
館
山
市
見
物
字
刀
切
七
八
八

刀
切
大
神「
元
は
豊
玉
姫
命
」

　

刀
切
大
神
が
祭
神
で
あ

り
、も
と
も
と
は
浜
田
の

由
緒

船
越
鉈
切
神
社
と
一
神
で
豊
玉
姫
命
を

祀
っ
て
い
ま
し
た
。彫
刻
で
彩
ら
れ
た
立

派
な
拝
殿
に
は
、東
に
は
天
照
大
神
の
天

岩
戸
開
、西
に
は
素
戔
嗚
尊
の
大
蛇
退
治

の
彫
刻
が
は
め
ら
れ
、向
拝
下
正
面
に
は

絵
に
描
い
た
よ
う
な
龍
が
、南
東
西
に
は

十
頭
も
の
獅
子
と
十
四
の
孝
子
の
図
等
の

彫
刻
が
刻
ま
れ
て
お
り
、こ
れ
ら
は
房
州

後
藤
流
彫
工
の
後
藤
庄
三
郎
忠
明（
北
條

産
）の
傑
作
で
、明
治
十
六
年
ご
ろ
の
も
の

と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。  

拝
殿
内
部
に
は

海
南
刀
切
神
社

　

見
物
地
区
の
例
祭
は
七
月
十
五
日
と
さ
れ

て
お
り
、現
在
で
も
そ
の
伝
統
を
守
り
続
け
祭

典
、神
輿
渡
御
を
行
っ
て
い
ま
す
。（
子
供
神
輿

は
直
前
の
日
曜
日
に
実
施
し
て
い
る
。）平
成

十
八
年
ま
で
は
、市
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
で

あ
る
鞨
鼓
舞
が
奉
納
さ
れ
て
お
り
、踊
り
と
神

輿
を
合
わ
せ
た
華
や
か
な
お
祭
り
で
し
た
。

　

鞨
鼓
舞
と
は
、例
祭
で
奉
納
さ
れ
る
獅
子
舞

で
、雨
乞
い
の
た
め
の
儀
式
と
さ
れ
て
い
ま

す
。見
物
地
区
に
限
ら
ず
安
房
地
方
は
地
形

上
、川
が
す
ぐ
海
に
注
ぎ
込
ん
で
し
ま
う
た
め

水
源
に
乏
し
く
、溜
池
を
作
る
場
所
も
な
い
と

こ
ろ
で
は
、農
業
用
水
を
天
水
に
頼
ら
ざ
る
を

得
な
い
状
況
に
あ
り
ま
し
た
。鞨
鼓
舞
は
、

人
々
の
願
い
を
映
し
出
す
素
朴
な
農
耕
儀
礼

で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。奉
納
は
ま

ず
、庚
申
信
仰
の「
身
代
り
猿
」を
上
部
左
右
に

掲
げ
た
大
き
な
日
の
丸
の
幟
旗
、海
南
刀
切
神

社
の
幟
旗
を
建
て
、金
銀
の
幟
棒
に
牛
頭
天
皇

（
す
な
わ
ち
素
戔
嗚
尊
）と
記
し
て
、神
社
の
別

当
寺
で
あ
っ
た
東
傳
寺
か
ら
始
ま
り
ま
す
。明

治
の
初
め
頃
ま
で
は
、東
傳
寺
か
ら
刀
切
神
社

ま
で
奴
さ
ん
が
毛
槍
を
放
り
投
げ
大
名
行
列

の
先
頭
で
練
り
歩
き
、鞨
鼓
舞
は
東
傳
寺
、旧

八
幡
様
で
踊
っ
た
あ
と
、海
南
刀
切
神
社
へ
と

向
か
い
奉
納
さ
れ
ま
し
た
。そ
の
後
は
地
区
内

地
域
の
祭

祭
神

●
社
格
：
旧
村
社　

●
例
祭
日
：
７
月
15
日　

●
本
殿
：
銅
板
葺　

●
鳥
居
：
明
神
鳥
居　

●
境
内
坪
数
：
１
８
３
坪　

●
神
紋
：
五
七
の
桐　

●
宮
司
：
石
井
三
千
美　

●
世
帯
数
：
１
０
５
世
帯

後藤庄三郎忠明の彫刻　 四神が彫り込まれた狛犬

祭典の後、いよいよ始まる神輿渡御

市指定無形民俗文化財である鞨鼓舞

鞨鼓舞の獅子頭

鞨鼓舞奉納の行列地区の人々が一致団結して行う祭の準備

朱に染まった明神鳥居が力強い海南刀切神社

岩
崎
芭
人
作
の
絵
も
描
か
れ
て
お
り 

、そ
の
他
に
も
境
内
に
あ
る
石
灯
籠
は
天

保
七
年（
一
八
三
六
）長
須
賀
村
の
石
工
鈴
木

伊
三
郎
の
作
、狛
犬
は
天
保
十
年（
一
八
三
九
）

楠
見
村
の
石
工
田
原
長
左
衛
門
が
江
戸
京
橋
の

彫
工
兼
吉
と
と
も
に
彫
っ
た
力
作
で
、台
座
に

彫
り
こ
ま
れ
た
白
虎
、朱
雀
、青
龍
、玄
武
の
四

を
回
り
、ま
た
戦
前
に
は
水
不
足
に
悩
む
近
隣
の
村
へ
も
踊
り
に
出
か
け
て
い
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

　

踊
り
は
、鞨
鼓
３
人
、サ
サ
ラ
４
人
、注
連
縄
持
ち
、太
鼓
笛
数
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の

で
、獅
子
が
腰
に
つ
け
た
鞨
鼓
を
打
ち
な
が
ら
踊
り
ま
す
。花
笠
を
か
ぶ
っ
た
少
女
が
笛
に
合

わ
せ
て
す
り
鳴
ら
す
サ
サ
ラ
は
、雨
の
音
を
、花
笠
か
ら
垂
れ
る
七
色
の
紙
は
雨
を
表
す
と
い

わ
れ
ま
す
。大
勢
の
子
供
が
い
た
昔
は
、鞨
鼓
に
選
ば
れ
踊
る
こ
と
が
大
き
な
憧
れ
で
あ
り
、

例
祭
の
二
週
間
ほ
ど
前
か
ら
は
練
習
が
行
わ
れ
、笛
の
音
が
聞
こ
え
て
く
る
と
ワ
ク
ワ
ク
し

た
と
い
う
古
老
の
声
も
お
聞
き
し
て
い
ま
す
。

　

神
社
の
鳥
居
移
転
前
に
あ
っ
た
広
場
で
は
、香
、塩
見
の
神
輿
も
集
結
し
、参
道
に
は
お
化

け
屋
敷
を
は
じ
め
様
々
な
出
店
が
並
ん
で
い
た
そ
う
で
す
。実
際
、寛
政
二
年（
１
７
９
０
）

の
高
山
彦
九
郎
の
紀
行
文「
北
行
日
記
」に
は
、宮
城
、笠
名
、大
賀
、香
、塩
見
も
加
わ
っ
た
盛

大
な
祭
り
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

現
在
の
祭
礼
は
十
五
日
の
午
前
に
祭
典
を
行
い
、午
後
か
ら
の
神
輿
の
渡
御
が
始
ま
る
頃

に
は
地
区
内
外
か
ら
多
く
の
担
ぎ
手
が
集
ま
っ
て
き
ま
す
。海
岸
沿
い
の
地
域
で
あ
る
た
め

に
入
り
組
ん
だ
坂
の
小
道
も
多
く
、勢
い
に
乗
っ
た
神
輿
を
制
御
す
る
の
が
大
変
で
す
。夜

の
八
時
ご
ろ
に
は
国
民
休
暇
村
で
揉
み
差
し
を
行
い
ま
す
が
、こ
こ
で
は
神
輿
を
担
ぐ
こ
と

を
広
く
観
光
客
に
も
門
戸
を
開
い
て
お
り
、毎
年
こ
の
日
に
宿
泊
さ
れ
る
お
客
様
も
い
て
大

い
に
盛
り
上
が
り
ま
す
。

　

地
区
の
人
々
が
一
致
団
結
し
神
輿
の
清
掃
、祭
り
の
準

備
を
行
い
、毎
年
の
進
行
ル
ー
ト
の
設
定
な
ど
に
配
慮
し

な
が
ら
行
っ
て
い
る
お
祭
り
で
、さ
ら
に
地
元
小
学
校
に

声
を
か
け
子
供
神
輿
を
一
緒
に
担
い
だ
り
、今
後
は
昔

行
っ
て
い
た
演
芸
大
会
を
復
活
さ
せ
た
い
な
ど
続
々
と

新
し
い
取
り
組
み
に
も
意
気
込
み
を
見
せ
て
い
ま
す
。

　

海
南
刀
切
神
社
の
由
緒
あ
る
伝
統
を
守
り
な
が
ら
、未

来
へ
の
新
た
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
も
忘
れ
な
い
青
年
、地
区
の

方
々
の
熱
い
思
い
が
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ
て
く
る
お
祭

り
で
す
。

神
も
大
変
珍
し
く
必
見
で
す
。

　

昭
和
四
十
五
年
ご
ろ
の
海
岸

道
路
の
新
規
開
通
に
伴
い
神
社

の
敷
地
が
四
分
の
一
程
度
接
収

さ
れ
て
お
り
、以
前
は
拝
殿
か

ら
ま
っ
す
ぐ
伸
び
た
参
道
に
鳥

居
が
三
つ
並
び
、そ
の
う
ち
の

一
つ
は
御
影
石
で
で
き
た
立
派

な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。ま
た
鎮
守
の
森
に
は

刀
切
大
神
を
護
っ
て
い
た
と
さ

れ
る「
巌
屋
小
七
」と
い
う
キ
ツ

ネ
が
明
治
の
中
頃
ま
で
住
み
つ

い
て
い
た
と
い
わ
れ
る
大
変
神

秘
的
で
厳
か
な
神
社
で
す
。

や
っこ

こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
、地
域
の
方
々
か
ら
の
聞
き
取
り
を
中
心
に
、さ
ま
ざ
ま
な
文
献
・
史
料
か
ら
の
情
報
を
加
え
て

編
集
し
て
い
ま
す
。内
容
等
に
つ
き
ま
し
て
ご
指
摘
や
ご
意
見
等
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、ぜ
ひ
ご
連
絡
い
た
だ
き
、ご
教
示

賜
り
た
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。


