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大
檀
那
と
な
り
摂
社
八
幡
神
社
を
再
建
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
慶
長
十
七
年
（1612

）
に
は
子
息
の
真
種

や
和
泉
守
徳
忠
ら
と
共
に
檀
那
と
な
っ
て
吉
備
津
神
社

の
御
釜
殿
を
再
建
し
た
の
を
始
め
、元
和
元
年
（1615

）

の
同
社
本
殿
・
拝
殿
の
檜
皮
葺
屋
根
の
葺
き
替
え
の
時

に
も
真
種
・
徳
忠
ら
と
と
も
に
檀
那
と
し
て
費
用
の
大

半
を
負
担
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
同
社
の
回
廊
の
造

進
等
も
行
っ
た
。

　
智
種
は
元
和
九
年
（1623
）
八
月
五
日
に
石
見
で

死
去
し
、
同
所
の
清せ
い
す
い
じ

水
寺
と
安
原
谷
に
埋
葬
さ
れ
て
い

る
が
、
早
島
の
子
孫
も
智
種
の
功
績
を
忍
び
天
明
四
年

（1784

）
塩
津
に
供
養
塔
を
建
立
し
て
い
る
。

　

戦
国
時
代
後
期
か
ら
江
戸
時
代
前
期
に
か
け
て

の
日
本
最
大
の
銀
山
で
あ
る
。

　
鎌
倉
時
代
末
期
に
銀
が
出
た
と
い
う
伝
説
も
あ

る
が
、
本
格
的
に
開
発
し
た
の
は
博
多
の
商
人
、

神
谷
寿
貞
で
あ
る
。
海
上
か
ら
山
が
光
る
の
を
見

た
神
谷
は
領
主
大
内
義
興
の
支
援
と
出
雲
の
銅
山

主
・
三
島
清
右
衛
門
の
協
力
を
得
て
大
永
六
年

（1526

）
銀
峯
山
の
中
腹
で
地
下
の
銀
を
掘
り
出

し
た
。

　
鉱
脈
は
石
見
国
東
部
、
現
在
の
島
根
県
大
田
市

大
森
の
地
を
中
心
と
し
、
同
市
仁
摩
町
や
温ゆ

の

つ
泉
津

町
に
も
広
が
っ
て
い
た
。

　
最
盛
期
の
銀
産
出
量
は
世
界
全
体
の
三
分
の
一

に
達
し
、ス
ペ
イ
ン
の
ペ
ル
ー
副
王
領
ポ
ト
シ
（
現

ボ
リ
ビ
ア
）
の
セ
ロ
・
リ
コ
と
並
ぶ
銀
産
出
地
と

し
て
西
欧
・
中
国
で
も
有
名
に
な
っ
た
。

　
日
本
を
代
表
す
る
鉱
山
遺
跡
と
し
て
昭
和

四
十
四
年
に
国
指
定
史
跡
と
な
っ
た
。
現
在
で
も

銀
山
採
掘
の
た
め
に
掘
ら
れ
た
「
間ま

歩ぶ

」
と
呼
ば

れ
る
坑
道
が
五
〇
〇
余
り
残
り
、
龍
源
寺
間
歩
の

一
部
は
一
般
公
開
さ
れ
て
い
る
。

石い
わ
み見
銀
山

安
原
伝
兵
衛
が
徳
川
家
康
か
ら
拝
領
し
た
「
辻
ヶ
花
染

丁
字
文
胴
服
」（
国
指
定
重
要
文
化
財
）　
　
　
　
　
　

石
見
銀
山
清
水
寺
所
有
・
京
都
国
立
博
物
館
収
蔵

石見銀山の町並み

慶長年間に安原伝兵衛が夢のお告げで発見されたとさ
れる「釜屋間歩」（昭和 44 年国史跡指定）　　　　　
内部は非公開

安原備中守の掛け軸
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当
社
の
社
名
は
、
由
緒
に
よ
る
と
、
貞
和
六
年
二
月

二
十
一
日
（1350

）
吉
備
津
神
社
か
ら
ご
分
霊
を
勧

請
し
て
か
ら
明
治
維
新
ま
で
、「
御お
ん
ざ
き
ぐ
う

崎
宮
」
と
呼
ば
れ

て
お
り
、
享
保
十
一
年
（1726

）
神
祇
官
か
ら
賜
っ

た
宗そ
う
げ
ん
せ
ん
じ

源
宣
旨
に
も
「
御
崎
宮
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
平
安
末
期
に
、
後
白
河
法
皇
が
当
時
流
行
し
た
歌
謡

を
集
め
編
纂
し
た
も
の
に｢

梁り
ょ
う
じ
ん
ひ
し
ょ
う

塵
秘
抄
」
と
い
う
今
様

歌
謡
集
が
あ
る
。

　
そ
の
中
に｢

一い
っ
ぽ
ん
し
ょ
う
り
ょ
う
き
び
つ
み
や

品
聖
霊
吉
備
津
宮
、
新し
ん
ぐ
う宮
、
本ほ
ん
ぐ
う宮
、

内う
ち
の
み
や

の
宮
、
隼は
や
と
ざ
き

人
崎
、
北
や
南
の
神か
み
ま
ろ
う
ど

客
人
、
艮う
し
と
らみ
さ
き
は

恐
ろ
し
や｣

と
あ
り
、
こ
の
「
艮
み
さ
き
」
は
、
吉

備
津
神
社
本
殿
内
部
の
外
陣
の
四
隅
に
祀
っ
て
あ
る

艮う
し
と
ら
お
ん
ざ
き

 

御
崎
・
乾い
ぬ
い
お
ん
ざ
き

 

御
崎
・
巽た
つ
み
お
ん
ざ
き

 

御
崎
・
坤
ひ
つ
じ
さ
る
お
ん
ざ
き

 

御 

崎
ま
た
、
中

陣
の
二
隅
に
祀
っ
て
あ
る
東と
う
し
ゃ
く
お
ん
ざ
き

笏
御
崎
、
西せ
い
し
ゃ
く
お
ん
ざ
き

笏
御
崎
の
内

で
外
陣
の
艮
御
崎
を
指
す
。
　

　
現
在
で
も
吉
備
津
神
社
を
中
心
に
、
御
崎
と
い
わ
れ

る
神
社
が
数
多
く
あ
り
、
御
崎
神
社
（
宮
）
の
多
く
は

吉
備
津
神
社
の
分
霊
を
祀
っ
て
お
り
、
古
く
は
吉
備
津

御
崎
宮
と
称
し
、
遥
拝
所
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
御
崎
神
社
（
宮
）
の
中
に
は
、
丑
寅
御
崎
宮
ま

た
は
艮
御
崎
と
云
わ
れ
る
も
の
も
多
く
、
平
安
の
昔
か

ら
丑
寅
御
崎
の
霊
威
は
畏
敬
せ
ら
れ
て
お
り
、
当
社
の

名
称
も
「
御
崎
宮
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
明
治
維
新
か
ら
は
鶴
𥔎
神
社
と
改
称
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
、
賀
陽
氏
の
古
書
に
よ

神 

社 

の 

神 

紋

る
と
、「
神
社
が
鎮
座
す
る
山
の
形
が
鶴
が
舞
っ
て
い

る
形
に
似
て
い
た
た
め
、
鶴
形
山
と
い
わ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
そ
の
山
に
は
松
が
生
い
茂
っ
て
、
多
く
の
鶴
が

生
息
し
て
お
り
、
そ
の
鶴
は
山
の
西
南
一
帯
の
広
い
浅

瀬
を
餌
場
と
し
て
い
た
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
鶴
が
棲
む
御お
ん
ざ
き
ぐ
う

崎
宮
と
い
う
事
か
ら
鶴
𥔎
神
社
と
な
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

　
明
治
以
前
に
「
御
崎
宮
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
は

当
社
の
資
料
を
始
め
種
々
の
文
献
に
も
記
述
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
の
証
と
な
る
も
の
は
、
正
面
参
道
の
石
鳥
居

に
平
成
八
年
ま
で
掛
け
ら
れ
て
い
た
木
製
額
以
前
に
掛

け
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
、
石
製
社
号
額
に
刻
ま
れ

た
「
御
嵜
宮
」
の
文
字
で
あ
る
。

　
こ
の
額
は
、
裏
の
凸
部
分
が
欠
け
た
状
態
で
、
保
存

さ
れ
て
お
り
、
社
名
を
変
更
し
た
た
め
に
、
鳥
居
か
ら

外
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
度
の
改
築

で
本
殿
や
上
社
務
所
の
束
石
と
し
て
輪
切
り
に
し
た
鳥

居
の
柱
を
使
用
し
て
い
た
事
が
判
明
し
た
。

　
明
治
二
十
七
年
以
前
に
何
ら
か
の
事
故
に
よ
り
、
鳥

居
が
倒
壊
し
た
と
思
わ
れ
る
。
　

御嵜宮の文字が刻まれた社号額

　　鶴𥔎神社と刻まれた社号額

　
家
紋
と
同
じ
よ
う
に
、
神
社
に
も
紋
所
が
あ
り
、
こ

れ
を
神
紋
と
呼
び
、
ま
た
社
紋
と
も
呼
ば
れ
社
頭
に
掲

げ
ら
れ
る
事
が
多
い
。

　
神
紋
は
、主
と
し
て
祭
神
に
関
す
る
伝
承
や
鎮
座
地
、

社
名
、
神
職
の
家
紋
な
ど
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
。
神

紋
を
更
に
①
神
紋（
祭
神
の
紋
）、②
社
紋（
神
社
の
紋
）、

③
社
家
紋
に
分
け
る
説
も
あ
る
。
中
で
も
三
つ
巴ど
も
えの
紋

を
神
紋
と
す
る
神
社
が
圧
倒
的
に
多
い
。

　
鶴
𥔎
神
社
の
本
殿
の
鬼
板
に
は
十
六
弁
八
重
表
菊
紋

が
付
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
紋
章
は
天
皇
や
皇
室
を
表

す
紋
章
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
近
世
以
前
は
ご
く
限
ら

れ
た
神
社
で
の
み
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
明
治
十
二
年

に
官
国
幣
社
に
お
い
て
使
用
が
認
め
ら
れ
て
か
ら
は
、

菊
紋
を
神
紋
と
す
る
神
社
が
急
速
に
増
え
た
。

　
鶴
𥔎
神
社
の
祭
神
は
第
七
代
孝
霊
天
皇
の
第
三
王
子
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