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大
山
の
中
腹
に
あ
る
白し
ら
や
ま山
比ひ

め咩
神
社

（
越
戸
町
）
に
参
拝
し
た
の
ち
、
太
平
洋

を
眺
め
ま
し
た
。
広
が
る
海
に
は
漁
船
は

も
と
よ
り
、
貨
物
船
が
行
き
か
う
景
色
が

印
象
的
で
し
た
。

　

私
た
ち
の
祖
先
は
、
生
活
の
糧
ば
か
り

で
な
く
多
く
の
希
望
を
胸
に
こ
の
海
原
へ

と
果
敢
に
向
か
い
、
他
国
と
の
国
際
化
を

進
め
た
の
で
す
。
渡
辺
崋
山
が
こ
の
太
平

洋
の
か
な
た
に
西
洋
の
国
と
つ
な
い
で
い

る
こ
と
を
実
感
し
た
の
も
、
こ
の
す
ば
ら

し
い
景
色
を
見
た
か
ら
で
す
。

　

さ
ら
に
、
越
戸
町
に
明
治
21
年
７
月
19

日
に
竣
工
し
た
「
私
設
大
山
灯
台
」
の
こ

と
に
思
い
を
巡
ら
せ
ま
し
た
。
こ
の
灯
台

は
、
和
地
村
、
越
戸
村
の
有
志
が
発
起
人

と
な
り
計
画
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

古
く
か
ら
海
の
難
所
で
も
あ
る
渥
美
半

島
沖
は
、
江
戸
時
代
に
も
多
く
の
船
が
難

破
し
ま
し
た
。
そ
し
て
大
山
灯
台
設
立
の

趣
意
書
に
、
明
治
五
年
以
来
、
本
年
ニ
至

ル
十
年
余
、
浜
海
ニ
於オ
イ

テ
覆フ
ク
ボ
ツ没
ス
ル
モ
ノ

四
十
艘ソ
ウ

ノ
多
キ
ニ
至
ル
と
あ
り
、
切
実
な

も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
私
設
大
山
灯
台
は
こ
の
海
の

安
全
を
守
る
た
め
の
施
設
に
も
関
わ
ら

ず
、
手
続
き
や
資
金
の
調
達
な
ど
思
う
よ

う
に
は
進
ま
ず
、
明
治
16
年
か
ら
５
年
の

時
を
経
て
、
や
っ
と
実
現
し
ま
し
た
。
当

時
の
逓て
い
し
ん信
大
臣
、
榎え
の
も
と
た
け
あ
き

本
武
揚
名
で
点
灯
の

許
可
が
下
り
た
の
は
明
治
21
年
８
月
４
日

の
こ
と
で
し
た
。
灯
台
は
越
戸
町
の
西
の

は
ず
れ
、
海
を
臨
む
崖
の
上
に
設
置
さ
れ

ま
し
た
が
、
現
在
で
は
、
そ
の
場
所
を
知

る
人
も
い
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

記
録
に
よ
る
と
、
灯
台
は
木
造
六
角
形

で
、
白
色
に
塗
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
基
礎

か
ら
灯
火
ま
で
の
高
さ
は
約
５
・
１
ｍ
、

海
面
か
ら
は
約
24
・
５
ｍ
。
計
画
で
は
、

そ
の
光
は
晴
天
の
夜
で
は
八
里（
約
24
㎞
）

ま
で
到
達
す
る
と
し
て
い
ま
す
。

　

渥
美
半
島
に
は
、
防
波
堤
に
あ
る
灯
台

を
除
き
、「
伊
良
湖
岬
灯
台
」「
立
馬
崎
灯

台
」
が
あ
り
ま
す
。

　

伊
良
湖
岬
灯
台
は
、
昭
和
４
年
に
点
灯

さ
れ
ま
し
た
。
風
光
明
媚
な
立
地
、
美

し
い
外
観
か
ら

「
日
本
の
灯
台

50
選
」
に
も
選

ば
れ
、
恋
人
た

ち
の
願
い
が
か

な
う
ス
ポ
ッ
ト

と
し
て
人
気
が

あ
り
ま
す
。
灯

台
の
解
説
に
は

「
こ
の
灯
台
が

　

大
山
灯
台
の
こ
と

昭
和
四
年
の
点
灯
以
来
、
数
多
く
船
人
の

命
と
貴
重
な
財
貨
を
人
知
れ
ず
救
っ
て
き

た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
を
想お
も

う
と
き
、
こ
れ

か
ら
も
夜
毎ご
と

美
し
い
光
を
沖
行
く
船
に
投

げ
掛
け
続
け
る
よ
う
に
祈
念
す
る
も
の
で

あ
り
ま
す
」
と
あ
り
ま
す
。
切
実
な
海
の

安
全
の
た
め
に
作
ら
れ
た
灯
台
が
、
今
や

こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
親
し
ま
れ
て
い
る

こ
と
は
、
設
置
に
尽
力
し
た
人
は
思
い
も

よ
ら
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
海
を
照
ら
す
灯
火
に
は
、
明
る
さ

と
い
う
「
安
全
」
だ
け
で
な
く
、「
希
望
」

を
私
た
ち
に
与
え
て
く
れ
る
の
で
す
。

　

一
方
、
私
設
大
山
灯
台
は
、
苦
労
し
て

許
可
を
得
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
灯
火
は
ま

も
な
く
消
え
、
そ
の
存
在
も
忘
れ
去
ら
れ

て
し
ま
い
ま
し
た
。　
　
　
　
　
（
増
山
）

【
表
紙
の
写
真
】

城
宝
寺・崋
山
霊
牌
堂
の
天
井
画（
田
原
町
）

▼
田
原
が
生
ん
だ
幕
末
の
先
覚

者・渡
辺
崋
山
の
菩
提
寺
と
し

て
名
高
い
城
宝
寺
。本
堂
奥
の

霊
牌
堂
ま
で
足
を
運
び
天
井
を
見
上

げ
る
と
、数
々
の
美
し
い
花
の
絵
が一面

に
広
が
っ
て
い
ま
す
。こ
の
絵
は
、松
林

桂
月
画
伯
を
は
じ
め
、日
本
有
数
の

画
家
や
書
家
が
描
い
た
も
の
で
、ひ
と

目
見
よ
う
と
多
く
の
方
が
訪
れ
て
い

る
そ
う
で
す
。今
の
自
分
を
見
つ
め
直

す
、そ
ん
な
場
所
で
し
た
。（
Ｉ
）

 ●まぼろしの私設大山灯台

 ●伊良湖岬灯台と神島の絶景
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