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出
雲
大
社
か
ら
日
御
碕

ひ
の
み
さ
き

に
伸
び
る
山
塊
に

そ
び
え
る
壺
背

つ
ぼ
せ

山
（
三
七
一
ｍ
）
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
山
上
か
ら
は
日
本
海
を
越
え
て

隠
岐
や
、
稲
佐
浜

い
な
さ
の
は
ま

の
向
こ
う
に
三
瓶

さ
ん
べ

山
を
望

む
こ
と
が
で
き
る
。
浜
山
と
す
る
説
も
あ
る
。

馬
見
烽

ま
み
の
と
ぶ
ひ

は
、
出
雲
郡
家

ぐ
う
け

の
西
北
三
十
二
里

二
百
四
十
歩ぶ

な
り
。

出
雲

い

ず

も

郡

壺背山（大社町稲佐浜より撮影）

神
門

か

ん

ど

郡

土
椋
烽

と
く
ら
の
と
ぶ
ひ

は
、
神
門
郡
家
の
東
南
一
十
四
里

な
り
。

出
雲
市
稗
原

ひ
え
ば
ら

町
戸
倉
に
あ
る
大
袋

お
お
ぶ
く
ろ

山
（
三

五
九
ｍ
）
と
考
え
ら
れ
る
。
北
に
は
坪
背

つ
ぼ
せ

山
、

南
に
は
三
刀
屋
町
鍋
山
を
望
め
、
今
の
木き

次す
き

町
あ
た
り
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
熊
谷
軍

団
へ
の
情
報
伝
達
も
大
き
な
役
割
だ
っ
た
だ

ろ
う
。
南
東
に
は
、
中
世
に
戸
倉

と
く
ら

城
が
築
か

れ
た
山
が
あ
る
。

大袋山（出雲市稗原町より撮影）

意
宇

お

う

郡

暑
垣
烽

あ
つ
が
き
の
と
ぶ
ひ

は
、
意
宇
郡
家
の
正
東

ま
ひ
が
し

二
十
里
八

十
歩
な
り
。

安
来
平
野
の
西
、
安
来
市
飯
梨
町
の
車

山
（
二
〇
七
ｍ
）
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
標

高
は
さ
ほ
ど
高
く
な
い
が
、
平
野
に
突
き
出

し
た
山
だ
け
に
、
安
来
市
内
や
広
瀬
町
方
面

か
ら
も
よ
く
目
立
つ
。

車山。左は京羅木山（安来市田頼町より撮影）

多
夫
志
烽

た
ぶ
し
の
と
ぶ
ひ

は
、
出
雲
郡
家
の
正
北
一
十
三

里
四
十
歩ぶ

な
り
。

平
田
市
国
富
町
の
旅
伏

た
ぶ
し

山
（
四
一
二

ｍ
）。
松
江
方
面
か
ら
望
む
と
、
宍
道
湖
の

西
対
岸
に
突
き
出
す
よ
う
に
そ
び
え
る
形
の

い
い
山
。
宍
道
湖
岸
の
ど
こ
か
ら
も
見
え
る
、

ま
さ
に
烽
に
ぴ
っ
た
り
の
山
だ
。

松江市千鳥町の宍道湖岸から見た嵩山、和久羅山。右の和久
羅山が人の顔に見える。

嶋
根

し

ま

ね

郡

布
自
枳
美
烽

ふ
じ
き
の
と
ぶ
ひ

は
、
嶋
根
郡
家
の
正
南

ま
み
な
み

七
里

二
百
一
十
歩
な
り
。

松
江
市
西
川
津
町
の
東
方
に
そ
び
え
る

嵩だ
け

山
（
三
三
一
ｍ
）。
旅
伏

た
ぶ
し

山
と
対
に
な
っ

て
宍
道
湖
東
岸
に
そ
び
え
る
目
立
つ
山
。
国

庁
に
つ
な
ぐ
重
要
な
烽

と
ぶ
ひ

だ
が
、
隠
岐
航
路
か

ら
も
嵩
山
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
隠
岐
と
の

布
自
枳
美
高
山

ふ
じ
き
み
た
け
の
や
ま

。
郡
家
の
正
南
七
里
二
百

一
十
歩
な
り
。
高
さ
二
百
七
十
丈
、
周め

ぐ

り

一
十
里
な
り
。
烽

と
ぶ
ひ

あ
り
。

女
岳

め
だ
け

山
。
郡
家
の
正
南
二
百
三
十
歩
な
り
。

女
岳

め
だ
け

山
は
、
布
自
枳
美

ふ

じ

き

み

烽
で
あ
る
嵩だ

け

山

の
南
に
そ
び
え
る
和
久
羅

わ

く

ら

山
（
二
六
二
ｍ
）

と
す
る
説
と
、
嵩
山
の
北
側
に
突
き
出
し
た

峰
で
あ
る
女
岳

め
だ
け

と
す
る
両
説
が
あ
る
。
嵩
山

と
和
久
羅
山
は
松
江
市
橋
北
か
ら
眺
め
る

と
人
が
寝
こ
ろ
ん
で
い
る
形
（
和
久
羅
山

が
顔
、
嵩
山
が
胸
）
に
見
え
る
た
め
、「
ガ
リ

バ
ー
山
」
と
の
異
名
も
あ
る
。

安来市荒島から中海越しに見た嵩山。中央の細長
い山が嵩山で、その右に飛び出した峰を女岳山にあ
てる説もある。東からも西からもよく見える山だ。

通
信
に
も
か
か
わ
り
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
嵩
山
は
、
島
根
郡
の
山
の
項
に
も
記
さ

れ
て
い
る
。

仁
多
町
阿
井
の
奥
、
広
島
県
境
の
猿
政

さ
る
ま
さ

山
（
一
二
六
七
ｍ
）

と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
西
側
の
ふ
も

と
に
は
、
近
世
以

来
た
た
ら
製
鉄
を

営
ん
で
き
た
桜
井

家
の
邸
宅
や
可
部

か

べ

屋
集
成
館

や
し
ゅ
う
せ
い
か
ん

が
あ
る
。

猿政山（仁多町上阿井より撮影）

御
坂

み
さ
か

山
。
郡
家

ぐ
う
け

の
西
南
五
十
三
里
な
り
。
即

す
な
わ

ち

此こ

の
山
に
神
の
御
門

み

と

あ
り
。
故
、
御
坂
と
云い

ふ
。

備
後

び
ん
ご

と
出
雲
と
の
堺
な
り
。
鹽
味
　

え
び
か
づ
ら

あ
り
。

横
田
町
大お

お

曲ま
が
りの

南
方
の
山

（
五
六
五
ｍ
）

と
さ
れ
る
。

横田町大曲の山（横田町大曲より撮影）

城
紲
野

き

づ

な

ぬ

。
郡
家
の
正
南

ま
み
な
み

一
十
里
な
り
。
紫む

ら

草さ
き

少
し
く
あ
り
。

猿
政

さ
る
ま
さ

山
の
西
の
鯛た

い

ノ
巣す

山
（
一
〇
二
六

ｍ
）
と
さ
れ
る
。
ふ
も
と
に
は
、
角
炉

か
く
ろ

伝
承

館
が
あ
る
。

鯛ノ巣山（仁多町下阿井より撮影）

志
努
坂
野

し

ぬ

ざ

か

ぬ

。
郡
家
の
西
南
三
十
一
里
な
り
。

紫
草
少
し
く
あ
り
。

仁
多
町
亀
嵩
大
内
原
の
北
に
あ
る
低
い

山
と
さ
れ
て
い
る
。
郡
家

ぐ
う
け

（
郡
の
役
所
）
に

近
い
た
め
、
記
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

大内野か（ＪＲ亀嵩駅付近より撮影）

大
内
野

お
ほ
う
ち
ぬ

。
郡
家
の
正
南
二
里
な
り
。
紫
草

少
し
く
あ
り
。

仁
多
町
亀
嵩

か
め
だ
け

の
玉
峰

た
ま
み
ね

山
（
八
二
〇
ｍ
）。

山
に
は
巨
岩
や
奇
岩
が
露
出
し
、
ま
た
雄お

滝
、
雌め

滝
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
滝
も
あ

り
、
神
を
祀
る
に
ふ
さ
わ
し
い
山
。
現
在
ふ

も
と
に
森
林
公
園
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。

玉
峯

た
ま
み
ね

山
。
郡
家
の
東
南
一
十
里
な
り
。
古

老
の
傳つ

た

へ
に
云
へ
ら
く
、
山
嶺

み

ね

に
玉
上
神

た
ま
の
へ
の
か
み

を

在い
ま

せ
ま
つ
る
。
故
、
玉
峯
と
云
ふ
。

雄滝

仁
多
町
三
成
の
、「
鬼
の
舌
震

し
た
ぶ
る
い

」
が
あ
る

山
。
ワ
ニ
サ
メ
が
こ
の
あ
た
り
に
い
る
玉
日

た
ま
ひ

女
命

の
み
こ
と

に
恋
を
し
て
、
川
を
上
っ
て
来
た
と
あ

り
、「
わ
に
の
恋し

た

ふ
る
」
が
変
化
し
て
鬼
の
舌

震
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
鬼
の
舌
震
は

馬
木

ま

き

川
の
中
流
に
あ
る
巨
岩
・
奇
岩
が
並

ぶ
大
渓
谷

け
い
こ
く

で
、
国
の
名
勝
天
然
記
念
物
に

指
定
さ
れ
て
い
る
。

鬼の舌震

戀
山

し
た
ひ
や
ま

。
郡
家
の
正
南
二
十
三
里
な
り
。
古

老
の
傳
へ
に
云
へ
ら
く
、
和
爾

わ

に

（
鰐
）、
阿
伊

あ

い

村
に
坐ま

す
神
、
玉
日
女
命

た
ま
ひ
め
の
み
こ
と

を
戀し

た

ひ
て
上の

ぼ

り

到
り
き
。
爾そ

の
時
、
玉
日
女
命
石
以

い
は
も

て
川

を
塞さ

へ
ま
し
し
か
ば
、
え
會あ

は
ず
し
て
戀し

た

ひ

き
。
故
、
戀
山
と
云
ふ
。

仁
多
町
三み

所と
こ
ろ

の
北
の
城

じ
ょ
う

山
（
五
七
八

ｍ
）
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
れ

も
郡
家
か
ら

よ
く
見
え
た
山

で
あ
ろ
う
。

城山（仁多町高田より撮影）

菅
火
野

す

が

ひ

ぬ

。
郡
家
の
正
西
四
里
な
り
。
高
さ

一
百
二
十
五
丈
、
周め

ぐ

り
一
十
里
あ
り
。
峯み

ね

に
神
社
あ
り
。

玉峰山（仁多町亀嵩より撮影）

烽
と
ぶ
ひ
と
は
、
緊
急
時
に
狼
煙
の
ろ
し

や
火
を
上
げ
て
緊
急
を
伝
え

る
た
め
の
施
設
の
こ
と
で
す
。
当
然
見
通
し
の
よ
い
山
の
上

に
あ
る
場
合
が
多
く
、『
出
雲
国
風
土
記
』
に
は
五
つ
の
烽

が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
国
境
や
海
上
の
警
備
を
行

い
、
変
事
が
あ
る
と
郡
の
役
所
や
国
庁
、
兵
の
駐
屯
地

ち
ゅ
う
と
ん
ち

で

あ
る
軍
団
（『
出
雲
国
風
土
記
』
に
は
意
宇
お

う

、
神
門
か
ん
ど

、
熊
谷
く
ま
た
に

の
三
つ
の
軍
団
が
記
さ
れ
て
い
る
）
な
ど
に
情
報
が
伝
え
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

古
代
の
軍
事
政
策
の
最
先
端
と
言
え
ま
す
。

五
つ
の
烽
は
す
べ
て
見
通
し
の
よ
い
場
所
に
あ
り
、
と
く
に
嵩だ
け

山
と
旅
伏
た
ぶ
し

山

は
宍
道
湖
の
東
西
に
あ
っ
て
非
常
に
目
立
ち
ま
す
。
た
だ
こ
の
五
烽
だ
け
で
情

報
を
伝
達
す
る
の
は
難
し
く
、
こ
の
ほ
か
に
、
こ
れ
ら
を
つ
な
ぐ
小
規
模
な
同

様
の
施
設
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

旅伏山

出
雲

い

ず

も

郡
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