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隠
岐
諸
島
は
、
南
西
部
の
知
夫
ち

ぶ

里り

島
・
西
ノ
島
・
中
ノ
島
の
三
島

の
島
前
ど
う
ぜ
ん

と
、
東
北
部
の
島
後
ど
う
ご

か
ら
な

っ
て
い
ま
す
。
古
代
の
山
陰
道
の
一

国
と
し
て
、
智
夫
ち

ぶ

郡
・
海
部
あ

ま

郡
・

周
吉
す

き

郡
・
役
道
（
隠
地
お

ち

）
郡
の
四

郡
か
ら
な
っ
て
い
ま
し
た
。

最
近
、「
風
土
記
」
時
代
の
隠
岐

国
を
物
語
る
、
新
し
い
史
料
が
見
つ

か
り
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。
奈
良

県
の
平
城
宮
跡
な
ど
中
央
の
都
の

発
掘
調
査
に
よ
っ
て
出
土
し
た
、
多

く
の
古
代
の
「
隠
伎
国
木
簡
」
で

す
。
こ
の
木
簡
の
大
半
は
、
隠
岐
国

か
ら
都
に
送
ら
れ
る
税
に
つ
け
ら
れ

た
荷
札
で
す
。
木
簡
に
書
か
れ
た
隠

岐
国
か
ら
都
へ
の
税
の
品
目
は
ほ

と
ん
ど
が
海
産
物
で
、
ワ
カ
メ
、
イ

カ
、
ア
ワ
ビ
、
み
る
貝
、
む
ら
さ
き

の
り
、
の
り
な
ど
で
す
。

平
安
時
代
初
期
で
は
、
隠
岐
国

か
ら
都
（
平
安
京
）
ま
で
の
上
京

に
は
三
五
日
の
行
程
と
規
定
し
て

い
ま
す
。
出
雲
国
か
ら
の
上
京
は
一

五
日
と
し
て
い
ま
す
か
ら
、
当
時
の

隠
岐
・
出
雲
間
の
距
離
が
い
か
に

大
き
か
っ
た
う
か
が
え
る
で
し
ょ
う
。

隠
岐
の
海
草
は
、
多
く
は
現
物

で
納
め
る
税
で
あ
る
調
ち
ょ
う
（
奈
良
時

隠
岐
国

お

き

の

く

に

の
木
簡

も

っ

か

ん

河内郷�

武良郷�

都麻郷�

布施郷�

佐作郷�

由良郷�

宇良郷� 三田郷�
海部郷�

賀茂郷�

庵加郷�

新野郷�

周吉郡�
役道郡�

海部郡�

智夫郡�

代
の
租
税
の
一
つ
。
そ
の
地
方
の
特

産
物
を
納
め
る
）
と
し
て
納
め
ら
れ

ま
し
た
。
調
は
、
税
を
中
央
へ
運
ぶ

た
め
の
人
手
や
経
費
も
自
前
で
負

担
し
ま
す
。
納
め
る
量
は
木
簡
で
は

「
六
斤き
ん

」（
約
三
・
八
キ
ロ
）
を
単
位

と
す
る
例
が
多
く
、
六
斤
分
の
箱
か

籠か
ご

に
入
れ
て
荷
と
し
て
送
っ
た
と
思

わ
れ
ま
す
。

こ
こ
に
掲
げ
た
木
簡
は
、
平
城
京

か
ら
出
土
し
た
二
条
大
路
お
お
じ

木
簡
の

な
か
の
四
点
で
す
。
木
簡
に
は
そ
れ

ぞ
れ
上
端
下
端
の
両
側
面
に
切
込

が
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
紐ひ
も

を
つ
け

て
物
品
に
く
く
り
つ
け
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
（
欠
け
落
ち
て
い
る
も
の
も

あ
り
ま
す
）。
二
条
大
路
木
簡
に
は
、

聖
武
し
ょ
う
む

天
皇
や
藤
原
氏
な
ど
に
関
係

す
る
も
の
が
含
ま
れ
て
お
り
、
あ
る

い
は
彼
ら
が
木
簡
に
記
さ
れ
た
海
の

幸
を
楽
し
ん
だ
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

『
出
雲
国
風
土
記
』時
代
の

石
見
・
隠
岐

人
麻
呂
終
焉

し
ゅ
う
え
ん

の
地

「
鴨
山
」
は
ど
こ
か
。

人
麻
呂
が
亡
く
な
る
と
き
に
作
っ
た
歌

に
出
て
く
る「
鴨
山
」
が
、
人
麻
呂
最
後
の

地
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
鴨
山
は
石
見
国

に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の

所
在
地
に
つ
い
て
は
益
田
、
浜
田
、
邑
智

お
お
ち

町
湯
抱

ゆ
が
か
え

な
ど
諸
説
が
あ
り
ま
す
。

益
田
説
は
、
益
田
海
岸
の
鴨
島
で
人
麻

呂
が
病
没
し
た
と
い
う
、
鎌
倉
時
代
以
降

の
伝
承
に
よ
り
ま
す
。
鴨
島
は
一
〇
二
六

年
の
大
地
震
で
海
中
に
消
え
、
島
に
あ
っ

た
柿
本
神
社
と
ご
神
体
は
津
波
で
漂
着
し

た
松
崎
の
地
で
再
建
さ
れ
、
江
戸
時
代
初

期
に
現
在
の
鴨
山
に
移
築
さ
れ
た
と
い
う

も
の
で
す
。

七
世
紀
か
ら
八
世
紀
初
め
に
か

け
て
、
有
名
な
万
葉
歌
人
で
あ
る
柿

本
人
麻
呂
が
、
石
見
国
の
役
人
と

し
て
赴
任
し
て
き
ま
す
。
こ
こ
で
は
、

人
麻
呂
が
作
っ
た
石
見
に
関
す
る
歌

の
伝
承
地
を
訪
ね
て
み
ま
し
ょ
う
。

石
見

い

わ

み

国
の

く

に

の
柿
本
人

か

き

の

も

と

の

ひ

と

麻
呂

ま

ろ

伝
承

人
麻
呂
が
石
見
国
か
ら
妻
に
別
れ
て
上

京
す
る
と
き
の
歌
で
す
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る

「
高
角

た
か
つ
の

山
」
は
、
江
津

ご
う
つ

市
の
島
の
星
山
（
四

七
〇
ｍ
）
と
の
説
が
あ
り
ま
す
。

江
津
市
に
あ
る
都
野
津

つ

の

づ

柿
本
神
社
に
は
、

人
麻
呂
と
妻
の
依
羅
娘
子

よ
さ
み
の
を
と
め

が
祀ま

つ

ら
れ
て
お

り
、
境
内
に
は
人
麻
呂
が
記
念
に
植
樹
し

た
と
伝
え
る
老
松
（
人
麻
呂
松
）
が
あ
り
ま

す
。
社
伝
に
よ
る
と
、
神
社
は
娘
子

を
と
め

の
子
孫

が
建
て
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

人麻呂の松（江津市都野津町・柿本神社） 江津市都野津町・柿本神社

柿本神社（益田市）�

城山（浜田市）�

人麻呂の松（江津市）�

島の星山（江津市）�

鴨山（邑智町）�

邑智町湯抱の鴨山

益田市柿本神社

浜
田
説
は
、
城
山

じ
ょ
う
ざ
ん

を
「
亀
山

か
め
や
ま

」
と
言
い
、

そ
れ
は
鴨
山
が
な
ま
っ
た
も
の
と
い
う
も
の

で
す
。

邑
智
町
湯
抱
説
は
、
斎
藤
茂
吉

さ
い
と
う
も
き
ち

に
よ
り

主
張
さ
れ
た
説
で
す
。

江津市島の星山

柿
本
朝
臣
人
麻
呂
、
石
見
国
よ
り
妻
に
別

れ
て
上
り
来
た
り
し
時
の
歌

石
見
の
国
の

高
角
山
の
木
の
間
か
ら

わ
た
し
が
振
る
袖
を

妻
は
見
た
で
あ
ろ
う
か

『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
よ
り

柿
本
人
麻
呂
、
石
見
国
に
在あ

り
て
死
に
臨の

ぞ

む
時
、

自
ら
傷い

た

み
て
作
れ
る
歌
一
首

鴨
山
の

岩
を
枕
に
し
て
横
た
わ
っ
て
い
る

わ
た
し
の
こ
と
を

知
ら
ず
に
妻
は

待
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か

『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
よ
り

万
葉
集
巻
二�

た
か
つ
の
や
ま�

こ�

い
も�

万
葉
集
巻
二�

い
も�

か
も
や
ま�

い
わ
ね�

わ
れ�

隠
伎
国
周
吉
郡
新
野
郷
丹
志
里
宗
我
部

河
久
多
調
烏
賊
六
斤

天
平
七
年

周
吉

す

き

郡
新
野

に
い
の

郷
丹
志
里
の
宗
我
部

そ

が

べ

河
久
多
が
、
烏
賊

い

か

を
調
と

し
て
進
上
し
た
木
簡
で
す
。
新
野
郷
は
西
郷
町
の
八
尾

や

び

平
野
周

辺
に
あ
た
り
、
隠
岐
の
中
心
で
あ
っ
た
地
域
で
す
。
宗
我
部
は
蘇

我
氏
の
配
下
の
氏
族
で
す
。

隠
伎
国
海
部
郡
作
左
郷
大
井
里
海
部
直
麻
呂

調
海
藻
六
斤
天
平
七
年

海
部

あ

ま

郡
作
左

さ

き

郷
大
井
里
の
海
部

あ
ま
べ

直
麻
呂
が
調
の
海
藻
（
ニ
キ

メ
、
ワ
カ
メ
の
類
）
を
貢
進
し
た
木
簡
で
す
。
作
左
郷
大
井
里
は
、

海
士

あ

ま

町
宇
受
賀
に
推
定
す
る
説
も
あ
り
ま
す
。
海
部
は
海
産
物

の
収
取
に
関
係
す
る
氏
族
で
、
海
部
郡
の
役
人
に
も
見
ら
れ
ま

す
。

隠
伎
国
知
夫
郡
美
多
郷
石
部
員
万
呂

凝
海
藻
六
斤

知
夫

ち

ぶ

郡
美
多

み

た

郷
の
石
部

い
そ
べ

員
万
呂
が
擬
海
藻
（
コ
ル
モ
ハ
、
テ
ン

グ
サ
の
類
か
）
を
進
上
し
た
木
簡
で
す
。
美
多
郷
は
西
ノ
島
町
美

田
に
あ
た
り
ま
す
。
美
多
は
御
田
で
、
大
和
朝
廷
に
連
な
る
水
田

が
設
定
さ
れ
た
こ
と
を
伺
わ
せ
ま
す
。
石
部
（
磯
部
）
は
、
海
部

と
同
じ
く
海
産
物
の
収
取
に
関
係
す
る
氏
族
で
す
。

隠
伎
国
海
部
郡
御
宅
郷
弟
野
里
日
下
部
□
伊

調
御
取
鰒
四
斤
　
　
天
平
六
年

海
部

あ

ま

郡
御
宅

み
や
け

郷
弟
野
里
の
日
下
部

く

さ

か

べ

□
伊
が
鰒

あ
わ
び

を
調
と
し
て
進

上
し
た
木
簡
で
す
。
御
宅
（
屯
倉

み
や
け

）
郷
は
、
海
部
郡
に
大
和
朝
廷

の
支
配
の
拠
点
で
あ
る
屯
倉
が
置
か
れ
た
こ
と
を
示
し
ま
す
。
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