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❶
鶴
﨑
の
松

　
「
常と
き
わ
ぎ

磐
樹
の　

な
か
に
も
め
だ
つ　

鶴
﨑
の　

　
　
　
　
　
　

今
ひ
と
し
ほ
の　

春
の
色
か
な
」

　

鶴
﨑
神
社
の
境
内
に
は
昭
和
五
十
一
年
頃
ま
で
、
松
の
巨
木

が
林
立
し
て
お
り
、
明
治
の
頃
は
昼
間
で
も
境
内
が
薄
暗
い
程
で

あ
っ
た
と
い
う
。

　
都
窪
郡
誌
に
も
「
境
内
老
松
鬱う
つ
も茂
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
当

時
は
荘
厳
な
神
域
で
あ
っ
た
事
で
あ
ろ
う
。
そ
の
松
も
松
食
い
虫

の
被
害
に
遭
い
、
昭
和
五
十
年
か
ら
五
十
二
年
に
か
け
て
伐
採
さ

れ
た
が
、
拝
殿
石
段
脇
の
二
本
は
手
厚
く
守
ら
れ
て
い
る
。

鶴﨑神社の松（昭和 40 年代）

❷
国
鉾
の
夜
桜

　
「
夜
ざ
く
ら
に　

人
も
集
ま
る　

国
鉾
の　

　
　
　
　
　
　
　
　

夜
の
盛
り
も　

今
が
最
中
」

　

国
鉾
神
社
の
境
内
に
は
明
治
の
中
頃
に
は
、
松
を
始
め
と
す

る
各
種
の
樹
木
が
生
い
茂
り
鬱う
っ
そ
う蒼
と
し
た
鎮
守
の
杜も
り

で
あ
っ
た
。

　
桜
の
木
も
多
く

植
え
ら
れ
て
お
り
、

桜
の
名
所
と
し
て

多
く
の
人
が
夜
桜

見
物
に
来
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。

　
現
在
も
桜
の
花

見
は
行
わ
れ
て
い

る
が
、境
内
を
真
っ

赤
に
染
め
る
霧
島

ツ
ツ
ジ
や
藤
も
有

名
で
、
遠
方
か
ら

も
見
物
の
人
が
訪

れ
る
。

国鉾神社の霧島ツツジと八重桜
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❸
舟
本
の
入
舟

　
「
帆
を
あ
げ
て　

お
い
て
に
ま
か
す　

浦
舟
の　

　
　
　
　
　
　
　
　

は
や
し
ま
か
げ
に　

着
き
に
け
る
か
な
」

　

明
治
の
頃
の
船
便
は
、
児
島
湾
か
ら
倉
敷
川
に
入
り
、
彦
崎
で
二
百
石
程
度
の
小

さ
な
舟
に
荷
を
積
み
替
え
て
、
汐
入
川
を
上
っ
て
船
本
の
荒
神
社
あ
た
り
の
舟
溜
ま

り
へ
着
い
て
い
た
。

　
特
産
の
イ
草
や
薪し
ん

炭た
ん

、
肥
料
な
ど
各
種

の
生
活
物
資
を
輸
送

し
て
お
り
、
舟
溜
ま

り
は
活
気
を
呈
し
て

い
た
。

　
舟
溜
ま
り
は
、
弁

才
天
に
も
あ
っ
た
よ

う
だ
が
、
当
時
の
大

量
輸
送
手
段
は
、
舟

が
主
流
で
あ
っ
た
こ

と
が
窺
え
る
。

　　 船本荒神社前の舟溜まり（大正 12 年）

❹
祇
園
の
夕
景

　
「
吹
く
風
も　

な
く
て
涼
し
き　

祇ぎ
お
ん
え

園
会
の　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

海
原
遠
く　

移
る
月
か
な
」

　

塩
津
の
龍
神
社
の
境
内
神
社
に

祇
園
神
社
が
あ
る
。「
祇
園
」
と

は
こ
の
祇
園
神
社
の
こ
と
で
あ

る
。

　
祇
園
神
社
は
、
龍
神
社
と
共
に

龍
王
山
の
頂
上
に
鎮
座
し
て
い
た

が
、
昭
和
四
十
二
年
に
山
を
削
り

平
地
に
し
て
、
社
殿
を
現
在
の
地

に
移
し
た
。

　
龍
神
社
の
境
内
に
も
松
の
大
木

が
茂
り
、
遠
く
常
山
の
山
々
ま
で

見
渡
せ
、
風ふ
う
こ
う
め
い
び

光
明
媚
な
所
で
あ
っ

た
。

　
明
治
の
当
時
は
山
上
か
ら
の
夕

景
が
美
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　　　　　  龍王山の頂上に鎮座していた頃の龍神社
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