
　
地
区
セ
ン
タ
ー
を
過
ぎ
る
と
、道
の
右
手
に

東
神
奈
川
公
園
が
あ
り
ま
す
。こ
の
公
園
の
す

ぐ
向
こ
う
に
、熊
野
神
社
が
見
え
て
き
ま
す
。

　
こ
の
神
社
は
、も
と
権
現
山
に
あ
り
ま
し

た
。平
安
時
代
に
、紀
伊
の
熊

野
権
現
を
招
い
た
こ
と
に
よ

る
、と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。そ

の
後
、江
戸
時
代
の
中
頃
に
金

蔵
院
の
境
内
に
移
さ
れ
、明
治

初
め
の
神
仏
分
離
令
に
よ
り
、

金
蔵
院
か
ら
分
か
れ
ま
し
た
。

　
下
の『
金
川
砂
子
』の「
夜
宮

祭
礼
」図
は
、江
戸
時
代
後
期

の
神
社
の
に
ぎ
わ
い
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。 

社
殿
の
脇
で
神
楽
が
舞
わ
れ
、参
道
の
東
側
に

み
こ
し
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。

　
現
在
の
社
殿
は
戦
後
再
建
さ
れ
た
も
の
で

す
が
、境
内
に
は
イ
チ
ョ
ウ
の
古
木
な
ど
が

残
っ
て
い
ま
す
。

　
東
光
寺
の
本
尊
は
も
と
太
田
道
灌
の
守
護

仏
で
し
た
が
、道
灌
の
小
机
城
攻
略
後
、小
田

原
北
条
氏
の
家
臣
で
あ
る
平
尾
内
膳
が
こ
の

仏
を
賜
り
、東
光
寺
を
草
創
し
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

　
ま
た
道
灌
は
内
膳
に
本
尊
を
与
え
る
に
際

し
、「
海
山
を
へ
だ
つ
東
の
お
国
よ
り
、放
つ
光

は
こ
こ
も
か
わ
ら
じ
」と
の
歌
を
詠
ん
だ
と

い
わ
れ
、こ
の
歌
が
東
光
寺
の
名
称
の
由
来

と
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
金
蔵
院
は
熊
野
神
社
の
北
側
に
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、江
戸
時
代
は
東
西
に
並
ん
で
い
ま
し

た
。『
金
川
砂
子
』に
そ
の
様
子
を
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。こ
の
図
に
よ
る
と
、金
蔵
院
の
境

内
は
今
よ
り
広
く
、門
の
位
置
も
熊
野
神
社
と

並
ん
で
い
ま
し
た
。 

そ
し
て
こ
の
門
ま
で
、街

道
か
ら
参
道
が
延
び
て
い
ま
し
た
。

　
左
中
段
は
、昭
和
四
十
年（
一
九
六
五
）に
つ

く
ら
れ
た
現
在
の
表
門
で
す
。

熊
野
神
社

く
ま　

  

の　

   

じ
ん　

 

じ
ゃ

東
光
寺

と
う　

こ
う　
　

じ

金
蔵
院

こ
ん　

 

ぞ
う　

 

い
ん

　
江
戸
時
代
の
神
明
宮
は
能
満
寺
に
所
属
し

て
い
ま
し
た
が
、明
治
初
め
の
神
仏
分
離
令
に

よ
り
分
か
れ
ま
し
た
。

　
か
つ
て
境
内
を
流
れ
て
い
た
上
無
川
に
牛

頭
天
王
の
御
神
体
が
現
わ
れ
、洲
崎
大
神
お
よ

び
こ
の
神
社
に
牛
頭
天
王
を
祀
っ
た
と
の
伝

承
も
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、境
内
に
あ
る
梅
の
森

稲
荷
に
は
、若
い
女
旅
人
に
ま
つ
わ
る
哀
れ
な

話
も
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

神
明
宮

し
ん  

め
い    

ぐ
う

よ  

み
や

か
ぐ
ら
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