
　
　

今
回
は
少
し
広
域
に
見
て
み
よ
う
。
舞
台
は
島
根
半
島

北
側
の
ほ
ぼ
中
央
部
に
位
置
す
る
潜
戸
鼻
と
呼
ば
れ
る
御
崎

(

岬)

先
端
に
貫
通
し
た
海
蝕
洞
窟
の
加
賀
潜
戸
と
神
名
火
山

と
呼
ば
れ
た
朝
日
山
だ
。

　

加
賀
潜
戸
は
『
出
雲
国
風
土
記
』
に
「
加
賀
神
埼
」
と
記

さ
れ
る
ほ
ど
古
く
よ
り
著
名
な
存
在
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
神

仏
誕
生
の
岩
屋
と
し
て
立
体
的
に
検
討
し
た
研
究
は
ま
だ
見

ら
れ
な
い
よ
う
だ
。
窟
は
「
い
わ
や
」
と
読
む
。
そ
の
意
味

す
る
と
こ
ろ
は
神
霊
が
宿
る
岩
の
家
「
岩
屋
」
で
あ
り
、
一

般
の
洞
窟
と
異
な
る
点
は
、
神
霊
の
依
り
代
と
な
る
生
え
抜

き
の
岩
や
突
起
状
の
「
石
躰(

せ
き
た
い)

」
が
存
在
す
る
と
こ

ろ
に
あ
る
。
こ
れ
が
無
い
場
合
に
は
先
端
の
尖
っ
た
石
を
人

工
的
に
据
え
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
さ
ら
に
洞
窟
上
部
の
形

状
は
突
起
状
に
な
る
場
合
が
多
く
、
私
は
こ
れ
を
洞
窟
本
体

の
「
陰
窟
」
に
対
し
て
「
陽
石
」
と
呼
ん
で
い
る
。
神
霊
は

岩
屋
上
の
陽
石
目
が
け
て
垂
迹
し
、
洞
窟
内
の
石
躰
に
宿
る

と
い
う
仕
組
み
だ
。

　

潜
戸
鼻
は
支
佐
加
比
売
命
の
神
霊
が
宿
る
聖
地
で
、
そ
こ

は
南
西
か
ら
東
北
方
向
に
か
け
て
貫
通
し
た
約
二
〇
〇
ｍ
、

島
根
半
島
の
神
仏
融
合
（
四
）
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最
大
幅
約
九
〇
ｍ
の
海
蝕
洞
窟
で
あ
り
、
北
面
も
開
口
し
三

方
向
に
開
口
部
が
あ
る
。
西
側
入
口
を
入
っ
て
す
ぐ
の
北
壁

に
は
壁
面
か
ら
生
え
抜
き
の
「
誕
生
石
」
と
呼
ば
れ
る
磐
座

が
あ
り
、
こ
れ
が
信
仰
の
核
心
部
で
あ
る
。
誕
生
石
は
御
子

の
佐
太
大
神
の
神
霊
が
神
界
か
ら
垂
迹
し
宿
っ
た
岩
で
あ
る

か
ら
、
洞
窟
内
は
母
神
の
胎
内
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

眼
を
転
じ
て
岩
屋
上
部
を
確
認
す
る
と
、
屏
風
岩
と
い
う

突
起
状
の
岩
壁
が
海
に
向
か
っ
て
延
び
て
お
り
、こ
れ
が「
陽

石
」
に
相
当
す
る
。
し
か
も
南
側
の
付
け
根
部
に
は
、
海
の

彼
方
よ
り
神
霊
を
招
く
た
め
に
目
印
と
な
る
常
火(

じ
ょ
う
び

＝
浄
火)

を
火
治
吏(

聖)

が
焚
き
続
け
た
痕
跡
と
推
定
さ
れ
る

岩
の
赤
変
部
分
が
存
在
し
て
い
る
。
御
崎
は
海
の
彼
方
か
ら

神
霊
を
招
く
陸
地
の
最
先
端
で
、
こ
こ
で
誕
生
し
た
佐
太
大

神
の
サ
ダ
と
は
御
崎
そ
の
も
の
を
指
す
と
関
和
彦
先
生
は
指

摘
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
御
子
神
の
神
霊
は
そ
こ
に
は
留
ま
っ
て
は
い
な

い
。
神
霊
は
御
崎
先
端
か
ら
海
越
し
に
望
ま
れ
る
朝
日
山
山

頂
で
祀
ら
れ
、
最
後
に
現
在
の
佐
太
神
社
に
迎
え
ら
れ
落
ち

着
く
。
こ
れ
は
、
海
の
彼
方
よ
り
招
か
れ
た
ば
か
り
の
荒
魂

が
山
の
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
山
が
神

奈
火
山
と
な
り
、
最
後
に
山
で
鎮
ま
っ
た
神
霊
が
里
に
迎
え
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ら
れ
て
里
宮
が
成
立
す
る
と
い
う
循
環
が
存
在
し
、
そ
の
背

後
に
は
聖
や
修
験
者
と
呼
ば
れ
る
下
層
の
宗
教
者
、
阿
闍
梨

と
呼
ば
れ
る
密
教
僧
の
活
動
が
あ
り
、
そ
の
痕
跡
が
部
分
的

に
残
さ
れ
て
い
る
。

　

朝
日
山
を
見
る
と
、
山
頂
は
三
カ
所
の
峰
か
ら
構
成
さ
れ

中
央
の
峰
、
東
の
峰
の
二
峰
が
潜
戸
の
御
崎
か
ら
直
接
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
中
間
の
鞍
部
上
に
は
山
神
を
祀
る
祠

が
あ
り
、
直
下
に
は
観
音
菩
薩
を
祀
る
「
朝
日
観
音
堂
」
が

設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
観
音
は
、
は
る
か
な
海
上
か
ら
招

か
れ
た
佐
太
大
神
が
仏
と
し
て
顕
れ
た
も
の
で
、
補
陀
落
浄

土
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
る
。

　

東
の
峰
か
ら
は
、
東
方
向
に
尾
根
稜
線
が
２
㎞
以
上
延
び

て
お
り
、
そ
の
中
間
点
に
真
言
密
教
道
場
の
古
刹
成
相
寺
が
、

最
先
端
に
は
佐
太
神
社
が
設
け
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
こ

れ
ら
は
本
来
、
神
名
火
山(

朝
日
山)

の
山
岳
信
仰
や
山
林
修

行
を
媒
体
と
し
て
、
お
互
い
が
深
く
結
び
付
い
た
宗
教
施
設

群
で
あ
り
、
朝
日
山
の
峰
続
き
に
は
如
法
経
を
埋
納
し
て
結

界
を
設
定
し
た
と
考
え
ら
れ
る
経
塚
山
も
見
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
中
で
私
は
特
に
成
相
寺
の
存
在
に
注
目
し
て
い

る
。
な
ぜ
な
ら
一
二
〜
一
三
世
紀
の
神
像
が
二
三
躯
も
残
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
、
こ
れ
を
読
み
解
く
こ
と
で
当
時
の
信
仰

内
容
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。
こ
れ
は
成
相
寺
鎮
守

の
熊
野
権
現
社
の
神
像
で
あ
っ
た
が
、
内
容
を
見
る
と
大
峯

修
験
の
主
尊
で
あ
る
蔵
王
権
現
像
、
吉
野
修
験
を
推
測
さ
せ

る
騎
馬
神
像
が
あ
り
、
朝
日
山
が
修
験
道
場
で
あ
っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
他
に
は
僧
形
の
神
像
が
座
像
四
躯
、
立
像

一
躯
の
計
五
躯
も
含
ま
れ
る
こ
と
で
、
神
が
菩
薩
行
を
行
う

姿
を
顕
し
て
い
る
。

古
密
教
の
伝
播
に
よ
り
奈
良
後
期
か
ら
僧
侶
に
よ
る
神
祀
り

が
積
極
的
に
行
わ
れ
て
神
仏
の
融
合
は
始
ま
り
、
天
台
・
真

言
密
教
の
地
方
伝
播
に
よ
り
両
者
の
関
係
は
整
理
さ
れ
る
。

島
根
半
島
の
神
仏
融
合
は
意
外
と
早
く
に
始
ま
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。

                         　
　
　
　
　

(

袋
井
市
歴
史
文
化
館)

成相寺の僧形神像

海上より望む屏風岩

加賀潜戸から遙拝する神名火山（朝日山）


