
三
重
県
の
伊
勢
市
（
鈴
木

健
一
市
長
）
は
神
道
文
化
と

伊
勢
の
対
外
情
報
発
信
事
業

を
現
地
時
間
の
四
月
十
八
日

と
二
十
日
の
二
日
間
、
神
宮

司
庁
な
ど
の
協
力
の
も
と
、

英
国
の
首
都
ロ
ン
ド
ン
で
実

施
し
た
。

伊
勢
の
神
宮
の
外
国
人
参

拝
者
は
昨
年
で
お
よ
そ
十
万

人
。
伊
勢
志
摩
サ
ミ
ッ
ト
の

開
催
も
決
定
し
、
同
市
は
世

界
的
に
注
目
さ
れ
て
ゐ
る
。

今
般
の
事
業
は
、
サ
ミ
ッ
ト

を
前
に
市
が
文
化
的
情
報
発

信
力
の
高
い
英
国
で
の
対
外

広
報
を
企
図
。
伊
勢
と
関
は

り
の
深
い
神
道
や
神
宮
な
ど

の
日
本
文
化
も
世
界
に
伝
へ

る
べ
く
、
神
宮
司
庁
や
神
社

本
庁
、
皇
學
館
大
学
も
同
事

業
に
協
力
し
た
。

十
八
日
に
は
在
英
日
本
大

使
館
で
講
演
会
を
開
催
。
参

加
し
た
英
国
人
ら
約
八
十
人

を
前
に
鈴
木
市
長
は
、
東
京

や
京
都
な
ど
の
政
治
・
文
化

の
中
心
と
比
較
し
つ
つ
、
伊

勢
を
「
祈
り
の
中
心
」
と
表

現
し
た
。
ま
た
展
示
や
レ
セ

プ
シ
ョ
ン
で
伊
勢
志
摩
地
域

の
魅
力
を
紹
介
す

る
と
と
も
に
、
神

宮
と
日
本
の
精
神

文
化
に
つ
い
て
、

岩
橋
克
二
神
社
本

庁
広
報
国
際
課
長

が
英
語
で
解
説
し

た
。二

十
日
に
は
、

同
国
で
日
英
の
関

係
促
進
を
図
る
日

本
協
会
と
の
共
催

に
よ
り
市
内
文
化

施
設
で
イ
ベ
ン
ト

を
開
催
。
河
合
真

如
神
宮
�
宜
や
田

浦
雅
徳
皇
大
教
授

ら
に
よ
る
講
演
の
ほ
か
、
セ

イ
ン
ズ
ベ
リ
ー
日
本
藝
術
研

究
所
の
サ
イ
モ
ン
・
ケ
イ
ナ

ー
博
士
も
交
へ
た
パ
ネ
ル
ト

ー
ク
を
実
施
し
た
。
約
百
人

の
聴
衆
か
ら
は
活
�
に
質
問

が
寄
せ
ら
れ
、
日
本
の
伝
統

的
な
精
神
文
化
に
対
す
る
関

心
の
高
さ
が
窺
は
れ
た
。

本
書
は
、「
杜
に
想
ふ
」の
執
筆
者
の
一

人
で
あ
る
神
崎
宣
武
氏
が
、「
お
じ
ぎ
」を

テ
ー
マ
に
書
き
下
ろ
し
た
も
の
で
あ
る
。

三
十
数
年
前
に
、
今
は
亡
き
司
馬
遼
太

郎
か
ら
、
「
日
本
人
ほ
ど
〈
お
じ
ぎ
〉
を

す
る
民
族
は
い
ま
い
」と
の
示
唆
を
受
け
、

執
筆
す
る
こ
と
を
勧
め
ら
れ
て
ゐ
た
の
で

あ
っ
た
。

神
崎
氏
は
、
編
著
も
含
む
と
優
に
五
十

冊
を
超
え
る
著
書
が
あ
る
民
俗
学
者
で
あ

り
、
神
職
で
も
あ
る
。
同
氏
の
『
「
ま
つ

り
」
の
食
文
化
』
や
『
し
き
た
り
の
日
本

文
化
』
な
ど
の
著
書
を
、
書
店
で
思
は
ず

手
に
さ
れ
た
方
も
多
い
の
で
は
な
い
だ
ら

う
か
。

さ
て
、
大
半
の
日
本
人
が
宗
教
を
た
づ

ね
ら
れ
た
と
き
「
無
宗
教
」
と
答
へ
る
こ

と
に
、
世
界
の
規
範
か
ら
し
て
不
可
解
に

感
じ
ら
れ
て
ゐ
る
と
、言
は
れ
て
久
し
い
。

本
書
が
テ
ー
マ
と
し
た
「
お
じ
ぎ
」
も
、

「
日
本
人
の
特
異
と
も
い
え
る
身
体
動
作
」

で
あ
り
、「
は
じ
め
て
接
し
た
外
国
人
は
、

ほ
ぼ
一
様
に
強
い
印
象
を
覚
え
る
」
も
の

で
、
外
国
か
ら
み
て
珍
し
い
マ
ナ
ー
な
の

で
あ
る
。

こ
の
や
う
に
極
め
て
日
本
的
な
も
の
で

あ
り
、
さ
ら
に
は
神
職
が
祭
典
で
常
に
お

こ
な
ふ
「
拝
」「
揖
」「
平
伏
」
も
、
い
は

ゆ
る
「
お
じ
ぎ
」
で
あ
る
。
し
か
し
、『
古

事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
は
、「
お
じ
ぎ
に

相
当
す
る
文
言
が
ど
こ
に
も
見
当
た
ら
な

き

は
い

い
」
と
し
て
、『
万
葉
集
』
で
の
、「
跪
拝
」

と
い
ふ
記
述
が
初
出
だ
と
指
摘
す
る
。

我
々
神
職
と
し
て
は
、そ
の
後
の
展
開
を
、

読
ま
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
。

本
書
が
取
り
上
げ
て
い
く
の
は
、
文
献

資
料
で
は
『
源
氏
物
語
』
に
始
ま
り
、
中

世
で
は
小
笠
原
流
と

伊
勢
流
の
故
実
・
礼

法
書
、
近
世
は
幕
府

の
公
的
な
礼
法
の
記

録
類
、
近
代
は
官
・

民
で
刊
行
さ
れ
た
礼

法
・
作
法
の
教
本
類
。
さ
ら
に
は『
礼
記
』

な
ど
中
国
の
古
典
、
そ
し
て
『
年
中
行
事

絵
巻
』
『
一
遍
聖
絵
』
な
ど
の
絵
画
に
ま

で
及
び
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
読
者

は
神
崎
氏
に
案
内
さ
れ
な
が
ら
、
各
時
代

の
儀
式
の
拝
礼
場
面
に
導
か
れ
て
い
く
。

ま
た
、
各
時
代
の
「
お
じ
ぎ
」
の
所
作

に
つ
い
て
、
現
行
の
神
社
祭
式
の
「
拝
」

「
揖
」
「
平
伏
」
と
の
関
連
に
ま
で
触
れ

て
い
く
解
説
は
、
著
者
の
神
職
と
し
て
の

面
目
躍
如
と
言
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一

例
を
挙
げ
れ
ば
、
開
扉
後
の
伺
候
に
つ
い

て
、
昭
和
十
七
年
の
改
正
祭
式
に
触
れ
、

現
在
の
規
定
と
は
異
な
る
作
法
が
紹
介
さ

れ
る
。

「
お
じ
ぎ
」
の
歴
史
を
通
し
て
、
日
本

人
が
日
本
文
化
を
知
る
た
め
の
一
般
向
け

の
も
の
と
は
い
へ
、
祭
式
の
当
事
者
で
あ

る
神
職
に
本
書
を
繙
く
こ
と
を
強
く
勧
め

た
い
。
そ
れ
は
、
敬
礼
作
法
の
祖
形
は
、

神
仏
へ
の
祈
願
の
姿
勢
で
あ
っ
た
こ
と
に

た
び
た
び
言
及
が
な
さ
れ
、
自
己
の
祭
典

奉
仕
に
つ
い
て
、
改
め
て
見
直
す
機
会
と

な
る
か
ら
で
あ
る
。
本
書
執
筆
の
契
機
が

司
馬
氏
に
依
る
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い

へ
、
神
崎
氏
も
執
筆
し
な
が
ら
自
身
へ
の

戒
め
と
な
っ
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
だ
ら
う

か
。祈

願
を
こ
め
る
際
に
頭
を
垂
れ
る
こ
と

は
、
日
本
人
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
に

し
ろ
、
神
職
が
日
々
お
こ
な
っ
て
ゐ
る
神

社
祭
式
で
は
、
「
お
じ
ぎ
」
を
数
種
類
の

作
法
で
も
っ
て
厳
密
に
守
り
伝
へ
て
ゐ

る
。
そ
の
こ
と
か
ら
し
て
も
、
日
本
人
は

決
し
て
「
無
宗
教
」
で
は
な
い
こ
と
を
、

本
書
に
よ
っ
て
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

〈
本
体
８
８
０
円
、
角
川
学
芸
出
版
刊
。

ブ
ッ
ク
ス
鎮
守
の
杜
扱
書
籍
〉

（
三
重
・
縣
神
社
宮
司
、

桑
名
市
博
物
館
長

秦

昌
弘
）

現
在
、
歴
史

小
説
が
人
気
だ

さ
う
で
あ
る
。

中
で
も
最
近
の

傾
向
は
古
代
史

小
説
だ

と

い

ふ
。つ
い
一
昔
前
ま
で
は
、

歴
史
小
説
と
い
へ
ば
『
銭

形
平
次
』
や
『
眠
狂
四
郎
』

な
ど
江
戸
時
代
を
舞
台
に

し
た
も
の
が
圧
倒
的
で
あ

っ
た
。
人
気
作
家
の
司
馬

遼
太
郎
も
古
代
を
題
材
に

し
た
も
の
は
『
空
海
の
風

景
』
以
外
寡
聞
に
し
て
知

ら
な
い
。識
者
に
よ
れ
ば
、

古
代
を
題
材
と
し
た
小
説

が
近
年
多
く
見
ら
れ
る
や

う
に
な
っ
た
背
景
に
は
、

素
人
に
は
難
解
な
『
続
日

本
紀
』
を
は
じ
め
と
す
る

古
代
史
料
の
書
下
し
文

や
、
古
記
録
の
現
代
語
訳

が
出
る
や
う
に
な
っ
た
こ

と
が
大
き
い
と
い
ふ
。
さ

う
し
た
意
味
で
は
、
本
書

の
刊
行
は
ま
こ
と
に
時
宜

を
得
た
も
の
と
い
へ
よ

う
。
神
社
検
定
の
テ
キ
ス

ト
と
し
て
は
ま
こ
と
に
ふ

さ
は
し
い
。

執
筆
者
も
指
摘
し
て
ゐ

る
が
、『
古
語
拾
遺
』
は
平

安
時
代
か
ら
広
く
人
口
に

膾
炙
し
て
ゐ
た
。
理
由
の

一
つ
に
は
、『
日
本
書
紀
』

を
下
敷
き
に
し
た
抄
出
本

で
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
る
。
三
十
巻
と
系
図
一

巻
か
ら
な
る『
日
本
書
紀
』

は
、
当
時
の
一
般
的
装
訂

で
あ
る
巻
子
本
に
仕
立
て

ら
れ
て
ゐ
た
と
考
へ
ら

れ
、
繙
読
す
る
に
は
煩
瑣

な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が

容
易
に
類
推
さ
れ
る
。
そ

の
点『
古
語
拾
遺
』は
簡
潔

で
読
み
や
す
く
、
神
代
か

ら
奈
良
時
代
ま
で
の
神
�

関
係
の
記
事
が
網
羅
さ
れ

て
ゐ
る
の
で
、
故
実
を
知

る
上
で
重
宝
さ
れ
た
も
の

と
思
は
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
読
む

場
合
は
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
点
が
多
い
。『
日

本
書
紀
』
を
下
敷
き
に
し

な
が
ら
、
巧
み
に
斎
部
氏

の
説
話
や
広
成
自
身
の
見

解
が
挿
入
さ
れ
て
ゐ
る
か

ら
で
あ
る
。
さ
う
し
た
意

味
で
は
、
完
全
な
古
代
史

料
と
は
い
へ
ず
、
平
安
時

代
初
頭
に
記
さ
れ
た
新
た

な
神
話
と
も
い
へ
よ
う
。

た
と
へ
ば
安
房
神
社
の

創
祀
に
関
し
て
、
天
富
命

が
阿
波
の
忌
部
を
東
国
に

移
住
さ
せ
、
そ
の
一
族
が

奉
祠
し
た
の
が
安
房
神
社

で
あ
る
と
し
て
ゐ
る
が
、

『
古
語
拾
遺
』
と
同
時
期

に
成
立
し
た『
高
橋
氏
文
』

に
は
、
安
房
大
神
は
ミ
ケ

ツ
神
と
天
皇
祭
祀
と
の
関

係
を
う
か
が
は
せ
る
記
事

を
の
せ
て
ゐ
る
。
実
際
、

「
延
喜
内
膳
式
」
神
今
食

・
新
嘗
祭
条
に
は
安
房
国

よ
り
奉
献
さ
れ
た「
東
鰒
」

が
供
御
の
品
と
し
て
特
記

さ
れ
て
を
り
、
さ
ま
ざ
ま

な
学
説
は
あ
る
も
の
の
、

む
し
ろ
『
高
橋
氏
文
』
の

説
に
軍
配
が
あ
が
る
。

ま
た
広
成
は
、
古
代
神

�
氏
族
の
出
身
で
あ
っ
た

が
ゆ
ゑ
に
、
天
皇
祭
祀
と

律
令
祭
祀
と
の
相
違
に
気

付
い
て
を
ら
ず
、『
古
語
拾

遺
』
執
筆
時
期
頃
か
ら
は

じ
ま
る
平
安
祭
祀
制
に
も

詳
し
く
は
な
か
っ
た
。
そ

れ
ゆ
ゑ
、
本
史
料
は
式
編

纂
資
料
と
し
て
奏
上
さ
れ

た
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
主

張
は
式
に
意
外
な
ほ
ど
反

映
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
令
外

官
の
除
目
官
で
は
な
く
、

天
皇
が
直
接
任
命
す
る
宣

旨
職
祭
主
に
大
中
臣
氏
が

任
命
さ
れ
る
の
も
、
や
が

て
公
�
・
殿
上
人
制
へ
と

昇
華
す
る
令
外
官
の
宣
旨

職
蔵
人
が
活
躍
す
る
天
皇

近
臣
政
治
と
合
致
す
る
。

近
年
か
う
し
た
学
説
が
古

代
史
研
究
の
中
心
に
な
っ

て
ゐ
る
点
に
つ
い
て
も
、

個
人
的
に
は
今
少
し
触
れ

て
も
ら
ひ
た
か
っ
た
。

〈
本
体
２
０
０
０
円
、
扶

桑
社
刊
。
ブ
ッ
ク
ス
鎮
守

の
杜
取
扱
書
籍
〉
（
国
士

舘
大
学
教
授
、
同
大
図
書

館
・
情
報
メ
デ
イ
ア
セ
ン

タ
ー
長

藤
森
馨
）

�
武
天
皇
二
千
六
百
年
記

念
特
別
講
演
会
「
�
武
天
皇

は
な
ぜ
、
橿
原
の
地
を
め
ざ

し
た
の
か
」が
四
月
十
六
日
、

奈
良
県
橿
原
市
の
橿
原
考
古

学
研
究
所
講
堂
で
お
こ
な
は

れ
、
約
二
百
五
十
人
が
参
加

し
た
。

こ
の
講
演
会
は
、
同
市
で

毎
年
四
月
に
お
こ
な
は
れ
て

ゐ
る
「
春
の
神
武
祭
」
の
一

環
。
午
後
一
時
に
始
ま
り
、

元
正
倉
院
事
務
所
長
の
米
田

雄
介
氏
、
宮
内
庁
書
陵
部
陵

墓
課
陵
墓
調
査
官
の
徳
田
誠

志
氏
、
同
研
究
所
所
長
の
菅

谷
文
則
氏
が
そ
れ
ぞ
れ
講
演

し
た
ほ
か
、
同
市
教
育
委
員

会
文
化
財
課
課
長
の
竹
田
正

則
氏
が
司
会
を
務
め
て
の
特

別
鼎
談
も
お
こ
な
は
れ
た
。

米
田
氏
は
ま
づ
、
「
�
武

天
皇
」
が
奈
良
期
に
贈
ら
れ

た
唐
風
諡
号
で
、
記
紀
に
は

他
に
も
多
く
の
名
で
記
さ
れ

て
ゐ
る
こ
と
を
説
明
。
日
本

が
「
葦
原
瑞
穂
国
」
と
呼
ば

れ
て
ゐ
る
こ
と
を
踏
ま
へ
つ

つ
、
稲
に
関
は
り
の
あ
る
名

を
持
つ
兄
弟
の
中
で
、
と
く

に
末
子
の
�
武
天
皇
に
は

「
若
御
毛
沼
命
」
「
豊
御
毛

沼
命
」
な
ど
、
穀
物
の
若
々

し
さ
が
表
現
さ
れ
て
ゐ
る
こ

と
を
指
摘
し
た
。

ま
た
、
�
武
天
皇
が
神
代

か
ら
人
代
へ
と
変
は
る
時
代

で
登
場
す
る
こ
と
や
、
記
紀

で
の
他
の
名
前
の
中
に
も

「
神
」
の
字
が
冠
さ
れ
て
ゐ

る
こ
と
に
言
及
し
、
「
人
と

神
と
の
世
界
を
�
ぐ
御
存

在
」
と
考
察
。
高
千
穂
か
ら

橿
原
に
到
る
ま
で
の
�
武
天

皇
の
道
程
で
、
戦
ひ
が
ほ
と

ん
ど
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
も

紹
介
し
た
。

さ
ら
に
最
後
に
、
「
記
紀

は
ひ
じ
ょ
う
に
論
理
的
で
、

何
ら
か
の
拠
る
べ
き
も
の
が

あ
っ
た
と
考
へ
る
余
地
が
あ

る
。
�
武
東
遷
に
は
、
そ
れ

な
り
の
史
料
・
伝
承
が
あ
っ

た
こ
と
を
物
語
っ
て
ゐ
る
」

と
の
旨
を
語
っ
た
。

徳
田
氏
は
、
同
市
に
あ
る

畝
傍
山
東
北
陵
（
�
武
天
皇

山
陵
）
の
歴
史
的
背
景
や
陵

墓
の
管
理
等
に
つ
い
て
講

演
。
各
陵
墓
で
は
年
間
さ
ま

ざ
ま
な
祭
祀
が
執
り
お
こ
な

は
れ
る
こ
と
や
、
�
武
天
皇

山
陵
に
は
皇
族
方
が
、
成
人

の
御
奉
告
な
ど
節
目
ご
と
に

参
拝
さ
れ
る
こ
と
を
紹
介

し
、
こ
の
た
び
の
�
武
天
皇

二
千
六
百
年
式
年
祭
の
重
要

性
を
説
明
し
た
。

ま
た
、
�
武
天
皇
山
陵
が

治
定
さ
れ
た
歴
史
や
、
幕
末

に
お
こ
な
は
れ
た
修
陵
に
つ

い
て
も
解
説
。
史
料
の
記
述

を
示
し
つ
つ
、「
修
陵
に
は
、

律
令
に
帰
ら
う
と
い
ふ
考
へ

が
あ
り
、
そ
れ
が
現
在
の
陵

墓
祭
祀
の
根
本
で
は
な
い

か
」
と
考
察
し
た
ほ
か
、
山

陵
の
近
く
に
あ
っ
た
と
さ
れ

る
国
源
寺
を
紹
介
し
、
修
陵

以
前
、
陵
寺
が
山
陵
で
儀
礼

を
執
り
お
こ
な
っ
て
ゐ
た
可

能
性
を
指
摘
し
た
。

菅
谷
氏
は
考
古
学
的
見
地

を
踏
ま
へ
、
弥
生
時
代
の
環

境
な
ど
に
つ
い
て
講
演
。
ま

づ
九
州
か
ら
大
和
、
青
森
に

ま
で
稲
作
の
痕
跡
が
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
た
。

ま
た
弥
生
式
土
器
に
つ
い

て
、
九
州
産
と
奈
良
産
と
で

は
明
ら
か
な
相
違
が
あ
る
こ

と
を
説
明
し
た
上
で
、
奈
良

で
作
ら
れ
た
土
器
が
現
在
の

福
岡
県
に
ま
で
伝
播
し
て
ゐ

た
こ
と
を
紹
介
し
、
少
な
く

と
も
当
時
、
九
州
と
奈
良
と

は
文
化
的
な
交
流
が
あ
っ
た

こ
と
を
解
説
し
た
。

特
別
鼎
談
で
は
、
�
武
東

遷
に
関
は
る
土
地
の
説
明
や

各
地
の
古
墳
の
分
布
状
況
な

ど
、話
題
が
多
岐
に
及
ん
だ
。

ま
た
今
回
の
二
千
六
百
年
式

年
祭
だ
け
で
な
く
、
�
武
天

皇
に
関
は
る
「
建
国
記
念
の

日
」
に
つ
い
て
も
言
及
が
あ

り
、
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
抜

き
に
し
て
、
日
本
の
始
ま
り

や
、
ど
う
い
ふ
国
な
の
か
と

い
ふ
こ
と
を
考
へ
る
機
会
に

す
べ
き
」
と
い
っ
た
意
見
も

あ
っ
た
。

神
紋
、
そ
れ

は
社
頭
を
厳
か

に
装
ひ
、
時
に

お
宮
の
歩
ん
で

き
た
歴
史
を
教

へ
て
く
れ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
頭
で

静
か
な
が
ら
も
大
胆
に
、
そ
の

お
宮
の
個
性
を
主
張
す
る
。
わ

が
国
で
は
古
く
か
ら
紋
章
が
使

は
れ
て
き
た
。
そ
の
起
源
は
平

安
時
代
の
中
頃
、
公
家
社
会
の

中
で
各
自
が
衣
服
や
調
度
に
好

み
の
文
様
を
用
ゐ
た
の
が
始
ま

り
と
い
は
れ
る
。
そ
し
て
家
で

用
ゐ
ら
れ
た
紋
章
が
家
紋
、
神

社
で
用
ゐ
ら
れ
た
紋
章
が
神
紋

と
い
は
れ
る
や
う
に
な
っ
た
。

神
紋
研
究
の
歴
史
を
顧
み
る

と
、
戦
前
に
は
紋
章
研
究
の
大

家
で
あ
る
沼
田
頼
輔
が
十
数
頁

に
亙
り
そ
の
著
書
の
中
で
触
れ

て
ゐ
る
も
の
の
、
神
紋
の
み
を

取
り
扱
っ
た
書
籍
を
見
つ
け
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
著
者
は
、

家
紋
・
姓
氏
の
研
究
に
没
頭
す

る
中
で
、
家
紋
と
神
紋
と
が
密

接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
に
着
目

し
筆
を
と
っ
た
。
本
書
は
絶
版

に
な
っ
て
久
し
い
名
著
『
神
紋

―
神
社
の
紋
章
』
を
文
庫
と
し

て
復
刻
し
た
も
の
で
、
本
格
的

な
神
紋
研
究
の
唯
一
の
書
と
い

っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

本
書
の
中
身
を
繙
い
て
み
よ

う
。四
部
構
成
と
な
っ
て
を
り
、

は
じ
め
に
「
一
の
鳥
居

神
紋

概
説
」
と
題
し
て
、
神
紋
が
ど

の
様
に
し
て
神
社
に
受
け
入
れ

ら
れ
定
着
し
て
い
っ
た
か
、
ま

た
社
家
の
家
紋
と
神
社
の
神
紋

が
互
ひ
に
融
け
合
ひ
、
そ
れ
ぞ

れ
お
互
ひ
に
用
ゐ
る
や
う
に
な

る
過
程
を
丁
寧
に
解
説
し
て
ゐ

る
。「
二
の
鳥
居

神
紋
各
説
」

で
は
個
々
の
神
紋
に
つ
い
て
考

察
す
る
。そ
の
説
明
は
例
へ
ば
、

よ
く
見
か
け
る
「
巴
紋
」
や
「
桐

紋
」「
梅
紋
」
な
ど
に
つ
い
て
、

全
国
的
な
分
布
や
滲
透
過
程
、

さ
ら
に
は
御
祭
神
と
の
関
係
や

由
来
に
到
る
ま
で
取
り
上
げ
て

を
り
詳
し
い
。
章
末
に
は
、
と

く
に
珍
し
い
神
紋
を
用
ゐ
て
ゐ

る
神
社
に
つ
い
て
紹
介
し
て
を

り
、
鳥
や
野
菜
そ
し
て
さ
ま
ざ

ま
な
道
具
な
ど
ペ
ー
ジ
を
開
く

だ
け
で
興
味
を
惹
か
れ
る
内
容

と
な
っ
て
ゐ
る
。

「
三
の
鳥
居

神
紋
巡
国
」

で
は
、
北
は
北
海
道
か
ら
南
は

沖
縄
に
到
る
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ

地
方
別
に
神
紋
の
分
布
と
特
徴

を
記
し
、
普
段
と
は
異
な
る
視

点
か
ら
地
域
や
神
社
の
歴
史
を

窺
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て

最
後
に
「
神
前

神
紋
奏
上
」

と
題
し
て
、
神
紋
の
性
質
、
由

来
、
そ
し
て
地
域
性
な
ど
前
章

ま
で
に
考
察
し
た
内
容
を
わ
か

り
や
す
く
ま
と
め
て
ゐ
る
。

「
あ
と
が
き
」
の
一
文
に
も

あ
る
や
う
に
、
本
書
は
学
術
的

立
場
を
意
識
し
つ
つ
も
、
一
般

の
読
者
が
手
に
取
り
や
す
い
や

う
に
平
易
で
簡
潔
、
そ
し
て
好

奇
心
を
か
き
立
て
る
構
成
と
な

っ
て
ゐ
る
。
ぜ
ひ
気
軽
に
手
に

取
り
、
一
読
い
た
だ
き
た
い
一

冊
で
あ
る
。

〈
本
体
１
０
８
０
円
、
講
談
社

刊
。
ブ
ッ
ク
ス
鎮
守
の
杜
取
扱

書
籍
〉

（
東
京
・
雉
子
神
社
�
宜

山

口
祐
樹
）

武
天
皇
の
御
事
蹟
を
考
へ
る

橿
原
の
地
で
特
別
講
演
会

英
国
で
神
道
文
化
を
発
信

サ
ミ
ッ
ト
機
に
宗
官
学
連
携

������（６）

河
合
�
宜
の
講
演
㊤
と
、
ケ
イ
ナ
ー
博
士
の
パ
ネ
ル
ト
ー
ク
㊦

敬礼作法の祖形と展開

神社祭式にも関はる書

古代史料を平易に

時宜得たテキスト

絶版の本格的神紋研究

名著が文庫として復刻

「おじぎ」の日本文化

神崎宣武著

神社検定公式テキスト�９

神話のおへそ『古語拾遺』編

神社本庁監修

神紋総覧

丹羽基二著

（第三種郵便物認可）平成２８年５月１６日
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