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神
門

か
ん
ど

郡
の
山
の
記
述
に
は
、
大
神

お
お
か
み

の
御
用
の
道
具

に
見
立
て
た
山
が
、
非
常
に
狭
い
範
囲
の
中
か
ら
六
つ

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
御
屋

み

や

（
神
の
宮
）、
稲
積

い
な
づ
み

、

御
陰

み
か
げ

（
頭
に
か
け
る
髪
飾
り
）、
稲
、
桙ほ

こ

、
冠

か
ん
む
りで

、
そ
れ

ぞ
れ
山
の
形
な
ど
か
ら
見
立
て
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
の
山
は
、
現
在
の
出
雲
市
朝
山
の
盆
地
に

あ
る
山
々
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
朝
山
盆
地
は
、
ま
わ
り

を
奇
岩
の
あ
る
山
や
変
わ
っ
た
形
の
山
に
囲
ま
れ
、
一

種
独
特
な
神
話
的
雰
囲
気
に
包
ま
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
こ
う
し
た
伝
承
が
生
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

出
雲
市
朝
山
の

「
六
神
山
」
を
訪
ね
て

こ
れ
ら
の
山
が
、
朝
山
の
ど
の
山
に
あ
た

る
か
を
判
断
す
る
の
は
な
か
な
か
困
難
で
す
。

風
土
記
記
載
の
方
位
、
距
離
と
山
の
形
か

ら
推
測
す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
で
は

加
藤
義
成
氏
の
説
と
あ
わ
せ
て
、
当
編
集
部

の
推
測
も
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

宇
比
多
伎

う

い

た

き

山
は
、
現
在
朝
山
神
社
が
あ

る
山
で
す
。
こ
の
山
に
は
雲
井

う

い

滝
が
あ
り
、

こ
の
滝
が
山
の
名
前
と
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

雲
井
滝
は
山
の
西
側
に
あ
り
、
あ
ま
り
知
ら

れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
立
派
な
滝
で
す
。
あ
る
い

は
滝
に
対
す
る
信
仰
が
、
大
神
の
宮
の
伝
承

に
結
び
つ
い
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

稲
積

い
な
づ
み

山
は
、
加
藤
説
で
は
杉
尾
神
社
が

あ
る
丘
を
あ
て
て
い
ま
す
が
、
編
集
部
で
は

朝
山
神
社
東
北
の
形
の
い
い
山
を
あ
て
て
み

ま
し
た
。

陰
山

か
げ
や
ま

は
朝
山
神
社
入
口
か
ら
稗
原

ひ
え
ば
ら

川
を

約
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
東
、
現
在
、
岩
根

い
わ
ね

寺
の

あ
る
山
で
し
ょ
う
。
岩
の
断
崖
の
下
に
観
音

堂
が
建
っ
て
い
て
、
迫
力
が
あ
り
ま
す
。

稲
山
は
、
岩
根
観
音
の
対
岸
に
あ
る
独
立

し
た
丸
い
山
で
し
ょ
う
。

桙ほ
こ

山
は
、
朝
山
盆
地
の
東
奥
に
そ
び
え
る

鞍
掛

く
ら
か
け

山
（
一
二
〇
ｍ
）
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
山
は
頂
上
に
二
峰
の
岩
が
突
き
出
し
て

い
て
、
天
空
を
指
す
鉾ほ

こ

の
よ
う
に
も
見
え
る
、

雰
囲
気
の
あ
る
山
で
す
。

冠
か
が
ふ
り山

は
、
加
藤
説
で
は
陰
山
の
南
方
の
山

に
あ
て
て
い
ま
す
が
、
山
の
形
か
ら
見
る
と

鞍
掛
山
南
方
の
丸
い
山
の
ほ
う
が
よ
い
よ
う

に
思
え
ま
す
が
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

以
上
の
よ
う
に
、
加
藤
説
は
朝
山
郷
庁

ご
う
ち
ょ
う

推

定
地
を
起
点
に
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
に

距
離
を
換
算
し
て
考
え
て
い
ま
す
が
、
編
集

部
は
稗
原

ひ
え
ば
ら

川
に
沿
っ
て
上
流
側
へ
順
に
あ
て

て
み
ま
し
た
。
み
な
さ
ん
も
現
地
に
立
っ
て
、

推
測
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

宇
比
多
伎

う

ひ

た

き

山
。
郡
家

ぐ
う
け

の
東
南
五
里

五
十
六
歩ぶ

な
り
。
大
神

お
ほ
か
み

の
御
屋

み

や

な

り
。

稻
積

い
な
づ
み

山
。
郡
家
の
東
南
五
里
七
十

六
歩
な
り
。
大
神
の
稻
積

い
な
づ
み

な
り
。

陰か
げ

山
。
郡
家
の
東
南
五
里
八
十
六

歩
な
り
。
大
神
の
御
陰

み
か
げ

な
り
。

稻い
ね

山
。
郡
家
の
正
東

ま
ひ
が
し

五
里
一
百
一

十
六
歩
な
り
。
東
に
樹
林

は
や
し

あ
り
。
三

方
は
並
び
に
礒い

そ

な
り
。
大
神
の
御
稻

み
い
ね

な
り
。

桙ほ
こ

山
。
郡
家
の
東
南
五
里
二
百
五

十
六
歩
な
り
。
南
と
西
は
並
び
に
樹

林
あ
り
。
東
と
北
は
並
び
に
礒
な
り
。

大
神
の
御
桙

み
ほ
こ

な
り
。

冠か
が
ふ
り

山
。
郡
家
の
東
南
五
里
二
百
五

十
六
歩
な
り
。
大
神
の
御
冠

み
か
が
ふ
り

な
り
。

鞍掛（くらかけ）山（鉾山か）。手前が稲山

7

7

65

4

2

3

1
3

1.朝山郷庁推定地　2.宇比多伎山　3.稲積山　4.陰山　5.稲山　6.桙山　7.冠山
▲は加藤説／▲は編集部説(加藤説と異なる所)

西南側の山々。県道が宇比多伎山の西側をトンネルで越えている。左端に南中学校がわずかに
見える。

西から見た山 （々中央は南中学校。右の鉄塔のある山が加藤説･冠山。左端が桙山と考えられる）

岩根観音（陰山と考えられる）

雲井（うい）滝稲山と考えられる山

編集部説
稲積山

○
雲井滝

加藤説
冠山

陰山

編集部説冠山桙(鞍掛)山

松
江
市
秋
鹿

町
と
鹿
島
町
古こ

浦う
ら

の
境
の
経
塚

き
ょ
う
づ
か

山
（
三
一
六

ｍ
）。
北
側
は
急

峻
で
す
ぐ
海
に

な
る
。

秋
鹿

あ

い

か

郡経塚山（松江市秋鹿町より撮影）

足
日

た
る
ひ

山
。
郡
家

ぐ
う
け

の
正
北

ま
き
た

七
里
な
り
。
高
さ

一
百
七
十
丈
、
周め

ぐ

り
一
十
里
二
百
歩ぶ

あ
り
。

松
江
市
大
垣
町
北
の
本
宮
山

ほ
ん
ぐ
う
や
ま

（
二
七
九

ｍ
）。
土
が
豊
か
に
肥
え
た
、
農
民
の
生
活
を

豊
か
に
す
る
農
園
で
、
頂
上
以
外
は
林
は
な

い
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
今
も
そ
の
と
お
り
。

松
江
か
ら
見
る
と
、
宍
道
湖
に
突
き
出
す
よ

う
に
そ
び
え
る
、
電
波
塔
の
あ
る
山
。

本宮山（松江市東長江町より撮影）

女
心
高
野

め
ご
こ
ろ
た
か
ぬ

。
郡
家
の
正
西
一
十
里
二
十
歩

な
り
。
高
さ
一
百
八
十
丈
、
周
り
六
里
あ

り
。
土
體

つ

ち

豐ゆ
た

か
に
沃こ

え
て
、
百
姓

た

み

の
膏
腴

う
る
ほ
ひ

の

園そ
の

な
り
。
樹
林

は
や
し

な
し
。
但た

だ

、
上
頭

み

ね

に
樹
林
あ

り
。
此こ

は
則
ち
神
の
社

や
し
ろ

な
り
。

松
江
市
と
平
田
市
の
境
に
あ
る
十
膳

じ
ゅ
う
ぜ
ん

山

（
一
九
三
ｍ
）。
山
に
は
沢
が
あ
り
、
ま
わ
り

は
草
が
生
い
茂
っ
て
オ
シ
ド
リ
が
い
た
と
記

さ
れ
て
い
る
。

今
は
沢
は
な

い
が
、
そ
れ
を

探
る
調
査
も

行
わ
れ
て
い

る
。
戦
国
期

に
は
山
城
が

あ
っ
た
。

十膳山（松江市大野町より撮影）

都
勢
野

つ

せ

ぬ

。
郡
家
の
正
西
一
十
里
二
十
歩
な

り
。
高
さ
一
百
一
十
丈
、
周
り
五
里
あ
り
。

樹
林

は
や
し

な
し
。
嶺み

ね

の
中
に
澤さ

わ

あ
り
。
周
り
五
十

歩
あ
り
。
四よ

も

の
涯

み
ぎ
は

に
、
藤
・
荻を

ぎ

・
芦あ

し

・
茅ち

等
の
物
、
叢し

げ

り
生お

ひ
、
或あ

る
は
叢

む
ら
が

り
峙

そ
ば
だ

ち
、

或
る
は
水
に
伏
せ
り
。
鴛
鴦

を

し

住
め
り
。

不
明
確
だ
が
、
十
膳
山
の
北
の
室
山
（
二

五
二
ｍ
）
と
言
わ
れ
て
い
る
。

今い
ま

山
。
郡
家
の
正
西
一
十
里
二
十
歩
、
周

り
七
里
あ
り
。

楯
縫

た

て

ぬ

い

郡

平
田
市
岡
田
町
、
多
久
谷

た

く

だ

に

町
北
方
の

檜ひ
の
き

ケ
山せ

ん

（
三
三

三
ｍ
）。
戦
国

期
に
は
城
が
あ

っ
た
と
い
う
。

檜ケ山（平田市多久谷町より撮影）

阿
豆
麻
夜

あ

づ

ま

や

山
。
郡
家

ぐ
う
け

の
正
北

ま
き
た

五
里
四
十
歩ぶ

な
り
。

平
田
市
街
の
北
に
そ
び
え
る
高
野
寺

こ

う

や

じ

山

（
四
一
五
ｍ
）
と
呼
ば
れ
る
山
。
頂
上
に
は

自
衛
隊
の
レ

ー
ダ
ー
が
あ
り
、

そ
の
東
側
に

は
高
野
寺
が

あ
る
。

高野寺山（出雲空港上空より撮影）

見
椋

み
く
ら

山
。
郡
家
の
西
北
七
里
な
り
。

大
原

お

お

は

ら

郡

郡
家
の
あ

る
と
こ
ろ
と
書

い
て
あ
る
の
で
、

現
在
の
木
次

き
す
き

町
里
方
の
莵う

原は
ら

集
落
後
方

の
山
が
そ
れ

か
。

莵
原
野

う

は

ら

ぬ

。
郡
家

ぐ
う
け

の
正
東

ま
ひ
が
し

な
り
。
即

す
な
わ

ち
郡
家

に
屬つ

け
り
。

加
茂
町
東
の
高
麻

た
か
さ
の

山
（
一
九
六
ｍ
）
と

考
え
ら
れ
る
。
周
辺
の
ど
こ
か
ら
見
て
も
目

立
つ
山
だ
が
、
と
く
に
旧
郡
家

ぐ
う
け

（
郡
の
役

所
）
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
大
東
町
前
原
あ
た

り
か
ら
見
る
と
、
先
の
と
が
っ
た
特
徴
的
な

形
を
示
す
。
中
世
に
は
城
が
築
か
れ
て
い
た
。

高
麻

た
か
さ

山
。
郡
家
の
正
北
一
十
里
二
十
歩ぶ

な

り
。
高
さ
一
百
丈
、
周め

ぐ

り
五
里
あ
り
。
北
の

方
に
樫か

し

・
椿
等
の
類

た
ぐ
ひ

有
り
。
東
南
西
の
三

方
は
並な

ら

び
に
野ぬ

な
り
。
古
老
の
傳つ

た

へ
に
云い

へ

ら
く
、
神
須
佐
能
袁
命

か
む
す
さ
の
を
の
み
こ
と

の
御
子

み

こ

、
青
幡
佐

あ
を
は
た
さ

木
次
町
里
方
北
方
の
山
か
ら
斐
伊
川
に

突
き
出
た
標
高
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
あ
ま
り
の

山
で
、
今
で
も
城
奈
樋

き

な

び

山
と
言
う
。
大
穴
持

お
お
な
も
ち
の

命み
こ
と

が
八
十

や

そ

神
を
平
ら
げ
る
た
め
に
城
を
築
い

た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

城奈樋山（木次町里方より撮影）

城
名
樋

き

な

ひ

山
。
郡
家
の
正
北
一
里
一
百
歩
な

り
。
所
造
天
下
大
神
大
穴
持
命

あ
め
の
し
た
つ
く
ら
し
し
お
ほ
か
み
お
ほ
な
も
ち
の
み
こ
と

、
八
十

や

そ

神

を
伐う

た
む
と
し
て
城き

を
造
り
た
ま
ひ
き
。
故か

れ

、

城
名
樋
と
云
ふ
。

大
東
町
と
八
雲
村
の
境
に
あ
る
八
雲
山

（
四
二
六
ｍ
）
と
思
わ
れ
る
。
頂
上
ま
で
は

ハ
イ
キ
ン
グ

コ
ー
ス
も
整

備
さ
れ
気
軽

に
登
れ
る
。

中
腹
に
は
、

巨
岩
が
並

ぶ
。
夫
婦

め
お
と

岩

な
ど
の
奇
岩

も
多
い
。

八雲山（大東町山王寺より撮影）

須
我

す

が

山
。
郡
家
の
東
北
一
十
九
里
一
百
八

十
歩
な
り
。
檜

ひ
の
き

・
杉
あ
り
。

高麻山（大東町幡屋より撮影）

大
東
町
北
村
の
細
長
く
て
低
い
船
岡
山
。

県
道
松
江
木
次
線
を
松
江
方
面
か
ら
向
か

う
と
よ
く
見
え
る
。「
神
が
引
い
て
き
た
船
」

と
い
う
伝
承
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
さ
に

大
き
な
軍
艦
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
よ
う
な
奇

妙
な
形
を
し
た
山
だ
。

船岡山（大東町北村より撮影）

船
岡

ふ
な
お
か

山
。
郡
家
の
東
北
一
十
六
里
な
り
。

阿
波
枳
閇
委
奈
佐
比
古
命

あ

は

き

へ

わ

な

さ

ひ

こ

の

み

こ

と

の
曳ひ

き
來
て
居す

ゑ
ま
し
し
船
、
則
ち
此
の
山
是
れ
な
り
。
故か

れ

、

船
岡
と
云
ふ
。

木次町莵原周辺の山（木次町里熊大橋より撮影）

コ�
ラ�
ム�

加藤説冠山 編集部説稲積山 宇比多伎山

草
日
子
命

く
さ
ひ
こ
の
み
こ
と

、
是こ

の
山
の
上
に
麻
蒔ま

き
給た

ま

ひ

き
。
故か

れ

、
高
麻
山
と
云
ふ
。
即
ち
此
の
山
の

岑み
ね

に
坐ま

す
は
、
其そ

の
御
魂

み
た
ま

な
り
。

朝

山

神
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