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本
人
の
二
重
信
仰

　

当
社
の
氏
子
世
帯
は
二
、八
〇
〇
戸
余
り
に
な
り
ま
す

が
、
殆
ど
の
家
は
仏
教
を
信
仰
し
、
家
庭
の
宗
教
と
し

て
古
来
か
ら
根
付
い
て
お
り
ま
す
。

　

従
っ
て
、
家
の
中
に
は
仏
壇
が
置
か
れ
、
祖
先
の
霊

が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
片
や
同
じ
家
の
中
に
神
棚
が

設
け
ら
れ
天
照
大
御
神
を
始
め
氏
神
様
等
の
お
神
札
が

お
祀
り
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
日
本
人
は
こ
の
よ
う
な
状
況
を
見
て
も
何
も

違
和
感
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
外
国
人
か
ら
見
る
と
理
解

に
苦
し
む
よ
う
で
す
。
通
常
、
宗
教
は
そ
の
家
、
そ
の

人
に
一
つ
で
す
が
日
本
で
は
、
同
じ
家
の
中
に
仏
教
の

仏
壇
と
神
道
の
神
棚
が
あ
る
事
で
二
つ
の
宗
教
を
同
時

に
信
仰
す
る
二
重
信
仰
と
映
る
の
で
す
。

　

し
か
し
、
日
本
人
は
そ
の
事
を
異
常
と
は
思
っ
て
い

ま
せ
ん
。
何
故
な
ら
、
神
社
へ
参
拝
す
る
事
や
家
庭
に

神
棚
を
設
け
神
社
の
神
札
を
祀
る
事
を
宗
教
と
は
思
っ

て
い
な
い
か
ら
で
す
。

　

神
社
は
閉
門
な
ど
が
な
く
、
一
年
三
六
五
日
、
一
日

二
十
四
時
間
、
何
時
で
も
何
回
で
も
自
由
に
参
拝
で
き
、

日
々
の
願
い
や
、
新
年
の
家
内
安
全
な
ど
を
祈
念
し
て

い
ま
す
が
、
参
拝
者
は
宗
教
と
思
っ
て
い
る
人
は
い
な

い
と
思
い
ま
す
。
神
社
は
古
来
か
ら
氏
子
の
皆
様
の
心

の
拠
り
所
と
な
っ
て
い
る
事
は
、
国
が
昭
和
二
十
年
、

G
Ｈ
Q
に
対
し
「
神
社
は
国
家
、
国
民
道
徳
の
淵
源
を

な
す
も
で
あ
り
、
宗
教
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
も

の
で
は
な
い
。」
と
説
明
交
渉
を
行
っ
て
い
る
事
か
ら
も

窺う
か
がい
知
れ
ま
す
。
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考
え
た
っ
て
思
い
当
た
る
節
は
な
い
。

悶
々
と
し
て
格
子
の
外
を
見
つ
め
て
過

ご
し
た
。
牢ろ
う
し
ゃ舎
の
外
に
竹た
け
や
ら
い

矢
来
に
固
ま

れ
た
砂
場
が
あ
っ
た
。
竹
は
伐
ら
れ
て

間
が
な
い
の
か
青
く
て
鮮
や
か
で
唯
一
、

伝
兵
衛
の
目
を
慰
め
て
く
れ
た
。
砂
場

に
タ
闇
が
し
の
び
寄
る
と
、
盛も
っ
そ
う
め
し

相
飯
が

運
ば
れ
て
き
た
。
朝
か
ら
何
ひ
と
つ
口

に
し
て
い
な
か
っ
た
。
で
も
食
欲
は
全

く
な
か
っ
た
。
臥が
し
ょ
う床
は
堅
い
床
、
溜
息

を
つ
き
寝
返
り
を
打
っ
た
。
明
け
方
に

な
っ
て
一
瞬
う
と
う
と
し
た
ら
し
い
。

夢
か
現
か
黄た
そ
が
れ昏
の
世
界
に
迷
い
込
ん
で

し
ま
っ
た
。
一
種
幽
明
の
境
地
だ
っ
た
。

　

一
点
の
明
か
り
が
近
づ
き
、
大
き
な

光
の
環
と
な
り
、
あ
ろ
う
こ
と
か
「
り

水
観
音
」
の
顔
が
浮
か
ん
だ
。
涼
や
か

な
風
鈴
の
音
と
思
わ
れ
る
声
で
「
伝
兵

衛
よ
、
三
次
の
鳳
泉
寺
で
交
わ
し
た
約

束
を
忘
れ
た
の
で
す
か
。
悩
む
時
、
苦

し
む
時
、
ひ
た
す
ら
祈
る
と
い
う
約
束

を
…
。
ま
あ
今
回
は
ゆ
る
し
て
あ
げ
ま

す
。
明
日
、
砂
場
に
は
多
数
の
人
が
集

ま
り
ま
す
。
あ
な
た
の
た
っ
て
会
い
た

い
方
の
名
前
を
呼
び
な
さ
い
。
そ
う
す

れ
ば
牢
舎
か
ら
出
ら
れ
る
で
し
ょ
う
」

と
告
げ
る
と
光
輪
と
お
姿
は
消
え
た
。

伝
兵
衛
は
夢
か
ら
醒
め
、
ま
ん
じ
り
と

も
し
な
い
で
夜
を
明
か
し
た
。

　

砂
場
を
見
る
と
、
人
影
ひ
と
つ
な
い
。

あ
の
夢
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
す
っ
か

り
弱
気
に
な
っ
て
藁
に
も
す
が
り
た
い

気
持
ち
が
幻
影
を
見
た
の
か
な
と
思
っ

た
。

　

朝
晩
二
回
の
盛
相
飯
が
差
し
入
れ
ら

れ
る
。
少
し
箸
を
つ
け
た
け
ど
不ま

ず味
い

飯
だ
。
喉
に
流
し
込
む
よ
う
に
食
べ
て

い
る
と
、
砂
場
が
騒
が
し
く
な
っ
た
。

蔵
泉
寺
口
留
番
所
の
役
人
の
指
図
で
、

人
足
が
二
人
、
地
面
を
掘
り
始
め
た
。

掘
り
終
わ
る
頃
か
ら
竹
矢
来
の
周
り
に

続
々
と
人
が
集
ま
っ
て
き
た
。

　

(

あ
れ
っ
、
り
水
観
音
さ
ん
の
お
告
げ

通
り
じ
ゃ)

　

夢
の
続
き
が
始
ま
っ
た
気
が
し
て
身み

顫ぶ
る

い
し
た
。

　

人
出
が
増
え
て
竹
矢
来
の
中
は
見
え

な
く
な
っ
た
。
や
が
て
縄
付
き
の
罪
人

が
番
士
た
ち
に
引
き
立
て
ら
れ
竹
矢
来

の
中
へ
消
え
た
。

　

野
次
馬
が
一
瞬
静
ま
る
と
濡
れ
手
拭

い
を
板
に
た
た
き
つ
け
た
よ
う
な
音
が

し
た
。
と
同
時
に
一
斉
に
喊か
ん
せ
い声
が
あ
が
っ

た
。
斬
首
刑
が
執
行
さ
れ
た
の
だ
。

　

(

下
手
し
た
ら
、
明
日
は
我
身
じ
ゃ)

　

全
身
を
恐
怖
が
つ
ら
ぬ
い
た
。

　
（
そ
う
や
、
お
告
げ
は
た
っ
て
会
い
た

い
人
の
名
前
を
呼
べ
と
言
い
ん
さ
っ
た

ん
じ
ゃ)

　
「
錦
織
弥
太
夫
さ
ん
、
弥
太
夫
さ
ん

や
ぃ
！
」

　

も
う
気
が
狂
っ
た
よ
う
に
野
次
馬
の

群
れ
に
向
か
っ
て
連
呼
し
た
。
何
事
か

と
振
り
返
っ
た
人
々
も
自
分
に
は
関
係

な
い
と
判
る
と
立
ち
去
っ
て
行
く
。
そ

ん
な
中
か
ら
ひ
と
り
の
男
が
牢
舎
へ
向

か
っ
て
来
た
。

　

(

錦
織
弥
太
夫
さ
ん
じ
ゃ)

　
「
早
島
の
安
原
伝
兵
衛
で
す
が
の
、
馬

子
の
伝
兵
衛
で
す
け
ん
助
け
て
つ
か
あ

さ
い
」

　

格
子
を
強
く
握
り
し
め
て
叫
ん
だ
。

　

数
刻
後
、
牢
舎
を
後
に
す
る
二
人
の

姿
が
あ
っ
た
。

　

錦
織
間ま

ぶ歩(

坑
道)

に
向
か
う
道
す
が

ら
、
伝
兵
衛
は
命
の
恩
人
は
、
り
水
観

音
だ
と
確
信
し
た
。

　

弥
太
夫
が
ど
う
し
て
野
次
馬
の
中
か

ら
見
つ
け
出
し
た
の
か
不
思
議
が
っ
た
。

　

伝
兵
衛
は
説
明
で
き
ず
苦
笑
し
た
。

　
「
お
前
さ
ん
す
ん
で
の
と
こ
ろ
で
こ
れ

じ
ゃ
っ
た
の
う
」
と
、
弥
太
夫
は
手
刀

で
首
を
叩
い
て
笑
っ
た
。

　

伝
兵
衛
は
そ
の
通
り
だ
と
思
っ
た
。

　

錦
織
間
歩
は
、
仙
の
山
に
あ
る
七
谷

の
ひ
と
つ
、
昆
布
山
谷
に
あ
っ
た
。
間

歩
の
掘
子(

鉱
夫)
や
負
子(

運
搬
夫)

安
原
伝
兵
衛
物
語

の
殆
ど
が
弥
太
夫
と
同
郷
の
出
雲
出
身

者
だ
っ
た
。

　
「
こ
の
銀
山
で
最
初
に
掘
り
当
て
た
の

は
儂わ
し

と
同
郷
の
三
島
清
右
衛
門
や
尾
紅

孫
右
衛
門
だ
け
ん
ね
。
尾
紅
孫
右
衛
門

と
妻
の
お
た
か
は
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た

が
ね
。
で
も
今
で
は
妻め
さ
ん
じ
ん

山
神
さ
ん
と
呼

ば
れ
る
神
さ
ま
だ
け
ん
ね
。
あ
す
こ
に

見
え
る
だ
ろ
が
、
佐さ
ひ
め
や
ま

毘
売
山
神
社
だ
わ

ね
。
儂
ら
は
そ
の
末
商
だ
と
思
っ
ち
ょ

る
け
ん
ね
。
お
前
さ
ん
も
そ
の
積
り
で

が
ん
ば
っ
て
ご
し
な
い
」

　

錦
織
弥
太
夫
に
は
山
師
と
し
て
の
誇

り
が
あ
っ
た
。
錦
織
間
歩
を
弥
太
夫
の

代
理
と
し
て
差
配
す
る
孫
一
は
気
さ
く

な
人
柄
だ
。
出
雲
の
者
ば
か
り
の
中
に

伝
兵
衛
が
入
っ
た
の
だ
が
、
少
し
も
わ

け
へ
だ
て
す
る
こ
と
な
く
接
し
て
く
れ

た
。

　
「
間
歩
の
仕
事
は
短
気
者
で
は
で
き
ん

け
ん
な
。
先
は
長
い
だ
け
ん
、
見
よ
う

見
真
似
で
覚
え
て
根
気
よ
く
や
る
こ
と

だ
わ
ね
」
と
、
教
え
て
く
れ
た
。
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鶴
﨑
神
社
の
宮
総
代
は
早
島
、
豊
洲
、

帯
江（
一
部
）の
氏
子
社
中
に
２０
人
い
て
、

氏
子
参
加
行
事
の
連
絡
・
調
整
、
春
・
夏
・

秋
祭
り
の
運
営
な
ど
に
協
力
、
ご
奉
仕

し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
近
年
で
は
迎
春

の
し
め
縄
づ
く
り
と
元
旦
餅
つ
き
を
恒

例
化
、
ご
奉
仕
の
幅
を
広
げ
て
い
ま
す
。

　

元
旦
餅
つ
き
は
安
原
昇
総
代
長
（
７８
）

＝
塩
津
＝
が
就
任
し
た
平
成
１７
年
、
し

め
縄
づ
く
り
は
新
拝
殿
の
完
成
し
た
同

２１
年
に
始
め
ま
し
た
。

　

お
正
月
の
迫
っ
た
同
２９
年
１２
月
１７
日

に
は
、
鶴
﨑
・
八
幡
両
拝
殿
正
面
の
向こ
う

拝は
い

に
飾
る
し
め
縄
づ
く
り
を
し
ま
し
た
。

　

材
料
の
藁
は
安
原
さ
ん
が
準
備
。
農

業
の
機
械
化
で
手
に
入

れ
に
く
い
時
代
で
す

が
、
安
原
さ
ん
は
青
い

藁
を
確
保
す
る
た
め
稲

穂
の
出
る
前
の
８
月
２０

日
ご
ろ
早
刈
り
を
し
て

天
日
乾
燥
さ
せ
ま
す
。

「（
水
田
の
）
約
１５
平
方

㍍
を
犠
牲
に
す
る
ん
で

申
し
訳
な
い
ん
で
す
が

…
」
と
太
田
浩
司
宮
司

（
５７
）
は
気
を
も
み
ま
す
。

　

向
拝
の
幅
約
３
㍍
に
合
わ
せ
、
鶴
﨑

用
の
し
め
縄
を
手
分
け
し
て
時
計
と
逆

方
向
に
な
う
左
縄
で
三
つ
編
み
を
組
み

進
め
ま
す
。
徐
々
に
藁
の
量
を
増
や
し

な
が
ら
、
真
ん
中
あ
た
り
に
く
る
と
、

「（
藁
を
）
も
っ
と
増
や
さ
ん
と
か
っ
こ

よ
く
太
く
な
ら
ん
で
え
」
と
い
う
声
が

か
か
り
ま
す
。
同
じ
よ
う
に
八
幡
用
に

も
取
り
組
み
ま
し
た
。

　

藁
を
継
ぎ
足
し
太
く
し
て
い
く
難
し

さ
、
そ
れ
に
伴
う
腕
力
が
必
要
で
す
が
、

一
番
太
い
部
分
の
直
径
で
鶴
﨑
用
１８
㌢
、

八
幡
用
１５
㌢
の
青
々
と
し
た
し
め
縄
に

仕
上
が
り
ま
し
た
。

　

横
綱
の
化
粧
廻
し
を
は
る
か
に
超
え
る
立
派

な
出
来
で
す
。
用
意
し
た
青
竹
に
細
縄
で
固
定

し
、み
ん
な
で
抱
え
て
運
び
向
拝
上
部
に
設
置
、

１
年
ぶ
り
に
新
調
し
ま
し
た
。

　

し
め
縄
づ
く
り
は
例
年
、
ベ
テ
ラ
ン
松
尾
隆

吉
さ
ん
（
８２
）
＝
元
副
総
代
長
、
西
田
＝
に
指

導
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

　

同
３０
年
元
旦
に
は
朝
か
ら
餅
つ
き
を
し
ま
し

た
。
全
員
が
青
い
法
被
を
着
て
２
つ
の
臼
を
準

備
。数
人
が
交
代
で
杵
を
振
る
い
、つ
き
上
が
っ

た
餅
を
大
勢
が
板
の
上
で
も
み
上
げ
て
半
紙
に

次
々
く
る
み
ま
す
。
境
内
い
っ
ぱ
い
に
押
し
寄

せ
る
初
詣
客
に
、「
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」

と
言
い
な
が
ら
配
り
ま
す
。

　

当
初
か
ら
毎
年
手
伝
う
、
秋
祭
り
の
鬼
で
お

な
じ
み
の
早
島
・
百
鬼
会
会
長
・
佐
藤
智
広
さ

ん
（
５８
）
＝
長
津
＝
や
、「
僕
に
も
つ
か
せ
て
」

と
い
う
飛
び
入
り
参
加
も
多
数
あ
り
、
に
ぎ
や

か
に
繰
り
広
げ
ま
し
た
。

　

昼
ま
で
に
１
俵
（
４
斗
）
２０
臼
を
３
時
間
が

か
り
で
つ
き
上
げ
、
推
定
１
万
人
と
さ
れ
る
初

詣
客
に
配
り
終
え
ま
し
た
。

　

総
代
に
就
任
し
た
３
年
前
か
ら
毎
年
杵
を
振

る
う
八
木
二
郎
さ
ん（
６８
）＝
高
須
賀
＝
は「
子

供
の
時
か
ら
慣
れ
て
る
と
は
い
え
次
の
日
、け
っ
こ
う
体
が
痛
く
な
り
ま
す
よ
。
い
や
、

い
い
運
動
で
す
」
と
笑
い
な
が
ら
話
し
て
い
ま
し
た
。

総
代
さ
ん
は
頑
張
っ
て
い
ま
す
！　

　

餅
つ
き
を
始
め
て
か
ら
初
詣
客
の
出
足
が
早
く
な
り
ま
し
た
。
太
田
宮
司
は
「
そ

れ
以
前
は
午
前
１１
時
前
ご
ろ
か
ら
で
し
た
が
、
今
で
は
９
時
前
に
は
駐
車
場
が
い
っ

ぱ
い
に
な
り
ま
す
。
お
餅
効
果
で
す
か
ね
、総
代
さ
ん
の
お
か
げ
で
嬉
し
い
異
変
で
す
」

と
、
喜
ん
で
い
ま
す
。（
取
材
／
鶴
﨑
神
社
総
代
・
佐
藤
豊
行
）

しめ縄の太い部分を力を込めて作る神社総代

鶴崎神社の正月ムードを盛り上げる元旦餅つき 出来上がったしめ縄を鶴﨑神社の拝殿に設置

 
し
め
縄
づ
く
り
、
元
旦
餅
つ
き

　       
総
代
２０
人
活
躍
、 

ご
奉
仕
の
幅
広
げ
る
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祭
事
暦

五
月
十
九
日
（
土
）［
午
後
七
時
］　

　
　
　

八
幡
神
社
春
季
大
祭   

         （
露
店
あ
り
）

五
月
二
十
日
（
日
）［
午
前
十
時
］　

　
　
　

鶴
﨑
神
社
春
季
大
祭

　
　
　
【
供
膳
祭
】

七
月
三
十
日
（
月
）［
午
後
五
時
］　

　
　
　

夏
越
祭
【
輪
く
ぐ
り
祭
】　　

　
　
　
（
露
店
あ
り
）

毎
月
一
日
（
午
前
九
時
）
月
次
祭

  

諸
祈
祷
・
出
張
祭
の
案
内

♦
初
宮
詣
・
交
通
安
全
・
厄
除
・
安
産
・

　

家
内
安
全
・
病
気
平
癒
そ
の
他

♦
地
鎮
祭
・
上
棟
祭
・
家
遷
清
祓
・

　

宅
神
祭
・
結
婚
式
・
神
葬
祭
等

ご
希
望
の
方
は
前
も
っ
て
ご
連
絡
下

さ
い
。

　祈祷／出張祭は　　

　　　予 約
  をお願いします。

　

昨
年
二
月
、
和
気
神
社
（
和
気
郡
和

気
町
藤
野
）
名
誉
宮
司
小
森
成
彦
氏
か

ら
「
神
社
の
模
型
を
作
成
し
て
奉
納
し

た
い
と
い
う
人
が
い
る
の
で
紹
介
し
た

い
」
と
の
連
絡
を
受
け
た
。

　

そ
の
方
は
赤
磐
市
桜
が
丘
西
に
在
住

の
梅
野
克
樹
氏
で
、
趣
味
の
模
型
作
り

が
高
じ
、
た
ま
た
ま
参
拝
し
た
和
気
神

社
に
惹
か
れ
、
作
成
を
申
し
出
た
の
が

き
っ
か
け
で
、
平
成
二
十
七
年
に
完
成

し
奉
納
し
た
。

　

そ
の
後
、
神
社
の
造
形
美
に
心
酔
し

二
作
目
の
神
社
を
小
森
氏
に
相
談
し
た

と
こ
ろ
、
建
築
様
式
が
複
雑
で
見
応
え

の
あ
る
当
社
を
推
薦
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

三
月
に
梅
野
氏
と
小
森
氏
が
来
社
し
、

神
社
の
見
学
、
写
真
撮
影
を
行
い
、
製

作
に
取
り
か
か
っ
た
。

　

建
築
設
計
図
面
で
は
拾
い
切
れ
な
い

箇
所
は
、
そ
の
都
度
足
を
運
び
実
寸
を

確
認
す
る
念
の
入
れ
よ
う
で
あ
っ
た
。

　

斯
く
し
て
、
十
一
月
二
十
三
日
、
実

に
九
ヶ
月
を
費
や
し
て
完
成
し
た
模
型

が
展
示
台
と
共
に
拝
殿
へ
運
び
込
ま
れ
、

新
穀
感
謝
祭
終
了
後
、
模
型
奉
納
奉
告

祭
を
執
行
し
、
総
代
や
幹
事
の
見
守
る

中
、
除
幕
が
行
わ
れ
披
露
さ
れ
た
。

　

奉
納
さ
れ
た
模
型
は
、
幅
七
五
㎝
、
奥

行
九
五
㎝
、
高
さ
三
五
㎝
で
、
ガ
ラ
ス

の
ケ
ー
ス
に
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
部
材

は
全
て
端
材
か
ら
削
り
だ
し
た
も
の
で
、

屋
根
の
銅
板
や
格
子
窓
な
ど
緻
密
な
作

業
を
始
め
社
殿
の
周
辺
部
ま
で
忠
実
に

再
現
さ
れ
て
い
る
の
で
、
普
段
は
見
る

こ
と
が
出
来
な
い
本
殿
と
拝
殿
の
位
置

関
係
や
社
殿
高
低
差
が
見
て
取
れ
る
。

　

新
年
か
ら
は
常
時
見
学
出
来
る
よ
う

に
拝
殿
石
畳
部
分
に
設
置
し
て
い
る
。

梅野克樹氏から奉納された社殿の模型

総
代
の
異
動

前　潟

亀
山　

秀
明

早
島
町
前
潟
六
二
〇
ー
一
〇

佐
藤　

政
文

　
早
島
町
前
潟
一
一
〇

退任新任

1/50
で
社
殿
を
忠
実
に
再
現

社
殿
の
木
製
模
型
奉
納

　

社
殿
建
設
か
ら
今
年
で
十
年
を
迎
え
、

予
て
か
ら
参
拝
者
増
に
よ
り
手
狭
と

な
っ
て
い
る
社
務
所
と
、
築
後
一
二
〇

年
を
越
え
各
所
の
破
損
が
著
し
い
職
舎

と
、
建
設
を
要
望
さ
れ
て
い
る
参
拝
者

便
所
の
三
要
件
を
解
決
す
べ
く
、
旧
社

務
所
西
側
に
必
要
最
小
限
の
参
集
殿
建

設
を
計
画
し
て
お
り
ま
す
。

　

役
員
会
（
４
月
８
日
）、
及
び
総
代
会

（
４
月
15
日
）
に
お
い
て
、
建
設
が
承
認

さ
れ
ま
し
た
が
、
営
繕
積
立
金
を
原
資

と
し
て
氏
子
の
皆
様
の
負
担
を
最
小
限

に
留
め
る
べ
く
、
検
討
を
重
ね
て
お
り

ま
す
。

　

詳
細
が
決
定
致
し
ま
し
た
ら
、
本
年

中
を
目
処
に
、
趣
意
書
を
お
配
り
し
て
、

ご
説
明
と
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
た
く

存
じ
ま
す
の
で
、
何
卒
宜
し
く
お
願
い

致
し
ま
す
。

参
集
殿
建
設
計
画

責
任
役
員

寺
山　

俊
雄

監
　
　
事

渡
辺　

利
明

責
任
役
員･

監
事
の
補
充

（
平
成
30
年
４
月
15
日
付
）

（
平
成
30
年
４
月
15
日
付
）

482-0097


