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荒
穂
神
社
は
、
宮
浦
４
区
に
あ
る

古
い
お
宮
で
す
。

基
山
町
役
場
前
の
道
を
西
に
進
み
、

通
称
５
号
線
の
ガ
ー
ド
下
を
潜
り
、

そ
の
ま
ま
道
な
り
に
上
っ
て
行
く
と
、

右
手
に
大
き
な
鳥
居
が
見
え
、
そ
の

奥
に
基き

山ざ
ん

を
背
景
に
社
殿
が
建
っ
て

い
ま
す
。

縁
起
に
よ
る
と
、
創
建
は
６
４
５

～
６
５
４
年
の
孝
徳
天
皇
の
頃
で
、

基き

肄い
の

国
く
に
の

造
み
や
つ
こ︵
※
１
︶
物も

の

部の
べ

金
か
ね
の

連
む
ら
じ

の
子
孫
の
金か

な

村
む
ら
の

臣お
み

︵
※
２
︶
に
よ
る
、

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
６
４
５
年
と
言

え
ば
、
大
化
の
改
新
で
馴
染
み
の
あ

る
年
号
で
す
か
ら
、
な
ん
と
な
く
そ

の
古
さ
が
実
感
で
き
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
祭
神
は
瓊に

瓊に

杵ぎ
の

尊
み
こ
と

、

他
６
社
︵
現
在
は
五い

そ

十の
た

猛
け
る
の

命
み
こ
と

も
加

え
て
７
社
︶
で
す
が
、
最
初
は
基
山

山
頂
に
社
殿
が
あ
り
、
山
頂
に
あ
る

タ
マ
タ
マ
石
を
磐
座
と
す
る
自
然
神

を
祀
っ
て
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

荒
ぶ
る
自
然
神
が
農
耕
に
恵
み
を
与

え
豊
穣
を
も
た
ら
す
こ
と
か
ら
、
荒

穂
と
言
う
名
前
が
付
い
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
現
在
地
に
移
っ
た
の
が
、

今
か
ら
３
３
０
年
ほ
ど
前
の
江
戸
時

代
、
五
代
将
軍
綱
吉
の
時
代
の
貞
享

２
年
︵
１
６
８
５
年
︶
。
度
々
の
戦

火
で
転
々
と
し
て
、
こ
の
地
に
落
ち

着
き
ま
し
た
。

県
道
の
脇
に
建
立
さ
れ
た
一
番
手

前
の
鳥
居
の
前
に
立
ち
、
社
殿
後
ろ

の
基
山
山
頂
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
そ

の
先
に
は
タ
マ
タ
マ
石
と
天
智
天
皇

欽
仰
之
碑
が
そ
び
え
て
い
ま
す
。
立

地
場
所
に
も
特
別
な
配
慮
が
な
さ
れ

た
事
が
わ
か
り
ま
す
。

荒
穂
神
社
に
ま
つ
わ
る
昔
話
が
幾

つ
か
残
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
な
か
か
ら
﹃
神じ

ん

馬め

﹄
の
話
を

紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

木
の
尊
み
こ
と

が
お
住
ま
い
に
な
っ
て
い

る
木
の
山
は
︑
叔
父
神
五
十
猛
命
が

根
の
国
か
ら
八
十
の
木
の
種
を
持
っ

て
来
ら
れ
て
︑
日
本
で
一
番
最
初
に

そ
の
種
を
お
播
き
に
な
っ
た
山
で
あ

る
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
︒

木
の
尊
は
人
々
を
お
慈
し
み
に
な

り
農
業
を
教
え
ら
れ
た
ば
か
り
で
な

く
︑
悪
魔
が
人
々
を
苦
し
め
な
い
よ

う
に
沢
山
の
神
様
を
お
連
れ
に
な
っ

て
国
々
を
お
ま
わ
り
に
な
り
ま
し
た
︒

あ
る
日
︑
木
の
尊
が
八
百
万
の

神
々
と
一
緒
に
木
の
山
の
頂
上
か
ら

広
々
た
る
野
や
山
を
眺
め
て
お
ら
れ

た
時
に
︑

｢農
業
は
進
み
人
々
は
豊
か
に
暮

ら

し

て

い

ま

す
︒﹂

と
神
々
が
言
い

ま
す
と
︑
木
の
尊

は
｢足
下
の
村
に

も
悪
魔
が
出
て

人
々
を
苦
し
め

る
か
も
し
れ
な

い
ぞ
︒﹂

と
申
さ
れ
ま
し
た
︒
そ
う
す
る
と
︑

木
の
尊
の
お
馬
が
急
に
た
て
が
み
を

逆
立
て
︑
獅
子
の
如
く
荒
れ
狂
い
︑

木
の
尊
を
乗
せ
た
ま
ま
一
声
高
く

﹁
ヒ
ヒ
ー
ン
﹂
と
嘶
い
な
な

く
や
否
や
︑
そ
こ

ら
中
を
駆
け
巡
り
︑
蹄
の
音
も
高
く

何
千
尺
か
と
思
わ
れ
る
谷
底
ま
で
︑

一
と
び
に
と
び
下
り
ま
し
た
︒
そ
の

蹄
の
跡
が
今
も
荒
穂
の
宮
の
前
の
石

の
上
に
残
っ
て
い
て
︑﹁
オ
コ
シ
ヤ

ス
メ
﹂
と
よ
ん
で
い
ま
す
︒

︵
﹃
基
山
郷
土
読
本
﹄
よ
り
︶

現
在
こ
の
石
は
、
拝
殿
の
東
側
に

あ
り
、
横
に
は
、
木
の
尊
と
力
比
べ

を
し
た
高
良
の
神
様
が
、
久
留
米
の

高
良
大
社
か
ら
投
げ
た
大
き
な
石
も

並
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
石
に
は
、
な

ん
と
、
高
良
の
神
様
の
指
痕
が
残
っ

て
い
ま
す
！
蹄
の
跡
と
併
せ
て
ご
覧

い
た
だ
き
、
神
様
の
お
姿
を
思
い
浮

か
べ
て
み
る
の
も
楽
し
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

※
１

国
造
⋮
大
和
朝
廷
の
地
方
官

※
２

｢
連
﹂
・
﹁
臣
﹂
⋮
日
本
古
代
の

姓
の
ひ
と
つ
。

※
問
合
せ
先

教
育
学
習
課

ふ
る
さ
と
歴
史
・
文
化
係

電
話
９
２
︱
２
２
０
０

基
肄
城
築
造
１
３
５
０
年

基き

肄い

城
じ
ょ
う

を
知
る
⑧

︱
荒
穂
の
神
さ
ま
と
基
山
︱

一番手前の鳥居から見た荒穂神社
（奥にみえる山の平らな部分

左端あたりが基山山頂）

タマタマ石（左）と

天智天皇欽仰之碑（右）


