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白
兎
伝
説
と
町
内
の
神
社 

①
高
峰
神
社 

高
峰
神
社
は
羽
柴
秀
吉
の

市
場
城
攻
め
の
際
に
社
殿
が

喪
失
し
ま
し
た
が
、
享
保
十
二

年
（
一
七
二
七
年
）
に
再
興
さ

れ
ま
し
た
。
境
内
に
は
峰
寺
薬

師
も
あ
り
、
神
仏
混
合
の
形
態

が
見
ら
れ
ま
す
。
本
殿
正
面
の

扉
の
両
側
に
は
兎
の
彫
刻
が

施
さ
れ
て
お
り
、
新
年
の
初
詣

や
白
兎
伝
説
め
ぐ
り
と
し
て

ぜ
ひ
お
参
り
く
だ
さ
い
。 

②
金
毘
羅
宮 

水
口
集
落
内
を
通
っ
て
半

柵
城
跡
方
面
の
谷
へ
進
む
と

金
毘
羅
宮
が
あ
り
ま
す
。
慶
応

二
年
（
一
八
六
六
年
）
に
金
毘

羅
宮
の
寺
堂
が
大
火
で
焼
失 

毎
年
楽
し
み
に
し
て
い
る
公

民
館
の
キ
ム
チ
作
り
。
今
年
も

生
産
者
の
方
に
白
菜
を
お
願
い

し
、
三
日
前
か
ら
塩
漬
け
な
ど

の
下
準
備
を
始
め
ま
す
。
大
量

の
白
菜
を
漬
け
る
と
い
う
こ
と

に
慣
れ
て
お
ら
ず
、
昨
年
は
塩

漬
け
の
た
め
だ
け
に
、
六
十
ℓ

の
超
巨
大
な
樽
を
買
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
塩
漬
け
後
は
か
さ

が
減
っ
た
の
で
さ
ら
に
三
十
ℓ

樽
を
買
い
足
し
ま
し
た
。
今
思

え
ば
三
十
ℓ
樽
を
２
つ
買
う
と

か
、
も
っ
と
や
り
方
が
あ
っ
た

と
思
い
ま
す
が
、
初
心
者
と
は

そ
う
い
う
も
の
で
す
。 

今
年
も
特
大
の
樽
に
す
べ
て

の
白
菜
と
塩
水
を
い
れ
て
塩
漬

け
を
し
ま
し
た
が
、
あ
ろ
う
こ

と
か
台
所
で
や
っ
て
し
ま
い
、 
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大
変
邪
魔
で
し
た
。
さ
ら
に
樽

の
中
の
大
量
の
塩
水
を
一
体
ど

う
や
っ
て
捨
て
る
べ
き
な
の

か
、
ま
た
悩
む
の
で
し
た
。
こ

の
移
住
風
景
が
配
布
さ
れ
る
頃

に
は
い
い
塩
梅
に
漬
か
っ
て
い

れ
ば
よ
い
の
で
す
が
…
。 

何
は
と
も
あ
れ
、
ニ
〇
ニ
一

年
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。 

 

地
域
お
こ
し
協
力
隊 

 
 

 
 
 

 

松
下 

聡
子 

し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
弁
才

天
像
一
躯
が
残
っ
た
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
本
殿
上
部
に
は
兎

の
彫
刻
が
施
さ
れ
て
お
り
、
町

内
の
白
兎
伝
説
の
つ
な
が
り
を

感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
参

道
は
道
幅
が
狭
い
の
で
、
お
参

り
の
際
に
は
ご
注
意
下
さ
い
。 

（
商
工
観
光
室 

田
中
） 

樽の中の白菜 

高峰神社と扉のうさぎ 金毘羅宮と本殿上部のうさぎ 


