
　

こ
の
地
域
の
現
状
に
つ
い
て
、
島
根
県
第
一
宗
務
所
長

の
門
脇
利
法
老
師
に
お
聞
き
し
た
。

　
「
宗
務
所
管
内
の
西
部
46
ヶ
寺
の
う
ち
14
ヶ
寺
が
兼
務
寺

院
。
1
ヶ
寺
あ
た
り
の
檀
家
数
が
1
0
0
軒
に
満
た
な
い

お
寺
が
ほ
と
ん
ど
で
、
中
に
は
檀
家
0
軒
と
い
う
お
寺
も

あ
る
。
兼
務
寺
や
無
住
寺
が
増
え
る
理
由
の
大
半
は〝
経
済

的
な
困
窮
〞か
ら
跡
取
り
が
い
な
い
た
め
。
お
寺
だ
け
で
食

べ
て
い
く
の
は
非
常
に
難
し
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で

子
弟
や
青
年
僧
に『
寺
を
継
ぎ
、
守
っ
て
ほ
し
い
』と
は
強

要
し
難
い
こ
と
で
あ
る
」。

閣
府
刊
行
の『
平
成
17
年
版　

国
民
生
活
白
書
』に

よ
る
と
、「
女
性
は
結
婚
相
手
に
対
し
て
経
済
力
を

重
視
す
る
傾
向
が
あ
る
」と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
事

実
な
ら
、
こ
こ
で
は「
僧
侶（
比
丘
・
男
僧
）の
結
婚
」に
は
不

都
合
な
条
件
ば
か
り
、
と
暗
澹
と
さ
せ
ら
れ
る
。

　

所
長
老
師
は「
だ
か
ら
と
言
っ
て
引
い
て
ほ
し
く
は
な
い
。

確
か
に
こ
の
地
域
に
は
若
者
が
少
な
い
が
、
だ
か
ら
若
者
の

存
在
価
値
が
高
い
。
そ
の
中
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
を

通
じ
、
地
域
の
人
た
ち
と
関
係
を
積
極
的
に
持
つ
こ
と
で
世

間
の
僧
侶
に
対
す
る
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
が
変
化
し
、好
感
・

好
意
の
方
向
に
変
わ
っ
て
く
る
と
思
う
。（
宗
門
僧
侶
と
し

て
結
婚
す
る
事
が
必
ず
し
も
ベ
ス
ト
と
は
思
わ
な
い
が
）自

ら
の
活
動
に
よ
り
良
縁
が
引
き
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
を
祈
っ
て

い
る
」と
も
仰
っ
た
。
確
か
に
、
管
内
東
部
に
は「
専
業
」の

方
ば
か
り
の
教
区
が
あ
る
。
経
済
的
な
基
盤
は
西
部
と
大
差

な
い
が
、
頻
繁
に
法
要
に
呼
び
合
う
な
ど
互
助
に
努
め
た
り
、

托
鉢
を
し
て
生
計
を
養
っ
て
お
ら
れ
る
の
だ
。

　

今
回
の
投
稿
で「
結
婚
」に
つ
い
て
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ

た
。
経
済
的
理
由
を
含
め
た
諸
々
の
言
い
訳
を
作
り「
結
婚

で
き
な
い
理
由
」を
作
っ
て
い
た
気
が
し
た
。
し
か
し
、
ま

だ
ま
だ
迷
走
は
続
き
そ
う
で
あ
る
。

づ
け
ば
同
安
居
の
ほ
と
ん
ど
が
結
婚
を
し
、
披
露

宴
に
呼
ば
れ
る
こ
と
も
め
っ
き
り
減
っ
て
き
た
。

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
を
や
っ
て
い
る
弟
に
も
先
を
越
さ
れ
、
焦

り
は
な
い
に
し
ろ
、
毎
日
の
よ
う
に
周
り
か
ら「
結
婚
」に

つ
い
て
促
さ
れ
る
。

　

私
は
僧
侶
で
あ
り
な
が
ら
保
育
園
の
園
長
と
し
て
勤
め

る
、
い
わ
ゆ
る「
兼
業
僧
侶
」で
あ
る
。
在
家
の
方
で
あ
れ
ば

自
分
が「
一
生
一
緒
に
い
た
い
」と
思
う
相
手
と
結
婚
と
い
う

の
が
理
想
で
あ
ろ
う
。
私
の
場
合
、「
自
分
に
と
っ
て
ベ
ス

ト
な
相
手
？
」「
僧
侶
と
し
て
ベ
ス
ト
な
相
手
？
」

「
保
育
園
を
経
営
す
る
に
当
た
っ
て
ベ
ス
ト
な
相

手
？
」ど
れ
を
選
べ
ば
い
い
の
か
随
分
悩
ん
だ
過

去
が
あ
る
。
実
際
に
交
際
相
手
の
ご
両
親
に「
僧

侶
だ
か
ら
」と
い
う
理
由
で
交
際
自
体
を
反
対
さ

れ
た
こ
と
も
あ
る
。
仮
に
右
記
3
つ
を
す
べ
て

満
た
し
た
自
分
に
と
っ
て
パ
ー
フ
ェ
ク
ト
な
相

手
が
い
た
と
し
て
も
、
相
手
が
婿
養
子
を
望
ま

な
け
れ
ば
い
け
な
い
場
合
は
困
難
と
な
る
。
地

元
の
島
根
県
益
田
市
は
、
人
口
5
万
人
に
も
満

た
な
い
小
さ
な
町
だ
。
市
内
の
誰
か
と
交
際
す

れ
ば「
ど
こ
の
子
か
」が
す
ぐ
に
噂
に
な
り
、
相

手
に
も
ス
ト
レ
ス
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
牧

歌
的
な
町
に
あ
り
が
ち
な「
退
屈
し
の
ぎ
」な
の

だ
ろ
う
。
そ
の
せ
い
だ
ろ
う
か
、
周
り
は
市
外
か
ら
結
婚

相
手
を
迎
え
入
れ
る
パ
タ
ー
ン
が
多
い
よ
う
に
感
じ
る
。

在
、
石
見
曹
洞
宗
青
年
会
で
実
際
に
活
動
に
参
加

し
て
い
る
人
数
は
10
名
を
切
っ
て
い
る
。
宗
務
所

管
内
西
部
の
曹
青
会
員
で
も「
専
業
」の
方
は
1
名
し
か
い

な
い
。
ほ
と
ん
ど
が
副
業
で
生
活
し
て
い
る
状
況
だ
。
隣

り
町
に
は
新
聞
配
達
を
し
な
が
ら
糊
口
を
凌
ぐ
青
年
僧
も

お
ら
れ
る
。

　

僧
侶
の
一
人
暮
ら
し
な
ら
と
も
か
く
、
結
婚
し
て
円
満

な
家
庭
生
活
を
営
む
た
め
に
は
、
と
て
も『
祇
園
正
儀
』の

よ
う
に
は
い
か
な
い
。
家
計
を
養
う
あ
る
程
度
の
収
入
も

必
要
だ
ろ
う
。
お
寺
の
場
合
、
そ
れ
を
檀
務
に
よ
っ
て
賄

う
こ
と
が
真
っ
先
に
想
起
さ
れ
る
が
、
こ
こ
に
住
ん
で
い

る
と
、「
お
寺
で
食
べ
る
」そ
の
こ
と
自
体
に
不
安
を
感
じ

ざ
る
を
得
な
い
。

　

全
国
の
曹
洞
宗
寺
院
の
平
均
年
収
は
5
6
5
万
円
と
い

わ
れ
る（『
平
成
17
年　
曹
洞
宗
宗
勢
総
合
調
査
報
告
書
』よ

り
）。
ま
た
、
厚
生
労
働
省
の『
平
成
18
年　

国
民
生
活
基

礎
調
査
』に
よ
る
と
、
一
般
家
庭
の
世
帯
別
の
平
均
所
得
金

額
は
5
6
3
万
8
千
円
。
デ
ー
タ
だ
け
見
る
と
、「
坊
主
丸

儲
け
」と
揶
揄
さ
れ
る
実
態
は
な
く
、
一
般
と
比
べ
て
も
年

収
に
大
差
は
な
い
、
と
も
感
じ
る
。

　

し
か
し
、
あ
く
ま
で
も
こ
の
デ
ー
タ
は「
全
国
平
均
」で

あ
る
。
実
は
前
述
の
5
6
5
万
円
と
い
う
数
字
に
は「
註
釈
」

が
あ
っ
て
、
調
査
標
本
と
な
っ
た
寺
院
の
う
ち
、
約
半
分

は
年
収
3
0
0
万
円
に
満
た
な
い
の
だ
。
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