
し
じ
」
と
言
い
ま
し
た
。
犬
と
イ
ノ
シ
シ
は

と
も
に
石
と
な
っ
た
と
記
さ
れ
、
そ
の
石
は

宍
道
町
白
石
の
夫
婦

め
お
と

岩
に
あ
て
る
説
と
、
同

じ
く
白
石
の
石
宮

い
し
み
や

神
社
に
あ
る
巨
石
に
あ

て
る
説
と
の
二

説
あ
り
ま
す
。

43 42

地
名
の
起
こ
り
を
訪
ね
る

『
出
雲
国
風
土
記
』に
記
さ
れ
た
地
名
伝
承

「
島
根
」「
出
雲
」
な
ど
、
私
た
ち
が
ふ
だ
ん
な
に
げ
な
く
用
い
て
い
る
地
名

は
、
い
つ
、
誰
が
使
い
始
め
た
の
で
し
ょ
う
か
。「
国
引
き
の
神
で
あ
る
『
八
束
や
つ
か

水
臣
津
野
命

み
づ
お
み
づ
ぬ
の
み
こ
と

』
が
国
引
き
の
と
き
に
、『
八
雲
立

や
く
も
た

つ
出
雲
の
国
』
と
言
っ
た
こ

と
か
ら
『
出
雲
』
と
言
う
よ
う
に
な
っ
た
」
と
神
話
に
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
古

代
出
雲
の
地
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
神
話
や
伝
承

で
ん
し
ょ
う
が
、
今
も
地
名
と
し
て
残

っ
て
い
る
も
の
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

『
出
雲
国
風
土
記
』
に
み
え
る
地
名
を
ひ
も
と
く
と
、
古
代
出
雲
の

神
々
へ
の
根
強
い
信
仰
と
と
も
に
人
び
と
の
豊
か
な
想
像
力
が
う

か
が
え
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
一
部
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

黒
田
驛

く

ろ

だ

の

う

ま

や

土
の
色
が
黒
い
こ
と

か
ら
名
付
け
ら
れ
た
地

名
で
、
松
江
市
山
代
町

に
は
現
在
も
黒
田
、
下

黒
田
と
い
っ
た
小
字
が

残
っ
て
い
ま
す
。
一

九
七
八
年
に
行
わ
れ
た
山

代
郷
の
正
倉
跡
の
発
掘
調

査
時
も
、
黒
い
土
層
が
あ
る
こ

と
が
確
認
で
き
ま
し
た
。

黒
田
驛

く
ろ
だ
の
う
ま
や

。
郡
家

ぐ
う
け

と
同
じ
處

と
こ
ろ

な
り
。
郡
家
の
西

北
二
里
に
黒
田
村
あ
り
。
土
體

つ

ち

の
色
黒
し
。

故か
れ

、
黒
田
と
云
ふ
。（
後
略
）

神
原
郷

か

む

は

ら

の

さ

と

現
在
の
加
茂
町
の
神
原

か
ん
ば
ら

を
中
心
と
す
る

一
帯
を
指
し
ま
す
。「
大
穴
持
命

お
お
な
も
ち
の
み
こ
と

（
大
国
主

お
お
く
に
ぬ
し

命の
み
こ
と）

が
宝
を
積
み
置
か
れ
た
と
こ
ろ
」
と
あ

り
ま
す
が
、
一
九
七
二
年
八
月
に
加
茂
町

神
原
郷

か
む
は
ら
の
さ
と

。
郡
家
の
正
北

ま
き
た

九
里
な
り
。
古
老

の
傳つ

た

へ
に
云い

へ
ら
く
、
所
造
天
下
大
神

あ
め
の
し
た
つ
く
ら
し
し
お
ほ
か
み

の
神か

む

御
財

み
た
か
ら

積
み
置
き
給
ひ
し
處

と
こ
ろ

な
れ
ば
、
即
ち
神か

む

財
郷

た
か
ら
の
さ
とと

謂い

ふ
べ
き
を
、
今
の
人
猶な

お

誤
り
て
神

原
郷
と
云
ふ
の
み
。

法
吉
郷

ほ

ふ

き

の

さ

と

宇
武
賀
比
売
命
が
、
法
吉
鳥
（
ウ
グ
イ

ス
）
と
な
っ
て
飛
び
、
こ
の
地
に
降
り
ら
れ

た
こ
と
か
ら
、
法
吉
と
い
う
地
名
に
な
っ
た

そ
う
で
す
。

法
吉
郷

ほ
ふ
き
の
さ
と

。
郡
家
の
正
西
一
十
四
里
二
百
三

十
歩ぶ

な
り
。
神
魂
命

か
み
む
す
び
の
み
こ
との

御
子

み

こ

、
宇
武
賀
比

う

む

か

ひ

賣
命

め
の
み
こ
と

、
法
吉
鳥

ほ
ふ
き
ど
り

と
化な

り
て
飛
び
度わ

た

り
て
、
此こ

の
處

と
こ
ろ

に
靜
ま
り
坐ま

し
き
。
故か

れ

、
法
吉
と
云
ふ
。

法吉町のうぐいす台団地。『出雲国風土記』の地名起源説話にちな
んで名づけられた古墳（写真右）もある。

宍
道
郷

し

ん

じ

の

さ

と

「
狩
り
に
出
た
大
穴
持
命
（
大
国
主
命
）

が
、
犬
に
二
匹
の
イ
ノ
シ
シ
を
追
わ
せ
て
通

ら
れ
た
道
」
と
い
う
意
味
で
、
も
と
は
「
し

宍
道
郷

し
し
ぢ
の
さ
と

。
郡
家
の
正
西
三
十
七
里
な
り
。

所
造
天
下
大
神
命

あ
め
の
し
た
つ
く
ら
し
し
お
ほ
か
み
の
み
こ
との

追
ひ
給
ひ
し
猪し

し

の
像か

た

、

南
の
山
に
二
つ
あ
り
。
一
つ
は
長
さ
二
丈
七

尺
、
高
さ
一
丈
、
周め

ぐ

り
五
丈
七
尺
。
一
つ
は

長
さ
二
丈
五
尺
、
高
さ
八
尺
、
周
り
四
丈

一
尺
。
猪
を
追
ひ
し
犬
の
像か

た

、
長
さ
一
丈
、

高
さ
四
尺
、
周
り
一
丈
九
尺
。
其そ

の
形
石

と
な
り
て
、
猪
と
犬
と
に
異
な
る
こ
と
な
し
。

今
に
至
り
て
も
猶な

お

あ
り
。
故か

れ

、
宍
道

し
し
ぢ

と
云
ふ
。

夫婦岩（宍道町白石）。中央家畜市場北方の茂
みの中にあり、今もまつられている。

宍道町白石の石宮神社のシシ石
（鳥居の右の巨石）

仁
多
郡

大
穴
持
命
（
大
国
主
命
）
が
「
ほ
ど
よ
い

広
さ
で
、
斐
伊
川
の
上
流
で
に
た
し
き

・

・

・

・

（
潤

い
が
あ
っ
て
肥
え
て
い
る
）
国
で
あ
る
」
と

誉
め
た
と
こ
ろ
か
ら
つ
け
ら
れ
た
仁
多
は
、

現
在
も
田
園
が
広
が
り
、
秋
に
は
稲
穂
が
黄

金
色
に
輝
き
、
大
地
の
恵
み
を
産
出
し
て
い

ま
す
。

仁
多

に

た

と
號な

づ

く
る
所
以

ゆ

え

は
、
所
造
天
下
大
神

あ
め
の
し
た
つ
く
ら
し
し
お
ほ
か
み

大
穴
持
命

お
ほ
な
も
ち
の
み
こ
と

、
詔の

り
た
ま
ひ
し
く
、「
此こ

の
國く

に

は

大
き
く
も
非あ

ら

ず
、
小ち

さ

く
も
非
ず
、
川
上

か
は
か
み

は
、

木
の
穂
　

ほ

さ

し
加
布

か

ふ

（
交
ふ
）。
川
下

か
は
し
も

は
、
河か

は

志
婆
布
這

し

ば

ふ

は

ひ
度わ

た

れ
り
。
是こ

は
爾
多
志
枳
小

に

た

し

き

を

國く
に

な
り
」
と
詔
り
た
ま
ひ
き
。
故か

れ

、
仁
多
と

云い

ふ
。

現在も米どころとして有名
（仁多町阿井）

で
行
わ
れ
た
赤
川
の
拡
幅
工
事
の
際
、
神

原
神
社
本
殿
下
の
古
墳
か
ら
「
卑
弥
呼

ひ

み

こ

の

鏡
」
と
言
わ
れ
る
三
角
縁
神
獣
鏡

さ
ん
か
く
ぶ
ち
し
ん
じ
ゅ
う
き
ょ
う

が
見
つ

か
り
ま
し
た
。「
風
土
記
の
宝
」
と
「
卑
弥
呼

の
鏡
」
…
…
偶
然
に
し
て
も
、
興
味
深
い
一

致
で
す
。

山代郷正倉跡（下黒田遺跡）の調査風景。畑の耕作土の色が黒い。

四
つ
の

「
浦う

ら

」の
謎

大
海
で
は
、
浜
が
三
四
カ
所
、
浦
が
四
カ

所
、
島
が
七
九
カ
所
、
御
崎
が
一
四
カ
所
紹

介
さ
れ
て
い
ま
す
。
浦
と
し
て
記
載
さ
れ
た

四
カ
所
と
は
、「
久
毛
等

く

も

と

浦
（
美
保
関
町
雲
津

く
も
つ

湾
）」「
質
留
比

し

ち

る

い

浦
（
美
保
関
町
七し

ち

類る
い

湾
）」

「
手
結

た

え

浦
（
鹿
島
町
手
結
浦
）」「
宇う

禮
保

れ

ほ

浦

（
大
社
町
宇
竜

う
り
ゅ
う

湾
）」
で
す
が
、
こ
れ
ら
に
限

り
、「
浜
」
で
は
な
く
「
浦
」
と
し
た
の
は
な
ぜ

で
し
ょ
う
？

こ
の
謎
を
解
く
カ
ギ
は
、「
船
」
に
あ
り
そ

う
で
す
。
大
海
で
は
「
浦
」
に
限
っ
て
、
船
の

記
述
が
出
て
き
ま
す
。
で
は
「
浦
」
と
は
港

で
、「
船
」
と
は
漁
船
の
こ
と
な
の
で
し
ょ
う

か
？
　
し
か
し
そ
れ
で
は
、
当
時
出
雲
国
に

港
は
四
カ
所
し
か
な
く
、
漁
船
は
『
出
雲
国

風
土
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
六
二
艘そ

う

分
し
か

泊
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。ま

た
、「
浜
」
に
は
漁
業
に
関
す
る
記
載

が
数
多
く
見
ら
れ
、
当
然
そ
こ
に
は
多
く
の

漁
船
が
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
す
。
そ
れ
な

の
に
、「
浜
」
に
は
船
の
記
載
が
見
当
た
り

ま
せ
ん
。
何
か
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

理
由
で
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？
　

こ
の
謎
に
つ
い
て
、「
浦
」
は
古
代
の
水
軍

の
根
拠
地
、「
船
」
は
軍
船
で
は
な
い
か
と

い
う
説
が
あ
り
ま
す
。
四
つ
の
「
浦
」
は
、
い

ず
れ
も
島
根
半
島
特
有
の
複
雑
な
入
江
に

は
さ
ま
れ
た
湾
口
で
、
湾
入
は
狭
長

き
ょ
う
ち
ょ
うで

す
が

湾
内
は
広
が
っ
て
お
り
、
そ
れ
ほ
ど
狭
く
あ

り
ま
せ
ん
。
ま
た
深
さ
も
あ
り
、
波
浪
も
た

ち
ま
せ
ん
。
な
に
よ
り
湾
口
が
島
な
ど
に
よ

っ
て
遮
断
さ
れ
て
い
る
た
め
、
直
接
日
本
海

に
開
口
し
て
お
ら
ず
、
湾
内
は
海
か
ら
は
見

通
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。「
浦
」
と
記
載
さ

れ
た
所
は
す
べ
て
以
上
の
よ
う
な
条
件
を
備

え
て
お
り
、
こ
れ
は
ま
さ
し
く
軍
港
と
し
て

利
用
す
る
の
に
十
分
な
条
件
な
の
で
す
。

当
時
の
日
本
は
、
新
羅

し
ら
ぎ

と
の
関
係
の
緊

張
な
ど
、
日
本
海
を
防
衛
す
る
た
め
水
軍

の
整
備
は
急
務
で
し
た
。
各
国
が
軍
事
状

況
を
ま
と
め
て
朝
廷
に
報
告
す
る
こ
と
は
、

当
然
の
な
り
ゆ
き
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
事

実
『
出
雲
国
風
土
記
』
に
は
、「
軍
団
」「
烽

と
ぶ
ひ

」

な
ど
、
政
治
的
・
軍
事
的
な
記
載
が
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
。『
出
雲
国
風
土
記
』
の
も

う
一
つ
の
性
格
が
浮
か
び
上
が
る
、
非
常
に

興
味
深
い
説
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
み
な
さ

ん
は
ど
う
思
わ
れ
ま
す
か
？

質留比浦�

久毛等浦�
手結浦�

宇禮保浦�

久毛等浦質留比浦

手結浦 宇禮保浦

大
海
の
産
物

自
然
に
満
ち
た
島
根
半
島
沿
岸
で
は
、
対つ

馬し
ま

暖
流
の
影
響
も
あ
り
、
豊
か
で
多
く
の
海

の
幸
と
出
会
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
は

今
も
昔
も
変
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど

の
よ
う
な
海
産
物
が
採と

れ
た
の
か
、『
出
雲
国

風
土
記
』
の
記
載
か
ら
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

凡お
よ

そ
、
北
の
海
に
捕
ら
ふ
る
所
の
雜

く
さ
ぐ
さの

物

は
、
志
　

し

び

・
朝
　

ふ

ぐ

・
沙
魚

さ

め

・
烏
賊

い

か

・
・
・

た

こ

鮑
魚

あ
は
び

・
螺

さ
ざ
え

・
蛤
貝

う
む
ぎ

（
字
或
は
蚌
菜
に
作

る
。）
・
蕀
甲
　

う

に

（
字
或
は
石
經
子
に
作

る
。）
・
甲
　

か

せ

・
蓼
螺
子

た

で

に

し

（
字
或
は
螺
子
に

作
る
。）
・
螺
蠣
子

か

き

・
石
華

せ

（
字
或
は
蠣
・

犬
脚
に
作
る
。
或
は
犬
曠
。
犬
脚
は
勢せ

な

り
。）
・
白
貝

お

ふ

・
海
藻

め

・
海
松

み

る

・
紫
菜

の

り

・
凝こ

る

海
菜

も

は

等
の
類

た
ぐ
ひ

、
至
繁

い
と
さ
は

に
し
て
稱な

を
盡つ

く
す
べ

か
ら
ず
。（
島
根
郡
の
条
）

魚
類
の
中
で
は
、
シ
ビ
（
マ
グ
ロ
）
の
漁

業
が
盛
ん
だ
っ
た
。

凡
そ
、
北
の
海
に
在あ

る
所
の
雜

く
さ
ぐ
さの

物
は
、
秋あ

き

鹿
郡

か
の
こ
ほ
り

に
説と

け
る
が
如ご

と

し
。
但た

だ

、
柴
菜

の

り

は
、
楯た

て

縫ぬ
ひ

郡
尤

も
っ
と

も
優ま

さ

れ
り
。（
楯
縫
郡
の
条
）

海
藻
類
で
は
、
ノ
リ
は
楯
縫
郡
北
岸
が

も
っ
と
も
優
秀
と
記
さ
れ
て
い
る
。
今
で
も

十
六
島

う
っ
ぷ
る
い

ノ
リ
は
有
名
。

凡
そ
、
北
の
海
に
在
る
所
の
雜

く
さ
ぐ
さの

物
は
、
楯

縫
郡
に
説
け
る
が
如
し
。
但た

だ

、
鮑

あ
は
び

は
出
雲
郡

尤も
っ
と

も
優ま

さ

れ
り
。
捕と

ら
ふ
る
者
は
、
謂い

は
ゆ
る

御
埼

み
さ
き

の
海
子

あ

ま

是
な
り
。（
出
雲
郡
の
条
）

貝
類
で
は
、
ア
ワ
ビ
は
出
雲
郡
の
日
御
碕

あ
た
り
が
優
秀
で
、
こ
れ
を
採
る
の
は
「
御

碕
の
海
子

あ

ま

」
と
呼
ば
れ
る
海
子
で
あ
っ
た
と

記
さ
れ
て
い
る
。

アワビ

十六島ノリ

イカ

タコ

フグ

サメ マグロ

サザエ

ハマグリ

ウニ

コ�
ラ�
ム�

三角縁神獣鏡
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