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ご
あ
い
さ
つ

東
京
都
神
社
庁
庁
長
官
・
め
埴
温

徳
川
家
康
公
が
江
戸
の
町
づ
く
り
を
始
め
て
四
百
十
年
を
超
え
、
最
近
つ
と
に
江
戸
の
文
化
や
産

業
、
人
々
の
暮
ら
し
を
紹
介
す
る
図
書
が
多
く
出
版
さ
れ
、
大
き
な
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

平
成
九
年
（
一
九
九
七
）
　
に
、
I
A
東
京
中
央
会
か
ら
私
共
東
京
都
神
社
庁
に
、
江
戸
・
東
京
の

農
業
に
ゆ
か
り
あ
る
各
神
社
に
、
農
業
の
屋
外
説
明
板
を
設
置
し
た
い
と
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。

ご
存
知
の
と
お
り
、
瑞
穂
の
国
日
本
は
、
農
耕
文
化
の
発
展
を
き
っ
か
け
と
し
て
今
日
の
経
済
の

繁
栄
が
あ
り
ま
す
。
私
共
神
社
は
、
五
穀
豊
穣
を
祈
り
各
地
域
の
鎮
守
と
し
て
農
村
社
会
の
発
展
に

一
翼
を
担
わ
せ
て
頂
い
た
事
か
ら
、
私
共
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
大
変
あ
り
が
た
く
、
そ
の
実
現
に

全
面
的
に
協
力
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
お
蔭
様
で
、
農
業
を
切
り
口
と
し
た
地
域
の
歴
史
に
、
皆

さ
ん
大
変
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

こ
の
た
び
、
『
江
戸
・
東
京
農
業
名
所
め
ぐ
り
』
を
発
刊
さ
れ
、
そ
の
歴
史
を
一
冊
に
ま
と
め
ら

れ
る
こ
と
は
、
農
業
発
展
の
た
め
に
活
躍
さ
れ
た
諸
先
輩
、
諸
先
生
の
軌
跡
を
後
生
の
世
代
へ
の
メ



ツ
セ
ー
ジ
と
し
て
受
け
継
が
れ
る
な
ど
誠
に
意
義
が
あ
る
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

本
書
は
、
都
内
の
中
学
校
、
公
立
図
書
館
、
教
育
委
員
会
に
寄
贈
さ
れ
る
と
共
に
、
一
般
書
店
で

も
販
売
さ
れ
る
と
聞
い
て
お
り
ま
す
が
、
東
京
都
内
、
各
地
域
に
あ
る
農
業
の
歴
史
を
通
じ
て
、
私

共
神
社
の
役
割
も
多
く
の
方
に
理
解
し
て
頂
く
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

お
わ
り
に
、
こ
の
図
書
の
発
刊
に
あ
た
り
執
筆
さ
れ
た
方
々
、
関
係
者
の
皆
様
に
心
か
ら
敬
意
を

表
し
あ
い
さ
つ
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。



ご
あ
い
さ
つ

東
京
都
知
事
／
豊

平
成
十
五
年
（
二
〇
〇
三
年
）
　
は
、
江
戸
に
幕
府
が
開
か
れ
て
か
ら
四
百
年
に
な
り
ま
す
が
、
日

本
で
初
め
て
全
国
的
な
人
口
統
計
が
作
ら
れ
た
一
七
二
一
年
に
は
江
戸
は
百
万
都
市
に
な
っ
て
い
ま

し
た
。全

国
の
大
名
た
ち
は
、
参
勤
交
代
制
に
よ
る
江
戸
在
勤
中
の
住
ま
い
と
し
て
郊
外
に
も
屋
敷
を
建

て
、
そ
の
広
大
な
敷
地
の
中
で
お
国
か
ら
取
り
寄
せ
た
野
菜
の
タ
ネ
を
蒔
い
て
栽
培
を
始
め
ま
し
た
。

こ
れ
が
屋
敷
周
辺
の
農
民
の
間
に
も
広
が
り
、
そ
の
後
、
品
種
改
良
や
栽
培
方
法
に
工
夫
が
加
え
ら

れ
て
、
練
馬
大
根
や
滝
野
川
ニ
ン
ジ
ン
、
金
町
コ
カ
ブ
、
亀
戸
大
根
、
コ
マ
ツ
ナ
、
馬
込
半
白
節
成

キ
ュ
ウ
リ
な
ど
、
江
戸
（
東
京
）
　
の
地
名
が
付
い
た
野
菜
と
し
て
全
国
に
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

I
A
東
京
グ
ル
ー
プ
で
は
、
農
業
協
同
組
合
法
施
行
五
十
周
年
の
記
念
事
業
の
一
つ
と
し
て
、
こ

の
　
『
江
戸
・
東
京
農
業
名
所
め
ぐ
り
』
を
上
梓
さ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
も
、
東
京
の
農
家
の
先
人

が
残
し
て
き
た
数
多
く
の
功
績
を
後
世
に
伝
え
る
た
め
、
『
江
戸
・
東
京
ゆ
か
り
の
野
菜
と
花
』
、
『
江



戸
・
東
京
暮
ら
し
を
支
え
た
動
物
た
ち
』
、
『
東
京
う
ど
物
語
』
を
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
熱
意
に

深
く
敬
意
を
表
し
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
本
は
、
児
童
・
生
徒
が
地
域
の
農
業
や
歴
史
・
文
化
を

学
ぶ
教
材
と
し
て
活
用
で
き
る
よ
う
、
区
市
町
村
の
中
央
図
書
館
や
都
内
の
公
私
立
中
学
校
等
に
ご

提
供
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
こ
と
に
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。

現
在
、
日
本
の
農
業
は
輸
入
農
産
物
の
増
加
や
食
料
品
自
給
率
の
低
下
な
ど
の
課
題
に
直
面
し
て

い
ま
す
が
、
都
内
の
各
地
域
で
は
、
大
消
費
地
東
京
の
立
地
を
生
か
し
て
、
創
意
工
夫
し
な
が
ら
農

業
経
営
に
取
り
組
む
農
業
者
が
た
く
さ
ん
見
ら
れ
、
大
変
心
強
く
感
じ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
、

私
た
ち
の
生
活
環
境
に
う
る
お
い
と
安
ら
ぎ
を
与
え
て
く
れ
る
緑
豊
か
な
農
地
か
ら
、
都
民
の
皆
さ

ん
の
食
卓
に
、
新
鮮
で
安
全
な
農
産
物
を
捷
供
し
続
け
て
い
た
だ
く
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。


