
史
蹟
（
神
社
）
紹
介

地
獄
と
温
泉
の
守
護
神

　
　
　
ほ
の
お
ほ
の
め

　
　
　
火
男
火
売
神
社
の
由
来

宮
　
司

権
弥
宜

加
　
藤

牧

兼

司

弘

之

　
本
日
は
、
当
火
男
火
売
神
社
に
ご
参
拝
頂
き
誠
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
史
談
会
の
皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
会
誌
『
別
府
史
談
』
（
第

五
、
十
二
、
十
三
号
）
に
も
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
重
な
る

こ
と
が
多
く
な
り
ま
す
こ
と
を
前
も
っ
て
お
断
わ
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　
当
神
社
は
『
延
喜
武
』
に
列
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
「
武
内
社
」

と
称
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
県
内
の
式
内
社
六
社
の
う
ち
豊
後
国
五
社

は
全
て
が
自
然
神
を
、
た
だ
豊
前
国
宇
佐
八
幡
宮
一
社
の
み
が
応
神
天

皇
を
八
幡
神
と
し
て
、
即
ち
人
間
を
廟
に
祀
る
中
国
様
式
の
神
（
人
格

神
）
を
最
初
に
と
り
い
れ
た
神
社
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
中
野
幡
能
先
生
（
大
分
県
立
芸
術
文
化
短
大
名
誉
教
授
）
に
よ
り

ま
す
と
、
こ
の
古
代
に
は
「
世
界
各
地
に
も
日
本
古
来
の
神
々
と
同
性

格
の
も
の
が
祀
ら
れ
て
い
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
の
創
設

で
、
そ
れ
ら
の
殆
ど
が
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
。
た
だ
日
本
で
は
、
中

国
を
通
っ
て
伝
わ
っ
た
印
度
の
仏
教
と
原
始
神
道
と
が
習
合
し
続
け
た

こ
と
か
ら
、
日
本
文
化
の
象
徴
と
し
て
存
続
し
て
来
た
こ
と
に
な
り
、

こ
の
こ
と
は
人
類
文
化
史
上
極
め
て
貴
重
な
文
化
遺
産
で
あ
る
と
言
わ

ね
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
（
『
創
建
千
百
五
十
年
祭
記

念
誌
火
男
火
売
神
社
史
』
）
。

　
そ
こ
で
、
当
神
社
に
つ
い
て
も
歴
史
の
流
れ
の
Ｉ
つ
ひ
と
つ
を
よ
く

見
直
し
て
、
由
緒
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
何
ら
か
の
形
で
語
り
伝
え
、

守
り
続
け
て
い
く
努
力
を
す
る
こ
と
が
私
達
に
残
さ
れ
託
さ
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
実
は
戦
国
時
代
、
当
神
社
は
「
大
正
の
頃
、
大
友
氏
の
為
に
焼
か

れ
旧
記
悉
く
焼
失
…
…
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
近
世
の
江
戸
時
代

に
は
豊
後
森
藩
主
久
留
島
侯
の
飛
び
地
（
所
領
）
と
な
り
、
二
代
藩
主

の
通
巻
公
は
玖
珠
三
島
神
社
と
同
様
に
当
神
社
に
対
し
て
敬
神
の
念
厚

く
、
領
民
へ
の
施
策
に
お
い
て
も
業
績
を
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
神
殿
造
営
の
た
め
に
、
寛
永
十
四
年
（
一
六
三
七
）
正
月
桂
領
二
筆

と
九
月
田
三
反
余
り
、
そ
れ
に
社
叢
（
神
社
の
森
）
　
一
筆
を
献
上
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
時
期
は
、
武
家
に
よ
る
神
領
侵
奪
が
公
然
と
行
わ
れ

て
い
た
時
代
だ
け
に
、
社
家
・
氏
子
と
も
ど
も
喜
ば
れ
た
こ
と
と
察
せ

ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
は
、
拝
殿
を
飾
る
左
右
の
社
紋
の
図
柄
に
も
表
わ
れ
て
い
ま

す
。
神
殿
に
向
か
い
右
側
に
当
神
社
本
来
の
「
向
い
鶴
」
、
左
に
久
留

島
侯
の
家
紋
「
縮
み
三
」
の
紋
章
が
併
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て

い
る
と
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
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そ
の
後
、
八
代
藩
主
通
嘉
公
の
代
に
御
嶽
権
現
社
と
の
間
に
火
男
火

売
神
社
の
「
本
家
争
い
」
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
そ
の
析
り
に
、
古
い

時
代
に
つ
い
て
以
前
退
転
の
別
当
職
・
神
官
で
あ
っ
た
鶴
見
氏
の
転
出

先
、
丹
波
国
（
現
京
都
府
）
亀
山
の
地
ま
で
藩
か
ら
使
者
を
出
し
「
鶴

見
氏
系
図
」
の
写
し
を
持
ち
帰
ら
せ
、
ま
た
古
書
・
古
文
書
類
に
つ
い

て
朝
廷
・
太
宰
府
等
に
残
さ
れ
て
い
る
文
献
に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
中

か
ら
関
わ
り
の
あ
る
多
く
の
資
料
を
集
め
調
査
し
た
こ
と
で
、
当
神
社

の
古
代
の
真
相
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
て
当
神
社
が
本
家
で
あ
る
と
の
緒
論
づ
け
が
な
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
い
よ
い
よ
由
緒
あ
る
武
内
社
高
神
様
で
あ

り
、
ま
た
鶴
見
郷
一
帯
の
氏
神
社
と
し
て
崇
敬
の
念
を
厚
く
さ
れ
た
経

緯
が
あ
り
ま
す
。

　
藩
命
に
よ
り
、
こ
の
よ
う
に
当
神
社
の
由
緒
を
明
ら
か
に
し
た
の

が
、
当
時
北
中
庄
屋
を
務
め
、
の
ち
に
頭
成
代
官
と
な
っ
た
直
江
雄
八

郎
だ
っ
た
の
で
す
。

　
雄
八
郎
は
森
藩
士
伊
藤
郡
兵
衛
の
次
男
で
幼
名
を
郷
吉
と
呼
び
、
学

問
好
き
の
利
発
な
子
ど
も
で
あ
っ
た
。
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
直
江
弥

藤
太
の
養
子
と
な
り
、
享
和
四
年
（
一
八
〇
四
）
庄
屋
職
を
相
続
し
て
雄

八
郎
と
改
名
さ
れ
た
人
物
で
あ
り
ま
す
。
詳
し
い
こ
と
は
『
別
府
史
談
』

第
十
二
号
に
載
っ
て
い
ま
す
が
、
少
し
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
ま
ず
、
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
～
九
年
に
か
け
て
幕
府
の
測
量

方
役
人
、
伊
能
忠
敬
が
沿
岸
測
量
の
た
め
豊
後
を
訪
れ
た
折
に
、
藩
の

命
に
よ
り
そ
の
案
内
役
を
仰
せ
つ
か
っ
た
こ
と
で
近
隣
に
有
名
に
な
っ

た
。
ま
た
当
時
、
神
仏
習
合
の
時
代
で
あ
っ
た
が
、
国
学
の
知
識
を
生

か
し
唯
一
神
道
の
立
場
を
堅
持
し
て
、
当
火
男
火
売
神
社
が
鶴
見
嶽
の

火
の
神
、
火
男
神
・
火
売
（
女
）
神
を
ご
祭
神
と
す
る
神
社
で
あ
る
こ

と
を
古
典
に
即
し
て
説
き
明
か
し
、
当
社
こ
そ
が
「
延
喜
式
内
社
」
に

間
違
い
な
い
と
し
た
上
で
上
洛
さ
れ
、
神
祇
官
の
了
承
を
と
り
つ
け
、

文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
三
月
に
は
、
自
ら
当
社
の
神
官
を
伴
っ
て

唯
一
神
道
派
の
本
拠
地
、
京
都
の
吉
田
神
宮
家
を
訪
ね
「
火
男
火
売
神

社
」
の
神
号
下
付
を
願
い
出
て
許
可
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
神
号
銘
の
扁
額
が
現
在
拝
殿
に
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
だ
が
、
不
運
に
も
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
十
二
月
八
日
未
明
に
火

災
に
違
っ
た
こ
と
か
ら
後
年
に
書
き
改
め
ら
れ
て
も
の
で
あ
ろ
う
と
さ

れ
て
い
ま
し
た
‘

　
上
古
よ
り
の
由
緒
と
歴
史
的
正
統
性
を
明
ら
か
に
す
る
努
力
を
さ

れ
、
神
格
回
復
に
大
き
く
貢
献
さ
れ
た
人
物
が
他
な
ら
ぬ
直
江
雄
八
郎

で
あ
り
ま
す
。

　
頭
成
代
官
を
務
め
あ
げ
た
後
、
晩
年
に
は
、
現
在
県
立
歴
史
博
物
館

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
、
鶴
見
付
の
当
時
の
実
情
を
詳
細
に
文
章
や
絵
図

に
示
し
た
『
鶴
見
七
揚
超
記
』
を
著
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
当
神
社
の
歴
史
で
あ
り
ま
す

が
往
古
、
嘉
祥
二
年
（
八
四
九
）
六
月
朝
廷
よ
り
火
男
神
・
火
売
神
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に
従
五
位
下
の
神
階
を
授
け
ら
れ
、
こ
の
年
を
創
立
元
年
と
し
て
い

ま
す
。
神
階
を
戴
い
た
火
男
神
・
火
売
神
は
活
火
山
・
鶴
見
山
の
山

霊
で
、
当
時
の
里
人
に
は
恐
れ
ら
れ
る
と
と
も
に
畏
敬
の
念
を
持
た
れ

て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
当
時
の
国
司
・
紀
朝
臣
節
麻
呂
が
宝
亀
三
年

（
七
七
二
）
に
鶴
見
山
頂
に
石
祠
を
建
立
し
て
山
霊
を
祀
っ
た
と
の
記

載
が
見
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
火
男
・
火
売
二
神
を
ご
祭
神
と
し
て
い
る
当
神
社
は
、
前
に

申
し
ま
し
た
通
り
、
自
然
神
を
祀
る
神
社
で
あ
り
ま
す
。
『
三
代
実
録
』

に
は
、
直
観
九
年
（
八
六
七
）
二
月
に
「
鶴
見
山
人
爆
発
・
鳴
動
三
日

続
き
…
…
」
云
々
、
同
年
四
月
三
日
の
条
に
は
「
豊
後
国
司
を
し
て
火

男
火
売
両
神
に
鎮
謝
せ
し
め
兼
ね
て
人
般
若
経
を
転
読
さ
せ
た
と
こ
ろ

鳴
動
た
ち
ど
こ
ろ
に
止
む
」
と
さ
れ
、
そ
の
読
経
を
し
た
場
所
こ
そ
が

当
火
男
火
売
神
社
の
所
在
地
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
研
究
者
も
少
な
く

な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
更
に
人
噴
火
の
後
の
余
震
に
対
し
、
朝
廷
は
太
宰
府
に
命
じ
て
噴

火
に
よ
る
山
崩
れ
の
陳
謝
と
予
防
の
た
め
の
祈
願
を
さ
せ
て
い
る
の
で

あ
り
ま
す
。
一
方
で
は
、
当
神
社
の
神
階
を
正
五
位
下
に
昇
格
し
て
賜

わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
益
々
多
く
の
里
人
に
崇
め
ら

れ
る
と
共
に
、
畏
敬
の
念
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
今
を
去
る
遠
い
昔
に

は
想
像
を
絶
す
る
も
の
が
あ
っ
た
も
の
と
察
せ
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
鶴
見
山
は
、
恐
る
べ
き
火
山
神
休
出
で
あ
る
と
同
時

に
里
人
に
は
地
獄
・
温
泉
を
与
え
賜
う
た
恵
み
の
神
山
で
も
あ
る
わ
け

で
、
こ
の
神
山
の
神
霊
こ
そ
が
当
火
男
火
売
神
社
の
大
神
、
火
男
神
、

火
売
神
両
神
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
平
成
十
一
年
春
に
は
、
壱
千
百
五
拾
年
を
迎

え
盛
大
に
記
念
祭
を
挙
行
し
、
多
く
の
人
々
の
ご
参
詣
を
戴
き
今
日
に

至
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　
本
日
の
ご
参
拝
、
誠
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
（
牧
）

　　　　　火男火売神社

(平成15年度夏市内探訪時に写す)
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