
　
十
五
社
神
社
本
殿
が
県
の
重
要
文
化
財

に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
宮
司
の
加
藤
武
士

さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
す
。

―
指
定
に
あ
た
っ
て
一
言

　
県
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
い
う

こ
と
で
、
多
く
の
人
に
よ
さ
を
知
っ
て
も

ら
え
た
ら
と
思
い
ま
す
。

―
歴
史
に
つ
い
て

　
神
社
の
創
建
は
8
2
6（
天
長
3
）年
。

現
在
の
本
殿
は
、
1
7
0
1（
元
禄
14
）年

に
、江
戸
幕
府
5
代
将
軍
徳
川
綱
吉
の
命
に

よ
り
建
立
さ
れ
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。戦

国
時
代
に
は
美
濃
国
守
護
土
岐
頼
芸
が
大

桑
に
館
を
構
え
移
り
住
む
な
ど
、
土
岐
氏

の
氏
神
と
し
て
崇
敬
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
ま
た
、
神
社
に
は
土
岐
氏
が
奉
納
し
た

越
前
の
笏し
ゃ
く

谷だ
に
石い

し
を
使
っ
た
狛
犬
一
対
が
奉

納
さ
れ
て
い
ま
す
。

―
見
ど
こ
ろ

　
今
回
指
定
を
受
け
た
歴
史
あ
る
本
殿
を

見
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。
ま
た
、
神

社
に
来
る
途
中
の
杉
並
木
や
樹
齢
8
0
0

年
と
伝
わ
る
逸
見
杉
も
見
ど
こ
ろ
で
す
。

ま
た
、
神
社
は
山
あ
い
に
ぽ
っ
か
り
開
け

た
場
所
に
位
置
し
、
神
秘
的
な
雰
囲
気
も

味
わ
っ
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

―
後
世
に
伝
え
て
い
き
た
い
こ
と

　
長
い
歴
史
の
中
で
大
切
に
保
存
さ
れ
て

き
た
今
の
形
を
、
今
後
も
そ
の
ま
ま
残
し

て
い
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

　
東
光
寺
本
堂
が
市
の
重
要
文
化
財
に
指

定
さ
れ
ま
し
た
。
副
住
職
の
彦
坂
怜
宗
さ

ん
に
お
話
を
伺
い
ま
す
。

―
指
定
に
あ
た
っ
て
一
言

　
ま
ず
は
、
関
わ
っ
て
く
だ
さ
っ
た
関
係

者
の
方
々
に
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
指

定
を
受
け
て
、
よ
り
い
っ
そ
う
次
の
世
代

に
お
寺
を
守
り
残
し
て
い
き
た
い
思
い
が

強
く
な
り
ま
し
た
。

―
歴
史
に
つ
い
て

　
東
光
寺
は
、
臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
禅
寺

で
、1
5
0
1
〜
3（
文
亀
年
間
）年
頃
に
、

東
陽
英
朝
禅
師
が
開
山
し
、
弟
子
の
希
雲

楚
見
禅
師
が
創
建
し
、本
堂
に
つ
い
て
は
、

1
6
8
8（
元
禄
元
）年
に
第
十
三
世
梁
門

恵
栢
禅
師
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
た
と
伝

わ
っ
て
い
ま
す
。

―
見
ど
こ
ろ

　
四
季
折
々
で
違
っ
た
表
情
を
見
せ
る
禅

庭
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。
庭
を

見
て
い
る
と
心
が
落
ち
着
き
ま
す
。
新
緑

の
季
節
や
紅
葉
の
季
節
が
お
す
す
め
で

す
。
も
ち
ろ
ん
今
回
指
定
を
受
け
た
本
堂

に
も
お
参
り
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す

が
、
経
蔵
や
鐘
楼
な
ど
見
ど
こ
ろ
は
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
の
で
、
ゆ
っ
く
り
と
お
参

り
い
た
だ
き
た
い
で
す
。

―
後
世
に
伝
え
て
い
き
た
い
こ
と

　
地
域
に
寄
り
添
っ
て
、
地
域
の
人
た
ち

が
出
入
り
し
や
す
い
お
寺
に
し
て
い
く
こ

と
で
、
こ
れ
か
ら
も
歴
史
あ
る
お
寺
を
後

世
に
残
し
て
い
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
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