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『
出
雲
国
風
土
記
』が
伝
え

る
古
代
の
交
通

千
酌

ち
く
み

濱
。
廣ひ

ろ

さ
一
里
六
十
歩ぶ

あ
り
。
東
に

松
林
、
南
の
方
に
驛
家

う
ま
や

、
北
の
方
に
百
姓

た

み

の
家
あ
り
。
郡
家

ぐ
う
け

の
東
北
一
十
七
里
一
百

八
十
歩
な
り
。
此こ

は
謂い

は
ゆ
る
隱
岐

お

き

國
に

度わ
た

る
津

わ
た
し
ば是

な
り
。

朝
酌
渡

あ
さ
く
み
の
わ
た
り

千
酌
駅
家

ち
く
み
の
う
ま
や

朝
酌
渡

あ
さ
く
み
の
わ
た
り。

廣
さ
八
十
歩
許

ば
か
り

あ
り
。

國
　
廳

く
に
の
ま
つ
り
ご
と
の
や

よ
り
海
邊

う
み
べ

に
通
ふ
道
な
り
。

現
在
の
大
橋
川
を
渡
る
た
め
の
渡
し
で

あ
る
。『
出
雲
国
風
土
記
』
に
は
「
朝
酌
促

あ
さ
く
み
せ

戸
渡

と
の
わ
た
り

」
と
「
朝
酌
渡

あ
さ
く
み
の
わ
た
り

」
の
二
つ
が
記
さ
れ
て

お
り
、
ど
う
や
ら
前
者
が
庶
民
の
渡
し
場
、

後
者
が
公
の
渡
し
場
を
指
し
て
い
た
も
の

ら
し
い
。
朝
酌
促
戸
渡

あ
さ
く
み
の
と
わ
た
り

に
は
、
魚
を
捕
る
た

め
の
仕
掛
け
が
お
か
れ
、
捕
れ
た
魚
に
人
が

寄
り
集
ま
り
、
自
然
に
市
場
を
形
成
し
て

い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
古
代
の
に
ぎ
や
か

な
様
子
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
公
の
た
め
の
朝

酌
渡
は
国
庁
と
島
根
郡
の
郡
役
所
を
経
由

し
て
隠
岐
に
向
か
う
道
を
つ
な
ぐ
重
要
な

役
割
を
担
っ
て
い
た
。
つ
ね
に
渡
船
が
一
艘そ

う

お
か
れ
て
い
た
ら
し
い
。

こ
の
あ
た
り
に
は
、
今
も
矢
田
の
渡
し
が

あ
っ
て
人
び
と
に
親
し
ま
れ
て
い
る
。
橋
が

近
辺
に
な
い
だ
け
に
、
現
在
で
も
重
要
な
市

民
の
足
で
あ
る
。

志
都
美
　

し

つ

み

の

せ

き

波
多
径

は
た
の
こ
み
ち

・
須
佐
径

す
さ
の
こ
み
ち

・
志
都
美
径

し
づ
み
の
こ
み
ち

、
以
上

の
三
つ
の
径

こ
み
ち

は
、
常
に

せ
き

な
し
、
た
だ
し
、

政
あ

ま
つ
り
ご
とる

時
に
当
た
り
て
、
権か

り

に
置
く
の
み
。

な
ら
び
に
備
後

び
ん
ご

国
に
通
う
な
り
。

こ
れ
ら
は
神
門

か
ん
ど

郡
か
ら
飯
石
郡
内
を
通

り
、
備
後

び
ん
ご

国
（
広
島
県
）
に
抜
け
る
道
で
あ

る
。
波
多
径

は
た
の
こ
み
ち

・
須
佐
径

す
さ
の
こ
み
ち

は
佐
田
町
か
ら
掛

合
町
波
多
に
通
じ
る
県
道
佐
田
八
神
線
に
、

志
都
美
径

し
つ
み
の
こ
み
ち

は
出
雲
市
か
ら
頓
原
町
志
都
見

に
向
か
う
国
道
一
八
四
号
線
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。

は
関
所
を
意
味
し
、
頓
原
町
志

都
美
の
門
遺
跡
で
は
大
型
の
掘
立
柱
建
物

が
見
つ
か
り
、
志
都
美
の

と
の
関
係
が
注

目
さ
れ
て
い
る
。

『
出
雲
国
風
土
記
』
は
、
国
の
境
に
設
置

さ
れ
た
関
の
様
子
が
網
羅
的
に
わ
か
る
唯

一
の
史
料
で
、
つ
ね
に
設
置
さ
れ
て
い
る
関

が
七
カ
所
、
仮
に
置
か
れ
る
関
が
五
カ
所
記

載
さ
れ
て
い
る
。

古
代
の
関
は
、
中
心
と
な
る
大
関
の
ほ

か
、
そ
の
か
た
わ
ら
な
ど
に
小
関
が
あ
り
、
セ

ッ
ト
で
一
つ
の
関
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
波
多
径
・
須
佐
径
・
志

都
美
径
の
仮
の
関
は
、
備
後
国
境
に
あ
る
常

設
の
関
と
セ
ッ
ト
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

隠
岐
国
駅
鈴

お
き
の
く
に
え
き
れ
い

駅
鈴
は
、
古
代
に
役
人
が
駅
使

え
き
し

と

し
て
、
公
用
で
旅
を
す
る
時
に
支
給

さ
れ
た
鈴
で
す
。
駅
に
は
馬
が
五
頭

ず
つ
置
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
使

用
に
は
厳
し
い
制
限
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
駅
馬
を
使
用
す
る
権
利
を
証
明

す
る
品
が
こ
の
駅
鈴
で
、
そ
こ
に
は
使

用
す
る
こ
と
の
で
き
る
馬
の
数
が
「
刻

（
き
ざ
み
）」
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
し
た
。
当
時
の
国
の
仕
組

み
を
定
め
た
法
律
で
あ
る
律
令
に
よ

れ
ば
、
各
国
に
は
そ
の
国
の
大
き
さ

に
よ
っ
て
二
〜
四
個
の
駅
鈴
が
置
か

れ
、
地
方
か
ら
上
京
す
る
駅
使
に
中

央
か
ら
派
遣
さ
れ
た
国
司
が
支
給
し

て
い
た
よ
う
で
す
。

隠
岐
国
駅
鈴
は
、
現
存
す
る
日
本

で
唯
一
の
駅
鈴
で
、
隠
岐
倉
印

そ
う
い
ん

と
と

も
に
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ

て
い
ま
す
。
た
だ
「
刻

き
ざ
み

」
が
見
ら
れ
な

い
こ
と
か
ら
、
律
令
に
定
め
ら
れ
た
駅

鈴
で
あ
る
か
を
め
ぐ
っ
て
は
議
論
も

あ
り
ま
す
。

駅鈴
（西郷町・億岐家蔵）
写真提供：隠岐観光協会

「風土記」時代の出雲の通道
『出雲国風土記』には、左の地図のように、駅
家が置かれた道のほか、各郡家（現在の市
町村役場にあたる）を結ぶ道、さらに隣りの
国と結ぶ道の記載もある。

発掘された道（松江市乃木福富町　松本遺跡）

発
見
さ
れ
た
古
代
の
山
陰
道

松
江

ま
つ
え

市
乃
木
福
富

の
ぎ
ふ
く
と
み

町
の
松
本

ま
つ
も
と

遺
跡
か
ら
、
古
代
の
山
陰
道
の

跡
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
谷
を
切
り
通
し
て
作
っ
た
道
で
、
ほ
と
ん

ど
一
直
線
に
延
び
て
い
ま
す
。
道
幅
は
は
じ
め
八
〜
一
〇
メ
ー
ト

ル
前
後
と
広
く
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
律
令

り
つ
り
ょ
う

制
度
が
変
わ
っ
て

い
く
中
で
広
い
道
の
維
持
が
困
難
と
な
り
、
平
安
時
代
に
幅
三
メ

ー
ト
ル
前
後
と
狭
く
改
修
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
石
敷
き
な
ど
路
面

の
舗
装

ほ
そ
う

は
見
ら
れ
ず
、
側
溝
も
あ
り
ま
せ
ん
。

他
の
地
域
の
発
掘
調
査
例
を
見
て
も
、
こ
の
よ
う
な
主
要
道
は

直
線
的
に
設
計
さ
れ
て
い
ま
す
。
道
幅
も
九
〜
一
二
メ
ー
ト
ル
ぐ

ら
い
で
、
こ
れ
は
現
代
の
高
速
道
路
と
同
じ
ぐ
ら
い
の
広
さ
で
す
。

美保関町千酌浦
隠岐への航路の起点で、官馬、官船の配備もあった。
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公
用
の
馬
や
船
を
備
え
た
駅
家
は
、『
出

雲
国
風
土
記
』
に
は
六
カ
所
記
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
う
ち
千
酌
駅
家
は
、
隠
岐
へ
の
渡

し
場
で
あ
り
、
渡
船

わ
た
し
ぶ
ね

が
お
か
れ
て
い
た
と
記

さ
れ
て
い
る
。
国
庁
や
島
根
郡
の
役
所
か

ら
は
直
線
距
離
で
最
も
近
い
浜
で
あ
る
と

同
時
に
、
季
節
風
の
あ
た
る
西
側
が
海
か

ら
閉
じ
て
い
る
た
め
、
冬
で
も
出
入
り
し
や

す
い
浜
で
あ
る
と
い
う
。

こ
の
千
酌
に
は
海
を
望
む
地
に
、
半
島

部
で
は
立
派
な
横
穴
式
石
室
を
持
つ
岩
山

古
墳
群
が
あ
る
の
も
お
も
し
ろ
い
。

門遺跡

朝酌渡付近の現在の風景（松江市矢田町から朝酌町方面を望む）

風
土
記
の
時
代
は
、「
駅
路
う
ま
や
ぢ

」
と

い
う
、
都
と
地
方
の
国
府
を
結
ぶ
交

通
路
が
整
備
さ
れ
、
道
に
は
重
要
性

に
応
じ
て
大
・
中
・
小
の
区
分
が

あ
り
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
山
陰
道
は

「
小
路
」
と
定
め
ら
れ
、「
小
路
」
の

駅
路
に
は
原
則
と
し
て
、
約
一
六
キ

ロ
ご
と
に
駅
う
ま
や
（
食
事
や
宿
舎
を
提
供

す
る
施
設
）
と
五
匹
の
馬
が
置
か

れ
、
政
変
な
ど
の
緊
急
を
必
要
と
す

る
使
者
に
馬
と
食
料
を
提
供
し
ま

し
た
。
使
者
が
乗
る
駅
馬
は
首
に
つ

け
た
駅
鈴
を
鳴
ら
し
な
が
ら
、
次
の

駅
ま
で
走
り
ま
し
た
。
こ
の
名
は
、
現

在
は
「
駅
伝
競
争
」
と
い
う
言
葉
に

残
っ
て
い
ま
す
。
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