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神
社
建
築
の
象
徴
と
い
わ
れ
る「 
千  
木 
」

ち 

ぎ

と
「 
堅  
魚  
木 
」
を
確
か
め
に
、
板
山
地
区

か
つ 
お 

ぎ

の
熊
野
神
社
を
友
人
と
二
人
で
訪
れ
た
。

千
木
は
神
社
本
殿
の
屋
根
の
両
端
に
交

差
し
て
立
つ
飾
り
。
堅
魚
木
は
棟
木
の
上

に
直
角
に
な
る
よ
う
に
何
本
か
平
行
に
並

べ
た
装
飾
の
木
で
、
円
柱
状
で
鰹
節
に
似

て
い
る
こ
と
が
「
堅
魚
木
」
の
名
前
の
由

来
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

千
木
に
は
先
端
を
地
面
に
対
し
て
水
平

に
削
っ
た
「 
内  
削 
ぎ
」
と
、
垂
直
に
削
っ

う
ち 
そ

た
「 
外  
削 
ぎ
」
の
形
が
あ
る
よ
う
だ
。
イ

そ
と 
そ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
る
と
、
千
木
が
内

削
ぎ
に
な
っ
て
い
る
の
は
女
神
、
外
削
ぎ

に
な
っ
て
い
る
の
は
男
神
が
ま
つ
ら
れ
る

と
紹
介
さ
れ
る
記
述
が
多
い
。
ま
た
、
堅

魚
木
の
数
も
偶
数
は
女
神
、
奇
数
は
男
神

が
そ
れ
ぞ
れ
ま
つ
ら
れ
る
と
の
こ
と
。

ち
な
み
に
伊
勢
神
宮
の
�
内
宮
�
は
、

「
内
削
ぎ
」
の
千
木
、
堅
魚
木
は
十
本
で

女
神
の
「 
天
照
大
神 
」
が
ま
つ
ら
れ
る
。

あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

「 
豊
受
大
神 
」
が
ま
つ
ら
れ
る
�
外
宮
�

と
よ
う
け
の
お
お
み
か
み

は
「
外
削
ぎ
」
の
千
木
で
、
堅
魚
木
は
九

本
。
男
神
が
ま
つ
ら
れ
て
い
る
か
と
思
い

き
や
、
実
は
豊
受
大
神
は
女
神
。
す
べ
て

の
神
社
が
先
述
の
法
則
に
は
あ
て
は
ま
ら

な
い
よ
う
だ
。

熊
野
神
社
境
内
で
写
真
を
撮
る
男
性
が

い
た
。
写
真
を
撮
っ
て
い
る
理
由
を
尋
ね

る
と
、「
拝
殿
が
新
し
く
な
り
、
記
念
誌
を

作
る
た
め
だ
」
と
言
う
。
真
新
し
い
拝
殿

か
ら
ヒ
ノ
キ
の
に
お
い
が
境
内
に
漂
う
。

熊
野
神
社
で
は
二
十
年
に
一
度
、
境
内
の

建
物
の
修
復
作
業
な
ど
を
行
う
。
地
元
で

は
�
遷
宮
�
と
呼
び
、
今
年
は
そ
の
年
に

当
た
る
。
拝
殿
奥
に
あ
る
本
殿
は
、
二
十

年
前
の
�
遷
宮
�
行
事
で
建
て
替
え
ら
れ

た
も
の
だ
と
男
性
が
教
え
て
く
れ
た
。

銅
板
葺
き
の
屋
根
に
は
、内
削
ぎ
の「
千

木
」
が
飾
ら
れ
、
五
本
の
堅
魚
木
が
並
ぶ
。

熊
野
神
社
は
紀
州
熊
野
三
所
権
現
を 
分  
祀 

ぶ
ん 
し

し
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
、
現
在
で
は
、

い
く
つ
か
の
�
神
�
が 
合  
祀 
さ
れ
て
い
る
。

ご
う 
し

「
千
木
の
形
か
ら
す
る
と
、
女
神
さ
ん

が
ま
つ
ら
れ
て
い
る
は
ず
だ
よ
ね
。
だ
け

ど
堅
魚
木
の
数
は
奇
数
だ
と
す
る
と
男
神

か
？
」。
私
が
首
を
か
し
げ
る
。「
そ
う
言

わ
れ
る
と
そ
う
で
す
よ
ね
。
ま
あ
、
い
ろ

い
ろ
な
神
様
が
い
る
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
あ

な
い
で
す
か
ね
え
」
と
友
人
。

「
整
い
ま
し
た
。
堅
魚
木
と
掛
け
て
、

う
ど
ん
に
振
り
掛
け
る
鰹
節
と
解
き
ま

す
」。「
そ
の
心
は
」。「
ど
ち
ら
も
上
に
乗
っ

て
い
ま
す
」。最
後
も
友
人
が
う
ま
く
ま
と

め
た
。
セ
ミ
が
騒
ぐ
境
内
を
後
に
し
た
。
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