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八
雲
神
社

川崎 八雲神社の神輿

千
葉
県
館
山
市
正
木
字
川
崎
一
三
七
八
ー
一
　

神
紋
は
木
瓜
紋
、一
の
鳥
居
は
明
神
鳥
、二
の

鳥
居
は
神
明
鳥
居
。本
殿
・
瓦
葺
神
明
造
で
境
内

坪
数
は
五
百
二
十
一
坪
。例
祭
日
は
七
月
七
日
。

  

毎
年
七
月
七
日
に

八
雲
神
社
の
例
祭
が

　

川
崎
地
区
で
は
地
域
に
息
づ
く
た
く
さ
ん
の
神
事

を
守
り
続
け
て
い
ま
す
。

　

二
月
の
男
御
備
社
、女
御
備
社
に
始
ま
り
、七
月
の

「
餺
飥（
ほ
う
と
う
）祭
」で
の
屋
台
の
曳
き
回
し
、夏

に
は
地
域
あ
げ
て
の
盆
踊
り
。

　

九
月
の
本
祭
で
は
御
浜
出
神
事
か
ら
始
ま
る
正
木

諏
訪
神
社
へ
の
神
輿
渡
御
。九
月
、十
月
の
晦
日
の

「
お
の
ぼ
り
」「
お
く
だ
り
」と
呼
ば
れ
る
神
事
で
は
、

各
町
内
か
ら
二
人
ず
つ
選
ば
れ
た「
行
司
」と
呼
ば
れ

る
人
達
を
先
頭
に
執
り
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。「
お
む

す
び（「
お
に
ぎ
り
」で
は
な
い
。縁
む
す
び
に
つ
な
が

る
言
い
方
）」が
振
舞
わ
れ
、子
供
た
ち
の
大
き
な
楽

し
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
毎
年
九
月
二
十
三
日
に
は
、太
平
洋
戦
争

で
の「
川
崎
大
空
襲
」に
遭
わ
れ
て
亡
く
な
ら
れ
た
方

へ
の
慰
霊
祭
も
執
り
行
っ
て
い
ま
す
。

多
彩
な
祭
事
が
行
わ
れ
て
い
る
地
区
な
ら
で
は
の
、

人
々
の
絆
の
深
さ
も
自
慢
の
ひ
と
つ
で
す
。
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祭
神

 　

創
建
不
詳
。天
文
三（
一
五
三
四
）年
、疫
病
流

行
の
際
、村
民
が
大
神
に
祈
誓
し
た
と
こ
ろ
霊
現

が
あ
り
、以
来
悪
病
に
罹
る
者
も
な
く
崇
敬
さ
れ

ま
し
た
。天
和
三（
一
六
八
二
）年
六
月
七
日
、再

建
。境
内
の
狛
犬
は
弘
化
四（
一
八
四
七
）年
、江

戸
京
橋
の
石
工
藤
兵
衛
の
弟
子
包
吉
作
の
刻
銘

が
あ
り
ま
す
。ま
た
、石
灯
篭
は
文
政
八（
一
八
二

五
）年
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
す
。拝
殿
に
は「
天

之
岩
戸
図
」の
大
絵
馬
が
あ
り
ま
す
。

由
緒

例
祭

地
域
の
自
慢

素
戔
嗚
尊（
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
）

執
り
行
わ
れ
ま
す（
現
在
で
は
例
祭
日

に
近
い
土
・
日
に
行
わ
れ
て
い
る
）。前

日
の
夕
方
に
は
地
域
の
子
供
た
ち
に
よ

る「
潮
垢
離（
し
お
ご
り
）」が
行
わ
れ
ま

す
。川
崎
の
浜
で
砂
団
子
を
作
り
、八
雲

神
社
拝
殿
に
お
供
え
し
ま
す
。こ
の
よ

う
に
例
祭
を
迎
え
る
前
に
身
を
清
め
る

神
事
が
今
も
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。さ

　
川
崎
地
区
で
は
昔
か
ら
九
月
三
十
日
を「
お
の

ぼ
り
」と
言
い
、八
雲
神
社
の
神
様
が
出
雲
の
国

へ
旅
立
た
れ
る
日
、ま
た
十
月
三
十
一
日
は「
お

く
だ
り
」と
言
い
、神
様
が
出
雲
の
国
か
ら
お
帰

り
に
な
る
日
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。そ

し
て
両
日
と
も
に
神
様
に
お
供
え
し
た
お
む
す

び
を
子
供
た
ち
が
い
た
だ
い
て
帰
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　
神
様
が
召
し
上
が
っ
た
物
を
そ
れ
ぞ
れ
の
家

で
い
た
だ
く
の
は
、神
様
と
の「
つ
な
が
り
」を
確

認
す
る
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、子
供

た
ち
に
初
め
に
お
む
す
び
が
手
渡
さ
れ
る
と
こ

ろ
に
は
、氏
神
様
の
恵
を
い
た
だ
き
、明
る
く
健

や
か
に
育
ち
ま
す
よ
う
に
と
い
う
願
い
が
無
言

の
う
ち
に
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　「
お
の
ぼ
り
」「
お
く
だ
り
」を
こ
の
よ
う
に
昔
の

ま
ま
に
伝
え
て
い
る
こ
と
ろ
は
、安
房
地
域
で
は

数
少
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、そ
こ
に
は

遠
い
昔
か
ら
氏
神
様
と
共
に
生
活
を
営
ん
で
き

た
川
崎
地
区
の
先
人
た
ち
の
温
か
い
心
が
息
づ

い
て
い
る
の
で
す
。

川
崎
の「
お
の
ぼ
り
」「
お
く
だ
り
」

ら
に
八
雲
神
社
か
ら
海
岸
ま
で（
現
在
は
県
道
ま
で
）の
参
道
の
両

脇
に
は
、子
供
た
ち
に
よ
っ
て
様
々
な
願
い
事
が
描
か
れ
た「
行
灯

（
あ
ん
ど
ん
）」が
立
て
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
日
に
は
、大
人
か
ら
子
供
ま
で
の
た
く
さ
ん
の
人
達
に

よ
っ
て
自
慢
の
屋
台
が
町
内
を
曳
き
廻
さ
れ
ま
す
。

  

ま
た
、九
月
二
十
七
日
の
正
木
諏
訪
神
社
例
祭
に
は
川
崎
か
ら
神

輿
を
出
祭
し
ま
す
。神
輿
は
、ま
ず
川
崎
の
浜
で
御
濱
出
神
事
を
執

り
行
っ
て
か
ら
諏
訪
神
社
へ
向
い
ま
す
。諏
訪
神
社
例
祭
を
終
え

た
後
、正
木
地
区
屋
台
と
合
流
し
、そ

し
て
川
崎
町
内
を
練
り
歩
き
ま
す
。

  

信
心
深
い
町
内
な
ら
で
は
の
二
回
の

例
祭
が
、そ
の
昔
か
ら
連
綿
と
続
け
ら

れ
て
い
ま
す
。


