
英彦山神宮 奉幣殿

降
り
る
と
英
彦
山
神
宮
が
あ
り
ま
す
。現
在
、英
彦

山
神
宮
で
は
上
宮
及
び
山
内
の
せ
つ
ま
つ
し
ゃ

摂
末
社
の
保
存
修

理
事
業
を
開
始
し
て
お
り
、添
田
町
の
歴
史
に
と
っ

て
重
要
な
信
仰
に
対
す
る
尊
厳
や
歴
史
的
資
料
を

残
し
て
い
く
多
面
的
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。英
彦
山
神
宮
は「
修
験
道
の
復
活
」、「
門
前
参

道
の
賑
わ
い
の
復
活
」、「
宿
坊
の
復
活
」と
い
う
３

つ
の
観
点
で
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
お
こ
な
って
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
上
宮
の
改
修
、ほ

う
へ
い
で
ん

奉
幣
殿
横
へ
の
カ
フ
ェ

オ
ー
プ
ン
、参
道
沿
い
で
の
宿
泊
事
業
を
計
画
し
て

お
り
、参
拝
す
る
人
が
く
つ
ろ
ぎ
、英
彦
山
に
さ
ら

な
る
魅
力
を
感
じ
て
も
ら
う
こ
と
が
目
的
で
す
。

　
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
を
行
っ
て
き
た
施
設
を
繋

ぐ
の
が
、Ｊ
Ｒ
九
州
が
運
営
す
る
Ｂ
Ｒ
Ｔ（
バ
ス・

ラ
ピ
ッ
ド
・
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
）で
す
。添
田
駅
↓↑

道
の
駅 

歓
遊
舎
ひ
こ
さ
ん
↓↑
彦
山
駅
の
移
動
が

容
易
と
な
り
ま
す
。添
田
町
を
周
遊
し
て
も
ら
う

こ
と
で
、観
光
消
費
の
促
進
や
宿
泊
に
繋
が
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
今
後
も
添
田
町
で
は
、地
域
の
発
展
を
目
指

し
、マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
行
う
人
的
資
源
の
確
保
や

添
田
町
の
魅
力
を
引
き
出
す
取
り
組
み
を
引
き

続
き
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

予
定
で
す
。自
然
の
立
ち
木
の
上
に
作
ら
れ
た
足

場
か
ら
、コ
ー
ス
の
樹
間
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
を
次
々

に
渡
っ
て
い
く
小
人
か
ら
大
人
ま
で
世
代
を
こ
え

て
自
然
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
施
設
で
す
。

　
フ
ォ
レ
ス
ト
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー・添
田
は
パ
ー
ク
へ

の
移
動
に
線
路
跡
を
歩
く
な
ど
、移
動
中
も
楽

し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。ま
た
、物
産
館
や
道
の

駅
の
施
設
内
に
あ
る「
こ
ど
も
わ
く
わ
く
パ
ー

ク
」と
の
導
線
な
ど
の
整
備
や
駐
車
場
の
増
設
な

ど
、施
設
を
満
喫
す
る
た
め
の
環
境
が
整
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
次
に
、英
彦
山
周
辺
の
環
境
整
備
と
し
て
、17

年
前
に
整
備
さ
れ
た
ス
ロ
ー
プ
カ
ー
の
車
両
更

新
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。今
回
の
車
両
更
新
に
伴

い
、銅
の
鳥
居
前
か
ら
花
駅
間
は
廃
止
さ
れ
神
駅

と
花
駅
を
繋
ぐ
路
線
の
み
を
残
し
て
い
ま
す
。こ

れ
は
銅
鳥
居
か
ら
の
参
道
の
風
景
を
満
喫
し
て

ほ
し
い
と
い
う
想
い
が
あ
り
ま
す
。

　
ス
ロ
ー
プ
カ
ー
の
デ
ザ
イ
ン
は「

か
　
ご
駕
籠
」を
イ

メ
ー
ジ
し
て
お
り
、漆
塗
り
を
連
想
さ
せ
る
ベ
ン
ガ

ラ
色
の
外
観
に
、車
内
の
椅
子
は
畳
を
使
用
。簾
を

取
り
付
け
和
を
感
じ
る
車
両
が
完
成
し
て
い
ま
す
。

　
参
道
を
登
っ
た
先
、ス
ロ
ー
プ
カ
ー
で
神
駅
を

　
か
つ
て
日
本
一
の
石
炭
を
産
出
し
た
筑
豊
エ
リ

ア
の
東
南
に
位
置
す
る
添
田
町
。す
で
に
炭
鉱
は

閉
山
し
、ピ
ー
ク
時
の
１
９
５
５
年
に
２
８
，０
０
０

人
ほ
ど
だ
っ
た
人
口
も
、現
在
は
３
分
の
１
以
下

の
約
８
，８
０
０
人
に
ま
で
減
少
し
て
い
ま
す
。過

疎
化
や
高
齢
化
は
進
み
ま
し
た
が
、添
田
町
で
は

ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
耶
馬
日
田
英
彦
山
国

定
公
園
・
英
彦
山
の
魅
力
を
活
か
し
た
観
光
振

興
に
努
め
、毎
年
90
〜
１
０
０
万
人
ほ
ど
の
観
光

客
が
訪
れ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、添
田
町
に
訪
れ
る
観
光
客
は
45
％
が

県
内
在
住
者
、96
·７
%
が
日
帰
り
客
と
い
う
点

で
、町
を
周
遊
す
る
人
が
少
な
い
と
い
う
課
題
を

抱
え
て
い
ま
し
た
。そ
こ
で
、添
田
町
の
豊
か
な

自
然
や
歴
史
を
活
か
し
た
資
源
を
活
用
し
、観

光
振
興
を
進
め
、人
の
流
れ
を
町
に
作
り
、交
流

人
口
の
拡
大
、移
住・定
住
を
図
る
施
策
を
考
え

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
ま
ず
、「
道
の
駅 
歓
遊
舎
ひ
こ
さ
ん
」を
中
心
と

し
た
賑
わ
い
の
創
出
と
し
て
、周
辺
施
設
の
整
備

と
周
囲
に
あ
る
特
徴
的
な
自
然
を
活
か
し
た
ア
ウ

ト
ド
ア
パ
ー
ク「
フ
ォ
レ
ス
ト
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー・添

田
」を
２
０
２
３
年
４
月
29
日
に
オ
ー
プ
ン
す
る

Soeda
地域と共生するＦＦＧ

地域と共生するＦＦＧ

添
田
町

英彦山神宮
奉幣殿

銅鳥居

こども
わくわくパーク

神駅
花駅

添田町役場

福岡銀行
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英彦山神宮 奉幣殿

降
り
る
と
英
彦
山
神
宮
が
あ
り
ま
す
。現
在
、英
彦

山
神
宮
で
は
上
宮
及
び
山
内
の
せ
つ
ま
つ
し
ゃ

摂
末
社
の
保
存
修

理
事
業
を
開
始
し
て
お
り
、添
田
町
の
歴
史
に
と
っ

て
重
要
な
信
仰
に
対
す
る
尊
厳
や
歴
史
的
資
料
を

残
し
て
い
く
多
面
的
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。英
彦
山
神
宮
は「
修
験
道
の
復
活
」、「
門
前
参

道
の
賑
わ
い
の
復
活
」、「
宿
坊
の
復
活
」と
い
う
３

つ
の
観
点
で
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
お
こ
な
って
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
上
宮
の
改
修
、ほ

う
へ
い
で
ん

奉
幣
殿
横
へ
の
カ
フ
ェ

オ
ー
プ
ン
、参
道
沿
い
で
の
宿
泊
事
業
を
計
画
し
て

お
り
、参
拝
す
る
人
が
く
つ
ろ
ぎ
、英
彦
山
に
さ
ら

な
る
魅
力
を
感
じ
て
も
ら
う
こ
と
が
目
的
で
す
。

　
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
を
行
っ
て
き
た
施
設
を
繋

ぐ
の
が
、Ｊ
Ｒ
九
州
が
運
営
す
る
Ｂ
Ｒ
Ｔ（
バ
ス・

ラ
ピ
ッ
ド
・
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
）で
す
。添
田
駅
↓↑

道
の
駅 

歓
遊
舎
ひ
こ
さ
ん
↓↑
彦
山
駅
の
移
動
が

容
易
と
な
り
ま
す
。添
田
町
を
周
遊
し
て
も
ら
う

こ
と
で
、観
光
消
費
の
促
進
や
宿
泊
に
繋
が
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
今
後
も
添
田
町
で
は
、地
域
の
発
展
を
目
指

し
、マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
行
う
人
的
資
源
の
確
保
や

添
田
町
の
魅
力
を
引
き
出
す
取
り
組
み
を
引
き

続
き
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

予
定
で
す
。自
然
の
立
ち
木
の
上
に
作
ら
れ
た
足

場
か
ら
、コ
ー
ス
の
樹
間
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
を
次
々

に
渡
っ
て
い
く
小
人
か
ら
大
人
ま
で
世
代
を
こ
え

て
自
然
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
施
設
で
す
。

　
フ
ォ
レ
ス
ト
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー・添
田
は
パ
ー
ク
へ

の
移
動
に
線
路
跡
を
歩
く
な
ど
、移
動
中
も
楽

し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。ま
た
、物
産
館
や
道
の

駅
の
施
設
内
に
あ
る「
こ
ど
も
わ
く
わ
く
パ
ー

ク
」と
の
導
線
な
ど
の
整
備
や
駐
車
場
の
増
設
な

ど
、施
設
を
満
喫
す
る
た
め
の
環
境
が
整
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
次
に
、英
彦
山
周
辺
の
環
境
整
備
と
し
て
、17

年
前
に
整
備
さ
れ
た
ス
ロ
ー
プ
カ
ー
の
車
両
更

新
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。今
回
の
車
両
更
新
に
伴

い
、銅
の
鳥
居
前
か
ら
花
駅
間
は
廃
止
さ
れ
神
駅

と
花
駅
を
繋
ぐ
路
線
の
み
を
残
し
て
い
ま
す
。こ

れ
は
銅
鳥
居
か
ら
の
参
道
の
風
景
を
満
喫
し
て

ほ
し
い
と
い
う
想
い
が
あ
り
ま
す
。

　
ス
ロ
ー
プ
カ
ー
の
デ
ザ
イ
ン
は「

か
　
ご
駕
籠
」を
イ

メ
ー
ジ
し
て
お
り
、漆
塗
り
を
連
想
さ
せ
る
ベ
ン
ガ

ラ
色
の
外
観
に
、車
内
の
椅
子
は
畳
を
使
用
。簾
を

取
り
付
け
和
を
感
じ
る
車
両
が
完
成
し
て
い
ま
す
。

　
参
道
を
登
っ
た
先
、ス
ロ
ー
プ
カ
ー
で
神
駅
を

　
か
つ
て
日
本
一
の
石
炭
を
産
出
し
た
筑
豊
エ
リ

ア
の
東
南
に
位
置
す
る
添
田
町
。す
で
に
炭
鉱
は

閉
山
し
、ピ
ー
ク
時
の
１
９
５
５
年
に
２
８
，０
０
０

人
ほ
ど
だ
っ
た
人
口
も
、現
在
は
３
分
の
１
以
下

の
約
８
，８
０
０
人
に
ま
で
減
少
し
て
い
ま
す
。過

疎
化
や
高
齢
化
は
進
み
ま
し
た
が
、添
田
町
で
は

ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
耶
馬
日
田
英
彦
山
国

定
公
園
・
英
彦
山
の
魅
力
を
活
か
し
た
観
光
振

興
に
努
め
、毎
年
90
〜
１
０
０
万
人
ほ
ど
の
観
光

客
が
訪
れ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、添
田
町
に
訪
れ
る
観
光
客
は
45
％
が

県
内
在
住
者
、96
·７
%
が
日
帰
り
客
と
い
う
点

で
、町
を
周
遊
す
る
人
が
少
な
い
と
い
う
課
題
を

抱
え
て
い
ま
し
た
。そ
こ
で
、添
田
町
の
豊
か
な

自
然
や
歴
史
を
活
か
し
た
資
源
を
活
用
し
、観

光
振
興
を
進
め
、人
の
流
れ
を
町
に
作
り
、交
流

人
口
の
拡
大
、移
住・定
住
を
図
る
施
策
を
考
え

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
ま
ず
、「
道
の
駅 

歓
遊
舎
ひ
こ
さ
ん
」を
中
心
と

し
た
賑
わ
い
の
創
出
と
し
て
、周
辺
施
設
の
整
備

と
周
囲
に
あ
る
特
徴
的
な
自
然
を
活
か
し
た
ア
ウ

ト
ド
ア
パ
ー
ク「
フ
ォ
レ
ス
ト
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー・添

田
」を
２
０
２
３
年
４
月
29
日
に
オ
ー
プ
ン
す
る

Soeda
地域と共生するＦＦＧ

地域と共生するＦＦＧ

添
田
町

英彦山神宮
奉幣殿

銅鳥居

こども
わくわくパーク
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花駅
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地域と共生するＦＦＧ
Soeda

あ
る
体
験
型
コ
ン
テ
ン
ツ
、フ
ォ
レ
ス
ト
ア
ド
ベ
ン

チ
ャ
ー・
添
田
を
オ
ー
プ
ン
す
る
計
画
を
進
め
て

お
り
、観
光
客
の
滞
在
時
間
を
延
ば
し
て
回
遊

性
を
高
め
る
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。

　
町
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
耶
馬
日
田
英
彦
山
国

定
公
園
内
を
走
る
ス
ロ
ー
プ
カ
ー
の
更
新
に
よ

り
、英
彦
山
の
自
然
を
満
喫
し
た
空
中
散
歩
を

実
現
、同
時
に
英
彦
山
神
宮
の
上
宮
修
復
を
補

助
し
、添
田
町
の
重
要
な
山
岳
信
仰
の
歴
史
を

守
り
続
け
て
い
ま
す
。　

　
今
後
の
添
田
町
で
は
、地
域
の
特
色
を
活
か
し

た
観
光
振
興
の
推
進
で
移
住
人
口・交
流
人
口
の

増
加
を
目
指
し
、添
田
町
の
町
づ
く
り
に
か
か
わ

る
人
材
を
増
や
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。そ
の
た
め
に
も
、多
く
の
人
の
知
見
を
取
り

入
れ
な
が
ら
、添
田
町
の
自
然
と
歴
史
を
活
か
し

た
施
策
を
推
進
し
、さ
ら
な
る
発
展
を
目
指
し
て

ま
い
り
ま
す
。

　
添
田
町
は
豊
か
な
自
然
や
歴
史
を
有
し
て
い

ま
す
。特
に
英
彦
山
は
山
形・羽
黒
山
、奈
良・大

峰
山
と
並
ぶ「
日
本
三
大
修
験
山
」に
選
ば
れ
て

お
り
、霊
山
と
し
て
日
本
を
代
表
す
る
山
岳
信

仰
の
歴
史
・
文
化
や
雄
大
で
貴
重
な
自
然
環
境

が
あ
り
ま
す
。ま
た
、町
の
清
流
や
豊
か
な
自
然

で
育
ま
れ
た
農
作
物
、そ
れ
を
加
工
し
た
特
産
品

を
求
め
て
、道
の
駅 

歓
遊
舎
ひ
こ
さ
ん
に
は
多
く

の
人
が
訪
れ
て
い
ま
す
。

　
非
常
に
恵
ま
れ
た
環
境
の
あ
る
添
田
町
で
す

が
、他
の
山
間
地
と
同
様
に
高
齢
化
や
人
口
減

少
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
課
題
を
解
決
し
て
い
く
た
め
に
は
、添
田
町
の

特
色
を
活
か
し
た
観
光
振
興
に
注
力
し
、添
田

町
の
魅
力
を
高
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
２
０
１
４
年
に
国
か
ら「
添
田
町
歴
史
的
風

致
維
持
向
上
計
画
」の
認
定
を
受
け
、郷
土
・

町
の
歴
史
と
文
化
を
生
か
し
な
が
ら
、誇
り
の

持
て
る「
ま
ち
づ
く
り
」に
尽
力
し
て
ま
い
り
ま

し
た
。

　
今
回
、Ｂ
Ｒ
Ｔ
を
契
機
と
し
た
地
域
振
興
を

推
進
し
、町
の
賑
わ
い
を
形
成
す
る
拠
点
で
あ
る

道
の
駅 

歓
遊
舎
ひ
こ
さ
ん
の
周
辺
に
集
客
力
の

修
復
保
存
に
は
、数
十
億
円
の
経
費
を
要
す
る

た
め
、神
宮
独
自
の
財
源
で
は
と
て
も
及
ば
な
い

事
業
で
あ
り
ま
し
た
が
、英
彦
山
神
宮
を
大
切
に

想
っ
て
く
だ
さ
る
方
か
ら
御
奉
賛
の
支
援
を
い
た

だ
き
、修
復
作
業
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
て
い

ま
す
。倒
壊
寸
前
で
立
ち
入
り
が
禁
止
さ
れ
て
い

た
上
宮
は
大
規
模
な
修
復
を
経
て
２
０
２
５
年

11
月
に
完
成
予
定
で
す
。

　
英
彦
山
神
宮
を
支
え
て
く
だ
さ
る
多
く
の

方
々
に
応
え
る
た
め
、上
宮
及
び
山
内
の
摂
末
社

の
保
存
修
理
事
業
を
完
了
さ
せ
、貴
重
な
文
化

を
後
世
に
繋
い
で
い
く
こ
と
が
私
た
ち
の
使
命
と

考
え
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、参
拝
す
る
方
が
く
つ
ろ
ぐ
時
間
を
作
れ

る
よ
う
に
奉
幣
殿
の
横
に
カ
フ
ェ
の
オ
ー
プ
ン
を

計
画
。地
元
の
方
々
が
守
っ
て
き
た
貴
重
な
宿
坊

の
整
備
活
用
計
画
を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

　
今
後
も
、添
田
町
と
協
力
し
、添
田
町
の
魅
力

の
一
つ
で
あ
る
歴
史
あ
る
英
彦
山
神
宮
の
文
化

を
守
り
続
け
る
た
め
に
尽
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。

（
※
）英
彦
山
は
、霊
元
法
皇
か
ら「
英
」の
字
を
賜
り「
英

彦
山
」へ
。そ
れ
以
前
は「
彦
山
」「
日
子
山
」と
表
記

さ
れ
る
。

　
英
彦
山
神
宮
は
、平
安
時
代
以
降
に
神
道
と

仏
教
が
結
び
つ
い
た「
神
仏
習
合
」の
聖
地
と
し

て
信
仰
を
集
め
、朝
廷
か
ら
も
一
目
置
か
れ
る
存

在
で
し
た
。 

　
江
戸
時
代
に
は
、「
彦
山（
※
）三
千
八
百
坊

（
３
，０
０
０
人
の
衆
徒
と
８
０
０
の
ぼ
う
し
ゃ

坊
舎
）」と

謳
わ
れ
る
ほ
ど
の
宗
教
都
市
機
能
を
有
す
る
巨

大
な
門
前
町
で
し
た
が
、明
治
元
年
の「
神
仏
分

離
令
」、明
治
５
年
の「
修
験
禁
止
令
」公
布
か

ら
徹
底
し
た
神
道
化
が
推
し
進
め
ら
れ
、こ
こ
で

修
行
を
し
て
い
た
や
ま
ぶ
し

山
伏（
修
験
者
）は
離
散
し
、

峰
入
修
行
も
断
絶
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。当

時
の
風
情
を
残
す
８
０
０
あ
っ
た
古
坊
も
10
数

坊
ば
か
り
の
寂
し
い
町
並
み
に
な
っ
て
し
ま
っ
て

い
ま
す
。 

　
こ
の
ま
ま
で
は
、山
岳
信
仰
の
聖
地
で
あ
り
日

本
三
大
修
験
道
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
い
う
歴
史
の

記
憶
が
、地
域
で
お
ぼ
ろ
げ
な
も
の
に
な
っ
て
し

ま
う
と
い
う
課
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、英
彦
山
神
宮
を
信
仰
す
る
人
に

と
っ
て
価
値
の
あ
る
存
在
と
し
て
守
っ
て
い
く
た

め
に
、２
０
１
８
年
か
ら
上
宮
及
び
山
内
の
摂
末

社
の
保
存
修
理
事
業
を
開
始
し
ま
し
た
。こ
の

英彦山神宮　宮司

髙千穗 秀敏 氏

添田町長

寺西 明男 氏
てら にし　あき  おたか  ち　ほ　　ひで とし
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地域と共生するＦＦＧ
Soeda

あ
る
体
験
型
コ
ン
テ
ン
ツ
、フ
ォ
レ
ス
ト
ア
ド
ベ
ン

チ
ャ
ー・
添
田
を
オ
ー
プ
ン
す
る
計
画
を
進
め
て

お
り
、観
光
客
の
滞
在
時
間
を
延
ば
し
て
回
遊

性
を
高
め
る
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。

　
町
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
耶
馬
日
田
英
彦
山
国

定
公
園
内
を
走
る
ス
ロ
ー
プ
カ
ー
の
更
新
に
よ

り
、英
彦
山
の
自
然
を
満
喫
し
た
空
中
散
歩
を

実
現
、同
時
に
英
彦
山
神
宮
の
上
宮
修
復
を
補

助
し
、添
田
町
の
重
要
な
山
岳
信
仰
の
歴
史
を

守
り
続
け
て
い
ま
す
。　

　
今
後
の
添
田
町
で
は
、地
域
の
特
色
を
活
か
し

た
観
光
振
興
の
推
進
で
移
住
人
口・交
流
人
口
の

増
加
を
目
指
し
、添
田
町
の
町
づ
く
り
に
か
か
わ

る
人
材
を
増
や
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。そ
の
た
め
に
も
、多
く
の
人
の
知
見
を
取
り

入
れ
な
が
ら
、添
田
町
の
自
然
と
歴
史
を
活
か
し

た
施
策
を
推
進
し
、さ
ら
な
る
発
展
を
目
指
し
て

ま
い
り
ま
す
。

　
添
田
町
は
豊
か
な
自
然
や
歴
史
を
有
し
て
い

ま
す
。特
に
英
彦
山
は
山
形・羽
黒
山
、奈
良・大

峰
山
と
並
ぶ「
日
本
三
大
修
験
山
」に
選
ば
れ
て

お
り
、霊
山
と
し
て
日
本
を
代
表
す
る
山
岳
信

仰
の
歴
史
・
文
化
や
雄
大
で
貴
重
な
自
然
環
境

が
あ
り
ま
す
。ま
た
、町
の
清
流
や
豊
か
な
自
然

で
育
ま
れ
た
農
作
物
、そ
れ
を
加
工
し
た
特
産
品

を
求
め
て
、道
の
駅 

歓
遊
舎
ひ
こ
さ
ん
に
は
多
く

の
人
が
訪
れ
て
い
ま
す
。

　
非
常
に
恵
ま
れ
た
環
境
の
あ
る
添
田
町
で
す

が
、他
の
山
間
地
と
同
様
に
高
齢
化
や
人
口
減

少
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
課
題
を
解
決
し
て
い
く
た
め
に
は
、添
田
町
の

特
色
を
活
か
し
た
観
光
振
興
に
注
力
し
、添
田

町
の
魅
力
を
高
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
２
０
１
４
年
に
国
か
ら「
添
田
町
歴
史
的
風

致
維
持
向
上
計
画
」の
認
定
を
受
け
、郷
土
・

町
の
歴
史
と
文
化
を
生
か
し
な
が
ら
、誇
り
の

持
て
る「
ま
ち
づ
く
り
」に
尽
力
し
て
ま
い
り
ま

し
た
。

　
今
回
、Ｂ
Ｒ
Ｔ
を
契
機
と
し
た
地
域
振
興
を

推
進
し
、町
の
賑
わ
い
を
形
成
す
る
拠
点
で
あ
る

道
の
駅 

歓
遊
舎
ひ
こ
さ
ん
の
周
辺
に
集
客
力
の

修
復
保
存
に
は
、数
十
億
円
の
経
費
を
要
す
る

た
め
、神
宮
独
自
の
財
源
で
は
と
て
も
及
ば
な
い

事
業
で
あ
り
ま
し
た
が
、英
彦
山
神
宮
を
大
切
に

想
っ
て
く
だ
さ
る
方
か
ら
御
奉
賛
の
支
援
を
い
た

だ
き
、修
復
作
業
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
て
い

ま
す
。倒
壊
寸
前
で
立
ち
入
り
が
禁
止
さ
れ
て
い

た
上
宮
は
大
規
模
な
修
復
を
経
て
２
０
２
５
年

11
月
に
完
成
予
定
で
す
。

　
英
彦
山
神
宮
を
支
え
て
く
だ
さ
る
多
く
の

方
々
に
応
え
る
た
め
、上
宮
及
び
山
内
の
摂
末
社

の
保
存
修
理
事
業
を
完
了
さ
せ
、貴
重
な
文
化

を
後
世
に
繋
い
で
い
く
こ
と
が
私
た
ち
の
使
命
と

考
え
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、参
拝
す
る
方
が
く
つ
ろ
ぐ
時
間
を
作
れ

る
よ
う
に
奉
幣
殿
の
横
に
カ
フ
ェ
の
オ
ー
プ
ン
を

計
画
。地
元
の
方
々
が
守
っ
て
き
た
貴
重
な
宿
坊

の
整
備
活
用
計
画
を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

　
今
後
も
、添
田
町
と
協
力
し
、添
田
町
の
魅
力

の
一
つ
で
あ
る
歴
史
あ
る
英
彦
山
神
宮
の
文
化

を
守
り
続
け
る
た
め
に
尽
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。

（
※
）英
彦
山
は
、霊
元
法
皇
か
ら「
英
」の
字
を
賜
り「
英

彦
山
」へ
。そ
れ
以
前
は「
彦
山
」「
日
子
山
」と
表
記

さ
れ
る
。

　
英
彦
山
神
宮
は
、平
安
時
代
以
降
に
神
道
と

仏
教
が
結
び
つ
い
た「
神
仏
習
合
」の
聖
地
と
し

て
信
仰
を
集
め
、朝
廷
か
ら
も
一
目
置
か
れ
る
存

在
で
し
た
。 

　
江
戸
時
代
に
は
、「
彦
山（
※
）三
千
八
百
坊

（
３
，０
０
０
人
の
衆
徒
と
８
０
０
の
ぼ
う
し
ゃ

坊
舎
）」と

謳
わ
れ
る
ほ
ど
の
宗
教
都
市
機
能
を
有
す
る
巨

大
な
門
前
町
で
し
た
が
、明
治
元
年
の「
神
仏
分

離
令
」、明
治
５
年
の「
修
験
禁
止
令
」公
布
か

ら
徹
底
し
た
神
道
化
が
推
し
進
め
ら
れ
、こ
こ
で

修
行
を
し
て
い
た

や
ま
ぶ
し

山
伏（
修
験
者
）は
離
散
し
、

峰
入
修
行
も
断
絶
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。当

時
の
風
情
を
残
す
８
０
０
あ
っ
た
古
坊
も
10
数

坊
ば
か
り
の
寂
し
い
町
並
み
に
な
っ
て
し
ま
っ
て

い
ま
す
。 

　
こ
の
ま
ま
で
は
、山
岳
信
仰
の
聖
地
で
あ
り
日

本
三
大
修
験
道
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
い
う
歴
史
の

記
憶
が
、地
域
で
お
ぼ
ろ
げ
な
も
の
に
な
っ
て
し

ま
う
と
い
う
課
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、英
彦
山
神
宮
を
信
仰
す
る
人
に

と
っ
て
価
値
の
あ
る
存
在
と
し
て
守
っ
て
い
く
た

め
に
、２
０
１
８
年
か
ら
上
宮
及
び
山
内
の
摂
末

社
の
保
存
修
理
事
業
を
開
始
し
ま
し
た
。こ
の

英彦山神宮　宮司
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