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日
本
海
の
四
季
の
移
り
変
わ
り
を
見
な
が
ら
の
島
根
半
島

四
十
二
浦
巡
り
の
バ
ス
ツ
ァ
ー
は
、
古
希
を
迎
え
た
私
の
生

活
の
一
部
と
な
り
、
興
味
と
感
動
の
心
を
育
て
て
い
ま
す
。

　

島
根
県
は
、
東
西
に
長
く
出
雲
地
方
と
石
見
地
方
に
分
か

れ
て
い
ま
す
。
私
は
石
見
地
方
の
浜
田
市
か
ら
十
数
年
前
に

松
江
市
に
転
居
し
ま
し
た
。
出
雲
地
方
の
事
は
全
く
知
ら
ず

全
て
が
珍
し
く
、
山
陰
中
央
新
報
の
記
事
を
見
て
浦
巡
り
を

知
り
、
出
雲
地
方
の
神
々
の
世
界
へ
の
関
心
か
ら
研
究
会
に

入
会
し
ま
し
た
。

　

子
ど
も
時
代
に
は
、
年
の
瀬
の
除
夜
の
鐘
が
終
わ
る
と
氏

神
さ
ん
に
お
参
り
し
、
正
月
三
が
日
の
間
に
は
津
和
野
太
鼓

谷
稲
荷
神
社
に
初
詣
、
九
月
一
日
八
朔
祭
り
に
は
益
田
市
の

柿
本
人
麻
呂
神
社
参
拝
、
十
月
は
秋
祭
で
石
見
神
楽
を
夜
明

け
ま
で
見
て
帰
る
と
い
う
神
社
を
意
識
し
な
い
暮
ら
し
で
し

た
が
、
そ
ん
な
中
で
両
親
は
子
ど
も
に
は
森
羅
万
象
の
中
に

は
神
様
が
宿
っ
て
い
る
こ
と
を
口
で
は
伝
え
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
家
族
全
員
そ
ろ
っ
て
神
社
に
参
拝
す
る
こ
と
に
よ
り
、

「
神
と
人
」
と
の
つ
な
が
り
を
教
え
て
く
れ
た
の
で
し
ょ
う

か
。
こ
の
年
齢
に
な
り
有
難
さ
を
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　

最
近
三
年
間
を
か

け
て
四
国
八
十
八
ヶ

寺
と
別
格
二
十
ヶ
寺

の
合
わ
せ
て
百
八
ヶ

寺
の
巡
礼
の
旅
を
終

え
ま
し
た
。
そ
れ
は

自
分
が
生
か
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
知
る
旅

で
、
心
の
洗
濯
に
な

っ
た
よ
う
に
思
い
ま

す
。
出
雲
地
方
に
は

出
雲
大
社
、
日
御
碕

神
社
、
一
畑
薬
師
、

美
保
神
社
と
有
名
な
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隠
岐
の
島
町
の
布
施
の
大
山
神
社
に
は
、
全
く
神
殿
が
見

あ
た
ら
な
い
。
島
で
も
小
さ
い
村
の
布
施
の
奥
山
の
三
つ
の

谷
そ
れ
ぞ
れ
の
里
山
に
鎮
守
の
森
が
あ
り
、
白
木
の
簡
素
で

小
さ
な
朽
ち
た
鳥
居
が
建
つ
て
い
る
。
鳥
居
を
く
ぐ
る
と
欝

蒼
と
し
た
木
々
の
奥
の
境
内
に
立
ち
は
だ
か
る
様
に
落
ち
葉

の
積
る
山
肌
が
迫
る
、
そ
こ
に
苔
む
し
た
ご
神
体
の
千
年
杉

が
鎮
座
し
て
い
る
。
木
々
を
突
き
破
り
大
空
に
突
き
出
た
ご

神
木
の
周
り
に
は
大
き
な
空
間
が
現
れ
て
い
て
、
そ
こ
か
ら

光
が
差
し
込
む
光
景
は
千
年
杉
の
ご
神
体
説
を
疑
う
余
地
が

な
い
と
思
わ
れ
る
。　
　

　

古
来
か
ら
こ
の
千
年
杉
に
山
の
神
が
宿
る
と
伝
え
ら
れ
、

四
月
初
丑
の
日
に(

二
年
に
一
回
の
開
催
と
な
り
、
次
回
は
平

成
二
十
八
年
四
月
開
催
予
定)

数
十
人
の
男
達
が
酒
を
浴
び

る
ほ
ど
飲
み
続
け
直
径
六
セ
ン
チ
ほ
ど
の
葛
を
木
や
り
歌
に

合
わ
せ
て
七
回
り
半
巻
き
つ
け
る
山
祭
り
が
あ
る
。
祭
り
の

云
わ
れ
は
、
所
謂
不
美
人
の
神
様(

大
山
祇
神
の
長
女
の
磐

長
姫
命)

と
伝
わ
っ
て
い
る
女
神
、他
の
山
の
神
の
崇
り
・
悪

神
社
が
あ
り
ま
た
、
古
く
か
ら
伝
わ
る
汐
汲
み
を
し
て
巡
り

歩
く
島
根
半
島
四
十
二
浦
が
あ
り
ま
す
。
高
齢
化
・
少
子
化

と
言
わ
れ
続
け
て
い
ま
す
の
に
、
浦
々
の
神
社
で
は
神
主
さ

ん
を
中
心
に
し
て
、
昔
な
が
ら
の
伝
統
文
化
で
あ
る
神
事
を

氏
子
さ
ん
と
共
に
地
域
全
員
で
守
り
続
け
な
が
ら
、
親
か
ら

子
へ
と
伝
承
し
て
お
ら
れ
る
姿
に
頭
の
下
が
る
思
い
で
見
さ

せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。
こ
の
素
朴
で
、
純
粋
な
尊
い
人
々
の

思
い
や
生
き
方
を
、
も
っ
と
も
っ
と
多
く
の
方
々
に
紹
介
し

て
頂
き
、
県
内
外
の
人
々
が
、
神
の
国
島
根
半
島
の
山
陰
路

を
ゆ
っ
く
り
と
ゆ
っ
た
り
と
し
た
心
で
、
辿
っ
て
頂
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
関
和
彦
先
生
の
講
演
で
教
え
て
頂
い
た
「
日

本
書
紀
」
、
「
出
雲
国
風
土
記
」
の
神
々
が
祀
ら
れ
て
い
る

島
根
半
島
の
浦
々
を
巡
り
歩
き
、
日
本
海
の
優
し
さ
、
厳
し

さ
に
出
会
い
、
地
域
の
人
々
と
の
出
会
い
の
旅
を
続
け
た
い

と
思
い
ま
す
。   
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美保神社中学生の浦安の舞 (9月15日 敬老の日)

戯
を
な
す
魔
人
の
障
り
を
鎮
め
、
一
年
間
の
山
作
業
・
農

作
業
の
安
全
・
豊
作
、
子
供
の
無
事
成
長
を
祈
願
し
、
山

の
神
大
山
祇
神
を
お
祀
り
す
る
も
の
で
あ
る
と
伝
わ
る
。

　

平
成
六
年
に
文
化
庁
の
調
査
に
よ
り
、
こ
の
祭
り
は
縄

文
時
代
の
巨
木
信
仰
で
あ
る
と
判
明
、
三
重
県
熊
野
地
方

に
も
伝
わ
っ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
絶
え
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
、
隠
岐
の
島
町
布
施
の
山
祭
り
は
存
在
・
内
容
共
に

疑
う
余
地
な
く
縄
文
の
巨
木
信
仰
そ
の
も
の
で
あ
り
、
平

成
七
年
、
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
次
ぐ
位
置
づ
け

と
し
て
選
択
無
形
民
俗
文
化
財
と
さ
れ
て
い
る
。
縄
文
時

代
か
ら
続
く
神
事
・
巨
木
信
仰
の
意
味
を
解
く
カ
ギ
が
出

雲
地
方
に
あ
り
、
そ
の
一
端
が
「
布
施
の
山
祭
」
で
あ
り

隠
岐
島
内
や
山
陰
地
方
に
伝
わ
る
荒
神
の
神
木
に
藁
縄
を

蛇
に
見
立
て
て
巻
き
つ
け
る
収
穫
感
謝
の
行
事
「
荒
神

祭
」
が
あ
る
が
、
こ
の
布
施
村
の
山
祭
り
の
帯
締
め
は
、

そ
の
さ
ら
に
古
い
姿
を
残
す
も
の
で
あ
る
。　
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※ 文化庁選択無形民俗文化財「布施の山祭」　布施村の山祭は、四月の
初丑の日に行われる、山開きの祈願行事である。若者たちが、木遣り歌
を歌いながら、南谷および中谷の大山神社、荒神様の御神木に山蔓を７
巻き半巻き、最後に御幣だきと呼ぶ役の者が山蔓に大御幣を挿す。  


