
美
し
い
瓦
を
持
つ
出
雲

い

ず

も

国
分
寺

こ

く

ぶ

ん

じ

松
江
市
の
出
雲
国
分
寺
跡
は
、
一
九
五
五
年
・
五
六
年
な
ど

に
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、
古
代
寺
院
と
し
て
は
、
そ
の
全
容
が

ほ
ぼ
解
明
さ
れ
た
県
内
唯
一
の
寺
跡
で
す
。
方
五
〇
〇
尺（
約

一
五
〇
メ
ー
ト
ル
四
方
）の
寺
域
じ
い
き

を
有
し
、
塔
・
金
堂
・
僧
坊

な
ど
の
ほ
か
、
多
く
の
堂
塔
ど
う
と
う

を
備そ
な

え
て
い
ま
す
。
ま
た
寺
の
入

口
に
あ
た
る
南
門
か
ら
、
一
直
線
に
石
敷
き
道
路
が
延
び
て

い
ま
す
。
こ
の
道
路
は
天
平

て
ん
ぴ
ょ
う
古
道
と
呼
ば
れ
、

国
分
寺
跡
と
と
も
に
国
の
史
跡
に
指
定
さ

れ
て
い
ま
す
。

出
雲
国
分
寺
跡
の
発
掘
調
査
で
発
見
さ

れ
た
瓦
は
、
朝
鮮
半
島
に
あ
る
新
羅
し
ら
ぎ

の
影
響

を
受
け
た
と
言
わ
れ
る
も
の
で
、
非
常
に
細
か

く
繊
細
せ
ん
さ
い

な
文
様
も
ん
よ
う

を
持
っ
て
い
ま
す
。

金
色
に
輝
く
釈
迦

し

ゃ

か

仏
が
発
見
さ
れ
た
石
見

い

わ

み

国
分
寺

こ
く
ぶ
ん
じ

石
見
国
分
寺
跡
は
、
浜
田
は
ま
だ

市
国
府
こ
く
ぶ

町
の
日
本
海
を
見
お
ろ
す
高

台
に
あ
り
ま
す
。
現
在
は
、
寺

跡
の
中
心
部
と
考
え
ら
れ
る

位
置
に
金
蔵
寺

こ
ん
ぞ
う
じ

が
建
っ
て
い

ま
す
。

浜
田
市
教
育
委
員
会
が
中

心
と
な
っ
て
行
っ
た
石
見
い
わ
み

国

分
寺
の
発
掘
調
査
で
は
、
銅ど
う

造
誕
生
釈
迦
仏

ぞ
う
た
ん
じ
ょ
う
し
ゃ
か
ぶ
つ

が
発
見
さ
れ

て
い
ま
す
。
誕
生
釈
迦
仏
と
は
釈
迦
が
生
ま
れ
た
直
後
、
七
歩
歩

い
て
天
を
指
さ
し
「
天
上
天
下
唯
我
独
尊

て
ん
じ
ょ
う
て
ん
が
ゆ
い
が
ど
く
そ
ん

」と
言
っ
た
こ
と
に
由
来
ゆ
ら
い

す
る
仏
像
で
す
。
残
念
な
が
ら
台
座
や
頭
部
を
欠
い
て
い
ま
す
が
、

天
を
指
さ
し
て
い
る
情
景
が
美
し
く
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
仏
像
は
、
美
術
研
究
者
に
よ
れ
ば
、
国
分
寺
が
造
ら
れ
る

奈
良
時
代
後
半
よ
り
も
古
い
時
期
の
仏
像
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、

石
見
国
分
寺
が
造
ら
れ
る
以
前
に
、
こ
の
地
に
寺
が
存
在
し
た
可

能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

平
安
舞
踊
を
今
に
伝
え
る
隠
岐

お

き

国
分
寺

こ

く

ぶ

ん

じ

日
本
海
に
浮
か
ぶ
隠
岐
島
は
、
古
代
に
お
い
て
は
一
つ
の
行
政

区
画
と
し
て
独
立
し
た
存
在
で
し
た
。
西
郷
さ
い
ご
う

町
に
は
現
在
で
も
、

隠
岐
国
分
寺
が
寺
と
し
て
の
機
能
を
有
し
て
残
っ
て
い
ま
す
。
発

掘
調
査
は
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
境
内
け
い
だ
い

に
古
い
礎
石
そ
せ
き

が
残
さ
れ

て
お
り
、
古
代
に
造
ら
れ
た
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
寺
の
最
大
の
注
目
点
は
、
毎
年
四
月
に
行
わ
れ
る「
蓮
華
会

れ
ん
げ
え

舞ま
い

」で
す
。
蓮
華
会
舞
は
平
安
舞
踊
で
、
外
国（
南
ア
ジ
ア
か
？
）に

起
源
を
有
す
る
と
言
わ
れ
る
伎
楽
ぎ
が
く

の
姿
を
今
に
伝
え
る
貴
重
な
芸

能
で
す
。
隠
岐
国
分
寺
は
、
中
世
に
は
島
流
し
に
さ
れ
た
後
醍
醐

ご
だ
い
ご

天
皇
の
御
在
所
と
し
て
利
用
さ
れ
る
な
ど
、
流
人
る
に
ん

の
島
と
し
て
の

ド
ラ
マ
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

僧
の
い
な
い
寺
、
建
物
の
な
い
寺
？

「
風
土
記
」を
読
む
と
、
教
昊
寺
は「
五
層
の
塔
を
建
つ
」、
山
代
や
ま
し
ろ

郷

新
造
院
で
は「
厳
堂
ご
ん
ど
う

を
建
つ
」と
あ
り
、
い
ず
れ
の
新
造
院
に
つ
い

て
も
建
物
は
一
つ
し
か
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
古
代
寺
院
の
多
く

は
、
七
堂
伽
藍

し
ち
ど
う
が
ら
ん（
塔
、
金
堂
な
ど
寺
に
備
え
ら
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま

な
建
物
）を
備
え
た
大
規
模
な
施
設
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
が
一

般
的
で
す
。

さ
ら
に
読
み
進
ん
で
い
く
と
、
山
代
郷
新
造
院
の
部
分
に
は
「
僧

な
し
」と
書
か
れ
て
い
た
り
、
古
志
こ

し

郷
新
造
院
に
は「
本も
と

、
厳
堂
を

建
つ
」（
も
と
も
と
厳
堂
が
建
っ
て
い
た
）と
書
か
れ
て
い
た
り
し
ま

す
。
建
物
の
な
い
寺
院
や
、
僧
侶
の
い
な
い
寺
院
と
は
、
い
っ
た
い

ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

当
時
の
仏
教
寺
院
の
土
地
に
は
税
を
減
免
す
る
制
度
が
あ
り
、

税
金
対
策
と
し
て
建
物
だ
け
を
建
立

こ
ん
り
ゅ
う
す
る
例
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

そ
こ
か
ら
想
像
す
る
と
、
建
物
が
一
つ
し
か
な
か
っ
た
り
、
建
物
が

な
く
て
も
寺
院
と
言
っ
て
い
た
り
、
僧
が
い
な
い
寺
院
が
あ
っ
た
り

す
る
の
も
う
な
ず
け
る
気
も
し
ま
す
。

山
代
郷
新
造
院
の
一
つ
に
考
え
ら
れ
て
い
る
松
江
ま
つ
え

市
の
四
王
寺

し

わ

じ

跡
は
、
一
九
八
五
年
に
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
新
造

院
は「
厳
堂
を
建
つ
」と
だ
け
書
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、
調
査
で
は

礎
石
そ
せ
き

を
持
つ
立
派
な
建
物
の
ほ
か
、
掘
立
柱

ほ
っ
た
て
ば
し
ら
建
物
や
、
建
物
の
間

を
つ
な
ぐ
回
廊
か
い
ろ
う

と
思
わ
れ
る
施
設
も
発
見
さ
れ
ま
し
た
。「
風
土
記
」

の
記
載
は
、
そ
の
寺
院
に
あ
る
中
心
的
な
建
物
を
記
載
し
た
も
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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「
教
昊

き
ょ
う
こ
う

寺じ

」と
一
〇
カ
所
の「
新
造
院

し
ん
ぞ
う
の
い
ん

」

奈
良
時
代
に
編
纂
へ
ん
さ
ん

さ
れ
た
地
誌『
風
土
記

ふ

ど

き

』は
、
全
国
の
国
ご
と

に
作
ら
れ
た
は
ず
で
す
が
、
現
存
す
る『
風
土
記
』は
、
わ
ず
か
五
カ

国
分
だ
け
で
、
し
か
も
完
全
に
す
べ
て
の
内
容
が
保
存
さ
れ
て
い

る
の
は
、『
出
雲
国

い
ず
も
の
く
に

風
土
記

ふ

ど

き

』（
以
下
「
風
土
記
」と
す
る
）だ
け
で
す
。

「
風
土
記
」
に
出
て
く
る
寺
院
関
係
の
内
容
と
し
て
は
、「
教
昊
寺
」

と
一
〇
カ
所
の
新
造
院
に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ
ま
す
。
新
造
院

と
は
寺
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、「
風
土
記
」の
書
か
れ

た
八
世
紀
前
半
に
は
、
出
雲
国
に
一
一
カ
所
の
お
寺
が
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

古
代
で
は
、
僧
侶
そ
う
り
ょ

に
な
る
た
め
に
、
資
格
が
必
要
で
し
た
。
そ

の
資
格
は
、
戒
壇

か
い
だ
ん

と
い
う
施
設
で
授さ
ず

け
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、
日

本
で
は
長
い
間
戒
壇
が
設
け
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
日
本
に
戒
壇

が
設
け
ら
れ
た
の
は
、
鑑
真

が
ん
じ
ん

が
日
本
に
や
っ
て
き
た
奈
良
時
代
終

り
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
す
。
古
代
で
は
僧
侶
は
仏
法
を
も
っ

て
国
に
奉
仕
す
る
者
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
厚
く
保
護
さ
れ
て
い

た
た
め
、
そ
う
し
た
保
護
を
目
当
て
に
勝
手
に
僧
侶
を
名
乗
る

私し

度
僧
ど
そ
う

が
出
没
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
私
度
僧
を

な
く
す
た
め
、
七
二
〇
年
に
日
本
で
の
僧
侶
の
公
的
証
明
書
で

あ
る
公
験

く
げ
ん

が
発
行
さ
れ
ま
す
。「
風
土
記

ふ

ど

き

」が
編
纂
へ
ん
さ
ん

さ
れ
た
の
は
七

一
三
年
の
事
で
す
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
私
度
僧
が
問
題
に
な
っ
て
い

る
渦
中
の
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
風
土
記
」の
記
載
に
よ
る
と
少
な

く
と
も
七
人
の
僧
と
二
人
の
尼
が
い
る
事
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

は
た
し
て
、
全
員
が
資
格
を
受
け
た
な
僧
侶
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。「
風
土
記
」記
載
の
新
造
院

し
ん
ぞ
う
の
い
ん
の
記
事
そ
の
も
の
の
解
釈
に
も
さ

ま
ざ
ま
な
説
が
あ
り
、
実
態
は
謎
に
包
ま
れ
て
い
ま
す
。
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『
出
雲
国
風
土
記
』

に
書
か
れ
た
お
寺

島
根
に
建
て
ら
れ

た
国
分
寺

華
開
く
国
家
仏
教

教
昊
僧

き
ょ
う
こ
う
ほ
う
し

は
ど
の
よ
う
な
僧
か
？

意
宇
郡

お
う
の
こ
ほ
り

楯
縫
郡

た
て
ぬ
い
の
こ
ほ
り

出
雲
郡

い
ず
も
の
こ
ほ
り

神
門
郡

か
む
ど
の
こ
ほ
り

大
原
郡

お
お
は
ら
の
こ
ほ
り

教
昊
寺

け
う
か
う
じ

。
舍
人

と

ね

郷
の
中
に
あ
り
。
郡
家
の
正
東

ま
ひ
が
し

二
十
五
里
一
百

二
十
歩
な
り
。
五
層
の
塔
を
建
立

た

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
ゐが
祖
父
な
り
。

新
造
院

し
ん
ぞ
う
の
ゐ
ん

一
所
。
山
代
郷
の
中
に
あ
り
。
郡
家

ぐ
う
け

の
西
北
四
里
二
百

歩
な
り
。
嚴
堂

ご
ん
だ
う

を
建
立

た

つ
。
僧
ほ
ふ
し
な
し
。
日
置
君
目
烈

へ
き
の
き
み
め
づ
ら

が
造
り
し
所

な
り
。
出
雲
神
戸
の
日
置
君

へ
き
の
き
み

鹿
麻
呂
が
祖お
や

な
り
。

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
雲
臣
弟
山

い
づ
も
の
お
み
を
と
や
ま

が
造
り
し
所
な
り
。

新
造
院
一
所
。
山
國
郷
の
中
に
あ
り
。
郡
家
の
東
南
三
十
一
里

一
百
二
十
歩
な
り
。
三
層
の
塔
を
建
立

た

つ
。
山
國
郷
の
人
、

日
置
部
根
緒

へ

き

べ

の

ね

を

が
造
り
し
所
な
り
。

新
造
院

し
ん
ざ
う
の
ゐ
ん

一
所
。
沼
田

ぬ

た

郷
の
中
に
あ
り
。
嚴
堂

ご
ん
だ
う

を
建
立

た

つ
。
郡
家

ぐ
う
け

の
正
西

ま
に
し

六
里
一
百
六
十
歩
な
り
。
大
領

か

み

出
雲
臣
大
田
が
造
れ
る

所
な
り
。

新
造
院

し
ん
ざ
う
の
ゐ
ん

一
所
。
河
内

か
ふ
ち

郷
の
中う

ち

に
あ
り
。
嚴
堂

ご
ん
だ
う

を
建
立

た

つ
。
郡
家

ぐ
う
け

の
正
南

ま
み
な
み

一
十
三
里
一
百
歩
な
り
。
旧も

と

の
大
領

か

み

日
置

へ

き

部
臣

べ
の
お
み

布
禰

ふ

ね

が

造
り
し
所
な
り
。
今
の
大
領
佐
底
麻
呂

さ

て

ま

ろ

が
祖
父
な
り
。

新
造
院

し
ん
ざ
う
の
ゐ
ん

一
所
。
朝
山
郷
の
中う

ち

に
あ
り
。
郡
家
の
正
東

ま
ひ
が
し

二
里
六
十

歩
な
り
。
嚴
堂

ご
ん
だ
う

を
建
立

た

つ
。
神
門
臣
等

か
む
ど
の
お
み
た
ち

が
造
り
し
所
な
り
。

新
造
院
一
所
。
古
志
郷
の
中
に
あ
り
。
郡
家
の
東
南
一
里
な
り
。

刑
部
臣
等

お
さ
か
べ
の
お
み
た
ち

が
造
り
し
所
な
り
。
本も
と

、
嚴
堂
を
建
立
つ
。

新
造
院

し
ん
ざ
う
の
ゐ
ん
一
所
。
斐
伊
郷
の
中う

ち

に
あ
り
。
郡
家
の
正
南

ま
み
な
み

一
里
な
り
。

嚴
堂

ご
ん
だ
う

を
建
立

た

つ
。
僧
五
躯

ほ
ふ
し
い
つ
た
りあ
り
。
大
領

か

み

勝
部
臣

す
ぐ
り
べ
の
お
み

蟲む
し

麻
呂

ま

ろ

が
造
り
し
所

な
り
。

新
造
院
一
所
。
屋
裏

や
う
ち

郷
の
中
に
あ
り
。
郡
家
の
東
北
一
十
一
里

一
百
二
十
歩
な
り
。
層
塔
を
建
立

た

つ
。
僧
一
躯

ほ
ふ
し
ひ
と
り

あ
り
。
前さ

き

の
少
領

す

け

、

額
田
部
臣

ぬ
か
た
べ
の
お
み

押
嶋

お
し
し
ま

が
造
る
所
な
り
。
今
の
少
領
伊
去
美

い

こ

み

が
従
父
兄

い

と

こ

な
り
。

新
造
院
一
所
。
斐
伊

ひ

郷
の
さ
と

の
中
に
あ
り
。
郡
家
の
東
北
一
里
な
り
。

厳
堂
を
建
立

た

つ
。
尼あ
ま

二
躯
ふ
た
り

あ
り
。
斐
伊
郷
の
人
、
樋
印
支
知

ひ
の
い
な
ぎ
ち

麻
呂

ま

ろ

が

造
る
所
な
り
。

島根郡�
秋鹿郡�

楯縫郡�

出雲郡� 夜見島�

入海�

神門郡�

飯石郡�
仁多郡�

大原郡�

意宇郡�

塔�

厳堂�

僧�

尼僧�

沼田郷新造院�

古志郷新造院�

朝山郷新造院�

河内郷新造院�

斐伊郷新造院�

斐伊郷新造院�

屋裏郷新造院�
山代郷新造院�

山代郷新造院�

山国郷新造院�

教昊寺�

四王寺跡の発掘調査風景（松江市山代町）
この四王寺跡は、山代郷南新造院

やましろごうみなみしんぞういん

に比定されている。
1984年からの発掘調査では、複数の建物跡が見つかっている。

蓮華会舞（西郷町池田・隠岐国分寺）
蓮華会とは「蓮華の花の咲くころに行う法会」の意味で、旧暦6月15
日の行事であったが、現在は4月21日に行われている。平安舞踊を現
代に伝えるものとして多くの見学客が訪れる。使用される独特の面は
県指定文化財。

『出雲国風土記』に書かれたころの寺院の分布図

銅造誕生釈迦仏立像
（浜田市国分町・石見国分寺跡）
1988年に行われた発掘調査により発見さ
れた。頭部と両手の先、台座の部分を欠い
ているが、ひねりを加えた腰つきに躍動感
が見られる。

（『
校
注
出
雲
国
風
土
記
』よ
り
）

出雲国分寺の瓦
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