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神
々
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
り
、

日
本
も
よ
み
が
え
る
！

「
神
々
の
国
し
ま
ね
」へ
よ
う
こ
そ
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Zenbee　M izoguchi

東
の
伊
勢
神
宮
、
西
の
出
雲
大
社
。
日
本
を
代
表
す
る
二
つ
の
神
社
が
、
六
十
年
ぶ
り

に
同
じ
年
に
遷せ

ん
ぐ
う宮
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
、
脚
光
を
浴
び
て
い
ま
す
。
秋
の
伊
勢
神
宮

に
先
駆
け
、
出
雲
大
社
で
は
五
月
十
日
に
遷
宮
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス「
本ほ

ん
で
ん
せ
ん
ざ
さ
い

殿
遷
座
祭
」を

執
り
行
い
ま
し
た
が
、
関
連
の
奉
祝
行
事
は
秋
ま
で
続
き
、
出
雲
の
地
は
奉
祝
ム
ー
ド

一
色
に
沸
き
立
っ
て
い
ま
す
。
こ
の〝
神
々
の
国
し
ま
ね
〟を
率
い
る
の
が
、
二
期
目
を

迎
え
た
溝み

ぞ
ぐ
ち
ぜ
ん
べ
え

口
善
兵
衛
・
島
根
県
知
事
で
す
。
出
雲
大
社
と
い
う
大
き
な
観
光
資
源
を
有

す
る
島
根
県
の
知
事
に
、
そ
の
魅
力
と
活
か
し
方
に
つ
い
て
お
話
を
伺
っ
て
き
ま
し
た
。

　

●
昨
年
の
「
古
事
記
編
纂
千
三
百
年
」

に
引
き
続
き
、
今
年
は
六
十
年
ぶ
り
に

出
雲
大
社
の
「
大
遷
宮
」
と
い
う
歴
史

的
な
節
目
を
島
根
県
で
は
迎
え
て
い
ま

す
。
島
根
県
に
と
っ
て
、
今
回
の
大
遷

宮
は
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
の
で
し

ょ
う
か
？

　

溝
口　

島
根
県
は
ご
承
知
の
よ
う
に
、

少
子
高
齢
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。
戦
後

の
高
度
経
済
成
長
下
に
あ
っ
て
、
太
平

洋
側
の
大
都
市
部
が
発
展
す
る
に
連
れ
、

そ
こ
へ
人
口
が
流
出
し
、
雇
用
の
場
が

そ
こ
で
拡
大
す
る
反
面
、
残
る
島
根
の

ほ
う
は
発
展
が
や
や
遅
れ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
最
近
の
動
き

と
し
て
、
日
本
も
一
つ
の
曲
が
り
角
に

来
て
お
り
、
地
方
の
よ
さ
と
い
う
も
の

が
見
直
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と

感
じ
て
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
中
、
島
根
の
持
つ
資
源
や
長

所
、
特
色
を
生
か
し
て
産
業
振
興
を
し
、

こ
の
地
で
豊
か
な
生
活
を
人
々
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
、
県
政
の
大
き

な
課
題
で
す
。

　

島
根
の
資
源
の
中
で
、
観
光
資
源
は
、

歴
史
が
あ
り
、
文
化
が
あ
り
ま
す
か
ら
、

我
々
の
言
わ
ば
宝
物
み
た
い
な
も
の
で

す
。
そ
れ
を
活
用
し
、
多
く
の
人
々
に

島
根
に
来
て
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

観
光
ス
ポ
ッ
ト
周
辺
の
旅
館
や
ホ
テ
ル
、

飲
食
、
お
土
産
と
い
っ
た
産
業
の
裾
野

が
広
が
り
、
い
ろ
い
ろ
な
需
要
が
行
き

渡
っ
て
い
く
こ
と
で
経
済
が
活
性
化
す

る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。

　

そ
の
観
光
資
源
の
象
徴
が
、
出
雲
大

社
で
す
。
古
い
時
代
か
ら
連
綿
と
続
く

歴
史
と
文
化
の
中
心
に
あ
る
神
社
で
す
。

そ
の
出
雲
大
社
の
六
十
年
ぶ
り
の
大
遷

宮
で
す
か
ら
、
地
元
活
性
化
の
絶
好
の

機
会
と
捉
え
て
お
り
ま
す
。

　

ハ
イ
ラ
イ
ト
は
五
月
十
日
に
催
さ
れ

た
「
本
殿
遷
座
祭
」
で
す
が
、
そ
れ
以

降
も
、
遷
座
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
祭

事
が
執
り
行
わ
れ
る
ほ
か
、
伝
統
芸
能

や
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
、
大
遷
宮
を
記
念

し
た
多
彩
な
奉
賛
行
事
が
出
雲
大
社
や

周
辺
地
域
で
秋
ま
で
計
画
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
、
よ
り
多
く
の

人
々
に
島
根
県
に
来
て
い
た
だ
け
る
よ

う
願
っ
て
お
り
ま
す
。

　

遷
宮
と
は
、
神
社
本
殿
の
造
営
や
修

造
の
た
め
の
〝
宮み
や
う
つ遷

し
〟
の
神
事
で
す
。

六
十
年
と
い
う
歳
月
の
中
で
古
び
た
本

殿
の
大
屋
根
の
檜ひ
わ
だ皮

を
取
り
替
え
た
り
、

傷
ん
だ
部
分
を
修
造
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
御
殿
が
清
ら
か
に
一
新
さ
れ
ま
す
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、
神
々
の
ご
威
光
が
人

々
に
も
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
そ
う
い
う

意
味
で
、
日
本
自
身
も
よ
み
が
え
ら
な

け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
し
、
経
済
も
ま
た

再
生
さ
せ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
そ

う
し
た
時
期
に
、
タ
イ
ミ
ン
グ
よ
く
大

遷
宮
が
行
わ
れ
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え

て
お
り
ま
す
。

　

県
民
の
皆
さ
ん
も
、
こ
れ
を
機
に
、

古
代
か
ら
伝
わ
る
島
根
の
豊
か
な
歴
史

や
文
化
を
再
認
識
し
て
、
お
客
様
を
温

か
く
お
迎
え
し
よ
う
、
お
も
て
な
し
を

し
よ
う
と
い
う
気
持
ち
で
準
備
を
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。
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●
今
、
お
も
て
な
し
と
い
う
言
葉
が

あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
心
が
何
か
具
体

的
な
形
と
な
っ
て
現
れ
て
く
る
も
の
が

あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

　

溝
口　

一
つ
に
は
、
出
雲
大
社
の
門

前
町
、
大た
い
し
ゃ
ち
ょ
う

社
町
で
は
、
参
道
の
神し

ん

門も
ん

通

り
の
装
い
を
新
た
に
し
ま
し
た
。
観
光

客
を
お
迎
え
す
る
に
あ
た
っ
て
、
町
の

雰
囲
気
を
よ
く
す
る
た
め
に
、
統
一
の

と
れ
た
暖の
れ
ん簾
を
各
店
に
し
つ
ら
え
た
り
、

通
り
に
花
を
飾
っ
た
り
、
照
明
を
変
え

た
り
し
て
、
通
り
全
体
を
よ
み
が
え
ら

せ
ま
し
た
。
自
分
の
お
家う
ち
の
玄
関
を
き

れ
い
に
し
て
、
お
も
て
な
し
を
す
る
よ

う
な
も
の
で
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
つ

く
っ
た
こ
と
で
す
。
旅
館
や
ホ
テ
ル
の

職
員
の
方
や
、
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
さ

ん
を
は
じ
め
、
地
元
の
人
た
ち
が
お
客

様
か
ら
質
問
を
受
け
た
と
き
に
答
え
ら

れ
る
よ
う
、
勉
強
し
て
も
ら
お
う
と
、

こ
の
『
神
々
の
国
し
ま
ね
ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
』
三
冊
を
つ
く
っ
た
ん
で
す
。

　

神
話
の
世
界
も
複
雑
で
、
神
様
も
た

く
さ
ん
お
ら
れ
ま
す
か
ら
ね
。
あ
そ
こ

の
神
社
は
ど
の
神
様
が
お
祀
り
し
て
あ

る
と
か
、
ど
う
い
う
物
語
で
あ
る
と
か

を
簡
単
に
わ
か
る
よ
う
に
ま
と
め
た
の

が
神
話
編
で
す
。
あ
と
は
万
葉
編
と
隠

岐
ジ
オ
パ
ー
ク
編
が
あ
り
ま
す
。

　

●
私
事
な
が
ら
、
小
さ
い
頃
に
習
っ

た
神
話
で
記
憶
に
残
っ
て
い
る
も
の
と

言
え
ば
、
大オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
ノ
ミ
コ
ト

国
主
命
が
登
場
す
る
「
因い

な

幡ば

の
白
兎
」
く
ら
い
で
す
が
…
。

　

溝
口　

出
雲
大
社
は
そ
の
大
国
主
命

を
祀
っ
て
あ
る
わ
け
で
す
。

　

古
代
の
神
話
の
世
界
で
は
、
大
国
主

命
は
須ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト

佐
之
男
命
の
子
孫
で
す
。
須
佐

之
男
命
は
天
上
界
の
天ア
マ
テ
ラ
ス
オ
オ
ミ
カ
ミ

照
大
神
の
弟
に

な
り
ま
す
。
須
佐
之
男
命
や
天
照
大
神

は
、
伊イ

邪ザ

那ナ

岐ギ

、
伊イ

邪ザ

那ナ

美ミ

の
子
ど
も

た
ち
な
ん
で
す
。

　

須
佐
之
男
命
が
乱
暴
を
す
る
の
で
、

天
上
界
を
追
放
さ
れ
、
降
り
立
っ
た
と

こ
ろ
が
、
地
上
界
の
出
雲
の
地
で
し
た
。

そ
こ
で
八ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ

岐
大
蛇
を
退
治
し
て
、
助
け

た
姫
様
と
結
婚
し
ま
す
。
そ
の
子
孫
に

大
国
主
命
が
い
ま
し
た
。

　

出
雲
地
域
は
大
陸
に
近
い
で
す
か
ら
、

稲
作
や
鉄
器
、
青
銅
器
な
ど
が
伝
わ
っ

て
き
て
、
高
い
文
化
が
あ
り
ま
し
た
。

神
話
で
は
、
大
国
主
命
は
こ
の
地
域
を

豊
か
な
国
に
す
る
わ
け
で
す
。
こ
の
国

を
「
葦あ
し
は
ら原
の
中な

か
つ
国く

に

」
と
言
い
ま
す
。

地
上
界
で
葦
や
稲
な
ど
が
生
え
る
立
派

な
国
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

天
上
界
に
い
る
天
照
大
神
が
地
上
界

の
繁
栄
ぶ
り
を
見
て
、
地
上
界
を
譲
っ

て
く
れ
と
大
国
主
命
に
言
う
わ
け
で
す
。

そ
れ
か
ら
若
干
の
経
緯
は
あ
り
ま
す
が
、

大
国
主
命
は
戦
い
は
避
け
た
い
、
平
和

裡
に
解
決
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
お

譲
り
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る

ん
で
す
ね
。
し
か
し
、
そ
の
代
わ
り
に
、

天
上
界
に
も
届
く
よ
う
な
大
き
な
社
を

造
っ
て
く
れ
と
申
し
出
て
、
そ
う
し
て

で
き
た
の
が
出
雲
大
社
な
ん
で
す
。

　

こ
の
出
雲
大
社
の
特
色
は
、
縁
結
び

に
御ご
り
や
く
利
益
が
あ
る
こ
と
で
す
。

　

旧
暦
十
月
の
異
名
は
〝
神か
ん
な
づ
き

無
月
〟
で

す
が
、
そ
れ
は
神
々
が
い
な
く
な
る
地

域
で
の
話
で
し
て
、
そ
れ
に
対
し
て
出

雲
大
社
は
全
国
の
神
々
が
集
ま
る
〝
神か
み

在あ
り
づ
き月

〟
で
、
神
様
た
ち
が
縁
結
び
の
相

談
を
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。
そ
れ
で
、
出
雲
大
社
は
〝
縁
結

び
の
神
様
〟
と
言
わ
れ
る
わ
け
で
す
。

　

●
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
さ
ん
の
話
で

は
、
東
京
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
寝
台
車
に
乗

っ
て
出
雲
大
社
に
や
っ
て
く
る
若
い
女

の
子
た
ち
が
増
え
て
い
る
そ
う
で
す
ね
。

　

溝
口　

え
え
、
寝
台
特
急
「
サ
ン
ラ

イ
ズ
出
雲
」
で
金
曜
日
の
夜
に
東
京
を

発た

っ
て
出
雲
に
来
て
、
出
雲
大
社
に
お

詣
り
し
た
後
、
玉
造
温
泉
に
泊
ま
っ
て

帰
る
と
い
う
コ
ー
ス
が
人
気
の
よ
う
で

す
。
今
の
日
本
の
社
会
を
見
て
い
ま
す

と
、
若
い
女
性
た
ち
が
い
ろ
い
ろ
な
流

行
や
文
化
を
リ
ー
ド
し
て
い
ま
す
ね
。

た
い
へ
ん
あ
り
が
た
い
ブ
ー
ム
だ
と
思

い
ま
す
。
昨
年
開
催
し
た
「
神
話
博
し

ま
ね
」
あ
た
り
か
ら
、
こ
の
ブ
ー
ム
が

だ
ん
だ
ん
広
が
っ
て
き
た
よ
う
で
す
。

　

こ
の
神
話
博
は
、
出
雲
大
社
に
隣
接

す
る
古
代
出
雲
歴
史
博
物
館
前
を
特
設

会
場
に
四
ヵ
月
間
近
く
開
催
し
た
の
で

す
が
、
お
か
げ
さ
ま
で
島
根
県
の
人
口

七
十
一
万
人
を
上
回
る
約
七
十
三
万
人

の
方
に
ご
来
場
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
の
博
物
館
に
は
、
銅
剣
や
銅
矛ほ
こ

、

銅
鐸た
く
な
ど
、
古
代
出
雲
の
青
銅
器
文
化

を
示
す
貴
重
な
国
宝
の
ほ
か
、
古
代
出

雲
大
社
本
殿
の
十
分
の
一
の
復
元
模
型

等
が
常
設
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

必
見
の
価
値
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

平
安
時
代
の
教
養
の
書
に
『
口く
ち
ず
さ
み遊

』

と
い
う
物
事
を
暗
誦
す
る
歌
が
あ
っ
て
、

そ
の
中
に
「
雲う
ん

太た

、
和わ

二に

、
京き

ょ
う
さ
ん三

」
と

い
う
有
名
な
く
だ
り
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
建
物
の
高
さ
を
示
し
て
い
る

も
の
で
、
雲
は
出
雲
で
太
は
太
郎
、
即

ち
出
雲
大
社
の
本
殿
が
一
番
高
い
と
謡う
た

っ
て
暗
誦
し
て
い
た
の
で
す
。

出雲大社御本殿（大屋根）

昭和 21 年 1 月 20 日生まれ　島根県益田市出身
昭和 39 年 3 月　島根県立益田高等学校卒業
昭和 43 年 3 月　東京大学経済学部卒業
昭和 43 年 4 月　大蔵省入省
平成 8 年 7 月　大蔵省主計局次長
平成 9 年 7 月　大蔵省大臣官房総務審議官
平成 10 年 5 月　大蔵省大臣官房長
平成 11 年 7 月　大蔵省国際局長
平成 15 年 1 月　財務省財務官
平成 16 年 7 月　財団法人国際金融情報センター理事長
平成 19 年 4 月　島根県知事（2 期目）

［趣　　味］自然の中でのウォーキング、社寺・遺跡めぐり、
　　　　　 美術鑑賞、囲碁

［座右の銘］着眼大局、着手小局

県民上げてのおもてなしを徹底するために、
県と民間で共同で立ち上げた実行委員会が
作成したガイドブック３冊。向かって左か
ら、隠岐ジオパーク編、万葉編、神話編。

よ
り
よ
い
お
も
て
な
し
の

た
め
に
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を

出
雲
大
社
は

〝
縁
結
び
の
神
様
〟で
す

「
雲
太
、和
二
、
京
三
」

出
雲
大
社
が
一
番
高
かっ
た
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当
時
の
本
殿
の
高
さ
は
現
在
の
倍
で

十
六
丈
。
一
丈
は
三
メ
ー
ト
ル
で
す
か

ら
、
四
十
八
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
あ
っ
た
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
の
次
が
和
二
で
、
和
二
の
和
は
大

和
、
即
ち
奈
良
の
大
仏
殿
を
表
し
、
四

十
五
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
。
京
三
は
京
都

の
大
極
殿
だ
そ
う
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
高
層
神
殿
の
模
型
や
、

境
内
の
遺
跡
か
ら
発
掘
さ
れ
た
本
殿
の

巨
大
柱
な
ど
、
出
雲
大
社
の
歴
史
を
さ

ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
紹
介
す
る
貴
重
な

資
料
を
全
国
の
人
に
知
っ
て
も
ら
お
う

と
、
去
年
の
夏
に
京
都
国
立
博
物
館
で

展
示
会
を
催
し
、
秋
に
は
東
京
国
立
博

物
館
で
も
展
示
会
を
催
し
た
と
こ
ろ
、

大
勢
の
人
が
来
ら
れ
ま
し
た
。

　

出
雲
大
社
に
お
詣
り
に
来
ら
れ
た
際

に
は
、
東
隣
の
こ
の
博
物
館
に
も
ぜ
ひ

お
立
ち
寄
り
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。

　

●
昨
今
は
、
若
い
女
性
の
間
で
、
こ

う
い
う
歴
史
を
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
ま
で

変
え
て
い
っ
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
り
ま

す
が
、
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
の
か
な
と

思
い
ま
す
ね
。

　

溝
口　

神
話
の
よ
う
な
古
い
世
界
に

つ
い
て
、
最
近
で
は
日
本
人
の
関
心
も

広
が
っ
て
来
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

日
本
が
、
あ
る
程
度
、
成
熟
し
た
国
に

な
っ
て
、
自
然
や
歴
史
、
文
化
に
関
心

を
持
つ
、
あ
る
い
は
日
本
の
来こ

し
方
は

ど
う
だ
っ
た
か
と
い
う
関
心
が
高
ま
っ

て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
そ
れ

が
証
拠
に
、
出
版
物
で
も
、
古
代
世
界

に
関
す
る
書
籍
が
も
の
す
ご
い
勢
い
で

出
て
お
り
ま
す
ね
。

　

●
出
雲
大
社
、
伊
勢
神
宮
と
い
う
日

本
を
代
表
す
る
神
社
が
、
奇く

し
く
も
同

じ
年
に
遷
宮
を
迎
え
た
こ
と
で
、
い
つ

に
な
く
地
方
に
全
国
か
ら
注
目
が
集
ま

っ
て
い
ま
す
。
知
事
は
こ
の
地
方
を
キ

ー
ワ
ー
ド
に
し
た
「
地
方
分
散
」
を
持

論
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ

れ
は
ど
う
い
う
狙
い
が
あ
る
の
で
し
ょ

う
か
？

　

溝
口　

戦
後
の
復
興
・
発
展
の
中
で
、

重
厚
長
大
の
産
業
が
で
き
て
、
大
都
市

に
多
く
の
人
が
集
ま
り
ま
し
た
。
そ
の

過
程
で
、
地
方
で
は
若
い
人
が
少
な
く

な
り
、
大
き
な
格
差
が
で
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
日
本
全
体
が
新
興
国
の
追
い

上
げ
を
受
け
、
今
で
は
大
企
業
も
製
造

業
も
国
外
に
出
て
行
く
と
い
う
難
し
い

時
代
を
迎
え
て
い
ま
す
。

　

そ
う
し
た
状
況
の
下
で
、
地
方
で
は

ビ
ジ
ネ
ス
が
展
開
し
に
く
い
と
思
わ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
道
路
網
も
少
し
ず
つ

整
備
さ
れ
、
大
都
市
と
地
方
都
市
と
の

往
き
来
も
便
利
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

も
っ
と
大
き
い
の
は
、
Ｉ
Ｔ
の
急
速
な

発
達
に
よ
り
、
情
報
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

化
が
進
み
、
地
方
に
い
て
も
情
報
を
瞬

時
に
や
り
と
り
す
る
こ
と
が
可
能
に
な

り
ま
し
た
か
ら
、
地
方
で
も
充
分
ビ
ジ

ネ
ス
は
成
り
立
つ
環
境
が
整
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
三
点
目
に
は
、
経
済
の
成

熟
化
が
あ
り
ま
す
。
社
会
の
成
熟
化
が

進
み
、
安
全
・
安
心
な
食
材
が
大
事
、

き
れ
い
な
水
が
大
事
と
い
っ
た
よ
う
に
、

自
然
に
対
す
る
価
値
観
が
変
わ
っ
て
き

ま
し
た
。

　

少
し
前
ま
で
は
、
欧
米
の
ブ
ラ
ン
ド

品
が
若
い
人
の
関
心
事
で
し
た
が
、
今

は
そ
れ
が
日
常
的
、
一
般
的
な
も
の
に

な
っ
て
き
て
、
む
し
ろ
地
方
に
あ
る
よ

う
な
自
然
な
も
の
、
歴
史
や
文
化
を
持

っ
て
い
る
も
の
が
価
値
が
あ
る
と
い
う

ふ
う
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
ん
で
す
ね
。

　

従
っ
て
、
大
都
市
の
過
密
化
が
進
む

中
で
、
地
方
が
相
対
的
に
便
利
に
な
り
、

価
値
が
見
直
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。
で

す
か
ら
、
そ
れ
を
も
う
少
し
進
め
れ
ば
、

日
本
全
体
が
豊
か
に
な
る
は
ず
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
分
権
も
大
事
な
こ
と

で
す
が
、
分
散
を
す
る
と
い
う
こ
と
が

も
っ
と
大
事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

島
根
に
は
森
林
が
あ
り
、
豊
か
な
海

が
あ
り
、
き
れ
い
な
河
川
が
あ
り
ま
す
。

豊
か
な
食
材
も
あ
れ
ば
、
歴
史
も
文
化

も
あ
り
ま
す
。
島
根
と
似
た
よ
う
な
と

こ
ろ
は
た
く
さ
ん
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、

そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
活
用
す
る
よ
う
な

国
策
を
と
る
こ
と
が
、
豊
か
な
日
本
を

築
く
の
に
必
要
だ
と
い
う
こ
と
を
主
張

し
て
き
て
い
る
ん
で
す
。

　

そ
れ
で
、
福
井
県
の
西
川
知
事
を
始

め
、
十
三
県
の
知
事
と
一
緒
に
「
自
立

と
分
散
で
日
本
を
変
え
る
ふ
る
さ
と
知

事
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
を
立
ち
上
げ
、
地

方
を
大
事
に
す
る
施
策
を
と
っ
て
い
き

ま
し
ょ
う
と
い
う
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

　

●
「
地
方
分
散
」
の
た
め
に
は
道
路

の
イ
ン
フ
ラ
整
備
が
大
事
だ
と
知
事
は

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
三
月

末
に
松
江
自
動
車
道
が
開
通
し
ま
し
た
。

　

溝
口　

広
島
県
の
尾
道
と
島
根
県
の

松
江
を
結
ぶ
中
国
横
断
自
動
車
道
の
工

事
が
進
行
中
で
す
が
、
松
江
か
ら
広
島

県
の
三み
よ
し次
市
ま
で
高
速
で
つ
な
が
り
ま

し
た
。
こ
れ
で
中
国
自
動
車
道
に
つ
な

が
り
ま
し
た
か
ら
、
広
島
、
四
国
、
九

州
、
関
西
が
非
常
に
近
く
な
り
ま
し
た
。

　

松
江
～
広
島
間
が
従
来
よ
り
約
五
十

分
も
短
縮
さ
れ
る
と
言
い
ま
す
が
、
一

時
間
以
上
短
縮
さ
れ
て
い
る
感
じ
で
す
。

松
江
～
広
島
間
が
二
時
間
半
く
ら
い
の

距
離
に
な
り
ま
し
た
。

　

イ
ン
フ
ラ
の
整
備
は
、
人
の
交
流
、

物
の
物
流
に
大
事
な
要
素
で
す
の
で
、

我
々
は
そ
う
し
た
全
国
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
が
一
日
で
も
早
く
完
成
す
る
よ
う
に

し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
こ
と
を
国
に

言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
早
く
完
成
さ

せ
る
こ
と
が
、
日
本
全
体
を
豊
か
に
す

る
た
め
に
も
必
要
で
す
。
学
校
教
育
、

医
療
、
社
会
福
祉
と
い
っ
た
基
礎
的
な

公
的
サ
ー
ビ
ス
と
同
じ
よ
う
に
、
日
本

の
ど
こ
に
住
ん
で
い
て
も
似
た
よ
う
な

サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

が
、
国
と
し
て
の
責
務
だ
と
私
は
考
え

て
い
ま
す
。

　

●
趣
向
を
変
え
て
、
少
し
プ
ラ
イ
ベ

ー
ト
な
質
問
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

知
事
は
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
が
ご
趣
味
だ
そ

う
で
す
が
…
。

　

溝
口　

休
日
な
ど
に
時
間
が
あ
れ
ば

散
歩
を
し
た
り
、
自
転
車
に
乗
っ
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
大だ
い
ぶ分

前
か
ら
、
家
内
と

一
緒
に
や
っ
て
い
ま
し
て
、
家
内
が
付

き
合
っ
て
く
れ
る
わ
け
で
す
。

　

こ
の
辺
で
す
と
、
散
歩
す
る
場
所
は

い
く
ら
で
も
あ
り
ま
す
。
私
は
車
に
乗

り
ま
せ
ん
か
ら
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
で
は

バ
ス
に
乗
っ
て
出
か
け
て
、
そ
こ
で
散

歩
す
る
ん
で
す
。
美
保
関
や
日ひ
の
み
さ
き

御
碕
灯

台
あ
た
り
ま
で
少
し
足
を
伸
ば
せ
ば
、

豊
か
な
自
然
が
あ
り
ま
す
し
、
松
江
の

南
に
は
古
い
時
代
の
遺
跡
な
ど
も
ず
い

ぶ
ん
あ
っ
て
、
散
歩
を
し
て
い
て
楽
し

い
で
す
ね
。

　

●
出
雲
は
大
名
茶
人
・
松
ま
つ
だ
い
ら
ふ
ま
い
こ
う

平
不
昧
公

ゆ
か
り
の
地
で
、
お
茶
が
昔
か
ら
盛
ん

な
お
国
柄
で
す
が
、
お
茶
の
ほ
う
は
い

か
が
で
す
か
？

　

溝
口　

お
い
し
い
緑
茶
が
あ
り
ま
す

し
、
抹
茶
も
非
常
に
盛
ん
で
す
ね
。
仕

事
柄
、
い
ろ
い
ろ
な
会
合
が
あ
り
ま
す

で
し
ょ
う
。
そ
う
し
た
と
き
に
待
合
室

で
控
え
て
い
る
と
き
で
も
抹
茶
が
出
て

く
る
こ
と
が
非
常
に
多
い
で
す
ね
。

　

●
農
家
の
方
が
田
ん
ぼ
や
畑
仕
事
の

合
間
に
、
携
帯
用
の
茶
道
具
を
使
っ
て

そ
の
場
で
お
抹
茶
を
点た

て
て
飲
ま
れ
る

と
か
…
。

　

溝
口　

そ
う
い
う
の
も
あ
り
ま
す
し
、

一
般
の
家
庭
で
も
夕
食
の
後
に
家
族
揃

っ
て
お
抹
茶
を
い
た
だ
く
と
い
う
習
慣

は
日
常
的
に
あ
る
よ
う
で
す
よ
。
そ
の

意
味
で
は
、
生
活
文
化
と
し
て
は
高
い

と
思
い
ま
す
。

　

毎
年
秋
、
十
月
の
初
め
に
は
「
松
江

城
大
茶
会
」
が
開
催
さ
れ
る
ん
で
す
。

こ
れ
は
日
本
三
大
茶
会
の
一
つ
で
し
て
、

十
流
派
く
ら
い
が
一
堂
に
会
し
て
茶
席

を
設
け
ま
す
。
裏
、
表
、
武
者
小
路
の

三
千
家
か
ら
、
細
川
忠
興
公
の
流
れ
を

汲
む
三
斎
流
、
不
昧
公
の
流
れ
を
汲
む

不
昧
流
な
ど
、
抹
茶
だ
け
で
も
六
流
派

の
お
茶
席
が
し
つ
ら
え
ら
れ
る
ん
で
す
。

　

こ
れ
は
地
元
の
新
聞
社
が
主
催
す
る

秋
恒
例
の
大
茶
会
で
す
が
、
毎
年
、
本

当
に
大
勢
の
人
が
来
ら
れ
ま
す
。
女
性

も
和
服
を
召
し
て
来
ら
れ
る
方
が
多
い

で
す
し
、
華
や
い
だ
雰
囲
気
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
に
ぎ
わ
い
ぶ
り
を
見
る
と
、

松
江
だ
け
に
限
ら
ず
、
茶
道
文
化
が
県

下
一
帯
に
広
が
っ
て
い
る
こ
と
を
実
感

し
ま
す
ね
。

　

私
も
こ
の
大
茶
会
に
は
招
待
を
受
け

て
行
く
ん
で
す
が
、
い
く
つ
か
回
ら
な

け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
の
で
、
た
い
へ
ん

で
す（
笑
）。　

　

●
い
ろ
い
ろ
と
楽
し
い
お
話
を
聞
か

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

溝
口　

こ
ち
ら
こ
そ
、
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
《
了
》

豊
か
な
日
本
を
つ
く
る
に
は

「
地
方
分
散
」が
必
要

松
江
自
動
車
道
の
開
通
で

山
陰
と
山
陽
間
が
短
縮

不
昧
公
ゆ
か
り
の
出
雲
は

抹
茶
が
盛
ん
な
お
国
柄
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出雲大社と共に参拝する
「両詣り」が縁起がいいと
される。境内の丸い石を
触ると子宝に（松江市）

日本を代表する縁
結びの神様、出雲
大社。良縁祈願、
恋愛成就を求めて、
一年中多くの人が
お詣りに訪れてい
る（出雲市）

いざ、ご縁旅に！

日
本
屈
指
の
パ
ワ
ー

ス
ポ
ッ
ト
が
目
白
押
し

〝神々の国しまね〟夏旅ガイド

出雲大社と並ぶ人気の
縁結びスポット。鏡の
池占いは特に有名で、
水面に浮かべた半紙の
沈む早さや、半紙が移
動する距離などで縁談
を占う（松江市）

日本屈指のパワースポットの呼び
声が高い神社。須佐之男命がこの
土地を気に入り、自分の名である
「須佐」を名付けたという（出雲市）

『出雲国風土記』に記されている歴
史ある古社、玉作湯（たまつくりゆ）
神社。境内には、触れて祈れば願い
を叶えてくれると言われ、古くから
崇められてきた丸い「願い石」があ
る。これに社務所でいただける「叶
い石」（有料）を触れさせて祈ると願
いが叶うと言われ、女性に人気のパ
ワースポットになっている（松江市）

日本の夜を守ると言われている神社。
徳川家光の命で造営された鮮やかな
朱塗りの社殿は重文。
厄除けや縁結びに
御利益が（出雲市）

日御碕灯台

願い石 叶い石

宍道湖の夕陽稲佐の浜

出雲大社の西にある海岸で
「国譲り神話」、「国引き神話」
に登場する、夕陽スポット
としても人気の海岸（出雲
市）

　

縁
結
び
の
神
様
と
し
て
有
名
な
出
雲

大
社
。
そ
の
出
雲
大
社
と
並
ぶ
縁
結
び

ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
最
近
、
若
い
女
性
た

ち
の
人
気
を
集
め
て
い
る
の
が
、
八や

重え

垣が
き

神
社
で
す
。

　
「
須ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト

佐
之
男
命
が
八ヤ

マ
タ
ノ
オ
ロ
チ

岐
大
蛇
を
退
治

し
て
助
け
た
姫
様
を
も
ら
っ
て
二
人
で

一
緒
に
住
ん
だ
の
が
、
こ
の
神
社
で
す
。

こ
こ
に
〝
恋
占
い
〟
に
や
っ
て
く
る
若

い
人
が
増
え
て
い
る
ん
で
す
よ
」

　

溝
口
知
事
が
紹
介
し
て
く
だ
さ
っ
た

八
重
垣
神
社
の
境
内
に
は
、
大
蛇
か
ら

姫
様
を
隠
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
森
が
残

り
、
そ
こ
に
は
姫
様
が
鏡
代
わ
り
に
使

っ
た
と
さ
れ
る
池
が
あ
っ
て
、
こ
こ
で

行
う
〝
鏡
の
池
占
い
〟
が
人
気
な
の
だ

と
か
。
硬コ
イ
ン貨
を
乗
せ
た
半
紙
を
池
に
浮

か
べ
、
そ
れ
が
早
く
沈
む
か
ど
う
か
で
、

良
縁
の
訪
れ
が
早
い
か
ど
う
か
を
占
う

の
だ
そ
う
で
す
。

　

須
佐
之
男
命
ゆ
か
り
の
神
社
は
、
ほ

か
に
も
あ
り
、
そ
の
終し
ゅ
う
え
ん焉

の
地
と
さ
れ

る
の
が
、
須
佐
神
社
で
す
。
境
内
に
は

樹
齢
千
三
百
年
と
言
わ
れ
る
大
杉
が
あ

り
、
神
秘
的
な
霊
力
を
漂
わ
せ
て
い
ま

す
。
テ
レ
ビ
や
雑
誌
で
日
本
一
の
パ
ワ

ー
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
注
目
さ
れ
、
多
く

の
参
拝
者
が
訪
れ
て
い
ま
す
。

　　

六
十
年
ぶ
り
の
大
遷
宮
と
い
う
こ
と

で
、
と
か
く
県
東
部
の
出
雲
地
域
に
情

報
が
偏
り
が
ち
で
す
が
、
県
西
部
に
も

見
ど
こ
ろ
は
多
い
と
言
う
溝
口
知
事
。

　
「
石い
わ
み見

地
域
に
は
、
世
界
遺
産
の
石

見
銀
山
が
あ
り
、
落
ち
着
い
た
雰
囲
気

の
観
光
地
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
石
見
は
柿か
き
の
も
と
ひ
と

本
人

麻ま

呂ろ

と
ゆ
か
り
が
深
く
、
万
葉
の
世
界

に
ふ
れ
ら
れ
る
場
所
が
あ
る
ほ
か
、
神

話
の
世
界
を
伝
え
る
〝
石い
わ
み
か
ぐ
ら

見
神
楽
〟
も

た
く
さ
ん
残
っ
て
い
ま
す
」

　

出
雲
も
石
見
も
神
話
の
世
界
が
色
濃

く
残
る
、
ま
さ
に
〝
神
々
の
国
〟
と
呼

ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
島
根
県
で
す
。

　

神
々
か
ら
の
贈
り
物
は
、
こ
う
し
た

歴
史
や
文
化
だ
け
で
な
く
、
グ
ル
メ
に

ま
で
及
ん
で
い
ま
す
。
日
本
海
に
面
し

た
立
地
か
ら
、
冬
の
松
葉
ガ
ニ
を
始
め
、

豊
か
な
海
の
幸
に
恵
ま
れ
て
い
ま
す
。

野
の
幸
に
目
を
転
じ
れ
ば
、
お
茶
を
始

め
、
ブ
ド
ウ
や
メ
ロ
ン
な
ど
の
果
樹
栽

培
も
盛
ん
で
、
畜
産
で
は
「
し
ま
ね
和

牛
」
が
定
評
の
あ
る
と
こ
ろ
。

　

そ
ん
な
味
巡
り
の
旅
と
と
も
に
、
ご

縁
巡
り
の
旅
に
出
た
い
と
切
実
に
願
わ

れ
て
い
る
方
、
縁
結
び
の
聖
地
・
島
根

へ
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

ご
縁
巡
り
の
旅
な
ら

縁
結
び
の
聖
地
・
島
根
へ

島根半島最西端
の断崖に立つ
（出雲市）

夫婦円満、児授かり、
除災、招福、出産の
守護を授かると言わ
れている（雲南市）

須佐之男が詠んだ歌の碑

夫婦岩

日本夕陽百選にも選定されている
〝水の都〟松江のシンボル（松江市）

出雲大社八重垣神社

須佐神社

美保神社

須我神社

玉作湯神社

日御碕神社


