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五　

地
域
復
興
と
神
社
祭
礼
の
多
面
的
考
察

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
宮
城
県
仙
台
湾
沿
岸
地
域
の
神
社
祭
礼
に
関
す
る
新
聞
情
報
を
通
し
て
―

滝　

澤　

克　

彦　
　
　
　

岩
沼
市
の
事
例
を
出
発
点
と
し
て

　

筆
者
は
、
東
日
本
大
震
災
後
の
地
域
社
会
と
民
俗
文
化
の
問
題
に
つ
い
て
、
宮
城
県
岩
沼
市
で
継
続
的
な
調
査
を
行
っ
て
き
た
。
こ
の

地
域
の
一
つ
の
特
徴
は
、
地
域
の
い
わ
ゆ
る
「
伝
統
文
化
」「
民
俗
文
化
」
の
よ
う
な
も
の
が
、
そ
こ
ま
で
復
興
に
お
い
て
中
心
的
な
役
割

を
果
た
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
調
査
や
報
道
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
「
文
化
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
少
な

か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
一
方
で
、
岩
沼
市
は
、
集
団
移
転
の
決
断
や
実
行
が
市
町
村
単
位
で
も
っ
と
も
早
く
ス
ム
ー
ズ
に
行
わ
れ
た
こ
と

も
あ
り
、
復
興
の
「
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
。
特
に
、
重
要
な
の
は
、
そ
れ
が
単
な
る
ス
ピ
ー
ド
だ
け
で
は
な
く
、
避
難

か
ら
仮
設
住
宅
へ
の
入
居
、
集
団
移
転
に
い
た
る
ま
で
、
も
と
も
と
あ
っ
た
集
落
の
ま
と
ま
り
を
で
き
る
だ
け
維
持
す
る
形
で
進
め
ら
れ

て
き
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
新
し
い
居
住
地
の
設
計
が
住
民
の
主
体
的
関
わ
り
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
維
持
と
い
う
観
点
か
ら
も
肯
定
的
な
評
価
を
受
け
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
一
般
に
、
社
会
科
学
的
研
究
に
お
い
て
地
域
の
復
興
と
民

俗
文
化
は
、
正
の
相
関
関
係
に
お
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
こ
の
事
例
は
そ
の
興
味
深
い
反
例
と
な
っ
て
い
る
。

　

な
ぜ
、
岩
沼
市
に
お
い
て
は
、
地
域
の
伝
統
行
事
や
民
俗
文
化
が
復
興
に
お
い
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
こ
な
か
っ
た
の
か
。
そ

し
て
、
人
々
は
そ
の
こ
と
を
含
め
て
、
復
興
過
程
に
お
け
る
地
域
の
文
化
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
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岩
沼
市
で
は
、
震
災
後
、
神
事
の
み
の
行
事
を
除
け
ば
、
も
と
も
と
あ
っ
た
祭
礼
は
六
つ
の
地
域
の
す
べ
て
の
神
社
に
お
い
て
復
活
し

て
い
な
い
（
震
災
前
か
ら
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
も
の
も
含
め
）。
一
部
で
は
神
職
と
住
民
の
軋
轢
が
表
面
化
す
る
問
題
な
ど
も
あ
っ
た

が
、
一
方
で
現
地
再
建
し
た
住
民
と
移
転
し
た
住
民
で
の
あ
い
だ
の
意
識
の
違
い
が
関
係
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
特
に
、
現
地
再
建
す
る

住
民
が
い
た
場
合
、
移
転
す
る
住
民
は
も
と
も
と
の
神
社
の
祭
礼
に
つ
い
て
は
残
る
住
民
に
委
譲
す
る
考
え
が
強
く
、
積
極
的
な
関
与
を

控
え
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
残
さ
れ
た
わ
ず
か
な
住
民
（
震
災
前
の
十
分
の
一
に
満
た
な
い
）
に
と
っ
て
神
社
維
持
が
負
担
と
な

る
一
方
、
移
転
し
た
住
民
は
新
た
な
場
所
で
「
前
向
き
」
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
創
造
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
集
団
移
転
先
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
も
単
純
で
は
な
い
。
地
域
ご
と
の
ま
と
ま
り
が
あ
る
と
は
い
え
、
も
と
も
と
六
つ

だ
っ
た
地
域
が
一
カ
所
に
集
め
ら
れ
て
成
立
し
て
い
る
た
め
、
他
の
地
域
へ
の
配
慮
も
あ
っ
て
、
移
住
前
の
地
域
性
を
前
面
に
出
し
す
ぎ

る
と
い
う
こ
と
に
は
慎
重
な
姿
勢
が
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
元
の
地
域
の
神
社
祭
礼
に
つ
い
て
は
玉
浦
西
地
区
と
い
う
場
所
で
行
う
こ

と
は
で
き
な
い
。
特
に
「
宗
教
の
問
題
」
に
は
慎
重
に
な
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。

　

新
た
な
移
転
先
の
「
玉
浦
西
地
区
」
を
象
徴
す
る
も
の
は
、「
創
造
さ
れ
た
伝
統
」
と
し
て
の
盆
踊
り
や
神
社
と
の
関
わ
り
を
も
た
な

い
新
し
い
子
供
神
輿
、
小
学
校
の
学
区
単
位
で
近
隣
の
子
供
と
合
わ
せ
て
行
わ
れ
る
「
ソ
ー
ラ
ン
節
」
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
新
た
な

文
化
は
、
彼
ら
独
自
の
バ
ラ
ン
ス
感
覚
に
も
と
づ
き
、
地
域
外
の
人
々
の
協
力
や
助
言
を
仰
ぎ
つ
つ
も
、
主
体
的
に
生
み
出
さ
れ
て
き
た

も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
岩
沼
の
事
例
は
、
先
述
し
た
よ
う
な
伝
統
文
化
と
地
域
復
興
の
正
の
相
関
関
係
が
強
調
さ
れ
る
文
脈
、
特
に
報
道
の
文
脈

か
ら
は
抜
け
落
ち
て
お
り
、
実
際
に
、
岩
沼
市
被
災
地
域
の
神
社
や
祭
礼
に
関
す
る
情
報
は
驚
く
ほ
ど
少
な
い
。
一
方
で
、
こ
の
事
例
を

ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
べ
き
か
、
特
に
そ
の
特
殊
性
と
普
遍
性
に
つ
い
て
は
、
他
の
地
域
と
の
慎
重
な
比
較
の
上
に
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
際
に
は
、
地
域
ご
と
の
元
の
人
口
規
模
や
産
業
構
造
、
契
約
講
・
町
内
会
な
ど
の
地
域
組
織
形
態
、
被
災
状
況
、



454「災害・復興と伝統文化の役割に関する学際的研究」報告書

移
転
の
あ
り
方
な
ど
が
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
被
災
後
の
経
過
の
な
か
で
、
地
域
が
ど
の
よ
う
に
外
部
の
人
々

や
機
関
と
関
わ
っ
て
き
た
か
に
つ
い
て
も
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
報
道
や
学
術
調
査
を
含
め
た
メ
デ
ィ
ア
が
、
そ
の
状
況
を

ど
の
よ
う
に
と
ら
え
、
発
信
し
て
き
た
か
も
重
要
な
要
因
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　

以
下
で
は
、
宮
城
県
仙
台
湾
沿
岸
地
域
（
東
松
島
市
～
山
元
町
）
の
神
社
祭
礼
に
関
す
る
報
道
に
つ
い
て
河
北
新
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を

も
と
に
整
理
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
岩
沼
市
の
事
例
が
よ
り
広
い
被
災
地
と
の
比
較
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
特
殊
性
と
普
遍
性
を
も
つ
か

を
考
察
し
た
い
。

宮
城
県
仙
台
湾
岸
被
災
地
域
の
神
社
に
関
す
る
新
聞
報
道
に
つ
い
て

　

東
松
島
市
か
ら
山
元
町
に
至
る
ま
で
の
宮
城
県
仙
台
湾
岸
地
域
に
お
い
て
、
被
災
し
た
神
社
が
ど
れ
ほ
ど
あ
る
か
を
漏
れ
な
く
確
認
す

る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
。
特
に
、
震
災
に
よ
っ
て
流
失
し
て
し
ま
っ
た
神
社
な
ど
の
場
合
に
は
、
現
地
調
査
で
か
つ
て
の
存
在
自
体
を

探
り
当
て
る
こ
と
さ
え
困
難
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
地
図
や
各
種
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
用
い
な
が
ら
、
神
社
自
体
あ
る
い
は
、
そ
の
属
す

る
地
区
が
浸
水
し
た
神
社
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
た
。
た
だ
し
、
浸
水
域
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
神
社
や
地
区
が
地
震
・
津

波
に
よ
る
影
響
を
ほ
と
ん
ど
受
け
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
除
外
し
て
あ
る
。
そ
の
結
果
、
抜
け
は
あ
る
と
思

わ
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
該
当
す
る
九
七
の
神
社
の
存
在
が
確
認
で
き
た
。

　

今
回
の
調
査
で
は
、
河
北
新
報
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
用
い
、
そ
こ
に
収
録
さ
れ
た
『
河
北
新
報
』、『
石
巻
か
ほ
く
』、『
河
北
こ
ど
も
新

聞
』
の
い
ず
れ
か
に
記
載
さ
れ
た
、
九
七
社
に
つ
い
て
の
記
事
を
収
集
し
た
（
表
１
）。
九
七
の
神
社
の
う
ち
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
何
ら
か

の
記
事
が
見
い
だ
さ
れ
た
の
は
三
三
社
で
あ
る
。
大
半
の
神
社
が
、
新
聞
に
一
度
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、

三
三
社
の
う
ち
記
載
一
回
が
八
社
、
二
回
が
七
社
、
三
回
が
四
社
で
あ
り
、
四
回
以
上
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
神
社
に
な
る
と
一
四
社
に
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し
ぼ
ら
れ
て
く
る
。
一
四
社
の
な
か
で
も
、
山
元
町
笠
野
の
八
重
垣
神
社
（
二
三
）、
塩
竈
市
の
御
釜
神
社
（
二
一
）、
亘
理
町
荒
浜
の
川

口
神
社
（
一
九
）、
名
取
市
閖
上
の
湊
神
社
（
一
六
）
の
四
社
が
突
出
し
て
お
り
、
他
は
多
く
と
も
七
回
以
下
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら

も
、
神
社
の
現
況
に
対
す
る
新
聞
報
道
の
関
心
に
大
き
な
格
差
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
関
心
の
格
差
が
、
神
社
祭
礼
や
地
域
社
会
の
状
況
と
ど
の
よ
う
な
相
関
関
係
、
影
響
関
係
に
あ
る
か
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
、
岩
沼
市
の
六
地
域
に
関
し
て
は
、
仮
社
殿
の
再
建
な
ど
少
し
ず
つ
動
き
が
あ
る
も
の
の
、
祭
礼
が
再
開
し
て
い
な
い
こ
と
も
あ

り
扱
い
は
小
さ
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
先
述
し
た
四
社
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
二
〇
一
一
年
あ
る
い
は
二
〇
一
二
年
と
い
う
比
較
的
早

い
時
期
に
例
祭
や
恒
例
行
事
を
再
開
し
て
お
り
、
そ
れ
が
毎
年
報
じ
ら
れ
る
な
か
で
、
社
殿
や
鳥
居
、
神
輿
、
祭
具
な
ど
が
段
階
的
に
再

建
、
修
復
、
寄
贈
さ
れ
て
き
て
い
る
。

　

一
方
で
、
四
社
を
と
り
ま
く
地
域
社
会
の
あ
り
方
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
山
元
町
笠
野
の
八
重
垣
神
社
は
、
神
社
の
氏
子
で
あ
っ
た
約

二
五
〇
世
帯
の
ほ
と
ん
ど
が
津
波
に
よ
り
家
を
流
さ
れ
、
地
域
の
大
部
分
が
災
害
危
険
区
域
に
指
定
さ
れ
た
上
に
、
地
域
の
集
団
移
転
も

か
な
わ
な
か
っ
た
た
め
に
、
神
社
を
取
り
巻
く
社
会
の
状
況
は
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
神
社
祭
礼
は
、
離
れ
ば
な
れ
に
な
っ
た
氏
子
た

ち
が
一
同
に
会
す
る
重
要
な
機
会
と
な
っ
て
い
る
。

　

川
口
神
社
の
所
在
す
る
亘
理
町
荒
浜
は
、
震
災
前
に
は
約
一
三
五
〇
世
帯
が
暮
ら
す
比
較
的
大
き
な
地
域
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
四
〇

〇
世
帯
ほ
ど
が
被
災
し
た
が
、
残
り
の
世
帯
は
現
地
再
建
を
果
た
し
て
い
る
。
ま
た
、
漁
港
や
市
場
の
再
開
も
あ
り
、
神
社
を
と
り
ま
く

地
域
環
境
は
、
八
重
垣
神
社
ほ
ど
の
激
変
を
経
験
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、
震
災
直
後
か
ら
再
開
さ
れ
た
神
社
祭
礼
が
、
現
地

再
建
を
果
た
し
た
人
の
み
な
ら
ず
、
地
域
を
離
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
人
々
を
も
結
び
つ
け
る
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

　

名
取
市
閖
上
で
は
、
日
和
山
が
慰
霊
の
場
所
と
し
て
現
在
ま
で
多
く
の
訪
問
者
を
迎
え
て
い
る
が
、
鎮
守
で
あ
る
湊
神
社
は
、
社
殿
等

が
す
べ
て
流
失
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
二
〇
一
一
年
六
月
に
日
和
山
に
祭
神
を
分
霊
し
、
秋
に
は
そ
こ
で
例
祭
を
再
開
し
て
い
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る
。
翌
二
〇
一
二
年
の
例
祭
で
は
、
同
じ
く
日
和
山
に
て
、
寄
贈
さ
れ
た
神
輿
の
渡
御
が
行
わ
れ
た
。
地
区
の
大
半
は
災
害
危
険
区
域
に

指
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
神
社
そ
の
も
の
は
移
転
先
に
て
再
建
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

　

以
上
の
三
社
は
、
神
社
の
被
災
状
況
、
移
転
の
有
無
、
地
域
集
落
の
現
地
再
建
お
よ
び
移
転
の
状
況
、
地
域
社
会
の
離
散
状
況
な
ど
に

違
い
が
あ
る
も
の
の
、
震
災
後
の
早
い
段
階
で
例
祭
を
再
開
し
て
い
る
点
が
共
通
し
て
い
る
。
一
方
で
、
市
街
地
に
位
置
し
、
鹽
竈
神
社

の
末
社
で
あ
る
御
釜
神
社
に
つ
い
て
は
、
三
社
と
同
列
に
論
じ
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
恒
例
の
藻
塩
焼
神
事
は
メ
デ
ィ
ア
に
対
す

る
露
出
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
再
開
後
も
毎
年
実
施
さ
れ
る
例
祭
と
段
階
的
に
行
わ
れ
て
い
く
再
建
や
修
復
な
ど
が
、
突

出
し
た
新
聞
報
道
の
要
因
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
神
社
祭
礼
の
展
開
に
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
寄
贈
・
寄
付
な
ど
、
地
域
外
の

人
々
、
機
関
の
関
わ
り
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
こ
に
メ
デ
ィ
ア
報
道
と
復
興
の
好
循
環
が
生
じ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　

四
社
に
つ
い
で
多
い
七
回
の
掲
載
が
、
東
松
島
市
大
曲
浜
の
玉
造
神
社
、
同
市
宮
戸
月
浜
の
五
十
鈴
神
社
、
仙
台
市
宮
城
野
区
蒲
生
の

高
砂
神
社
、
山
元
町
花
釜
の
青
巣
稲
荷
神
社
で
あ
る
。
青
巣
稲
荷
神
社
以
外
は
、
い
ず
れ
も
、
神
社
に
付
随
す
る
民
俗
芸
能
や
行
事
が
報

道
の
主
題
と
な
っ
て
い
る
。
青
巣
稲
荷
神
社
は
、
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
神
社
に
関
わ
っ
て
い
た
男
性
が
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
神

職
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
新
聞
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
後
神
社
の
復
興
に
関
す
る
記
事
も
増
加
し
た
。
一
方
で
、
玉
造
神

社
に
つ
い
て
は
、
市
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
で
あ
る
大
曲
浜
獅
子
舞
が
主
に
復
興
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
報
じ
ら
れ
き
た
。
ま
た
、
五
十
鈴

神
社
は
、
震
災
前
か
ら
紙
面
の
風
物
詩
の
よ
う
に
毎
年
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
小
正
月
行
事
の
「
え
ん
ず
の
わ
り
」
が
、
震
災
後
は
そ
こ

に
「
復
興
」
の
意
味
あ
い
が
付
け
加
わ
り
つ
つ
継
続
的
に
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
高
砂
神
社
に
つ
い
て
は
、
そ
の
神
社
の
由
来
で
あ
る
兵
庫

県
高
砂
市
の
高
砂
神
社
と
の
関
連
で
紹
介
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
震
災
後
は
そ
の
縁
に
よ
り
全
壊
し
た
社
殿
の
再
建
に
兵
庫
の
高
砂

神
社
の
寄
進
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
震
災
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
一
八
八
一
年
に
殉
職
し
た
警
官
の

慰
霊
祭
が
、
震
災
後
再
開
し
た
こ
と
に
と
も
な
う
定
期
的
な
報
道
が
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
震
災
前
か
ら
も
認
知
度
の
高
か
っ
た
恒
例
行
事
が
、
震
災
後
に
も
引
き
続
き
報
道
さ
れ
、
人
々
の
強
い
関
心
を
集
め
て
い

る
神
社
も
多
い
。
例
え
ば
、
三
陸
沿
岸
地
方
の
場
合
に
は
、
石
巻
市
大
須
の
八
幡
神
社
例
祭
に
お
け
る
神
輿
の
海
中
渡
御
や
同
市
大
浜
の

葉
山
神
社
の
雄
勝
法
印
神
楽
な
ど
が
該
当
し
、
い
ず
れ
も
紙
面
の
風
物
詩
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
行
事
の
継
続
性
が
か
な

ら
ず
し
も
神
社
そ
の
も
の
の
再
建
や
そ
れ
を
取
り
巻
く
地
域
の
復
興
と
ま
っ
た
く
歩
調
を
合
わ
せ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
に
は
注
意

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

報
道
の
二
極
化
傾
向
と
報
道
さ
れ
な
い
神
社
の
動
向

　

報
道
に
上
ら
な
い
神
社
の
動
向
は
ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
ま
っ
た
く
報
道
さ
れ
な
い
神
社
の
状
況
を
確
か
め
る
た
め
に
は
、
一

つ
一
つ
歩
い
て
情
報
を
集
め
る
し
か
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
神
社
に
は
そ
も
そ
も
ま
っ
た
く
動
き
が
な
い
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
場
合
に

よ
っ
て
は
、
以
前
の
存
在
自
体
を
確
認
す
る
こ
と
さ
え
難
し
く
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

　

例
え
ば
、
山
元
町
牛
橋
の
薬
師
神
社
は
、
新
聞
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
神
社
本
庁
所
属
の
も
の
で
な
い
こ
と
か
ら
も
、
ほ
と

ん
ど
情
報
が
な
い
。
か
ろ
う
じ
て
、
先
述
し
た
青
巣
稲
荷
神
社
禰
宜
と
な
っ
た
男
性
の
ブ
ロ
グ
に
、
支
援
が
受
け
ら
れ
ず
に
基
礎
の
跡
だ

け
が
残
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
報
告
が
あ
る
だ
け
で
あ
る（

１
）。

震
災
前
に
は
薬
師
神
社
前
と
い
う
バ
ス
停
も
あ
っ
た
の
で
、
人
々
の
暮
ら
し

の
中
で
は
決
し
て
小
さ
な
存
在
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
状
を
含
め
て
記
録
が
残
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
仮
に
神
社
の
再

建
が
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
こ
の
神
社
が
存
在
し
た
と
い
う
事
実
さ
え
も
消
え
て
し
ま
い
か
ね
な
い
だ
ろ
う
。

　

先
に
取
り
上
げ
た
よ
う
な
紙
面
の
常
連
と
な
っ
て
い
る
神
社
と
、
そ
う
で
は
な
い
神
社
の
対
比
は
、
報
道
に
お
け
る
関
心
の
二
極
化
を

表
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
二
極
化
は
神
社
祭
礼
の
復
活
を
め
ぐ
る
二
極
化
傾
向
と
相
関
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
も
抱

か
せ
る
。
例
え
ば
、
最
初
に
取
り
上
げ
た
岩
沼
市
の
場
合
に
も
、
社
殿
自
体
の
再
建
は
果
た
し
て
い
る
も
の
の
、
か
つ
て
の
神
社
祭
礼
が
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復
興
す
る
見
通
し
は
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
が
、
神
社
に
つ
い
て
の
報
道
の
少
な
さ
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
網
羅
的
に
見
た
場
合
、
そ
の
相
関
性
は
果
た
し
て
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
著
者
を
含
め
た
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
が
震
災
直
後
の
三
年
ほ
ど
に
行
っ
た
調
査
に
よ
る
と
、
そ
の
期
間
の
動
き
を
見
た
だ
け
で
も
、
そ
の
よ
う
な
相
関
性
が
成
り
立
た
な
い

場
合
が
あ
る
こ
と
は
分
か
っ
て
い
る
。
祭
礼
を
再
開
し
た
神
社
に
と
っ
て
、
報
道
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
と
同

様
に
、
祭
礼
を
再
開
し
た
神
社
に
と
っ
て
、
報
道
さ
れ
な
い
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
と
い
う
こ
と
も
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。

　

一
般
的
に
、
神
社
祭
礼
の
復
活
は
「
地
域
復
興
の
シ
ン
ボ
ル
」
と
い
う
位
置
づ
け
で
報
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
当
然
、
そ
の
よ
う
な

ニ
ュ
ア
ン
ス
が
、
現
地
の
人
々
が
抱
く
希
望
を
表
現
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
事
実
と
し
て
神
社
祭
礼
の

復
活
が
地
域
復
興
そ
の
も
の
に
結
び
つ
い
て
い
な
い
こ
と
は
多
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
「
復
興
の
シ
ン
ボ
ル
」
と
い
う
理
想
が
、
住
民

の
原
動
力
と
な
る
こ
と
も
あ
れ
ば
重
荷
に
な
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
例
え
ば
岩
沼
市
の
場
合
、
先
述
し
た
よ
う
に
神
社
の
祭
礼
に
つ
い
て
は

残
る
住
民
に
委
譲
す
る
考
え
が
強
い
が
、
あ
る
新
聞
で
は
、
そ
の
よ
う
な
移
転
住
民
の
消
極
的
関
わ
り
が
「
突
き
放
し
た
態
度
」
と
表
現

さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、
岩
沼
市
と
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
大
々
的
に
関
与
し
て
行
わ
れ
た
二
〇
一
五
年
七
月
の
「
玉
浦
西
地
区
ま
ち
開
き
感
謝
祭
」

で
は
、
地
域
と
は
関
係
の
な
い
神
職
が
祈
祷
し
た
神
輿
の
渡
御
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
あ
ま
り
よ
い
捉
え
方
を
し
な
い
人

も
い
る
。
こ
れ
は
極
端
な
例
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に
注
目
す
る
こ
と
は
、
地
域
の
維
持
と
復
興
に
お
い
て
、
当
事
者
で

あ
る
住
民
が
外
部
の
人
間
や
機
関
と
接
触
す
る
際
、
そ
の
関
わ
り
を
ど
の
よ
う
に
主
体
的
に
調
整
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
を
読
み
解
く
上

で
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
当
然
、
そ
の
外
部
に
は
、
メ
デ
ィ
ア
は
も
ち
ろ
ん
研
究
者
自
身
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
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お
わ
り
に

　

メ
デ
ィ
ア
が
震
災
と
祭
礼
復
興
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
記
述
す
る
か
、
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
自
体
が
再
帰
的
に
地
域
に
ど
の
よ
う
な
影

響
を
及
ぼ
す
か
は
、
非
常
に
意
義
深
い
テ
ー
マ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
研
究
は
、
ま
さ
に
震
災
の
記
憶
が
歴
史
に
痕
跡
を
残
し
て
い

く
と
き
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
記
録
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
当
然
、
報
道
は
地
域
と
外
部
と
の
関
わ
り
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
。
と

は
い
え
、
そ
の
関
わ
り
方
は
、
研
究
者
自
身
の
対
象
に
対
す
る
関
わ
り
と
も
関
連
し
て
い
る
部
分
が
あ
り
、
研
究
を
相
対
化
す
る
上
で
も

示
唆
的
な
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

本
稿
で
は
、
そ
の
た
め
の
予
備
的
な
作
業
と
し
て
、
宮
城
県
仙
台
湾
沿
岸
被
災
地
域
の
神
社
祭
礼
に
関
す
る
新
聞
記
事
を
調
査
し
た
。

　

悉
皆
調
査
と
い
う
意
味
で
は
、
地
域
的
に
は
宮
城
県
に
限
っ
て
も
三
陸
沿
岸
地
域
へ
と
広
げ
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
デ
ー
タ

に
つ
い
て
も
河
北
新
報
以
外
の
報
道
へ
対
象
を
広
げ
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
各
分
野
の
研
究
に
お
け
る
対
象
の
選
定
に
見
ら
れ
る
傾

向
を
踏
ま
え
た
上
で
、
報
道
と
研
究
の
空
白
地
域
へ
足
を
伸
ば
し
現
地
調
査
を
行
う
必
要
も
出
て
く
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
そ
、

神
社
祭
礼
の
復
興
と
地
域
社
会
の
関
係
全
体
の
な
か
で
メ
デ
ィ
ア
や
研
究
が
も
つ
意
義
が
明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　

小
括
と
し
て
は
、
岩
沼
市
の
事
例
に
鑑
み
て
、
神
社
祭
礼
と
地
域
復
興
の
関
係
に
つ
い
て
は
報
道
や
研
究
で
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い

な
い
地
域
に
、
ま
だ
ま
だ
取
り
上
げ
ら
れ
る
べ
き
対
象
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
に
と
ど
め
た
い
。
そ
こ
に
は
、
岩
沼
市
特
有
の
事

情
が
関
連
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
事
情
の
普
遍
性
と
特
殊
性
を
判
断
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
な
る
現
地
調
査
と
悉
皆
的
な
分
析
が
求

め
ら
れ
る
。

註（
１
）https://blog.canpan.info/shinkou/archive/36

、
最
終
閲
覧
日
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
一
四
日
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掲載記事数 神社数 神社名

23 1 八重垣神社（山元町）●

21 1 御釜神社（塩竈市）○

19 1 川口神社（亘理町）●

16 1 湊神社（名取市）●

7 4
玉造神社（東松島市）〇、五十鈴神社（東松島市宮
戸）〇、高砂神社（仙台市）〇、青巣稲荷神社（山元
町）●

6 3
海津見神社（東松島市）●、八幡神社（多賀城市）、
富主姫神社（名取市）

5 1 萩原神社（多賀城市）〇

4 2 神明社（岩沼市長谷釜）、鳥海鹽神社（亘理町）●

3 4
五十鈴神社（東松島市大曲浜）、白鬚神社（東松島市）、
五柱神社（仙台市）、下増田神社（名取市）

2 7

熊野神社（東松島市牛網）〇、鹿嶋神社（東松島市宮
戸）、大塚五十鈴神社（東松島市）〇、籬神社（塩竈
市）●、鼻節神社（七ヶ浜町）●、大和神社（仙台市
蒲生）、川口神社（仙台市蒲生）

1 8

愛宕神社（東松島市牛網）、五十鈴神社（東松島市浅
井）、諏訪神社（七ヶ浜町）●、汀沈稲荷神社（仙台
市）、二ノ倉神明社（岩沼市）、神明社（岩沼市蒲崎）、
湊神社（岩沼市）、天神社（山元町）

0 64 略

計 97
表１　河北新報データベース（河北新報、石巻かほく、河北こども新聞の記

事を収録）において当該神社に関する情報が掲載された記事数
●…祭礼再開（あるいは継続）
○…神社に関わる恒例行事再開（あるいは継続）


