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高
見
神
社
が
北き
た

宮み
や

の
池い
け

（
高
見
の
里
三

丁
目
）
に
接
し
て
鎮
座
し
て
い
ま
す
。
神

社
前
の
道
を
東
に
行
く
と
、
す
ぐ
国
の
登

録
有
形
文
化
財
の
田
中
家
住
宅
が
見
ら
れ

ま
す
。
明
治
時
代
初
期
の
豪
農
住
宅
で
す
。

　
そ
の
田
中
家
住
宅
の
南
門
に
面
す
る
道

の
南
西
側
に
石
造
の
井
戸
が
フ
ェ
ン
ス
に

囲
ま
れ
、保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。古
く
か
ら
、

「
弘こ
う

法ぼ
う

大だ
い

師し

空く
う

海か
い

の
惣そ
う

井い

戸ど

」
と
し
て
知
ら

れ
て
い
ま
す
。
惣
井
戸
と
は
、
共
同
井
戸

を
い
い
ま
す
。「
歴
史
ウ
ォ
ー
ク
」
77
号
で

紹
介
し
ま
し
た
の
で
、
ご
存
知
の
方
も
お

ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
史
跡
巡
り
で
訪
れ
る

方
も
多
く
、
私
は
以
前
か
ら
案
内
板
の
必

要
性
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。

　
そ
う
し
た
折
、
今
春
、
高
見
町
会
の
役

員
さ
ん
か
ら
、
フ
ェ
ン
ス
や
内
扉
が
痛
み
、

井
戸
を
覆
う
ア
ル
ミ
板
も
破
損
し
て
危
険

な
の
で
、
補
修
す
る
旨
の
連
絡
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。そ
こ
で
、こ
の
機
会
を
と
ら
え
、

町
会
の
ご
協
力
を
得
て
、
由
来
を
示
す
案

内
板
を
建
て
る
こ
と
に
し
た
の
で
す
。

　
五
月
、「
松
原
の
歴
史
を
知
る
会
」
や
「
松

原
木
工
ク
ラ
ブ
」
の
会
員
さ
ん
ら
に
よ
っ

て
、
木
製
板
が
取
り
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

空
海
は
平
安
時
代
前
期
、
高こ
う

野や

山さ
ん

（
和
歌

山
県
）
を
開
き
、
真し
ん

言ご
ん

宗し
ゅ
うを
興
し
ま
し
た
。

の
ち
、
空
海
を
慕
い
、
心
の
拠
り
ど
こ
ろ

を
求
め
る
大
師
信
仰
が
広
ま
り
、
本
市
で

も
、
空
海
が
高
見
に
立
ち
寄
り
、
井
戸
を

掘
っ
た
と
い
う
伝
説
が
生
ま
れ
た
の
で
す
。

空
海
が
こ
の
地
の
井
戸
で
水
を
飲
む
と
、

ひ
ど
い
悪
水
で
し
た
。
し
か
し
、
再
び
錫
し
ゃ
く

杖じ
ょ
うで
地
面
を
突
く
と
、
甘か
ん

露ろ

な
清
水
が
湧

き
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
今
見
ら
れ
る
井
戸
は
、
江
戸
時
代
後
期

の
天て
ん

保ぽ
う

八
年
（
一
八
三
七
）
に
高
見
村
の

信し
の

田だ

善ぜ
ん

右え衛
門も
ん

が
父
の
釋
し
ゃ
く

浄じ
ょ
う

恵け
い

の
十
三
回

忌
に
あ
わ
せ
て
造
立
し
た
も
の
で
す
。
井い

桁げ
た

は
整
形
さ
れ
た
花か

崗こ
う

岩が
ん

で
、
凸
形
の
四

枚
を
交
互
に
組
み
合
わ
せ
、
北
面
と
東
面

に
銘
を
刻
ん
で
い
ま
す
。

　
令
和
三
年
四
月
の
こ
と
で
す
が
、
真
言
宗

智ち

山さ
ん

派
（
総
本
山
・
京
都
市
東
山
区
智ち

積
し
ゃ
く

院い
ん
）に
所
属
す
る
智
山
伝で
ん

法ぼ
う

院い
ん（
東
京
都
港
区
）

で
常
勤
教
授
を
つ
と
め
ら
れ
る
田
村
宗し
ゅ
う

英え
い

さ
ん
が
松
原
を
訪
ね
ら
れ
ま
し
た
。
同
派
が

発
行
す
る
教
化
誌
『
生
き
る
力SHINGON

』

の
取
材
で
、「
弘
法
大
師
空
海
の
惣
井
戸
」
伝

承
を
取
り
上
げ
て
く
だ
さ
る
か
ら
で
す
。

　
四
月
二
十
一
日
、
田
村
さ
ん
は
東
京
か
ら

お
越
し
に
な
ら
れ
、
私
が
案
内
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
当
日
の
午
前
中
は
、
岡
五
丁

目
の
空
海
を
祀
る
大
師
堂
で
行
な
わ
れ
て

い
た
恒
例
の
「
護ご

摩ま

木ぎ

奉
納
」
の
縁
日
に
足

を
運
ば
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
午
後
か
ら
、
高

見
の
里
の
惣
井
戸
に
向
か
わ
れ
た
の
で
す
。

田
村
さ
ん
は
、
同
誌
に
「
お
大
師
さ
ま
と
ご

信
仰
ー
全
国
の
大
師
信
仰
を
訪
ね
て
ー
」
を

連
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
二
回
に
わ
た
っ
て
、

本
市
の
こ
れ
ら
の
大
師
信
仰
を
紹
介
さ
れ

た
の
で
す
（
令
和
三
年
十
二
月
「
第
一
〇
七

号
」、
令
和
四
年
三
月
「
第
一
〇
八
号
」）。

　
惣
井
戸
の
記
事
は
、
第
一
〇
八
号
で
読

む
こ
と
が
で
き
、
当
日
、
来
て
い
た
だ
い

た
町
会
長
な
ど
、
地
元
の
人
々
の
声
も
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
次
に
、
文
面
を

引
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　「
近
所
の
方
に
よ
る
と
、
こ
の
地
域
の
水

は
金か
な

気け

が
多
い
が
、
こ
の
井
戸
の
水
は
金
気

が
な
く
重
宝
し
て
い
た
こ
と
、ま
た
、奈
良・

大お
お

峯み
ね

山さ
ん

に
登
る
山さ
ん

上じ
ょ
う

参
り
の
一
週
間
前
か

ら
禊み
そ
ぎを
す
る
が
、
そ
の
時
は
こ
の
井
戸
の
水

を
使
用
し
て
い
た
と
お
話
し
て
く
だ
さ
い

ま
し
た
。
現
在
は
水
道
が
整
い
利
用
さ
れ
な

く
な
っ
た
よ
う
で
す
が
、静
か
に
水
を
湛た
た

え
、

大
切
に
残
さ
れ
て
い
ま
し
た
」

　
同
文
か
ら
、
高
見
の
人
々
に
と
っ
て
、
井

戸
は
空
海
が
掘
っ
た
と
伝
え
る
大
師
信
仰
に

連
な
る
と
共
に
、
身
を
清
め
、
禊
を
す
る
神

聖
な
水
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
本
年
、
令
和
五
年
（
二
〇
二
三
）
は
、

空
海
生
誕
一
二
五
〇
年
に
あ
た
り
ま
す
。

空
海
は
奈
良
時
代
の
宝ほ
う

亀き

五
年
（
七
七
四
）

六
月
十
五
日
、
讃さ
ぬ
き岐
国
（
香
川
県
）
の
現

在
の
善ぜ
ん

通つ
う

寺じ

で
生
ま
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

真
言
宗
各
派
で
は
、
誕
生
日
の
六
月
十
五

日
を
中
心
に
、
盛
大
な
法ほ
う

会え

が
数
か
月

以
上
に
わ
た
っ
て
執と

り
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

僧
侶
に
よ
る
法
要
だ
け
で
は
な
く
、
公
開

講
座
や
多
く
の
人
々
に
真
言
宗
の
教
義
で

あ
る
密み
っ

教き
ょ
うに
気
軽
に
触
れ
て
も
ら
お
う
と
、

写し
ゃ

経き
ょ
うや
太
鼓
の
奉
納
演
奏
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
イ
ベ
ン
ト
も
開
催
さ
れ
ま
す
。

　
記
念
す
べ
き
こ
の
年
に
、
高
見
に
伝
わ

る
「
弘
法
大
師
空
海
の
惣
井
戸
」
の
案
内

板
を
設
置
出
来
た
こ
と
は
、
お
大
師
さ
ま

の
お
か
げ
を
い
た
だ
い
た
「
あ
り
が
た
さ
」

に
出
会
っ
た
心
地
な
の
で
す
。

▲改修された「高見の惣井戸」
南側から。

▲取り付けられた案内板　東側フェ
ンス（令和5年5月）。

▲改修前の「高見の惣井戸」
西側から。平成20年代。

▲『高見の惣井戸』全景（高
見の里3丁目）　西側から。


