
                   

  

                 

   

小
坪
の
須
賀
神
社
（
牛
頭
天
王
社
）

は
、
須
佐
之
男
命
（
す
さ
の
お
の
み
こ

と
）
を
ま
つ
る
海
の
神
と
し
て
信
仰
さ

れ
て
い
ま
す
。 

 

天
王
祭
（
夏
祭
り
）
は
、
小
坪
全
４

町
（
南
町
・
伊
勢
町
・
中
里
町
・
西
町
）

が
１
年
ご
と
に
順
番
で
祭
り
の
行
事
に

あ
た
り
、
神
輿
（
み
こ
し
）
や
山
車
（
だ

し
）
が
出
て
、
祭
囃
子
の
演
奏
で
と
て

も
賑
わ
い
ま
す
。 

神
輿
は
谷
戸
の
天
王
社
に
安
置
さ
れ

て
お
り
、
祭
り
の
際
に
受
取
り
に
行
き

ま
す
。
神
輿
の
四
方
を
「
子
若
衆
」「
若

衆
」
「
壮
年
」
「
老
年
」
の
４
組
に
分
け

て
警
護
し
、
各
町
内
が
順
番
に
天
王
唄

を
唄
い
、
祭
り
を
盛
り
上
げ
ま
す
。 
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小
坪 

須
賀

す

が

神
社

じ
ん
じ
ゃ

（
牛
頭

ご

ず

天
王
社

て
ん
の
う
し
ゃ

） 

天
王

て
ん
の
う

祭 さ
い

・
三
十
三
年

さ
ん
じ
ゅ
う
さ
ん
ね
ん

大
祭

た
い
さ
い 

逗子の祭 
～今もなお逗子に受け継がれているお祭についてのお話です～ 

平成 8年度 三十三年大祭 須賀神社の絵馬 

小坪 須賀神社の紋 葉山 森山神社の紋 
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～
三
十
三
年
大
祭
～ 

３３
年
ご
と
に
、
小
坪
須
賀
神
社
と
葉

山
一
色
の
森
山
神
社
が
一
緒
に
大
祭
を

行
い
ま
す
。 

『
三
浦
古
尋
録
（
み
う
ら
こ
じ
ん
ろ

く
）』
に
よ
る
と
、
こ
の
三
十
三
年
大
祭

は
、
一
千
年
以
上
の
長
い
歴
史
が
あ
る

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

で
は
、
な
ぜ
一
緒
に
須
賀
神
社
と
森

山
神
社
が
大
祭
を
行
う
の
で
し
ょ
う
？ 

そ
れ
は
、『
古
事
記
』
に
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
須
佐
之
男
命
が
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ

チ
を
退
治
し
て
、
奇
稲
田
姫
命
（
く
し

い
な
だ
ひ
め
の
み
こ
と
）
を
嫁
（
め
と
）

り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
宮
殿
を
建
て
る

場
所
を
須
賀
の
地
に
選
び
ま
し
た
。
そ

の
故
事
に
倣
っ
て
「
須
賀
神
社
」
と
し

た
そ
う
で
す
。 

須
賀
の
男
神
と
森
山
の
女
神
は
夫
婦

で
あ
る
の
で
両
神
の
伉
儷
（
こ
う
れ

い
・
夫
婦
）
の
儀
式
と
し
て
、
３３
年
目

ご
と
に
小
坪
須
賀
神
社
の
須
佐
之
男
命

が
神
輿
で
森
山
神
社
の
奇
稲
田
姫
命
の

も
と
へ
渡
御
（
と
ぎ
ょ
）
し
、
７
日
間

（
明
治
以
降
は
３
日
間
）
お
宿
り
に
行

き
ま
す
。 

こ
れ
を
小
坪
で
は
行
合
祭
（
ゆ
き
あ

い
ま
つ
り
）、
葉
山
で
は
神
婚
祭
（
し
ん

こ
ん
さ
い
）
と
呼
ん
で
い
ま
す
。 

最
近
で
は
、
平
成
８
（
１
９
９
６
）

年
に
行
わ
れ
、
次
回
は
平
成
４０
（
２
０

２
８
）
年
に
行
わ
れ
ま
す
。 

 ～
小
坪
の
夏
祭
り
で
古
く
か
ら 

唄
わ
れ
る
天
王
唄
～ 

天
王
唄
は
ひ
と
り
が
「
音
頭
と
り
」 

と
な
り
他
の
者
た
ち
は
合
い
の
手
を
入 

れ
ま
す
。
唄
の
最
後
に
は
「
オ
モ
シ
ロ 

〽
目
出
た
目
出
た
の
若
松
様
よ 

 

ハ
ー
ヨ
イ 

 

枝
も
栄
え
る
葉
も
茂
る 

 

ヤ
ン
デ
ヤ
ン
デ 

 

谷
戸
を
今
朝
出
て
四
町
内
を
廻
る 

四
町
内
の
氏
子
が
出
て
拝
む 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

オ
モ
シ
ロ
ヤ
ー
エ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
・
・
続
く 

   

池
子
神
明
社
の
祭
は
年
に
3
回
あ 

り
、
中
で
も
1
年
の
う
ち
で
最
も
大
切 

な
7
月
の
例
祭
（
夏
祭
り
）
は
、
池
子 

の
氏
子
や
町
内
の
繁
栄
を
祈
り
ま
す
。 

か
つ
て
池
子
地
区
は
寛
永
15
（
１
６

３
８
）
年
よ
り
鎌
倉
英
勝
寺
の
寺
領
で

し
た
。
英
勝
寺
は
水
戸
徳
川
家
ゆ
か
り

の
寺
で
あ
っ
た
の
で
、
神
社
の
神
輿
に

も
徳
川
将
軍
家
の
葵
紋
（
丸
に
三
つ
葉

葵
・
徳
川
紋
）
が
つ
い
て
い
ま
す
。 

池
子 

神
明
社

し
ん
め
い
し
ゃ

例
祭

れ
い
さ
い 

ヤ
ー
エ
」
の
結
び
の
言
葉
を
入
れ
ま
す
。 

 



祭
の
日
は
、
御
祭
神
（
ご
さ
い
じ
ん
）

が
社
の
本
殿
か
ら
お
出
ま
し
に
な
り
、

鎌
倉
英
勝
寺
か
ら
贈
ら
れ
た
神
輿
に
お

遷
り
に
な
っ
て
、
徳
川
紋
付
き
提
灯
を

先
頭
に
、
池
子
の
町
内
を
巡
り
ま
す
。 

昔
は
祭
り
も
盛
大
で
、
神
輿
も
担
ぎ

手
に
よ
っ
て
村
々
を
巡
り
、
お
旅
所
（
お

た
び
し
ょ
・
神
輿
が
休
む
所
）
の
前
で

は
、
た
と
え
武
士
で
あ
っ
て
も
馬
に
乗

っ
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
で
す
。 

 

～
神
輿
・
屋
台
の
装
飾
～ 

神
輿
に
も
葵
紋
が
付
い
て
お
り
、
屋

台
は
お
宮
の
梁
に
保
存
さ
れ
て
い
た
龍

の
彫
刻
が
取
り
付
け
ら
れ
、
昔
の
姿
が

復
元
さ
れ
ま
し
た
。
屋
台
幕
は
、
約
150

年
前
に
製
作
さ
れ
た
由
緒
あ
る
も
の
で

す
。 

～
池
子
囃
子
（
い
け
ご
は
や
し
）
～ 

池
子
囃
子
は
、
江
戸
時
代
末
期
よ
り

受
継
が
れ
て
き
ま
し
た
が
、
第
二
次
世

界
大
戦
の
た
め
35
年
間
中
止
し
て
い

ま
し
た
。
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
伝
統
は
、

昭
和
50
年
に
復
興
が
提
案
さ
れ
ま
し

た
。 そ

の
後
、
鎌
倉
十
二
所
で
演
奏
さ
れ

て
い
る
囃
子
が
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
伝

統
の
池
子
囃
子
と
判
明
し
、
特
訓
の
末
、

昭
和
52
年
に
再
び
披
露
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 
 

渡
御
す
る
神
輿
の
数
は
減
り
つ
つ
も
、

屋
台
と
一
体
と
な
っ
た
池
子
囃
子
は
、

今
で
も
夏
祭
り
を
盛
り
上
げ
る
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。 

    

  

沼
間
五
霊
社
の
祭
神
は
、
天
手
力
男

命
（
あ
め
の
た
ぢ
か
ら
を
の
み
こ
と
）

と
も
、
鎌
倉
権
五
郎
景
政
（
か
ま
く
ら

ご
ん
ご
ろ
う
か
げ
ま
さ
）
と
も
言
わ
れ

ま
す
。
五
霊
社
は
弓
の
神
様
で
、
権
五

郎
景
政
を
祀
っ
た
、
あ
る
い
は
、
景
政

の
祖
父
と
5
人
の
孫
を
祀
っ
た
の
で
五

霊
社
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

祭
礼
は
境
内
左
下
段
の
牛
頭
天
王
を

祀
る
天
王
祭
で
す
。
祭
礼
の
形
は
、
御

霊
信
仰
（
祖
先
の
霊
を
ま
つ
る
氏
神
信

仰
の
ほ
か
、
祟
り
を
す
る
神
の
祭
）
に

基
づ
い
た
も
の
で
、
京
都
祇
園
会
を
源

流
と
し
て
お
り
、
御
霊
が
五
郎
に
通
じ

る
こ
と
か
ら
、
悪
疫
払
い
の
英
霊
信
仰

に
移
転
し
、
鎌
倉
権
五
郎
景
政
で
あ
る

と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。 

沼
間 

五ご

霊
り
ょ
う

神
社
例

じ
ん
じ
ゃ
れ
い

大
祭

た
い
さ
い 



 
祭
り
で
使
わ
れ
る
神
輿
は
、
明
治
16

年
に
材
木
座
の
宮
大
工
に
よ
っ
て
造
ら

れ
た
も
の
で
、
8
人
で
神
輿
を
担
ぎ
町

内
を
練
り
歩
き
ま
す
。
1
年
神
輿
を
出

さ
な
け
れ
ば
悪
病
が
流
行
る
と
も
言
わ

れ
た
そ
う
で
す
。 

  
  

平
氏
一
門
が
源
義
経
ら
に
追
わ
れ
、

壇
の
浦
で
滅
ん
だ
時
、
平
維
盛
の
長
男
、

六
代
御
前
は
ま
だ
12
歳
で
し
た
。
母
と

と
も
に
京
都
嵯
峨
野
の
山
里
で
隠
れ
な

が
ら
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
が
、
源
氏
の

追
手
に
見
つ
か
り
、
北
条
時
政
に
捕
え

ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
12
歳
の
少
年

と
は
い
え
、
平
清
盛
の
曾
孫
で
あ
っ
た

た
め
、
殺
さ
れ
る
運
命
に
あ
り
ま
し
た

が
、
高
雄
の
文
覚
上
人
（
も
ん
が
く
し

ょ
う
に
ん
）
が
源
頼
朝
に
命
乞
い
を
し
、

六
代
御
前
は
上
人
の
も
と
、
高
雄
神
護

寺
で
僧
・
妙
覚
と
な
り
ま
し
た
。
し
か

し
、
頼
朝
の
死
後
、
文
覚
上
人
も
謀
反

の
罪
で
流
刑
と
な
り
、
六
代
御
前
も
再

び
捕
ら
え
ら
れ
、
田
越
川
河
畔
で
斬
首

さ
れ
ま
し
た
。 

村
人
は
六
代
御
前
を
哀
れ
み
、
田
越

川
の
ほ
と
り
に
葬
り
ま
し
た
。
毎
年
7

月
26
日
の
命
日
に
、
六
代
御
前
供
養
祭

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。 

戦
前
の
祭
礼
は
盛
大
な
行
事
で
、
広

場
で
は
歌
舞
伎
芝
居
な
ど
が
演
じ
ら
れ

た
よ
う
で
す
が
、
戦
後
は
神
武
寺
住
職

に
よ
る
護
摩
供
養
や
、
平
家
琵
琶
の
奉

納
演
奏
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

 こ
の
他
に
も
紹
介
し
き
れ
な
か
っ
た
逗
子

で
行
わ
れ
て
い
る
祭
り
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。
今
も
な
お
、
逗
子
に
伝
わ
る
祭
り
を
こ
の

先
も
ず
っ
と
大
切
に
守
っ
て
い
き
た
い
も
の

で
す
ね
。 
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