
   

 

令
和
五
年
二
月
号
（
第
四
十
号
） 

発
行 

嶋
満
神
社
奉
賛
会 

 

「
八
幡
さ
ん
」
っ
て
ど
ん
な
神
様
？ 

再
び
・
・
・ 

 

本
誌
の
平
成
二
十
七
年
四
月
（
第
十
五
号
）
か
ら
二
十
八
年
一
月

（
第
一
八
号
）
に
四
回
に
わ
た
っ
て
掲
載
し
ま
し
た
八
幡
さ
ん
と

は
ど
う
い
う
神
様
な
の
か
」
と
い
う
記
事
に
関
し
て
、
少
し
前
に
テ

レ
ビ
で
興
味
あ
る
内
容
を
放
送
し
て
い
ま
し
た
の
で
、
そ
の
部
分 

を
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

Ｋ
Ｂ
Ｓ
テ
レ
ビ
で
放
映
さ
れ
た
「
氏
神
様
」
と
い
う
、
様
々
な
視

点
か
ら
「
氏
神
」
の
成
り
立
ち
を
歴
史
的
に
見
て
い
く
数
回
の
シ
リ

ー
ズ
で
し
た
。
そ
の
う
ち
、
令
和
三
年
九
月
十
六
日
の
放
送
で
は
、

「
武
家
の
守
護
神
」
と
し
て
の
「
八
幡
神
」
に
つ
い
て
皇
学
館
大
学

の
岡
野
友
彦
氏
、
千
種
清
美
氏
の
お
二
人
の
先
生
の
対
談
と
、
文
筆

家
、
白
須
信
哉
氏
の
現
地
で
の
考
察
を
二
本
柱
と
し
て
語
ら
れ
て

い
ま
し
た
。 

「
武
家
の
」
と
言
っ
て
も
、
も
ち
ろ
ん
「
八
幡
神
」
は
昨
年
の
大

河
ド
ラ
マ
で
お
な
じ
み
の
通
り
「
源
氏
の
」
守
護
神
で
す
。 

で
は
な
ぜ
八
幡
神
が
源
氏
の
守
護
神
だ
っ
た
の
か
？ 

実
は
源
頼
朝
が
鎌
倉
に
鶴
岡
八
幡
宮
を
造
営
す
る
ず
っ
と
以
前
か 

ら
そ
う
だ
っ
た
の
で
す
。 

 

元
々
は
平
安
時
代
、
嵯
峨
天
皇
は
大
変
な
「
子
だ
く
さ
ん
」
で
、 

経
費
を
賄
い
き
れ
な
い
の
で
「
源
」
と
い
う
姓
を
与
え
て
「
臣
籍
降 

下
」
つ
ま
り
家
臣
に
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
れ
が
「
公
家
源
氏
」 

で
あ
り
、
そ
の
中
か
ら
「
武
家
源
氏
」
が
出
て
く
る
の
で
す
。 

 

そ
し
て
「
公
家
源
氏
」
の 

時
代
か
ら
八
幡
様
へ
の
天
皇 

の
お
使
い
は
源
氏
が
務
め
る 

こ
と
が
儀
式
書
に
書
い
て
あ 

り
、
結
果
、「
武
家
源
氏
」
の 

登
場
以
前
か
ら
源
氏
の
氏
神 

は
八
幡
神
で
あ
る
と
い
う
自 

然
な
流
れ
と
な
っ
て
い
っ
た 

よ
う
で
す
。 

 

と
は
い
え
、
九
州
宇
佐
の 

地
に
現
れ
、
京
都
岩
清
水
に 

勧
請
さ
れ
て
い
た
八
幡
神
が 

す
ん
な
り
と
源
氏
の
旗
頭
と
な
る
の
に
は
、
頼
朝
の
ご
先
祖
で
あ

る
源
頼
義
、
義
家
の
存
在
が
大
き
い
と
、
鶴
岡
八
幡
宮
の
権
禰
宜
、

阿
久
津
卓
也
氏
は
言
い
ま
す
。 

 

頼
義
は
前
九
年
の
役
の
乱 

を
平
定
し
た
帰
り
に
鎌
倉
に 

立
ち
寄
り
、
こ
の
地
の
戦
略 

的
な
重
要
性
を
認
識
し
て
こ 

の
地
に
八
幡
神
を
勧
請
し
ま 

し
た
。 

義
家
は
後
三
年
の
役
を
平
定 

し
、
ま
た
石
清
水
八
幡
宮
で 

元
服
を
し
た
の
で
「
八
幡
太 

郎
義
家
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま 

す
。 

 
そ
の
後
、
こ
の
八
幡
宮
は
「
由
比
若
宮
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た

が
、
現
在
の
鶴
岡
八
幡
宮
の
境
内
地
に
移
転
し
た
の
で
、
鶴
岡
八
幡

宮
の
参
道
で
あ
る
「
段
葛
」…

だ
ん
か
ず
ら…

の
こ
と
を
「
若
宮
大

路
」
と
言
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

さ
て
そ
の
後
、
頼
朝
か
ら
領
地
を
与
え
ら
れ
た
武
士
た
ち
が
そ

の
土
地
に
、
武
家
の
棟
梁
た
る
頼
朝
が
崇
敬
し
て
い
た
八
幡
神
を

お
祀
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
源
氏
で
あ
る
足
利
氏
や
徳
川

氏
に
よ
っ
て
八
幡
信
仰
が
全
国
に
広
が
っ
て
い
っ
た
の
は
、
本
誌

第
十
五
号
で
述
べ
た
と
お
り
で
す
。 

  

さ
て
鎌
倉
時
代
の
源
氏
の
政
権
は
三
代
将
軍
実
朝
で
終
わ
り
、

そ
の
後
の
将
軍
は
源
氏
で
は
な
く
都
か
ら
招
い
た
藤
原
氏
や
親
王 

が
務
め
ま
し
た
し
、
代
々
執
権
と
し
て
実
権
を
握
っ
て
い
た
北
条

氏
は
「
平
氏
」
で
し
た
。 

し
か
し
そ
の
後
も
「
八
幡
神
」
が
ず
っ
と
鎌
倉
の
中
心
と
し
て
続

い
て
い
っ
た
の
は
、
八
幡
神
が
「
源
氏
の
氏
神
」
か
ら
「
武
門
の
神
」

へ
と
置
き
換
わ
っ
て
い
っ
た
こ
と
の
証
で
あ
る
、
そ
し
て
そ
こ
に

は
「
頼
朝
信
仰
」
に
近
い
も
の
も
あ
っ
た
の
で
は
、
と
、
岡
野
友
彦

氏
は
言
い
ま
す
。 

 

こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、
昨
年
の
大
河
ド
ラ
マ
「
鎌
倉
殿
の
十
三

人
」
が
、
そ
し
て
劇
中
の
大
泉
洋
の
表
情
が
よ
り
濃
い
印
象
で
甦
っ

て
く
る
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

 

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
年
末
年
始
の
拝
殿
お
飾
り
と
撤
去
、
ま

た
沢
山
の
お
供
え
な
ど
、
皆
様
に
は
大
変
お
世
話
に
な
り
、
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

本
年
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 


