
博ば
く
ち
み
さ
き

奕
岬

(

瀬
崎

(

弥み
せ
ん
さ
ん

仙
山
の

　
た
け
く
ら
べ(

池
内

(

博
奕
岬

小
便
地
蔵

青
葉
山

弥
仙
山

湯
の
滝

大
浦
半
島
の
西
側
に
あ
る
瀬
崎

地
区
に
は
、博
奕
岬
と
呼
ば
れ
る

岬
が
あ
り
、山
上
に
た
た
ず
む
灯

台
が
、舞
鶴
湾
に
入
港
す
る
船
を

見
守
っ
て
い
ま
す
。

全
国
に
数
多
く
あ
る「
山
の
背

比
べ
」に
関
す
る
民
話
が
舞
鶴
に

も
残
っ
て
い
ま
す
。池
内
地
区
と

綾
部
市
に
ま
た
が
る「
弥
仙
山
」

と
そ
の
北
方
、杉
山
地
区
と
高
浜

町
に
ま
た
が
る「
青
葉
山
」の
背

比
べ
で
す
。

弥
仙
山
は
青
葉
山
よ
り
も
低
く
、

朝
日
が
当
た
る
の
も
遅
い
。
ま
た
、

日
が
陰
る
の
も
早
く
、い
く
ら
弥

仙
山
が
背
伸
び
を
し
て
も
青
葉

山
に
は
か
な
い
ま
せ
ん
。
あ
る
日
、

か
つ
て
、こ
の
岬
に
名
前
が
付

い
て
い
な
か
っ
た
頃
の
こ
と
、ク

ジ
ラ
の
大
王
と
竜
神
が
こ
の
岬
で

出
く
わ
し
ま
し
た
。
自
分
が
一
番

強
い
と
思
っ
て
い
る
２
人
は
、自

慢
の
言
い
合
い
を
始
め
ま
す
。「
俺

は
世
界
の
大
海
を
泳
ぎ
、深
い
海

で
も
泳
ぐ
こ
と
が
で
き
る
」「
私
は

大
空
を
高
く
飛
べ
る
し
、速
さ
も

誰
に
も
負
け
な
い
」。
自
慢
は
尽

き
ず
、決
着
が
つ
か
な
か
っ
た
た

め
、知
恵
比
べ
を
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
近
く
の
白
と
黒
の
石

を
使
い
、囲
碁
で
勝
負
を
す
る
こ

と
に
。
勝
負
の
行
方
は
分
か
っ
て

い
ま
せ
ん
が
、こ
の
勝
負（
博
奕
）

が
、こ
の
岬
を
博
奕
岬
と
呼
ぶ
よ

う
に
な
っ
た
由
縁
で
す
。

今
も
こ
の
瀬
崎
海
岸
に
は
白
色

の
花
こ
う
岩
や
黒
色
の
閃

せ
ん
り
ょ
く緑

岩
・

斑
レ
イ
岩
が
あ
り
ま
す
。

弥
仙
山
の
神
様
が
、村
人
の
中
で

最
も
信
仰
の
あ
る
太
郎
兵
衛
の

枕
元
で「
今
後
弥
仙
山
に
登
る
と

き
は
、こ
っ
そ
り
小
石
を
持
っ
て

き
て
く
れ
ん
か
」と
頼
み
ま
し
た
。

太
郎
兵
衛
は
こ
れ
を
他
の
村
人
に

も
伝
え
、村
人
た
ち
は
い
つ
か
弥

仙
山
が
青
葉
山
よ
り
も
高
く
な

る
だ
ろ
う
と
、弥
仙
山
に
登
る
際

は
毎
回
山
の
頂
に
小
石
を
積
む
こ

と
に
し
ま
し
た
。
今
も
弥
仙
山
の

頂
上
に
は
大
小
色
と
り
ど
り
の
石

が
積
ま
れ
て
い
ま
す
。
持
っ
て
上

が
っ
た
小
石
に
願
い
事
を
す
れ
ば

必
ず
成
就
し
、も
し
山
の
石
を
持

ち
帰
る
と
、災
難
が
降
り
か
か
る

と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

第第

話話
四六

六

七

五

四

小し
ょ
う
べ
ん便

地じ
ぞ
う蔵

(

八は
っ
た田

(
由
良
川
に
架
か
る
大
き
な
橋「
大

川
橋
」。西
市
街
地
か
ら
橋
を
渡
る

と
そ
こ
は
八
田
地
区
で
、こ
こ
に

「
小
便
地
蔵
」と
い
う
お
地
蔵
さ
ん

が
あ
り
ま
す
。

昔
、
宮
津
街
道
と
呼
ば
れ
た
山

沿
い
の
道
に
、ち
ょ
う
ど
良
い
木

陰
が
あ
っ
た
た
め
、旅
人
は
こ
の
辺

り
で
よ
く
休
憩
を
し
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
、休
憩
の
つ
い
で
に
こ
の
辺

り
で
立
ち
小
便
を
す
る
の
で
し
た
。

お
地
蔵
さ
ん
は
顔
を
背
け
る
こ
と

も
で
き
ず
、と
て
も
嫌
な
思
い
を

し
て
い
ま
し
た
。
困
っ
た
お
地
蔵

さ
ん
は
、立
ち
小
便
を
や
め
さ
せ

る
た
め
、村
の
人
々
に「
立
ち
小
便

は
困
る
」と
夢
の
中
で
お
告
げ
を

し
ま
す
。
村
人
は
そ
れ
か
ら
誰
言

う
と
な
く「
小
便
地
蔵
さ
ん
」と
お

呼
び
し
、祀ま

つ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
い
つ
の
頃
か
ら
か
、お
参
り

を
す
る
と
寝
小
便
が
治
る
と
い
わ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

今
は
少
な
く
な
り
ま
し
た
が
、お

地
蔵
さ
ん
に
は
願
い
が
か
な
っ
た

親
が
奉
納
し
た
よ
だ
れ
か
け
が
、

戦
前
ま
で
は
た
く
さ
ん
か
け
ら
れ

て
い
た
そ
う
で
す
。

市
内
に
は
民
話
が
い
っ
ぱ
い

今
回
紹
介
し
た
民
話
は
❖
舞
鶴

市
史
・
各
説
編（
舞
鶴
市
役
所
）

❖
郷
土
誌 

岡
田
下（
岡
田
下
公
民

館
）❖
八
雲
の
れ
き
し（
八
雲
公

民
館
）❖
郷
土
史「
我
が
郷
土
」池

内（
池
内
郷
土
史
研
究
会
）❖
舞

鶴
の
民
話（
舞
鶴
文
芸
）な
ど
を

参
考
に
掲
載
し
て
い
ま
す（
か
っ

こ
内
は
発
行
人
な
ど
）。

市
内
の
民
話
は
他
に
も
た
く
さ

ん
あ
り
、そ
の
資
料
は
、東
・
西

図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
機
会
に
ご
覧
に
な
っ
て
み
て

は
、い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

第

話
七

湯ゆ

の
滝た

き

(

久
田
美

(

久
田
美
地
区
の
山
の
方
に
入
っ

て
い
く
と
湯
の
滝
と
呼
ば
れ
る
滝

が
あ
り
ま
す
。今
は
夏
で
も
ひ
ん

や
り
し
て
い
ま
す
が
、昔
は
温
泉

が
湧
き
出
て
村
人
た
ち
の
疲
れ

を
癒
し
て
い
た
と
い
い
ま
す
。

村
に
太
郎
作
と
い
う
と
て
も
欲

深
い
者
が
い
ま
し
た
。
お
金
を
た

め
る
こ
と
が
人
生
の
生
き
が
い
の

男
で
す
。
温
泉
に
は
皆
が
毎
日
の

よ
う
に
入
浴
し
、遠
方
か
ら
も
訪

れ
る
人
が
多
か
っ
た
た
め
、太
郎

作
は
温
泉
を
独
り
占
め
し
、入
り

た
い
人
か
ら
お
金
を
取
れ
ば
金
も

う
け
が
で
き
る
と
た
く
ら
み
ま
し

た
。
近
く
の
土
地
を
次
々
と
買
い

あ
げ
、あ
と
数
日
で
温
泉
を
独
占

で
き
る
ま
で
に
な
り
ま
す
。　

そ
ん
な
あ
る
日
、太
郎
作
は
馬

を
連
れ
て
温
泉
に
出
向
き
、入
浴

し
て
い
た
村
人
を
追
い
払
っ
て

い
き
ま
し
た
。
そ
の
時
、馬
の
脚

が
温
泉
に
つ
か
り
ま
す
。
途
端
に

「
サ
ッ
」と
白
い
も
の
が
立
ち
の
ぼ

り
、雲
に
な
っ
て
北
西
の
方
角
に

飛
ん
で
行
き
ま
し
た
。
す
る
と
不

思
議
な
こ
と
に
今
ま
で
湯
気
を
上

げ
て
い
た
温
泉
は
、た
だ
の
水
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
湯
は
城

崎
温
泉（
兵
庫
県
）の
方
に
飛
ん
で

行
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
い
つ
し
か
太
郎
作
と
馬
も
村

か
ら
い
な
く
な
っ
た
そ
う
で
す
。

第

話
五

語
り
継
が
れ
る

舞
鶴
の

民
話

六

博奕岬（瀬崎海岸から撮影）弥仙山（標高664㍍）

青葉山（標高693㍍）

小便地蔵

白黒の石
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