
幣
大
社
」
に
列
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

当
社
は
、出
雲
国
造
の
祖「
天あ
め
の
ほ
ひ
の
み
こ
と

穂
日
命
」が
此
地
に
天
降
ら
れ
て
御
創
建
に

な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

伊
弉
冊
大
神
を
お
祀
り
し
、出
雲
国
造
が
霊
亀
2
年（
7
1
6
）ま
で
当
地

で
自
ら
御
奉
仕
な
さ
い
ま
し
た
。杵
築
へ
移
住
後
も「
国
造
館
」は
明
治
の
頃

ま
で
鳥
居
近
く
の
土
居
に
構
え
ら
れ
て
お
り
、大
庭
へ
お
越
し
の
際
に
お
使

い
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。今
も
、神
火
相
続
式
な
ら
び
に
毎
年
の
新
嘗
祭
に

は
、必
ず
御
参
向
に
な
り
ま
す
。

　

武
家
の
崇
敬
も
厚
く
、近
世
に
お
け
る
社
領
は
、杵
築・日
御
碕
に
次
ぐ
石

高
が
安
堵
さ
れ
、地
元
で
は
、「
大
庭
大
宮
」と
も
云
い
、親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

　奇く
し

稲い
な

田だ

姫ひ
め

脚あ
し

摩な
づ
ち乳

　
手て

摩な

乳づ
ち

伊い

弉ざ
な
み
の
み
こ
と

冉
尊

素す

戔さ
の

嗚お
の

尊み
こ
と

倉う
か
の稲
魂
み
た
ま
の
み
こ
と

命

　経ふ

津つ

主ぬ
し
の
か
み
神
ほ
か
２
神

蛭ひ
る

児こ
の

命み
こ
と

速は
や

玉た
ま

男お
の

命み
こ
と

事こ
さ
か
の
お
の

解
男
命み
こ
と

菊く
く
り
ひ
め
の

理
姫
命み
こ
と

天
あ
ま
て
ら
す照
大お
お
み
か
み
神

月つ
く

夜よ

見み
の

神か
み

神か
む
す
さ
の
お
の
み
こ
と

素
嗚
嗚
尊
　

葦あ
し

原は
ら

醜し
こ

男お
の

命
み
こ
と

闇く
ら

靇お

神か
み

倉う
か
の稲
魂
み
た
ま
の
か
み

神

鸕う

鷀か

草や

葺ふ
き

不あ
え
ず
の
み
こ
と

合
尊
ほ
か
１
神

奥お
き

津つ

彦ひ
こ
の
み
こ
と

命
ほ
か
２
神
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眞ま

名な

井い

神
社

鎮
座
地
　
松
江
市
山
代
町
8
4
番
地

御
祭
神
　
伊い
ざ
な
ぎ
の

弉
諾
尊み
こ
と

　天あ
ま

津つ

彦ひ
こ

根ね
の

命み
こ
と

◆
御
本
殿
お
よ
び
御
内
殿

大
社
造
。

桁
行
16
尺
（
4
・
85
ｍ
）×
梁
間
13
尺
6
寸
（
4
・
12
ｍ
）

御
神
紋
（
社
紋
）

二
重
亀
甲
に
「
有
」

文
字

◆
境
内
社
／
御
祭
神
　

末
那
為
社
　

児
守
社

◆
境
外
摂
社
／
御
祭
神
　

兒こ

守も
り

神
社

　倉う
か
の稲
魂み
た
ま
の
か
み

神

底そ
こ
づ
つ
の
お
の

筒
之
男
命み
こ
と

中な
か

筒つ
つ

之の

男お
の

命み
こ
と

上
う
わ

筒
つ
つ

之の

男
お
の

命み
こ
と

息
お
き

長
な
が
た
ら
し足
媛
ひ
め
の

命み
こ
と

山
や
ま

代
し
ろ

日ひ

子
こ
の

命み
こ
と

上
う
わ

筒
つ
つ

之の

男
お
の

命み
こ
と

息
お
き

長
な
が
た
ら
し足
媛
ひ
め
の

命み
こ
と

底そ
こ
づ
つ
の
お
の

筒
之
男
命み
こ
と

中な
か

筒つ
つ

之の

男お
の

命み
こ
と

◆
本
殿
内
絵
画

　
内
壁
5
面
と
扉
2
面
、
及
び
天

井
と
梁
に
、
7
月
7
日
の
神
事
や

彩
雲
・
雲
龍
な
ど
の
絵
画
が
描
か

れ
て
い
ま
す
。

◆
境
内
の
見
ど
こ
ろ

唐
獅
子（
狛
犬
）

製
作
年

製
作
者

　
　
　
　
　
　
　
　

　
と
刻
ま
れ
て
居
り
、幕
末
に
活
躍

し
た
松
江
城
下
町
の
石
工
「
武
八
」

が
製
作
し
た
も
の
で
す
。

　
高
く
段
積
み
さ
れ
た
台
座
の
上

か
ら
参
拝
者
を
見
下
ろ
し
て
居

り
、
い
か
に
も
威
嚇
し
て
い
る
姿

の
、い
わ
ゆ
る
「
出
雲
構
え
型
」と

呼
ば
れ
る
も
の
で
、
大
庭
地
内
で

は
最
も
大
き
く
て
立
派
な
唐
獅
子

で
す
。

　

神か
ん

名な

樋び

野ぬ

に
鎮
座
す
る
「
イ
ザ
ナ
ギ
さ
ん
」

　

茶
臼
山
（
か
ん
な
び
山
）の
中
腹
に
鎮
座
し
、『
出
雲
国
風
土
記
』や
『
延え
ん

喜ぎ

式し
き

』神
じ
ん
み
ょ
う
ち
ょ
う

名
帳
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
古
社
で
、通
称
「
伊い
ざ
な
ぎ
弉
諾
さ
ん
」、参

道
を
「
伊い
ざ
な
ぎ
ば
ば

弉
諾
馬
場
」と
云
っ
て
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。中
世
の
室
町
時
代

に
は
、伊い
ざ
な
み
の
み
こ
と

弉
冊
尊
を
お
祀
り
す
る
神
魂
神
社
と
併
せ
て
「
両り
ょ
う
か
も
す

神
魂
」と
も
称

さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

社
有
地
内
に
あ
る
「
天
の
眞
名
井
の
滝
」は
、古
く
か
ら
信
仰
の
対
象
と

し
て
崇
め
ら
れ
、そ
の
神
水
は
出
雲
国
造
の
火
継
神
事
と
新
嘗
祭
に
用
い

ら
れ
ま
す
。

八や

重え

垣が
き

神
社

鎮
座
地
　
松
江
市
佐
草
町
2
2
7
番
地

御
祭
神
　
素す
さ
の
お
の

盞
嗚
尊み
こ
と

　稲い
な

田た

姫
ひ
め
の

命
み
こ
と 

〔
合
祀
〕　
大お
お
な
む
ち
の

己
貴
命み
こ
と
（
大お
お

国く
に

主
ぬ
し
の

命み
こ
と

）

〔
相
殿
〕　
青あ
お

幡は
た

佐さ

久く

佐さ

日ひ

古こ
の

命み
こ
と

◆
御
本
殿
お
よ
び
御
内
殿

大
社
造
。

桁
行
14
尺
6
寸
（
4
・
42
ｍ
）×
梁
間
12
尺
6
寸
（
3
・
82
ｍ
）

御
神
紋
（
社
紋
）

二
重
亀
甲
に
剣
花
菱

◆
境
内
社
／
御
祭
神
　

伊
勢
宮

天
鏡
神
社

脚
摩
乳
神
社

　
　
（
合
祀
）

手
摩
乳
神
社

貴
布
禰
神
社

　
　
（
合
祀
）

山
神
神
社

　天あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

照
大
御
神

稲い
な

田た

姫
ひ
め
の
み
こ
と

命

脚あ
し
な
づ
ち
の

摩
乳
命み
こ
と

譽ほ
ん
だ
わ
け
の

田
別
命み
こ
と

手て
な
づ
ち
の

摩
乳
命み
こ
と

高た
か
お
か
み
の
み
こ
と

靇
命

倉う
か
の稲
魂
み
た
ま
の
み
こ
と

命

大お
お

山や
ま

祇づ
み
の
み
こ
と

命

◆
本
殿
内
絵
画

　
旧
内
壁
3
面
の
板
壁
に
描
か
れ

て
い
た
も
の
が
、宝
物
殿
で
保
存
・
展

示
さ
れ
て
い
ま
す
。社
伝
に
よ
れ
ば
、

描
か
れ
て
い
る
の
は
、素
盞
嗚
尊
・
稲

田
姫
命
・
天
照
大
神
・
市
杵
嶋
姫
命
・

脚
摩
乳
命
・
手
摩
乳
命
の
６
神
像
。

◆
境
内
の
見
ど
こ
ろ

宝
物
収
蔵
庫

　
本
殿
内
の
外
陣
を
飾
っ
て
い
た
壁
画

（
国
指
定
重
要
文
化
財
）「
板
絵
著
色
神

像
」（
3
面
）ほ
か
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

狛
犬

　
製
作
年
代
は
不
明
で
す
が
、こ
の
地

方
の
い
わ
ゆ
る
「
出
雲
構
え
型
」と
は

異
な
る
容
姿
の
珍
し
い
狛
犬
で
す
。

　

縁
結
び
の
大
神

　

素す
さ
の
お
の

盞
嗚
尊み
こ
とが
、出
雲
の
斐ひ

の
川か
わ

上か
み
で
稲い
な

田た

姫ひ
め

を
中
に
し
て
老
夫
婦（
脚あ
し

摩な

乳づ
ち・手て

摩な

乳づ
ち
）が
泣
い
て
い
る
様
を
御
覧
に
な
っ
て
、そ
の
理
由
を
お
聞
き
に
な

り
、斐
の
川
上
か
ら
7
里
離
れ
た
こ
の
地「
佐さ

久く

佐さ

女め

の
森
」の
大
杉
を
中
心

に
八
重
垣
を
造
っ
て
姫
を
お
隠
し
し
、「
八
岐
大
蛇
」を
退
治
し
て
稲
田
姫
を
お

救
い
に
な
り
ま
し
た
。そ
の
後
、素
盞
嗚
尊
は
こ
の
地
に
宮
を
お
造
り
に
な
っ

て
御
夫
婦
の
宮
居
と
さ
れ
、「
八
雲
立
つ　

出
雲
八
重
垣　

妻
込
み
に　

八
重

垣
造
る　

そ
の
八
重
垣
を
」の
御
歌
の
八
重
垣
を
と
っ
て
八
重
垣
の
宮
と
な
さ

い
ま
し
た
。御
夫
婦
が
生
活
を
始
め
ら
れ
た
所
で
あ
り
、縁
結
び
の
神
社
と
し

て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

‥「
「
慶
応
三
年
丁
卯
十
二

月
吉
辰
」

‥
「
松
江
立
町 

石
工 

武

八 

作
」
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六ろ
く

所し
ょ

神
社

鎮
座
地
　
松
江
市
大
草
町
4
9
6
番
地

御
祭
神
　
伊い

邪ざ

那な

岐ぎ
の
み
こ
と
命
　
伊い

邪ざ

那な

美
み
の
み
こ
と
命

　
　
　
　
天
あ
ま
て
ら
す
す
め

照
皇
大お
お
か
み神

　
月つ
く

夜よ

見み
の

命み
こ
と

　
　
　
　
素す
さ
の
お
の

盞
嗚
命み
こ
と　
大お
お
な
む
ち
の

己
貴
命み
こ
と

◆
御
本
殿
お
よ
び
御
内
殿

大
社
造
。

桁
行
15
尺
4
寸
（
4
・
67
ｍ
）×
梁
間
14
尺
（
4
・
24
ｍ
）

◆
境
内
社
／
御
祭
神
　

町
明
神
社

王
子
神
社

天
満
宮

　
青あ
お

幡は
た

佐さ

久く

佐さ

彦
ひ
こ
の

命み
こ
と

高た
か

御み

産む
す
び
の
み
こ
と

霊
命
　
神か
ん

御み

産む
す
び
の
み
こ
と

霊
命

菅す
が

原
わ
ら
の

道み
ち

真ざ
ね

◆
本
殿
内
絵
画

　
旧
本
殿
の
内
壁
を
飾
っ
て
い
た

勅
使
代
参
向
図
や
祭
儀
図
等
の
絵

画
（
5
幅
1
面
）が
、島
根
県
立
古
代

出
雲
歴
史
博
物
館
へ
寄
託
・
保
管
さ

れ
て
い
ま
す
。

◆
境
内
の
見
ど
こ
ろ

唐
獅
子（
狛
犬
）

製
作
年
‥
「
安
政
4
年
丁
巳
」

製
作
者
‥【
阿
形
】「
寺
町 

石
工 
林

蔵 

作
」

　
　
　
　【
吽
形
】「
石
工 

伊
右
衛

門 

作
」

　
と
刻
ま
れ
て
お
り
、松
江
藩
の
名

工
「
林
蔵
」と
「
伊
右
衛
門
」が
技
を

競
っ
て
製
作
し
た
も
の
で
、遷
宮
に

際
し
て
往
還
か
ら
の
直
馬
場
を
新

造
し
た
松
江
藩
と
の
往
復
文
書
と

符
合
し
ま
す
。

隋
神
門

　
洗
練
さ
れ
た
公
家
の
顔
立
ち
の

随
神
は
当
地
で
は
珍
し
く
、虹

こ
う
り
ょ
う梁
文

様
は
江
戸
時
代
後
期
の
特
徴
を
示

し
て
い
ま
す
。

出
雲
国
造
の
石
碑（
1
対
）

　
両
国
造
（
北
島
齊
孝
・
千
家
尊

福
）の
揮
毫
に
よ
る
「
出
雲
国
府
総

社
」の
石
碑
。

　

出
雲
国
の
総
社

　

出
雲
国
府
に
鎮
座
す
る
神
社
。古
来
、出
雲
国
の
総
社
と
し
て
諸
神
を
併
せ

祀
り
、国
内
の
神
社
に
幣
帛
を
班
つ
祭
儀
や
天
下
泰
平・国
家
安
全・万
民
快

楽・五
穀
成
就
の
御
祈
願
な
ど
年
中
72
度
の
祭
礼
を
斎
行
し
て
き
ま
し
た
。

　

神
在
祭
の
内
容
を
記
し
た
現
存
最
古
の
史
料
『
佐
陀
大
社
縁
起
』（
室
町

時
代
）に
は
、全
国
の
神
々
は
先
ず
当
社
へ
お
集
ま
り
に
な
る
と
書
か
れ
、

小
泉
八
雲
も
出
雲
五
大
社
の
一
つ
と
し
て
紹
介
し
て
い
ま
す
。

揖い

夜や

神
社

鎮
座
地
　
松
江
市
東
出
雲
町
揖
屋
2
2
2
9
番
地

御
祭
神
　
伊い
ざ
な
み
の

弉
冉
命み
こ
と　
大お
お
な
む
ち
の

巳
貴
命み
こ
と

　
　
　
　
少
す
く
な

彦ひ
こ

名な
の

命み
こ
と　
事こ
と

代し
ろ

主ぬ
し
の
み
こ
と

命

◆
御
本
殿
お
よ
び
御
内
殿

大
社
造
。

桁
行
14
尺
（
4
・
24
ｍ
）×
梁
間
13
尺
（
3
・
94
ｍ
）

御
神
紋
（
社
紋
）

二
重
亀
甲
に
剣
花
菱

◆
境
内
社
／
御
祭
神
　

韓か
ら
く
に国
伊い

太た

氐て

神
社

　
　
　
　
　
　
　
　

三み

穂ほ

津つ

姫ひ
め

神
社

　
素す
さ
の
お
の

盞
嗚
尊み
こ
と

五い

そ十
猛
た
け
る
の
み
こ
と命

三み

穂ほ

津つ

姫ひ
め
の
か
み

神

◆
本
殿
内
絵
画

　
内
壁
5
面
と
天
井
に
、御
田
植
神

事
や
彩
雲
な
ど
の
絵
画
が
描
か
れ
て

い
ま
す
。

◆
境
内
の
見
ど
こ
ろ

唐
獅
子（
狛
犬
）

製
作
年
‥
「
天
保
十
五
甲
辰
年 

九

月
吉
日
」

製
作
者
‥
「
松
江
竪
町 

石
工 

伊

右
衛
門 

喜
市 

造
」

と
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

亀
の
台
座（
亀
趺
）を
持
つ
燈
籠

製
作
年
‥
「
天
保
六
乙
未
三
月

十
九
日
」（
右
・
左
）

奉
納
者
‥
「
當
町
網
方
中
」（
右
・

左
）

製
作
者
‥
「
石
橋
町 

石
工 

唯
七 

作
」（
右
）

　
　
　
　
　「
■
屋
町 

石
工 

銀
次

郎 

作
」（
左
）

　
と
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

黄よ

泉み

が
え
り
神
話
の
聖
地

　
『
日
本
書
紀
』斉
明
天
皇
5
年（
6
5
9
）の
条
に「
言い
ふ
や
の
や
し
ろ

屋
社
」、『
出い
ず

雲も
の

国く
に

風ふ

土ど

記き

』に「
伊い
ふ
や
の
や
し
ろ

布
夜
社
」、『
延え
ん

喜ぎ

式し
き
』神
じ
ん
み
ょ
う
ち
ょ
う

名
帳
に「
揖い
ふ
や
の夜
神
社
」と
記
さ
れ
、朝
廷

か
ら
は
、貞
観
9
年（
8
6
7
）に
従
五
位
上
、貞
観
1
3
年（
8
7
1
）に
は

正
五
位
下
の
神
階
を
授
け
ら
れ
た
由
緒
の
あ
る
神
社
で
す
。

　

近
く
に
は
、「
伊
弉
諾
尊
が
黄
泉
の
国
か
ら
お
帰
り
の
時
、千
引
き
石
で
お

塞
ぎ
に
な
っ
た〝
黄
泉
比
良
坂
〟は
、今〝
出
雲
国
の
伊
賦
夜
坂
〟と
謂
う
」と

『
古
事
記
』に
書
か
れ
た
そ
の
伝
承
地
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、事
代
主
命
の
神
話

も
伝
承
さ
れ
て
お
り
、ま
さ
に
神
話
の
聖
地
に
鎮
座
す
る
神
社
で
す
。

御
神
紋
（
社
紋
）

二
重
亀
甲
に
「
有
」文
字



各
社
の
主
な

　
　／
カ
レ
ン
ダ
ー

意宇六社めぐり
意宇六社めぐり

各
社
の
主
な
文
化
財
と
各
社
ト
ピ
ッ
ク
ス

意宇六社めぐり
意宇六社めぐり
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1
月

2
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

10
月

11
月

（
旧
暦
）

10
月

12
月

3
日

13
日

15
日

17
日

18
日

19
日

3
日

30
日

31
日

28
日

14
日

15
日

15
日

17
日

18
日

19
日

20
日

11
～
18
日

25
日

10
日

11
日

2
日

6
日

11
日

13
日

15
日

午
前
10
時

午
後
3
時

午
後
3
時

午
後
3
時

午
後
3
時

午
後
3
時

午
後
3
時

午
後
4
時
30
分

午
前
10
時

午
前
10
時

午
後
3
時

午
後
3
時

午
後
3
時

午
後
3
時
30
分

午
後
3
時

午
後
3
時

深
夜

早
朝

午
後
2
時

午
前
11
時

午
前
11
時

午
後
3
時

午
後
2
時

午
後
3
時

神
魂
神
社
　
祷
家
神
事

各
社
「
節
分
祭
」

熊
野
大
社
「
御
櫛
祭
」

熊
野
大
社
「
御
田
植
神
事
」

六
所
神
社
「
祈
年
祭
」

　
　
　
　
（
御
田
饌
祭
）

眞
名
井
神
社
「
祈
年
祭
」

神
魂
神
社
「
祈
年
祭
」

揖
夜
神
社
「
祈
年
祭
」

八
重
垣
神
社
「
祈
年
祭
」・

　
　
　
　
　
「
身
隠
神
事
」

熊
野
大
社
・
八
重
垣
神
社
・

六
所
神
社
・
揖
夜
神
社

「
輪
越
祭
」

神
魂
神
社
・
眞
名
井
神
社

「
輪
越
祭
」

揖
夜
神
社
「
穂
掛
祭
・

一
ツ
石
神
幸
祭
」

熊
野
大
社
「
例
大
祭
」

熊
野
大
社
「
鑚
火
祭
」

　
　
　
　
（
亀
太
夫
神
事
）

六
所
神
社
「
例
大
祭
」

眞
名
井
神
社
「
例
大
祭
」

神
魂
神
社
「
例
大
祭
」

揖
夜
神
社
「
例
大
祭
」

八
重
垣
神
社
「
例
大
祭
」

神
魂
神
社
「
神
在
祭
」

　
　
　
　
（
秘
事
）

揖
夜
神
社
「
新
嘗
祭
」

六
所
神
社
「
神
迎
祭
」

　
　
　
　
（
秘
事
）

六
所
神
社
「
神
在
祭
」

　
　
　
　
（
秘
事
）

熊
野
大
社
「
神
在
祭
」

熊
野
大
社
「
新
嘗
祭
」

眞
名
井
神
社
「
新
嘗
祭
」

六
所
神
社
「
新
嘗
祭
」

神
魂
神
社
「
新
嘗
祭
」・

　
　
　
　
「
御
釜
神
事
」

八
重
垣
神
社
「
新
嘗
祭
」・

　
　
　
　
　
「
還
幸
祭
」

熊
野
大
社

◆
文
化
財　

〔
島
根
県
指
定
文
化
財
〕

◆
紙し
本ほん
墨ぼく
書し
ょ「
熊
野
神
社
文
書
」

４
巻（
40
通
）１
冊
１
枚

〔
松
江
市
指
定
文
化
財
〕

◆
栄さざ
え
が
た
か
ぶ
と

螺
形
兜（
1
頭
）　

寛
永
2
0
年（
1
6
4
3
）製
作

（
古
代
出
雲
歴
史
博
物
館
寄
託
）

◆
和
鏡（
7
面
）　
鎌
倉
時
代
～
室
町
時
代

（
古
代
出
雲
歴
史
博
物
館
寄
託
）

◆
熊
野
銅
鐸（
1
個
）　

弥
生
時
代

（
風
土
記
の
丘
資
料
館
寄
託
）

鑽
火
祭（
亀
か
め
だ
ゆ
う
太
夫
神
事
）　

　

数
あ
る
お
祭

の
中
で
、最
も
有

名
で
、熊
野
大

社
の
特
色
が
よ

く
表
れ
て
い
る

の
が
こ
の
お
祭

で
す
。

　

毎
年
、出
雲

大
社
の
宮
司

（
国
造
）が「
古

伝
新
嘗
祭
」に
使
用
す
る
燧
臼
、燧
杵
の
神

器
を
受
け
取
る
た
め
に
熊
野
大
社
へ
参
向

し
斎
行
さ
れ
る
お
祭
で
、出
雲
大
社
か
ら
お

供
え
さ
れ
た
約
１
メ
ー
ト
ル
の
細
長
い
神

餅
の
出
来
ば
え
に
つ
い
て
、亀
太
夫
と
い
う

社
人
が
出
雲
大
社
の
神
官
へ
苦
情
を
申
し

立
て
、来
年
の
約
束
を
取
り
付
け
た
後
に
神

餅
と
神
器
の
授
受
が
行
わ
れ
る
と
い
う
、一

風
変
わ
っ
た
神
事
が
行
わ
れ
ま
す
。

神
魂
神
社

◆
文
化
財　

〔
国
指
定
文
化
財
〕

◆
国
宝　

神
魂
神
社
本
殿（
1
棟
）附
内
殿・心
御
柱
古

材　
　
室
町
時
代（
正
平
元
年
）

◆
重
要
文
化
財　

貴
布
禰
稲
荷
両
神
社
本
殿（
1
棟
）　

　
桃
山
時
代（
天
正
11
年
）

〔
島
根
県
指
定
文
化
財
〕

◆
色
々
威
腹
巻（
1
領
）附　
袖
鎧（
1
双
）　

　
室
町
時
代
中
期

〔
松
江
市
指
定
文
化
財
〕

◆
刀（
2
口
）附 
寄
進
状（
尼
子
晴
久・

毛
利
輝
元
）　

　
平
安
時
代
末
期
～
鎌
倉
時
代
前
期
の
作

古
伝
新
嘗
祭・御
釜
神
事
　

　

天
穂
日
命
が
天
降
ら
れ
て
以
来
、歴
代
の

出
雲
国
造
が
明
治
3
年
ま
で
当
地
で
自
ら

御
奉
仕
に
な
っ
て
来
た
由
緒
正
し
い
御
祭

事
で
あ
り
、現
在
、出
雲
大
社
の
拝
殿
で
斎

行
さ
れ
て
い
る
古
伝
新
嘗
祭
の
源
流
で
す
。

　
祭
典
中
の
写
真
撮
影
は
御
遠
慮
下
さ
い
。

祷
家
神
事
　

　

神
事
の
始
ま
る
正
月
4
日
は
、天
照
大

神
が
御
産
れ
に
な
っ
た
御
七
夜
の
日
に
あ

た
り
、当
社
御
祭
神
の
伊
弉
冊・伊
弉
諾
の

両
大
神
が
、御
誕
生
を
お
喜
び
に
な
っ
て
、

御
産
婆
神
や
2
0
4
柱
の
御
客
の
神
々

を
御
招
待
に
な
っ
て
御
七
夜
の
祝
宴
を
な

さ
っ
た
と
伝
え
、今
日
ま
で
厳
正
で
神
秘

的
な
神
事
と
し
て
古
代
の
面
影
を
伝
え
て

い
ま
す
。

六
所
神
社

◆
文
化
財　

〔
国
指
定
文
化
財
〕

◆
重
要
文
化
財　

「
額
田
部
臣
」銘
文
大
刀
ほ
か（
一
括
）　

　
古
墳
時
代

〔
島
根
県
指
定
文
化
財
〕

◆
旧
本
殿
壁
画　
「
紙
本
著
色
勅
使
代
参

向
図
」（
5
幅
1
面
）

　
江
戸
時
代
初
期

御
田
饌
祭

（
古
代
律
令
制

時
代
か
ら
続
く

祭
儀
）　

　

春
の
祈
年
祭
、

ま
さ
に
出
雲
国
総

社
と
し
て
の
お
祭

で
す
。
南
北
朝
動

乱
期
の
観
応
元
年

（
1
3
5
0
）以
前

は
勅
使
の
御
参
向

が
あ
り
、
以
降
は

熊
野
大
社
宮
司
の

代
参
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
行
列
を
描
い

た
旧
本
殿
内
障
壁
画
が
現
存
し
て
お
り
、

県
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

9
品
の
熟
饌
と
桜
の
小
枝
を
献
ず
る

古
伝
祭
で
、
他
に
類
例
を
見
ま
せ
ん
。

六
所
神
社
の
名
称
　

　

当
社
は
、室
町
時
代
頃
に
な
る
と
、国

内
の
天
神
地
祇
、天
地
四
方
（
天
地
2
方

と
東
西
南
北
4
方
の
計
6
方
）の
神
々
を

併
せ
祀
る
総
社
と
し
て
の
性
格
と
、「
六
」

の
字
の
持
つ
意
味
合
い
か
ら
、「
総
社
」と

「
六
所
」が
併
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

揖
夜
神
社

◆
文
化
財　

〔
島
根
県
指
定
文
化
財
〕

◆
揖
夜
神
社
文
書
67
通　

　
（
鎌
倉
～
明
治
時
代
）

穂
掛
祭
　

　

祭
の
前

日
に
、
中

海
の
袖

師
ヶ
浦
で

禊
を
修
し

た
後
、
社

務
所
に
お

い
て
新
米

で
神
酒
や

焼
米
な
ど

の
神
饌
を

調
理
し
、

当
日
穂
掛

榊
（
稲
穂
を
榊
に
掛
け
瓢
豇
を
付
け
た

も
の
）
を
作
っ
て
75
か
所
に
捧
げ
、
そ

の
神
饌
を
お
供
え
し
て
田
の
神
に
感
謝

す
る
お
祭
で
す
。
昔
は
そ
の
年
の
稲
の

熟
し
具
合
に
よ
っ
て
祭
日
を
決
め
て
い

ま
し
た
。

一
ッ
石
神
幸
祭
　

　

中
海
の
沖
に
あ
る
禊
場
「
一
ツ
石
」
ま

で
、
多
く
の
曳
き
船
が
列
を
な
し
て
御
供

す
る
な
か
、
神
輿
を
舟
に
載
せ
て
お
運
び

し
、
海
の
安
全
と
豊
漁
を
お
祈
り
し
ま
す
。

夜
に
な
っ
て
神
社
へ
お
還
り
に
な
る
陸
路

の
還
幸
行
列
が
、
こ
の
祭
の
一
番
の
賑
わ

い
で
す
。
露
天
の
並
ぶ
道
を
、
鈴
な
り
提

灯
を
先
導
に
神
輿
船
を
お
護
り
し
な
が
ら

各
町
内
の
陸
船
が
行
列
で
通
り
、
沿
道
は

大
勢
の
人
で
に
ぎ
わ
い
ま
す
。

八
重
垣
神
社

◆
文
化
財　

〔
国
指
定
文
化
財
〕

◆
重
要
文
化
財　
「
板
絵
著
色
神
像
」（
3
面
）　

〔
松
江
市
指
定
文
化
財
〕

◆
木
彫
狛
犬（
1
対
）

　
室
町
時
代
末
期
頃

身
隠
神
事
　

　

素
盞
嗚
尊
が
稲
田
姫
の
た
め
に
八
岐

大
蛇
を
退
治
な
さ
っ
た
時
、佐
久
佐
女
の

森
に
八
重
垣
を
造
っ
て
、姫
の
身
を
お
隠

し
し
た
と
い
う
神
話
伝
承
に
基
づ
く
神

事
で
す
。

　

享
保
2
年
（
1
7
1
7
）に
編
纂
さ
れ

た
『
雲
陽
誌
』に
、「
四
月
三
日
の
祭
に
は

本
社
よ
り
此
御
垣
の
二
本
の
椙
の
下
へ

陰
陽
の
神
降
臨
な
ら
せ
給
ふ
と
申
侍 

社

司
等
大
麻
を
か
さ
し 

鉾
を
持 

鼓
を
な

ら
し 

清
酌
を
御
垣
に
灌
た
て
ま
つ
る
」、

「
十
一
月
中
の
卯
の
日
に
は 

八
重
垣
を

毎
年
修
理
し 

東
西
に
榊
を
た
て 

御
酒
を

備 

亦 

己
の
日
の
祭 

是
を
み
か
く
し
の

神
事
と
い
ふ
」と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

鏡
の
池
　

　

佐
久
佐
女
の
森
に
避
難
し
て
い
た
稲
田

姫
が
、日
々
の
飲
料
水
と
し
、ま
た
御
姿
を

写
さ
れ
た
池
で
、

姫
の
霊
魂
が
深
く

滲
透
し
て
い
る
と

さ
れ
、紙
片
に
硬

貨
を
の
せ
て
縁
の

遅
速
を
占
い
、早

く
沈
め
ば
良
縁

早
く
、遅
く
沈
む

と
縁
が
遅
い
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。

眞
名
井
神
社

◆
文
化
財　

〔
島
根
県
指
定
文
化
財
〕

◆
本
殿（
1
棟
）　

江
戸
時
代（
寛
文
2
年
）

天あめ
の
ま
な
い
の
た
き

眞
名
井
滝
　

　

神
社
の
東

方
に
あ
る
滝

で
、
遥
か
古

代
の
昔
か
ら

涸
れ
る
こ
と

は
な
く
、
江

戸
時
代
の
古
文
書
に
「
神
代
の
古
跡
な
り
、

諸
人
こ
の
滝
に
願
し
て
祈
る
輩
、
疾
病
除

か
れ
ず
と
云
う
事
な
し
」
と
書
か
れ
て
い

る
神
聖
な
滝
で
す
。
古
来
、
出
雲
国
造
の

火
継
神
事
と
新
嘗
祭
に
は
、
必
ず
こ
の
滝

の
神
水
を
用
い
て
き
ま
し
た
。

神か
ん
な
び
ぬ

名
樋
野（
茶
臼
山
）　

　
『
出
雲
国
風
土
記
』に
登
場
す
る
４
つ

の
〝
カ
ン
ナ
ビ
〟（
神
の
宿
り
座
す
）山
の

一
つ
で
す
。

•
神
名
樋
野
（
現
：
茶
臼
山
）意
宇
郡　

眞

名
井
神
社
が
鎮
座
。

•
神
名
火
山
（
現
：
朝
日
山
）秋
鹿
郡　

佐

陀
大
神
（
佐
太
神
社
）が
鎮
座
。

•
神
名
樋
山
（
現
：
大
船
山
）楯
縫
郡　

多た

伎ぎ

都つ

比ひ

古こ
の

命み
こ
との
御
魂
を
祀
る
石
神

あ
り
。

•
神
名
火
山
（
現
：
仏
経
山
）出
雲
郡　

曽そ

支き

能の

夜や
の

社や
し
ろ（
伎き

比ひ

佐さ

加か

美み

高た
か

日ひ

子こ
の

命み
こ
と）

が
鎮
座
。
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出雲かんべの里　
　 出 雲 か ん べ の 里
は、出雲地方の歴史・
文 化 を 学 ぶ こ と が
できる施設で「民話
館」「工芸館」「自然
の森」の3施設で構成
されています。ものづくり体験や昔のお
話会など、楽しく学ぶことができる企画
がいろいろあります。
　レンタサイクルもありますので、自転
車で巡るのも良いでしょう。
お問い合わせ　TEL：0852-28-0040

ガイダンス山代の郷　
　島根県最大の古墳
であり、日本で初めて
前方後方墳と名づけ
られた「山代二子塚
古墳」。約1500年前に
人工的に土砂を運び
造られたもので、その土層を見学できる施設もあり
ます。ガイダンス山代の郷はその山代二子塚古墳や
周辺の古墳、遺跡などの見学拠点です。
お問い合わせ　TEL：0852-25-9490

剣山　
　記紀神話で、亡
くなったイザナ
ミを諦められず
に黄泉の国まで
会いに行ったイ

ザナキは、蛆がたかり雷がわき出している妻の姿を
見て逃げ帰りました。剣山には、逃げる道中、黄泉の
国の軍勢が追ってきたので剣を抜かれた場所であ
るという伝承があります。鳥居の奥の石段を上ると
伊
いざなみのみこと

弉冉命を主祭神とする剣神社があります。

黄
よもつ
泉比

ひ
良
ら
坂
さか
　

　記紀神話で、黄泉の国から逃げ帰ってき
たイザナキは、黄泉比良坂を千引き石で塞
いで追いかけてきたイザナミに別れの呪
言を言い渡しました。
　古事記には、「黄泉比良坂は今、出雲国の
伊賦夜坂という」と記され、その比定地の
東出雲町揖屋平賀には、神代の物語を彷彿
させる大きな石が青々と茂った木々の中、
ひっそりと佇んでいます。

まちの駅女寅　
　東出雲地域の情報案内所です。小さな展示
ギャラリーと喫茶、箱ショップなどがありま
す。人気のうどんは300円。
　揖夜神社、黄泉比良坂に行かれる方は、貸自
転車（4台限り・無料）もありますのでお立ち寄り
ください。

お問い合わせ　TEL：0852-52-9311

28

9
10

3

意宇の杜　
　「出雲国風土記」の中で最も著名な国引き神話
で、八

や

束
つか

水
みず

臣
おみ

津
づ

野
ぬの

命
みこと

が小さかった出雲国に「国
くに

来
こ

、国来」と各地から
土地を引き寄せ、最後
に「おゑ」と言って杖
をついた場所であり、
意宇という地名の由
来と記されています。
比定地は2ヶ所。

6

八雲立つ風土記の丘資料館　
　展示学習館には、風土
記の丘地内出土の遺物を
はじめ出雲国風土記の写
本、県内の古代史を語る
多くの資料が展示してあ
り、地内には「額田部臣」
の銘文入り大刀が出土し
た岡田山１号墳や風土記
植物園もあります。
　レンタサイクルもありますので、自転車で巡る
のも良いでしょう。

お問い合わせ　TEL：0852-23-2485

岩坂陵墓参考地　
　古事記には、火の神を生んだことにより
亡くなったイザナミを出雲国と伯耆国の
境の比婆山に葬ったと記されています。
　その陵墓参考地に指定されて、宮内庁
により厳重・丁重に管理されているとこ
ろが八雲町日
吉「神

かん

納
な

」にあ
ります。径約20
メートルの円
墳があると言
われています。

17

文
豪・小
泉
八
雲
の

意
宇
六
社

め
ぐ
り

　
小
泉
八
雲
（
ラ
フ
カ

デ
ィ
オ
ハ
ー
ン
）
は
明

治
23
年
に
松
江
に
お
り

た
ち
、
著
書
「
知
ら
れ

ざ
る
日
本
の
面
影
」
の

中
で
、こ
の
地
を
「
神
々

の
国
の
首
都
」
と
呼
び
、

世
界
に
そ
の
魅
力
を
紹

介
し
ま
し
た
。

　
彼
は
親
交
の
厚
か
っ

た
西
田
仙
太
郎
氏
と
、

人
力
車
で
こ
の
意
宇
六

社
を
は
じ
め
と
す
る
神

社
を
巡
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
こ
を
訪
れ
た
小
泉

八
雲
は
、
何
を
感
じ
と
っ

た
の
で
し
ょ
う
。

出雲国府跡　
　六所神社周辺に位置し、古代の飛鳥時代か
ら中世の南北朝時代にかけての出雲国の政
治的中心地で、現在の県庁や市役所などが集
まった官庁街にあたります。

4

出雲国分寺跡　
　奈良時代、聖武天
皇が仏教による国家
鎮護のために、全国
の国ごとに建立を命
じた寺院の跡です。
国分寺の多くは、国

府域内かその周辺に造営されました。発掘調査が
行われ、南門・中門・金堂・講堂・僧坊・回廊・塔など
の伽藍配置が復元整備されています。

5

社
紋（
神
紋
）

注目
ポイント

《
神
魂
神
社
・
眞
名
井
神
社
・
六
所
神
社
》

…「
有
」の
文
字
は
、神
有
月
の「
十
月
」と

　書
く
。

※
杵
築
（
出
雲
）
大
社
の
古
い
時
代
の
御
紋
も

同
じ
で
す
。

大
社
の
御
文
は
、亀
甲
に
有
の
文
字
な
り
。

有
の
文
字
は
十
月
と
こ
れ
を
書
く
。

当
社
は
陰
神
に
し
て
乾
に
在
る
神
宮
な

り
。日
隅
宮
と
号
し
、
十
月
を
専
ら
に
こ
れ

を
用
い
る
事
、
神
道
の
深
秘
な
り
。故
に
十

月
を
御
文
に
用
い
来
た
る
事
、
当
社
御
内

殿
・
御
道
具
に
、
亀
殻
に
有
の
文
字
こ
れ

在
る
事

…
慶
長
13
年（
1
6
0
8
）「
国
造
北
島
広
孝
覚
書
案
」

《
八
重
垣
神
社
・
揖
夜
神
社
》

…
出
雲
国
造
家
の
家
紋
、
現
在
の
出
雲
大
社
の

社
紋（
神
紋
）

《
熊
野
大
社
》 二

重
亀
甲
に「
有
」文
字

二
重
亀
甲
に
剣
花
菱

亀
甲
に「
大
」文
字

周
辺
の
見
ど
こ
ろ

意宇六社めぐり
意宇六社めぐり

学
ぶ

辿
る

巡
る

憩
う


