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「
氏
神
様
」
と
「
産う
ぶ
す
な
が
み

土
神
様
」
ど
ち
ら
と

も
良
く
似
た
言
葉
で
す
が
、
そ
の
意
味
は

少
し
違
い
が
あ
り
ま
す
。

　

氏
神
は
本
来
、
古
代
社
会
に
お
い
て
氏

族
が
祀
っ
た
祖
先
神
ま
た
は
守
護
神
の
こ

と
で
、一
言
で
い
う
と
「
そ
の
一
族
の
神
様
」

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

産
土
神
は
、
自
分
が
生
ま
れ
た
土
地
（
ふ

る
さ
と
）
の
神
様
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
氏
神
と
産
土
神
の
違
い
と

は
、
簡
単
に
い
う
と
「
血
縁
的
な
神
様
か

地
縁
的
な
神
様
か
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

中
世
以
降
は
、
武
士
が
荘
園
で
の
在
地

性
を
強
化
し
て
い
く
過
程
で
そ
の
土
地
の

神
様
を
氏
神
と
し
て
祀
る
よ
う
に
な
り
、

そ
の
た
め
氏
神
を
祀
る
集
団
の
性
格
が
血

縁
か
ら
地
縁
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
よ
う
に

な
り
、
そ
の
結
果
、
氏
神
と
産
土
神
は
混

同
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

氏
神
と
産
土
神
を
区
別
し
て
考
え
る
に

は
、
吉
備
津
で
生
ま
れ
て
そ
の
後
、
早
島

町
早
島
に
転
居
し
た
方
は
、
吉
備
津
神
社

が
産
土
神
で
鶴
﨑
神
社
が
氏
神
と
な
る
と

い
う
考
え
方
で
す
。

　

当
社
の
氏
子
地
区
内
で
生
ま
れ
た
方
々

は
故
郷
を
離
れ
遠
く
異
郷
の
地
で
暮
ら
し

て
い
て
も
、
帰
郷
す
れ
ば
産
土
神
と
し
て

の
鶴
崎
神
社
が
何
時
で
も
お
迎
え
し
ま
す
。

　
　
氏
神
と
産
土
神

神社を出発する神輿／平成 28 年神幸祭
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安
原
伝
兵
衛
物
語

　
「
面
白
い
話
じ
ゃ
っ
た
な
。
お
前
さ
ん

の
努
力
は
た
い
し
た
も
ん
だ
。
い
ろ
い

ろ
な
出
会
い
が
今
日
ま
で
あ
っ
て
こ
の

寺
へ
辿
り
着
き
、
最
も
大
事
な
出
会
い

が
今
先
あ
っ
た
ぞ
。
判
っ
て
お
る
じ
ゃ

ろ
、
十
一
面
観
音
菩
薩
じ
ゃ
。
こ
れ
ま

で
も
そ
し
て
こ
れ
か
ら
も
仏
さ
ま
の
因

果
に
繋
が
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
活
か
す

も
殺
す
も
、
お
前
さ
ん
の
努
力
と
お
祈

り
を
続
け
る
こ
と
だ
」

　

正
覚
の
お
教
え
は
伝
兵
衛
の
胸
を

打
っ
た
。
世
間
の
知
恵
や
経
験
が
浅
い

か
ら
す
ん
な
り
と
受
け
入
れ
る
こ
と
が

で
き
た
。

　

鳳
泉
寺
の
夜
、
伝
兵
衛
に
は
刺
激
が

強
す
ぎ
て
、
な
か
な
か
寝
つ
け
な
い
。

臥が
し
ょ
う床
の
な
か
で
正
覚
の
言
葉
や
本
堂
の

十
一
面
観
音
菩
薩
の
印
象
を
反は
ん
す
う芻
し
て

い
る
と
眠
り
に
落
ち
た
。

　

り
水
観
音
が
夢
枕
に
現
れ
た
。

「
今
日
か
ら
は
一
人
旅
で
は
な
い
よ
。
淋

し
い
時
、
悩
ん
だ
時
、
窮
地
に
立
っ
た

時
は
念
ず
る
が
よ
い
」

　

目
覚
め
て
、
正
覚
に
夢
を
話
す
べ
き

か
迷
っ
た
。
結
局
、
気
迷
い
か
錯
覚
か

も
知
れ
な
い
と
考
え
、
打
ち
明
け
ず
旅

立
っ
た
。

　

石
見
や
出
雲
へ
行
く
最
大
の
難
所
赤

名
峠
を
目
指
し
て
歩
い
た
。
山
道
は
次

第
に
険
し
く
な
り
、
山
霧
が
山
裾
か
ら

湧
い
て
く
る
。
山
頂
は
雲
に
覆
わ
れ
、

や
が
て
雨
に
な
っ
た
。
雨
宿
り
す
る
の

も
容
易
で
は
な
い
。
や
っ
と
見
つ
け
た

小
さ
な
地
蔵
堂
で
一
夜
を
明
か
す
こ
と

も
あ
っ
た
。

　

難
所
を
抜
け
る
と
、
は
る
か
日
本
海

の
方
向
の
山
並
み
は
低
い
。
そ
の
中
で
、

三
瓶
山
は
群
を
抜
く
高
さ
の
名
峰
で
、

広
い
山
裾
に
は
幾
つ
も
の
温
泉
が
湧
い

て
い
る
。
鄙ひ
な

び
た
温
泉
宿
に
泊
ま
り
、

泥
色
の
温
泉
に
入
り
、
雄
大
な
三
瓶
山

を
眺
め
て
い
る
と
長
旅
の
疲
れ
も
消
え
、

順
調
に
進
め
ば
明
日
あ
た
り
待
望
の
石

見
銀
山
へ
辿
り
着
け
る
所
ま
で
来
た
。

　

石
見
銀
山
と
い
う
山
が
ひ
と
つ
あ
る

と
伝
兵
衛
は
想
像
し
て
い
た
。
来
て
見

る
と
大
違
い
だ
っ
た
。
仙
の
山
と
い
う

七
谷
も
あ
る
銀
山
と
、
山
吹
城
が
頂
上

に
あ
る
要
害
山
に
挟
ま
れ
て
大
き
な
町
、

が
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
全
て
を
囲
ん
で
長

い
柵
が
延
々
と
続
い
て
い
る
。
人
の
出

入
口
は
口
留
番
所
と
言
わ
れ
て
い
た
。

そ
の
数
は
十
カ
所
程
あ
っ
た
。
大
き
な

の
が
南
の
坂
根
口
留
番
所
と
北
の
蔵
泉

寺
口
留
番
所
だ
。

　

御
師
姿
の
伝
兵
衛
が
坂
根
口
留
番
所

の
前
に
っ
た
の
は
昼
下
が
り
、
人
馬
の

一
番
混
む
時
刻
だ
っ
た
。
通
過
待
ち
の

長
い
行
列
が
で
き
て
い
る
。
取
り
調
べ

に
時
間
が
か
か
っ
て
い
る
。
や
っ
と
伝

兵
衛
の
番
が
回
っ
て
き
た
。

「
山
師
の
錦
織
弥
太
夫
さ
ん
を
訪
ね
て
き

た
安
原
伝
兵
衛
と
申
し
ま
す
」

「
生
国
と
職
業
は
？
」

「
備
中
早
島
の
生
ま
れ
で
、
馬
子
を
や
っ

て
お
り
ま
し
た
が
」

「
何
っ
馬
子
だ
と
？
何
で
御
師
の
恰
好
を

し
て
い
る
ん
じ
ゃ
？
」

「
こ
れ
は
御
崎
宮
の
ご
厚
意
で
頂
い
た
衣

裳
で
俄
御
師
み
て
え
な
も
ん
で
す
け
ん
」

「
何
で
変
相
を
せ
ん
な
ら
ん
の
だ
？
錦
織

弥
太
夫
の
書
き
つ
け
を
見
せ
ろ
」

「
書
状
み
て
え
な
も
ん
は
持
っ
と
り
や
せ

ん
で
す
が
」

　

髭
面
の
番
土
は
顔
を
紅
潮
さ
せ
て
怒

鳴
っ
た
。

「
こ
奴
を
厳
し
く
調
べ
ろ
。
何
と
も
怪
し

い
奴
だ
」

「
錦
織
弥
太
夫
さ
ん
に
聞
い
て
つ
か
あ
さ

い
。
そ
う
す
り
ゃ
判
る
こ
と
で
す
け
ん
」

　

必
死
に
訴
え
た
が
、
別
室
に
連
れ
込

ま
れ
た
。
間
の
悪
い
こ
と
に
、
錦
織
弥

太
夫
は
自
宅
の
あ
る
出
雲
の
田た

ぎ儀
に

帰
っ
て
不
在
だ
っ
た
。道
中
に
は
役
立
っ

た
御
師
の
恰
好
が
こ
こ
で
は
仇
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
二
刻
拘
留
さ
れ
た
後
、

御
札
と
節
約
し
て
残
し
て
い
た
有
金
を

没
収
さ
れ
た
上
に
縄
を
打
た
れ
、
蔵
泉

寺
口
留
番
所
送
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
こ
は
一
番
大
き
な
番
所
で
牢ろ
う
し
ゃ舎
も
あ

る
。

　

坂
根
口
留
番
所
の
あ
る
銀
山
町
か
ら

大
森
町
の
蔵
泉
口
留
番
所
ま
で
の
長
い

道
す
が
ら
、
縄
付
き
の
姿
を
好
奇
の
目

に
さ
ら
さ
れ
た
。
縄
付
き
の
罪
人
な
ん

て
こ
れ
ま
で
見
た
こ
と
も
な
か
っ
た
の

に
、
今
伝
兵
衛
自
身
が
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
牢
舎
に
ぶ
ち
込
ま
れ
て
す
っ
か
り

憔し
ょ
う
す
い
悴
し
た
。
誰
彼
と
な
く
「
錦
織
弥
太

夫
さ
ん
に
会
わ
せ
て
つ
か
あ
さ
い
」
と

訴
え
た
声
も
次
第
に
小
さ
く
な
り
、
や

が
て
は
跡
絶
え
て
し
ま
っ
た
。
牢
舎
は

薄
暗
く
じ
め
じ
め
し
て
黴か
び

臭
い
。

(

こ
ね
え
な
狭
く
て
陰
気
な
処
に
閉
じ
込

め
ら
れ
る
な
ん
て
こ
っ
た
あ
耐
え
ら
れ

ん
。
儂わ
し

は
ど
げ
な
罪
を
ば
し
た
ん
じ
ゃ)

９
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一
年
を
二
十
四
に
分
け
る
節
気
の
う

ち
四
季
の
節
目
を
指
す
立
春
・
立
夏
・

立
秋
・
立
冬
の
う
ち
、
特
に
冬
（
陰
）

か
ら
春
（
陽
）
に
移
り
変
わ
る
立
春
が
、

節
気
に
よ
る
正
月
節
と
し
て
重
視
さ
れ

た
た
め
、
一
般
的
に
は
立
春
の
前
日
を

節
分
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

節
気
と
旧
の
暦
月
で
は
差
異
が
あ
り
、

旧
暦
で
み
る
と
、
十
二
月
中
旬
か
ら
一

月
中
旬
ま
で
の
時
期
に
節
分

が
廻
っ
て
き
ま
す
。

　

ま
た
現
行
暦
に
よ
る
と
二

月
三
日
、
四
日
が
こ
れ
に
当

り
、
こ
の
日
に
は
一
年
間
の

無
病
息
災
を
祈
る
節
分
行
事

が
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
行
事
は
、
古
く
は
中

国
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
も

の
で
あ
り
、
我
が
国
に
伝
来

し
た
当
初
は
、
大た
い
な儺
と
呼
ば

３
　

節
分
に
は
豆
を
撒
い
て
、
家
の
中
か

ら
鬼
を
追
い
出
し
ま
す
が
、
こ
の
鬼
の

由
来
に
つ
い
て
教
え
て
下
さ
い
。

【
答
え
】 神

道
Ｑ
＆
Ａ

【
質
問
】

れ
て
い
ま
し
た
。

　

文
武
天
皇
の
御
代
（
七
〇
六
）
に
、
全

国
で
疫
病
が
蔓
延
し
た
た
め
、
宮
中
に

お
い
て
初
め
て
大
儺
が
執
行
さ
れ
、
そ

の
後
、
疫
病
の
原
因
と
考
え
ら
れ
た
鬼

（
陰
）
を
追
い
払
う
た
め
に
、
暦
月
に
よ

る
十
二
月
晦
日
に
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。

　

当
時
の
大
儺
は
、
儺な
ひ
と人
と
呼
ば
れ
る

役
目
の
者
が
、
方ほ
う
そ
う
し

相
氏
（
古
代
中
国
の

伝
承
に
登
場
す
る
鬼
神
）
の
仮
面
を
付

け
、
桃
の
弓
・
葦
の
矢
・
戈ほ
こ

と
い
っ
た

武
具
を
持
ち
、「
鬼
や
ら
う
」
と
歓
呼
し

な
が
ら
目
に
見
え
ぬ
鬼
を
追
う
も
の
で

し
た
が
、
や
が
て
大
儺
か
ら
追つ
い
な儺
へ
と

名
称
が
変
わ
る
に
つ
れ
て
、
本
来
鬼
を

追
う
儺
人
が
、
鬼
の
よ
う
な
仮
面
を
付

け
て
い
た
た
め
、
逆
に
目
に
見
え
る
鬼

と
し
て
追
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

室
町
時
代
以
降
、
神
社
や
民
間
で
も

こ
れ
に
倣
い
、
現
在
の
よ
う
に
節
分
の

日
に
定
め
て
豆
を
撒
き

な
が
ら
鬼
を
払
い
、
福

を
迎
え
る
祭
事
と
し
て

お
こ
な
わ
れ
、
今
日
に

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
行
事
内

容
や
時
期
な
ど
に
変
遷

も
あ
り
ま
し
た
が
、
人
々

の
篤
い
願
い
に
は
変
わ

り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

提 

灯 

の 

奉 

納

　

人
と
自
然
の
共
生
と
信
仰
の
歴
史
を
今
に
伝
え
る
神
社
仏
閣
。
豊
か
な
自
然
と
温

暖
な
気
候
に
恵
ま
れ
た
岡
山
県
に
は
、
由
緒
あ
る
神
社
仏
閣
が
数
多
く
創
建
さ
れ
、

古
く
か
ら
人
々
の
心
を
癒
や
し
て
き
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
岡
山
の
由
緒
あ
る
社
寺
を
巡
拝
し
て
、
歴
史
を
学
び
、
岡
山
の
信
仰
を
再

認
識
す
る
べ
く
、
今
年
も
五
十
九
の
社
寺
が
参
加
し
て
「
ま
い
ら
れ
ぇ
岡
山
」
が
開

始
さ
れ
ま
し
た
。
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
は
、
各
社
寺
の
縁
起
や
見
ど
こ
ろ
な
ど
、
幅
広

く
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。　

　

参
加
し
て
い
る
神
社
、
仏
閣
で
は
来
年

四
月
三
十
日
ま
で
、
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト

（
Ｈ
30
・
４
・
30
〆
切
）
と
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー

（
Ｈ
30
・
５
・
31
〆
切
）
も
同
時
に
行
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

応
募
用
紙
を
兼
ね
た
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
は

拝
殿
内
に
置
い
て
あ
り
ま
す
の
で
、
お
持

ち
帰
り
の
上
、
ご
参
加
下
さ
い
。

 

県
内
の
神
社
仏
閣
を
巡
る

ま
い
ら
れ
ぇ
岡
山

祭典時に境内に掲げる提灯が長年
の使用により破損していました
が、この度「早島地域農園」から、
鶴紋２灯と鳩紋２灯の合わせて４
灯の奉納がありました。

奉納された鶴紋提灯
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祭
事
暦

十
月
十
四
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
五
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
（
木
）［
午
後
二
時
］　

　

新
穀
感
謝
祭

一
月
二
日
（
火
）［
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

 
責
任
役
員
・
総
代
の
改
選

　
当
社
の
責
任
役
員
及
び
総
代
は
四
年
の
任
期
で
、
今
年
が
改
選
の

年
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
、
六
月
二
十
五
日
に
総
代
会
を
開
催
し
、
改

選
が
行
わ
れ
、
次
の
方
々
が
就
任
し
ま
し
た
。　

役　　職 氏　名 担当地区 備　考 留／新
責任役員・総代 安原　昇 塩津 総代長 留任

〃 古家野　茂基 帯高三丁割　 副総代長 〃
〃 小郷　正廣 金田 〃
〃 永原　耕吉 宮崎 会計 〃
〃 大森　茂 頓行・小浜　 〃
〃 佐藤　史男 早高南　 〃
〃 亀山　秀明 前潟 〃
〃 佐藤　豊行 早高北 〃

　　総　代 寺山　俊雄 市場 監事 〃
〃 八木　二郎 高須賀　 監事 〃
〃 今田　陸利 弁才天　 〃
〃 渡辺　利明 船本 〃
〃 松田　喬 長津 〃
〃 岡本　冨士夫 片田 〃
〃 大森　真澄 中帯江 〃
〃 小池　康太 塩地 ･ 花町　 新任
〃 小川　英治 帯高南古開 〃
〃 曽我　均一郎 無津 〃
〃 板谷　章二 西田・亀山 〃
〃 上田　伸一 下前潟・久々原・三軒地 〃

総
代
長
に
安
原
昇
氏
　
副
総
代
長
に
古
家
野
茂
基
氏
が
就
任

参拝者名簿の設置

　当社への参拝の証に、参
拝者名簿を拝殿前の向拝に
設置しております。
　参拝の節にはご記入下さ
い。

総代就任奉告祭後の宮司と総代


