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今
か
ら
8
0
0
～
4
0
0
年
前
の
中
世

と
い
う
時
代
の
益
田
を
テ
ー
マ
と
し
た
ス

ト
ー
リ
ー
「
中ち
ゅ
う
せ
い世
日に
ほ
ん本
の
傑け
っ
さ
く作　

益ま
す
だ田
を
味あ
じ

わ
う
―
地ち
ほ
う方
の
時じ
だ
い代
に
輝か
が
やき
再ふ
た
たび
―
」
が
、

6
月
19
日
、日
本
遺
産
に
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

日
本
遺
産
は
、「
地
域
の
歴
史
的
魅
力
や

特
色
を
通
じ
て
我
が
国
の
文
化
・
伝
統
を
語

る
ス
ト
ー
リ
ー
」
を
認
定
す
る
も
の
で
、
今

回
の
認
定
を
含
め
、全
国
で
1
0
4
件
の
ス

ト
ー
リ
ー
が
認
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
中
世
益

田
の
歴
史
が
日
本
の
文
化
・
伝
統
を
語
る
も

の
と
し
て
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

本
特
集
で
は
、
日
本
遺
産
に
認
定
さ
れ
た

ス
ト
ー
リ
ー
と
、
高
く
評
価
さ
れ
た
ポ
イ
ン

ト
を
紹
介
し
ま
す
。

　

海
に
国
境
の
な
い
時
代
―
中
世
。
山
陰
地

方
の
西
端
の
ま
ち
益
田
は
、
そ
の
地
理
と
地

域
資
源
を
活
か
し
て
、
大
き
な
輝
き
を
放
っ

て
い
ま
し
た
。

　

人
々
は
、
中
国
や
朝
鮮
半
島
に
近
い
地
理

と
、
中
国
山
地
が
も
た
ら
す
材
木
や
鉱
物
な

ど
の
地
域
資
源
を
活
か
し
て
、
日
本
海
交
易

を
進
め
ま
し
た
。
領
主
益
田
氏
は
、
自
ら
も

交
易
に
積
極
的
に
関
与
し
、
優
れ
た
政
治
手

腕
を
発
揮
し
て
平
和
を
実
現
し
ま
し
た
。
経

済
的
繁
栄
と
政
治
的
安
定
の
も
と
、
東
ア
ジ

ア
の
影
響
も
受
け
、
ど
こ
に
も
な
い
文
化
が

花
開
き
ま
し
た
。

　

現
在
の
益
田
に
は
そ
の
歴
史
を
物
語
る
、

港
、
城
、
館
の
遺
跡
と
景
観
、
寺
院
や
神
社
、

町
並
み
、
庭
園
、
絵
画
、
仏
像
な
ど
の
一
級

品
が
ま
と
ま
っ
て
残
っ
て
い
ま
す
。

　

時
代
と
地
域
の
特
性
を
活
か
し
て
輝
い

た
益
田
は
、
中
世
日
本
の
傑
作
と
言
え
、
全

国
で
も
希け
う有
な
中
世
日
本
を
味
わ
う
こ
と

の
で
き
る
ま
ち
で
す
。

認
定
決
定
！

概
要

中
世
日
本
の
傑
作
　
益
田
を
味
わ
う

日
本
遺
産 

認
定

○�

中
世
の
益
田
は
、
地
理
と
地
域
資
源
を
活
か

し
て
輝
い
て
い
た
。

○�

中
世
の
益
田
は
、
流
通
経
済
、
政
治
、
文
化

の
い
ず
れ
も
す
ご
い
。

○�

そ
し
て
、
中
世
の
益
田
の
遺
産
が
現
在
に
ま

と
ま
っ
て
残
っ
て
い
る
。

「逆
さか

さ地図」に見る益田市の位置（富山県作成の「環日本海
東アジア諸国図」に加筆）

益田氏の館・三
みやけ

宅御
お ど い

土居跡
あと

萬
まんぷくじ

福寺庭園

こ
こ
が
ポ
イ
ン
ト

益田

 

地
方
の
時
代
に
輝
き
再
び 

市ホームページの
日本遺産特集は
こちら！
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特集　「中世日本の傑作　益田を味わう　一地方の時代に輝き再び一」日本遺産に認定！

　

山
陰
地
方
の
西
端
に
位
置
す
る
益
田
市

は
、
奥
深
い
中
国
山
地
を
抱
え
、
日
本
一
の

清
流
・
高
津
川
と
益
田
川
が
豊
か
な
山
あ
い

を
流
れ
出
て
沖ち
ゅ
う
せ
き積

平へ
い
や野

を
形
づ
く
り
、
海

岸
線
に
は
美
し
い
松
林
の
砂さ
す州

が
伸
び
る
、

海
陸
要よ
う
し
ょ
う衝

の
地
で
す
。
こ
れ
ら
の
自
然
は
、

美
し
い
景
観
の
み
な
ら
ず
、
魅
力
的
な
歴
史

も
生
み
出
し
ま
し
た
。

　

今
か
ら
8
0
0
～
4
0
0
年
前
、地
方
に

領
主
が
勢
力
を
誇
り
、
海
に
国
境
の
な
い
時

代
―
中
世
の
益
田
は
、
そ
の
地
理
や
地
域
の

資
源
を
最
大
限
に
活
か
し
て
、
ひ
と
き
わ
大

き
な
輝
き
を
放
っ
て
い
ま
し
た
。

　

中
世
の
益
田
平
野
で
は
、
高
津
川
が
益
田

川
に
合
流
し
て
お
り
、
砂
州
の
発
達
と
あ
わ

せ
て
、
河
口
域
が
潟せ
き

湖こ

の
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
し
た
。
こ
の
地
形
は
日
本
海
の
荒
波
や
強

風
を
避
け
る
格
好
の
条
件
で
し
た
。
こ
の
た

め
、
中
世
の
高
津
川
・
益
田
川
河
口
域
は
港

町
と
し
て
賑
わ
い
ま
し
た
。

　

砂
州
の
南
側
か
ら
発
見
さ
れ
た
中な
か
ず須

東ひ
が
し
は
ら原

遺
跡
は
、
そ
の
よ
う
な
港
町
の
遺
跡
の

代
表
例
で
す
。
旧
河か
ど
う道

に
沿
っ
て
石
が
敷
き

詰
め
ら
れ
た
荷
揚
げ
場
跡
の
内
側
に
、
鍛か
じ冶

場ば

を
は
じ
め
と
す
る
町ま
ち
ば場

が
建
ち
並
ぶ
様

子
が
発
掘
成
果
か
ら
浮
か
び
上
が
り
ま
し

た
。
ま
た
、出
土
し
た
陶
磁
器
は
、国
内
は
も

と
よ
り
、
西
は
朝
鮮
半
島
や
中
国
、
南
は
東

南
ア
ジ
ア
と
の
交
易
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

　

何
を
輸
出
し
て
い
た
の
か
も
、河
川
が
教
え

て
く
れ
ま
す
。
高
津
川
や
そ
の
支
流
・
匹
見
川

上
流
の
豊
か
な
中
国
山
地
、た
と
え
ば
匹
見
は

良
質
な
材
木
を
豊
富
に
産
出
し
ま
す
。材
木
は

川
下
し
さ
れ
、さ
ら
に
他
地
域
へ
と
積
み
出
さ

れ
ま
し
た
。
ま
た
、益
田
川
上
流
の
都つ
も茂

鉱こ
う
ざ
ん山

の
鉱
物
も
同
様
に
交
易
品
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　

中
世
の
益
田
は
ヒ
ト
と
モ
ノ
の
交
流
の
最

前
線
で
あ
り
、人
々
は
そ
の
豊
富
な
地
域
資
源

と
中
国
や
朝
鮮
半
島
に
近
い
立
地
条
件
を
活

か
し
て
日
本
海
に
漕こ

ぎ
出
し
、積
極
的
に
国
内

外
と
の
交
易
に
取
組
ん
で
い
た
の
で
す
。

ス
ト
ー
リ
ー
の
詳
細

【
地
方
の
雄
・
益
田
】

益田平野。手前の日本海に、高津川（右）、益田川（左）が注ぐ。益田川
河口の砂州の内側に中世の港町の遺跡（中

なかず

須東
ひがしはら

原遺
いせき

跡）がある。

櫛
くししろかひめ

代賀姫神社の境内から望む益田平野。
日本海に沿って複数の砂州が発達していた様子がよく理解できる。

華
か

南
なんさんさい

三彩貼
ちょう

花
か

文
もん

五
ご じ こ

耳壺（萬福寺
所蔵）益田氏の南

なんばん

蛮貿
ぼうえき

易の可能
性を示唆する。

匹見の森林と匹見川。
匹見の豊富な材木は、匹見川・高津川を川下しさ
れ、河口の港から国内外へと輸出され、中世益
田の主要な交易品となっていたと考えられる。

中須東原遺跡の荷揚げ場跡。
石が敷き詰められている。

【
日
本
海
に
漕
ぎ
出
し
た
益
田
の
人
々
】

○
益
田
平
野
の
河
口
域
は
天
然
の
良
港
。

○
上
流
域
の
材
木
や
鉱
物
が
交
易
品
。

○�

中
世
の
益
田
の
人
々
は
、
積
極
的
に
交
易
に

取
組
ん
で
い
た
。

こ
こ
が
ポ
イ
ン
ト
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益
田
川
を
さ
か
の
ぼ
り
、
平
野
部
か
ら
山

間
部
へ
と
入
る
手
前
に
、
歴
史
あ
る
町
並
み

が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
町
並
み
を
築
い
た

の
は
、
中
世
の
益
田
を
治
め
た
領
主
益
田
氏

で
す
。

　

益
田
氏
は
優
れ
た
政
治
手
腕
を
発
揮
し

て
、
益
田
の
平
和
を
維
持
し
ま
し
た
。
た
と

え
ば
、
戦
国
大
名
毛
利
氏
と
の
関
係
が
悪
化

し
た
後
、
和
睦
す
る
際
に
は
、
朝
鮮
半
島
の

虎
皮
を
は
じ
め
と
す
る
莫
大
な
贈
り
物
を

し
、
蝦え
ぞ
ち
夷
地（
北
海
道
）の
昆
布
や
数
の
子
、

地
元
の
特
産
品
で
あ
る
清
流
・
高
津
川
の
鮎

や
う
る
か
な
ど
を
材
料
に
し
た
豪
華
な
料

理
を
振
る
舞
い
ま
し
た
。
自
身
の
日
本
海
交

易
へ
の
積
極
性
と
経
済
力
を
印
象
づ
け
る

狙
い
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
実

際
、
そ
れ
以
後
、
毛
利
氏
か
ら
一
目
置
か
れ

て
い
ま
す
。

【
領
主
・
益
田
氏
の
実
力
】

狩
か の う

野松
しょうえい

栄筆
ひつ

「益
ま す だ

田元
もとよし

祥像
ぞう

」桃
ももやま

山時
じ だ い

代
（島根県立石見美術館所蔵）

　

そ
の
威
勢
は
、
山
城
・
館
の
遺
跡
や
城
下

に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
東
西
に
5
ｍ
の

土ど
る
い塁

を
持
つ
館
・
三
宅
御
土
居
の
遺
跡
、
ひ

と
つ
の
山
を
ま
る
ま
る
要
塞
化
し
た
山
城
・

七
尾
城
の
遺
跡
は
、
同
規
模
の
領
主
と
比
べ

て
は
る
か
に
大
き
く
、
ま
た
後
述
す
る
特
徴

的
な
形
を
し
て
い
ま
す
。

○�

領
主
益
田
氏
は
、
優
れ
た
政
治
力
で
益
田

の
平
和
を
実
現
。

○�

戦
国
大
名
毛
利
氏
と
の
仲
直
り
の
際
も

鮮
や
か
な
手
腕
を
発
揮
。

○�

そ
の
実
力
は
、
山
城
や
館
の
遺
跡
か
ら
う

か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

繁
栄
と
平
和
の
も
と
、
も
と
も
と
の
地
域

の
文
化
に
、
京
都
や
山
口
、
東
ア
ジ
ア
の
影

響
も
受
け
、
益
田
に
は
優
れ
た
文
化
が
花
開

き
ま
し
た
。

　

益
田
氏
は
、
寺
社
を
手
厚
く
保
護
し
、
創

建
し
た
時じ
し
ゅ
う宗・
萬
福
寺
の
本
堂
や
、
再
建
し

た
地
域
の
氏う
じ
が
み神

・
染そ
め
は羽

天あ
め
の
い
わ
か
つ

石
勝
神
社
の
本

殿
は
、
当
時
の
寺
院
・
神
社
建
築
を
代
表
す

る
よ
う
な
美
し
い
形
を
し
て
い
ま
す
。

　

平
安
時
代
か
ら
中
世
を
通
じ
て
、
時
代
ご

と
に
個
性
的
な
仏
像
が
現
存
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
ら
は
中
央
の
流
行
を
取
り
入
れ
つ
つ

も
、
地
方
色
も
色
濃
く
残
し
て
い
ま
す
。

　

室
町
時
代
に
は
、
中
国
に
渡
っ
て
水
墨
画

を
極
め
た
雪
舟
が
益
田
に
招
か
れ
ま
し
た
。

雪
舟
は
萬
福
寺
と
崇す
う
か
ん
じ

観
寺
（
後
身
寺
院
が
医

光
寺
）
に
庭
園
を
築
き
、益
田
兼か
ね
た
か堯
像
を
描

き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
雪
舟
の
代

表
作
と
さ
れ
、
2
つ
の
庭
園
は
四
季
折
々
に

異
な
る
美
し
さ
を
見
せ
ま
す
。

　

交
易
で
入
手
し
た
茶
壺
等
が
彩
り
を
添

え
ま
す
。
萬
福
寺
に
伝
わ
る
華か
な
ん南

三さ
ん
さ
い彩

壺

は
、
東
南
ア
ジ
ア
と
の
貿
易
で
入
手
し
た
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

【
花
開
い
た
独
特
の
文
化
】

染
そめは

羽天
あめのいわかつ

石勝神社本殿（奥の建物）

萬福寺本堂

こ
こ
が
ポ
イ
ン
ト

○�

経
済
的
繁
栄
と
平
和
の
も
と
、
優
れ
た
文

化
が
花
開
く
。

○�

京
都
や
山
口
、
東
ア
ジ
ア
の
影
響
を
受
け

つ
つ
も
、
地
方
色
も
残
す
。

○�

雪
舟
を
は
じ
め
、
神
社
仏
閣
な
ど
が
当
時

の
文
化
水
準
の
高
さ
を
伝
え
る
。

こ
こ
が
ポ
イ
ン
ト
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益
田
氏
は
江
戸
時
代
（
近
世
）
初
め
に
残

念
な
が
ら
益
田
を
去
ら
ざ
る
を
得
な
く
な

り
、
益
田
の
ま
ち
は
江
戸
時
代
の
城
下
町

に
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か

し
、
こ
れ
に
よ
り
近
世
の
城
下
町
と
し
て
の

再
開
発
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
中
世
の
町
並

み
が
そ
の
ま
ま
残
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

現
在
の
益
田
の
町
並
み
は
、
日
本
の
他

の
歴
史
あ
る
町
並
み
と
は
少
し
様
子
が
異

な
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
長
靴
を
横
に

倒
し
た
よ
う
な
形
と
言
わ
れ
る
館
跡
や
、
Ｙ

字
形
の
山
の
尾
根
に
築
か
れ
た
山
城
跡
、
直

線
と
曲
線
が
入
り
交
じ
っ
た
街
路
な
ど
。
2

回
し
か
曲
が
っ
て
い
な
い
の
に
も
と
の
場

所
に
戻
る
こ
と
も
。
そ
れ
は
、
中
世
に
、
地

形
や
古
代
以
来
の
神
社
や
道
路
な
ど
を
大

き
く
改
変
す
る
こ
と
な
く
築
か
れ
た
町
並

【
中
世
を
味
わ
え
る
ま
ち
益
田
】

○�

江
戸
時
代
に
城
下
町
に
な
ら
な
か
っ
た
た

め
、
益
田
に
は
中
世
の
町
並
み
が
残
る
。

○�
中
世
を
残
す
益
田
の
町
並
み
は
、
他
の
歴

史
あ
る
町
並
み
と
は
様
子
が
異
な
る
。

○�

益
田
は
全
国
で
最
も
中
世
を
伝
え
、
味
わ

え
る
ま
ち
。

み
が
、
現
代
に
至
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
益

田
は
、
全
国
で
最
も
中
世
の
遺
産
や
町
並
み

が
伝
わ
る
ま
ち
と
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

時
代
と
地
域
の
特
性
を
活
か
し
て
輝
い

た
益
田
の
歴
史
は
、
中
世
日
本
の
傑
作
と
言

え
、
そ
の
多
種
多
様
で
優
れ
た
一
級
の
遺
産

が
ま
と
ま
っ
て
伝
わ
る
益
田
は
、
中
世
日
本

を
味
わ
え
る
ま
ち
で
す
。

①
櫛く
し
し
ろ
か
ひ
め

代
賀
姫
神
社
、
②
福ふ
く
お
う
じ

王
寺
、
③
中な
か
ず須

東ひ
が
し
は
ら原
遺い
せ
き跡
、
④
中ち
ゅ
う
せ
い世
今い
ま
い
ち市
遺い
せ
き跡
、
⑤
大た
い
き喜

庵あ
ん
、
⑥
紙し
ほ
ん本
著ち
ゃ
く
し
ょ
く色
益ま
す
だ田
兼か
ね
た
か堯
像ぞ
う
な
ど
市
立

雪
舟
の
郷
記
念
館
所
蔵
の
中
世
文
化
財
、
⑦

市
立
歴
史
民
俗
資
料
館
（
旧き
ゅ
う
み
の
ぐ
ん

美
濃
郡
役や
く
し
ょ所）、

⑧
七
尾
城
跡
・
住す
み
よ
し吉

神
社
、
⑨
妙み
ょ
う

義ぎ
じ寺

、
⑩

暁き
ょ
う
お
ん
じ

音
寺
、
⑪
中な
か
は
ら
け

原
家
住じ
ゅ
う
た
く
宅
、
⑫
右
田
本
店

酒
蔵
、
⑬
三み
や
け宅

御お
ど
い

土
居
跡あ
と

、
⑭
泉せ
ん
こ
う光

寺じ

、

⑮
萬ま
ん
ぷ
く
じ

福
寺
、
⑯
染そ
め
は羽

天あ
め
の
い
わ
か
つ

石
勝
神じ
ん
じ
ゃ社

、
⑰

医い
こ
う
じ

光
寺
、
⑱
絹け
ん
ぽ
ん本

著ち
ゃ
く
し
ょ
く色

益
田
元も
と
よ
し祥

像
、
⑲

都つ
も茂
鉱こ
う
ざ
ん
あ
と

山
跡
、
⑳
大お
お
と
し
の
も
と

年
ノ
元
遺
跡
、

神し
ん

宝ぽ
う
ざ
ん山
八は
ち
ま
ん
ぐ
う

幡
宮
、

匹
見
の
山
林
、

高
津
川

と
匹
見
川
、

益
田
川
、

桑く
わ
ば
ら原
酒
造
、

鮎
と
う
る
か

※�

日
本
遺
産
に
認
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
地

域
活
性
化
事
業
で
活
用
す
る
文
化
財
等
も

含
ま
れ
て
い
ま
す
。

構
成
文
化
財
等

美
み の ぐ ん

濃郡上
かみほんごう

本郷村
むら

道
どう

水
す い ろ ず

路図。明治 10 年頃。
右下の部分が七尾城跡｡ その北と西に中世城下の
地割りが残る。

雪の医光寺庭園。四季折々の美しい姿を楽しめる。

都
つ も

茂鉱
こうざん

山跡
あと

。産出された鉱物は材木同様に中世
の益田の主要な交易品であったと考えられる。

高津川・匹見川や益田川は、内陸部と沿岸部を結ぶ重要な流通路
であった。

こ
こ
が
ポ
イ
ン
ト

特集　「中世日本の傑作　益田を味わう　一地方の時代に輝き再び一」日本遺産に認定！

　

日
本
遺
産
は
認
定
が
ゴ
ー
ル
で
は
な

く
、
認
定
さ
れ
た
後
の
地
域
活
性
化
の
取

組
が
重
要
で
す
。

　

日
本
遺
産
に
認
定
さ
れ
た
こ
と
で
、
中

世
益
田
の
歴
史
の
魅
力
が
広
く
認
め
ら
れ

た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
今
後
は
、
中
世
益

田
の
魅
力
を
わ
か
り
や
す
く
体
験
で
き
る

よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
活
か
し

て
地
域
活
性
化
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

　

今
後
の
取
組
に
ご
期
待
い
た
だ
く
と
と

も
に
、
ご
支
援
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
、
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

今
後
の
取
組
に

　
　
ご
期
待
く
だ
さ
い


