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松
崎
八
幡
宮
は
、
廣
島
縣
廰
編

『
廣
島
縣
史
』（
大
正
12
年
）
に

は
「
松
崎
に
あ
り
、
男
山
八
幡
の

別
宮
た
り
し
も
の
な
り
」
と
あ

る
。
ま
た
、
江
戸
時
代
の
文
政
八

（
１
８
２
５
）
年
に
完
成
し
た
『
藝

藩
通
志
』
に
は
、「
別べ

つ
ぐ
う宮
と
称
せ

る
は
、
宇
佐
八
幡
宮
に
わ
か
て
る

に
や
、
建け

ん
に
ん仁
、
文ぶ
ん
れ
き暦
年
間
の
文
書

に
当
社
の
名
あ
れ
ば
、
そ
の
頃
既

に
社

や
し
ろ
あ
り
し
こ
と
知し
る

べ
し
」
と
あ

る
。『
藝
藩
通
志
』
は
、
第
八
代

藩
主
斉な
り
か
た賢
公
が
、
頼
ら
い
き
ょ
う
へ
い

杏
坪
に
命
じ

て
藩
内
各
地
の
地
理
・
風
俗
・
歴

史
・
社
寺
・
古
跡
・
名
勝
を
調
査

し
記
録
し
た
も
の
で
郷
土
史
研
究

に
欠
か
せ
な
い
資
料
で
あ
る
。

　
建
仁
年
間
の
文
書
と
は
、
建
仁
四

（
１
２
０
４
）
年
「
左

さ
え
も
ん
の
じ
ょ
う
こ
れ
む
ね

衛
門
尉
惟
宗

（そ
う
の
の
り
ち
か
ゆ
ず
り
じ
ょ
う

宗
孝
親
）
譲
状
」（
原
田
家
文
書
）

で
、『
ひ
ろ
が
る
田
所
文
書
の
世

界
』（
府
中
町
歴
史
民
俗
資
料
館

編
）
に
よ
れ
ば
、
初
期
の
安
芸
国

守
護
の
宗
孝
親
が
松
崎
八
幡
宮
敷

地
内
に
一
間
四
面
の
堂
を
建
て
て

い
た
が
未
完
成
で
あ
っ
た
。
そ

こ
で
政

ま
ん
ど
こ
ろ
所
（
国
衙
の
役
人
）
の

幕
府
が
認
め
た
の
で
あ
っ
た
。

　
松
崎
八
幡
宮
の
社
領
は
、「
田
所

文
書
」
の
中
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

田
所
文
書
は
広
島
県
重
要
文
化
財

に
指
定
さ
れ
て
い
る
鎌
倉
時
代
の

古
文
書
で
あ
る
。
第
一
巻
の
「
安

芸
国
国
衙
領
注
進
状
」
は
、
鎌
倉

時
代
初
期
～
中
期
の
安
芸
国
内
の

田
畠
の
状
況
を
具
体
的
に
伝
え
る

文
献
史
料
で
、
国
衙
領
の
郡
・
郷
・

村
・
名
み
ょ
う
の
詳
細
が
把
握
で
き
る
。

五ご
ろ
う
だ
ゆ
う
す
け
き
よ

郎
太
夫
助
清
な
る
人
物
に
譲

り
、
完
成
さ
せ
供
養
し
て
く
れ
る

よ
う
依
頼
し
た
内
容
で
あ
る
。
そ

し
て
造
営
に
必
要
な
材
木
や
番
ば
ん
し
ょ
う
匠

（
大
工
）
の
食
料
や
完
成
後
の
祭

事
な
ど
の
費
用
を
守
護
の
持
分
の

田
か
ら
の
収
益
で
賄
う
よ
う
に
し

て
い
る
。
そ
し
て
助
清
は
造
営
の

報
酬
と
し
て
俗
別
当
職
（
堂
運
営

事
務
を
統
括
す
る
僧
侶
で
な
い

人
）
の
役
職
を
子
孫
に
伝
え
る
事

（
世
襲
化
）
を
許
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
供
養
の
飲
食
物
や
灯
明
の

油
の
費
用
も
給
付
す
る
と
い
っ
た

文
書
で
あ
る
。
ま
た
、
文
暦
二

（
１
２
３
５
）年「
関
東
下げ
ち
じ
ょ
う

知
状
案
」

（
厳
島
野
坂
文
書
）
は
守
護
の
藤

原
親ち

か
ざ
ね実
に
対
し
て
、
守
護
の
得と
く
ぶ
ん分

（
収
益
）
と
し
て
国
府
近
傍
の
地

頭
職
や
安
芸
国
内
に
散
在
す
る
田

畠
と
松
崎
八
幡
宮
の
下げ
し
き職
（
管
理

権
）
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

「
関
東
下
知
状
」
は
鎌
倉
幕
府
が

出
し
た
公
式
の
文
書
で
、
安
芸
国

守
護
が
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
た

め
に
田
畠
や
諸
職
を
守
護
領
お
よ

び
権
利
と
し
て
確
保
す
る
こ
と
を

府
中
町
文
化
財
保
護
審
議
会
会
長

横
田
　
禎
昭

消
費
生
活
相
談

　
パ
ソ
コ
ン
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
見
て
い
た
ら
、「
ウ
イ
ル
ス
に
感

染
し
て
い
る
」
と
の
表
示
が
出
た
。

表
示
さ
れ
た
番
号
に
電
話
す
る
と
、

日
本
語
を
話
す
外
国
人
が
出
て
、

対
策
ソ
フ
ト
を
勧
め
ら
れ
た
の
で
、

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
番
号
や
個
人

情
報
を
伝
え
て
申
し
込
み
、
電
話

で
指
示
を
受
け
な
が
ら
遠
隔
操
作

で
ソ
フ
ト
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
。

そ
の
後
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
情

報
で
、
詐
欺
だ
と
気
づ
い
た
。
再

度
電
話
し
て
解
約
を
申
し
出
た
が
、

日
本
語
が
な
か
な
か
通
じ
ず
、
適

当
に
あ
し
ら
わ
れ
た
。
解
約
し
返

金
し
て
ほ
し
い
。(

20
代
　
女
性)

　
契
約
を
し
た
相
手
方
に
、
電
話

と
メ
ー
ル
で
は
っ
き
り
と
解
約
を

申
し
出
る
よ
う
に
助
言
し
ま
し
た
。

解
約
を
了
解
し
た
メ
ー
ル
が
届
け

ば
、
そ
れ
を
も
っ
て
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
会
社
に
主
張
で
き
ま
す
。

パ
ソ
コ
ン
に
取
り
込
ん
だ
ソ
フ
ト

は
、
自
分
で
ア
ン
イ
ン
ス
ト
ー
ル

す
る
か
、
購
入
し
た
電
器
店
等
で

有
料
で
や
っ
て
も
ら
う
よ
う
助
言

し
ま
し
た
。
後
日
、
パ
ソ
コ
ン
は

初
期
化
し
た
こ
と
と
、
解
約
に
な

っ
た
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。

　
パ
ソ
コ
ン
操
作
中
に
突
然
現
れ

る
警
告
表
示
は
、
本
当
の
危
険
や

エ
ラ
ー
等
を
知
ら
せ
る
も
の
と
は

限
ら
ず
、
消
費
者
の
不
安
を
あ
お

り
ソ
フ
ト
の
購
入
手
続
き
に
誘
導

す
る
「
広
告
」
の
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
音
や
画
面
表
示
が
出
て
も
、

と
に
か
く
慌
て
ず
、
落
ち
着
く
こ

と
が
大
切
で
す
。
信
頼
で
き
る
表

示
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
場
合
は
、

ク
リ
ッ
ク
や
表
示
さ
れ
た
連
絡
先

に
電
話
を
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し

ょ
う
。
警
告
音
や
画
面
を
消
す
方

法
は
、
独
立
行
政
法
人
情
報
処
理

推
進
機
構
（
Ｉ
Ｐ
Ａ
）
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
が
参
考
に
な
り
ま
す
。

ふ
る
さ
と
歴
史
散
歩

  

〔
第
１60
回
〕 
松
崎
八
幡
宮
址
　
　
そ
の
二

消費生活相談員による
相談窓口

町民生活課(役場４階)
☎286ｰ3１28
月～金曜日

午前９時～正午
午後１時～４時

相
談
内
容

ア
ド
バ
イ
ス

～
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
閲
覧
中
の
偽
の
警
告
に
だ
ま

　
さ
れ
な
い
で
！
～

松崎八幡別宮古図


