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ら

ず、

神
社
の

音
楽、

神
饌、

神
符、

神
像、

旧

儀
を

調
査
す

る

こ

と
に

あ
っ

た
。

調
査
の

目
的
は

「

神
社
保
存
」

に

あ
っ

た

と

い

っ

て

よ

い
。

　

以
ヒ、

近

代
に

お

い

て
、

神
社
祭
式
が

法
制
化、

す
な
わ

ち
、

神
社
の

儀
礼
が

開

放
さ

れ

た

背
景
に

は、

「

神
社
保
存
」

の

意
識
が
あ
っ

た
こ

と

を

指
摘
し

た
。

内
務
省
神
社
局
と

神
社
調
査

遠
　
藤

潤

　
神
社
行
政
を
担
当
す
る

国
家
機
関
で

あ
る

内
務
省
神

社
局
（
一

九
〇
〇

ー
一

九

四
〇
年）

お

よ
び
そ
の

発
展
的

組
織
で

あ
る

神

祗
院
（
「

九
四
〇

−
一

九

四
五

年）

で

は、

さ

ま

ざ

ま
な

形
態
で

の

神
社
調
査
が

行
な

わ
れ

て

い

た
。

個
別
的
か

つ

日

常
的
な

神

社
調
査
の

例
と

し
て

は、

神
社
か

ら

昇
格
願
が

出
さ

れ
た

際
の

神
社
調
査
や

社
殿
の

修
理
や

境
内
の

整
備
の

た

め

の

調
査
な

ど
が

件
数
も

多
く
よ

く
知
ら
れ

て

い

る
。

こ

れ
に

対
し

て

機

会
に

応
じ
て

網
羅
的

神
社
調
査
も
行
な
っ

て

い

た
。

近

代
初
頭
に

つ

い

て

は、

神
社
局
以
前
の

調
査
で

は

あ
る
が、

一

八

七
六

年
に

内
務

省
蔵
版
の

原
本
が

完

成
し
た
『

特
選
神
名
牒
』

を

あ
げ

る
こ

と

が

で

き

る
。

神
社
局

時
代
で

は
、

配
布

資
料
に

掲
載
し

て

い

る

よ

う
に

、

基

本
財
産
を

は

じ

め

官
国
幣
社
な
ど
の

行
政
上

必
要
な

情
報
な
ど

を
中
心
に
、

い

く
つ

か

の

網

羅
的
な

神

社
調
査
が
行
な
わ

れ
て

い

る
．

な

か

で

も
、

大
規
模
な

調
査
と

し

て

あ
げ
ら

れ

る

の

が

「

特
殊
神

事
」

に

つ

い

て

の

調
査
で

あ
る

。

こ

こ

で

は
、

こ

の

「

特

殊
神
事
」

に

つ

い

て、

ま

ず
「

特
殊
神
事
」

調
査
の

具

体
的
展
開
の

概
略
を
追
い

、

つ

づ

い

て

す
で

に

な
さ

れ

た

「

特
殊
神
事
」

の

諸
定
義
に

つ

い

て

見
た

う
え
で

、

「

特
殊
神
事
」

な

る
も
の

の

再
検
討

を
行
な

う
。

　

内
務

省
に

よ

る

「

特
殊
神
事
」

に

つ

い

て

の

調
査
は、

大
き
く
三

次
に

分
け
て

と

ら

え
ら
れ
る

。

ま

ず
一

九
一

〇
年
代
後
半
に

官

国
幣
社
を
対
象

に

行
な
っ

た

調
査、

次
に

大
正

＝
二

年
（
｝

九
二

四）

度
に

行
な
わ
れ

た

最
も
大

規
模
な
調
査、

そ

し
て

そ

の

後
、

昭
和
期
に

行
な

わ
れ
た
調
査
で

あ

る
。

調
査
は

基
本
的
に

神
社
側
か

ら
提
出
さ

れ

た

資
料
を

基
礎
と

し

て

い

た
。

調
査

結
果
は、

ま

ず

大
正

＝
二

年
度
の

調
査
の

進
展
と

併
行
し

て

『

神
社
協
会

雑
誌』

に

連
載
さ

れ、

そ

の

後
、

宮
国
幣
社
全
体
に

わ
た

る

調
査
結
果
が

内
務
省
の

内

部
資
料
と

し

て

保
管
さ

れ

て

い

た

が
、

一

九

四

一

年
に

神
祗
院
が

設
立
さ

れ
る

と、

そ

こ

か

ら

出
版
さ

れ

た
。

一

連
の

調

査
の

対
象
で

あ
っ

た
「

特
殊

神
事
」

で

あ
る

が
、

こ

の

定
義
は

必
ず
し

も

明
確
な
も
の

で

は

な
い

。

こ

れ

京

で

の

定
義
の

共
通
点
を

ふ

ま

え

る

な

ら

ば
、

国

家
に

よ

っ

て

定
め

ら
れ
た

神
社
祭
祀
に

対
し、

そ

れ
に

規
定
さ

れ

て

い

な
い

形

態
の

神
事
を
指
し
て

い

る
。

た

だ、

こ

の

「

特
殊
神
事
」

と

い

う
概
念
は

実
体
的
あ
る

い

は

客
観

的
な

概
念
と

し
て

と

ら
え
る

と、

そ

の

指
示
内
容
が

曖
昧
に

な

る
と

い

う

性
質
を

帯
び
て

い

る
。

こ

こ

で

必
要

な

の

は

こ

の

用

語
が

浮
上

し

て

く
る
そ

の

社
会

的
文

脈、

と

り
わ
け
「

特

殊
神
事
」

と
い

う
対
象
が

構

成
さ
れ
る

と

き

の

政
策
的
関
心
を
視
野
に

含

め

る

こ

と
で

あ
る

。

こ

う
し

た

関
心
に

つ

い

て、

大
正

＝
二

年
度
の

調
査

時
に

神
社
局

長
で

あ
っ

た

佐
上

信
一

の

回
顧
に

そ
の
一

端
が

現
れ
て

い

る
。

佐
上
は
回

顧
の

な

か

で
、

民
衆
が

神
社
か

ら

離
れ
て

い

く
と

い

う
現

状
認
識
が

特
殊
神
事
の

調
査
の

背
景
に

あ
っ

た
こ

と

を
述
べ

て

い

る
。

こ

の

よ

う
な
認

識
あ
る

い

は

問
題
意
識
が

日
本
社
会
の

な

か

で

広
く
認
知
さ
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れ

る

よ

う
に

な
っ

た
の

に

は
、

一

九
一

八

年
に

柳
旧

国
男
が

語
っ

た

「

神

道
私
見
」

が

重
要
な
契

機
と

な

っ

て

い

る

と

考
え

ら

れ

る、

こ

の

柳
田

の

論
は、

河

野
省
三

と

の

論
争
が

広
く
知
ら

れ

る

が、

内
務
省
の

神
社
政
策

に

対
す
る

批
判
を
主
題
に

据
え

て

い

る
。

そ

こ

で

問
題
の

焦
点
は

神
道
な

い

し

神
社
と
民

衆
の

距
離
が

広
が

っ

て

い

る

点
で

あ
る

。

内
務
省
神
社
局

の

宮
地
直
一

は、

大
正

＝
二

年

度
の

調
査
の

時
期
に

内

務
省
神
職
講
習
会

の

場
で

「

特
殊
神
事
に

就
い

て
」

と
い

う

講
演
を
行
な
っ

た
。

こ

の

な
か

で

宮
地
は

特
殊
神
事
に

つ

い

て

複
数
の

論
点
を

提
示
す
る

が、

そ

の

背
景

に

は

や

は

り
神
社
と

民
衆
の

距

離
と
い

う

問
題
意
識
が

見
ら
れ

る
。

宮
地

は
そ
の

観
点
か

ら

宮
座
に

つ

い

て

も
論
じ
て

い

る
。

宮
座
は
近

代
の

典
型

と
さ

れ

る

神
職
の

あ
り
方
と

は

異
な
り
な
が
ら

、

神
と

氏
子
の

関
係
を
考

え
る
上
で

は
一

定
の

意
味
を

持
っ

て

い

る
。

そ
し
て

柳
田
ら
民

俗
学
的
な

研
究
成
果
に

つ

い

て

も

誉
及
す

る

の

で

あ
る

。

柳
田
国
男
は、

神
祗
院
に

よ

る
『

特

殊
神
事
調
』

刊
行

直
後
の
一

九
四
一

年
に

『

日
本
の

祭
』

に

ま

と

め

ら

れ

る

講
演
を

行
な

う
。

こ

の

な

か

で

柳
田
は

『

特
殊
神
事

調
』

に

つ

い

て

そ

れ
と
な
く

言
及
し
た
う
え
で、

民
間
の

民
俗
調
査
の

充

実
を
述

べ
、

祭
に

つ

い

て

の

自
分
の

説
を

述
べ

る
。

同
じ

問
題

意
識
を
め

ぐ
っ

て
、

異
な
る

立
場
か

ら
の

調
査
・

研
究
が

行
な

わ
れ
て

い

た

の

で

あ
る

。

内
務
官
僚
の

神
社
観
と

そ

の

系
譜

　
　

ー
社
会
事
業
と

の

関
わ
り

の

な

か

で

ー

藤

本

頼

生

　

戦

前
期
に

お

い

て
、

神
祗、

警
察

、

建
設、

地

方
自
治、

衛

生、

労

働、

社
会
事

業
の

各
行

政
を
一

手
に

担
っ

た

内
務
官
僚
は、

阪
本
是
丸
の

説
く
よ

う
に
、

「

内
務
官

僚
の

立

場
か

ら

い

う
な
ら

ば
一

旦

内
務

省
に

入

省
し

た

な
ら

ば
否
が
応
で

も

神
社
界
と

は

密
接
な

付
き

合
い

を
せ

ぎ
る

を

え

な
い

可
能

性
が

生
じ

る

こ

と
を

意
味
す
る
」

（
阪
本
一

九
八

七
）

と

い

う

言
に

象
徴
さ
れ
る

よ
う
に
、

各
府

県
の

地
方
長

官
や

地
方
官、

内
務
省

内
で

の

異
動
に

よ

っ

て

神
社
行
政、

神
社
・

神

職
に

も
何
ら

か

の

形
で

携

わ
っ

て

い

た

と

さ

れ
る

。

そ
れ

は

神

社
行
政
の

ト

ッ

プ

で

あ
る
神
社
局
長

に

お

い

て

も

例
外
で

は
な
く、

歴
代
局
長
の

ほ
と

ん
ど

が
、

何
ら

か

の

形

で、

地

方
官
時
代
あ
る
い

は

神
社
局
の

書

記
官

等
で

神
社
関
連
行
政
に

携

わ
っ

て

い

た

こ

と

か

ら
も

明
ら

か

で

あ
る

。

　

神
社
関
係
の

内
務
官
僚
の

系
譜
を
窺
う
な
か

で

歴

代
局
長
の

経
歴
を

み

る

と、

水
野
は

地
方
局
を
皮
切
り
に

土
木

行
政
や

地
方
自
治、

都
市
計
画

に

著
作
権
と

様
々

な

分
野
に

関
与
し

て

活

躍
す
る

が
、

そ

の

中
で

も

神
社

に

関
し
て

は

官
國
幣
社
の

経
費
供
進、

府
県
社
以
下
の

神
饌
幣
帛
料
供
進

の

二

法
令
の

整

備
を

通
じ
、

神
社
法
規
の

整
備
の

要
を

説
い

た
。

こ

れ

を

遂
行
し

た
の

が

水

野
の

後
輩
で

も
あ

っ

た

井
上
友
一

で

あ
り、

井
上
は

感

化
救
済
行
政
に

尽

力
し
た

こ

と

で

も

知
ら

れ
る
が
、

そ

の
一

方
で、

神
社

局
長
と

し
て

は
、

神
社
法
規
の

整
備
が

先
決
と

し

て
、

神
社
祭
祀

令
を
は

444（1536）
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