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01 白兎神社灯籠

02 成田山青龍寺
（白兎神社の社殿がある）

03 賀茂神社

04 白兎神社

05 池田神社

06 土師百井神社

07 土師百井廃寺跡

08 米岡神社

09 万代寺遺跡
（八上郡の郡衙跡）

10 不遠山西橋寺

12 高峰神社

13 諸木神社

11 赤倉神社

12

13

八
頭
町
土
師
百
井
の
慈
住
寺
、

同
町
下
門
尾
の
青
龍
寺
（
旧
城

光
寺
）
に
伝
わ
る
記
録
・
縁
起

（
今
日
で
も
現
存
し
て
い
る
事

実
も
貴
重
）
に
よ
る
と
、
霊
石

山
・
中

山

尾

続
き
の
土
師
百

井
、
池
田
、
福
本
、
下
門
尾
、
門

尾
集
落
は
白
兎
神
社
大
兎

明
神
を
祀
っ
て
い
た
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
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や

ず

ち
ょ
う

白
兎
伝
説
の
里

　
　 

八
頭
町

白
兎
伝
説
の
里

　
　 

八
頭
町

は
じ
も
も
い

じ
じ
ゅ
う
じ

せ
い
り
ゅ
う
じ

じ
ょ
う

し
も
か
ど
お

れ
い
せ
き

か
ど

お

は
く
と
じ
ん
じ
ゃ

だ
い
と

み
ょ
う
じ
ん

ざ
ん

な
か
や
ま

い
け
だ

ふ
く
も
と

こ
う
じ

え
ん
ぎ

ま
つ

八
頭
町
に
は
白
兎
伝
説
が
色
濃
く
残
さ
れ
て
い

て
、い
に
し
え
よ
り
白
兎
神
へ
の
信
仰
が
脈
々
と

息
づ
い
て
い
ま
す
。
白
兎
伝
説
の
里
・
八
頭
町
の

象
徴
と
し
て
現
代
に
蘇
っ
た
の
が
こ
の
兎
の
オ
ブ

ジ
ェ(

神
ウ
サ
ギ)

で
す
。

神
話
の
中
で
、オ
ホ
ア
ナ
ム
ヂ (

大
国
主
命)

の

教
え
に
従
っ
て
元
通
り
の
体
に
な
っ
た
兎
は
、

「
あ
の
八
十
神
た
ち
は
、け
っ
し
て
八
上
姫
を
手
に

入
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
し
ょ
う
。
あ
な
た
様

が
手
に
入
れ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
」と
予
言
し
ま

し
た
。

す
る
と
、
こ
の
白
兎
神
で
あ
る
兎
の
予
言
通

り
、八
十
神
た
ち
に
求
婚
さ
れ
る
と
、八
上
姫

は
、「
私
は
あ
な
た
達
の
言
う
こ
と
は
き
き
ま
せ

ん
。
オ
ホ
ア
ナ
ム
ヂ
の
神
様
と
結
婚
い
た
し
ま

す
。
」と
返
答
さ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
大
国
主
命
と
八
上
姫
の
恋
の
キ
ュ
ー

ピ
ッ
ト
が
因
幡
の
素
兎
（
シ
ロ
ウ
サ
ギ
）と
さ
れ
、

そ
の
ゆ
か
り
の
地
の
ひ
と
つ
が
、八
頭
町
福
本
に

あ
る「
白
兎
神
社
」で
す
。

恋
愛
祈
願
さ
れ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

縁
結
び
の
神
ウ
サ
ギ

よ
み
が
え

お
お
く
に
ぬ
し
の
み
こ
と

や
そ
が
み

や
か
み
ひ
め
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八
頭
町
に
は
、い
つ
頃
か
ら
人
が
住
み
始
め
た
の
で
し
ょ
う
か
。こ
れ
ま

で
に
見
つ
か
っ
た
遺
跡
か
ら
す
る
と
縄
文
時
代
の
後
期
頃
か
ら
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

私
都
の
谷
は
、
県
内
で
も
最
も
多
く
の
古
代
の
窯
跡
が
見
つ
か
っ
て
い

る
地
域
で
、
土
器
の
一
大
生
産
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
国
中

平
野
で
は
八
上
郡
の
郡
衙
（
古
代
の
郡
の
役
所
）や
古
代
の
寺
院
（
土

師
百
井
廃
寺
）の
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、八
頭
町
に
は
古

く
か
ら
大
き
な
勢
力
が
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
町
内
に
あ
る
約
五
〇
〇
基
の
古
墳
の
う
ち
約
二
〇
〇
基
が
霊

石
山•

中
山
の
麓
に
集
中
し
て
お
り
、こ
の
地
が
特
別
な
エ
リ
ア
で
あ

る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。こ
の
地
に
は
、天
照
大
神
降
臨
伝
説
と

白
兎
伝
説
が
残
っ
て
い
ま
す
。

八
頭
町
福
本
の
白
兎
神
社
は
、
人
皇
第
五
十
五
代
仁
明
天
皇(

八
三

三
〜
八
五
〇
年)

が
在
位
さ
れ
た
期
間
に
位
を
戴
い
た
と
伝
え
ら
れ
、

明
治
元
年
に
村
社
と
な
り
、
大
正
三
年
に
同
町
宮
谷
の
賀
茂
神
社

に
合
祀
さ
れ
ま
し
た
。そ
の
後
社
殿
は
同
町
下
門
尾
の
青
龍
寺
に
移

建
さ
れ
、
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。

内
陣
の
厨
子
に
彫
ら
れ
た
波
ウ
サ
ギ
は
江
戸
時
代
の
作
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
白
兎
神
社
の
鳥
居
は
安
永
五
年(

一
七
七
六
年)

、
額
に
は
文
政

七
年(

一
八
二
四
年)

と
彫
ら
れ
て
い
ま
す
。

白
兎
伝
説
の
里
　
八
頭
町

白
兎
神
社
（
八
頭
町
福
本
）
に
つ
い
て

む
か
し
、
天
照
大
神
が
こ
の
山
に

降
臨
さ
れ
た
時
、
山
頂
に
行
宮

(

仮
の
宮)

を
営
も
う
と
さ
れ
、四

方
を
お
見
渡
し
の
際
、一
匹
の
白

い
兎
が
現
れ
、
尊
の
装
束
の
裾
を

く
わ
え
て
道
し
る
べ
を
し
た
そ
う

で
す
。
尊
が
、
そ
の
道
し
る
べ
に

従
わ
れ
た
と
こ
ろ
、
中
山
よ
り
は

る
か
山
の
尾
続
き
に
二
つ
大
石
が
あ
り
、そ
こ
へ
誘
っ
た
そ
う
で

す
。
現
在
そ
の
石
を
皇
居
石
と
呼
び
、
そ
こ
を
伊
勢
ヶ
平
と

呼
ぶ
の
も
そ
の
故
で
す
。こ
こ
に
行
宮
を
営
み
、
し
ば
ら
く
と

ど
ま
ら
れ
ま
し
た
。

尊
が
天
か
ら
降
り
ら
れ
た

時
、
道
し
る
べ
を
し
た
白
兎
は

消
え
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
白

兎
は
月
読
尊
の
身
体
だ
か
ら

で
す
。
そ
の
後
、
道
祖
白
兎

大
明
神
と
言
い
な
ら
わ
し
、

祀
神
と
し
て
こ
の
中
山
の
尾

続
き
の
四
ヶ
村
の
氏
神
と
し

て
崇
め
た
そ
う
で
す
。

ま
た
、
中
山
の
西
の
面
の
半
場
と
い
う
所
に
石
が
あ
り
、
尊
が

そ
の
上
に
冠
を
残
し
て
行
か
れ
ま
し
た
。
神
の
御
冠
岩
と
言

わ
れ
ま
す
。こ
れ
ま
た
神
秘
の
方
便
で
あ
り
尊
の
身
体
と
し
て

仰
ぎ
尊
ぶ
も
の
で
す
。
現
在
、
御
子
石
と
呼
ぶ
の
は
そ
の
略
語

で
あ
り
ま
す
。
土
俗
に
烏
帽
子
石
と
い
う
の
も
そ
の
縁
で
あ

り
、
中
山
の
西
側
を
霊
石
山
と
号
す
る
の
は
、こ
の
岩
を
表
し

て
い
ま
す
。ま
た
、
霊
石
山
に
道
し
る
べ
し
た
故
に
、
道
祖
神
の

神
と
し
て
も
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
大
日
霊
尊
は
東
の
方
因
幡

但
馬
の
国
境
と
な
る
高
山
を
越
え
て

去
っ
て
い
か
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
、
日
の

光
が
草
木
枝
葉
に
映
し
出
さ
れ
、
大

変
美
し
か
っ
た
そ
う
で
す
、
尊
は
日
枝

の
山
（
豹
の
山
、
氷
の
山
）
と
言
わ
れ
ま

し
た
。

遠
い
神
代
の
は
る
か
昔
の
こ
と
で
は
あ

り
ま
す
が
、
今
で
も
そ
の
山
を
伊
勢
詣

で
の
戻
り
道
と
し
て
い
ま
す
。
遠
い
国
に

ま
で
そ
の
古
事
は
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

古
事
の
道
し
る
べ

(

霊
石
山
・
中
山
周
辺
の
八
頭
町
土
師
百
井
の
慈

住
寺
、
下
門
尾
の
青
龍
寺
の
二
ヶ
寺
に
伝
わ
る
記

録
・
縁
起
を
訳
し
た
も
の)

あ
ん
ぐ
う

あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み
こ
う
り
ん
で
ん
せ
つ

や
か
み
ご
お
り

ぐ
ん
が

み
こ
と

し
ょ
う
ぞ
く

こ
う
き
ょ
い
し

い
せ
が
な
る

つ
き
よ
み
の
み
こ
と

ど
う
そ

と
し
が
み

お
お
ひ
る
め
の
み
こ
と

い
な
ば

た
じ
ま

く
さ
き
え
だ
は

ひ
え
だ

ひ
ょ
う 

せ
ん

ひ
ょ
う 

せ
ん

た
か
や
ま

霊石山

き
さ
い
ち

み
か
ん
い
わ

み
こ
い
し

え
ぼ
し
い
し

ど
う
そ
し
ん

あ
が

ご
う
し

ず
　
し

な
い
じ
ん

み
や
だ
に

ふ
く
も
と

に
ん
み
ょ
う
て
ん
の
う

く
に
な
か

ふ
も
と

青龍寺波ウサギ

白兎神社


