
神
晨

と
湯
島

聖
堂
神
晨

刻
像

神
晨
は
、
古
代
中
国
の
伝
説
上
の
帝
■
で
あ
る
二
皇

（代
義

・
神
晨

・
女
嫡
）
の
一
人
で

あ
る
。
ヤ
国
十
典
籍
に
よ
る
と
、
初
め
て
晨
具

（鋤

・
鍬
）
を
作
り
晨
耕
を
人
民
に
教
え
た

と
い
う
。
ま
た
、
人
民
が
病
氣
で
普
し
ん
で
い
る
の
を
み
て
、
百
単
を
常
め
て
医
率
を
作
り
、

さ
ら
に
、
晨
作
物
な
ど
と
他
の
物
品
を
え
換
す
る
市
場
を
設
け
、
え
易
を
教
え
た
と
い
う
。

日
本
で
は
、
江
戸
時
代
か
ら
医
薬
の
始
れ
と
し
て
神
晨
は
東
洋
医
学
者
の
尊
崇
を
集
め
て

き
た
が
、
え
易
の
神
と
し
て
の
神
晨
も
商
業
に
携
わ
る
人
々
の
間
で
根
強
い
人
気
を
博
し
、

商
業
神
と
し
て
現
在
も
各
地
で
れ
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
助
島
聖
堂
神
晨
像
は
、
下
記
沿
革
に
あ
る
よ
う
に
、
昭
わ
二
十
九
年
の
調
査
に

よ
っ
て
、
二
代
着
軍
家
え
の
発
願
に
よ
り
製
作
さ
れ
た
も
の
と
す
る
の
が
有
力
と
な
っ
て
い

る
。
当
初
、
難
司
ヶ
谷
の
来
え
院
基
園
寺
に
杞
ら
れ
た
が
、
元
禄
十

一
年

（
一
六
九
八
）
聖

堂
敷
地
東
北
の
地
に
位
置
し
て
神
晨
廟
が
設
け
ら
れ
、
神
晨
像
も
こ
こ
に
安
五
さ
れ
た
。
そ

の
後
、
党
政
九
年

（
一
セ
九
七
）
神
口
の
医
学
館

（踏
壽
館
）
に
移
り
、
さ
ら
に
有
為
転
変

を
経
て
昭
わ
十
八
年

（
一
九
ロ
ニ
）
実
に
百
五
十
年
ぶ
り
に
再
び
聖
堂
に
遷
座
し
た
。

こ
の
神
晨
像

（木
彫
）
は
、
ほ
ぼ
等
身
人
で
、
古
木
の
勿
り
株
の
上
に
座
し
て
オ
足
は
苗

げ
、
左
足
は
下
に
基
れ
て
い
る
。
日
は
几
閉
き
、
各
は
値
か
に
関
き
革
を
首
め
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
ま
た
、
オ
手
は
膝
の
上
に
置
い
て
緒
鞭

（し
ゃ
べ
ん

。
赤
い
数
の
よ
う
な
も
の
）

を
持
ち
、
左
手
は
胸
え
で
歯
げ
て
率
単
の
よ
う
な
も
の
を
握

っ
て
い
る
。
颯
兆
畑
々
、
身
体

に
は
基
単
の
枝
業
の
よ
う
な
衣
服
が
刻
ま
れ
て
い
て
、
人
者
の
帝
二
、
医
薬
の
始
れ
に
相
痣

し
い
裁
風
凛
々
と
し
た
趣
で
あ
る
。

※
緒
鞭
…
…
し
ゃ
べ
ん
。
赤
い
む
ら
。
む
か
し
、
神
晨
が
赤
い
鞭
で
キ
を
教
打
ち
な
が
ら

率
革
を
さ
が
し
た
こ
と
か
ら
、
本
単
学
者
を
結
鞭
家
と
い
う
。
〔捜
神
記
よ
り
〕

神
晨
廟

ｏ
昔
革

湯
島
聖

堂
紳
農

像医
薬
の
始
祖

炎
帝
紳
農
は

約
五
千
年
前

の
支
郵
太
吉

三
皇
の
一
人

で
医
薬
を
始

め
農
業
商
業

交
易
を
教
え

た
聖
■
で
あ

る
。
湯
島
聖

量
の
紳
農
像

は
約
千
年
前

宋
か
ら
波
来

し
た
も
ら
で

億
川
家
光
が

略
草
院
に
移

し
て
祀
つ
た

費
目
最
古
の

轡
農
本
像
で

こ
の
絵
図
は

狩
野
永
秀
の

槙
写
に
よ
る

狩
野
永
秀
模
写

神
農
像


