
肥
田
町
の
八
剣
神
社
は
、
江
戸
時
代
に
は
上

肥
田
村
・
中
肥
田
村
の
氏
神
で
し
た
。
神
社
の

創
建
年
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
一
度
荒

廃
し
て
い
た
社
が
江
戸
時
代
前
期
の
貞
享
元
年

︵
１
６
８
４
︶
に
神
仏
習
合
の
社
と
し
て
再
興

さ
れ
ま
す
。
再
興
後
か
ら
明
治
維
新
で
神
仏
分

離
令
が
出
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
山
伏
︵
修
験

者
︶が
神
主
を
務
め
て
い
ま
し
た
。
神
社
に
残

る
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
財
か
ら
、
そ
の
歴
史
を
知

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

貞
享
元
年
の
再
興
の
年
の
文
化
財
と
し
て
、

「
八
剣
宮
」
と
刻
ま
れ
た
社
額
︻
写
真
１
︼
と

社
殿
再
建
の
棟む

な

札ふ
だ

︻
写
真
２
︼
が
あ
り
ま
す
。

社
額
の
裏
に
は
再
興
の
経
緯
が
詳
細
に
刻
字
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
社
額
は
神
仏

習
合
の
社
と
し
て
再
興
す
る
節
目
に
制
作
さ
れ
、

表
面
の
「
八
剣
宮
」
の
文
字
は
崇
禅
寺
︵
妻
木

町
︶
の
七
代
住
職
春し

ゅ
ん

嶺れ
い

宗そ
う

栄え
い

禅ぜ
ん

師じ

が
記
し
た
と

い
い
ま
す
。

春
嶺
禅
師
は
肥
田
の
渡
辺
氏
の
七
番
目
の
子

で
あ
り
、
そ
の
縁
か
ら
社
額
の
揮き

毫ご
う

を
引
き
受

け
た
と
い
う
こ
と
も
分
か
り
ま
す
。

一
方
、
棟
札
に
は
、
神
主
名
が
「
權ご

ん
の
だ
い大
僧そ

う

都づ

善ぜ
ん

性し
ょ
う
い
ん院
」
と
記
さ
れ
ま
す
。
山
伏
の
階
層
に

「
權ご

ん
の

大だ
い

僧そ
う

都づ

」
が
あ
り
、
そ
の
後
の
江
戸
時
代

の
棟
札
に
も
「
大お

お

越ご
し

家け

」
と
い
っ
た
山
伏
の
階

層
名
が
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
明
治
５
年
︵
１

８
７
２
︶
に
神
主
が
神
官
に
替
わ
る
ま
で
、
山

伏
が
神
主
を
担
っ
て
き
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま

す
。霊

山
で
修
行
を
し
た
山
伏
は
、
民
間
の
祈
祷

や
医
療
を
担
う
存
在
と
し
て
村
々
に
居
住
し
て

い
ま
し
た
。
肥
田
の
山
伏
も
、
明
治
以
降
に
神

主
は
退
き
ま
す
が
、
昭
和
初
期
ま
で
村
に
住
ん

で
い
た
記
録
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
寛
文
５
年
︵
１
６
６
５
︶
の
銘

が
あ
る
獅
子
頭
︻
写
真
３
︼
の
口
内
に
も
「
八

剱
不
動
明
王
」
と
、
仏
の
名
が
記
さ
れ
ま
す
。

獅
子
頭
は
現
在
の
秋
祭
り
で
も
使
用
さ
れ
、
天

狗
︻
写
真
４
︼
と
赤
鬼
︻
写
真
５
︼
と
じ
ゃ
れ

あ
う
、
近
隣
で
は
珍
し
い
行
事
が
奉
納
さ
れ
て

い
ま
す
︵
祭
り
で
は
複
製
を
使
用
︶。

う
ち
ん
た
ぁ
の
お
宝
、
な
ん
や
ね
？

　

第
２
回　

肥
田
町　
八
剣
神
社　
神
主
は
山
伏
だ
っ
た
!?

土岐市の文化財展『祭りと信仰』２月23日まで開催中。八剣神社の文化財も展示しています。

５　赤鬼面 ４　天狗面 ２　社殿再建の棟札 １　「八剣宮」と刻まれた社額

３　獅子頭
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