
▲中野孝喜会長

■
照
日
神
社
春
祭
り

　

野
方
の
照
日
神
社
で
は
、
毎
年
３
月

の
第
２
日
曜
日
に
春
祭
り
を
行
な
っ
て

い
ま
す
。
そ
の
際
に
は
、
家
内
安
全
・

五
穀
豊
穣
な
ど
を
祈
願
し
た
神
舞
が
、

神
舞
保
存
会
（
会
長
川
原
辰
雄
さ
ん
）

に
よ
り
奉
納
さ
れ
ま
す
。

　

途
絶
え
た
時
期
も
あ
り
ま
し
た
が
、

踊
り
手
が
高
校
生
や
小
学
生
に
引
き
継

が
れ
、
伝
承
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。

　

今
後
、
両
保
存
会
の
活
動
に
よ
り
、

い
つ
ま
で
も
伝
統
芸
能
が
継
承
さ
れ
続

け
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

▲商工会青年部のみなさん　
　　　次世代に引き継ぐ第一歩となりました。

▲照日神社春祭り

　

も
と
も
と
有
明
町
原
田
に
あ
っ
た

都
萬
神
社
は
、
天
文
九
年
の
火
災
で

焼
失
し
、
現
在
の
場
所
に
移
さ
れ
た

そ
う
で
す
。
そ
の
際
に
神
社
の
記
録

は
、
す
べ
て
焼
失
し
、
明
治
44
年
の

大
風
に
よ
り
神
社
は
倒
壊
し
、
一
切

の
記
録
が
不
明
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
神
舞
に
つ
い
て

も
、
い
つ
ご
ろ
、
ど
こ
か
ら
伝
わ
っ

て
い
る
の
か
正
確
な
記
録
が
残
っ
て

て
い
ま
せ
ん
。

　

言
い
伝
え
に
よ
る
と
、
神
舞
の
祭

り
で
は
、
神
舞
面
を
つ
け
て
夕
暮
れ

か
ら
夜
通
し
舞
続
け
、
日
の
出
を
見

て
舞
い
納
め
て
い
ま
し
た
が
、
太
平

洋
戦
争
で
完
全
に
途
絶
え
て
し
ま
っ

た
そ
う
で
す
。

　

幸
い
な
こ
と
に
野
方
照
日
神
社
で

現
在
も
踊
ら
れ
て
い
る
神
舞
は
、
明

治
26
年
に
都
満
神
宮
か
ら
伝
え
ら
れ

て
お
り
、
神
舞
の
起
源
、
十
九
手
の

神
舞
の
舞
言
、
用
具
の
作
り
方
や
手

ほ
ど
き
が
記
さ
れ
て
い
る
『
神
舞
解

説
書
』
に
基
づ
い
て
忠
実
に
現
在
ま

で
踊
り
続
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
れ
に
着
目
し
、
中
野
会
長
自
ら
、

２
年
半
を
か
け
て
県
内
外
に
残
る
神

舞
を
調
査
・
研
究
し
、『
神
舞
解
説
書
』

を
分
か
り
や
す
く
活
字
化
し
た
『
伝

統
芸
能
解
説
書
』
を
つ
く
る
と
と
も

に
復
活
の
準
備
を
行
い
ま
し
た
。

■
神
舞
の
途
絶
え
た
背
景

▲平成 21年 11月２日に国の登録有形
文化財に登録された都萬神社

▲薙刀舞

▲弓舞

▲田之神舞

▲四人鬼人舞

▲豊栄の舞
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■
神
舞
の
復
活
ま
で


