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櫻
井
治
男
著

『
地
域
神
社
の
宗
教
学
』板

井

正

斉

　

神
社
は
地
域
の
中
心
的
存
在
で
あ
る

―
と
は
、
様
々
な
場
面
で

よ
く
耳
に
す
る
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
。
神
社
関
係
者
や
研
究
者
に
と
っ

て
は
、
大
変
使
い
や
す
く
、
か
つ
共
感
を
得
や
す
い
前
提
で
も
あ
り

結
論
に
も
な
り
え
る
。
理
想
的
で
万
能
に
見
え
る
言
説
だ
が
、
果
た

し
て
そ
の
エ
ビ
デ
ン
ス
（
根
拠
）
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
当
た
り

前
の
こ
と
を
真
剣
に
考
え
て
み
る
時
、
意
外
と
手
に
取
る
先
行
研
究

の
少
な
い
こ
と
に
気
が
付
く
。
こ
こ
で
い
う
エ
ビ
デ
ン
ス
（
根
拠
）

と
は
、
高
度
な
神
道
神
学
に
基
づ
く
解
釈
や
、
宗
教
者
・
研
究
者
の

貴
重
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
主
観
的
な
主
張
と
一
線
を
画
し
て
、
客
観

的
な
実
証
研
究
の
結
果
を
意
味
す
る
。

　

少
な
い
な
が
ら
も
不
可
欠
な
先
行
研
究
の
一
つ
が
櫻
井
治
男
の
一

連
の
研
究
で
あ
ろ
う
。
著
者
の
関
心
対
象
は
、「
近
代
以
降
の
地
域

神
社
に
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
通
し
て
「
神
社
」
と
神
社
的
性
格

を
持
つ
「
神
社
」
の
関
係
性
及
び
地
域
住
民
と
の
関
わ
り
を
、
当
該

地
域
の
社
会
的
文
化
的
脈
絡
と
社
会
全
体
の
大
き
な
動
き
と
の
中
で

理
解
を
試
み
る
（
ⅶ
頁
）」
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
明
治
末
年
の

神
社
整
理
を
め
ぐ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
『
蘇
る
ム
ラ
の
神
々
』（
大

明
堂
出
版
、
平
成
四
年
）
が
学
界
に
留
ま
ら
ず
幅
広
く
一
般
に
も
高
く

評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
同
書
の
刊
行
か

ら
十
八
年
を
経
て
、
こ
の
た
び
上
梓
さ
れ
た
『
地
域
神
社
の
宗
教

学
』
は
、
畔
上
直
樹
氏
の
紹
介
に
あ
る
よ
う
に
、「
こ
の
よ
う
な
問

題
に
少
し
で
も
興
味
を
も
つ
も
の
に
と
っ
て
久
し
く
待
た
れ
て
い
た

（
神
社
新
報
三
〇
五
九
）」
一
書
と
い
え
る
（
著
者
は
前
著
タ
イ
ト
ル
を

「
い
さ
さ
か
奇
抜
（
三
七
九
頁
）」
だ
っ
た
と
本
書
あ
と
が
き
で
述
べ
て
い
る

が
、
タ
イ
ト
ル
に
魅
了
さ
れ
て
次
著
を
心
待
ち
に
し
て
い
た
方
々
も
多
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
か
く
い
う
評
者
も
そ
の
一
人
で
あ
る
）。

　

さ
て
本
書
を
紹
介
す
る
に
あ
た
り
、
光
栄
に
も
そ
の
役
を
仰
せ
つ

か
っ
た
評
者
が
、
著
者
か
ら
教
え
を
乞
う
て
い
る
立
場
で
あ
る
こ
と

を
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
い
た
だ
き
た
い
。
そ
の
意
味
で
徹
底
し
た
書

評
に
は
到
底
至
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
前
著
か
ら
本
書
刊
行
ま
で
の
間
、

幸
い
に
も
著
者
の
最
も
身
近
で
学
ば
せ
て
も
ら
っ
た
立
場
か
ら
著
者

や
本
書
の
魅
力
を
申
し
上
げ
て
み
た
い
。

　

ま
ず
本
書
の
構
成
は
、
前
著
以
降
の
論
考
を
中
心
に
全
体
で
十
三

本
が
収
め
て
い
る
。
そ
の
内
訳
を
目
次
か
ら
概
観
す
る
と
次
の
と
お

り
（
副
題
を
除
く
）。

書

評
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第
一
編　

近
代
日
本
と
地
域
神
社
へ
の
視
角

　

第
一
章　

近
代
日
本
の
神
社
信
仰
と
地
域
社
会

　

第
二
章　

明
治
初
期
の
「
神
社
」
調
べ

　

第
三
章　

明
治
初
期
の
「
神
社
」
調
べ
と
地
域
神
社

第
二
編　

神
社
整
理
と
地
域
の
神
社
復
祀

　

第
一
章　
「
家
郷
」
を
め
ぐ
る
地
域
神
社
と
共
同
性

　

第
二
章　

神
社
合
併
と
稲
荷
社

　

第
三
章　

地
域
社
会
の
変
動
と
宗
教
伝
統

　

第
四
章　

氏
神
鎮
守
社
の
再
生

　

第
五
章　

地
域
神
社
の
遷
宮
の
諸
相

第
三
編　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
「
神
」
と
聖
所

　

第
一
章　

･

新
し
い
共
同
体
に
お
け
る
神
社
の
創
建
と
共
生
意

識

　

第
二
章　

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
廻
る
「
お
燈
明
」

　

第
三
章　

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
聖
所

第
四
編　

近
代
神
道
と
地
域
社
会
の
受
容

　

第
一
章　

地
域
社
会
に
お
け
る
神
葬
祭
の
受
容
と
そ
の
展
開

　

第
二
章　

神
宮
教
会
所
の
顛
末

　

第
一
編
で
は
、
近
代
以
降
の
神
社
整
理
の
流
れ
や
そ
れ
に
伴
う

「
神
社
」
自
体
の
概
念
形
成
と
、
そ
れ
が
地
域
に
お
い
て
ど
の
よ
う

に
受
け
止
め
ら
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
神
社
資
料
等
か
ら
論
じ
て

い
る
。
前
著
か
ら
引
き
継
が
れ
た
著
者
の
最
も
基
本
的
な
問
題
意
識

が
あ
ら
た
め
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
第
二
編
で
は
、
家
郷
概
念
を

め
ぐ
る
地
域
神
社
の
実
情
に
つ
い
て
、「
政
府
の
神
社
整
理
施
策
に

対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
（
一
一
四
頁
）」
の
一
つ
と
し
て
著
者
が
独
自

に
整
理
す
る
「
神
社
復
祀
（
神
社
の
復
旧
再
建
）」
の
事
例
等
か
ら
新

た
な
視
点
に
基
づ
い
た
考
察
を
加
え
て
い
る
。
第
三
編
は
、
共
同
体

の
変
容
と
い
う
社
会
的
な
背
景
の
中
で
、
神
社
に
か
か
わ
る
聖
な
る

も
の
が
、
地
域
の
現
代
的
な
共
同
性
に
与
え
て
い
る
影
響
を
述
べ
て

い
る
。
第
四
編
は
、
唯
一
、
前
著
以
前
の
論
考
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

共
同
体
と
地
域
神
社
と
の
関
係
性
を
捉
え
る
上
で
、
近
代
神
道
に
お

け
る
神
葬
祭
や
神
宮
教
会
の
脈
絡
も
見
逃
せ
な
い
ト
ピ
ッ
ク
で
あ
る

こ
と
を
最
後
に
指
摘
し
て
い
る
。

　

全
体
を
通
じ
た
本
書
の
魅
力
を
三
点
に
ま
と
め
て
み
た
い
。

　

一
つ
目
は
、
著
者
の
分
析
手
法
で
あ
る
。
近
代
の
い
わ
ゆ
る
神
社

行
政
資
料
を
対
象
に
す
る
の
が
著
者
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
膨
大

な
資
料
を
詳
読
し
、
一
見
す
る
と
紋
切
り
型
の
行
政
資
料
に
も
そ
の

地
域
の
人
々
の
神
社
観
を
丁
寧
に
見
出
し
て
い
る
。
資
料
の
限
界
性

や
、
膨
大
で
あ
る
が
ゆ
え
の
普
遍
化
に
は
課
題
が
あ
る
も
の
の
、
神

社
が
そ
れ
を
取
り
巻
く
地
域
社
会
と
の
関
係
性
に
お
い
て
「
動
態
的

な
存
在
（
五
八
頁
）」
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
れ
に

加
え
て
、
精
緻
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
が
行
わ
れ
る
。
本
書
に
お
い

て
は
、
前
著
で
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
か
っ
た
伊
賀
名
張
地
域
へ
の

調
査
が
反
映
さ
れ
た
こ
と
で
、
三
重
県
に
お
け
る
神
社
整
理
の
全
体
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像
が
よ
り
明
確
に
な
っ
た
。

　

著
者
の
調
査
に
幾
度
と
な
く
同
行
す
る
機
会
を
得
た
者
と
し
て
は
、

地
域
の
人
々
の
言
葉
一
つ
ひ
と
つ
を
大
切
に
扱
わ
れ
る
真
摯
な
姿
勢

と
、
納
得
が
い
く
ま
で
何
度
で
も
通
わ
れ
る
貪
欲
さ
、
何
よ
り
も
著

者
自
身
が
現
地
調
査
を
楽
し
ん
で
お
ら
れ
る
姿
に
は
学
ぶ
べ
き
点
が

多
い
。

　

二
つ
目
は
、
一
つ
目
の
分
析
手
法
が
、
原
田
敏
明
・
西
川
順
土
先

生
、
そ
し
て
櫻
井
勝
之
進
先
生
へ
と
脈
々
と
受
け
継
が
れ
た
神
社
研

究
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
著
者
は
、「
宗
教
学
の
本
格

的
な
手
ほ
ど
き
を
受
け
て
研
究
を
ス
タ
ー
ト
し
た
者
で
は
な
い
（
三

八
四
頁
）」
と
い
う
の
も
、
言
葉
に
は
出
さ
れ
な
い
が
原
田
学
と
い

う
神
社
を
対
象
と
し
た
独
自
の
学
問
体
系
の
継
承
を
お
く
ゆ
か
し
く

意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
書
序
に
お
い
て
紹
介

さ
れ
た
島
根
県
浜
田
市
の
八
幡
宮
が
、
櫻
井
勝
之
進
先
生
と
縁
の
深

い
神
社
で
あ
り
地
域
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
そ
の
氏
子
に
よ
る
秋
祭
り

の
準
備
を
さ
り
げ
な
く
冒
頭
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
等
に
も
そ
の

よ
う
な
想
像
を
強
く
す
る
。
ち
な
み
に
八
幡
宮
の
社
務
所
に
は
勝
之

進
先
生
の
「
神
人
和
楽
」
の
書
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
と
お
聞
き
し
た

こ
と
が
あ
る
。
ま
さ
に
原
田
学
に
基
づ
く
著
者
の
問
題
関
心
を
端
的

に
表
現
し
た
言
葉
と
い
え
よ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
連
綿
と
た
だ
継
承
す
る
こ
と
が
原
田
学
で
は
な

い
。
常
に
神
社
を
取
り
巻
く
社
会
と
の
関
係
を
重
視
し
て
き
た
そ
の

問
題
意
識
は
、
著
者
を
し
て
「
神
社
の
時
間
的
・
空
間
的
広
が
り
」

と
「
神
社
の
性
格
的
広
が
り
（
ⅵ
頁
）」
と
い
う
新
た
な
領
域
へ
と

研
究
は
深
化
さ
れ
た
。
こ
の
点
が
三
つ
目
の
魅
力
と
な
る
。
特
に
第

二
編
第
一
章
の
「「
家
郷
」
を
め
ぐ
る
地
域
神
社
と
共
同
性
」（
九
七

～
一
二
三
頁
）
で
は
、〈
ム
ラ
の
神
社
〉
と
地
域
社
会
と
の
現
代
的
な

関
わ
り
を
次
の
よ
う
な
視
点
か
ら
論
じ
て
い
る
。

「
実
感
」
や
「
生
活
に
密
着
し
た
」
と
い
う
問
題
は
、
個
々
人

の
領
域
と
し
て
だ
け
で
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に

「
私
た
ち
」
の
社
会
の
あ
り
方
が
常
に
関
わ
っ
て
い
る
と
見
て

よ
か
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
、
私
た
ち
を
「〈
私
た
ち
〉
と
し
て

つ
な
ぐ
も
の
」
や
「〈
私
た
ち
〉
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
」
に

つ
い
て
、
多
様
な
角
度
か
ら
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。（
九
八

頁
）

　

そ
の
上
で
、
あ
く
ま
で
も
こ
れ
ま
で
の
分
析
手
法
を
駆
使
し
な
が

ら
、「〈
ム
ラ
の
神
社
〉
に
は
家
郷
社
会
の
内
的
な
つ
な
が
り
や
家
郷

を
想
う
人
々
と
の
回
路
と
し
て
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
（
一

二
〇
頁
）」
こ
と
を
指
摘
す
る
。
本
章
に
よ
っ
て
、
ま
ち
づ
く
り
や

支
え
合
い
、
絆
と
い
っ
た
現
代
的
な
社
会
課
題
に
つ
い
て
、
神
社
を

め
ぐ
る
現
象
か
ら
論
じ
る
斬
新
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
が
示
さ
れ
た

と
い
え
る
。
第
三
編
第
二
章
「
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
廻
る
「
お
燈

明
」
や
、
同
第
三
章
「
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
聖
所
」
で
も
同
様
の

視
点
か
ら
考
察
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
書
で
創
出
さ
れ
た
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著
者
に
よ
る
新
た
な
研
究
領
域
が
、
い
ず
れ
も
伊
賀
名
張
地
域
を

フ
ィ
ー
ル
ド
に
し
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
平
成
十
年
度
か
ら

二
十
二
年
度
ま
で
皇
學
館
大
学
が
名
張
の
地
で
「
神
道
と
福
祉
」
の

学
び
を
深
め
さ
せ
て
も
ら
っ
た
こ
と
と
、
著
者
の
研
究
深
化
に
は
相

関
が
あ
る
。
時
局
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
、
学
内
行
政
で
も
要
職
に
あ

る
著
者
は
、
超
多
忙
の
中
で
本
書
の
執
筆
・
校
正
を
進
め
ら
れ
た
。

そ
れ
で
も
間
隙
を
突
く
よ
う
に
、
あ
の
小
型
四
駆
で
フ
ィ
ー
ル
ド
へ

と
出
か
け
て
行
か
れ
る
後
姿
に
、
い
つ
も
の
柔
和
な
師
と
は
違
っ
た

執
念
の
よ
う
な
側
面
を
垣
間
見
た
気
が
す
る
。
残
念
な
が
ら
名
張
で

の
時
間
は
限
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
で
著
者
の
あ
ら

ゆ
る
思
い
を
〈
根
付
け
花
咲
け
〉
と
奔
走
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
も
思

う
。

　

思
い
返
せ
ば
、
原
田
敏
明
も
戦
後
、
神
宮
皇
學
館
大
学
廃
学
の
過

中
で
大
学
存
続
に
東
奔
西
走
さ
れ
な
が
ら
、
あ
の
重
厚
な
研
究
成
果

を
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
う
。
本
書
が
こ
の
数
年
間
の
激
務

中
で
ま
と
め
ら
れ
た
事
実
に
そ
の
学
恩
の
ご
縁
を
重
ね
合
わ
せ
て
し

ま
う
の
は
評
者
だ
け
だ
ろ
う
か
。

　

書
評
と
は
名
ば
か
り
の
程
遠
い
内
容
に
ま
で
拡
散
し
て
し
ま
い
恐

縮
だ
が
、
評
者
が
知
る
限
り
の
本
書
刊
行
の
背
景
を
述
べ
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
。
純
粋
に
研
究
成
果
を
批
評
す
る
こ
と
の
方
が
読
者
の
求

め
て
お
ら
れ
る
内
容
に
近
い
こ
と
を
認
識
し
て
い
な
が
ら
も
（
き
っ

と
著
者
も
そ
れ
を
強
く
望
ま
れ
る
だ
ろ
う
が
）、
地
域
神
社
の
人
間
臭
さ

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
本
書
だ
か
ら
こ
そ
、
お
叱
り
を
覚
悟
の

上
で
、
著
者
の
人
間
味
を
も
踏
ま
え
な
が
ら
一
つ
ひ
と
つ
の
論
考
を

お
読
み
い
た
だ
き
た
い
。

　

最
後
に
、
本
書
で
残
さ
れ
た
課
題
を
一
つ
挙
げ
て
お
く
。
そ
れ
は

近
代
の
エ
ポ
ッ
ク
か
ら
地
域
神
社
を
考
察
す
る
こ
と
が
、
現
代
的
な

地
域
と
神
社
の
関
係
性
を
見
て
い
く
上
で
も
重
要
で
あ
る
こ
と
は
本

書
に
よ
っ
て
さ
ら
に
実
証
的
に
理
解
を
深
め
ら
れ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、

よ
り
現
代
的
な
社
会
課
題
へ
特
化
し
た
言
及
を
期
待
し
て
し
ま
う
。

現
代
に
お
い
て
神
社
が
地
域
の
中
心
で
あ
り
え
る
の
か
ど
う
か
、
あ

り
え
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
、
ぜ

ひ
ご
教
示
を
賜
り
た
い
。
こ
の
場
を
借
り
て
「
先
生
、
次
の
本
も
楽

し
み
に
し
て
い
ま
す
」
と
公
言
し
て
お
こ
う
。

　

･（
弘
文
堂
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月
刊
、
三
八
四
頁
、
Ａ
（
判
、

五
〇
〇
〇
円
）

（
皇
學
館
大
学
現
代
日
本
社
会
学
部
准
教
授
）


