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続
、
々
、「
八
幡
さ
ん
」
っ
て
ど
ん
な
神
様
？ 

  

当
社
の
祭
神
は
「
譽
田
別
尊･･

･

ほ
ん
だ
わ
け
の
み
こ
と
」

と
「
市
杵
嶋
姫
命･･

･

い
ち
き
し
ま
ひ
め
の
み
こ
と
」
の
二

神
で
あ
る
と
、
謂
れ
の
看
板
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
市
杵

嶋
姫
命
は
福
岡
県
宗
像
市
、
宗
像
大
社
の
宗
像
三
女
神
（
む

な
か
た
さ
ん
じ
ょ
し
ん
）
の
内
の
一
神
で
す
。 

 

「
八
幡
さ
ん
」
は
通
常
、
譽
田
別
尊
、
比
売
大
神
（
ひ
め

の
お
お
か
み･

･
･

宗
像
三
女
神
の
こ
と･

･
･

后
神
と
し
て
の

位
置
づ
け
）
、
息
長
帯
姫
命
（
お
き
な
が
き
な
が
た
ら
し
ひ

め
の
み
こ
と･

･
･

神
功
皇
后
の
こ
と
、
応
神
天
皇
の
母
）
の

三
神
が
セ
ッ
ト
と
な
っ
て
祀
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
宗
像
三

女
神
だ
け
、
あ
る
い
は
三
女
神
の
内
の
一
神
だ
け
を
主
祭

神
と
す
る
神
社
も
全
国
に
数
多
く
あ
り
、
特
に
市
杵
嶋
姫

命
は
一
番
人
気
が
あ
る
よ
う
で
す
。 

そ
し
て
我
が
浮
島
の
隣
、
市
場
の
八
幡
さ
ん
も
「
市
杵
嶋

姫
命
」
を
祀
る
「
市
姫
神
社
」
で
す
。
安
芸
の
宮
島
、
厳

島
神
社
も
「
イ
チ
キ
シ
マ
」
が
転
じ
た
も
の
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
こ
ち
ら
は
三
女
神
が
セ
ッ
ト
で
ご
祭
神
と
な

っ
て
い
ま
す
。 

 

ど
う
し
て
こ
う
い
う
祀
ら
れ
方
に
な
っ
た
の
か
に
つ
い

て
は
長
い
間
の
習
合
、
分
霊
、
合
祀
な
ど
の
歴
史
、
そ
し

て
明
治
に
な
っ
て
の
神
仏
分
離
の
影
響
が
あ
っ
た
も
の
と

思
わ
れ
ま
す
が
、
詳
し
い
話
は
割
愛
し
ま
す
。 

 
 古

代
の
浮
島
は･･･

？ 
 

さ
て
正
式
な
八
幡
さ
ん
勧
請
以
前
の
浮
島
の
祭
祀
は
ど

の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
。 

こ
れ
に
つ
い
て
故
、
高
橋 

卓
郎
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ 

て
お
ら
れ
ま
し
た
。 

「
古
代
浮
島
は
間
違
い
な
く 

宗
像
三
女
神
の
一
つ
だ
。
あ 

と
一
つ
は
市
場
の
八
幡
さ
ん
、 

も
う
一
つ
は
お
そ
ら
く
小
倉 

の
阿
良
須
神
社
で
は
な
か
っ 

た
か･

･
･

。
」 

玄
界
灘
を
大
陸
へ
向
か
っ
て
伸
び
る
宗
像
大
社
の
辺
津

宮
、
中
津
宮
、
沖
津
宮
の
三
社
の
如
く
、
古
代
舞
鶴
、
志

楽
郷
の
海
辺
の
三
つ
の
社
が
連
携
し
て
海
人
た
ち
の
祭
祀

を
つ
か
さ
ど
っ
て
い
た
光
景
が
、
高
橋
先
生
の
遠
い
視
線

の
先
に
は
見
え
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

「
白
糸
湾
の
守
り
神
」
で
あ
る 

我
が
八
幡
さ
ん
は
、
往
古
よ
り 

海
路
を
鎮
護
す
る
神
と
し
て
、 

人
々
か
ら
篤
い
崇
敬
を
受
け
て 

い
た
こ
と
が
、
う
か
が
え
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

八
幡
さ
ん
世
界
遺
産
へ
！ 

  

今
年
七
月
、
宗
像
、
沖
ノ
島 

な
ど
の
地
域
は
２
０
１
７
年
の 

世
界
文
化
遺
産
へ
の
登
録
を
推 

薦
さ
れ
る
こ
と
が
、
文
化
庁
に 

よ
っ
て
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
楽
し
み
で
す
ね
。 

 
当
社
の
ご
神
徳 

 
 

最
後
に
一
番
大
事
な
当
嶋
満
神
社
の
ご
神
徳
に
つ
い
て

ま
と
め
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

○
国
家
鎮
護･

･
･

応
神
天
皇
と
の
習
合
で
皇
祖
神
と
な
っ

た
。
大
仏
建
立
に
大
い
な
る
貢
献
を
し
た
。
歴
史
に
名
高

い
「
道
鏡
事
件
」
の
際
に
宇
佐
八
幡
が
国
体
を
守
る
託
宣

を
下
し
た
。
元
寇
の
際
、
筥
崎
八
幡
宮
が
神
威
を
発
揮
し

神
風
を
吹
か
せ
た
。
当
社
に
も
敵
国
降
伏
の
示
現
あ
り
と

の
伝
承
。 

○
海
上
安
全･

･
･

天
照
大
神
が
宗
像
三
女
神
に
筑
紫
か
ら

半
島
に
至
る
海
路
に
天
下
っ
て
歴
代
天
皇
を
助
け
よ
、
と

の
神
勅
を
下
さ
れ
た
。
三
女
神
は
応
神
天
皇
に
始
ま
る
と

い
わ
れ
る
大
陸
と
の
文
化
交
流
に
よ
る
新
し
い
国
造
り
の

た
め
の
交
通
路
を
守
護
し
た
。 

○
鉄
道
、
交
通
安
全･

･
･

宗
像
三
女
神
は
国
民
の
あ
ら
ゆ

る
道
を
導
く
最
も
尊
い
神
、
道
主
の
貴
（
み
ち
ぬ
し
の
む
ち
）

と
呼
ば
れ
る
最
高
神
で
あ
る
と
日
本
書
紀
に
記
載
。 

そ
の
他
、
后
神
の
存
在
や
、
神
功
皇
后
が
応
神
天
皇
を

身
ご
も
っ
た
ま
ま
三
韓
征
伐
を
成
し
遂
げ
た
こ
と
か
ら
縁

結
び
、
安
産
、
子
孫
繁
栄
の
神
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

  

◎
本
年
度
例
祭
、
無
事
終
了 

 

去
る
八
月
二
十
三
日
、
浮
島
会
夏
祭
り
と
と
も
に
無
事
終

了
い
た
し
ま
し
た
。
ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 


