
い
」
と
い
う
言
葉
が
心
に
響
く
。
お
互

い
に
感
染
し
な
い
よ
う
に
、
注
意
し
た

生
活
を
送
る
た
め
の
心
得
で
も
あ
る
。

自
ら
を
守
り
、
大
切
な
人
を
守
る
た
め

に
。

月

日
、

日
の
新
聞
報
道
で
、

2

19

20

職
員
に
感
染
者
が
出
た
介
護
施
設
の
法

人
は
「
施
設
利
用
者
の
家
族
や
市
民
に

不
安
を
広
げ
な
い
た
め
、
正
確
な
情
報

を
提
供
し
た
い
」
と
し
て
、
あ
え
て
施

設
名
を
公
表
し
た
。
ま
た
感
染
し
た
男

性
職
員
の
同
僚
と
利
用
者
に
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検

査
を
受
け
さ
せ
た
が
全
員
陰
性
だ
っ
た

こ
と
も
伝
え
た
。

同
施
設
は
、
光
触
媒
を
用
い
た
殺
菌
や

プ
レ
ミ
ア
ム
電
解
水
に
よ
る
室
内
噴

霧
、
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
な
ど
の
対
策
を

徹
底
し
て
い
た
。
職
員
は
手
洗
い
と
う

が
い
、

日

回
の
検
温
も
行
い
、
マ

1

3

ス
ク
も
二
重
に
し
て
着
用
し
て
い
た
。

職
員
と
職
員
の
家
族
に
対
し
て
も
定
期

的
に
抗
原
検
査
を
行
っ
て
い
る
と
い

う
。

同
法
人
の
理
事
長
は
、
「
誹
謗
中
傷
や

噂
話
な
ど
が
広
が
り
、
利
用
者
の
家
族

や
市
民
の
皆
様
に
不
安
を
与
え
な
い
よ

う
、
正
確
な
情
報
発
信
が
必
要
と
考
え

公
表
し
た
。
今
後
も
感
染
防
止
策
を
徹

組
織
づ
く
り
は
、
末
崎
を
ど
の
よ

う
な
「
ま
ち
」
に
し
た
い
の
か
、
す

る
の
か
、
に
よ
っ
て
構
成
内
容
が
変

わ
っ
て
く
る
の
で
、
事
前
に
調
査
な

ど
も
行
い
十
分
議
論
す
る
必
要
が
あ

る
。

①
県
道
路
整
備
課
に
よ
る
と
大
船
渡

広
田
陸
前
高
田
線
の
船
河
原
か
ら

細
浦
ま
で
は
舗
装
に
ラ
イ
ン
も
引

か
れ
道
路
部
分
は
完
成
し
て
い
る

が
、
法
面
の
再
工
事
な
ど
が
現
在

行
わ
れ
て
い
る
。

月
中
に
終
了

3

の
予
定
で
あ
り
、
そ
の
後
検
査
が

行
わ
れ
完
成
と
な
る
。
早
け
れ
ば
、

月
か
ら
そ
の
完
成
部
分
に
つ
い

4て
地
域
住
民
に
対
し
て
使
用
さ
せ

た
い
と
考
え
て
い
る
と
の
こ
と
。

②
小
学
校
前
か
ら
の
碁
石
線
に
お
い

て
も

月
末
に
至
ら
な
く
て
も
完

12

成
部
分
に
つ
い
て
は
、
地
域
住
民

に
対
し
て
早
め
に
供
用
さ
せ
た
い

と
考
え
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ

る
。

③
全
線
の
供
用
開
始
は

月
の
予

1

定
。

峰
岸
地
内
の
防
潮
堤
工
事

①
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事
は

月
中
に

2

完
成
予
定
。

②
陸
閘
の
扉
設
置
は

月
中
に
完
成

3

予
定
。

ボ

ッ

チ

ャ

大

会

は

月

日

2

26

（
金
）
、
ラ
ー
ジ
ボ
ー
ル
大
会
は
3

月

日
（
火
）
開
催
の
予
定
で
し
た

2
が
町
内
に
お
い
て
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
が
発
生
し
た
こ
と
か
ら

月
3

下
旬
に
変
更
い
た
し
ま
す
。
な
お
、

今
後
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
状

況
に
よ
り
開
催
が
難
し
い
場
合
も
考

え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
も
含
め
て
、
3

月
の
館
報
で
、
あ
ら
た
め
て
ご
案
内
い

た
し
ま
す
。
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

ラ
ー
ジ
ボ
ー
ル
卓
球
大
会
・

ボ
ッ
チ
ャ
大
会
の
延
期

新
県
道
の
一
部
供
用
開
始

大
船
渡
市
内
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
者
は

月

日
現
在
、

2

20

30

人
と
な
っ
た
。
末
崎
町
内
に
お
い
て

も
ウ
イ
ル
ス
検
出
者
が
発
生
し
４
日

に
入
院
し
た
感
染
者
は
じ
め

日
ま

12

で
に

人
の
感
染
が
確
認
さ
れ
た
。

6

い
ず
れ
も
地
域
内
の
公
民
館
で
開
か

れ
た
会
合
に
同
席
し
た

人
と
そ
れ

3

ぞ
れ
の
濃
厚
接
触
者
で
あ
る
同
居
家

族

人
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
に
コ

3
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
特
有
の

度
37

以
上
の
熱
や
せ
き
、
鼻
水
、
喉
の
痛

み
。
中
に
は
味
覚
、
臭
覚
に
異
常
を

感
じ
た
と
い
う
人
も
い
た
が
皆
重
症

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は
い
つ
、

ど
こ
か
ら
発
生
す
る
か
、
わ
か
ら
な

い
と
常
々
い
っ
て
い
た
も
の
の
、
末

崎
町
内
か
ら
感
染
者
が
出
る
と
は
、

夢
に
も
思
わ
な
か
っ
た
。

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
目
に
見
え
な
い

か
ら
厄
介
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
ウ

イ
ル
ス
は
人
体
の
ど
こ
に
住
み
着
い

て
、
ど
う
い
う
悪
さ
を
す
る
か
わ
か

ら
な
い
。
人
そ
れ
ぞ
れ
の
よ
う
だ
。

後
遺
症
で
苦
し
ん
で
い
る
人
か
ら
テ

レ
ビ
等
で
知
ら
さ
れ
る
と
心
配
を
超

え
て
恐
怖
心
さ
え
感
じ
る
。

そ
れ
故
、
「
う
つ
ら
な
い
、
う
つ
さ
な

 

末崎町の石碑・祠・神社(42)
金比羅神社について ～ その 1

(1) 金毘羅神社とは
金毘羅さんの名で全国的に知られている神で、総本社 香川県

中多度郡琴平町、琴平山(ことひらさん)(象頭山・ぞうずさん)鎮
座の金刀比羅宮(ことひらぐう)である。現在は大物主神(おおも
のぬしのかみ)を主神とし、相殿に崇徳上皇を祀るが、明治以前
は金刀比羅大権現と称されていた。社名は、金毘羅、金比良、琴
平などと称される場合もある。
元々は、天竺(てんじく・インド)、霊鷲山（りょうじゅせん）

の鬼神で蛇形、尾に宝玉を蔵する神であった。近世より仏教の薬
師如来を守護する十二神将の、宮毘羅(くびら)大将または金毘羅
童子にあたるとのことから、それらの信仰が広まった。
宮毘羅(くびら)は、水運の神であったことから、航海の安全を

守る神として船人が最も尊崇した。特に江戸時代には海上守護、
大漁祈願など、漁師や船乗りらをはじめ、民衆の多大な信仰を集
めた｡雨の神、農耕の神としても信仰された。
「流し樽」の風習がある。これは参詣できない船乗りが、酒や

初穂料を樽に詰め、それに船名などを墨で記した幟をつけて海に
流し、これを見つけた船がその人に代わって神社に奉納すると幸
運が訪れるというものである。
(2) 末崎町の分布状況
末崎町には 15 社あるが、その内 11 社は石碑で 3 社は小祠、社

殿のあるものは 1社だけである。

梅神の踏切付近にある金毘羅大権現碑

か
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
あ

ら
た
め
て
感
染
症
に
罹
ら
ぬ
よ
う
、

各
自
予
防
に
努
め
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
に
、
つ
ぎ
の
こ
と
を
守

り
ま
し
ょ
う
。

１
．
不
要
不
急
の
外
出
は
控
え
る
。

２
．

密
（
密
閉
、
密
集
、
密

3接
）
を
さ
け
る
。

３
．
マ
ス
ク
の
着
用
。

４
．
手
洗
い
、
う
が
い
の
励
行
。

５
．

人
以
上
の
飲
食
は
控
え
る
。

5

末
崎
地
区
公
民
館
は
３
月
７
日

ま
で
利
用
停
止
で
す

大
船
渡
市
は
組
織
替
え
を
し
、

本
年
度
よ
り
地
区
公
民
館
は
協
働

ま
ち
づ
く
り
部
の
管
轄
下
に
置
か

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
担
当
は
市

民
協
働
課
で
、
こ
こ
数
年
の
う
ち

に
地
区
公
民
館
を
「
地
区
セ
ン
タ

ー
」
に
す
る
た
め
地
域
住
民
の
理

解
を
得
る
「
説
明
会
」
を
開
催
し

て
い
る
。
末
崎
地
区
と
し
て
は
、

月
頃
ま
で
に
は
実
施
し
た
い
と

4考
え
て
い
る
。

市
と
し
て
は
年
々
人
口
が
減
少

し
税
収
が
上
が
ら
な
い
う
え
少
子

高
齢
化
が
進
ん
で
医
療
費
や
扶
助

費
が
増
え
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
は

財
政
状
態
が
厳
し
く
な
り
、
事
業

の
縮
小
や
職
員
の
削
減
に
よ
り
市
民
へ

の
サ
ー
ビ
ス
が
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
で

き
な
く
な
る
こ
と
か
ら
、
市
に
頼
ら
な

い
地
域
の
あ
り
方
、
ま
ち
づ
く
り
と

し
て
「
地
区
セ
ン
タ
ー
化
」
を
進
め

て
い
る
。

末
崎
町
の
諸
課
題
は
末
崎
の
住
民

（
若
者
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
）
が
関

わ
っ
て
解
決
し
て
い
く
。
そ
の
た
め

に
組
織
（
地
区
運
営
組
織
）
を
作
っ

て
、
そ
こ
で
企
画
立
案
し
、
実
行
、

管
理
運
営
を
し
て
い
く
の
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

コ
ロ
ナ
感
染
予
防
の
徹
底
を

底
し
、
す
み
や
か
に
情
報
提
供
し
て
い

く
」
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
感
染
者
が
特
定
さ
れ
る
と

誹
謗
中
傷
で
苦
し
む
可
能
性
が
あ
る
と

し
て
ひ
た
隠
し
に
し
て
い
た
と
こ
ろ
が

あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
誰
が
ど
こ
で
感

染
し
た
か
も
知
ら
さ
れ
ず
、
憶
測
で
う

わ
さ
が
広
ま
り
関
係
の
な
い
人
々
を
苦

し
め
る
こ
と
も
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。正

し
い
情
報
の
公
表
に
よ
り
無
用
な

混
乱
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は

勿
論
の
こ
と
、
予
防
に
も
つ
な
が
る
こ

と
は
確
か
だ
。
無
論
誹
謗
中
傷
は
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
感
染
者
に
は
、

不
運
だ
っ
た
と
思
い
、
寄
り
添
い
、
早

い
快
復
を
願
う
心
、
思
い
や
り
の
心
こ

そ
大
切
で
あ
る
と
訴
え
た
い
。

そ
の
思
い
や
り
の
心
こ
そ
地
域
の
よ

り
良
い
人
間
関
係
を
構
築
す
る
礎
だ
。

末
崎
町
に
は
そ
れ
が
あ
る
。

こ
れ
か
ら
人
口
減
少
と
高
齢
化
が
進

む
中
、
互
い
に
支
え
合
っ
て
生
き
て

い
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
発
生
し
た

こ
と
を
機
に
心
の
絆
を
一
層
深
め
て

い
き
ま
し
ょ
う
。

末
崎
に
お
け
る
感
染
症
は
収
束
に
向

地
区
公
民
館
か
ら

地
区
セ
ン
タ
ー
へ
（
そ
の
２
）

デジタル公民館まっさき HP http://www.massaki.jp/ デジタル公民館まっさき FB https://www.facebook.com/digitalmassak/
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