
　

照て
る
ひ
じ
ん
じ
ゃ

日
神
社
は
、
国
道
２
６
９
号
線
と
県

道
64
号
線
が
ぶ
つ
か
る
三
叉
路
沿
い
の
こ

ん
も
り
と
し
た
山
の
上
に
建
っ
て
い
る
。

獅し

し子
隈く

ま

山
と
い
わ
れ
る
こ
の
場
所
は
、
鎮

守
の
森
と
し
て
地
域
の
人
び
と
か
ら
親
し

ま
れ
、
大
切
に
さ
れ
て
き
た
。
現
在
、
そ

の
境
内
に
は
照
日
神
社
の
本
殿
・
拝
殿
の

ほ
か
に
、
観か

ん
の
ん
ど
う

音
堂
・
轟

と
ど
ろ
き

神
社
・
稲い

な
り荷

神
社
・

水
神
・
火
の
神
な
ど
も
祀
ら
れ
て
い
る
。

１
つ
１
つ
を
ゆ
っ
く
り
巡
っ
て
い
る
と
１

時
間
は
あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
て
し
ま
う
。

　

こ
の
荒
佐
野
の
地
に
神
社
が
創
建
さ
れ

た
の
は
、
今
か
ら
３
２
７
年
前
の
こ
と
で

あ
る
。
大
坂
の
摂せ

っ
つ

　
か
わ
ち

　
い
ず
み

津
・
河
内
・
和
泉
か
ら

移
住
し
て
き
た
人
び
と
が
、
伊
勢
神
宮
か

ら
神
霊
を
勧

か
ん
じ
ょ
う請

し
祀
っ
た
こ
と
に
始
ま
る
。

荒
佐
野
の
集
落
は
こ
の
神
社
の
南
側
を
と

り
囲
む
よ
う
に
岡
・
中
小
路
・
倉
元
・
西

谷
・
佐
土
原
と
形
成
さ
れ
た
い
っ
た
。
大

坂
か
ら
の
移
住
に
は
当
時
の
世
情
が
大
き

く
関
係
し
て
い
た
。
荒
佐
野
へ
の
移
住
か

ら
遡
る
こ
と
90
年
近
く
前
‐
慶け

い
ち
ょ
う長

５
年

（
１
６
０
０
年
）
に
起
き
た
天
下
分
け
目
の

戦
い
と
い
わ
れ
る
『
関せ

き
が
は
ら

ヶ
原
の
戦
い
』
に

よ
り
、
徳
川
家
が
豊
臣
方
に
勝
利
し
、
以

降
徳
川
の
時
代
と
な
っ
た
。
豊
臣
政
権
の

も
と
で
恩
恵
を
受
け
て
い
た
大
坂
の
住
民

た
ち
は
、
徳
川
幕
府
の
政
治
に
不
満
を
持

ち
、
中
に
は
大
坂
と
深
い
交
わ
り
の
あ
っ

た
島
津
家
を
頼
り
、
島
津
の
領
地
へ
の
移

住
を
決
意
す
る
も
の
も
現
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
中
心
人
物
と
な
っ
た
摂
津
の
国

の
郡こ

お
り
ぶ
ぎ
ょ
う

奉
行
・
出
原
次
左
衛
門
は
、
第
２
代

薩
摩
藩
主
島
津
光
久
に
移
住
許
可
を
得
て
、

元げ
ん
ろ
く禄

元
年
（
１
６
８
８
年
）
〜
元
禄
７
年

の
間
、
４
回
に
わ
た
り
計
１
２
８
名
が
荒

佐
野
へ
移
住
し
た
。

　

荒
野
を
拓
い
て
い
く
新
天
地
で
の
生
活

の
中
で
、
移
住
者
た
ち
の
心
の
拠
り
所
と

な
っ
た
の
が
神
社
で
あ
る
。
当
時
は
伊い

勢せ

神じ
ん
じ
ゃ社

と
称
さ
れ
て
い
た
。
出
原
次
左
衛

門
は
移
住
に
先
立
ち
伊
勢
の
国
へ
行
き
、

五い
す
ず
は
ら

十
鈴
原
の
宮
守
の
朝
日
巫
と
い
う
人
物

に
お
願
い
し
て
、
勧
請
を
受
け
た
天あ

ま
て
ら
す

照
皇

大
お
お
み
か
み神

の
神
霊
を
荒
佐
野
ま
で
捧ほ

う
じ持

し
て
も

ら
っ
た
と
い
う
。
獅
子
隈
山
の
上
に
建
っ

た
お
社
に
は
、
藩
公
の
許
可
の
も
と
、
天

照
皇
大
神
・
八は

ち
ま
ん
だ
い
ぼ
さ
つ

幡
大
菩
薩
・
住

す
み
よ
し
だ
い
み
ょ
う
じ
ん

吉
大
明
神
・

熊く
ま
の
だ
い
ご
ん
げ
ん

野
大
権
現
・
春か

す
が
だ
い
み
ょ
う
じ
ん

日
大
明
神
が
祭
神
と
し

て
祀
ら
れ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
天
下

大
平
・
国
土
安
穏
・
国
家
安
全
・
武
運
長
久
・

当
村
氏
子
息
災
・
五
穀
豊
穣
を
祈
願
し
祀

ら
れ
た
神
々
で
あ
る
。
藩
公
か
ら
許
可
を

得
た
の
が
元
禄
２
年
２
月
11
日
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
毎
年
２
月
11
日
を
例
祭
日
と

し
て
祭
礼
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ

れ
る
が
、
暦
の
変
わ
っ
た
頃
か
ら
か
３
月

11
日
が
例
祭
日
と
な
り
、
現
在
で
は
３
月

11
日
に
近
い
日
曜
日
に
な
っ
て
い
る
。

　

朝
日
巫
の
腰
巻
が
天
照
皇
大
神
の
神
話

に
な
ら
い
縦
縞
で
あ
っ
た
の
で
、
婦
人
た

ち
は
同
じ
腰
巻
は
恐
れ
多
い
と
し
て
、
必

ず
横
縞
の
も
の
を
着
け
る
と
い
う
習
慣
が

あ
っ
た
こ
と
や
、昭
和
36
年（
１
９
６
１
年
）

に
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
鳥
居
が
建
て

ら
れ
る
ま
で
は
、
伊
勢
神
宮
に
な
ら
っ
て

20
年
毎
に
鳥
居
の
建
て
替
え
が
行
わ
れ
て

い
た
こ
と
か
ら
、
荒
佐
野
の
人
び
と
の
お

伊
勢
様
へ
の
篤
い
信
仰
心
が
伝
わ
っ
て
く

る
。
そ
の
よ
う
な
伊
勢
神
社
が
な
ぜ
『
照

日
神
社
』
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

だ
ろ
う
か
？
も
と
も
と
照
日
神
社
と
い
う

神
社
は
現
在
の
志
布
志
市
有
明
町
平
野
に

あ
っ
た
野
方
村
の
村
社
で
あ
る
。
明
治
時

代
に
は
神
社
の
数
を
減
ら
し
、
残
っ
た
神

社
に
経
費
を
集
中
さ
せ
、
威
厳
を
保
た
せ

る
た
め
の
合
併
・
整
理
を
図
る
政
策
が
進

め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な

中
で
明
治
８
年
（
１
８
７
５
年
）、
村
社
で

は
あ
る
が
敷
地
も
狭
く
資
産
も
な
か
っ
た

照
日
神
社
と
、
無
格
社
な
が
ら
場
所
も
良

く
、
資
産
も
あ
り
、
社
殿
も
新
し
く
、
広

く
世
間
に
知
ら
れ
て
い
た
伊
勢
神
社
の
合

祀
が
行
わ
れ
た
。
伊
勢
神
社
は
、
村
社
に

昇
格
す
る
こ
と
と
引
き
か
え
に
、
創
建
か

ら
１
８
６
年
間
お
伊
勢
様
と
し
て
親
し
ま

れ
て
き
た
そ
の
名
を
廃
し
、
照
日
神
社
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

今
か
ら
３
０
０
年
以
上
も
昔
、
移
住
者

た
ち
が
最
初
に
訪
れ
た
荒
野
に
は
、
ど
の

よ
う
な
風
景
が
広
が
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
？
照
日
神
社
の
鎮
守
の
森
・
獅
子
隈
山

は
そ
の
移
り
ゆ
く
様
子
を
見
守
っ
て
き
た
。

そ
し
て
こ
れ
か
ら
も
、
開
拓
者
た
ち
の
精

神
が
息
づ
く
こ
の
地
域
を
見
守
り
続
け
て

い
く
の
だ
ろ
う
。
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