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『
出
雲
国
風
土
記
』
に
は
、
全
部
で
五
七
峰
の
山
の
記
述
が
あ
り
ま
す
。
数

あ
る
山
の
中
か
ら
、
ど
う
い
う
基
準
で
こ
れ
ら
の
山
が
選
ば
れ
た
の
か
を
は
っ

き
り
と
知
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
当
時
の
人
び
と
に
と
っ
て
、
特
別
な
意

味
を
持
つ
山
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。
記
述
の
内
容
か
ら
そ

の
意
味
に
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
ま
す
。

１
・
信
仰
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
山
（
神
名
火
（
樋
）
を
は
じ
め
、
神
に

か
か
わ
る
記
載
の
あ
る
山
が
多
い
。
概
し
て
山
の
姿
が
美
し
い
）。

２
・
建
材
や
鉱
石
、
薬
草
な
ど
特
定
の
産
物
が
採
れ
る
山
（
杉
、
桧
が
記

載
さ
れ
て
い
る
山
が
多
い
の
は
、
宮
や
役
所
の
建
築
に
適
し
た
木
だ

っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
植
物
以
外
に
は
水
晶
な

ど
の
記
載
も
あ
る
）。

３
・
よ
く
目
立
ち
、
交
通
や
軍
事
上
重
要
な
山
（
烽
が
代
表
。
も
ち
ろ
ん

頂
上
か
ら
の
見
は
ら
し
は
抜
群
）。

４
・
伝
説
や
い
わ
れ
の
あ
る
山
。

山
は
す
べ
て
神
々
し
く
、
い
ま
以
上
に
意
味
深
い
山
々
で
あ
っ
た
に
違
い
あ
り

ま
せ
ん
。
当
時
の
人
び
と
に
な
っ
た
つ
も
り
で
山
を
眺
め
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の

山
の
持
つ
意
味
が
わ
か
っ
て
く
る
よ
う
な
気
に
な
る
の
は
不
思
議
で
す
。

植
生
や
ま
わ
り
の
風
景
は
変
わ
っ
て
い
て
も
、
山
の
姿
は
基
本
的
に
風
土

記
の
時
代
と
変
わ
っ
て
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
章
で
は
、『
出
雲
国

風
土
記
』
に
記
さ
れ
た
山
の
現
代
の
姿
を
、
書
き
下
し
文
と
と
も
に
紹
介
し
て

い
き
ま
す
。

『
出
雲
国
風
土
記
』
に
は
、
全
部
で
五
七
峰
の
山
の
記
述
が
あ
り
ま
す
。
数

あ
る
山
の
中
か
ら
、
ど
う
い
う
基
準
で
こ
れ
ら
の
山
が
選
ば
れ
た
の
か
を
は
っ

き
り
と
知
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
当
時
の
人
び
と
に
と
っ
て
、
特
別
な
意

味
を
持
つ
山
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。
記
述
の
内
容
か
ら
そ

の
意
味
に
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
ま
す
。

１
・
信
仰
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
山
（
神
名
火

か

ん

な

び

（
樋
）
を
は
じ
め
、
神
に

か
か
わ
る
記
載
の
あ
る
山
が
多
い
。
概
し
て
山
の
姿
が
美
し
い
）。

２
・
建
材
や
鉱
石
、
薬
草
な
ど
特
定
の
産
物
が
採と

れ
る
山
（
杉
、
桧
ひ
の
き
が
記

載
さ
れ
て
い
る
山
が
多
い
の
は
、
宮
や
役
所
の
建
築
に
適
し
た
木
だ

っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
植
物
以
外
に
は
水
晶
な

ど
の
記
載
も
あ
る
）。

３
・
よ
く
目
立
ち
、
交
通
や
軍
事
上
重
要
な
山
（
烽
と
ぶ
ひ
が
代
表
。
も
ち
ろ
ん

頂
上
か
ら
の
見
は
ら
し
は
抜
群
）。

４
・
伝
説
や
い
わ
れ
の
あ
る
山
。

山
は
す
べ
て
神
々
こ
う
ご
う

し
く
、
い
ま
以
上
に
意
味
深
い
山
々
で
あ
っ
た
に
違
い
あ
り

ま
せ
ん
。
当
時
の
人
び
と
に
な
っ
た
つ
も
り
で
山
を
眺
め
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の

山
の
持
つ
意
味
が
わ
か
っ
て
く
る
よ
う
な
気
に
な
る
の
は
不
思
議
で
す
。

植
生
や
ま
わ
り
の
風
景
は
変
わ
っ
て
い
て
も
、
山
の
姿
は
基
本
的
に
風
土

記
の
時
代
と
変
わ
っ
て
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
章
で
は
、『
出
雲
国

風
土
記
』
に
記
さ
れ
た
山
の
現
代
の
姿
を
、
書
き
下
し
文
と
と
も
に
紹
介
し
て

い
き
ま
す
。

伯
太

は
く
た

町
上
小
竹
の
県
境
の
鷹
入

た
か
い
り

山
（
七

〇
六
ｍ
）
東
方
に
あ
る
永
江

な
が
え

山
（
五
七
〇

ｍ
）。
近
辺
に
は
島
根
名
水
百
選
の
一
つ
・

鷹
入
の
滝
が
あ
り
、
に
ぎ
わ
っ
て
い
る
。
水

晶
が
産
出
す
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

松
江
市
か
ら
大
東
町
方
向
に
向
か
う
道

を
南
に
行
き
、
千
本
ダ
ム
を
越
え
て
し
ば
ら

く
す
る
と
、
左
（
東
）
に
そ
び
え
る
黒
目

く
ろ
め

山

（
二
四
二
ｍ
）
が
久
多
見
山
と
考
え
ら
れ
る
。

大
谷
ダ
ム
の
北
西
に
な
る
。
社
と
は
久
多
見

社
の
こ
と
で
、
も
と
は
こ
の
山
の
上
に
あ
っ

た
よ
う
だ
が
、
今
は
忌
部

い
ん
べ

神
社
に
合
わ
せ
て

祀
ら
れ
て
い
る
。
山
頂
に
は
中
世
の
山
城
、

久
多
見
山
城
跡
が
あ
る
。

意
宇

お

う

郡

右手の高い山が鷹入山
左手の低い山が永江山
（能義郡伯太町小竹より撮影）

八
雲

や
く
も

村
、
大
東
町
境
の
天
狗

て
ん
ぐ

山
（
六
一

〇
ｍ
）
で
、
熊
野
大
社
は
も
と
は
こ
の
山
に

あ
っ
た
よ
う
だ
。

近
辺
で
は
も
っ

と
も
高
い
山
で
、

松
江
方
面
か
ら

も
よ
く
見
え
る
。

檜ひ

は
現
代
の
桧

と
同
じ
。
檀

ま
ゆ
み

と

は
、
弓
を
作
る

材
料
だ
っ
た
よ

う
で
、
ト
ゲ
が
あ

り
、
秋
に
は
紅

葉
す
る
。

天狗山（八雲村空山より撮影）

安
来
市
と
東
出
雲
町
の
境
の
京
羅
木

き
ょ
う
ら
ぎ

山

（
四
七
三
ｍ
）
説
と
、
八
雲
村
と
東
出
雲
町

の
境
の
星
上

ほ
し
か
み

山
（
四
五
三
ｍ
）
説
の
両
説

が
あ
る
。
両
山
は
ほ
ぼ
同
じ
高
さ
で
、
星
上

山
は
、
国
庁
が
あ
っ
た
松
江
市
大
草
町
の

西
側
あ
た
り
か
ら
よ
く
見
え
、
安
来
方
面
か

ら
は
京
羅
木
山
が
目
立
つ
。
星
上
山
は
現

在
、
頂
上
が
整
備
さ
れ
て
車
で
登
る
こ
と
が

で
き
る
。
京
羅
木
山
は
戦
国
時
代
に
月
山

が
っ
さ
ん

攻
め
で
毛
利

も
う
り

氏
が
築
い
た
城
が
あ
っ
た
が
今

は
登
山
道
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。

中海越しに見る星上山（右）と京羅木山（左）
（松江市大海崎町より撮影）

夕暮れの京羅木山
（安来市佐久保町より撮影）

長
江
山

な
が
え
や
ま

。
郡
家

ぐ
う
け

の
東
南
五
十
里
な
り
。

水
精

す
い
し
ゃ
う

あ
り
。

熊
野

く
ま
ぬ

山
。
郡
家
の
正
南

ま
み
な
み

一
十
八
里
な
り
。
檜ひ

・

檀ま
ゆ
みあ

り
。
謂い

は
ゆ
る
熊
野
大
神

く
ま
ぬ
の
お
ほ
か
み

の
社
坐

や
し
ろ
ま

す
。

高
野

た
か
ぬ

山
。
郡
家

ぐ
う
け

の
正
東

ま
ひ
が
し

一
十
九
里
な
り
。

久
多
美

く

た

み

山
。
郡
家
の
西
南
二
十
三
里
な
り
。

社や
し
ろ

あ
り
。

黒目山（松江市東忌部町より撮影）

玉
造
温
泉
南
方
の
山
（
一
六
〇
ｍ
）
か

ら
花
仙
山

か
せ
ん
ざ
ん

（
一
九
九
ｍ
）
に
か
け
て
を
指

す
。
玉
の
原
料
の
メ
ノ
ウ
や
碧
玉

へ
き
ぎ
ょ
く

（
青
メ
ノ

玉
作

た
ま
つ
く
り

山
。
郡
家
の
西
南
二
十
二
里
な
り
。

社や
し
ろ

あ
り
。

花仙山（玉湯町湯町より撮影）

嶋
根

し

ま

ね

郡

松
江
市
の
北
に
連
な
る
北
山
の
山
並
。

東
か
ら
、
大
倉
山
が
枕
木

ま
く
ら
ぎ

山
（
四
五
六
ｍ
）、

糸
江
山
が
三
坂

み
さ
か

山
（
五
三
五
ｍ
）、
毛
志
山

が
澄
水

し
ん
じ

山
（
五
〇
七
ｍ
）、
小
倉
山
が
大
平

た
い
へ
い

山
（
五
〇
二
ｍ
）
と
考
え
ら
れ
る
。
枕
木

山
に
は
テ
レ
ビ
中
継
所
と
華
蔵
寺

け

ぞ

う

じ

が
あ
り
、

車
で
頂
上
ま
で
登
れ
る
。
澄
水
山
も
、
平
安

時
代
に
は
寺
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
三
坂
山
頂

上
に
は
電
波
中
継
所
が
あ
る
。
四
季
折
々

に
松
江
市
の
背
景
を
彩
る
美
し
い
山
並
だ
。

毛
志

も

し

山
。
郡
家

ぐ
う
け

の
正
北

ま
き
た

一
里
な
り
。

大
倉

お
ほ
く
ら

山
。
郡
家
の
東
北
九
里
一
百
八
十
歩ぶ

な
り
。

糸
江

い
と
え

山
。
郡
家
の
東
北
二
十
六
里
三
十
歩

な
り
。

小
倉

を
ぐ
ら

山
。
郡
家
の
西
北
二
十
四
里
一
百
六

十
歩
な
り
。

松江市桧山から見た山並（鉄塔の左が太平山、中央が澄
水山。三坂山はその右だが、電波塔のある頂上は見えな
い。）

枕木山（松江市福原町より撮影）

ウ
）
が
出
る
山
で
、
古
代
か
ら
掘
り
出
し
て

盛
ん
に
玉
が
作
ら
れ
た
こ
と
か
ら
出
た
名
だ

ろ
う
。
こ
れ
ら
の
山
の
周
辺
に
は
、
非
常
に

多
く
の
玉
作
遺
跡
が
分
布
す
る
。
社
と
は
玉た

ま

作
湯

つ
く
り
ゆ

神
社
で
、
今
も
ふ
も
と
に
あ
る
。

神
門

か

ん

ど

郡

出
雲
市
乙
立

お
っ
た
ち

町
と
佐
田
町
朝
原
の
境
に

あ
る
王
院

お
う
い
ん

山
（
五
五
三
ｍ
）
に
あ
て
ら
れ

て
い
る
。
出
雲
市
で
は
最
も
高
い
山
で
、

寺
領

じ
り
ょ
う

側
か
ら
登
山
道
も
整
備
さ
れ
て
い
る
。

田
俣

た
ま
た

山
。
郡
家

ぐ
う
け

の
正
南

ま
み
な
み

一
十
九
里
な
り
。

檜ひ
の
き

・
杉
あ
り
。

王院山（出雲市寺領より撮影）

鷹入の滝

出
雲
御
埼
山

い
ず
も
の
み
さ
き
や
ま

。
郡
家

ぐ
う
け

の
西
北
二
十
七
里
二

百
六
十
歩ぶ

な
り
。
高
さ
三
百
六
十
丈
、
周め

ぐ

り

九
十
六
里
一
百
六
十
五
歩
あ
り
。
西
の
下

ふ
も
と

に
、
謂い

は
ゆ
る
所
造
天
下
大
神

あ
め
の
し
た
つ
く
ら
し
し
お
ほ
か
み

の
社
坐

や
し
ろ
ま

す
。

出
雲

い

ず

も

郡

大
社
町
、
出
雲
市
か
ら
平
田
市
の
北
に

連
な
る
山
々
。
鬱
蒼

う
っ
そ
う

と
し
た
森
林
に
覆
わ
れ

た
こ
の
連
山
に
は
、
今
で
も
鹿
が
多
く
生
息

し
、
し
ば
し
ば
頂
上
部
に
雲
が
か
か
る
。

「
神
々
の
国
・
出
雲
」
を
象
徴
す
る
厳
か
な

山
だ
。

写
真：

大
社
町
・
奉
納
山
か
ら
見
た
弥
山

出
雲
市
見
々
久

み

み

く

町
の
弓
掛

ゆ
み
か
け

山
（
二
九
一

ｍ
）
と
考
え
ら
れ
る
。
山
の
形
が
ゆ
る
や
か

な
弓
形
で
中
央
部
が
や
や
く
ぼ
ん
で
お
り
、

弓
を
横
に
し
た
形
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら

こ
の
名
が
つ
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

長
柄

な
が
ら

山
。
郡
家
の
東
南
一
十
九
里
な
り
。

檜ひ
の
き

・
杉
あ
り
。

弓掛山（出雲市見々久町より撮影）

佐
田
町
栗
原

く
り
は
ら

と
一
窪
田

ひ
と
く
ぼ
た

の
間
の
吉
栗

よ
し
く
り

山

（
三
四
〇
ｍ
）
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
産

出
さ
れ
る
桧

ひ
の
き

、
杉
が
大
社
の
宮
材
に
使
わ
れ

て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
今
で
も
ふ
も
と

を
中
心
に
杉
、
桧
が
生
え
て
い
る
。
中
世
に

は
佐
々
木
氏
に
よ
り
城
が
築
か
れ
て
い
た
。

吉
栗

よ
し
く
り

山
。
郡
家
の
西
南
二
十
八
里
な
り
。

檜ひ
の
き

・
杉
あ
り
。
謂い

は
ゆ
る
所
造
天
下
大
神

あ
め
の
し
た
つ
く
ら
し
し
お
ほ
か
み

の
宮
材

み
や
ぎ

造
る
山
な
り
。

吉栗山（佐田町川南上より撮影）
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