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板
井
正
斉
著

『
さ
さ
え
あ
い
の
神
道
文
化
』

室

田

一

樹

　

現
代
神
社
の
底
力
を
引
き
出
し
、
現
代
社
会
が
抱
え
る
諸
課
題
、

と
り
わ
け
希
薄
化
す
る
人
と
人
と
の
繋
が
り
＝
支
え
合
い
の
再
生
に

寄
与
で
き
な
い
か
、
そ
れ
が
本
書
の
主
要
な
テ
ー
マ
で
あ
ろ
う
。

　

著
者
で
あ
る
板
井
氏
の
研
究
分
野
は
、
日
本
の
民
俗
宗
教
で
あ
る

神
道
を
軸
に
し
た
宗
教
社
会
学
で
あ
る
が
、
福
祉
文
化
論
も
視
野
に

入
れ
る
こ
と
で
、
神
道
と
福
祉
研
究
と
い
う
新
た
な
神
道
文
化
研
究

に
独
自
の
道
を
開
い
た
。
そ
の
研
究
態
度
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

と
デ
ス
ク
ワ
ー
ク
が
ほ
ど
よ
く
バ
ラ
ン
ス
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、

神
道
文
化
を
内
部
か
ら
研
究
す
る
に
止
ま
ら
ず
、
社
会
の
側
か
ら
の

視
点
も
忘
れ
な
い
こ
と
に
特
徴
を
も
つ
と
い
え
よ
う
。
い
わ
ば
神
道

文
化
研
究
に
内
と
外
の
両
方
向
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
と
こ
ろ
に
板

井
氏
の
真
骨
頂
を
見
る
思
い
が
す
る
の
だ
が
、
端
的
に
言
え
ば
、
手

前
味
噌
に
な
り
が
ち
な
神
道
研
究
に
程
よ
い
抑
制
を
利
か
せ
た
研
究

態
度
な
の
で
あ
る
。
神
道
教
化
的
に
言
え
ば
、
教
化
の
主
体
と
客
体

と
い
う
文
脈
を
離
れ
、
現
代
社
会
の
要
請
に
神
社
は
ど
の
よ
う
に
応

え
る
の
か
、
そ
の
営
み
に
神
道
文
化
の
新
し
い
局
面
を
見
出
そ
う
と
、

板
井
氏
は
研
究
を
続
け
て
い
る
。
で
は
そ
の
社
会
の
要
請
と
は
何
か

と
言
え
ば
、
地
域
で
あ
り
、
環
境
で
あ
り
、
福
祉
で
あ
り
、
文
化
な

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
板
井
氏
の
研
究
に
引
き
つ
け
て
言
え
ば
、
地
域

福
祉
で
あ
り
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
キ
ャ
ピ
タ
ル
で
あ
り
、
ケ
ア
で
あ
り
、

人
と
人
の
繋
が
り
で
あ
り
、
支
え
合
い
な
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
本
書
は
三
部
か
ら
な
り
、
第
一
部
は
神
道
文
化
に
基
づ
く

地
域
・
福
祉
・
文
化
研
究
の
今
日
ま
で
の
業
績
を
振
り
返
り
、
宗
教

研
究
に
お
い
て
混
同
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
福
祉
と
社
会
貢
献
を
整
理

し
、
さ
ら
に
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
の
活
動
に
見
ら
れ
る
よ
う
な

「
新
た
な
支
え
合
い
」
に
、
神
道
文
化
と
い
う
伝
統
的
価
値
観
が
機

能
す
る
可
能
性
を
提
示
す
る
。
板
井
氏
は
こ
こ
で
、
研
究
の
実
証
性

や
客
観
性
を
担
保
す
る
理
論
構
築
を
試
み
て
い
る
と
も
い
え
る
で
あ

ろ
う
。
た
と
え
ば
、「
一
般
化
し
た
福
祉
を
社
会
貢
献
と
安
易
に
結

び
付
け
た
こ
と
が
、〈
神
道
と
福
祉
〉
や
〈
神
道
と
社
会
貢
献
〉
と

の
か
か
わ
り
を
論
じ
る
足
腰
の
弱
さ
に
な
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を

得
な
い
」（
四
四
頁
）
と
断
じ
て
、「
神
道
と
社
会
福
祉
」「
神
道
と

社
会
貢
献
」
を
使
い
分
け
る
研
究
視
点
を
提
示
し
て
い
る
。
加
え

て
、「
新
た
な
支
え
合
い
」
を
め
ぐ
る
伝
統
的
な
価
値
観
の
可
能
性

に
言
及
し
た
と
こ
ろ
で
は
、「
伝
統
的
価
値
観
の
〈
意
識
性
〉
よ
り

も
〈
文
化
的
空
間
性
〉
の
積
極
的
開
放
・
活
用
を
優
先
さ
せ
る
こ
と

に
現
実
的
な
有
効
性
を
見
い
だ
せ
る
」（
七
〇
頁
）
と
し
て
、
後
の
伊
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勢
参
宮
や
ト
ポ
ス
に
ま
つ
わ
る
議
論
の
伏
線
を
用
意
す
る
。

　

次
に
、「
障
害
者
・
高
齢
者
の
伊
勢
参
宮
と
そ
れ
を
支
え
る
ボ
ラ

ン
タ
リ
ズ
ム
の
相
関
性
」
と
題
さ
れ
た
第
二
部
で
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

伊
勢
志
摩
バ
リ
ア
フ
リ
ー
ツ
ア
ー
セ
ン
タ
ー
の
理
事
・
専
門
員
の
肩

書
き
も
持
つ
板
井
氏
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
基
礎
資
料
に
、
こ
こ

で
は
伊
勢
参
宮
す
る
障
害
者
・
高
齢
者
と
そ
れ
を
支
え
る
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
双
方
の
意
識
を
調
査
分
析
し
て
、
そ
こ
に
本
書
の
主
要

テ
ー
マ
に
関
わ
る
板
井
氏
独
自
の
見
解
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
板
井

氏
は
、
障
害
者
・
高
齢
者
の
伊
勢
参
宮
を
支
え
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

活
動
動
機
に
は
、
利
己
的
、
利
他
的
、
あ
る
い
は
信
仰
的
と
い
っ
た

個
人
因
子
と
は
別
に
、
伊
勢
神
宮
だ
か
ら
と
い
う
環
境
因
子
が
交
差

す
る
こ
と
を
あ
ぶ
り
出
し
た
。
そ
の
傍
証
の
一
つ
と
し
て
板
井
氏
は
、

江
戸
時
代
に
見
ら
れ
た
熱
狂
的
な
集
団
参
拝
で
あ
る
お
陰
参
り
研
究

を
取
り
上
げ
、
お
陰
参
り
だ
か
ら
こ
そ
の
施
行
（
食
事
や
宿
、
移
動
手

段
な
ど
を
無
償
で
提
供
し
た
）
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
な
ど
は
、
評
者

に
は
と
く
に
興
味
深
か
っ
た
。
た
だ
、
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
「
伊

勢
神
宮
ら
し
さ
」
の
多
様
性
に
関
す
る
考
察
が
物
足
り
な
く
感
じ
ら

れ
る
の
は
評
者
の
い
た
っ
て
個
人
的
な
感
想
な
の
だ
ろ
う
か
。
頁
を

先
に
急
ぐ
こ
と
に
な
る
が
、
板
井
氏
は
、

―
本
研
究
の
成
果
と
課

題

―
と
副
題
の
付
く
「
お
わ
り
に
」
に
お
い
て
、
第
二
部
を
次
の

よ
う
に
概
括
し
て
い
る
。

　

第
二
部
で
は
、〈
文
化
的
空
間
性
〉
が
果
た
す
役
割
を
よ
り

具
体
的
な
社
会
課
題
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
、

障
害
者
・
高
齢
者
の
伊
勢
参
宮
と
そ
れ
を
支
え
る
ボ
ラ
ン
タ
リ

ズ
ム
の
相
関
性
に
つ
い
て
実
証
的
な
考
察
を
加
え
た
。
そ
の
結

果
、
障
害
者
・
高
齢
者
を
と
り
ま
く
社
会
課
題
を
車
い
す
に
よ

る
伊
勢
神
宮
参
拝
の
一
瞬
に
凝
縮
さ
せ
る
こ
と
で
、
参
拝
す
る

側
と
支
え
る
側
の
支
え
合
い
に
、「
宗
教
的
ニ
ー
ズ
（
参
拝
し
た

い
・
参
拝
さ
せ
た
い
）」
と
「
福
祉
的
ニ
ー
ズ
（
支
え
ら
れ
た
い
・

支
え
た
い
）」
が
両
義
的
に
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
を
包
含
す
る

形
で
「
伊
勢
神
宮
ら
し
さ
」
と
い
う
多
様
で
曖
昧
な
意
識
が
、

い
わ
ば
環
境
因
子
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
動
機
を
つ
な
い
で
い
る

こ
と
を
明
ら
か
に
で
き
た
。（
二
二
一
頁
）

　

私
の
理
解
で
は
、「
伊
勢
神
宮
ら
し
さ
」
の
多
様
性
と
は
、
参
拝

者
が
伊
勢
神
宮
の
ど
こ
に
、
何
に
伊
勢
神
宮
ら
し
さ
を
感
じ
る
の
か

と
い
う
、
い
わ
ば
参
拝
者
の
思
い
の
多
様
性
で
あ
る
。
で
あ
る
な
ら
、

伊
勢
神
宮
と
い
う
ト
ポ
ス
が
内
包
す
る
聖
性
も
ま
た
、
多
様
で
あ
り

曖
昧
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
こ
の
議
論
で
は
伊
勢
神
宮
を
聖

地
と
は
せ
ず
に
、
単
な
る
観
光
ス
ポ
ッ
ト
と
と
ら
え
る
人
を
除
外
す

る
こ
と
に
な
る
が
、
議
論
の
対
象
と
な
る
聖
地
が
観
光
客
な
ど
訪
れ

る
こ
と
の
な
い
氏
子
に
よ
っ
て
信
仰
さ
れ
る
地
域
神
社
で
あ
れ
ば
、

そ
の
地
域
神
社
に
氏
子
が
抱
く
「
地
域
神
社
ら
し
さ
」
の
多
様
性
や



478明治聖徳記念学会紀要〔復刊第 49 号〕平成 24 年 11 月

曖
昧
さ
は
、
氏
神
さ
ま
、
鎮
守
さ
ま
と
い
う
ト
ポ
ス
が
内
包
す
る
聖

性
の
多
様
性
と
曖
昧
さ
に
等
し
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
板
井
氏
の

い
い
た
い
〈
文
化
的
空
間
性
〉
に
他
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は

ま
た
、
板
井
氏
が
引
用
す
る
櫻
井
治
男
氏
の
「Being･T

ogether

」

に
繋
が
る
。
そ
れ
を
板
井
氏
は
、「
精
神
的
な
拠
り
所
と
し
て
の
、

あ
る
い
は
祭
礼
を
通
じ
た
地
域
社
会
で
の
伝
統
的
な
神
社
の
役
割
を

振
り
返
っ
た
上
で
、
神
々
を
も
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
存
在
と
と
も
に
、

そ
こ
に
在
る
事
こ
そ
が
神
社
の
役
割
だ
と
す
る
」（
二
二
三
頁
）
と
説

明
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
に
新
た
な
理
解
を
付
与
さ
れ
た
神
社
に

「
さ
さ
え
あ
い
の
神
道
文
化
」
が
展
開
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
板

井
氏
の
著
作
に
も
ど
ろ
う
。

　

板
井
氏
は
第
二
部
第
四
章
の
最
後
の
節
「
五　

環
境
因
子
と
し
て

の
〈
伊
勢
神
宮
ら
し
さ
〉
の
多
様
性
」
を
、
次
の
よ
う
に
締
め
括
っ

て
い
る
。

　

民
俗
宗
教
と
し
て
の
神
道
文
化
が
作
り
出
し
て
い
る
様
々
な

「
神
道
ら
し
さ
（A
uthenticity

）」
を
環
境
因
子
と
し
て
と
ら
え

る
こ
と
で
、
日
本
人
の
精
神
的
基
層
に
あ
る
宗
教
性
と
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
と
の
古
く
て
新
し
い
関
係
性
が
見
い
だ
せ
る
と
考
え
る
。

伝
統
文
化
や
日
本
文
化
等
と
一
般
に
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
な
現

象
へ
か
か
わ
る
人
々
の
動
機
を
個
人
因
子
と
環
境
因
子
の
相
関

性
か
ら
改
め
て
分
析
す
る
こ
と
で
、
日
本
的
な
「
助
け
合
い
」

「
支
え
合
い
」
の
あ
り
よ
う
の
中
に
、
内
発
的
な
地
域
文
化
に

根
ざ
し
た
価
値
観
を
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
に
引
用
し
た
数
行
は
第
二
部
の
末
尾
で
も
あ
り
、
こ
の
あ
と

に
本
書
の
ま
と
め
で
あ
る
第
三
部
「
さ
さ
え
あ
い
の
聖
地
へ
」
終
章

「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
が
豊
か
に
す
る
神
道
文
化　

伊
勢
神
宮
だ
か
ら
参
加

す
る
人
々
」
が
配
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
評
者
の
理
解
の
範
囲
で
は
、

終
章
に
お
け
る
板
井
氏
の
議
論
は
、
未
だ
「
伊
勢
神
宮
ら
し
さ
」
を

超
え
て
「
神
道
ら
し
さ
」
に
及
ん
で
は
お
ら
ず
、
今
後
の
研
究
に
期

待
し
た
い
。

　

以
上
が
本
書
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
が
、
読
み
進
め
る
あ
い
だ
に
評

者
に
は
、
あ
る
課
題
が
生
じ
て
い
た
。
そ
れ
は
板
井
氏
の
研
究
成
果

を
、
地
域
神
社
の
神
主
で
あ
る
評
者
が
ど
の
よ
う
に
参
考
に
す
れ
ば

良
い
の
か
見
当
が
つ
か
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は

板
井
氏
も
、「
残
さ
れ
た
課
題
も
大
き
い
。
そ
れ
は
、
主
に
検
証
し

た
伊
勢
神
宮
の
事
例
を
す
ぐ
に
地
域
神
社
に
置
き
換
え
る
こ
と
は
規

模
や
性
格
等
の
違
い
か
ら
無
理
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
（
中
略
）、
伊

勢
神
宮
を
象
徴
的
な
事
例
と
し
つ
つ
、
地
域
神
社
と
市
民
活
動
と
の

相
関
性
を
導
き
だ
す
こ
と
が
今
後
の
最
大
の
課
題
で
あ
る
」（
二
二

二
頁
）
と
、「
お
わ
り
に
」
に
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
以
下

の
問
い
が
書
評
の
役
割
の
範
囲
を
逸
脱
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
承

知
な
が
ら
、
板
井
氏
に
ぶ
つ
け
て
み
た
い
。
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「
農
村
型
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
対
「
都
市
型
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」、「
地

縁
的
活
動
」
対
「
市
民
活
動
」、「
祭
礼
奉
仕
」
対
「
ボ
ラ
ン
タ
リ

ズ
ム
」、「
非
言
語
的
」
対
「
言
語
的
」
と
い
っ
た
よ
う
な
対
比
は
、

「
地
域
神
社
」
対
「
伊
勢
神
宮
」
と
い
う
対
比
に
相
似
で
あ
る
。
板

井
氏
は
「
伊
勢
神
宮
を
象
徴
的
な
事
例
と
し
つ
つ
、
地
域
神
社
と
市

民
活
動
と
の
相
関
性
を
導
き
だ
す
こ
と
が
今
後
の
最
大
の
課
題
で
あ

る
」
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
地
域
神
社
と
市
民
活
動
を
対
比
的
に
見

る
こ
と
か
ら
導
き
だ
さ
れ
る
相
関
性
な
の
か
、
そ
れ
と
も
地
域
神
社

で
行
わ
れ
る
市
民
活
動
と
位
置
づ
け
た
う
え
で
の
相
関
性
な
の
か
、

そ
の
あ
た
り
を
明
確
に
し
た
上
で
、「
氏
子
区
域
に
居
住
す
る
か
ら

氏
子
」
な
の
で
は
な
く
、「
氏
神
さ
ま
、
鎮
守
さ
ま
に
護
ら
れ
て
い

る
と
思
う
か
ら
氏
子
」
で
あ
る
と
い
う
氏
神
あ
る
い
は
鎮
守
を
核
と

す
る
、
現
代
社
会
に
あ
っ
て
も
極
め
て
地
縁
的
な
人
の
集
ま
り
を
、

ソ
ー
シ
ャ
ル
キ
ャ
ピ
タ
ル
（
社
会
関
係
資
本
）
と
捉
え
る
こ
と
で
生

ま
れ
る
可
能
性
に
つ
い
て
、
是
非
と
も
板
井
氏
の
お
考
え
を
拝
聴
し

た
い
と
思
っ
て
い
る
。

　

板
井
氏
は
神
と
人
の
あ
い
だ
に
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
と
い
う
中
間
組
織
を

位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
み
ご
と
に
伝
統
的
価
値
観
と
し
て
の
「
伊
勢

神
宮
ら
し
さ
」
を
浮
き
彫
り
に
し
た
が
、
評
者
は
氏
神
と
氏
子
と
の

在
り
よ
う
に
こ
だ
わ
っ
て
鎮
守
の
森
の
も
つ
地
域
福
祉
力
を
模
索
し

続
け
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
私
の
読
後
感
で
も
あ
る
。

　

･（
弘
文
堂
、
平
成
二
十
三
年
六
月
、
Ａ
（
判
、
二
四
八
頁
、
四
二

〇
〇
円
）

（
岩
屋
神
社
宮
司
、
岩
屋
保
育
園
園
長
）




