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安
来
市
野
方
町
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
多
く
の
瓦
や
土
器
が
出
土
し
、
塔

の
心
礎

し
ん
そ

（
塔
の
中
心
の
柱
を
支
え
る
礎
石
）

と
考
え
ら
れ
る
石
は
、
現
在
神
社
の
基
礎
と

し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

「黄泉の穴」と考えられる猪目
洞窟遺跡（平田市猪目）

発掘調査で出てきた人骨

後谷V遺跡
山代郷正倉跡（左後ろは茶臼山）

整備された出雲国庁跡

即
ち
北
の
海
に
比
賣
埼

ひ

め

さ

き

あ
り
。
飛
鳥
淨
御

あ
す
か
の
き
よ
み
は
ら
の

原
宮
御
宇
天
皇

み
や
に
あ
め
の
し
た
し
ら
し
め
し
し
す
め
ら
み
こ
と

の
御
世

み

よ

、
甲
戌

き
の
え
い
ぬ

の
年
七

月
十
三
日
、
語
臣
猪
麻
呂

か
た
り
の
お
み
い
ま
ろ

が
女
子

む
す
め

、
件

く
だ
り

の

埼
に
逍
遙

あ

そ

び
て
、
邂
逅

た
ま
さ
か

に
和
爾

わ

に

（
鰐
）
に

遇あ

ひ
、
賊

そ
こ
な

は
え
て
切か

へ

ら
ざ
り
き
。

意
宇

お

う

郡
安
来
郷
の
地
名
伝
承
の
中
で
、

娘
を
サ
メ
に
殺
さ
れ
た
男
の
復
讐
伝
説
が

記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
娘
の
墓
が
、
J
R
安

来
駅
南
の
山
上
の
毘
売
塚

ひ

め

つ

か

古
墳
と
伝
え
ら

れ
る
。
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
大
形
前
方
後
円
墳

で
、
中
に
は
舟
の
形
を
し
た
石
棺

せ
っ
か
ん

が
あ
り
、

剣
や
鉾ほ

こ

、
よ
ろ
い
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。

男
性
の
も
の
と
思
わ
れ
る
人
骨
も
出
た
。

比
売
埼

ひ

め

さ

き

伝
承

生
産
の
遺
跡

『
出
雲
国
風
土
記
』
に
は
、
そ
の
土
地
の

名
産
品
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
は
玉
作
と
焼
物
を
取
り
上
げ
ま
す
。

忌
部
神
戸

い
む
べ
の
か
む
べ

。
郡
家

ぐ
う
け

の
正
西

ま
に
し

二
十
一
里
二
百

六
十
歩
な
り
。
國
造

く
に
の
み
や
つ
こ、

神
吉
詞
奏

か
む
よ
ご
と
ま
を

し
に
、
朝み

廷か
ど

に
參
向

ま
い
む
か

ふ
時
の
御
沐

み
そ
ぎ

の
忌
玉

い
み
た
ま

作
る
。
故か

れ

、

忌
部

い
む
べ

と
云い

ふ
。

玉
造
温
泉
周
辺
で
は
、
弥
生
時
代
か
ら

平
安
時
代
ま
で
玉
が
盛
ん
に
作
ら
れ
て
い

た
。
出
雲
の
地
元
豪
族
の
代
表
た
る
国
造

こ
く
ぞ
う

が
そ
の
位
に
つ
く
と
き
は
、
こ
こ
で
作
ら
れ

た
玉
を
持
っ
て
天
皇
の
も
と
に
参
上
し
た
よ

う
だ
。
現
在
、
玉
作
遺
跡
は
整
備
さ
れ
て
玉

作
史
跡
公
園

と
な
り
、
工
房

跡
が
復
元
さ
れ

た
り
、
資
料
館

も
あ
り
、
玉
を

作
る
様
子
が
よ

く
わ
か
る
。

（
詳
し
く
は
一
巻
を

参
照
）

玉
作

大
井

お
ほ
い

濱
。
則
ち
海
鼠

こ

・
海
松

み

る

あ
り
。
又
、
陶

す
え
の

器も
の

を
造
れ
り
。

松
江
市
大
井
町
か
ら
は
、
当
時
の
堅
い

焼
物
で
あ
る「
須
恵
器

す

え

き

」
を
焼
い
た
窯か

ま

跡
が

集
中
し
て
発
見
さ
れ
て
い
る
。
古
墳
時
代
中

ご
ろ
か
ら
奈
良
時
代
ま
で
焼
き
続
け
ら
れ
、

出
雲
の
須
恵
器
作
り
の
中
心
地
だ
っ
た
。

『
出
雲
国
風
土
記
』
に
書
か
れ
た
「
陶
器

す
え
の
も
の

」

と
は
、
こ
の
須
恵
器
を
指
す
。

写
真
は
池
の
奥
四
号
窯
跡
で
、
六
世
紀

後
半
に
造
ら
れ
た
も
の
。
長
さ
一
〇
メ
ー
ト

ル
以
上
も
あ
る
（
詳
し
く
は
第
七
巻
を
参
照
）。

焼
物

池の奥４号窯跡（松江市大井町）

寺
院

奈
良
時
代
に
は
、
国
家
の
政
策
と
し
て

仏
教
が
広
め
ら
れ
、
各
国
に
官
立
寺
院
で

あ
る
国
分
寺
を
は
じ
め
、
多
く
の
寺
院
が
作

ら
れ
ま
し
た
。『
出
雲
国
風
土
記
』
に
は
、
豪

族
が
建
て
た
寺
院
が
一
一
ケ
所
記
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
が
発
掘
調
査

さ
れ
て
い
ま
す
（
詳
し
く
は
六
巻
を
参
照
）。

新
造
院
一
所
。
山
代
郷
の
中
に
あ
り
。
郡

家
の
西
北
二
里
な
り
。
嚴
堂

ご
ん
だ
う

を
建
立

た

つ
。
住

め
る
僧

ほ
ふ
し

、
一
躯

ひ
と
り

有
り
。
飯
石
郡

い
ひ
し
の
こ
ほ
り

の
少
領

す

け

、
出い

雲
臣
弟
山

づ
も
の
お
み
を
と
や
ま

が
造
り
し
所
な
り
。

松
江
市
竹
矢
町
に
あ
り
、
現
在
整
備

さ
れ
て
見
学
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

『
出
雲
国
風
土

記
』
編
纂

へ
ん
さ
ん

直
後

に
造
営
さ
れ
、
当

時
威
容
を
誇
っ

て
い
た
こ
と
は
間

違
い
な
い
。

意
宇

お

う

郡
山
代
郷
南
新
造
院

み
な
み
し
ん
ぞ
う
い
ん

出
雲
国
分
寺

教
昊
寺

き
ょ
う
こ
う
じ

松
江
市
山
代
町
に
あ
る
茶
臼
山
の
南
側

の
ふ
も
と
に
あ
る
四
王
寺

し

わ

じ

跡
が
、
こ
れ
に
あ

た
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
発
掘
で
基
壇

き
だ
ん

（
建
物
の
基
礎
の
部
分
）
が
検
出
さ
れ
、
ま 出雲国分寺跡出土の瓦（松江市竹矢町）発掘された四王寺跡

教
昊
寺

け
う
か
う
じ

。
舍
人

と

ね

郷
の
中
に
あ
り
。
郡
家
の
正ま

東ひ
が
し

二
十
五
里
一
百
二
十
歩
な
り
。
五
層
の

塔
を
建
立
つ
。
僧

ほ
ふ
し

有
り
。
教
昊
僧

け
う
か
う
ほ
ふ
し

が
造
り
し

所
な
り
。
散
位

と

ね

大
初
位
下
上
蝮
首
押
猪

か
み
の
た
ぢ
ひ
の
お
び
と
お
し
い

が

祖
父

お
ほ
ぢ

な
り
。

た
多
く
の
瓦
や
土

器
、
仏
像
の
髪
の

毛
で
あ
る
螺
髪

ら
ほ
つ

な

ど
が
出
土
し
て
い

る
。

発
掘
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ

た『
出
雲
国
風
土
記
』の
世
界

『
出
雲
国
風
土
記
』
に
は
、
山
や
川
と
い
っ
た
自
然
だ
け
で
な
く
、
当
時
の

さ
ま
ざ
ま
な
施
設
や
地
域
の
特
徴
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
近
年
の
発
掘
調
査
の

増
加
で
、
風
土
記
に
記
さ
れ
た
事
柄
を
裏
づ
け
る
遺
跡
が
数
多
く
見
つ
か
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
奈
良
時
代
の
人
が
記
し
た
事
実
が
、
一
二
〇
〇
年
後
の

今
、
掘
り
起
こ
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

古
代
の
遺
跡
と
古
代
の
文
献
の
記
述
の
一
致
を
確
認
で
き
る
と
い
う
の
は
、

『
風
土
記
』
の
完
本
が
残
る
出
雲
地
方
で
の
み
可
能
な
こ
と
と
言
っ
て
過
言
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
は
、『
出
雲
国
風
土
記
』
に
書
か
れ
た
奈
良
時
代
の

施
設
な
ど
を
今
に
伝
え
る
、
遺
跡
の
一
部
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

古
代
の
役
所

奈
良
時
代
の
公
の
施
設
と
し
て
は
、
出
雲

国
を
治
め
る
「
国
庁

こ
く
ち
ょ
う（

現
在
の
県
庁
に
あ
た

る
）」、
郡
ご
と
に
置
か
れ
た
「
郡
家

ぐ
う
け

（
現
在

の
市
町
村
役
場
に
あ
た
る
）」、
税
金
で
あ
る

米
な
ど
を
蓄
え
て
お
く
「
正
倉

し
ょ
う
そ
う

」、
軍
隊
の

駐
屯
地
で
あ
る
「
軍
団

ぐ
ん
だ
ん

」
な
ど
が
考
え
ら
れ

ま
す
。

『
出
雲
国
風
土
記
』
に
記
さ
れ
た
方
位
や

距
離
に
か
な
う
場
所
に
あ
り
、
そ
の
う
え
特

別
な
建
物（
巨
大
で
あ
っ
た
り
、
方
位
を
東

西
南
北
に
合
わ
せ
て
い
る
建
物
な

ど
）
や
特
殊
な
遺
物
（
文
字
が
書

か
れ
た
土
器
や
木
簡

も
っ
か
ん

、
日
常
生
活

で
は
使
わ
な
い
遺
物
な
ど
）
が
出

て
く
る
場
合
、
当
時
の
役
所
で
あ

る
可
能
性
が
高
い
と
言
え
ま
す
。

出
雲
国
庁
跡

神
話
に
伝
え
ら
れ
る
「
国
引

き
」
が
終
わ
り
、
最
後
に
杖つ

え

が

立
て
ら
れ
た
と
い
う
意
宇
の
杜も

り

の
近
く
（
現
在
の
松
江
市
大
草

町
）
に
、
出
雲
国
の
国
庁
が
置

か
れ
た
。
整
然
と
建
て
ら
れ
た

大
規
模
な
建
物
跡
が
見
つ
か

り
、
各
地
の
さ
ま
ざ
ま
な
品
物

や
木
簡
な
ど
、
多
く
の
遺
物
が

出
土
し
て
い
る
。

島
根
郡
家

ぐ

う

け

跡

松
江
市
福
原

町
の
芝
原
遺
跡

は
、
方
向
を
東

西
南
北
に
合
わ

せ
た
建
物
や
墨ぼ

く

書し
ょ

土
器
な
ど
が

出
土
し
、
島
根

郡
の
郡
家
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。

出
雲
郡
正
倉

し
ょ
う
そ
う

跡

出
雲
郡
の
郡
家
に
属
す
る
正
倉
と
考
え

ら
れ
る
建
物
が
、
神
名
火
山
で
あ
る
仏
経

ぶ
っ
き
ょ
う

山

の
ふ
も
と
の
斐
川
町
出
西
後
谷

し
ゅ
っ
さ
い
う
し
ろ
だ
に
V
遺
跡
か

ら
出
て
き
て
い
る
。
米
の
重
み
に
耐
え
る
た

め
、
柱
の
土
台
に
巨
大
な
石
が
使
わ
れ
て
い

る
。
こ
こ
か
ら
、
焼
け
て
炭
化
し
た
米
も
た

く
さ
ん
出
土
し
た
。

山
代
郷

や
ま
し
ろ
の
さ
と

。
郡
家
の
西
北
三
里
一
百
二
十
歩ぶ

な
り
。
所
造
天
下
大
神
大
穴
持
命

あ
め
の
し
た
つ
く
ら
し
し
お
ほ
か
み
お
ほ
な
も
ち
の
み
こ
と

の
御
子

み

こ

、

山
代
日
子
命

や
ま
し
ろ
ひ
こ
の
み
こ
と

坐ま

せ
り
。
故か

れ

、
山
代
と
云い

ふ
。

即
ち
正
倉
あ
り
。

松
江
市
山
代
町
で
は
、
当
時
の
山
代
郷

の
正
倉
跡
が
発
見
さ
れ
た
。
一
辺
一
メ
ー
ト

ル
以
上
あ
る
巨
大
な
四
角
い
柱
穴
に
、
直

径
五
〇
セ
ン
チ
前

後
の
柱
が
据
え
ら

れ
た
建
物
が
整
然

と
並
ぶ
さ
ま
は
、
税

を
治
め
る
倉
庫
に

ふ
さ
わ
し
い
景
観

だ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

伝
説
の
地

風
土
記
に
は
、
古
来
よ
り
の
伝
説
が
多

く
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
出
雲
地
方
に
は
こ
う

し
た
伝
説
に
対
応
す
る
と
思
わ
れ
る
場
所
が

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
伝
説
の
真
偽
を
含
め

て
、
は
た
し
て
そ
の
場
所
と
考
え
る
の
が
正

し
い
か
を
確
認
す
る
の
は
難
し
い
こ
と
で
す

が
、
古
代
の
伝
説
と
現
代
を
つ
な
ぐ
と
い
う

の
は
夢
が
あ
っ
て
楽
し
い
も
の
で
す
。
こ
こ

で
は
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
黄
泉

よ

み

の
穴
と

比
売
埼

ひ

め

ざ

き

の
伝
承
地
を
紹
介
し
ま
す
。

礒い
そ

よ
り
西
の
方
に
窟
戸

い
は
と

あ
り
。
高
さ
廣ひ

ろ

さ
各

六
尺
許

ば
か
り

な
り
。
窟

い
は
や

の
内
に
穴
あ
り
。
人
入
る

こ
と
を
得
ず
。
深
き
淺あ

さ

き
を
知
ら
ず
。
夢
に

此
の
礒
の
窟
の
邊

ほ
と
り

に
至
る
者
は
必
ず
死
ぬ
。

故か
れ

、
俗
人

く
に
び
と

、
古

い
に
し
へよ

り
今
に
至
る
ま
で
、
黄
泉

よ

み

の
坂
、
黄
泉

よ

み

の
穴
と
號な

づ

く
る
な
り
。

黄
泉
の
国
に
通
じ
る
黄
泉
の
穴
が
、
出

雲
郡
宇
賀

う

か

郷
の
項
に
記
さ
れ
て
い
る
。
人
が

は
い
れ
な
い
た
め
深
さ
も
わ
か
ら
な
い
こ
の

穴
は
、「
こ
の
磯
の
岩
穴
あ
た
り
に
行
っ
た
夢

を
見
た
だ
け
で
も
そ
の
人
は
死
ぬ
」
と
あ
る
。

平
田
市
猪
目

い
の
め

町
の
猪
目
洞
窟
と
考
え
ら
れ

る
が
、
こ
の
穴
か
ら
は
実
際
に
弥
生
時
代
や

古
墳
時
代
の
人
骨
が
出
て
お
り
、
弥
生
時

代
の
人
骨
に
は
、
遠
く
南
海
か
ら
運
ば
れ
た

貝
で
作
ら
れ
た
腕
輪
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
。

黄
泉

よ

み

の
穴

芝原遺跡

発掘された山代郷正倉跡

石棺から出た人骨

出雲玉作跡出土の玉作り資料

玉作史跡公園に復元された住居跡

出土した螺髪

四王寺跡出土の瓦

教昊寺
出土の瓦

塔の心礎

神社の土台となった心礎

山
代
郷
正
倉
跡

国庁跡出土の木簡
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