
２
０
１
９（
令
和
元
）年
５
月
、
日
本
三
大
祭
り
の
１
つ
とみ

い
わ
れ
る
神
田
祭
が
に
ぎ
に
ぎ
し
く
行
わ
れ
た
。
多
く
の
神

こ
し輿
が
、
に
ぎ
や
か
な
氏
子
た
ち
の
「
わ
っ
し
ょ
い
」「
セ
イ

ヤ
」
の
掛
け
声
と
と
も
に
町
中
で
担
が
れ
た
。

こ
の
神
輿
担
ぎ
こ
そ
、
江
戸
の
昔
よ
り
連
綿
と
変
わ
ら
ず

続
け
ら
れ
て
き
た
「
江
戸
の
華
」
神
田
祭
の
姿
で
あ
る
と
、

今
日
思
っ
て
い
る
人
が
多
い
。

し
か
し
実
は
違
う
。

江
戸
時
代
の
神
田
祭
で
は
、
氏
子
の
人
々
は
最
大
８
ｍ
の

つ
け
ま
つ
り

山
車
や
附
祭
を
多
く
出
し
、
神
輿
は
神
社
管
理
の
宮
神
輿

２
基
の
み
、雇
わ
れ
た
人
足
に
よ
り
も
む
こ
と
も
な
く
粛
々
と

担
が
れ
て
い
た
。そ
れ
が
江
戸
の
華
・
神
田
祭
の
姿
で
あ
っ
た
。

今
日
の
よ
う
に
氏
子
に
よ
り
多
く
の
神
輿
が
つ
く
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
の
は
、
大
正
時
代
か
ら
で
あ
っ
た
。
山
車
は
、

町
の
改
組
、
電
線
架
線
、
不
景
気
な
ど
の
要
因
か
ら
明
治
４０

年
代
に
は
出
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
江
戸
時
代
の
神
田
祭
の
姿

は
、
こ
の
こ
ろ
に
は
断
絶
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

明
治
末
か
ら
大
正
時
代
に
、
近
代
的
な
町
内
会
が
組
織
さ

れ
、
町
管
理
の
町
神
輿
が
つ
く
ら
れ
町
内
の
人
々
で
担
が
れ

る
よ
う
に
な
り
、
今
日
の
よ
う
な
多
く
の
神

輿
が
担
が
れ
る
神
田
祭
の
形
へ
と
変
容
し
て

い
っ
た
。

各
時
代
に
そ
の
姿
が
変
容
し
、
そ
れ
が
幾

度
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
、
神
田
祭

は
継
承
さ
れ
今
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

東
京
で
は
最
近
外
国
人
観
光
客
が
増
加
し
、

そ
れ
に
伴
い
日
本
人
が
外
国
人
に
日
本
の
伝

統
文
化
を
紹
介
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
盛
ん

の
よ
う
だ
。

日
本
の
伝
統
文
化
と
い
う
と
、
神
社
仏
閣

や
茶
室
、
茶
道
や
歌
舞
伎
な
ど
が
イ
メ
ー
ジ

さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
伝
統
に
対
し
て
、

多
く
の
人
た
ち
が
、古
く
か
ら
そ
の
形
を
変
え

ず
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
と
信
じ
て
い
る
。

果
た
し
て
そ
う
な
の
か
。

現
在
使
わ
れ
る
不
変
の
継
承
を
意
味
す
る

「
伝
統
」
は
、
実
は
明
治
時
代
に
日
本
が
文

伝
統
の
創
造
こ
そ
が

日
本
文
化
の
本
来
の
姿
だ

時の調べEssay
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明
開
化
を
目
指
し
て
西
洋
化
が
進
む
な
か
で
「tradition

」

の
翻
訳
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
言
葉
で
あ
っ
た
。

伝
統
と
い
う
言
葉
こ
そ
、
明
治
時
代
に
創
造
さ
れ
た
新
た

な
「
伝
統
」
で
あ
っ
た
。

僕
は
普
段
白
衣
袴
の
姿
で
、「
伝
統
」
的
と
も
い
わ
れ
る

神
殿
で
神
事
の
奉
仕
を
し
て
い
る
。
が
し
か
し
、
実
際
に
神

田
明
神
へ
参
拝
す
る
人
々
は
現
代
人
で
あ
り
、
神
社
は
現
代

に
あ
る
文
化
で
も
あ
る
の
だ
。

「
神
田
明
神
で
は
パ
ソ
コ
ン
の
お
守
り
を
授
与
し
て
い
ま

す
」
と
い
う
と
大
抵
の
人
は
笑
う
。
き
っ
と
伝
統
文
化
に
現

代
文
化
が
合
わ
さ
る
と
き
、
何
か
違
和
感
を
感
じ
る
か
ら
だ

ろ
う
。
Ｉ
Ｔ
情
報
安
全
守
護
と
い
う
パ
ソ
コ
ン
の
お
守
り
は
、

２
０
０
２（
平
成
１４
）
年
か
ら
授
与
が
始
ま
り
、
フ
リ
ー
ズ

や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
ウ
イ
ル
ス
除
け
、
個
人
情
報
保
護
、
サ

イ
バ
ー
テ
ロ
防

護
な
ど
の
願
い

が
込
め
ら
れ
た
。

神
社
が
現
代
人

の
願
い
を
受
け

入
れ
る
場
で
あ

る
な
ら
ば
、
パ

ソ
コ
ン
の
お
守
り
が
あ
っ
て
当
た
り
前
の
こ
と
。

『
ラ
ブ
ラ
イ
ブ
！
』
な
ど
の
ア
ニ
メ
と
の
コ
ラ
ボ
で
も
神
田

明
神
は
話
題
に
な
る
こ
と
が
多
い
が
、
他
に
も
読
売
ジ
ャ
イ

ア
ン
ツ
と
の
コ
ラ
ボ
試
合
の
開
催
、
境
内
で
の
奉
納
プ
ロ
レ

ス
、
フ
ジ
テ
レ
ビ
月
９
ド
ラ
マ
『
ロ
ン
グ
バ
ケ
ー
シ
ョ
ン
』

第
１
話
の
ロ
ケ
地
、
さ
ら
に
小
説
や
ド
ラ
マ
で
有
名
な
『
銭

形
平
次
』
の
記
念
碑
が
境
内
に
建
て
ら
れ
た
り
も
し
て
い
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
現
代
文
化
を
受
け
入
れ
る
の
が
神
田
明
神
で
、

ア
ニ
メ
と
の
コ
ラ
ボ
は
そ
の
１
つ
に
す
ぎ
な
い
。

１
９
８
７（
昭
和
６２
）
年
に
大
ヒ
ッ
ト
し
た
俵
万
智
の
短

歌
集
『
サ
ラ
ダ
記
念
日
』
は
新
し
い
現
代
短
歌
の
先
駆
け
と

い
わ
れ
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
伝
統
的
で
は
な
い
と
批
判
し

た
の
は
、
伝
統
の
「
外
」
に
い
る
保
守
的
そ
し
て
権
威
主
義

的
な
批
評
家
や
啓
蒙
主
義
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
一
方
、
伝
統

の
「
内
」
に
い
る
歌
壇
の
短
歌
人
た
ち
は
、
短
歌
の
世
界
の

バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
を
広
げ
る
と
し
て
認
め
、
若
い
人
た
ち
が
短

歌
に
関
心
を
持
っ
て
く
れ
れ
ば
い
い
、
と
前
向
き
な
態
度
で

あ
っ
た
と
い
う
。

短
歌
人
や
神
職
な
ど
伝
統
の
「
内
」に
い
る
人
々
は
、日
々

常
に
伝
統
が
変
容
し
て
い
く
こ
と
を
意
識
し
、
さ
ら
に
時
代

に
あ
わ
せ
て
伝
統
を
創
造
し

て
い
く
役
割
を
も
担
っ
て
い

る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
。

本
来
、
伝
統
は
各
時
代
に

創
造
さ
れ
続
け
る
こ
と
で
、

さ
ら
に
新
た
な
伝
統
が
生
ま

れ
て
い
く
、
そ
の
歴
史
の
繰

り
返
し
な
の
で
あ
る
。

略
歴

１
９
７
４（
昭
和
４９
）年
、
東
京
生
ま
れ
。

國
學
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
神
道

学
専
攻
博
士
課
程
後
期
修
了
。博
士（
神

道
学
）。
２
０
０
４（
平
成
１６
）
年
、
神

田
神
社
に
奉
職
し
広
報
、
資
料
館
を
主

に
担
当
。
編
著
書
に
『
江
戸
天
下
祭
の

研
究
―
―
近
世
近
代
に
お
け
る
神
田
祭

の
持
続
と
変
容
』（
岩
田
書
院
）、『
新

版
神
社
の
お
し
え
』（
小
学
館
）な
ど
。

境内で行われた神田プロレスによる奉納プロレス

アニメ『シュタインズ・ゲー
ト・ゼロ』とコラボした際の
ポスター

2019・861


