
池田名勝・神社新聞

が
け
の
上
に
建
て
ら
れ
て
い
る
。
戦

国
時
代
に
は
、
と
り
で
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

そ
の
後
、
江
戸
時
代
に
は
、
金
毘
羅
神

社
が
、
ま
つ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
か

ら
、
約
百
年
前
に
池
田
地
区
の
九
つ
の

神
社
が
一
つ
に
ま
と
め
ら
れ
、
新
し
く

「池
田
神
社
」が
誕
生
し
ま
し
た
。
し
か

し
そ
の
後
、
宍
粟
地
区
の
二
つ
の
神
社

が
分
か
れ
て
、
元
の
所
に
、
帰
っ
た
た
め
、

今
で
は
七
社
と
な
り
、
槙
谷
地
区
と
見

延
の
人
び
と
に
よ
っ
て
ま
つ
ら
れ
て
い
る
。

の
神
様
で
す
が
、
お
ま
い
り
す
る
人
は
、

健
康
や
受
験
の
神
様
と
し
て
お
願
い
を

し
て
い
ま
す
。

「豪
渓
」と
は
、
「大
き
く
て
力

強
く
素
晴
ら
し
い
景
色
」の
こ

と
。
大
き
く
て
天
に
も
と
ど
く

よ
う
な
岩
と
、
槙
谷
川
の
き

れ
い
な
水
の
音
が
聞
こ
え
る

こ
と
か
ら
、
大
正
十
二
年
「国

指
定
名
勝
地
」に
な
り
ま
し

た
。
小
学
校
の
校
歌
「槙
谷
川

の
水
清
く
日
い
ず
る
豪
渓
の

山
河
の
冷
気
こ
る
所
」は
、
こ

の
豪
渓
が
歌
に
さ
れ
て
い
ま

す
。
春
は
、
桜
、
秋
に
は
も
み

じ
を
見
に
遠
く
か
ら
多
く
の

人
び
と
が
お
と
ず
れ
て
い
ま

す
。

昔
、
高
梁
川
で
は
船
を
使
っ
て
い
ろ
い

ろ
な
物
を
運
ん
で
い
ま
し
た
。
見
延
村

で
は
、
山
の
木
を
た
く
さ
ん
切
っ
て
売

り
に
出
し
た
た
め
、
井
風
呂
谷
の
ま
わ

り
で
山
く
ず
れ
が
起
こ
り
、
大
雨
の
時

に
は
田
や
畑
が
流
さ
れ
る
災
害
が
発

生
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
今
か
ら
約

百
三
十
五
前
に
、
岡
山
県
が
全
国
で

初
め
て
砂
防
工
事
（山
の
土
や
砂
が
く

ず
れ
な
い
よ
う
に
す
る
工
事
）を
す
る

よ
う
に
と
の
命
令
を
だ
し
ま
し
た
。
こ

の
工
事
に
よ
り
、
そ
の
後
は
災
害
が
な

く
な
り
ま
し
た
。
い
ま
で
は
国
の
「有

形
文
化
財
」と
し
て
い
さ
れ
、
公
園
と

な
り
ま
し
た
。
公
園
に
は
「砂
防
発
祥

の
地
」と
書
い
て
あ
る
大
き
な
い
し
が

あ
り
ま
す
。

豪渓

井
風
呂
谷
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砂
防
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池
田
神
社
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