
の
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
感
染
が
確
認
さ
れ
ま

し
た
が

月

日
に
は

25,658

人
と

1

16

な
り
ま
し
た
。
予
防
す
る
に
は
、
こ
れ

ま
で
の
対
処
法
で
あ
る
マ
ス
ク
の
着

用
、
手
洗
い
や
手
の
消
毒
、
密
閉
・
密

集
・
密
接
の

密
を
避
け
る
な
ど
を
徹

3

底
す
る
と
と
も
に
、
不
要
不
急
の
外
出

は
避
け
る
こ
と
だ
と
い
い
ま
す
。
あ
ら

た
め
て
感
染
し
な
い
、
さ
せ
な
い
こ
と

を
自
覚
し
て
行
動
し
、
一
日
も
早
く
平

穏
な
日
が
訪
れ
る
よ
う
念
じ
た
い
と
思

い
ま
す
。

水
産
業
は
大
変
不
漁
で
、
厳
し
い
状

況
が
続
い
て
い
ま
す
。
サ
ン
マ
漁
に
つ

い
て
は
、
水
揚
げ
量
、
本
州
一
を
誇
る

大
船
渡
で
す
が
、
大
船
渡
魚
市
場
に
水

揚
げ
さ
れ
た
量
は2,471

ト
ン
（
昨
年

比

％
減
）
で
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
不

60.4
漁
で
し
た
。
ま
た
、
秋
サ
ケ
漁
も

年
7

連
続
不
漁
に
な
っ
て
い
ま
す
。
末
崎
の

ア
ワ
ビ
、
ウ
ニ
の
漁
獲
量
は
、
ア
ワ
ビ

は

ト
ン
（
昨
年
並
み
）
、
ウ
ニ
は

1.5

2.4

ト
ン
（
昨
年
比

％
減
）
で
し
た
。
漁

20

獲
量
が
減
少
し
て
い
る
の
は
、
磯
焼
け

と
い
っ
て
餌
と
な
る
コ
ン
ブ
や
ワ
カ
メ

が
岩
に
つ
い
て
い
な
い
こ
と
が
要
因
で

温
暖
化
が
影
響
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

末
崎
町
の
令
和

年

月

日
現
在

3

12

31

の
人
口
は

3,887

人
で
す
。
令
和

年
2

月

日
に
比
べ

人
の
減
少
で
す
。

12

31

85

ま
た
年
代
別
構
成
を
み
る
と

歳
～

0

14

歳
、
は

人
、

歳
～

歳
は1,955
314

15

64

人
、

歳
以
上
の
高
齢
者
は

1,618

65

人
で
人
口
の

％
を
占
め
て
い
ま
す
。

41.6

★
ふ
れ
あ
い
ラ
ー
ジ
ボ
ー
ル

卓
球
大
会

主

催

末
崎
地
区

助
け
合
い
協
議
会

日

時

月

日(

火
）

2

1

午
前

時

分
～

時

9

30

12

会

場

ふ
る
さ
と
セ
ン
タ
ー

体
育
室

大
会
規
則

ダ
ブ
ル
ス
戦
と
す
る

（1）
３
セ
ッ
ト
マ
ッ
チ
で
行

（2）
う予

選
ブ
ロ
ッ
ク
の
勝
者

（3）
に
よ
る
決
勝
ブ
ロ
ッ
ク

戦
で
勝
者
を
決
定
す
る

表

彰

３
位
ま
で
表
彰

参
加
料

無
料

参
加
資
格

末
崎
地
域
住
民

（
誰
で
も
参
加
で
き
ま
す
）

参
加
申
込
み試

合
当
日
ま
で
に
ふ
る
さ

と
セ
ン
タ
ー
ま
で

（

ー
２
９
５
５)

29
又
は
、
世
話
人
田
畑
ま
で

（

ー
２
３
２
３
）

29

そ
の
他

参
加
者
全
員
に
参
加
賞

★
末
崎
地
区
公
民
館
杯

ボ
ッ
チ
ャ
大
会

主

催

大
船
渡
市
中
央
公
民
館

末
崎
地
区
公
民
館

日

時

月

（
金
）

2

25

午
前

時

分

～

時

9

30

12

会

場

ふ
る
さ
と
セ
ン
タ
ー

体
育
室

大
会
規
則

チ
ー
ム
対
抗
と
す
る

（1）
総
対
戦
の
リ
ー
グ
戦
と

（2）
す
る人

対

人
で
対
戦
し

（3）
3

3

持
玉
は

人

球
と
す
る

1

2

表

彰

位
ま
で
表
彰

3

参
加
料

無
料

参
加
資
格

末
崎
地
域
住
民

（
誰
で
も
参
加
で
き
ま
す
）

参
加
申
込
み試

合
当
日
大
会
受
付
に
て

申
込
み
願
い
ま
す
。

事
前
申
込
み
は
ふ
る
さ
と

セ
ン
タ
ー
ま
で

（

ー
２
９
５
５
）

29

そ
の
他

参
加
者
全
員
に
参
加
賞

令
和

年
の
年
頭
に
あ
た
り
、
謹
ん

4

で
新
年
の
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。
昨

年
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予

防
に
か
な
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
奪
わ
れ
た

年
で
し
た
が
、
町
民
の
皆
様
の
ご
理

1解
と
ご
協
力
を
得
て
何
と
か
乗
り
切
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
お
か
げ
さ
ま
で

収
束
し
か
け
た

月
以
降
は
、
い
く
つ

10

か
の
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
あ
ら
た
め
て
ご
協
力
に
感
謝
を

申
し
上
げ
ま
す
。

今
年
は
東
日
本
大
震
災
か
ら

年
目

11

と
な
る
こ
と
か
ら
、
皆
様
に
お
か
れ
ま

し
て
は
、
新
た
な
目
標
を
掲
げ
、
新
た

な
気
持
ち
で
第
一
歩
を
踏
み
出
さ
れ
た

こ
と
と
存
じ
ま
す
。

よ
う
や
く
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
が
収
束
し
か
け
た
と
思
っ
た
ら
、

今
度
は
極
め
て
感
染
力
の
強
い
オ
ミ
ク

ロ
ン
株
が
猛
威
を
振
る
っ
て
私
共
を
恐

怖
に
陥
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
オ
ミ
ク

ロ
ン
株
と
い
う
の
は
潜
伏
期
間
が

日
3

程
と
他
の
変
異
株
よ
り
短
く
重
症
化
リ

ス
ク
が
低
い
と
見
ら
れ
て
い
ま
す
が
デ

ル
タ
株
よ
り
感
染
力
が
強
く
、
既
存
ワ

ク
チ
ン
の
発
症
予
防
効
果
を
低
下
さ

せ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
日
本

で
は
、
昨
年

月

日
時
点
で

人

12

18

65

 

53 八幡神社(八幡宮・八幡様・八幡社)について ～ その 1
(1) 八幡神社とは

総本社は大分県宇佐市にある宇佐神宮で、祭神は第 15 第応
神天皇(おうじんてんのう) (270 ～ 310 年)で、別名 誉田別
尊(ほんだわけのみこと)です。571年(欽明天皇の時代)の創建。
京都の岩清水八幡宮は、宇佐神宮より勧請したものであり、
鎌倉の鶴岡八幡宮は、岩清水八幡宮より勧請したものといわれ
ています。

(2) 仏教守護の神様から皇室守護、そして武神へ
八幡様は、はじめは鍛冶や製鉄関係者の祀る神との説もあり
ますが、早くから仏教を守護する八幡大菩薩として信仰される
とともに、道鏡(どうきょう)が皇位につこうとする野望を和気
清麻呂が八幡神の託宣をもって阻止したことから、皇室の守護
神とされました。中世には石清水八幡宮で源氏の源義家が元服
し、八幡太郎と名乗ったこと等から、源氏の八幡信仰が爆発的
に広まり、さらに「弓矢の神」「武人の神」として全国的に広
まりました。

（3）末崎町の八幡神社
① 泊里の八幡神社 「泊里濱禰宜山鎮座」とある。
祭神 応神天皇 (おうじんてんのう)
勧請 西舘城主 武田式部太夫の祖先の勧請したる社なりと
伝う。勧請年月日 不詳
社殿 神殿三尺四方 拝殿二間半に二間
棟札 改築や屋根替等の棟札が 7 枚のこされています。一番

古いものは「造立 享保 4年(1719) 6月 肝入 治兵衛」で、
一番新しいものは「屋根替 明治 41 年(1908) 4 月 22 日」と
なっています。(末崎村誌 109ページより) (紀)

末崎町の石碑・祠・神社

泊
里

禰
宜
山
鎮
座
の
八
幡
神
社

年
頭
の
挨
拶

ま
た
、
そ
の
中
で
後
期
高
齢
者
と
い

わ
れ
る

歳
以
上
は

人
で
人
口
の

75

932

％
、
こ
の
年
代
の
人
々
を
地
域
で

24ど
う
支
え
て
い
く
か
、
ま
ち
づ
く
り

に
お
い
て
も
重
要
な
課
題
で
す
。

東
日
本
大
震
災
の
津
波
に
よ
る
被

災
地
を
通
ら
な
い
道
路
と
し
て
新
た

に
整
備
し
て
い
た
県
道
碁
石
線
が
昨

年

月

日
に
供
用
開
始
、
ま
た

11

18

12

月

日
に
は
県
道
主
要
地
方
道
大
船

22
渡
広
田
陸
前
高
田
線
（
船
河
原
～
平
）

が
完
成
し
開
通
し
ま
し
た
。
こ
の
こ

と
に
よ
り
災
害
時
の
避
難
は
も
と
よ

り
救
援
物
資
の
輸
送
、
救
急
搬
送
、

消
防
活
動
が
よ
り
す
み
や
か
に
行
わ

れ
る
こ
と
に
な
り
、
安
心
安
全
な
ま
ち

へ
と
前
進
し
ま
し
た
。
ま
ち
づ
く
り
と

し
て
は
、「
さ
ら
に
安
心
・
安
全
を
高
め
、

安
ら
ぎ
の
あ
る
ま
ち
、
生
涯
暮
ら
し
続

け
ら
れ
る
住
み
よ
い
ま
ち
」
づ
く
り
を

ど
う
進
め
る
か
、
各
年
代
の
英
知
を
集

め
、
末
崎
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
の
で
ご
支
援

ご
協
力
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

結
び
に
、
こ
の
新
た
な
年
が
皆
様
に

と
り
ま
し
て
素
晴
ら
し
い
年
に
な
り
ま
す

よ
う
ご
祈
念
申
し
上
げ
、
年
頭
の
挨
拶
と

い
た
し
ま
す
。

★

し
づ
げ
け
い
こ

か
つ
て
当
地
区
に
は
「
し
づ
げ
け
い
こ
」
と
い

う
も
の
が
あ
っ
た
。

地
元
弁
で
濁
っ
て
「
し
づ
げ
け
い
こ
」

と
い
っ
て
い
た
が
躾
の
稽
古
（
し
つ

け
の
け
い
こ
）
の
こ
と
で
あ
る
。
若

者
が
部
落
の
公
民
館
や
師
匠
の
家
な

ど
に
夜
集
め
ら
れ
て
、
師
匠
と
呼
ば

れ
る
そ
の
道
に
精
通
し
た
先
輩
か
ら

地
域
で
暮
ら
し
て
い
く
上
で
の
、
習

わ
し
に
つ
い
て
教
わ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
主
に
家
を
新
築
し
た
時
の

上
棟
式
や
結
婚
式
な
ど
祝
い
の
席
で

謡
う
「
高
砂
」
（
四
海
波
）
な
ど
の
謡

（
う
た
い
）
の
稽
古
で
あ
る
が
、
そ

れ
ら
の
儀
式
で
の
口
上
や
作
法
も
一

通
り
教
わ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ

れ
ら
を
通
し
て
場
に
応
じ
た
言
葉
づ

か
い
も
学
ぶ
の
で
あ
る
。
上
棟
式
で

も
棟
梁
が
謡
う
と
皆
、
同
調
す
る
。

ま
た
、
同
調
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ

こ
に
格
式
あ
る
上
棟
式
が
執
り
行
わ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
度
学
ん
だ
こ

と
は
生
涯
忘
れ
な
い
。
今
は
地
域
の

宝
に
な
っ
て
い
る
。

各
家
々
に
も
し
き
た
り
が
あ
り
、

父
母
と
い
う
よ
り
、
祖
父
母
が
孫
な

ど
に
礼
儀
作
法
は
じ
め
、
し
き
た
り

を
厳
し
く
教
え
た
も
の
で
あ
る
。
は

じ
め
作
法
と
し
て
形
か
ら
入
る
が
、

形
が
で
き
て
く
る
と
心
が
自
然
に
備

わ
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
分

別
の
あ
る
人
間
へ
と
成
長
さ
せ
て
い

く
。
き
ち
ん
と
し
た
態
度
で
挨
拶
が

で
き
る
子
供
を
み
る
と
「
躾
が
で
き

て
い
る
ね
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

子
供
な
が
ら
礼
儀
作
法
が
で
き
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
昔
の
子
供
は
精
神

的
に
は
大
人
だ
っ
た
と
い
わ
れ
る
が

幼
少
期
か
ら
挨
拶
は
じ
め
生
活
態
度

に
つ
い
て
厳
し
く
し
つ
け
ら
れ
た
の

で
、
少
し
は
言
動
に
も
気
配
り
が
で

き
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
う
。

躾
の
稽
古
が
続
い
た
の
は
、
昭
和
の

半
ば
ま
で
で
あ
る
。
地
域
で
暮
ら
し

て
い
く
に
は
知
っ
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
と
し
て
、
伝
統
文
化

の
継
承
の
み
な
ら
ず
、
次
世
代
を
担

う
若
者
が
一
堂
に
会
し
て
学
ぶ
こ
と

に
よ
っ
て
、
絆
が
強
く
な
り
支
え
合

う
心
も
一
層
醸
成
さ
れ
て
い
く
こ
と

に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
躾
稽
古
は
、

先
輩
を
敬
い
、
よ
り
良
い
人
間
関
係

の
構
築
と
地
域
社
会
の
形
成
に
寄

与
し
た
と
考
え
て
い
る
。
躾
（
し
つ

け
）
は
、
身
の
こ
な
し
を
美
し
く
す
る

よ
う
仕
込
む
、
の
意
味
を
表
す
言
葉
で
あ
る

が
、
仕
込
む
、
を
学
ぶ
に
替
え
て
は
ど
う
か
、

い
ず
れ
、
い
ま
や
死
語
に
な
り
つ
つ
あ
る
が
無
く

し
て
ほ
し
く
な
い
言
葉
の
一
つ
で
あ
る
。

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/

第３２５号

令和４年１月２０日

大船渡市立

末崎地区公民館
電話（F兼）29-2955津 波 な ん か に

負 け な い ！


