
（　）第 50 号　　　　　                   鶴 﨑 神 社 社 報　　                   令和 4 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

　

平
成
十
年
四
月
に
当
社
の
宮
司
に
就
任
し
た
の
を
契
機

に
、
神
社
の
様
子
や
神
道
に
つ
い
て
の
解
説
等
を
発
信
す

る
手
段
と
し
て
、
社
報
「
つ
る
さ
き
」
を
年
二
回
発
刊
し

て
参
り
ま
し
た
が
、
本
号
で
五
十
号
を
迎
え
る
事
が
で
き

ま
し
た
。

　

当
初
は
B
５
版
の
モ
ノ
ク
ロ
印
刷
で
し
た
が
、
平
成

二
十
五
年
の
第
三
十
一
号
か
ら
A
４
版
フ
ル
カ
ラ
ー
に
改

訂
し
、
ネ
ッ
ト
印
刷
を
導
入
致
し
ま
し
た
。

　

印
刷
会
社
か
ら
ネ
ッ
ト
印
刷
に
切
り
替
え
た
事
で
、
印

刷
経
費
は
か
な
り
抑
え
ら
れ
ま
し
た
が
、
文
章
の
校
正
や

写
真
の
調
整
、
印
刷
デ
ー
タ
の
作
成
な
ど
全
て
の
作
業
を
、

間
違
い
の
な
い
よ
う
に
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
手
間
は

掛
か
り
ま
す
が
、
自
由
に
思
う
よ
う
な
社
報
を
作
る
事
が

で
き
る
メ
リ
ッ
ト
も
生
ま
れ
ま
し
た
。

　

最
近
で
は
、
ネ
ッ
ト
接
続
機
器
の
モ
バ
イ
ル
化
に
伴
い
、

ニ
ュ
ー
ス
や
情
報
を
瞬
時
に
受
け
取
る
事
が
で
き
、
新
聞

を
購
読
し
な
い
世
帯
も
増
え
つ
つ
あ
る
現
状
で
す
が
、
紙

媒
体
で
の
情
報
伝
達
は
、
ネ
ッ
ト
環
境
を
持
た
な
い
人
を

含
め
全
て
の
人
々
に
手
触
り
や
視
覚
で
訴
え
る
事
が
で
き

る
情
報
伝
達
ツ
ー
ル
と
し
て
ま
だ
ま
だ
利
用
可
能
だ
と
思

い
ま
す
。

　

今
後
も
神
社
の
日
々
の
様
子
は
勿
論
の
事
、
六
百
数
十

年
に
亘
っ
て
、
氏
子
の
拠
り
所
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
来
た

神
社
の
本
質
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
？
神
社
の
歴

史
を
紐
解
き
な
が
ら
掲
載
し
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、「
つ
る
さ
き
」
が
一
〇
〇
号
を
迎
え
る
日
を

楽
し
み
に
日
々
神
明
奉
仕
に
勤
め
て
参
り
ま
す
。

　
（
過
去
の
社
報
は
鶴
𥔎
神
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
中
）

五
十
号
を
迎
え
た
社
報

夏祭りに茅の輪をくぐる神職と総代、参拝者
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当
社
の
現
在
の
社
名
は
鶴
𥔎
神
社
で

あ
る
が
、
明
治
初
期
ま
で
は
御お
ん
ざ
き
ぐ
う

嵜
宮
と

呼
ば
れ
て
お
り
、
祭
神
は
大
吉
備
津
彦

命
荒あ
ら
み
た
ま
魂
で
あ
る
。

　

御
嵜
（
御
崎
）
は
当
社
の
勧
請
元
で

あ
る
吉
備
津
神
社
の
本
殿
外げ
じ
ん陣
に
祀
ら

れ
て
い
る
艮
う
し
と
ら
お
ん
ざ
き

御
崎
の
名
称
を
も
っ
て
御

嵜
宮
と
冠
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
艮
御
崎
の
祭
神
は
吉
備
津

彦
命
と
戦
っ
て
破
れ
た
温う

ら羅
と
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

平
安
末
期
に
、
後
白
河
法
皇
が
当
時

流
行
し
た
歌
謡
を
集
め
編
纂
し
た
も
の

に｢

梁り
ょ
う
じ
ん
ひ
し
ょ
う

塵
秘
抄
」
と
い
う
今
様
歌
謡
集

が
あ
る
。

　

そ
の
中
に｢

一い
っ
ぽ
ん
し
ょ
う
り
ょ
う
き
び
つ
み
や

品
聖
霊
吉
備
津
宮
、

新し
ん
ぐ
う宮
、
本ほ
ん
ぐ
う宮
、
内う
ち
の
み
や

の
宮
、
隼は
や
と
ざ
き

人
崎
、
北

や
南
の
神か
み
ま
ろ
う
ど

客
人
、
艮う
し
と
らみ
さ
き
は
恐
ろ
し

や｣

と
あ
り
、
こ
の
「
艮

み
さ
き
」
は
、
吉
備
津
神

社
本
殿
外
陣
の
丑
寅
の
方

向
に
祀
っ
て
あ
る
艮
う
し
と
ら
お
ん
ざ
き

 

御
崎

を
指
す
と
さ
れ
て
お
り
、

「
艮
み
さ
き
は
恐
ろ
し
や

｣

と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、

温
羅
の
怨お
ん
ね
ん念
が
恐
ろ
し
い

と
解
さ
れ
て
い
る
。

　

岡
山
県
内
に
は
御お
ん
ざ
き崎
、
御お
ん
さ
き前
、
丑う
し
と
ら寅
、

艮う
し
と
らを
冠
す
る
神
社
が
四
十
社
、
広
島
県

に
は
六
十
五
社
が
建
立
さ
れ
て
い
る
が
、

多
く
の
神
社
が
吉
備
津
彦
系
の
御
祭
神

を
祀
っ
て
お
り
、
温
羅
を
祀
っ
て
い
る

の
は
艮
御
崎
の
分
社
と
さ
れ
る
艮
御
崎

神
社
（
岡
山
市
北
区
辛
川
市
場
）
の
み

で
あ
る
。

　

吉
備
津
系
の
神
を
祀
る
の
で
あ
れ
ば
、

社
名
は
吉
備
津
神
社
と
す
る
の
が
妥
当

で
あ
ろ
う
が
、
な
ぜ
温
羅
を
祀
る
艮
御

崎
の
名
称
を
使
用
し
た
の
だ
ろ
う
か
？

　

因
み
に
、
吉
備
津
彦
命
を
祭
神
と
し
、

「
吉
備
津
」
を
冠
す
る
神
社
は
岡
山
県
に

四
社
、
広
島
県
に
五
社
と
圧
倒
的
に
少

数
で
あ
る
。

　

御
嵜=

御
崎
で
あ
り
「
ミ
サ
キ
」
と

も
読
む
。

　

「
ミ
サ
キ
」
は
民
俗
学
に
お
い
て
全
国
に

様
々
な
事
例
が
あ
る
が
、
岡
山
民
俗
学

会
員
の
三み
う
ら
し
ゅ
う
ゆ
う

浦
秀
宥
氏
は
著
書
「
荒
神
と

ミ
サ
キ
」
の
中
で
「
ミ
サ
キ
に
は
、
オ

サ
キ･

オ
オ
サ
キ･

オ
ン
ザ
キ･

カ
ン

ザ
キ･

コ
ウ
ザ
キ･

ゴ
ン
ゼ
ン
な
ど
の

呼
称
が
あ
り
、
御
前･

御
崎･

大
崎･

大
前･

恩
崎･

権
前
な
ど
の
用
字
例
が

あ
る
。」
と
し
て
お
り
、
更
に
大
小
の
ミ

サ
キ
の
中
に
は
、
村
の
外
部
か
ら
、
有

力
な
大
社
の
ミ
サ
キ
を
勧
請
し
た
と
い

う
来
歴
の
伝
わ
っ
て
い
る
氏
神
や
鎮
守

が
か
な
り
あ
る
。

　

備
中
地
方
で
は
「
梁
塵
秘
抄
」
に
そ

の
恐
ろ
し
さ
を
う
た
わ
れ
た
吉
備
津
神

社
の
「
丑
寅
み
さ
き
」
を
迎
え
た
例
が

多
い
。
御
前
神
社
や
艮
御
前
神
社
は
い

ず
れ
も
吉
備
津
神
社
の
ミ
サ
キ
を
勧
請

し
た
も
の
で
あ
り
、
主
神
の
吉
備
津
彦

命
そ
の
も
の
を
勧
請
す
る
風
の
生
ま
れ

た
の
は
恐
ら
く
近
世
以
後
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
、「
祖
霊
の
ほ
か
に
怨
霊
、
御
霊
、

死
神
、
そ
の
他
も
ろ
も
ろ
の
災
難
を
も

た
ら
す
悪
霊
な
ど
を
皆
含
め
て
ミ
サ
キ

と
呼
ぶ
。」
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
岡
山
大
学
名
誉
教
授
藤
井
駿

氏
に
よ
る
と
、
神
道
や
民
間
信
仰
で
、

神
の
さ
き
祓
い
と
か
使
わ
し
め
、
ま
た

は
大
神
に
付
随
す
る
神
々
の
化
身
と
さ

れ
る
も
の
を
、「
み
さ
き
」
或
い
は
「
み

さ
き
神
」
と
い
い
、
そ
の
神
を
ま
つ
る

社
が
御
崎
宮
、
御
崎
神
社
で
あ
る
と
し

て
い
る
。

　

当
社
所
蔵
の
賀か

や陽
氏
（
吉
備
津
神
社

代
々
の
宮
司
家
）
の
古
書
に
は
「
御
崎

大
明
神
と
称
す
る
事
は
、
大
吉
備
津
彦

命
の
荒
魂
を
祀
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

各
地
の
御
崎
神
社
又
は
御
崎
宮
と
称
す

る
事
と
同
意
で
あ
る
。」
と
記
さ
れ
て
い

る
。

　

以
上
の
記
述
か
ら
吉
備
津
神
社
の
艮

御
崎
の
祭
神
は
温
羅
と
な
っ
て
い
る
が
、

古
く
は
「
ミ
サ
キ
」
を
祀
っ
て
い
た
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
ミ
サ
キ
こ
そ
が
吉
備
津
彦
命
の

荒
魂
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
？

　
そ
う
な
る
と
、
神
の
荒
魂
を
祀
る
神

社
が
御
崎
と
言
う
事
に
な
る
。「
御
崎
」、

「
御
前
」
神
社
が
社
名
に
吉
備
津
を
冠
し

な
か
っ
た
の
は
、吉
備
津
彦
命
の「
荒
魂
」

を
祀
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
、

社
名
に
「
艮
」、「
丑
寅
」
を
冠
す
る
の

は
「
御
崎
」、「
御
前
」
を
略
し
て
冠
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
「
御
崎
」、「
御
前
」、「
艮
」、「
丑
寅
」

神
社
は
吉
備
津
彦
命
の
霊
威
を
吉
備
国

に
広
め
る
た
め
に
荒
魂
を
祀
っ
て
行
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

旧
社
名
「
御
嵜
宮
」
と
は

旧社名が刻された鳥居額

時
に
の
ぞ
ん
で
、
格
別
に
顕
著

な
ご
神
威
を
現
せ
る
魂
の
働
き

荒 魂
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い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
子
供

の
身
体
を
清
め
、
発
育
を
願
う
意
味
も

あ
る
よ
う
で
す
。
ま
た
、
七
日
目
の
お

七
夜
に
は
、
子
供
の
命
名
を
し
て
親
類

や
隣
近
所
の
方
な
ど
を
招
い
て
お
祝
い

の
席
が
設
け
ら
れ
ま
す
。
こ
の
際
に
名

前
を
書
い
た
紙
を
神
棚
や
床
の
間
に
貼

り
、
家
の
神
様
に
家
族
の
一
員
と
し
て

お
守
り
戴
く
よ
う
お
願
い
を
し
ま
す
。

　

生
後
三
十
日
前
後
に
氏
神
様
に
お
参

り
す
る
こ
と
を
初
宮
参
り
と
い
い
、
神

様
の
お
力
に
よ
り
こ
の
世
に
生
を
享う

け

た
こ
と
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
氏
子

の
一
員
と
し
て
氏
神
様
に
承
認
戴
く
行

事
で
す
。
ま
た
、
百
日
前
後
に
お
食
い

初
め
と
い
い
、
お
祝
い
の
食
事
を
食
べ

さ
せ
る
行
事
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
も

一
生
食
物
に
不
自
由
な
く
過
ご
せ
る
よ

う
に
と
い
う
願
い
が
こ
め
ら
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

３

七五三詣り
本年は下記の年齢の子供が
七五三のお祝いにあたります。

「七五三参り」のご祈祷は随時
奉仕致しておりますが、予約
をお願致します。

３歳　令和２年生　  男・女
５歳　平成 30 年生　  男
７歳　平成 28 年生　  女

七
五
三
詣
り
は
「
か
ぞ
え
年
」
で
行
う

の
が
本
義
で
す
が
、諸
事
情
に
よ
り
「
満

年
齢
」
で
も
お
参
り
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
質
問
】

　

妊
娠
や
子
供
の
誕
生
、
成
長
の
過
程

で
、
子
供
が
無
事
に
生
ま
れ
、
丈
夫
に

育
つ
こ
と
を
願
う
さ
ま
ざ
ま
な
産
育
に

関
わ
る
神
事
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

妊
娠
五
カ
月
目
（
地
域
に
よ
っ
て
日

数
に
相
違
）
の
戌い
ぬ

の
日
に
は
、
帯
祝
い

と
称
し
て
、
妊
婦
の
腹
に
木
綿
の
布
で

作
ら
れ
た
腹
帯
（
岩
田
帯
）
を
巻
き
ま

す
。
こ
れ
を
戌
の
日
に
行
う
の
は
、
犬

は
多
産
と
い
う
こ
と
に
あ
や
か
る
た
め

や
、
こ
の
世
と
来
世
を
往
復
す
る
動
物

と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
よ

く
吠
え
て
家
を
守
る
た
め
邪
気
を
祓
う

意
味
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
腹
帯
に
は
胎
児
を
保
護
す
る
意
味

が
あ
る
ほ
か
、
胎
児
の
霊
魂
を
安
定
さ

せ
る
な
ど
信
仰
的
な
意
味
も
あ
る
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

　

皇
室
に
お
い
て
も
、
一
般
の
帯
祝
い

と
同
様
の
「
着ち
ゃ
く
た
い帯の
儀
」
が
あ
り
、

　

出
産
や
育
児
に
関
す
る
神
事
は
ど
の

様
に
行
わ
れ
て
来
た
の
で
し
ょ
う
か
。

【
答
え
】 神

道
Ｑ
＆
Ａ

御
懐
妊
五
カ
月
目
の
戌
の
日
に
、「
内
着

帯
」（
仮
着
帯
）
を
行
い
、
九
カ
月
目
の

戌
の
日
に
正
式
な
「
着
帯
の
儀
」
が
行

わ
れ
ま
す
。
こ
の
儀
式
に
用
い
ら
れ
る

帯
は
、
ま
ず
、
宮
中
三
殿
に
納
め
ら
れ
、

そ
の
後
に
着
帯
が
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。

　

妊
娠
中
に
は
日
常
と
比
べ
て
多
く
の

禁
忌
が
あ
り
ま
す
。
葬
式
に
参
列
し
て

は
な
ら
な
い
こ
と
や
、
火
事
を
見
て
は

な
ら
な
い
こ
と
、
こ
の
ほ
か
、
食
べ
物

に
つ
い
て
は
限
り
が
な
い
ほ
ど
の
制
約

が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
禁
忌

は
妊
娠
・
出
産
と
い
う
緊
張
状
態
に
あ

る
妊
婦
と
胎
児
の
体
を
気
遣
っ
て
の
こ

と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

さ
て
、
出
産
後
も
新
生
児
に
対
す
る

さ
ま
ざ
ま
な
行
事
が
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。

生
後
三
日
目(

地
域
に
よ
り
相
違
あ
り)

に
産
湯
を
浴
び
さ
せ
ま
す
が
、
こ
の
湯

に
塩
や
酒
を
入
れ
る
と
風
邪
を
ひ
か
な

〈
出
産
等
に
関
す
る
神
事
〉

  

落
石
防
止
工
事
実
施

　
　
　
　【
弁
才
天
御
休
み
所
】

　

神
幸
祭
の
御
休
み
所
と
な
っ
て
い
る

丘
は
現
在
使
用
さ
れ
て
い
な
い
が
、
落

石
の
危
険
が
あ
る
た
め
、
昨
秋
擁
壁
を

設
置
し
た

コンクリート板の擁壁を設置した御休み所
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祭
事
暦

十
月
十
五
（
土
）

　
［
午
前
十
時
］鶴
﨑
神
社
秋
季
大
祭【
供
膳
祭
】

　
［
午
後
七
時
］八
幡
神
社
秋
季
大
祭（
露
店
あ
り
）

十
月
十
六
（
日
）

　
［
午
前
九
時
］
神
幸
祭
（
予
定
）

十
一
月
十
五
日
を
中
心
に
　
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
。

♦
家
内
安
全
・
交
通
安
全
・
初
宮

　

詣
・
七
五
三
詣
・
厄
除
・
九
星

　

災
難
消
除
・
安
産
・
当
病
平
癒
・

　

学
業
成
就
・
そ
の
他

♦
地
鎮
祭
・
上
棟
祭
・
家
移
清
祓
・

　

埋
井
祭
・
改
装
清
祓
・
解
体
清

　

祓･

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

総
代
の
異
動

帯高南古開

妹
尾　

洋
一

倉
敷
市
帯
高
三
〇
一
ー
二

中
村　

之
信

　
倉
敷
市
帯
高
二
六
二

退任新任

（
令
和
四
年
四
月
一
日
付
）

　

令
和
四
年
五
月
九
日
開
催
の
岡
山
県

神
社
庁
倉
敷
都
窪
支
部
臨
時
総
会
に
於

い
て
、
当
社
総
代
長
大
森
茂
氏
が
同
支

部
総
代
会
会
長
に
選
任
さ
れ
、
七
月
一

日
付
け
で
就
任
し
ま
し
た
。　

　

本
年
三
月
、
国
立
国
会
図
書
館
か
ら

の
依
頼
に
続
き
、
大
阪
府
立
中
央
図
書

館
か
ら
「
き
わ
め
て
貴
重
な
資
料
で
あ

り
当
館
に
お
い
て
是
非
収
集
し
た
い
」

旨
の
神
社
誌
寄
贈
依
頼
が
あ
り
、
寄
贈

に
応
じ
ま
し
た
。

（
鶴
𥔎
神
社 

神
社
誌
は
当
社
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
Ｐ
Ｄ
F
で
全
ペ
ー
ジ
掲
載
し
て
い

ま
す
。
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）

http://turusaki2.w
eb.fc2.com

/

神
社
誌
を
寄
贈

岡
山
県
神
社
庁
表
彰

受
賞

　

令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
開
催
の
岡

山
県
神
社
庁
表
彰
式
に
於
い
て
当
社
責

任
役
員
永
原
耕
吉
氏
が
同
庁
の
表
彰
の

栄
誉
に
浴
し
た
。

　

こ
の
度
の
表
彰
は
表
彰
規
程
第
二
条

「
神
社
の
役
員
及
び
総
代
で
あ
っ
て
、
多

年
に
亘
り
神
社
に
奉
仕
し
、
そ
の
成
績

優
秀
な
者
。」を
授
与
さ
れ
た
者
の
中
で
、

特
別
な
功
労
の
あ
る
者
に
対
し
て
の
第

三
条
表
彰
の
受
賞
と
な
り
ま
し
た
。

大
松
の
剪
定

 

授
与
品
①
　
ミ
ニ
大お
お
ぬ
さ麻

　

大
麻
は
元
来
、
神
社
の
祭
典
や
祈
祷

時
に
心
身
の
穢け
が
れ
を
祓は
ら

う
祭
具
で
す
が
、

家
庭
用
に
小
さ
く
し
た
大
麻
を
作
り
ま

し
た
。

　

玄
関
な
ど
に
置
い
て
い
た
だ
き
、
葬

儀
の
帰
り
や
、
穢
れ
に
触
れ
た
場
合
な

ど
に
自
分
に
向
け
て
左･

右･

左
と
三

度
振
っ
て
お
祓
い
を
し
て
下
さ
い
。

　
　
　
　
　
　

 （
初
穂
料
一
、〇
〇
〇
円
）

支
部
総
代
会
長
就
任

　

六
月
に
拝
殿
前
の
大
松
を
五
年
振
り

に
剪
定
し
ま
し
た
。

剪定が終わった２本の松


