
（　）第 38 号　　　　　                   鶴 﨑 神 社 社 報　　                 平成 28 年 10 月 1 日

つ
る
さ
き

１

鶴 﨑 神 社

http://turusaki2.web.fc2.
　　　com/　　　

早島町早島 2220
TEL 482-0097
FAX 697-6067

発行所

〒 701-0304

URL

　

毎
年
正
月
に
な
る
と
、
大
勢
の
方
々
が

神
社
へ
参
拝
さ
れ
ま
す
。

　

拝
殿
で
家
族
の
安
全
な
ど
を
祈
念
し
て
、

授
与
所
で
お
札
や
お
守
り
を
受
け
て
帰
ら

れ
ま
す
が
、
こ
こ
で
「
買
う
」
と
い
う
言

葉
と
「
受
け
る
」
と
言
う
言
葉
が
聞
か
れ

ま
す
。

　

新
聞
、
テ
レ
ビ
な
ど
の
マ
ス
コ
ミ
が
読

者
や
視
聴
者
に
理
解
し
に
く
い
と
い
う
理

由
か
ら
「
買
う
」
と
い
う
表
現
を
使
い
ま

す
が
、
こ
の
表
現
は
適
切
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　

神
社
で
授
与
さ
れ
て
い
る
お
札
や
お
守

り
は
全
て
神
前
で
神
様
の
御
霊
入
れ
を
行

い
ま
す
。

　

そ
う
す
る
事
に
よ
っ
て
、
お
札
や
お
守

り
の
形
を
し
た
物
品
か
ら
、
神
霊
が
宿
る

神
符
へ
と
変
わ
っ
て
行
き
、
一
般
の
商
品

と
は
一
線
を
画
す
事
に
な
る
の
で
す
。

　

神
符
を
受
け
る
時
に
敬
虔
な
気
持
ち
に

な
る
の
は
、
そ
こ
に
神
を
尊
び
、
そ
の
霊

力
を
戴
く
と
い
う
畏
怖
の
心
が
潜
在
す
る

か
ら
で
す
。

　

従
っ
て
、
神
社
で
は
お
札
や
お
守
り
は

「
売
る
」
と
は
言
わ
ず
「
授
与
す
る
」
と
言

い
ま
す
。

　

参
拝
者
は
、
お
札
や
お
守
り
を
「
買
う
」

の
で
は
な
く
「
受
け
る
」
も
の
な
の
で
す
。

「
お
守
り
」
は
受
け
る
も
の
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安
原
伝
兵
衛
物
語

　

備
後
福
山
ま
で
は
舟
旅
を
し
た
。
福

山
か
ら
は
芦
田
川
沿
い
の
街
道
を
北
上

し
た
。

　

旅
し
て
判
っ
た
の
は
、
一
年
余
り
馬

子
を
し
て
い
た
の
で
街
道
を
往
復
し
て

自
然
に
健
脚
に
な
っ
て
い
た
こ
と
だ
。

何
ら
得
る
も
の
が
無
か
っ
た
と
悔
し
い

思
い
を
し
た
け
れ
ど
得
る
も
の
も
あ
っ

た
の
だ
。
快
適
な
旅
を
続
け
ら
れ
た
の

は
、
そ
の
ご
褒
美
だ
と
思
っ
た
。
芦
田

川
は
国
境
か
ら
瀬
戸
内
海
ま
で
流
れ
る

大
河
だ
。
さ
か
の
ぼ
る
に
つ
れ
て
、
流

れ
は
速
く
、
底
の
小
石
ま
で
は
っ
き
り

見
え
る
清
流
だ
。
流
れ
は
厳
石
を
噛
ん

で
白
い
飛
沫
を
上
げ
て
る
。
伝
兵
衛
は

川
辺
で
水
浴
び
を
し
た
り
、
衣
を
洗
っ

て
岩
に
張
り
付
け
て
乾
か
す
。
そ
れ
を

待
つ
間
、
木
陰
で
午
睡
を
し
た
。
川
面

を
渡
る
涼
風
が
肌
に
心
地
よ
い
。
郷
里

の
高
梁
川
で
遊
ん
だ
頃
の
童
心
に
か

え
っ
た
。
辛
い
旅
を
予
想
し
て
い
た
が
、

好
天
に
も
恵
ま
れ
、
芦
田
川
を
巡
る
旅

を
す
っ
か
り
楽
し
ん
だ
。
次
は
日
本
海

に
注
ぐ
大
河
、
江
の
川
と
そ
の
上
流
の

可
愛
川
を
目
指
し
て
、
し
ば
ら
く
深
山

を
旅
す
る
。
こ
ん
な
深
山
に
と
驚
く
よ

う
な
処
に
も
人
家
は
あ
る
。
ま
た
小
さ

な
村
に
も
そ
れ
に
見
合
う
小
さ
な
神
社

や
お
寺
が
あ
る
。
陽
が
沈
む
と
、
そ
れ

ら
の
軒
先
を
借
り
て
夜
を
過
ご
す
。
人

里
遠
く
離
れ
た
杣そ
ま
や屋
ほ
ど
温
か
く
迎
え

て
く
れ
た
。
無
理
し
て
能
書
を
語
ら
ず

と
も
御
師
の
恰
好
は
効
果
を
発
揮
し
た
。

　

急
峻
な
山
と
深
い
渓
谷
の
間
を
く
ね

く
ね
と
縫
う
山
道
を
歩
き
続
け
た
。
山

道
で
出
会
う
の
は
杣そ
ま
び
と人
よ
り
野
猿
と
鹿

の
方
が
多
い
。
そ
う
な
る
と
急
に
人
里

が
恋
し
く
な
る
。
道
は
ど
ん
ど
ん
下
り

坂
に
な
り
、
突
然
視
界
が
ひ
ら
け
た
。

向
こ
う
の
山
麓
を
流
れ
る
川
は
江
の
川

の
上
流
可
愛
川
で
、
そ
の
先
に
三み
よ
し次
の

町
が
見
え
て
き
た
。
三
次
ま
で
来
る
と
、

石
見
銀
山
は
指し

こ呼
の
間
に
思
え
て
、
と
う

と
う
辿
り
着
い
た
か
と
感
慨
に
ふ
け
っ

た
。
後
に
判
る
の
だ
が
、
三
次
の
先
に

は
最
大
の
難
所
赤
名
峠
が
あ
っ
た
。
伝

兵
衛
が
そ
う
思
っ
た
の
も
無
理
は
な
い
。

距
離
の
点
で
は
、
ほ
ぼ
山
を
越
し
て
い

た
か
ら
。

　

街
角
を
歩
い
て
い
る
と
、
焼
魚
の
香

ば
し
い
匂
い
が
食
欲
を
そ
そ
っ
た
。
匂

い
に
誘
わ
れ
て
近
づ
く
と
、
鮎
の
文
字

を
染
め
抜
い
た
小
旗
が
翻
っ
て
い
る
。

小
さ
な
川
魚
店
の
店
先
で
串
ざ
し
の
鮎

が
焼
か
れ
て
い
る
。
女
主
人
だ
ろ
う
か
、

お
か
ァ
ぐ
ら
い
の
女
が
ば
た
ば
た
と
団

扇
で
あ
お
い
で
い
る
。

　

伝
兵
衛
が
店
先
で
、
鮎
の
焼
け
る
の

を
観
察
し
て
い
る
と
、
女
主
人
が
頭
を

下
げ
て
合
掌
し
た
。
伝
兵
衛
は
お
か
し

な
仕
草
に
一
瞬
と
ま
ど
っ
た
。（
何
て

こ
っ
た
ぁ
、
儂
は
御お

し師
の
姿
な
ん
じ
ゃ)

　

信
心
深
い
人
は
俄
御
師
で
あ
っ
て
も

信
じ
て
く
れ
る
の
だ
。
お
か
ァ
も
お
ば
ァ

も
信
仰
心
が
厚
か
っ
た
。

　

女
主
人
は
店
内
を
指
さ
し
て
休
ん
で

行
き
な
さ
い
と
言
っ
た
。
店
は
客
に
飲

食
さ
せ
る
構
え
で
は
な
い
。
伝
兵
衛
は

上
が
り
框か
ま
ち
に
腰
か
け
た
。
焼
き
た
て
の

一
串
刺
し
の
鮎
が
運
ば
れ
た
。
伝
兵
衛

は
ひ
と
口
頬
張
る
と
思
わ
ず
「
こ
ね
ぇ

に
美
味
し
い
鮎
は
食
べ
た
こ
と
が
な
い
」

と
言
っ
た
。
頭
か
ら
尻
尾
ま
で
す
っ
か

り
た
い
ら
げ
た
。
も
っ
と
食
べ
た
い
…

伝
兵
衛
は
小
銭
の
入
っ
た
巾
着
を
取
り

出
し
て
注
文
し
た
。
女
主
人
は
笑
い
な

が
ら
注
文
に
応
じ
た
。
結
局
、
大
き
な

鮎
三
匹
を
た
い
ら
げ
て
し
ま
っ
た
。

　
「
長
旅
の
よ
う
だ
が
何
処
か
ら
来
な
っ

た
の
？
そ
れ
に
随
分
若
い
の
に
御
師
に

な
ら
れ
た
ん
だ
ね
」
女
主
人
が
労
わ
る

よ
う
に
訊
ね
た
。

　
「
実
は
儂
は
俄
御
師
な
ん
で
…
で
も
こ

れ
に
は
訳
が
あ
っ
て
…
」
と
正
直
に
話

は
じ
め
る
と
、
女
主
人
は
興
味
が
湧
く

も
の
だ
か
ら
次
々
と
訊
ね
る
。
結
局
こ

れ
ま
で
の
い
き
さ
つ
を
洗あ
ら

い
凌ざ
ら

い
喋
ら

さ
れ
た
。

　
「
御
師
さ
ん
は
十
六
歳
か
ね
…
。
う
ち

の
息
子
は
そ
の
年
齢
で
亡
く
な
っ
て
し

も
う
た
。
何
だ
か
お
前
さ
ん
を
見
て
い

る
と
他
人
事
じ
ゃ
な
い
気
持
ち
に
な
る

よ
。
こ
れ
か
ら
先
、
銀
山
な
ん
か
で
ど

ん
な
苦
労
が
あ
る
や
ら
。
そ
う
だ
近
く

の
鳳
泉
寺
に
お
参
り
し
た
ら
い
い
わ
。

ご
本
尊
の
十
一
面
観
音
さ
ま
は
た
い
そ

う
ご
利
益
が
あ
る
か
ら
ね
。
是
非
そ
う

し
な
さ
い
よ
」

　

女
主
人
が
熱
心
に
勧
め
て
く
れ
た
。

伝
兵
衛
も
そ
の
気
に
な
っ
て
支
払
い
を

済
ま
そ
う
と
す
る
と
、
代
金
を
受
け
と

ら
な
い
と
言
う
。
押
し
問
答
の
末
、
一

串
を
ま
け
て
も
ら
い
、御
札
も
受
け
と
っ

て
も
ら
っ
て
店
を
後
に
し
た
。

７
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檜ひ
は
だ
ぶ

皮
葺
き
や
銅ど
う
ば
ん
ぶ

板
葺
き
の
神
社
の
ご

本
殿
の
屋
根
に
は
千
木
と
鰹か
つ
お
ぎ

魚
木
が
取

り
付
け
て
あ
り
ま
す
が
、
瓦
葺
き
の
屋

根
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

千
木
は
古
来
、
家
屋
を
建
て
る
の
に

木
材
を
左
右
か
ら
交
叉
し
た
の
を
結
び

留
め
、
そ
の
先
端
を
そ
の
ま
ま
に
し
て

切
り
捨
て
な
か
っ
た
遺
風
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

し
か
し
、
現
在
で
は
破
風
が
伸
び
て

交
わ
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
棟
上
に
装

飾
と
し
て
置
か
れ
た
置
千
木
が
殆
ど
で
、

神
社
建
築
の
神
聖
性
を
強
調
す
る
意
味

が
強
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

通
常
、千
木
の
先
端
は
垂
直（
外そ
と
そ削
ぎ
）

ま
た
は
水
平
（
内う
ち
そ削
ぎ
）
に
切
ら
れ
て

お
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
伊
勢
神
宮
で
男
神
を
祀
る

豊
受
大
神
宮
（
外
宮
）
の
場
合
を
外
削

３
　

神
社
の
ご
本
殿
の
屋
根
に
付
い
て
い

る
。
千ち

ぎ木
に
二
種
類
の
形
が
あ
り
ま
す

が
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
ん
な
意
味
が
あ
り
ま

す
か
。

【
答
え
】 神

道
Ｑ
＆
Ａ

【
質
問
】

ぎ
と
し
、
女
神
を
祀
る
皇
大
神
宮
（
内

宮
）
の
場
合
を
内
削
ぎ
と
し
て
い
る
の

で
、
全
国
の
神
社
が
こ
の
事
例
に
倣
っ

て
い
る
例
が
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

従
っ
て
、
ご
本
殿
の
千
木
の
先
端
の

切
り
方
を
見
れ
ば
、
ご
祭
神
が
概
ね
男

神
か
女
神
か
見
分
け
る
事
が
で
き
ま
す
。

　

当
社
前
副
総
代
長
で
倉
敷
市
早
高
在

住
の
安
原
益
重
氏
か
ら
七
月
九
日
に
面

額
が
奉
納
さ
れ
た
。

　

同
氏
は
総
代
退
任
の
記
念
に
と
、
社

殿
建
設
時
に
宮
大
工
か
ら
譲
り
受
け
保

管
し
て
い
た
桁
（
ヒ
バ
材
）
の
切
り
落

と
し
を
、
趣
味
の
木
彫
で
大
黒
・
お
多
福
・

天
狗
の
三
面
に
見
事
に
彫
り
上
げ
、
色

彩
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

奉
納
面
額
は
拝
殿
正
面
に
掲
げ
て
い

る
。

面
額
の
奉
納

　

早
島
小
学
校
二
年
生
の
「
町
た
ん
け

ん
」
が
六
月
二
十
八
日
当
社
に
お
い
て

実
施
さ
れ
た
。

　
「
町
た
ん
け
ん
」
は
二
年
生
の
生
活
科

の
学
習
と
し
て
「
早
島
の
町
の
こ
と
を

も
っ
と
知
ろ
う
」「
早
島
の
人
た
ち
と
な

か
よ
く
な
ろ
う
」
を
目
標
と
し
て
行
き

た
い
所
や
見
た
い
事
な
ど
を
考
え
な
が

ら
学
習
を
進
め
る
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ

グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
、
早
島
の
施
設

を
訪
問
し
た
。

　

当
社
に
は
十
二
名
の
児
童
と
保
護
者

が
訪
れ
、
参
拝
順
序
に
従
い
、
実
際
に

手
水
を
行
っ
た
り
、
拝
殿
で
柏
手
を
叩

い
て
参
拝
を
行
っ
た
。
ま
た
、
狛
犬
や

鳥
居
、
神
馬
の
由
来
な
ど
を
熱
心
に
聞

き
な
が
ら
、
メ
モ
を
取
る
姿
が
見
受
け

ら
れ
た
。　

小
学
生
が

　
　
神
社
を
探
検

児
童
か
ら
の
御
礼
の
手
紙

拝
殿
に
掲
げ
ら
れ
た
面
額
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作
り
ま
す
。

　

面
を
乾
燥
さ
せ
裏
面
の
粘
土
を
取
り

去
り
、
下
地
を
塗
っ
て
か
ら
仕
上
げ
塗

り
を
し
ま
す
。

　
「
色
む
ら
の
な
い
よ
う
に
均
一
に
塗
っ

て
」
と
、
大
月
さ
ん
の
ア
ド
バ
イ
ス
が

飛
び
ま
す
。
部
品
を
し
っ
か
り
と
取
り

付
け
、
目
と
鼻
の
穴
を
開
け
ま
す
。

　

最
後
に
、
顔
に
固
定
す
る
バ
ン
ド
を

付
け
ま
す
。
間
も
な
く
完
成
で
す
が
、

和
紙
の
重
ね
張
り
、
シ
ュ
ロ
を
ネ
ッ
ト

に
括
り
付
け
る
髪
づ
く
り
の
根
気
の
い

る
ヤ
マ
場
を
含
め
17
の

細
か
い
作
業
工
程
を
制

覇
す
る
と
苦
労
も
吹
き

飛
ぶ
そ
う
で
す
。

　

大
月
さ
ん
は
「
鬼
の

デ
ザ
イ
ン
は
一
人
ず
つ

み
ん
な
違
う
ん
で
〝
世

界
に
一
つ
だ
け
の
鬼
〟

で
す
よ
」
と
自
慢
。
豆

ま
き
や
備
中
は
や
し
ま

夏
ま
つ
り
に
も
出
演
依

頼
が
あ
り
ま
す
。

　

町
内
に
は
す
で
に
鬼

４

祭
事
暦

十
月
十
五
日
（
土
）

　

鶴
﨑
神
社
秋
季
大
祭【
供
膳
祭
】［
午
前
十
時
］

　

八
幡
神
社
秋
季
大
祭
［
午
後
七
時
］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
露
店
あ
り
）

十
月
十
六
日
（
日
）［
午
前
九
時
］　

神
幸
祭

十
一
月
中
　
七
五
三
祈
祷

十
一
月
二
十
三
日
（
水
）［
午
後
二
時
］　

　

新
穀
感
謝
祭

一
月
二
日
（
月
）［
午
後
二
時
］　

年
始
祭　

毎
月
一
日
［
午
前
九
時
］　

月
次
祭

※
月
次
祭
は
ど
な
た
で
も
参
列
出
来
ま
す
の　

　

で
、
お
誘
い
合
わ
せ
ご
参
拝
下
さ
い
。

　

当
社
で
は
左
記
に
よ
り
随
時
ご

奉
仕
致
し
て
お
り
ま
す
。

♦
初
宮
詣
・
七
五
三
詣
・
交
通
安

　

全
・
厄
除
・
九
星
災
難
消
除
・

　

安
産
・
家
内
安
全
・
当
病
平
癒
・

　

学
業
成
就
・
そ
の
他

♦
地
鎮
祭
・
上
棟
祭
・
家
遷
清
祓
・

　

埋
井
祭
・
改
装
清
祓
・
解
体
清

　

祓
宅
神
祭
・
神
葬
祭
・
霊
祭
等

ご
希
望
の
方
は
前
も
っ
て
ご
連

絡
下
さ
い
。

諸
祈
祷
・
出
張
祭
の
案
内

　

鶴
𥔎
神
社
の
秋
祭
り
に
鬼
面
を
か
ぶ

ろ
う
！
を
合
言
葉
に
、
早
島
町
中
央
公

民
館
で
切
り
出
し
ナ
イ
フ
や
筆
、
紙
ヤ

ス
リ
を
使
っ
て
熱
心
に
鬼
面
づ
く
り
を

す
る
グ
ル
ー
プ
が
あ
り
ま
す
。〝
早
島
の

鬼
を
全
国
へ
〟
と
張
り
切
る
町
内
の
グ

ル
ー
プ
「
百
鬼
会
」(

佐
藤
智
広
代
表)

主
催
の
鬼
面
づ
く
り
教
室
で
す
。

　

秋
祭
り
に
、
派
手
な
赤
い
衣
装
に
高

下
駄
を
履
き
、
怖
〜
い
鬼
面
を
か
ぶ
っ

た
赤
鬼
、
青
鬼
が
登
場
す
る
の
は
昔
か

ら
の
町
内
の
名
物
で
し
た
。
昭
和
40
年

代
に
廃
れ
ま
し
た
が
、
復
活
さ
せ
よ
う

と
、
平
成
15
年
ご
ろ
に
教
室
を
開
講
し
、

毎
年
４
月
か
ら
月
２
〜
３ 

回
、
半
年
が

か
り
で
鬼
面
づ
く
り
に
精
出
し
て
い
ま

す
。
会
員
を
中
心
に
７
、８
人
か
ら
10
人

程
度
が
参
加
。
昨
年
は
小
学
生
も
取
り

組
み
ま
し
た
。

　

鬼
面
づ
く
り
の
ベ
テ
ラ
ン
大
月
定
夫

さ
ん(

75)= 

前
潟=

を
先
生
役
に
、
ま

ず
鬼
の
デ
ザ
イ
ン
を
描
き
粘
土
を
練
っ

て
鬼
面
を
成
型
、
和
紙
を
15
回
か
ら
20

回
ほ
ど
辛
抱
強
く
重
ね
張
り
し
ま
す
。

平
行
し
て
部
品
の
角
や
牙
、
歯
、
髪
を

神
幸
祭
に
鬼
面
を
か
ぶ
ろ
う

面
を
持
っ
て
い
る
人
が
た
く
さ
ん
い
て
、

10
月
の
秋
祭
り
に
佐
藤
会
長
は
「
去
年

は
50
人
ぐ
ら
い
。
今
年
は
1
0
0
人
ぐ

ら
い
出
動
し
て
祭
り
を
盛
り
上
げ
た
い

で
す
ね
ぇ
」
と
出
番
を
楽
し
み
に
し
て

い
ま
す
。

　

吉
備
津
神
社
か
ら
吉
備
津
彦
命
を
勧

請
し
た
鶴
﨑
神
社
は
今
年
創
建
6
6
6 

年
、
秋
祭
り
の
神
幸
祭
が
始
ま
っ
て

2
7
5
年
の
節
目
の
年
で
す
。
鬼
の
歴

史
も
2
0
0
年
以
上
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

近
年
、
茶
屋
町
の
鬼
も
盛
ん
に
な
り
ま

し
た
が
、
鬼
の
元
祖
は
吉
備
津
神
社
の

温
羅
（
鬼
）
伝
説
に
ち
な
む
早
島
で
す
。

　
（
取
材
／
鶴
𥔎
神
社
総
代
・
佐
藤
豊
行
）

早
島
の
百
鬼
会
毎
年
作
っ
て
十
余
年

鶴
𥔎
神
社
の
秋
祭
り
に
向
け
て
鬼
面
づ
く
り
を
急
ぐ
百
鬼
会
の
メ
ン
バ
ー


	名称未設定



