
市政　窓の

熊
野
の
神

大
寺
を
歩
く

　

大
寺
（
豊
和
地
区
）
熊
野

神
社
の
関
係
者
か
ら
資
料
提

供
と
併
せ
て
、
本
殿
内
部
を

拝
見
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ

ま
し
た
。

　

県
道
74
号
線
に
隣
接
し
、

う
っ
そ
う
と
し
た
林
の
中
に

あ
る
熊
野
神
社
は
、
８
５
７

年
ま
た
は
９
６
１
年
に
建
立

し
た
と
伝
わ
り
ま
す
。

　

現
在
の
本
殿
は
、
柱
に
墨

で
書
か
れ
た
文
字
か
ら
１
６

７
５
（
延
宝
３
）
年
３
月
に

建
築
が
始
め
ら
れ
、
同
年
５

月
16
日
に
完
成
し
た
こ
と
が

知
ら
れ
ま
す
。
現
存
す
る
市

内
の
神
社
で
は
、
建
築
年
が

比
較
的
古
い
部
類
に
入
り
ま

す
。

　

本
殿
中
央
に
宮ぐ

う

殿で
ん

が
あ
り
、

こ
の
中
に
御
神
体
が
祭
ら
れ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
今
回

は
、
そ
の
隣
に
あ
る
御み

正し
ょ
う

体た
い

と
呼
ば
れ
る
御
神
体
に
注
目

し
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
、
熊
野
神
社
は

熊
野
権ご

ん

現げ
ん

と
呼
ば
れ
、
現
在

は
廃
寺
と
な
っ
た
能の

う

円え
ん

寺
の

住
職
が
管
理
し
て
い
ま
す
。

　

御
正
体
は
、
和
歌
山
県
・

熊
野
三
山
神
社
と
ゆ
か
り
が

あ
り
、
鏡
の
裏
面
に
３
体
の

仏
像
が
浮
彫
り
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

１
９
１
０
（
明
治
43
）
年
、

神
社
が
千
葉
県
に
提
出
し
た

「
神
社
財
産
登
録
申
請
」
の

熊
野
大
神
宝
物
の
中
の
「
御
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鏡
青
銅
製
」
が
こ
れ
に
当
た

る
で
し
ょ
う
。
作
者
は
「
天

下
一
津
田
薩
摩
守
家
宣
」
と

記
名
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と

で
す
が
、
今
回
は
そ
れ
に
つ

い
て
調
べ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

本
殿
の
中
に
お
そ
ら
く
明

治
初
年
に
御
神
体
を
納
め
た

で
あ
ろ
う
宮
殿
と
、
そ
れ
以

前
の
御
神
体
で
あ
る
御
正
体

が
あ
る
こ
と
は
、
１
８
６
８

（
明
治
元
）
年
３
月
か
ら
始

め
ら
れ
た
「
神
仏
分
離
」
政

策
に
よ
る
影
響
が
熊
野
神
社

で
も
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て

い
ま
す
。

　

神
仏
分
離
で
は
神
社
と
寺

院
を
分
け
、
仏
像
を
御
神
体

と
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
ま

し
た
。

　

明
治
初
年
に
大
寺
村
で
は

星
宮
神
社
と
稲
荷
神
社
２
社
、

そ
し
て
熊
野
神
社
の
合
わ
せ

て
４
社
が
登
録
さ
れ
ま
し
た

が
、
１
９
３
０
（
昭
和
５
）

年
、
熊
野
神
社
だ
け
に
合ご
う

祀し

さ
れ
ま
し
た
。

　

建
築
後
、
三
百
数
十
年
経

た
本
殿
修
復
の
機
運
が
あ
る

と
聞
き
ま
し
た
。

（
市
文
化
財
審
議
会
委
員
・
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０

「
黄
金
の
実
り
」

酷
暑
時
に
は
大
き
な
負
担
に

な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
政
府
や

関
係
機
関
で
も
危
険
な
暑
さ

と
コ
ロ
ナ
対
策
に
は
苦
慮
し

て
い
る
よ
う
で
す
。

　

今
夏
は
、
連
日
続
い
た
猛

暑
日
の
中
に
あ
っ
て
、
一
服

の
清
涼
剤
は
、
高
校
生
棋
士

の
藤
井
聡
太
棋
聖
の
活
躍
で

す
。
王
位
も
獲
得
し
、
二
冠

達
成
と
八
段
昇
格
と
い
う
最

年
少
記
録
を
次
々
と
更
新
し

て
ゆ
く
姿
を
拝
見
し
て
い
る

と
、
将
棋
の
タ
イ
ト
ル
八
冠

す
べ
て
を
獲
得
す
る
の
は
も

は
や
時
間
の
問
題
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
、
さ
ら
な
る
活

躍
と
記
録
更
新
に
チ
ャ
レ
ン

ジ
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
社
会
経

済
の
先
行
き
は
、
大
き
く
落

ち
込
み
ま
し
た
が
、
農
村
地

帯
の
黄
金
の
実
り
は
、
大
き

な
力
と
勇
気
を
与
え
て
く
れ

　

東
京
五
輪
は
延

期
、
全
国
の
夏
祭

り
は
皆
無
、
高
校

野
球
大
会
も
甲
子

園
交
流
試
合
と
し

て
変
則
開
催
と
い

う
今
夏
は
、〝
コ

ロ
ナ
と
猛
暑
の

夏
〞
と
し
て
記
憶

に
残
る
こ
と
で
し

ょ
う
。

　

７
月
は
、
長
梅
雨
と
線
状

降
水
帯
に
よ
る
集
中
豪
雨
な

ど
に
よ
り
、
日
照
時
間
が
少

な
い
月
で
あ
り
、
暑
さ
へ
の

体
調
を
整
え
る
暇
も
な
く
８

月
に
入
る
や
否
や
猛
暑
日
が

続
き
、
降
雨
も
無
く
連
日
熱

中
症
警
戒
ア
ラ
ー
ト
が
発
令

さ
れ
、
特
に
医
療
機
関
で
は

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
患
者
と
熱
中
症
患
者
の
対

応
で
大
混
乱
し
て
い
る
と
の

こ
と
。
コ
ロ
ナ
対
策
で
マ
ス

ク
の
着
用
は
必
須
で
す
が
、

ま
す
。

　

既
に
稲
刈
り
も
始
ま
り
、

秋
の
気
配
が
漂
っ
て
お
り
ま

す
が
、
９
月
と
も
な
れ
ば
台

風
も
心
配
に
な
り
ま
す
。
昨

年
は
房
総
半
島
台
風
な
ど
に

よ
り
大
打
撃
を
被
っ
た
と
こ

ろ
で
あ
り
ま
す
。
台
風
襲
来

前
に
稲
刈
り
や
農
作
物
の
収

穫
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

　

依
然
と
し
て
コ
ロ
ナ
禍
の

真
っ
た
だ
中
で
あ
る
今
日
、

自
然
災
害
な
ど
に
よ
り
避
難

所
へ
避
難
の
際
に
は
、
行
政

で
は
最
善
の
対
策
を
講
じ
て

お
り
ま
す
が
、
最
大
の
感
染

予
防
対
策
は
避
難
さ
れ
た

方
々
の
心
掛
け
だ
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。
平
素
よ
り
、
マ

ス
ク
・
体
温
計
・
食
糧
・
飲

料
水
な
ど
を
備
え
て
お
く
よ

う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

早
期
「
コ
ロ
ナ
新
薬
・
ワ

ク
チ
ン
」の
開
発
!!
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