
由
緒
　

旧
神
戸
村
の
村
社
。昭
和
十
六
年
三
月
十
四

日
、神
饌
幣
帛
料
供
進
社
に
指
定
さ
れ
て
い
ま

す
。佐
野
地
区
の
ほ
ぼ
中
央
の
小
高
い
場
所
に
位
置
す
る
鎮
守
で
、

境
内
に
は
文
化
七
年（
一
八
一
〇
）の
文
字
が
刻
ま
れ
た
灯
篭
が
あ

り
ま
す
。ま
た
、狛
犬
は
楠
見
の
俵
石
工
の
作
品
で
、昭
和
十
三
年

（
一
九
三
八
）、陸
軍
近
衛
歩
兵
と
海
軍
機
関
兵（
二
十
歳
）と
し
て

出
征
す
る
二
人
の
縁
者
の
無
事
を
祈
願
し
て
奉
納
し
た
も
の
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。本
殿
の
神
社
額
は
神
道
家
で
内
務
大
書
記
官
の

桜
井
能
監
の
書
と
あ
り
ま
す
。社
殿
左
の
石
宮
は
、天
保
二
年（
一

八
三
一
）に
越
後
か
ら
来
た
行
者
量
海
が
本
願
と
な
り
、乙
浜
村
の

元
宮
太
平
ら
が
奉
納
し
た
も
の
で
す
。奥
殿
は
昔
の
ま
ま
の
姿
が

今
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

祭
神

宮
司
櫛
御
気
野
命「
く
し
み
け
ぬ
の
み
こ
と
」

藤
森
益
樹

　
　
　
館
山
市
佐
野
字
向
一
八
二
六

熊
野
神
社
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自
慢
の
祭

　

昭
和
三
十
年
代
中
頃
以
前
は
、十
月
九
日

に
例
祭
が
執
り
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。そ
れ

以
後
に
祭
礼
日
が
八
月
十
日
に
変
更
に
な

り
ま
し
た
。当
時
は
安
房
神
社
例
祭
へ
出
祭

し
て
い
ま
し
た
が
、例
祭
日
を
変
更
し
て
か

ら
は
佐
野
地
区
単
独
で
祭
礼
を
行
う
よ
う

に
な
り
現
在
に
至
っ
て
ま
す
。

　

祭
礼
の
準
備
は
地
区
の
人
た
ち
が
協
力

し
て
行
わ
れ
ま
す
が
、中
心
に
な
る
の
は
二

十
代
か
ら
四
十
代
ま
で
の
人
達
で
組
織
さ

れ
る「
佐
野
青
年
団
」で
す
。現
在
は
十
八
人

と
少
な
い
団
員
で
す
が
、団
長
を
中
心
に
ま

と
ま
っ
た
組
織
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

神
輿
渡
御
は
午
後
三
時
頃
か
ら
午
後
九
時

奥殿狛犬参道と鳥居

「あげー」の掛け声で高く刺す

熊野神社へ安房神社の神輿を迎える 熊野神社に掛けられた長提灯

威勢のよい揉み

ま
で
の
予
定
と
な
っ
て
は
い
ま
す
が
、

実
際
に
は
時
間
を
過
ぎ
て
も
な
か
な

か
終
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

担
ぎ
棒
は
二
本
棒
で
、前
を
低
く
し

て
担
ぐ
の
が
佐
野
神
輿
の
特
徴
で
す
。

威
勢
の
い
い
揉
み
刺
し
を
繰
り
返
し

な
が
ら
広
い
地
区
内
を
回
り
ま
す
。高

く
刺
す
と
き
の「
あ
げ
ー
」の
掛
け
声

は
、佐
野
独
特
の
も
の
で
す
。

　

近
年
は
担
ぎ
手
が
不
足
し
て
い
ま

す
が
、手
伝
い
の
担
ぎ
手
の
方
々
を
迎

え
、伝
統
あ
る
佐
野
熊
野
神
社
の
祭
礼

を
し
っ
か
り
と
継
承
し
て
い
ま
す
。


