
　

島
根
県
安や

す
ぎ来

市
に
あ
る
和
鋼
博
物

館
に
は
、
た
た
ら
製
鉄
と
そ
の
歴
史
・

流
通
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
匠
の
技
が

紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
安
来
港
は
江

戸
時
代
か
ら
鉄
や
鉄
製
品
の
積
出
港

と
し
て
栄
え
て
き
ま
し
た
。
安
来
市

内
南
部
の
広
瀬
町
や
奥
出
雲
町
な
ど

は
、
野
だ
た
ら
に
よ
る
鉄
の
生
産
地

と
し
て
発
展
。
一
時
は
国
内
の
７
～
８

割
を
生
産
す
る
地
域
と
な
り
ま
し
た
。

現
在
で
も
こ
の
地
は
日
本
刀
の
材
料

と
な
る
玉
鋼
な
ど
特
殊
鋼
産
業
が
主

要
な
産
業
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

戦
国
時
代
か
ら
近
世
初
頭
に
か
け

て
出
雲
国
の
政
治
・
文
化
の
中
心
で

あ
っ
た
月が

っ
さ
ん
と
だ
じ
ょ
う

山
富
田
城
跡
に
隣
接
し
て

い
る
安
来
市
歴
史
資
料
館
。
安
来
市

の
古
代
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
歴
史

を
「
い
に
し
え
の
安
来
」「
富
田
城
と

乱
世
」「
新
し
い
社
会
へ
」
に
分
け
、

展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
月
山

富
田
城
の
城
主
だ
っ
た
尼
子
・
毛
利
・

堀
尾
３
氏
の
遺
物
や
、
富
田
川
氾
濫

で
水
没
し
た
富
田
城
下
町
の
遺
構
・

富
田
川
河
床
遺
跡
か
ら
の
出
土
品
な

ど
、
安
来
市
の
歴
史
や
文
化
を
総
合

的
に
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

歴
代
の
出い

ず
も
の
く
に

雲
国
守し
ゅ
ご
し
き

護
職
の
居
城
で
、

戦
国
時
代
に
は
尼
子
氏
の
本
拠
地
と

な
り
、
山
陰
の
要
衝
の
地
と
な
っ
た

月
山
富
田
城
。
尼
子
氏
は
中
国
地
方

の
覇
権
を
巡
っ
て
周
辺
諸
国
と
争
い
、

尼あ
ま
ご子
経つ
ね
ひ
さ久
が
出
雲
に
基
盤
を
造
り
上

げ
た
後
、
嫡
系
・
尼
子
晴
久
の
代
に

山
陰
・
山
陽
八
ヶ
国
守
護
の
大だ

い
だ
い
み
ょ
う

大
名

と
な
り
ま
し
た
。

　

月
山
富
田
城
は
天
然
の
地
形
を
利

用
し
た
、
難
攻
不
落
の
要
塞
城
と
言

わ
れ
、「
天
空
の
城
」
と
も
呼
ば
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
城
を
巡
っ
て
何
度
も
攻

防
戦
が
行
わ
れ
、
尼
子
氏
が
毛
利
氏

に
滅
ぼ
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
毛
利
領

と
な
り
ま
し
た
。
慶
長
５（
１
６
０
０
）

年
、
関
ヶ
原
の
戦
い
後
に
堀
尾
氏
が

城
主
と
な
り
、
慶
長
16
（
１
６
１
１
）

年
、
堀ほ

り
お尾
忠た
だ
う
じ氏
が
城
を
松
江
城
に
移

し
、
廃
城
と
な
り
ま
し
た
。
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山陰の
城めぐり 静岡大学名誉教授

小和田　哲男さん

解説

出雲大社に参拝

たたらの炉に空気を送り込む天秤鞴
ふいご

を体験する参加者

山中鹿介の鎧で安来市観光協会がお出迎え

月山富田城本丸までの道のりは険しい月山富田城の心臓部だった山中御殿。3,000平方メートルもの広さを持つ

初日は和鋼博物館を経て、山陰・山陽の11カ国を
手中に収めた尼子氏の本城である
月山富田城を訪れ、玉造温泉に宿泊。
二日目は平成の大遷宮で生まれ変わったばかりの
出雲大社に参拝し、松江城を見学しました。
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松
江
市
街
の
北
部
に
位
置
し
、
南

に
流
れ
る
京
橋
川
を
外
堀
と
す
る
松

江
城
は
輪
郭
連
郭
複
合
式
平
山
城
で

す
。
宍し

ん
じ
こ

道
湖
北
側
湖
畔
の
亀
田
山
に

築
か
れ
、
日
本
三
大
湖
城
の
一
つ
で
も

あ
り
ま
す
。
慶
長
15
（
１
６
１
０
）
年

に
天
守
が
完
成
。
こ
れ
は
現
存
す
る

天
守
の
中
で
も
古
い
も
の
で
、
鉄
砲

を
意
識
し
た
構
造
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

関
ヶ
原
の
戦
い
で
勝
利
を
収
め
た

徳
川
方
（
東
軍
）
に
付
い
た
武
将
は

各
地
に
領
地
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
。

堀
尾
忠
氏
も
そ
の
一
人
で
す
。
も
と

も
と
は
、
遠
州
（
現
在
の
静
岡
県
浜

松
）
の
12
～
13
万
石
の
城
主
で
し
た

が
、
外
様
大
名
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り

家
康
の
意
向
で
、
江
戸
か
ら
遠
く
に

飛
ば
さ
れ
ま
し
た
。
そ
ん
な
忠
氏
が

与
え
ら
れ
た
の
が
月
山
富
田
城
で
す
。

し
か
し
月
山
富
田
城
は
山
城
。
交
通

の
便
が
悪
い
こ
と
か
ら
、
父
・
吉よ

し
は
る晴
と

と
も
に
新
し
い
城
・
松
江
城
の
建
設

を
検
討
し
ま
す
。
す
で
に
吉
晴
は
忠

氏
に
家
督
を
譲
っ
て
い
ま
し
た
が
、
城

地
選
定
を
巡
り
、
二
人
は
対
立
し
て

し
ま
い
ま
す
。
そ
の
さ
な
か
忠
氏
は
病

に
倒
れ
、
そ
の
ま
ま
病
死
し
て
し
ま
い

ま
し
た
。
残
さ
れ
た
吉
晴
は
息
子
が

候
補
と
し
て
い
た
場
所
に
松
江
城
を

築
き
ま
す
。

松江城二の丸下の段にて

　

戦
国
武
将
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と

い
う
と
織
田
信
長
の
よ
う
な
武
将
を

思
い
浮
か
べ
る
方
も
多
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。し
か
し
、そ
の
よ
う
な
武
将

は
少
数
派
で
す
。例
え
ば
、Ｎ
Ｈ
Ｋ
の

大
河
ド
ラ
マ「
黒
田
官
兵
衛
」に
登
場

す
る
小
寺
政ま

さ
も
と職
は
、優
柔
不
断
な
面

が
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
が
、実
際
は

そ
う
で
は
な
く
、ま
ず
部
下
た
ち
に

意
見
を
言
わ
せ
、良
い
意
見
を
取
り

入
れ
つ
つ
、最
終
決
断
を
行
っ
て
い

ま
し
た
。こ
れ
が
当
時
の
武
将
の
在

り
方
で
し
た
。

　

月
山
富
田
城
の
太
鼓
壇
公
園
に
は

山
中
鹿
介
幸
盛
の
銅
像
が
建
て
ら
れ

て
い
ま
す
。「
山
陰
の
麒
麟
児
」と
も

言
わ
れ
た
山
中
鹿
介
。兄
に
変
わ
っ

て
家
督
を
継
ぎ
、尼
子
晴
久
の
嫡
男
・

尼
子
義
久
に
仕
え
ま
す
が
、永
禄
５

（
１
５
６
２
）年
か
ら
始
ま
っ
た
毛
利

元
就
の
出
雲
進
軍
に
よ
り
、尼
子
氏
は

毛
利
に
破
れ
、義
久
は
幽
閉
さ
れ
て
し

ま
い
ま
す
。鹿
介
は
主
君
・
尼
子
家
の

再
興
を
目
指
し
、出
家
し
て
い
た
尼
子

勝
久
を
還
俗
さ
せ
て
擁
立
す
る
な
ど

主
君
の
た
め
に
奮
闘
し
ま
す
。し
か

し
、毛
利
輝
元
と
の
戦
い
で
敗
戦
。上

月
城
の
戦
い
で
織
田
信
長
に
援
軍
を

依
頼
し
ま
し
た
が
、助
け
が
来
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

ち
な
み
に
山
中
鹿
介
に
は
フ
ァ
ン

も
多
く
い
ま
す
が
、元
々
は
明
治
時
代

に
大
町
桂
月
が
書
い
た『
山
中
鹿
之

助
』か
ら
人
気
が
出
た
よ
う
で
す
。鹿

介
の
言
葉「
我
に
七
難
八
苦
を
与
え

給
え
」に
は
彼
の
生
き
様
が
表
れ
て

い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

上
月
城
の
戦
い
で
山
中
鹿
介
を

破
っ
た
毛
利
軍
。そ
こ
で
活
躍
し
た

の
が
吉
川
元
春
と
小
早
川
隆
景
で
す
。

彼
ら
は
毛
利
元
就
の
次
男
・
三
男
で
、

毛
利
本
家
を
守
る「
毛も

う
り
り
ょ
う
せ
ん

利
両
川
」と
呼

ば
れ
て
い
ま
し
た
。互
い
の
性
格
を
表

す
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
。備
中

高
松
城
の
戦
い
で
豊
臣
秀
吉
と
戦
っ

て
い
た
と
き
の
こ
と
。織
田
信
長
の
死

を
知
っ
た
秀
吉
は
、明
智
光
秀
を
討
つ

べ
く
交
渉
内
容
を
譲
歩
し
、和
平
を
急

ぎ
ま
す
。毛
利
軍
が
信
長
の
死
を
知
っ

た
の
は
、備
中
高
松
城
城
主
・
清
水
宗

治
の
切
腹
直
後
。元
春
は
秀
吉
軍
の

追
撃
を
主
張
し
ま
し
た
が
、隆
景
は

「
和
平
交
渉
し
た
ば
か
り
で
約
束
を
反

故
で
き
な
い
」と
押
し
と
ど
め
ま
し

た
。こ
れ
は
隆
景
が
秀
吉
の
力
量
を

評
価
し
、先
を
見
通
し
た
も
の
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。後
の
豊
臣
政
権
下
で

も
、毛
利
家
を
守
る
べ
く
毛
利
両
川
は

活
躍
し
ま
し
た
が
、秀
吉
は
元
春
を
冷

遇
し
、隆
景
を
優
遇
し
た
そ
う
で
す
。

武
将
と
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

山
中
鹿
介
幸
盛

山中鹿介幸盛の銅像前で解説をする小和田先生

毛
利
両
川

　

月
山
富
田
城
に
は
太た
い
こ
だ
ん

鼓
壇
と
呼
ば
れ

る
場
所
が
あ
り
ま
す
。こ
こ
は
そ
の
名

の
通
り
、太
鼓
を
置
い
て
い
た
場
所
で

す
。普
段
、武
士
は
城
下
で
生
活
し
、有

事
の
際
に
城
に
集
ま
り
戦
い
に
赴
き
ま

す
。彼
ら
を
招
集
す
る
際
に
用
い
て
い

た
の
が
太
鼓
で
す
。

　

太
鼓
の
音
色
に
は
士
気
を
向
上
さ
せ

る
役
割
が
あ
り
ま
し
た
。逆
に
退
く
際

に
は
鐘
を
打
ち
鳴
ら
し
た
こ
と
か
ら
、

「
か
か
れ
太
鼓
に
退
き
鐘
」と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。太
鼓
壇
の
よ
う
な
場
所
は
ど

の
城
に
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、

月
山
富
田
城
の
よ
う
に
現
存
し
て
い
る

も
の
は
注
目
に
値
す
る
で
し
ょ
う
。

　

城
の
柵
の
種
類
と
し
て
、石
積
み
と

石
垣
が
あ
り
ま
す
。素
人
で
も
積
め
る

の
が
石
積
み
、石
工
し
か
組
め
な
い
の

が
石
垣
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。技
術
的

な
側
面
か
ら
い
う
と
裏
込
め
が
あ
る
の

が
石
垣
、な
い
も
の
が
石
積
み
で
す
。ま

た
石
の
加
工
に
よ
る
分
類
も
さ
れ
て
お

り
、自
然
石
を
そ
の
ま
ま
積
む
の
が
野

面
積
み
。石
の
角
や
面
を
叩
い
て
形
を

整
え
て
か
ら
積
み
上
げ
る
の
が
打
ち
込

み
接
ぎ
、石
が
ぴ
っ
た
り
と
密
着
す
る

よ
う
に
四
角
く
整
形
し
た
も
の
を
切
り

込
み
接
ぎ
と
言
い
ま
す
。

　

ま
た
、石
垣
の
中
に
は
、「
○
」や「
△
」

な
ど
の
マ
ー
ク
が
付
い
て
い
る
も
の
が

あ
り
ま
す
。こ
れ
は
刻
印
と
い
う
も
の

で
、工
事
に
携
わ
っ
た
大
名
を
表
す
も

の
に
な
り
ま
す
。

歴史
マメ知識
●❶

歴史
マメ知識
●❷

か
か
れ
大
鼓
に
退
き
鐘が
ね

石
積
み
と
石
垣

松
江
城
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