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１ 

大
宮

お
お
み
や

八
幡

は
ち
ま
ん

神
社

じ
ん
じ
ゃ 

 
 

西
暦
八
五
九
年
（
貞
観
元
年
）
豊
前
の
宇
佐
神
宮
よ
り
御
船
に

て
京
都
石
清
水
八
幡
宮
に
御
遷
宮
の
お
り
、
屋
島
沖
の
海
上
で
激

し
い
風
波
に
遭
遇
し
檀
ノ
浦
の
入
り
江
に
避
難
さ
れ
御
輿
を
陸

地
に
遷
御
し
て
奉
り
、
三
日
間
御
鎮
座
さ
れ
る
間
に
、
風
波
も
穏

や
か
に
な
り
御
船
を
出
御
の
際
、
御
鎮
座
の
跡
に
神
幣
三
振
り
を

残
さ
れ
た
の
を
里
人
等
が
氏
神
と
し
て
奉
祀
す
る
こ
と
に
な
り

そ
の
場
所
に
一
間
半
四
面
の
板
葺
き
の
社
を
建
立
し
て
三
振
り

の
神
幣
を
奉
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
人
家
も
少
な
く
、
氏
子
も
乏

し
く
、
奉
祀
す
る
の
が
困
難
と
な
り
現
在
の
場
所
に
新
宮
を
築
き

遷
し
奉
ら
れ
鎮
座
さ
れ
た
の
が
西
暦
一
一
六
〇
年
頃
と
伝
え
ら

れ
、
こ
の
地
名
を
新
馬
場
と
称
さ
れ
、
又
、
旧
跡
地
は
現
在
「
宮

の
窪
」
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
（
大
宮
八
幡
神
社
御
由
緒
よ
り
） 

 

大 宮 八 幡 神 社  
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２ 

大
宮

お
お
み
や

神
社

じ
ん
じ
ゃ

経
塚

き
ょ
う
づ
か 

 
 

大
宮
神
社
経
塚
は
神

社
の
境
内
か
ら
出
土
し
、

神
社
に
保
管
さ
れ
て
い

た
も
の
で
す
。
経
塚
か
ら

は
銅
製
経
筒
、
経
巻
、
青

白
磁
合
子

ご

う

す

が
確
認
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
銅
製
経

筒
は
火
炎
宝
珠

鈕
ち
ゅ
う

を
も

ち
、
八
花
形
の
傘か

さ

蓋ふ
た

を
か

ぶ
せ
、
傘
の
で
っ
ぱ
り
部

の
中
央
に
猪い

の
目め

が
透

か
し
で
入
れ
ら
れ
る
な
ど
、
滝
の
宮
経
塚
（
徳
島
県
美
馬
市
）
出
土
の
経
筒
に
共
通
性
が
認
め
ら
れ

ま
す
。
ま
た
、
県
下
に
お
い
て
経
巻
が
出
土
し
た
例
と
し
て
新
宮
安
楽
寺
跡
経
塚
（
坂
出
市
府
中
町
）

か
ら
四
巻
分
、
富
田
経
塚
か
ら
三
巻
分
見
つ
か
っ
て
い
る
だ
け
で
非
常
に
貴
重
な
も
の
で
す
。
形
態
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等
か
ら
平
安
時
代
末
か
ら
鎌
倉
時
代
初
め
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

経
塚
は
、
釈
迦
の
入
滅
後
、
正
法
・
象
法
・
末
法
と
世
が
移
り
、
つ
い
に
は
仏
教
が
衰
滅
し
て
し

ま
う
と
い
う
末
法
思
想
が
広
ま
っ
た
十
一
世
紀
の
後
半
（
平
安
時
代
後
期
）
か
ら
経
典
を
経
筒
に
入

れ
、
埋
納
す
る
風
習
が
盛
ん
に
な
り
は
じ
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
末

法
の
世
を
経
て
五
十
六
億
七
千
万
年
後
に

弥
勒
如
来
が
再
び
こ
の
世
の
救
世
主
と
し

て
現
れ
る
時
ま
で
の
経
典
の
保
存
を
本
来

の
目
的
と
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、

寺
院
や
神
社
の
境
内
地
な
ど
で
発
見
さ
れ

る
場
合
が
多
い
の
で
す
。 

 

３ 

屋
島
南
麓
の
古
墳 

 

か
つ
て
屋
島
の
南
麓
斜
面
に
は
、
古
墳

が
分
布
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
多
く
が
、

開
墾
や
宅
地
開
発
に
よ
っ
て
壊
さ
れ
残
っ
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て
い
ま
せ
ん
。
今
回
は
現
在
残
っ
て
い
る
数
少
な
い
古
墳
を
紹
介
し
ま
す
。 

 (

１)  

東
ひ
が
し

山
地

や

ま

じ

古
墳

こ

ふ

ん 
 

東
山
地
墓
地
の
西
側
斜
面
に
立
地
す
る

直
径
約
一
〇
ｍ
の
規
模
を
も
つ
古
墳
で
す
。

入
口
部
分
は
土
砂
に
埋
も
れ
て
い
て
人
一

人
が
や
っ
と
通
れ
る
程
の
隙
間
し
か
無
く
、

こ
れ
ま
で
正
式
な
調
査
は
行
わ
れ
て
い
な

い
の
で
石
室
の
規
模
等
は
不
明
で
す
が
、

石
室
石
材
の
積
み
上
げ
状
況
か
ら
横
穴
式

石
室
を
主
体
部
と
し
、
東
に
向
っ
て
開
口

し
て
い
ま
す
。
古
墳
か
ら
の
出
土
遺
物
は

伝
え
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
石
室
の
形
態
か
ら
古
墳
時
代
後
期
の
古
墳
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 (

２)
 

金
刀
比
羅
社
域
古
墳

こ

と

ひ

ら

し

ゃ

い

き

こ

ふ

ん 

屋
島
小
学
校
の
北
東
、
四
国
電
力
高
松
荘
の
裏
山
に
あ
る
金
刀
比
羅
社
の
小
祠
、
東
側
約
八
ｍ
に

金刀比羅社域古墳  
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立
地
す
る
古
墳
で
す
。
蓋ふ

た

石い
し

が
取
り
除
か
れ
た
主
体
部
の
箱
式
石
棺
が
露
出
し
、
石
棺
の
北
半
部
に

は
小
祠
を
祀
っ
て
い
ま
す
。
箱
式
石
棺
の
規
模
は
、
前
述
の
と
お
り
小
祠
が
存
在
し
て
い
る
た
め
、

全
体
の
大
き
さ
は
不
明
で
す
が
、
全
長
約
二
ｍ
、
幅
〇
・
四
五
ｍ
の
規
模
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
ま
す
。

石
棺
の
北
半
部
上
の
小
祠
の
台
座
石
垣
に
は
、
石
棺
の
蓋
石
と
思
わ
れ
る
板
石
が
使
用
さ
れ
て
い
ま

す
。 

 ４

 

二

つ

池 

（
仲
池
・
道
池
） 

仲

池

（

通

称

長

池
）・
道
池(

通
称
新

池)

を
あ
わ
せ
て
地

元
で
は
二
つ
池
と

呼
ん
で
い
ま
す
。
屋

島
山
の
南
嶺
を
流

れ
る
大
谷
川
な
ど
の
流
域
の
水
を
受
け
て
下
流
に
広
が
る
田
地
を
潤
す
た
め
に
築
造
さ
れ
た
も
の
で
、 

東 山 地 古 墳  



 

6 

宝
暦
（
一
七
五
一
～
一
七
六
三
）
年
間
に
高
松
藩
が
編
さ
ん
し
た
「
池
泉
合
符
録
」
に
は
片
元
村
の

「
仲
池
」
「
道
池
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
築
造
か
ら
二
五
〇
年
余
り
が
経
過
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
屋
島
の
山
麓
に
は
大
小
二
〇
〇
余
り
の
た
め
池
が
存
在
し
ま
す
が
、
仲
池
は
昭
和
五
十
五
年

に
一
部
が
屋
島
小
学
校
の
校
地
と
し
て
埋
め
立
て
ら
れ
た
も
の
の
、
屋
島
山
麓
の
た
め
池
の
中
で
は
、

最
も
大
き
い
。
両
池
は
平
成
四
～
七
年
に
か
け
て
改
修
工
事
が
実
施
さ
れ
、「
憩
い
と
ふ
れ
あ
い
の
場
」

と
し
て
堤
防
は
遊
歩
道
や
休
憩
所
が
整
備
さ
れ
る
な
ど
地
元
の
方
の
憩
い
の
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

  
 

 
 

 
 

 

５ 

地
蔵
寺

じ

ぞ

う

じ

（
宝
幢
山

ほ
う
と
う
さ
ん

延
命
院

え
ん
め
い
い
ん

地
蔵
寺

じ

ぞ

う

じ

） 

 
 

屋
島
寺
の
末
寺
で
行
基
菩
薩
が
創
建
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
寺
で
、
創
建
当
初
は
、
現
在
の
地
よ
り

も
西
に
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
本
尊
は
地
蔵
菩
薩
。
弘
仁
年
間
に
空
海
が
屋
島
寺
を
造
営

し
た
時
、
修
理
を
し
「
花
蔵
院
」
と
称
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
大
破
し
た
の
で
、
文
禄
年
中
、
良
印

と
い
う
僧
と
山
地
刑
部
と
い
う
人
が
、
協
同
で
相
引
川
の
北
の
方
へ
再
建
し
ま
し
た
（
旧
大
橋
前
の

公
民
館
の
西
）
。
そ
の
後
、
延
宝
年
間
に
清
澄
と
い
う
僧
が
現
在
地
に
移
し
ま
し
た
。
か
つ
て
寺
の
参

道
脇
に
は
「
亀
の
甲
松
」
と
呼
ば
れ
る
樹
齢
二
五
〇
～
二
六
〇
年
と
想
定
さ
れ
る
大
木
の
並
木
が
あ
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り
ま
し
た
。
ま
た
、
一
葉
松
と
呼
ば
れ
る
樹
齢
約
三
〇
〇
年
と
い
わ
れ
る
黒
松
が
境
内
に
あ
り
ま
し

た
。
こ
の
黒
松
は
突
然
変
異
種
で
、
葉
が
二
枚
合
着
し
一
本
と
な
っ
た
も
の
で
高
松
市
の
名
木
に
指

定
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
四
年
秋
に
松
喰
虫
で
枯
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

 

６ 

八
坂
神
社 

 

屋
島
西
町
が
昔
、
西
潟
元
村
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
ろ
に
山
田

郡
喜
多
郷
に
属
し
て
い
た
村
人
は
、
木
太
村
の
郷
社
で
あ
る
八

坂
神
社
の
氏
子
で
し
た
。
西
潟
元
村
の
氏
子
が
、
氏
神
で
あ
る

八
坂
神
社
へ
参
詣
す
る
に
は
、
春
日
川
・
新
川
と
い
う
二
本
の

大
き
な
川
を
渡
る
必
要
が
あ
り
、
出
水
が
あ
る
と
、
し
ば
し
ば

参
詣
で
き
な
い
た
め
、
木
太
村
牛
頭

ご

ず

天
王
社

て
ん
の
う
し
ゃ

よ
り
勧
進
し
、
現

在
の
場
所
に
遷
し
た
の
が
、
屋
島
の
八
坂
神
社
の
始
ま
り
で
す
。

木
太
村
か
ら
勧
進
以
来
明
治
維
新
ま
で
は
「
天
王
は
ん
」
と
呼

ば
れ
崇
め
ら
れ
て
い
た
が
、
明
治
二
年
三
月
に
八
坂
神
社
と
改

め
ら
れ
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。 

石  船  碑  八 坂 神 社  
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秋
季
例
大
祭
は
古
く
は
十
月
六
・
七
日
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
十
月
第
一
土
曜
日
・
日
曜
日
に
改

め
ら
れ
て
い
ま
す
。 
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