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ご
あ
い
さ
つ

こ
の
た
び
、
区
内
の
伝
統
的
な
行
事
・
文
化
・
芸
能
の
保
存
・

伝
承
を
目
的
と
し
た
垂
水
郷
土
芸
能
保
存
会
の
活
動
に
お
き

ま
し
て
、「
垂
水
の
新
春
伝
統
行
事
」が
発
刊
さ
れ
ま
す
こ
と

を
大
変
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。

垂
水
区
で
は
各
地
区
に
お
い
て
、１
月
か
ら
２
月
に
か
け
て
、

新
し
い
年
の
無
事
と
豊
穣
を
願
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
な
ら

で
は
の
行
事
が
披
露
さ
れ
、
垂
水
の
新
春
を
飾
る
風
物
詩
と

な
っ
て
い
ま
す
。

本
冊
子
で
は
、
垂
水
の
新
春
伝
統
行
事
に
お
け
る
現
在
の
姿

を
捉
え
る
と
と
も
に
、
各
地
区
の
関
係
者
に
お
話
し
を
伺
う

こ
と
で
見
え
て
き
た
、
行
事
の
変
遷
や
歴
史
を
お
伝
え
で
き

る
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
同
じ「
弓
引

き
」、「
追
儺
式
」で
も
地
区
に
よ
っ
て
云
わ
れ
や
、
手
順
、
作

法
な
ど
が
異
な
り
ま
す
。
か
つ
て
行
事
が
始
ま
る
際
に
、
基

本
的
な
型
を
基
に
、
住
民
の
考
え
方
な
ど
が
混
ざ
り
合
う
こ

と
で
、
地
区
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
あ
る
様
式
が
出
来
上
が
っ
て

い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
ま
す
。
ま
た
、
伝
承
を
重

ね
る
な
か
で
変
化
し
て
き
た
も
の
も
あ
る
で
し
ょ
う
し
、
近

年
の
少
子
高
齢
化
な
ど
社
会
情
勢
の
動
き
に
合
わ
せ
て
、
変

化
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
全
て

の
地
区
に
共
通
し
て
聞
か
れ
た
の
が
後
継
者
の
問
題
で
、
行

事
の
担
い
手
が
不
足
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
本
冊

子
を
手
に
取
っ
た
方
が
、
新
春
伝
統
行
事
を
知
り
、
興
味
を

持
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
繋
が
れ
ば
と
思
い
ま
す
。　

こ
う
し
た
各
地
区
の
特
色
あ
る
行
事
を
記
録
し
、
後
世
に
継

承
す
る
本
冊
子
の
発
刊
は
、
ま
こ
と
に
意
義
深
い
こ
と
で
あ

り
、
垂
水
郷
土
芸
能
保
存
会
の
皆
さ
ん
を
は
じ
め
、
作
成
に

あ
た
っ
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
だ
い
た
各
地
区

の
伝
統
行
事
に
携
わ
る
皆
さ
ん
の
ご
尽
力
に
改
め
て
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。

こ
の「
垂
水
の
新
春
の
伝
統
行
事
」を
読
ま
れ
た
全
て
の
方
々

が
地
区
の
歴
史
や
伝
統
文
化
を
再
認
識
し
、
今
ま
で
以
上
に

垂
水
へ
の
愛
着
と
誇
り
を
持
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
る

よ
う
心
か
ら
祈
念
い
た
し
ま
す
。

皆
様
方
に
は
ご
清
祥
の
毎
日
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。
こ

の
た
び
、
垂
水
郷
土
芸
能
保
存
会
に
お
い
て
、
垂
水
区
に
お

い
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
、
新
春
伝
統
行
事
の
保
存
と
継
承

の
た
め
、
各
地
区
の
行
事
の
様
子
を
ま
と
め
た
冊
子
を
作
成

す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
各
地
区
の
皆
様
か
ら
の
資
料
の
ご
提

供
や
貴
重
な
お
話
を
お
聞
か
せ
い
た
だ
く
な
ど
、
大
変
多
く

の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
お
か
げ
さ
ま
で
垂
水
郷
土

芸
能
保
存
会
と
し
て
の
冊
子
の
完
成
に
至
り
ま
し
た
。

冊
子
の
作
成
に
関
係
さ
れ
た
皆
様
方
の
ご
協
力
に
深
く
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。
本
冊
子
が
今
後
、
垂
水
区
の
新
春
伝
統
行

事
の
継
承
に
役
立
つ
こ
と
を
願
い
、
ご
あ
い
さ
つ
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

垂
水
区
長

垂
水
郷
土
芸
能
保
存
会

黒
田　

徹

会
長 

長
谷
川 

幸
夫
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明王寺明王寺

東名奥津神社東名奥津神社

多聞寺多聞寺

転法輪寺転法輪寺

垂
水
の
新
春
伝
統
行
事
　
開
催
場
所

垂
水
区
で
は
、
新
年
を
迎
え
た
１
月
と
２
月
に
、
厄
除
け
や
五
穀
豊
穣
な
ど

を
願
っ
て
追
儺
式
（
鬼
追
い
）
と
弓
引
き
神
事
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
新
春

伝
統
行
事
は
、
地
区
に
暮
ら
す
人
が
鬼
や
神
へ
と
成
り
変
わ
っ
て
実
施
さ
れ
て

お
り
、
古
く
か
ら
の
伝
統
を
今
に
受
け
継
い
で
い
る
。
本
地
図
に
は
各
行
事
が

開
催
さ
れ
て
い
る
お
寺
や
神
社
の
場
所
を
記
し
て
い
る
。
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転法輪寺
テンポウリンジ

〒 655-0852
神戸市垂水区
名谷町 2089

悠
久
の
時
を
超
え
て

鬼
が
躍
動

垂
水
区
で
最
も
古
い
寺
と
さ
れ
、
神

戸
市
登
録
無
形
文
化
財
に
登
録
さ
れ
て

い
る
転
法
輪
寺
。
1
月
7
日
の
午
後
2

時
、
本
堂
に
住
職
や
地
域
の
人
々
が
座

り
、
般
若
心
経
に
合
わ
せ
て
杖
で
床
を

突
く「
小
突（
こ
つ
き
）」を
し
た
後
、
ま

ず
子
鬼
4
匹
が
消
防
団
員
に
担
が
れ
て

現
れ
、
樫
の
棒
を
床
に
打
ち
付
け
て
踊

る
。
次
い
で
太
郎
鬼
が
松
明
を
持
っ
て
、

「
走
り
」と
呼
ば
れ
る
単
独
の
踊
り
を
行

う
。
そ
の
後
、
椎
の
木
を
造
花
で
飾
っ

た
ハ
ナ
を
参
拝
客
に
投
げ
る
と
、
人
々

は
枝
を
折
り
取
っ
て
持
ち
帰
り
、
家
で

お
守
り
と
し
て
祀
る
。

子
鬼
の
踊
り
、
太
郎
鬼
、
次
郎
鬼
、

バ
バ
鬼
の
踊
り
が
、
交
互
に
繰
り
返
さ

れ
、
最
初
の「
走
り
」を
半
回
と
数
え
て

7
回
半
す
る
と
、
太
郎
鬼
、
次
郎
鬼
、

バ
バ
鬼
そ
れ
ぞ
れ
が
手
に
す
る
木
製
の

斧
、槌
、槍
で
鏡
餅
を
突
く「
餅
割
」を
し
、

参
拝
者
へ
の
餅
ま
き
で
式
は
閉
じ
る
。

一
つ
一
つ
に
心
を
こ
め
て

準
備
が
進
む

準
備
は
当
日
の
朝
か
ら
始
ま
る
。
地

域
の
人
々
が
集
ま
り
、
本
堂
で
の
修
法

の
準
備
や
床
の
養
生
、
衣
装
に
使
う
藤

蔓
の
用
意
、
餅
や
お
菓
子
の
お
供
え
な

ど
を
行
う
。
ハ
ナ
は
椎
の
木
に
、
色
と

り
ど
り
の
造
花
を
こ
よ
り
で
結
ん
で
作

る
。
木
は
2
本
用
意
さ
れ
、
1
本
は
参

拝
者
に
投
げ
、
も
う
1
本
は
式
後
に
枝

を
折
っ
て「
走
り
」で
使
っ
た
松
明
の
残

り
と
半
紙
で
で
き
た
御
朱
印
を
は
さ
ん

で
結
び
、
持
ち
帰
っ
て
苗
代
の
と
き
に

田
ん
ぼ
に
突
き
刺
し
て
豊
作
を
祈
る
。

鬼
に
訪
れ
る
時
代
の
波

親
鬼
は
厄
年
に
近
い
男
性
が
務
め
る
。

中
で
も
厄
年
に
最
も
近
い
者
が
バ
バ
鬼

と
な
り
、
自
ら
の
厄
除
け
を
兼
ね
て
踊

る
。
近
年
は
協
議
会
の
会
員
が
減
っ
て

鬼
の
成
り
手
も
少
な
く
な
り
、
消
防
団

員
が
踊
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
子
鬼

は
小
学
4
か
ら
6
年
生
の
男
子
が
な
か

な
か
集
ま
ら
ず
、
協
議
会
員
の
親
戚
か

ら
も
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
昔
は
練

習
な
し
で
踊
っ
て
い
た
が
、
現
在
は
協

議
会
の
初
集
会
後
30
分
程
度
、
よ
く
知

る
人
た
ち
に
教
え
て
も
ら
っ
て
練
習
し

て
い
る
。
短
時
間
の
練
習
で
済
む
の
は
、

鬼
役
が
子
ど
も
の
頃
に
追
儺
式
を
見
て

踊
り
を
覚
え
て
い
る
か
ら
だ
。

地
域
一
体
と
な
っ
て

運
営
、
保
存
へ

転
法
輪
寺
の
追
儺
式
は
お
寺
が
主
催

と
な
り
、
中
山
協
議
会
と
地
域
の
消
防

団
員
が
実
施
を
担
っ
て
い
る
。
式
の
後

に
は
協
議
会
役
員
婦
人
が
中
心
と
な
っ

て
、
七
草
粥
の
炊
き
出
し
を
行
っ
て
い

る
。
そ
の
他
の
準
備
や
運
営
に
お
い
て

も
女
性
の
存
在
は
不
可
欠
だ
。

近
年
、
垂
水
区
や
神
戸
市
の
イ
ベ
ン

ト
に
参
加
し
、
追
儺
式
を
披
露
す
る
機

会
も
増
え
た
。
協
議
会
で
は
新
た
に
法

被
を
作
り
、
会
場
で
役
員
や
檀
家
が
着

用
。
伝
統
行
事
の
保
存
に
向
け
て
Ｐ
Ｒ

活
動
も
行
っ
て
い
る
。

太郎鬼、次郎鬼、ババ鬼の踊り 太郎鬼と次郎鬼の踊り ハナを参拝客に投げる餅まき

太郎鬼の走り

松明で照らし太郎鬼が槌で打つ「餅つき」

子鬼の踊り こつき

転法輪寺

追儺式

鬼の面

転法輪寺追儺式
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明王寺
ミョウオウジ

〒 655-0852
神戸市垂水区
名谷町 1900

明王寺

追儺式

善
鬼
が
舞
い
、災
厄
を
は
ら
う

年
明
け
1
月
4
日
、
垂
水
区
の
祭
事
の

先
陣
を
切
る
の
が
、
神
戸
市
の
登
録
無
形

民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
明
王
寺

の
追
儺
式
だ
。

当
日
午
後
、
本
堂
で『
本
尊
大
聖
不
動

明
王
初
護
摩
祈
祷
』の
後
、
4
匹
の
子
鬼

が
世
話
役
の
肩
に
担
が
れ
て
登
場
し
、
太

鼓
に
合
わ
せ
て
飛
び
上
が
り
な
が
ら
樫
の

棒
を
床
に
打
ち
付
け
て
踊
る
。
親
鬼
は
太

郎
鬼
、
次
郎
鬼
、
バ
バ
鬼
の
3
匹
で
、
右

手
に
松
明
と
、
左
手
に
そ
れ
ぞ
れ
木
製
の

槌
、
斧
、
槍
を
持
っ
て
踊
る
。
子
鬼
と
親

鬼
の
踊
り
が
交
互
に
繰
り
返
さ
れ
た
後
、

厄
に
見
立
て
た
鏡
餅
を
太
郎
鬼
が
木
槌
で

叩
き
、
次
郎
鬼
が
斧
で
切
り
、
バ
バ
鬼
が

槍
で
突
き
落
と
す
。
踊
り
の
後
、
親
鬼
と

住
職
ら
は
回
廊
か
ら
境
内
の
参
拝
客
に
向

け
て
鬼
の
花
、餅
、ミ
カ
ン
、福
銭
を
ま
く
。

そ
の
後
、
檀
家
た
ち
は
、
お
札
、
色
紙
で

作
っ
た
花
、
松
明
の
燃
え
か
す
を
鬼
の
装

束
に
使
わ
れ
て
い
た
藤
蔓
で
括
っ
て
持
ち

帰
り
、
厄
除
け
と
し
て
一
年
間
祀
る
。

鬼
の
装
束
は
念
入
り
に
、

餅
は
大
量
に
準
備

準
備
は
当
日
昼
過
ぎ
か
ら
滑
協
議
会

員
で
構
成
す
る
保
存
会
の
人
々
に
よ
っ
て

行
わ
れ
る
。「
鬼
部
屋
」と
い
わ
れ
る
鬼
の

支
度
部
屋
で
、
親
鬼
と
子
鬼
に
鬼
衣
を
着

せ
、
鬼
綱
を
巻
き
、
さ
ら
に
藤
蔓
で
独
特

な「
鬼
絡
み
」を
施
し
て
い
く
。
餅
ま
き
に

は
2
0
0
0
～
3
0
0
0
個
の
餅
が
使

わ
れ
、
か
つ
て
は
1
月
3
日
に
協
議
会
長

が
そ
の
多
く
を
つ
く
こ
と
が
習
わ
し
だ
っ

た
。以

前
は
本
堂
内
陣
で

行
わ
れ
て
い
た

1
9
9
5
年
の
阪
神
淡
路
大
震
災
以

前
は
、
鬼
の
踊
り
は
本
堂
の
内
陣
で
行
わ

れ
お
り
、
薄
暗
い
内
陣
を
照
ら
す
の
に
松

明
が
焚
か
れ
て
い
た
。
本
堂
は
木
造
で
燃

え
や
す
く
、
消
防
団
は
水
を
張
っ
た
桶
を

用
意
し
、
次
々
に
燃
え
落
ち
る
火
の
粉
に

箒
で
水
を
撒
い
て
ま
わ
り
、
鬼
の
踊
り
が

終
わ
る
頃
に
は
本
堂
の
床
は
水
浸
し
だ
っ

た
。
震
災
後
、
本
堂
の
建
て
替
え
に
合
わ

せ
て
鬼
の
踊
り
場
は
外
陣
に
設
け
ら
れ
、

松
明
は
燃
え
落
ち
に
く
い
素
材
に
変
わ

り
、
当
日
に
床
を
合
板
で
養
生
す
る
こ
と

で
、
本
堂
は
水
に
濡
れ
る
こ
と
も
、
す
す

け
る
こ
と
も
な
く
な
っ
た
。

時
代
に
合
わ
せ
て
柔
軟
に
変
化

鬼
は
滑
協
議
会
会
員
で
古
く
か
ら
滑
地
区

に
暮
ら
す
檀
家
か
ら
選
ば
れ
る
。
バ
バ
鬼
は

厄
年
の
男
性
が
担
当
し
て
い
た
が
、
檀
家
人

口
の
減
少
に
伴
い
、
で
き
る
だ
け
厄
年
に
近

い
男
性
が
担
う
形
に
な
っ
た
。
子
鬼
は
小
学

校
高
学
年
の
男
子
か
ら
選
ば
れ
る
が
、
分
家

の
子
ど
も
や
、
低
学
年
、
さ
ら
に
は
幼
稚

園
児
に
ま
で
枠
を
広
げ
て
集
め
て
い
る
。

ま
た
、
子
鬼
の
杖
や
シ
ャ
ガ
マ
、
藁
草

履
な
ど
は
各
家
で
祖
父
や
父
親
が
作
っ
て

い
た
が
、
現
在
は
保
存
会
で
用
意
し
て
い

る
。
所
作
や
作
法
な
ど
も
代
々
口
伝
さ
れ

て
き
た
も
の
で
、
今
と
な
っ
て
は
高
齢
者

の
中
に
も
詳
細
ま
で
正
確
に
知
る
人
は
ほ

と
ん
ど
い
な
い
。
保
存
会
で
は
滑
の
伝
統

を
絶
や
す
ま
い
と
、
様
々
な
資
料
等
を
基

に
正
し
い
様
式
の
再
現
に
努
め
て
い
る
。

親鬼（ババ鬼、太郎鬼、次郎鬼）の踊り鬼の面 太郎鬼と次郎鬼の踊り 太郎鬼の「走り」供物配布

子鬼の踊り

鏡餅

子鬼の登場 本尊大聖不動明王初護摩祈祷

明王寺追儺式
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多聞寺
タモンジ

〒 655-0007
神戸市垂水区
多聞台 2-2-75

鬼
三
匹
が
勇
壮
で

迫
力
あ
る
踊
り
を
披
露

鬼
の
荒
々
し
い
踊
り
が
特
徴
の
多
聞
寺

の
追
儺
式
。
源
平
の
合
戦
で
、
源
義
経
が

必
勝
祈
願
に
訪
れ
た
と
の
言
い
伝
え
も
あ

る
、
こ
こ
多
聞
寺
の
由
緒
あ
る
新
春
行
事

で
あ
る
。

1
月
5
日
午
後
2
時
頃
、
住
職
ら
に
よ

る
般
若
心
経
、
観
音
経
、
多
聞
寺
独
特

の
初
夜
の
導
師
作
法
が
行
わ
れ
る
。
そ
の

後
、
法
螺
貝
と
太
鼓
、
半
鐘
の
音
に
合
わ

せ
て
最
初
に
婆
鬼
が
走
り
出
て
三
方
に
盛

ら
れ
た
塩
を
境
内
に
ま
き
そ
の
場
を
清
め

る
。
次
に
、
婆
鬼
、
太
郎
鬼
、
次
郎
鬼
の

三
匹
鬼
が
次
々
登
場
し
、
伝
統
に
の
っ
と
っ

て
鬼
が
そ
れ
ぞ
れ
木
製
の
剣
、
鎚
、
斧
を

左
手
に
持
ち
、
右
手
で
松
明
を
激
し
く
振

り
回
し
な
が
ら
勢
い
よ
く
舞
台
を
駆
け
踊

り
、
そ
の
後
、
紅
白
の
小
餅
を
ま
く
。

鬼
登
場
の
合
間
で
は
小
鬼
4
匹
が
登
場

し
、
手
に
し
た
棒
を
お
互
い
に
打
ち
交
わ

し
て
次
の
鬼
の
登
場
を
待
つ
。

終
盤
、
三
匹
鬼
が
踊
り
と
と
も
に
小
餅
、

鏡
餅
、
福
筒
を
参
拝
客
に
向
け
て
ま
き
、

最
後
に
華
を
ま
い
て
お
開
き
と
な
る
。

鬼
の
勇
壮
な
踊
り
を

皆
で
支
え
繋
ぐ

出
番
の
多
い
鬼
は
会
員
た
ち
が
交
代
で

踊
る
。
鬼
の
登
場
は
7
回
あ
り
、
延
べ
16

匹
が
順
番
に
面
を
付
け
替
え
て
出
て
い

く
。
こ
う
し
て
鬼
の
激
し
い
踊
り
を
最
後

ま
で
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

鬼
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
踊
り
を
支
え
て
い

る
の
が
、
当
日
本
堂
に
架
設
さ
れ
る
踊
り

場
。
本
堂
の
正
面
、
回
廊
の
外
側
に
組
ま

れ
る
頑
丈
な
舞
台
の
お
か
げ
で
、
鬼
の
勇

壮
な
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

伝
統
に
こ
だ
わ
る

華
、
餅
、
福
筒
、
松
明

華
は
当
日
の
朝
、
保
存
会
の
人
々
が
僅

か
に
自
生
す
る
冬
青（
ソ
ヨ
ゴ
…
赤
い
実
の

な
る
木
）を
採
り
に
行
く
。
そ
の
後
、
採
っ

て
き
た
冬
青
の
枝
に
紅
白
の
紙
の
華
を
付

け
て
約
3
0
0
本
用
意
す
る
。

餅
は
例
年
60
キ
ロ
用
意
す
る
。
以
前
は

暮
れ
の
30
日
に
つ
い
て
い
た
が
、
現
在
は

業
者
か
ら
紅
白
の
小
餅
を
調
達
し
て
お

り
、
鏡
餅
は
お
寺
で
準
備
さ
れ
て
い
る
。

副
筒
は
竹
の
中
に
お
守
り
を
入
れ
、
そ

れ
を
奉
書
で
巻
い
た
ご
利
益
の
あ
る
巻
物

で
、
1
年
後
に
納
さ
め
に
来
る
と
良
い
。

松
明
は
苧
殻（
お
が
ら
…
麻
の
皮
を
は

ぎ
取
っ
た
茎
）を
10
本
程
度
束
ね
紐
で
縛
っ

て
作
る
。

次
代
に
繋
げ
る
た
め
に

か
つ
て
は
境
内
に
露
店
が
出
て
、
朝
か

ら
祭
り
の
よ
う
に
楽
し
め
る
時
代
も
あ
っ

た
。
鬼
の
踊
り
は
細
か
な
所
作
が
決
ま
っ

て
い
る
。
以
前
は
年
越
し
前
の
12
月
に
集

ま
っ
て
稽
古
を
し
て
い
た
が
、
現
在
は
人

が
集
ま
り
に
く
い
た
め
、
当
日
の
稽
古
の

み
で
本
番
に
臨
ん
で
い
る
。

昔
は
青
年
団
が
行
事
の
世
話
役
を
担
っ

て
い
た
が
、
昭
和
35
年
頃
に
青
年
団
が
解

散
し
消
防
団
に
引
き
継
が
れ
た
。

現
在
は
昭
和
53
年
に
立
ち
上
げ
た
保
存

会
が
運
営
し
て
い
る
。
近
年
は
広
報
紙
に

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、年
々

見
物
客
は
増
え
て
い
る
。

三方に福筒、鏡餅、小餅盛り華をつけたソヨゴ鬼の面 子鬼の踊り華をまく

次郎鬼、太郎鬼、婆鬼の踊り 鬼の踊り 塩まき

多聞寺

追儺式

小餅まき

多聞寺追儺式
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奥畑大歳神社
オクハタオオトシジンジャ

〒 655-0852
神戸市垂水区
名谷町字北ノ屋敷 3143

源
義
経
ゆ
か
り
の

歴
史
あ
る
神
事

奥
畑
地
区
、
大
歳
神
社
で
は
新
年
の
行

事
と
し
て
、
１
月
の
成
人
の
日
と
2
月
の

建
国
記
念
の
日
に
、「
百
手
武
射
神
式
」と

呼
ば
れ
る
弓
引
き
神
事
が
行
わ
れ
る
。

平
安
時
代
の
末
期
、
源
平
合
戦
の
さ
な

か
、
源
義
経
が
平
家
追
討
の
進
軍
の
折
、

奥
畑
村
を
訪
れ
た
と
き
の
こ
と
。
一
の
谷

攻
撃
を
企
て
た
義
経
は
、
1
月
8
日
に
大

歳
神
社
に
立
ち
寄
り
、
必
勝
祈
願
に
参
っ

た
。
見
事
に
一
の
谷
の
合
戦
で
勝
利
を
収

め
、
お
礼
参
り
に
再
び
訪
れ
る
と
、

2
0
0
本
の
矢
を
1
0
0
回
に
分
け
て

射
る
百
手
武
射
神
式
を
務
め
た
。
こ
れ
が

こ
の
神
事
の
由
来
と
さ
れ
て
お
り
。
1
月

の
も
の
を「
ガ
ン
ゴ
メ（
願
込
め
）」、
2
月

の
も
の
を「
ガ
ン
ホ
ド
キ（
願
解
き
）」と
呼

ん
で
い
る
。

「
鬼
」を
狙
っ
て

矢
を
射
て
厄
を
払
う

弓
引
き
は
当
日
午
後
2
時
頃
に
二
人
の

射
手
が
宮
司
と
と
も
に
本
殿
に
参
り
、
小

社
に
供
え
て
あ
る
弓
と
矢
を
取
る
と
こ
ろ

か
ら
始
ま
る
。
年
長
者
が
南
側
、
年
少
者

が
北
側
の
畳
に
座
り
、
一
礼
し
た
あ
と
、

立
ち
上
が
っ
て
片
肌
を
脱
ぎ
、
年
長
者
、

年
少
者
の
順
に
矢
を
射
る
。
射
た
矢
は
見

物
に
来
て
い
る
子
ど
も
た
ち
が
拾
っ
て
宮

司
に
届
け
、
そ
の
矢
を
受
け
取
っ
て
さ
ら

に
弓
を
引
く
。
繰
り
返
す
こ
と
6
回
、
的

の
裏
か
ら
鬼
を
表
す
藁
を
束
ね
た
も
の
を

引
っ
張
り
出
す
と
、
射
手
に「
鬼
が
見
え
ま

し
た
か
」と
聞
く
。
射
手
が
そ
れ
ぞ
れ「
見

え
ま
し
た
」と
答
え
た
後
に
、
も
う
一
度
矢

を
射
た
後
、
的
を
小
さ
い
も
の
に
替
え
て

2
回
ず
つ
射
る
。

1
月
と
2
月
、
2
度
の
弓
引
き
は
ほ
ぼ

同
じ
手
順
で
行
わ
れ
る
が
、
矢
を
射
た
数

の
数
え
方（
数
ト
リ
）が
異
な
る
。
1
月
は

射
手
の
前
に
置
い
た
芝
に
竹
の
串
を
刺
し

て
数
え
、
2
月
は
長
さ
30
㎝
ほ
ど
の
太
い

竹
に
、
鎌
で
回
数
を
刻
み
付
け
る
。

伝
統
に
沿
っ
て
準
備
が
進
む

当
日
は
朝
か
ら
世
話
役
で
あ
る
コ
ヤ
ド

が
大
小
の
的
を
作
り
、
神
社
境
内
の
飾
り

付
け
や
お
供
え
の
用
意
を
す
る
。
大
的
は

１
辺
約
1
2
0
㎝
の
正
方
形
で
、
小
的

は
直
径
約
30
㎝
の
円
形
と
決
ま
っ
て
お

り
、
的
の
黒
い
部
分
に
は
茄
子
を
焼
い
て

作
っ
た
墨
を
使
う
。

大
的
は
本
殿
南
広
場
の
西
側
に
立
て
、

東
に
は
射
手
2
人
の
弓
引
き
の
場
と
な
る

畳
を
１
枚
ず
つ
敷
く
。
ま
た
、
小
的
2
個

と
弓
2
張
り
、
そ
し
て
矢
4
本
は
本
殿
西

に
合
祀
さ
れ
て
い
る
社
に
供
え
る
。

少
子
化
の
中
、

守
り
伝
え
て
い
く
た
め
に

こ
れ
ら
弓
引
き
の
手
順
や
作
法
、
所
作

は
、
地
域
の
人
々
に
よ
っ
て
大
切
に
受
け

継
が
れ
て
き
な
が
ら
、
時
代
の
流
れ
に
合

わ
せ
て
変
化
も
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
古
来
、
射
手
は
満
16
、
7
歳

の
長
男
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
少
子
化
の

影
響
か
ら
小
さ
な
子
供
に
当
た
る
こ
と
も

あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
長
男
に
限
ら
ず
地
区

在
住
の
14
歳
か
ら
18
歳
ぐ
ら
い
ま
で
の
男

子
が
務
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ど
う
し
て

も
成
り
手
が
い
な
け
れ
ば
お
宮
番
が
弓
を

引
く
こ
と
も
あ
る
。

小社から弓をとる 本殿に参る２張りの弓を交叉

奥畑大歳神社

弓引き神事

小的 大的を射る子どもが弓を届ける小的を射る大的 数トリ

奥畑大歳神社 弓引き神事
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東名奥津神社
ヒガシミョウオキツジンシャ

655-0852
神戸市垂水区
名谷町社谷 1234

無
病
息
災
と

五
穀
豊
穣
を
願
っ
て

荒
神
社
ま
た
は
海
神
社
に
対
し
て
小
宮

と
も
呼
ば
れ
る
東
名
奥
津
神
社
。
こ
こ
で

は
新
年
の
神
事
と
し
て
、
住
人
の
無
病
息

災
と
五
穀
豊
穣
を
願
っ
て
弓
引
き
が
行
わ

れ
る
。
か
つ
て
開
催
日
は
1
月
12
日
と
決

ま
っ
て
い
た
が
、
現
在
は
成
人
の
日（
1
月

第
2
月
曜
日
）　
に
、
東
名
協
議
会
に
よ
っ

て
執
り
行
わ
れ
る
。　

準
備
は
前
日
、

大
小
の
的
作
り
か
ら

弓
引
き
の
準
備
が
整
え
ら
れ
る
の
は
開

催
前
日
。
午
前
中
、
東
名
協
議
会
の
新
年

初
集
会
と
し
て
伊
勢
講
が
行
わ
れ
、
そ
の

流
れ
で
午
後
か
ら
弓
引
き
の
当
番
が
東
名

奥
津
神
社
へ
行
き
、
的
作
り
な
ど
に
取
り

組
む
。
大
的
は
周
辺
で
切
り
出
し
た
竹
を

1
2
7
㎝
に
切
り
、
8
等
分
に
割
っ
て
も

の
21
本
を
格
子
状
に
組
み
上
げ
、
半
紙
を

貼
っ
て
墨
で
二
重
の
円
を
描
く
。
小
的
は

薄
く
剥
い
だ
竹
で
直
径
20
㎝
の
輪
を
作
り
、

そ
の
上
に
半
紙
を
貼
っ
て
同
じ
く
墨
で
二

重
の
円
を
描
く
。
カ
ズ
ト
リ
は
約
20
㎝
に

切
っ
た
竹
を
細
く
割
り
、
15
本
ほ
ど
を
束

ね
て
半
紙
を
巻
い
て
水
引
を
掛
け
て
作
り
、

こ
れ
を
2
本
用
意
す
る
。

射
手
は
神
様
に
成
り
代
わ
る

そ
の
年
の
射
手
は
、
東
名
協
議
会
集
落

の
成
人
男
性
か
ら
決
め
ら
れ
た
2
人
。
そ

れ
ぞ
れ
春
日
さ
ん（
春
日
神
社
）、
八
幡
さ

ん（
八
幡
神
社
）と
呼
ば
れ
、
神
様
と
し
て

扱
わ
れ
る
。
当
日
朝
、
射
手
は
入
浴
を
し

て
体
を
清
め
、
裃
・
袴
姿
で
戸
主
た
ち
と

と
も
に
神
社
に
参
り
、
海
神
社
宮
司
よ
り

祝
詞
を
賜
り
お
祓
い
を
受
け
る
。そ
の
後
、

東
名
公
会
堂
で
直
会
を
開
き
、
正
面
に
宮

司
、
両
脇
に
春
日
さ
ん
と
八
幡
さ
ん
、
さ

ら
に
そ
の
両
脇
に
添
え
役
の
2
人
が
並

び
、
大
き
な
杯
に
注
い
だ
お
神
酒
を
順
番

に
い
た
だ
く
。
こ
の
と
き
卓
上
に
ご
ま
め

と
柿
な
ま
す
が
並
び
、
食
さ
れ
る
。

古
式
ゆ
か
し
い
作
法
と

所
作
で
矢
を
射
る

同
日
12
時
過
ぎ
、神
社
か
ら
約
1
2
0m

東
に
坂
を
上
が
っ
た
弓
引
き
場
へ
、
大
的

と
小
的
が
運
ば
れ
る
。
ま
ず
、
射
手
は
足

元
に
用
意
さ
れ
た
切
芝
に
射
っ
た
矢
を
数

え
る「
カ
ズ
ト
リ
」と
呼
ば
れ
る
竹
の
棒
を

刺
し
、
洗
米
を
巻
く
。
そ
の
後
、
弓
を
つ

が
え
、
大
的
へ
向
け
て
2
本
ず
つ
矢
を
放

ち
、
3
本
目
は
矢
を
つ
が
え
る
も
射
る
こ

と
は
な
く「
ヤ
ア
」と
い
う
掛
け
声
を
上
げ

る
の
み
。
続
い
て
直
径
20
㎝
ほ
ど
の
小
的

へ
の
弓
引
き
が
行
わ
れ
る
。

こ
の
地
の
歴
史
と
心
を

伝
え
て
い
く
た
め
に

こ
れ
ら
一
連
の
作
法
や
所
作
、
衣
装
や

道
具
に
つ
い
て
詳
細
に
記
さ
れ
た
資
料
は

な
く
、
旧
村
の
頃
か
ら
地
域
に
暮
ら
す
東

名
協
議
会
集
落
の
中
で
、
口
伝
に
よ
っ
て

伝
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
古
く
か
ら

の
住
民
が
数
を
減
ら
す
な
か
、
時
代
に
合

わ
せ
て
簡
素
化
を
図
る
な
ど
し
て
続
け
て

き
た
が
、
少
子
高
齢
化
や
若
者
の
地
域
離

れ
が
止
ま
ら
な
い
こ
と
に
加
え
て
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
脅
威
も
あ
り
、
何
を
残

し
て
い
く
べ
き
か
見
つ
め
な
お
す
時
期
に

来
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

弓引き場へ的を移動

小的を射る小的は縁起が良いとして地域の子供が持ち帰る 大的を射る お神酒を順番にいただくごまめと柿なます「カズトリ」

正面に宮司、両脇に春日さんと八幡さん、両脇に添え役大的と小的

東名奥津神社

弓引き神事

東名奥津神社 弓引き神事
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静
か
に
、
そ
し
て
厳
か
に

神
事
が
始
ま
る

矢
が
放
た
れ
、
風
切
り
音
を
上
げ
て

新
年
の
寒
風
を
貫
き
、「
パ
ン
ッ
」と
い

う
音
と
と
も
に
半
紙
に
描
か
れ
た
的
の

背
後
の
畳
に
突
き
立
つ
と
、
見
物
人
か

ら
歓
声
と
拍
手
が
沸
き
起
こ
る
。
毎
年

1
月
の
成
人
の
日
、
西
名
の
春
日
神
社

境
内
で
行
わ
れ
る
弓
引
き
神
事
の
光
景

で
あ
る
。

当
日
の
朝
、
10
時
過
ぎ
か
ら
そ
の
年

の
当
番
で
あ
る
4
人
の
射
手
が
西
名
会

館
に
集
ま
り
、
羽
織
、
袴
と
い
う
い
で

立
ち
と
な
っ
て
神
社
へ
と
向
か
う
。
4

人
は
社
と
的
場
で
静
か
に
参
拝
を
済
ま

せ
、
的
の
前
に
供
え
て
あ
る
酒
と
肴
を

い
た
だ
い
た
後
、
弓
引
き
が
始
ま
る
。

弓
引
き
の
後
、

射
手
は
神
様
と
な
る

弓
は
4
人
の
う
ち
年
長
者
か
ら
順
番
に

1
人
2
本
ず
つ
射
る
。
最
後
の
射
手
で
あ

る
最
年
長
者
の
2
本
目
は
、
矢
を
つ
が
え

て
5
分
引
き
に
す
る
の
み
。
さ
ら
に
小
的

に
対
し
て
も
同
様
の
作
法
で
弓
が
引
か
れ

る
。弓

引
き
が
終
わ
る
と
、
見
物
に
来
て

い
る
人
々
に
よ
っ
て
自
由
に
矢
が
射
ら

れ
る
。
射
手
4
人
は
神
様
に
成
り
変
わ

り
口
の
院
、
奥
の
院
へ
と
参
拝
す
る
。

道
中
、
同
行
す
る
人
々
に
供
物
の
餅
や

ミ
カ
ン
、
酒
と
洗
い
米
を
振
舞
う
。
口

の
院
、
奥
の
院
に
供
え
て
あ
っ
た
鏡
餅

は
当
番
が
持
ち
帰
り
、薄
く
四
角
に
切
っ

て
近
所
の
人
に
2
枚
ず
つ
配
る
。

的
作
り
、そ
し
て
当
日
の
準
備

神
事
の
準
備
は
近
所
の
人
た
ち
が
当

日
の
朝
か
ら
始
め
る
。
的
場
に
大
的
と

小
的
、
矢
立
て
を
配
置
し
、
鏡
餅
な
ど

の
お
供
え
を
用
意
し
、
手
洗
い
場
を
整

え
る
。
的
作
り
は
毎
年
当
番
が
決
ま
っ

て
お
り
、
正
月
前
に
作
っ
て
お
く
。
大

的
は
1
m
80
㎝
四
方
の
半
紙
に
2
重

の
円
を
墨
で
描
い
た
も
の
で
、
2
枚
の

畳
を
立
て
て
そ
の
前
に
貼
り
つ
け
ら
れ

る
。
か
つ
て
は
竹
を
組
ん
で
作
っ
て
い

た
が
、
い
つ
し
か
現
在
の
形
に
変
わ
っ

た
。
小
的
は
直
径
45
㎝
の
金
属
の
輪
に

半
紙
を
貼
り
、
墨
で
円
を
描
い
て
作
る
。

次
代
へ
と
伝
え
る

「
祭
事
運
営
手
順
書
」

西
名
の
弓
引
き
は
時
代
と
と
も
に
変

化
し
て
い
る
。
古
く
は
2
月
11
日
の
建

国
記
念
日
に
開
催
さ
れ
て
い
た
が
、
近

年
は
参
加
者
な
ど
の
都
合
を
考
慮
し
、

成
人
の
日
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
的
場
も
場
所
を
変
え
て
お
り
、
阪

神
高
速
道
路
湾
岸
線
の
下
の
谷
合
や
、

あ
じ
さ
い
公
園
で
行
っ
て
い
た
こ
と
も

あ
っ
た
。

古
く
は
青
年
団
が
開
催
の
中
心
を
担

い
、
現
在
は
西
名
協
議
会
が
そ
の
役
割

を
担
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
地
に

古
く
か
ら
暮
ら
す
会
員
の
高
齢
化
や
減

少
が
進
み
、
か
つ
て
80
軒
程
あ
っ
た

家
々
は
、
現
在
は
33
軒
ま
で
減
っ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
中
、
代
々
伝
え
ら
れ

て
き
た
神
事
を
確
か
に
守
っ
て
い
く
た

め
に
、
西
名
協
議
会
で
は「
祭
事
運
営

手
順
書
」を
作
成
し
、
隣
保
長
に
引
き

継
い
で
い
る
。

口の院、奥の院 大的、小的と供え物西名会館での準備小的を射る大的を射る見物人の弓引き

参拝的場での参拝 春日神社

西名春日神社

弓引き神事

西名春日神社 弓引き神事
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垂水の秋の伝統行事
（平成30年10月発行）

発
行 

令
和
元
年
8
月
吉
日

垂
水
の

  

盆
踊
り

〜
垂
水
区
の
音
頭
〜

垂水郷土芸能保存会

垂水の盆踊り
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【おことわり】
記事の内容・年代・日付・場所などにつきましては、誤り・漏れのないよう
できるだけ確認しましたが、万一誤り・漏れなどがございましたらご容赦く
ださい。
なお、令和３年の新春伝統行事に関しては、新型コロナウイルス感染症拡大
防止の観点から、中止もしくは関係者による祈祷等のみの実施が予定されて
います。
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