
一

神
田
明
神
と
い
う
の
は
通
称
で
あ
っ
て
、
正
式
に
は
神

田
神
社
と
い
う
。
だ
が
、
我
々
江
戸
（
東
京
）
育
ち
の
者

は
、
神
田
明
神
と
よ
ん
だ
ほ
う
が
ぴ
っ
た
り
く
る
の
で
、

こ
こ
で
も
明
神
さ
ん
と
よ
ば
せ
て
い
た
だ
く
。

さ
て
、
神
田
明
神
は
、
赤
坂
の
山
王
日
枝
神
社
と
と
も

に
、
大
昔
か
ら
江
戸
な
ら
び
に
江
戸
っ
子
の
総
守
護
神
と

し
て
祟
め
ら
れ
、
且
つ
親
し
ま
れ
て
き
た
。

共
に
御
創
建
が
古
く
、
御
利
益
も
篤
か
っ
た
せ
い
も
あ

る
の
だ
ろ
う
が
、
何
と
い
っ
て
も
徳
川
家
康
が
天
正
十
八

年
（
一
五
九
〇
）
江
戸
入
り
し
、
幕
府
を
開
い
た
の
が
江

戸
と
江
戸
っ
子
の
発
展
に
寄
与
し
た
と
い
え
る
。

こ
の
時
、
両
神
社
と
も
、
家
康
の
開
府
を
歓
迎
し
て
大

御
輿
を
繰
り
出
し
た
。
そ
の
時
の
状
景
を
あ
る
書
で
は
、

「
豪
華
絢
爛
、
勇
壮
に
し
て
お
の
ず
か
ら
心
氣
わ
き
立
つ

が
如
し
」
と
書
い
て
い
る
が
、
と
に
か
く
素
適
も
な
く
華

か
且
つ
勇
ま
し
い
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
の
話
を
耳
に
し
た
家
康
は
、
見
物
し
た
く
な
っ
た
の

で
あ
ろ
う
「
城
へ
入
れ
よ
」
と
命
じ
た
。
城
と
言
っ
て
も

江
戸
城
は
ま
だ
完
成
途
中
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
を
「
わ
っ

し
ょ
い
、
わ
っ
し
ょ
い
」
と
掛
声
も
勇
ま
し
く
派
手
派
手

し
く
練
り
込
ん
だ
。

こ
れ
が
家
康
の
氣
に
入
り
、
以
降
こ
の
二
者
に
限
り
御

輿
が
江
戸
城
へ
入
る
の
が
通
例
に
な
っ
た
。

こ
れ
を
人
々
は
天
下
祭
り
と
よ
ん
だ
。
従
っ
て
祭
り
に

神田明神

郡郡 順順 史史
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「
天
下
」
が
付
く
の
は
、
江
戸
、
い
や
日
本
諸
國
広
し
と

い
え
ど
、
神
田
明
神
と
山
王
日
枝
神
社
の
み
な
の
で
あ
る
。

因
に
江
戸
三
大
祭
り
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
神
田
明
神

と
山
王
日
枝
神
社
の
二
つ
と
、
あ
と
一
つ
は
、
深
川
八
幡

の
祭
り
、
浅
草
の
三
社
さ
ま
、
千
駄
木
町
の
根
津
権
現
神

社
、
芝
の
大
神
宮
（
鳶
と
角
力
取
り
の
喧
嘩
で
有
名
、
こ

の
神
社
も
古
い
）、あ
る
い
は
亀
戸
天
神
と
、
お
そ
ら
く
土

地
の
人
々
が
身
び
い
き
で
自
分
の
所
の
神
社
を
加
え
た
が
っ

た
結
果
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
こ
う
い
う
も
の
は
、
他
人

さ
ま
が
ひ
と
り
で
の
評
価
で
き
め
て
ゆ
く
も
の
で
、
勝
手

氣
局
無
理
矢
理
作
り
あ
げ
た
り
強
制
し
た
り
し
て
決
め
る

も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
従
っ
て
強
引
に
三
大
祭

り
と
、
三
大
に
こ
だ
わ
る
こ
と
は
な
い
、
二
つ
で
結
構
と

思
う
が
如
何
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
神
田
明
神
の
ご
祭
神
は
、

お
お
な
む
ち
の
み
こ
と

だ
い
こ
く

す
く
な
ひ
こ
な
の
み
こ
と

大
己
貴
命
（
大
黒
さ
ま
）
と
少
彦
名
命
（
え
び
す
さ
ま
）

た
い
ら
の
ま
さ
か
ど
の
み
こ
と

そ
れ
に
平
将
門
命
の
御
三
神
と
な
っ
て
い
る
。
前
の
二
神

は
福
徳
、
つ
ま
り
家
庭
円
満
、
商
売
繁
昌
の
神
さ
ま
で
平

将
門
神
は
制
火
、
賊
排
除
、
す
な
わ
ち
火
事
を
起
こ
さ
ず

火
を
制
し
、
賊
襲
い
来
た
ら
武
力
で
排
除
し
て
く
れ
る
神

さ
ま
で
あ
る
。

も
っ
と
も
一
説
に
よ
る
と
、
神
田
明
神
が
今
の
湯
島
お

茶
の
水
台
に
鎮
座
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
慶
長

八
年
（
一
六
〇
三
）
徳
川
家
康
が
江
戸
に
幕
府
を
開
く
と

同
時
に
江
戸
城
な
ら
び
に
城
下
町
と
し
て
の
江
戸
の
整
備

に
と
り
か
か
っ
た
。

そ
の
節
、
江
戸
城
内
に
取
込
ま
れ
る
べ
き
大
手
町
に
在
っ

た
平
将
門
塚
及
び
神
社
を
、
家
康
の
命
令
で
現
今
の
地
に

う
つ
し
た
。
同
時
に
ち
ょ
う
ど
こ
の
地
が
江
戸
城
の
鬼
門

に
あ
た
る
の
で
、
江
戸
の
護
り
、
総
鎮
守
社
と
し
て
庇
護

し
た
。

以
来
、
将
門
人
氣
も
あ
り
、
江
戸
っ
子
に
好
か
れ
て
発

展
に
発
展
を
と
げ
、
氏
子
も
、
神
田
、
日
本
橋
、
秋
葉
原
、

大
手
町
、
丸
の
内
、
築
地
な
ど
一
〇
八
ヶ
町
会
に
及
び
、

そ
の
祭
り
も
山
王
日
枝
神
社
と
共
に
江
戸
を
二
分
す
る
勢

い
と
な
っ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

も
っ
と
も
神
田
明
神
が
、
江
戸
っ
子
自
慢
の
名
所
に
な
っ

た
の
は
、
眺
望
の
よ
さ
も
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
今
で
こ

そ
高
層
ビ
ル
が
立
ち
な
ら
び
、
視
界
も
よ
く
な
く
な
っ
た

が
、
江
戸
時
代
は
、
四
方
八
方
、
江
戸
中
が
見
廻
せ
、
江

戸
湾
に
泛
ぶ
白
帆
さ
え
見
え
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
氏
子
た
ち
は
、「
神
田
明
神
さ
ん
に
お
参
り
し
て
江
戸

を
見
な
け
れ
ば
本
当
の
江
戸
見
物
を
し
た
と
は
い
え
ね
え
」

と
威
張
り
、
江
戸
見
物
に
地
方
か
ら
来
た
人
は
、
必
ず

と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
明
神
さ
ん
に
お
参
り
し
、
四
方
を
眺

め
て
、「
あ
あ
お
江
戸
は
広
い
」
と
感
心
し
満
足
し
た
も
の

だ
と
い
う
。

し
か
ら
ば
庶
民
の
究
極
の
願
い
で
あ
る
ご
利
益
を
明
神

さ
ん
は
お
与
え
下
さ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
ろ
ん
伝
説
、

言
い
伝
え
だ
が
、
そ
の
二
つ
三
つ
を
み
て
み
よ
う
。
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二

庶
民
の
願
い
は
、
い
つ
の
時
代
も
そ
う
突
飛
な
も
の
で

は
な
い
、
ま
ず
第
一
が
、
家
族
の
健
康
、
安
寧
で
あ
り
、

ち
ょ
っ
と
欲
を
張
っ
て
、
商
売
繁
昌
、
病
氣
を
持
つ
と
当

病
完
治
し
て
戴
く
こ
と
、
更
に
は
縁
結
び
、
夢
願
望
の
成

就
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
数
多
く
あ
る
。

も
っ
と
も
ど
こ
の
神
さ
ま
仏
さ
ま
に
も
お
願
い
す
る
こ
と

で
あ
ろ
う
。

し
か
ら
ば
神
田
の
明
神
さ
ん
は
、
参
拝
し
お
願
い
す
る

と
ど
ん
な
ご
利
益
が
あ
っ
た
か
？

ま
ず
は
大
己
貴
命
か
ら
書
い
て
み
よ
う
。

大
己
貴
命
は
通
称
を
大
黒
さ
ま
、
白
兎
の
神
話
で
も
知

ら
れ
る
よ
う
に
、
情
が
あ
り
生
き
と
し
生
き
る
も
の
す
べ

て
に
優
し
い
。
そ
の
上
に
薬
草
、
つ
ま
り
病
氣
を
な
お
す

す
べ術
も
心
得
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。

従
っ
て
一
病
完
治
を
お
願
い
す
る
と
き
っ
と
治
し
て
下

さ
る
と
い
う
。
が
、
そ
れ
以
上
に
意
外
な
の
は
、
落
と
し

物
、
失
せ
物
を
探
し
出
し
て
、
も
と
に
戻
し
て
下
さ
る
と

い
う
。

あ
る
時
、
神
田
岩
本
町
の
大
工
見
習
い
の
若
い
者
で
三

次
郎
と
い
う
の
が
、
四
代
前
の
お
爺
ち
ゃ
ん
か
ら
伝
わ
る

キ
セ
ル
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。

の

本
人
は
タ
バ
コ
を
喫
ま
な
い
の
だ
が
、
こ
の
キ
セ
ル
を

い
つ
も
身
に
つ
け
て
い
る
と
、
大
難
が
小
難
で
す
む
と
言

い
伝
え
ら
れ
、
大
切
に
身
に
つ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
落
し
た
の
か
、
ど
こ
か
に
置
き
忘
れ
た
の
か
、

無
く
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

「
ど
う
し
よ
う
、
ど
う
し
よ
う
。
あ
れ
を
無
く
し
た
ら
ご

先
祖
さ
ま
に
申
し
わ
け
な
い
」

知
り
人
ぜ
ん
ぶ
に
嘆
き
を
う
っ
た
え
た
。

す
る
と
親
方
の
彼
の
二
つ
年
下
の
娘
キ
ヨ
が
、

「
だ
っ
た
ら
神
田
明
神
さ
ん
に
お
願
い
す
る
と
い
い
わ
。

兎
の
お
守
り
が
あ
っ
て
、
願
掛
け
し
て
持
ち
歩
い
て
い
る

と
、
き
っ
と
戻
し
て
く
れ
る
て
」

と
教
え
て
く
れ
た
。
三
次
郎
は
藁
を
も
つ
か
む
思
い
で

明
神
社
に
飛
ん
で
行
き
、
お
願
い
し
て
か
ら
そ
の
兎
の
お

守
り
と
い
う
の
を
戴
き
、
身
に
つ
け
た
。
身
に
つ
け
た
だ

け
で
は
な
い
、
一
日
に
何
回
も
取
り
出
し
て
は
、
ひ
た
い

に
押
し
い
た
だ
き
、「
ど
う
ぞ
キ
セ
ル
を
出
し
て
下
さ
い
」

と
お
願
い
し
た
。

だ
が
、
二
日
た
ち
三
日
た
っ
て
も
キ
セ
ル
は
出
て
こ
な

い
。

「
キ
ヨ
ち
ゃ
ん
、
い
く
ら
お
願
い
し
て
も
キ
セ
ル
出
て
来

な
い
ぜ
」

三
次
郎
は
泣
き
べ
そ
半
分
、
腹
立
ち
半
分
で
キ
ヨ
に
訴

え
た
。

「
バ
カ
ね
。
い
く
ら
神
さ
ま
だ
っ
て
、
そ
ん
な
す
ぐ
に
出

し
て
く
れ
る
わ
け
な
い
で
し
ょ
う
。
も
っ
と
一
生
懸
命
お

願
い
し
て
、
十
日
く
ら
い
待
ち
な
さ
い
よ
」

逆
に
お
説
教
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
か
ら
五
日
後
、
つ
い
に
キ
セ
ル
は
出
た
。
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そ
の
朝
、
い
つ
も
の
よ
う
に
長
屋
の
端
に
あ
る
井
戸
へ

顔
を
洗
い
に
行
く
と
、
そ
の
井
戸
端
の
か
た
わ
ら
の
泥
の

中
に
埋
も
れ
て
吸
口
だ
け
を
ち
ょ
こ
っ
と
見
せ
て
い
た
の

で
あ
る
。

多
分
、
顔
を
洗
う
時
落
し
、
氣
が
つ
か
ず
、
そ
の
ま
ま

水
氣
の
多
い
泥
の
中
に
埋
も
れ
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。

天
に
も
昇
る
氣
持
ち
で
掘
り
出
し
た
三
次
郎
は
、
ぴ
か

ぴ
か
に
磨
い
て
か
ら
キ
ヨ
の
所
へ
飛
ん
で
行
っ
た
。
一
番

心
配
し
て
く
れ
た
の
は
キ
ヨ
な
の
で
、
真
先
き
に
知
ら
せ

よ
う
と
思
っ
た
の
だ
。

「
そ
れ
は
よ
か
っ
た
わ
ね
。
す
ぐ
お
�
参
り
に
行
き
な
さ

い
。
実
は
あ
た
し
黙
っ
て
い
た
け
ど
、
あ
た
し
も
明
神
さ

ん
に
お
願
い
し
て
い
た
の
」

キ
ヨ
も
よ
ろ
こ
ん
で
く
れ
て
、
懐
か
ら
兎
の
お
守
り
を

出
し
て
見
せ
た
。

こ
れ
が
き
っ
か
け
に
な
っ
て
、
二
人
は
愛
し
合
う
よ
う

に
な
り
結
婚
し
た
そ
う
で
あ
る
。
メ
デ
タ
シ
、
メ
デ
タ
シ
。

す
く
な
ひ
こ
な
の
み
こ
と

次
に
少
彦
名
命
。
こ
の
神
様
、
境
内
の
一
隅
に
大
波
の

中
、
お
椀
に
乗
っ
て
立
っ
て
お
ら
れ
る
像
が
安
置
さ
れ
て

お
り
、
ち
ょ
っ
と
一
寸
法
師
と
見
ま
う
が
、
歴
と
し
た
神

様
の
お
子
の
神
さ
ま
で
あ
り
、
本
来
は
大
國
主
命
と
協
力

し
て
國
土
の
経
営
に
た
ず
さ
わ
る
神
様
で
あ
る
と
い
う
。

だ
が
此
処
で
は
、
開
運
と
縁
結
び
の
神
様
と
し
て
尊
奉

さ
れ
、
こ
れ
ま
た
お
願
い
を
す
る
参
拝
者
が
絶
え
な
い
。

そ
れ
と
い
う
の
も
、
こ
の
神
様
の
縁
結
び
と
い
う
の
は

恋
愛
結
婚
と
い
っ
た
男
女
間
だ
け
の
縁
を
結
ぶ
の
で
は
な

く
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
人
間
同
士
の
、
た
と
え
ば
親
子
と

き
ょ
う
だ
い

か
兄
姉
、
友
人
間
の
縁
や
出
合
い
を
つ
か
さ
ど
り
、
昨
日

ま
で
知
ら
な
い
同
士
で
も
、
こ
の
神
様
に
お
願
い
す
る
と

た
ち
ま
ち
百
年
の
知
己
の
如
く
親
し
く
な
れ
る
と
い
う
。

そ
れ
ゆ
え
か
、
何
か
の
寄
り
合
い
が
あ
る
。
紛
糾
し
て

い
る
相
談
会
に
の
ぞ
む
、
と
い
う
人
々
は
必
ず
と
い
っ
て

よ
い
ほ
ど
会
合
前
に
神
社
に
お
参
り
し
、
こ
の
神
様
に
丁

重
に
掌
を
あ
わ
せ
て
お
願
い
し
て
ゆ
く
の
だ
。

人
間
関
係
が
、
殊
に
初
対
面
の
人
と
の
、
あ
い
だ
が
円

滑
に
ゆ
く
と
い
う
の
は
、
商
売
人
同
士
と
か
利
害
関
係
に

あ
る
人
に
と
っ
て
は
こ
よ
な
く
嬉
し
い
事
で
あ
り
、
商
売

繁
昌
の
も
と
と
も
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ど
こ
か
の

団
体
が
、
人
類
皆
同
じ
人
間
手
を
結
び
合
お
う
、
と
叫
ぶ

の
も
結
構
だ
が
、
そ
の
叫
ぶ
前
に
こ
の
神
様
に
両
掌
を
合

わ
せ
る
ほ
う
が
も
っ
と
大
事
で
は
な
い
か
、
と
感
想
を
抱

い
た
。

三

さ
て
最
後
に
な
っ
た
が
、
平
将
門
の
神
。

神
田
明
神
さ
ん
が
今
日
ま
で
何
千
何
百
年
、
徳
川
時
代

だ
け
で
も
三
百
年
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
、
平
成
を
加
え

る
と
四
百
年
と
信
者
を
集
め
、
崇
敬
が
耐
え
な
い
の
は
、

こ
の
神
社
に
平
将
門
が
祀
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
と
言
っ
て

も
言
い
す
ぎ
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
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と
に
か
く
何
故
か
不
思
議
に
将
門
さ
ん
は
、
江
戸
っ
子

以
前
の
江
戸
人
、
そ
し
て
江
戸
っ
子
、
い
や
関
東
一
円
の

人
々
と
言
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
人
々
に
人
気
が
あ

り
好
か
れ
て
い
る
。

あ
る
人
は
、
将
門
は
京
都
政
治
の
搾
取
に
対
抗
し
て
民

衆
を
助
け
て
く
れ
、
最
後
に
は
討
た
れ
て
京
都
で
打
首
に

な
っ
た
が
、
そ
の
首
が
は
る
か
江
戸
ま
で
飛
ん
で
帰
っ
て

来
て
な
お
も
睨
み
を
き
か
せ
て
く
れ
た
か
ら
だ
、
と
言
っ

て
い
る
。

で
は
、
将
門
公
は
、
神
田
明
神
社
に
祀
ら
れ
て
か
ら
、

ど
ん
な
ご
利
益
を
お
参
り
す
る
人
々
に
与
え
て
下
さ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

強
盗
、
盗
賊
よ
け
、
刃
物
に
よ
る
難
よ
け
、
は
当
然
と

し
て
も
、
意
外
な
の
は
火
の
災
難
を
予
防
排
除
し
て
く
だ

さ
る
と
い
う
の
だ
。

江
戸
時
代
の
初
期
に
は
戦
國
の
余
風
か
ら
か
、
辻
斬
り

と
か
押
込
み
強
盗
と
か
が
横
行
し
、
斬
ら
れ
て
命
を
落
す

人
も
あ
ま
た
い
た
。
そ
の
災
難
を
除
け
よ
う
と
、
将
門
公

の
守
り
札
を
家
に
貼
っ
た
り
身
に
つ
け
る
の
が
流
行
し
た
。

そ
し
て
事
実
お
札
の
お
か
げ
で
剣
難
か
ら
の
が
れ
た
、
と

い
う
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

が
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
、
人
口
も
増
え
人
家
も
立
て

こ
ん
で
く
る
と
、
火
災
が
ふ
え
た
。
そ
こ
で
剣
難
よ
り
火

難
よ
け
を
お
願
い
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
方
の
ご
利
益
ば
な
し
も
い
く
つ
か
伝
説
と
し
て
語
り

伝
え
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
ご
利
益
の
ほ
か
に
、
こ
の
神
社
に
は
歴
史
的
に

一
見
よ
り
百
見
す
る
ほ
ど
の
価
値
の
あ
る
建
造
物
（
失
�
）

が
あ
る
。

ま
ず
神
社
の
看
板
と
も
い
う
べ
き
「
随
神
門
」
で
あ
る
。

総
桧
の
入
母
屋
造
り
で
、
左
右
に
随
神
像
が
安
置
さ
れ
て

い
る
。
今
ど
き
入
母
屋
造
り
の
建
築
は
珍
し
い
し
忘
れ
ら

れ
て
い
る
。
と
く
と
拝
見
し
て
「
あ
あ
こ
れ
が
入
母
屋
造

り
と
い
う
の
か
」
と
歴
史
的
建
造
物
を
あ
ら
た
め
て
観
る

参
考
に
な
る
。

そ
し
て
そ
の
奥
に
あ
る
御
社
殿
。
こ
れ
も
堂
々
と
い
う

よ
り
立
派
で
あ
る
。
総
漆
朱
塗
で
い
か
に
も
神
々
が
お
い

で
に
な
る
、
と
思
わ
せ
る
。

そ
の
他
、
こ
の
神
社
の
境
内
に
は
種
々
の
神
さ
ま
が
お

祀
り
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
っ
と
も
ユ
ニ
ー
ク
な

の
は
「
銭
形
平
次
と
そ
の
仔
分
の
八
五
郎
」
の
碑
が
あ
る

こ
と
で
あ
る
。

こ
の
碑
は
昭
和
四
十
五
年
、
当
時
時
代
小
説
家
の
集
り

で
「
捕
物
作
家
ク
ラ
ブ
」
と
い
う
の
が
あ
り
、
会
長
は
銭

形
平
次
の
捕
物
帖
で
有
名
な
野
村
胡
堂
、
副
会
長
が
桃
太

郎
侍
の
山
手
樹
一
郎
で
あ
っ
た
。
当
時
、
捕
物
小
説
が
盛

ん
で
、
芝
居
、
映
画
、
テ
レ
ビ
と
モ
テ
モ
テ
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
何
か
記
念
に
な
る
も
の
を
残
そ
う
と
い
う
話
が
出

て
、
銭
形
平
次
の
住
居
が
神
田
明
神
下
の
長
屋
に
住
ん
で

い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
神
田
明
神
境
内
が
よ
い

だ
ろ
う
、
と
な
っ
て
建
立
さ
れ
た
と
い
う
。

今
で
は
「
銭
形
平
次
」
も
忘
れ
ら
れ
つ
つ
あ
る
人
物
に
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な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
と
き
に
発
見
し
た
人
が
、「
や
あ
こ

ん
な
所
に
銭
形
平
次
の
碑
が
あ
る
」
と
な
つ
か
し
そ
う
に

見
て
ゆ
く
と
言
う
。

も
う
一
つ
大
事
な
も
の
を
忘
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
資
料

館
の
存
在
で
あ
る
。

社
殿
に
向
っ
て
左
側
に
資
料
館
が
あ
り
、
江
戸
時
代
の

参
考
物
件
が
陳
列
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
資
料
的
に
大
量
と

い
う
わ
け
で
も
な
い
し
、
何
で
も
あ
る
と
い
う
わ
け
で
も

な
い
。
し
か
し
丹
念
に
観
て
行
く
と
、
お
の
ず
か
ら
江
戸

の
文
化
、
風
俗
習
慣
な
ど
が
理
解
出
来
、
非
常
に
有
効
性

が
あ
り
、
江
戸
に
触
れ
た
い
と
い
う
初
心
の
方
々
の
手
引

き
と
し
て
は
便
利
だ
と
思
う
。
そ
れ
に
神
田
祭
り
の
歴
史

的
資
料
も
展
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
知
識
を
増
す
こ
と
が

出
来
る
。

も
う
一
つ
忘
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
神
社
に
は
、
参
拝
す
る
の
に
女
坂
、
男
坂
と
い
う

の
が
有
る
。
拝
殿
の
裏
側
の
左
右
に
別
れ
て
、
む
ろ
ん
女

坂
は
ゆ
る
や
か
で
男
坂
は
や
や
急
と
な
っ
て
い
る
。
名
は

そ
う
で
あ
っ
て
も
、
必
ず
し
も
男
は
女
坂
を
、
女
は
男
坂

を
登
っ
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
行
き
は
女
坂
を
登
り
、
戻
り
は
男
坂
を
下
る
、

あ
る
い
は
そ
の
反
対
の
坂
を
利
用
す
る
と
、
好
い
た
人
と

縁
が
結
ば
れ
る
、
と
言
っ
て
、
わ
ざ
と
そ
う
登
り
下
り
す

る
参
詣
人
も
い
る
と
い
う
が
、
神
社
の
人
に
尋
ね
た
ら
、

「
そ
ん
な
こ
と
は
有
り
ま
せ
ん
よ
」

と
わ
ら
わ
れ
た
。
し
か
し
も
し
か
し
た
ら
―
。

最
後
に
、
神
社
へ
の
行
く
道
順
を
記
さ
ね
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。

神
田
明
神
さ
ん
ヘ
の
道
は
、
い
く
つ
も
有
る
。
は
じ
め

て
の
人
に
は
、
も
っ
と
も
解
り
や
す
く
て
近
い
道
は
、
Ｊ

ひ
じ
り
ば
し

Ｒ
の
お
茶
の
水
駅
の
「
聖
橋
口
」
を
降
り
て
す
ぐ
の
左
へ

五
、
六
歩
。
聖
橋
が
あ
り
、
右
手
に
湯
島
聖
堂
を
見
て
渡

り
進
む
と
本
郷
通
り
へ
出
る
。
そ
れ
を
渡
っ
て
右
へ
行
く

と
す
ぐ
に
左
手
に
神
田
明
神
が
見
え
る
。
距
離
に
し
て
三

百
米
く
ら
い
か
、
時
間
は
十
分
と
か
か
ら
な
い
。

他
に
も
種
々
行
く
道
は
あ
る
が
、
こ
の
道
が
一
番
早
く

て
便
利
か
と
思
う
。

ど
う
ぞ
あ
せ
ら
ず
ゆ
っ
く
り
お
参
り
し
て
、
た
っ
ぷ
り

ご
利
益
を
い
た
だ
い
て
下
さ
い
。

住

所

〒
一
〇
一－

〇
〇
二
一

東
京
都
千
代
田
区
外
神
田
二－

一
六－

二

Ｔ
Ｅ
Ｌ

〇
三－

三
二
五
四－

〇
七
五
三

神
田
明
神

―
次
回
は
赤
坂
山
王
日
枝
神
社
―
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■
訂
正
と
お
詫
び

酒
林
第
七
十
三
号
に
誤
植
が
あ
り
ま
し
た
。

左
記
の
通
り
正
誤
表
を
記
載
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

■
屋
根
の
あ
る
橋
（
表
紙
説
明
）

屋
根
の
あ
る
橋
を
探
す
写
真
家
と
橋
の
近
く
に
住
む
主

婦
の
た
っ
た
四
日
間
の
恋
。
映
画
「
マ
デ
ィ
ソ
ン
郡
の

橋
」
の
ヒ
ッ
ト
に
よ
り
、
日
本
で
も
屋
根
の
あ
る
橋
が

脚
光
を
あ
び
た
。
愛
媛
県
内
子
町
や
旧
河
辺
村
に
残
る

屋
根
つ
き
橋
も
地
域
の
人
々
に
よ
っ
て
大
切
に
保
存
さ

れ
、
そ
こ
を
訪
れ
る
人
を
迎
え
入
れ
て
い
る
。

「
酒
林
」随
筆
特
集

第
七
十
四
号

平
成
十
九
年
十
一
月
一
日
号

発
行
人

西

野

信

也

印
刷
人

太
陽
印
刷
株
式
会
社

高
松
市
亀
井
町
二
番
地
八

発
行
所

西
野
金
陵
株
式
会
社

正

誤

表

誤

り

正

二
十
七
頁
二
段
十
七
行
目

「
こ
こ
二
、
三
年
の
間
で
」

「
こ
こ
二
、
三
十
年
の
間
で
」

万
一
乱
丁
・
落
丁
が
あ
り
ま
し
た
ら
、ご
一
報
下
さ
い
。
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