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•	

御
挨
拶

•	

神
武
東
征
を
題
材
に
し
た
新
曲
「
払
暁
雄
誥
～
あ
か
つ
き
の
歌
」
を
巡
っ
て

•	

文
華
殿
と
江
戸
城
本
丸
御
殿
大
広
間
に
つ
い
て

•	

主
な
祭
典
・
行
事
の
御
報
告

•	

橿
原
だ
よ
り

•	

今
後
の
主
な
祭
典
・
行
事
の
予
定

東征される神武天皇

御

挨

拶

橿
原
神
宮
或
い
は
神
武
天
皇
に
関
係
す
る
歌
と
言
え
ば
真
っ
先
に
思
い

起
こ
す
の
は
、
高
崎
正
風
作
の
「
紀
元
節
」
で
あ
り
、
ま
た
昭
和
十
五
年

紀
元
二
千
六
百
年
を
迎
え
る
に
あ
た
り
広
く
国
民
か
ら
公
募
さ
れ
た
国
民

歌
「
紀
元
二
千
六
百
年
」
が
代
表
的
な
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。「
雲
に
聳

ゆ
る　

高
千
穂
の
」
で
始
ま
る
紀
元
節
は
二
月
十
一
日
斎
行
の
紀
元
祭
で

歌
わ
れ
ま
す
。
御
勅
使
が
大
幣
帛
を
奉
り
御
祭
文
を
奏
上
さ
れ
た
後
、

四
千
余
名
の
参
列
者
全
員
で
高
ら
か
に
歌
わ
れ
ま
す
。

一
方
、
「
金
鵄
輝
く
日
本
の
」
と
歌
わ
れ
る
奉
祝
国
民
歌
「
紀
元

二
千
六
百
年
」
は
当
神
宮
と
し
て
祭
典
行
事
等
で
歌
わ
れ
る
機
会
は
ご
ざ

い
ま
せ
ん
が
、
神
武
天
皇
が
橿
原
宮
で
即
位
さ
れ
た
の
が
我
が
国
の
始
ま

り
・
紀
元
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
二
千
六
百
年
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ

れ
を
記
念
し
て
橿
原
神
宮
境
域
拡
張
整
備
事
業
と
国
家
事
業
に
拠
る
御
社

殿
整
備
が
行
わ
れ
、
現
在
の
御
社
殿
や
境
域
が
造
ら
れ
ま
し
た
。
紀
元

二
千
六
百
年
は
橿
原
神
宮
と
縁
の
深
い
出
来
事
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
現

在
も
な
お
多
く
の
人
々
に
認
識
を
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

因
み
に
も
う
一つ「
紀
元
二
千
六
百
年
頌
歌
」
が
あ
り
ま
す
が
、こ
ち
ら
は

ゆ
っ
く
り
と
し
た
曲
で「
遠
す
め
ろ
ぎ
の　
か
し
こ
く
も
」で
始
ま
り
ま
す
。

こ
の
橿
原
神
宮
境
域
拡
張
整
備
事
業
に
は
、
全
国
か
ら
団
体
個
人
延
べ

百
二
十
一
万
人
以
上
の
方
々
が
建
国
奉
仕
隊
の
名
称
の
組
織
体
と
し
て
、

勤
労
奉
仕
に
従
事
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
建
国
奉
仕
隊
の
歌
と
し
て
山
田
耕

筰
作
曲
の
「
建
国
奉
仕
隊
の
歌
（
八
咫
烏
の
旗
の
下
に
）
」
が
あ
り
ま
す
。

「
あ
ゝ
緑
濃
き
橿
原
に
」
と
歌
わ
れ
て
、
力
強
い
曲
で
す
。

こ
れ
と
同
じ
時
期
に
作
ら
れ
た
の
が
、
北
原
白
秋
作
詞 

信
時
潔
作
曲
の

交
声
曲
（
カ
ン
タ
ー
タ
）「
海
道
東
征
」
で
あ
り
ま
す
。
高
千
穂
か
ら
始
ま

り
神
武
天
皇
の
御
東
征
の
シ
ー
ン
が
様
々
な
音
で
表
現
さ
れ
て
お
り
、
壮

大
な
建
国
の
曲
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
「
払ふ

っ
ぎ
ょ
う
ゆ
う
こ
う

暁
雄
誥
～
あ
か
つ
き
の
歌
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
今
回
の

「
か
し
は
ら
」
に
玉
稿
を
賜
り
ま
し
た
鈴
木
英
史
様
が
令
和
三
年
に
作
曲

さ
れ
た
も
の
で
同
様
に
神
武
東
征
を
テ
ー
マ
に
し
て
お
り
ま
す
。

橿
原
神
宮
は
一
昨
年
令
和
二
年
に
御
鎮
座
百
三
十
年
を
迎
え
ま
し
た
。

こ
の
記
念
の
年
を
迎
え
る
に
あ
た
り
N
P
O
法
人
音
楽
の
森 

理
事
長
荒
井

敦
子
様
が
奉
祝
曲
「
時
の
は
じ
ま
り
」
を
作
詞
作
曲
し
て
下
さ
い
ま
し

た
。（
か
し
は
ら
第
一
七
七
号
既
報
）
神
話
の
時
代
か
ら
人
の
時
代
に
移
り

変
わ
り
、
神
武
天
皇
が
橿
原
宮
で
即
位
さ
れ
日
本
の
国
が
建
て
ら
れ
た
。

以
来
時
が
過
ぎ
て
も
神
武
天
皇
を
慕
う
人
々
の
心
は
変
わ
る
こ
と
無
く
今

に
至
っ
て
い
る
、
と
い
う
歌
で
す
。
荒
井
様
は
昨
令
和
三
年
に
は
、
神
武
東

征
の
曲
を
作
ら
れ
ま
し
た
。「
美う

ま
し
と
こ
ろ
へ
」
と
い
う
ボ
レ
ロ
調
の
歌
で

す
。
今
ま
で
の
神
武
東
征
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
離
れ
た
全
く
斬
新
な
曲
で
す

の
で
、
機
会
が
あ
れ
ば
皆
様
に
も
是
非
お
聴
き
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
様
に
神
武
天
皇
や
橿
原
神
宮
に
関
係
す
る
歌
を
書
い
て
み
ま
し
た

が
、
こ
の
中
で
何
曲
か
は
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
を
通
し
て
聴
く
こ
と
が
出
来
ま

す
。
ど
う
ぞ
お
聴
き
に
な
っ
て
み
て
下
さ
い
。

橿
原
神
宮
宮
司　

久
保
田
昌
孝
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突
然
切
り
出
し
ま
し
た
。

「
信
時
潔
の
海
道
東
征
を
ご
存
知
で
す
か
？
」

作
曲
家
・
信
時
潔
は
「
海
ゆ
か
ば
」
の
作
曲
者
で
有
名
で
す
が
、
「
海
道
東

征
」
は
一
九
四
〇
年
に
皇
紀
二
六
〇
〇
年
を
祝
賀
す
る
皇
紀
二
六
〇
〇
年
奉
祝
曲

と
し
て
作
ら
れ
た
、
合
唱
、
独
唱
、
と
管
弦
楽
の
た
め
の
八
曲
か
ら
成
る
カ
ン

タ
ー
タ
。
歌
詞
は
北
原
白
秋
の
書
き
下
ろ
し
に
寄
る
も
の
で
す
。

「
先
日
実
演
を
聴
く
機
会
が
あ
り
ま
し
て
、
涙
が
出
る
ほ
ど
感
動
し
て
し
ま
っ

た
の
で
す
。
実
は
そ
の
時
、
新
た
に
神
武
天
皇
を
題
材
に
し
た
作
品
を
音
楽
隊
で

初
演
し
た
い
と
閃
い
た
の
で
す
が
、
英
史
さ
ん
、
書
い
て
頂
け
ま
せ
ん
か
？
」

こ
の
言
葉
に
、
私
は
天
啓
の
よ
う
な
電
流
が
走
り
使
命
感
と
共
に

「
書
か
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
即
答
、
神
棚
を
通
し
て
の
会
話
か
ら
、
神
武
天
皇

様
か
ら
引
き
合
わ
せ
て
頂
け
た
の
だ
、
と
言
う
感
謝
溢
れ
る
感
情
を
抑
え
き
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。

数
ヶ
月
後
、
私
の
名
古
屋
出
張
中
に
柴
田
隊
長
か
ら
連
絡
が
入
り
ま
す
。

「
明
日
夜
、
橿
原
神
宮
で
演
奏
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
で
す
が
」

こ
れ
は
聴
き
に
お
い
で
な
さ
い
と
い
う
お
誘
い
と
直
感
。
予
定
を
見
る
と
仕
事

は
夕
方
に
終
わ
り
、
近
鉄
特
急
で
駆
け
つ
け
れ
ば
間
に
合
う
の
で
す
。

翌
日
橿
原
に
向
か
い
、
夜
の
神
宮
に
響
き
渡
る
見
事
な
歌
声
と
音
楽
隊
の
演
奏

を
聴
き
な
が
ら
、
橿
原
で
演
奏
が
聴
け
る
タ
イ
ミ
ン
グ
の
お
導
き
を
確
信
、
演
奏

後
に
は
、
特
別
に
お
参
り
と
お
祓
い
の
上
、
久
保
田
宮
司
に
拝
謁
出
来
、
ま
す
ま

す
神
武
天
皇
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
事
が
出
来
ま
し
た
。

さ
ら
に
数
ヶ
月
後
、
鹿
児
島
に
出
張
。
折
角
の
機
会
で
す
、
時
間
を
取
り
宮
崎

の
出
世
の
地
か
ら
東
征
の
ル
ー
ト
を
辿
ろ
う
と
思
い
立
ち
、
元
宮
崎
県
警
音
楽
隊

隊
長
の
井
手
茂
貴
さ
ん
に
連
絡
を
取
り
ま
し
た
。
す
る
と
、

「
実
は
私
は
宮
崎
神
宮
の
真
横
に
住
ん
で
い
る
ん
で
す
。
し
か
も
本
部
宮
司
は

お
隣
さ
ん
で
す
よ
」

「
神
武
天
皇
東
征
を
題
材
に
し
た
新
し
い
曲
を
書
き
ま
せ
ん
か
？
」

陸
上
自
衛
隊
中
部
方
面
音
楽
隊
柴
田
昌
宣
隊
長
（
当
時
）
か
ら
の
要
望
で
作
曲

し
た
作
品
、
「
払ふ

っ
ぎ
ょ
う
ゆ
う
こ
う

暁
雄
誥
～
あ
か
つ
き
の
歌
」
は
二
〇
二
二
年
二
月
二
四
日
大
阪

フ
ェ
ス
テ
ィ
ヴ
ァ
ル
ホ
ー
ル
に
て
、
鶇つ

ぐ
み

真
衣
さ
ん
の
独
唱
、
柴
田
昌
宣
隊
長
指
揮

に
よ
る
中
部
方
面
音
楽
隊
（
以
下
中
方
音
）
の
演
奏
で
初
演
さ
れ
ま
し
た
。
会
場

は
コ
ロ
ナ
禍
に
も
拘
ら
ず
二
〇
〇
〇
人
ほ
ど
の
満
席
の
聴
衆
、
更
に
久
保
田
宮
司

様
に
も
ご
臨
席
頂
く
と
い
う
光
栄
を
賜
り
ま
し
た
。

こ
の
作
品
の
成
立
ま
で
に
は
お
導
き
で
し
か
あ
り
得
な
い
事
の
連
続
で
し
た
の

で
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
、
そ
の
成
立
と
曲
へ
の
想
い
を
記
し
て
い
き
ま
す
。

発
端
は
初
演
の
数
年
前
に
遡
り
ま
す
。

中
方
音
で
の
仕
事
の
折
、
隊
長
室
に
案
内
さ
れ
ま
す
。
す
る
と
窓
際
に
、
神
棚

の
コ
ー
ナ
ー
が
燦
然
と
輝
い
て
い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
各
地
の
音
楽
隊
に
招

か
れ
た
経
験
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
に
立
派
な
神
棚
を
祀
っ
て
お
ら
れ
る
隊

長
は
初
め
て
で
、
私
も
仕
事
場
に
は
神
棚
を
祀
っ
て
お
り
ま
す
の
で
即
座
に
反
応

し
ま
し
た
。

「
隊
長
、
や
は
り
お
参
り
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
よ
ね
」

こ
の
一
言
で
一
気
に
話
が
弾
み
ま
す
。

「
英
史
さ
ん
も
行
か
れ
ま
す
か
？
」

「
も
ち
ろ
ん
で
す
。
伊
勢
神
宮
は
毎
年
、
出
雲
は
仕
事
柄
毎
月
の
よ
う
に
訪
れ

て
い
ま
す
」

「
実
は
音
楽
隊
は
ご
縁
が
あ
り
、
伊
勢
神
宮
で
も
橿
原
神
宮
で
も
演
奏
の
機
会

が
あ
る
の
で
す
よ
」

中
方
音
は
伊
丹
駐
屯
地
内
と
い
う
土
地
柄
も
相
ま
っ
て
数
々
の
神
宮
様
と
の
ご

縁
に
興
奮
し
、
し
ば
ら
く
神
宮
に
つ
い
て
会
話
を
交
わ
し
ま
す
。
す
る
と
隊
長
が

神
武
東
征
を
題
材
に
し
た
新
曲

「
払
暁
雄
誥
～
あ
か
つ
き
の
歌
」
を
巡
っ
て
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本
部
宮
司
さ
ん
に
も
神
宮
の
内
部
を
特
別
に
拝
観
さ
せ
て
頂
く
な
ど
、
通
常
で

は
あ
り
得
な
い
こ
と
が
続
き
、
こ
の
仕
事
は
ま
さ
に
遣
わ
さ
れ
た
と
の
確
信
は
決

定
的
な
も
の
に
な
り
ま
し
た
。

実
は
今
年
二
〇
二
二
年
に
は
、
宮
崎
と
広
島
か
ら
の
新
作
依
頼
が
あ
り
ま
す
。

ま
さ
に
東
征
を
辿
る
か
の
よ
う
な
こ
の
流
れ
も
大
い
な
る
お
導
き
で
す
。

さ
て
、
題
名
の
「
払
暁
雄
誥
」
は
、
ふ
っ
ぎ
ょ
う
ゆ
う
こ
う
、
と
読
み
、
夜
明

け
を
告
げ
る
雄
叫
び
、
を
意
味
し
ま
す
。
字じ

づ
ら面

の
強
さ
、
オ
ー
ラ
に
心
を
奪
わ
れ

て
し
ま
う
こ
の
四
文
字
は
、
作
詞
を
担
当
し
た
平
居
宏
朗
さ
ん
に
よ
っ
て
提
案
さ

れ
た
も
の
で
す
。

神
武
東
征
を
音
楽
に
す
る
こ
と
は
、
信
時
潔
の
仕
事
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
私
は

今
回
ど
の
よ
う
に
描
こ
う
か
と
構
想
を
考
え
て
お
り
ま
し
た
。
平
居
さ
ん
の
詞

（
下
記
参
照
）
を
読
ん
だ
際
、
「
東
征
の
旅
は
、
現
代
の
私
た
ち
が
困
難
に
立
ち

向
か
い
な
が
ら
前
に
進
む
」
と
い
う
我
々
の
精
神
そ
の
も
の
を
表
し
た
も
の
だ
と

い
う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。

こ
こ
か
ら
、
曲
は
三
つ
の
楽
章
「
払
暁
」
「
東
征
」
「
雄
誥
」
か
ら
な
り
、
夜

明
け
～
旅
～
大
い
な
る
意
志
へ
の
讃
歌
、
と
い
う
構
成
が
決
ま
り
ま
し
た
。

中
方
音
の
歌
姫
、
鶫
真
衣
さ
ん
の
歌
は
三
曲
目
に
入
り
ま
す
。
驚
い
た
こ
と
に

鶫
さ
ん
は
初
演
か
ら
譜
面
を
全
部
覚
え
て
暗
譜
で
歌
い
ま
し
た
。
舞
台
上
の
真
衣

さ
ん
は
、
ま
さ
に
神
か
ら
の
使
者
と
し
て
祀
り
を
司
る
よ
う
に
何
か
が
憑
依
し
た

か
の
よ
う
な
説
得
力
で
曲
を
聴
衆
に
届
け
て
く
れ
、
柴
田
隊
長
も
「
演
奏
中
の
記

憶
が
な
い
」
と
い
う
ほ
ど
没
入
し
た
入
魂
の
演
奏
。
作
曲
者
の
私
も
感
動
を
隠
せ

ま
せ
ん
で
し
た
。

い
つ
の
日
か
、
橿
原
神
宮
で
も
奉
納
演
奏
の
機
会
を
賜
れ
ば
、
こ
れ
以
上
の
ご

恩
返
し
は
有
り
ま
せ
ん
。
ま
た
宮
崎
神
宮
の
本
部
宮
司
も
宮
崎
で
の
演
奏
を
切
望

し
て
お
ら
れ
ま
す
。
神
武
天
皇
を
巡
っ
て
の
出
会
い
と
ご
恩
返
し
の
旅
は
ま
だ
ま

だ
続
き
そ
う
で
す
。
本
稿
を
ご
依
頼
頂
い
た
橿
原
神
宮
久
保
田
宮
司
様
に
、
甚
大

な
る
感
謝
の
想
い
と
共
に
こ
の
拙
稿
を
お
捧
げ
致
し
ま
す
。

「
払ふ

っ
ぎ
ょ
う
ゆ
う
こ
う

暁
雄
誥
～
あ
か
つ
き
の
歌う

た
」　
　

作
詞 

平
居
宏
朗

暁あ
か
つ
き

払は
ら

う 

雄お
た
け叫

び
よ

闇や
み
よ夜

に
棲す

ま
う 

醜し
こ

ど
も
を

撃う

ち
て
し
止や

ま
ぬ 

も
の
の
ふ
の

猛た
け

る
命

い
の
ち

の 

轟と
ど
ろか

せ

日ひ
つ
ぎ嗣

の
御み

よ世
を
打う

ち
立た

て
ん

天あ
ま
つ
ち地

に 

あ
ま
ね
く
満み

て
り 

皇す
め
が
み神

の 

大お
お
み
こ
こ
ろ

御
心
を 

魂た
ま

に
受う

け

大や
ま
と和

の
國く

に

を 

慈い
つ
くし

む 

神か
む
や
ま
と
い
わ
れ
び
こ
の
み
こ
と

日
本
磐
余
彦
尊 

立た

ち 

継つ

ぎ
し
日ひ

む
か向

の 

弥い
や
さ
か栄

を

千ち

よ代
に
八や

ち

よ
千
代
に 

言こ
と
ほ祝

ぎ
て

永と

わ遠
に
伝つ

た

え
ん 

暁
あ
か
つ
きの

歌う
た

よ
照て

ら
せ
よ 

ま
ほ
ろ
ば
の
國く

に

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル　
鈴
木 

英
史（
す
ず
き
・
え
い
じ
） 

一
九
六
五
年
東
京
生
ま
れ
。
東
京
藝
術
大
学
大
学
院
音
楽
研
究
科
作
曲
専
攻
修
了
。
作
曲
、
ピ
ア

ノ
、
指
揮
、
声
楽
、
雅
楽
、尺
八
を
学
ぶ
。
安
宅
賞
、
第
一一
回
日
本
管
打
・
吹
奏
楽
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
（
作

編
曲
部
門
）、 

外
務
省
在
外
公
館
長
表
彰
な
ど
を
受
章
。

東
京
二
〇
二
〇
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
閉
会
式
式
典
に
て
作
品
が
使
用
さ
れ
る
。

国
民
体
育
大
会
式
典
音
楽
（
石
川
、山
形
、
栃
木
）、
国
民
文
化
祭
創
作
音
楽
（
鳥
取
、
秋
田
）、ね

ん
り
ん
ぴ
っ
く
式
典
音
楽（
石
川
）
等
を
担
当
。日
本
ス
リ
ラ
ン
カ
国
交
六
〇
周
年
記
念
作
品
、
台
湾
ク

リ
ニ
ッ
ク
課
題
曲
、二
〇
二
二
年
度
全
日
本
吹
奏
楽
コ
ン
ク
ー
ル
課
題
曲
委
嘱
、
自
作
自
演
コ
ン
サ
ー
ト

（
台
湾
三
公
演
、シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
）
、
作
曲
編
曲
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ（
台
湾
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
・
マ
レ
ー
シ

ア
・
ス
リ
ラ
ン
カ
）な
ど
ア
ジ
ア
地
域
で
の
活
動
、シ
カ
ゴ
ミ
ッ
ド
ウ
エ
ス
ト
ク
リ
ニ
ッ
ク
で
も
新
作
含
め

採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。日
本
音
楽
著
作
権
協
会
正
会
員
。
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文
華
殿
と
江
戸
城
本
丸
御
殿
大
広
間
に
つ
い
て

 

奈
良
県
文
化
財
保
存
事
務
所　

山
下 

秀
樹

は
じ
め
に

橿
原
神
宮
文
華
殿
（
国
指
定
名
称
は
旧
織
田
屋
形

大
書
院
及
び
玄
関
）
は
奈
良
県
天
理
市
柳
本
町
に
か

つ
て
存
在
し
た
柳
本
陣
屋
の
藩
邸
（
柳
本
屋
敷
）
の

一
部
を
移
築
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
社
報
か
し
は

ら
第
一
八
〇
号
で
述
べ
た
。
移
築
復
原
工
事
が
竣
工

し
た
昭
和
四
十
二
年
に
文
華
殿
は
重
要
文
化
財
に
指

定
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
あ
ら
た
め
て
文
華
殿

の
文
化
財
的
価
値
に
つ
い
て
江
戸
城
本
丸
御
殿
大
広

間
と
の
共
通
点
か
ら
考
え
た
い
と
思
う
。

柳
本
屋
敷
に
お
け
る
文
華
殿
の
機
能
に
つ
い
て

社
報
か
し
は
ら
第
一
八
〇
号
で
文
華
殿
が
「
大
書

院
」
と
「
玄
関
」
の
二
棟
で
構
成
さ
れ
、
表
向
御
殿

の
主
要
な
建
物
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
簡

単
に
そ
の
内
容
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
と
思
う
。

・
表
向
御
殿
は
藩
主
が
公
式
の
対
面
を
す
る
た
め
の

も
の
で
、
客
人
は
玄
関
か
ら
入
り
、
大
書
院
に
て
藩

主
と
対
面
し
た
。

・
大
書
院
の
内
部
は
部
屋
が
Ｌ
字
状
に
配
置
さ
れ
、

西
側
の
北
か
ら
上
段
・
中
段
・
下
段
の
三
室
が
連
な

り
、
下
段
の
東
に
二
の
間
、
三
の
間
が
続
く
。
さ
ら

に
三
の
間
の
北
に
来
訪
者
の
控
室
と
み
ら
れ
る
床
を

備
え
た
勤
の
間
が
続
く
。

・
藩
主
が
客
人
と
対
面
す
る
際
は
二
通
り
の
対
面
方

法
が
あ
り
、
上
段
を
主
室
と
し
て
中
段
・
下
段
に
向

か
っ
て
対
面
す
る
場
合
と
、
下
段
を
主
室
と
し
て
二

の
間
・
三
の
間
に
向
か
っ
て
対
面
す
る
場
合
が
あ

る
。現

存
城
郭
御
殿
に
お
け
る
文
華
殿
の
位
置
づ
け

城
の
象
徴
と
い
え
ば
天
守
で
あ
る
が
、
現
存
す
る

も
の
は
十
二
棟
あ
る
。
一
方
、
城
郭
御
殿
で
現
存
す

る
も
の
は
川
越
城
、
掛
川
城
、
二
条
城
、
高
知
城
の

わ
ず
か
四
城
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
う
ち
玄
関
と
対
面

の
場
で
あ
る
大
書
院
（
大
広
間
）
の
両
方
が
残
る
の

は
川
越
城
を
除
く
三
城
で
、
さ
ら
に
本
丸
御
殿
に
限

る
と
高
知
城
の
み
で
あ
る
。
藩
邸
が
置
か
れ
た
陣
屋

を
み
て
も
玄
関
と
大
書
院
の
両
方
が
現
地
に
残
る
も

の
は
、
七
日
市
陣
屋
（
群
馬
県
）
、
伊
豆
木
陣
屋

（
長
野
県
）
、
柏
原
陣
屋
（
兵
庫
県
）
の
み
で
、
移

築
さ
れ
た
も
の
も
文
華
殿
と
相
国
寺
塔
頭
林
光
院
方

丈
・
庫
裏
（
京
都
府
）
が
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

以
上
九
例
の
現
存
御
殿
建
築
の
造
営
主
体
は
幕

府
、
国
持
大
名
、
城
持
大
名
、
陣
屋
大
名
と
様
々
で

あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
類
例
の
少
な
い
貴
重
な

も
の
で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
な
か
で
も
文
華
殿
（
大
書
院
）
の
平
面

積
（
二
一
八
㎡
）
は
城
郭
御
殿
に
匹
敵
す
る
も
の

で
、
二
十
万
石
の
高
知
城
本
丸
御
殿
正
殿
（
一
二
八

寛永十七年度江戸城本丸御殿大広間平面図 左と同縮尺の文華殿（大書院）平面図

蔀戸→
板唐戸→

←帳台（納戸構）

←板唐戸

鉄
砲
の
間
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㎡
）
を
凌
ぎ
、
五
万
石
の
掛
川
城
御
殿
大
書
院

（
二
二
八
㎡
）
と
同
規
模
で
あ
る
。
し
か
も
近
世
城

郭
史
上
最
大
の
江
戸
城
本
丸
御
殿
の
中
で
最
も
規
模

が
大
き
く
最
高
の
格
式
を
誇
る
大
広
間
と
平
面
構
成

や
意
匠
に
お
い
て
多
く
の
共
通
点
も
持
つ
点
で
は
他

に
類
を
み
な
い
。

江
戸
城
本
丸
御
殿
大
広
間
と
の
共
通
点

江
戸
城
本
丸
御
殿
大
広
間
（
以
下
、
江
戸
城
大
広

間
）
は
七
度
（
慶
長
十
一
年
、
元
和
八
年
、
寛
永

十
四
年
、
寛
永
十
七
年
、
万
治
二
年
、
弘
化
二
年
、

万
延
元
年
）
も
造
営
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
万
延
元

年
（
一
八
六
〇
）
造
営
時
の
も
の
は
詳
細
な
図
面
が

残
さ
れ
て
お
り
そ
の
全
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
面
で
あ
れ
ば
寛
永
十
四
年
（
一
六
三
七
）
以
降

に
造
営
さ
れ
た
も
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
寛
永
十
四

年
以
降
の
平
面
を
概
観
す
る
と
多
少
の
変
化
は
み
ら

れ
る
も
の
の
対
面
の
た
め
の
部
屋
の
平
面
構
成
は
変

わ
ら
な
い
。
そ
れ
は
文
華
殿
（
大
書
院
）
と
同
様

に
、
対
面
の
た
め
の
主
要
部
分
が
上
段
・
中
段
・
下

段
の
三
室
あ
り
、
下
段
か
ら
Ｌ
字
状
に
二
室
が
続

き
、
さ
ら
に
来
訪
者
の
控
室
と
み
ら
れ
る
一
室
（
寛

永
十
七
年
度
は
床
を
備
え
る
）
が
北
に
続
く
と
い
う

点
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
上
段
・
中
段
・
下
段

の
床
の
高
さ
を
変
え
る
点
で
も
一
致
し
て
い
る
。

江
戸
城
大
広
間
、
文
華
殿
と
も
に
上
段
に
床
、

棚
、
付
書
院
、
帳
台
構
え
と
い
っ
た
座
敷
飾
り
を
備

え
る
が
、
こ
れ
は
他
の
城
郭
御
殿
で
も
み
ら
れ
る
。

他
に
も
共
通
点
が
あ
り
、
南
東
隅
か
ら
南
に
延
び

る
廊
下
状
の
付
属
屋
が
あ
る
。
文
華
殿
で
は
失
わ
れ

て
い
る
が
古
図
の
「
鉄
砲
の
間
」
が
そ
れ
に
該
当
す

る
。
こ
う
し
た
突
出
部
は
「
中
門
」
と
呼
ば
れ
、
寝

殿
造
の
中
門
廊
の
名
残
で
、
玄
関
の
原
形
で
あ
る
。

江
戸
城
大
広
間
で
は
中
門
の
北
、
東
面
に
車
寄
せ

と
大
広
間
へ
の
入
口
と
な
る
板
唐
戸
が
建
込
ま
れ
て

い
る
。
文
華
殿
の
東
面
に
車
寄
せ
が
設
え
て
あ
っ
た

か
は
不
明
で
あ
る
が
、
中
門
（
鉄
砲
の
間
）
の
北
の

東
面
は
板
唐
戸
で
、
そ
こ
を
入
っ
た
東
入
側
の
み
畳

廊
下
と
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
高
貴
な
客
人
の
入
口

で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
中
門
を
備
え
る
意
味
に

つ
い
て
は
江
戸
城
大
広
間
の
図
面
に
以
下
の
よ
う
な

奥
書
が
あ
る
。

「
右
此
大
広
間
ノ
図
ハ
古
来
ノ
規
矩
定
法
ニ
非

ズ
、
古
伝
ニ
鎌
倉
御
所
様
広
間
ノ
図
在
リ
其
内
ニ
中

門
車
寄
実
検
窓
、
押
板
、
帳
台
等
ノ
名
目
之
ア
リ
、

中
ゴ
ロ
足
利
公
方
家
ノ
時
節
ヨ
リ
営
作
広
間
ハ
中
門

車
寄
之
ア
リ
」

鎌
倉
将
軍
家
や
足
利
将
軍
家
の
邸
に
倣
っ
て
中
門

と
車
寄
せ
を
設
け
る
こ
と
で
武
家
の
伝
統
を
継
承
し

た
こ
と
を
示
す
狙
い
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

万
延
度
江
戸
城
大
広
間
の
東
面
の
車
寄
せ
よ
り
北

は
蔀
戸
を
入
れ
て
い
た
が
、
文
華
殿
も
上
段
付
書
院

付
近
に
蔀
戸
を
入
れ
て
い
る
。
蔀
戸
も
寝
殿
造
以
来

の
伝
統
的
な
建
具
で
あ
る
が
、
現
存
九
例
の
御
殿
建

築
で
蔀
戸
を
入
れ
る
も
の
は
文
華
殿
の
み
で
あ
る
。

先
述
の
板
唐
戸
や
蔀
戸
の
使
用
も
あ
わ
せ
て
考
え

る
と
文
華
殿
と
江
戸
城
大
広
間
は
主
殿
風
の
意
匠
が

採
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
『
匠
明
』
（
慶
長
三
年

＝
一
六
〇
八
）
と
い
う
木
割
書
（
建
築
の
設
計
基
準

を
示
し
た
も
の
）
の
な
か
に
「
主
殿
」
の
図
が
あ
る

が
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
平
面
を
し
た
も
の
に
園
城
寺

光
浄
院
客
殿
（
滋
賀
県
）
が
あ
る
。
中
門
が
あ
り
、

蔀
戸
、
板
唐
戸
が
用
い
ら
れ
、
付
書
院
、
床
、
棚
、

帳
台
構
え
と
い
っ
た
座
敷
飾
り
が
備
わ
る
。

主
殿
と
は
本
来
寝
殿
を
指
す
も
の
で
、
の
ち
に
寝

殿
（
寝
室
）
と
常
御
所
（
居
間
）
が
一
つ
に
な
っ
て

も
こ
れ
を
主
殿
と
呼
ん
だ
。
会
所
（
居
間
兼
応
接

間
）
が
別
棟
に
あ
っ
た
場
合
で
も
出
入
口
は
主
殿
に

付
加
さ
れ
た
中
門
が
使
用
さ
れ
、
客
は
そ
こ
で
迎
え

ら
れ
た
。

江
戸
城
大
広
間
と
文
華
殿
（
大
書
院
）
は
東
に
立

派
な
玄
関
を
備
え
る
が
、
そ
れ
で
も
寝
殿
造
以
来
の

伝
統
が
あ
る
中
門
を
付
加
し
、
主
殿
風
の
意
匠
を
採

用
し
た
こ
と
は
徳
川
家
が
源
姓
、
織
田
家
が
平
姓
を

名
乗
り
、
ど
ち
ら
も
平
安
以
来
の
名
門
で
あ
る
こ
と

を
御
殿
の
意
匠
で
示
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

他
に
、
文
華
殿
（
大
書
院
）
の
屋
根
南
面
中
央
に

は
千
鳥
破
風
が
一
つ
飾
ら
れ
て
い
る
が
、
万
延
度
江

戸
城
大
広
間
の
屋
根
南
面
に
も
千
鳥
破
風
が
二
つ
飾

ら
れ
て
お
り
、
庭
を
挟
ん
で
南
に
能
舞
台
が
あ
る
点

も
共
通
し
て
い
る
。
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さ
い
ご
に

文
華
殿
（
大
書
院
）
は
中
門
こ
そ
失
わ
れ
た
も
の

の
寝
殿
造
以
来
の
伝
統
を
受
け
継
い
だ
御
殿
建
築
で

あ
り
、
同
様
の
江
戸
城
大
広
間
が
失
わ
れ
た
現
在
、

そ
れ
を
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
る
唯
一
の
建
物
と
い
え

る
。文

華
殿
の
修
理
工
事
は
、
こ
れ
か
ら
最
も
重
要
な

基
礎
工
事
に
着
手
す
る
。
今
年
度
は
文
華
殿
全
体
を

一
メ
ー
ト
ル
揚
屋
し
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
基
礎
を
打
設

す
る
と
こ
ろ
ま
で
行
う
。
ま
た
、
耐
震
性
能
向
上
の

た
め
の
補
強
方
法
に
つ
い
て
も
決
定
す
る
。
令
和
五

年
度
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
基
礎
上
に
礎
石
を
据
直
し
た

後
、
文
華
殿
を
屋
下
ろ
し
す
る
予
定
で
あ
る
。
竣
工

は
令
和
八
年
三
月
を
予
定
し
て
い
る
。

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル　

山
下 

秀
樹
（
や
ま
し
た　

ひ
で
き
）

奈
良
県
文
化
・
教
育
・
く
ら
し
創
造
部
文
化
財

保
存
事
務
所
橿
原
神
宮
出
張
所
、
出
張
所
主
任

平
成
八
年
奈
良
県
庁
入
庁
。
平
成
一
一
年
に
文

化
財
保
存
課
・
文
化
財
保
存
事
務
所
に
異
動

し
、
以
後
文
化
財
建
造
物
の
保
存
修
理
に
携
わ

る
。
令
和
二
年
十
一
月
に
橿
原
神
宮
出
張
所
に

着
任
。

国宝　園城寺光浄院客殿
（左が中門、車寄せに軒唐破風屋根を付け蔀戸と板唐戸を建込む）

万延度江戸城本丸御殿大広間　復原図

西 北

東

南

車寄せ

中門

千鳥破風

蔀戸
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一
　
月

・
一
日 
初
太
鼓

・
一
日 
歳
旦
祭
並
延
寿
祭

・
一
日
～
七
日 
新
春
初
神
楽
祈
祷

・
二
日 

長
山
稲
荷
社
歳
旦
祭

・
三
日 

元
始
祭

・
七
日 

昭
和
天
皇
祭
遙
拝

・
十
一
日 

中
之
月
次
祭

・
十
五
日 

古
神
札
御
焚
上
奉
告
祭

・
二
十
日 

神
武
講
社
新
穀
奉
献
感
謝
祭 

・
二
十
一
日 

後
之
月
次
祭

二
　
月

・
一
日 

始
之
月
次
祭

・
二
日 

長
山
稲
荷
社
神
符
遷
霊
祭

・
十
一
日 

紀
元
祭
（
勅
使
参
向
）

・
十
七
日 

祈
年
祭

・
二
十
一
日 

後
之
月
次
祭

・
二
十
三
日 

天
長
祭

三
　
月

・
一
日 

始
之
月
次
祭

・
六
日 

長
山
稲
荷
社
初
午
祭

・
十
一
日 

中
之
月
次
祭

・
二
十
一
日 

春
季
皇
霊
祭
遙
拝

・
二
十
一
日 

後
之
月
次
祭

四
　
月

・
一
日 

始
之
月
次
祭

・
二
日 

御
鎮
座
記
念
祭
翁
舞
奉
納

・
二
日
～
三
日 

奉
祝
行
事
『
春
の
出
会
い
神
武
さ
ん
』

主
な
祭
典
・
行
事
の
御
報
告

・
三
日 

神
武
天
皇
祭

・
三
日 

国
栖
奏
奉
納

・
九
日 

花
の
下
連
歌　

連
歌
奉
納

・
十
日 

 

第
十
三
期
甲
種
飛
行
予
科
練
習
生 

戦
没
者
慰
霊
祭

・
十
一
日 

中
之
月
次
祭

・
二
十
日 

下
種
奉
告
祭

・
二
十
一
日 

後
之
月
次
祭

・
二
十
二
日
～  『
春
の
特
別
参
拝
と
重
要
文
化
財 

織
田
家
柳
本
陣
屋
御
殿
「
文
華
殿
」 

特
別
公
開
』
開
催

・
二
十
九
日 

昭
和
祭

五
　
月

・
一
日 

始
之
月
次
祭

・
三
日 

春
季
献
華
祭

・
五
日 

有
楽
流
献
茶
祭

・
～
八
日 

 『
春
の
特
別
参
拝
と
重
要
文
化
財 

織
田
家
柳
本
陣
屋
御
殿
「
文
華
殿
」

特
別
公
開
』
開
催

・
十
一
日 

中
之
月
次
祭

・
二
十
一
日 

後
之
月
次
祭

六
　
月

・
一
日 

始
之
月
次
祭

・
九
日 

皇き
さ
い
の
み
や
け
ん
じ
ょ
う
ゆ
り
さ
い

后
献
上
佐
韋
祭

・
十
一
日 

中
之
月
次
祭

・
十
五
日 

御
田
植
奉
告
祭

・
二
十
一
日 

後
之
月
次
祭

・
三
十
日 
煤
払
神
事

・
三
十
日 
夏
越
大
祓

※ 

五
月
よ
り
世
界
情
勢
を
鑑
み
世
界
平
和
祈
願
の
た
め
、
月

三
回
斎
行
さ
れ
る
月
次
祭
の
内
一
回
『
浦
安
の
舞
』
を
奉
奏

令和4年6月15日　御田植奉告祭 令和4年5月5日　有楽流献茶祭 令和4年5月3日　春季献華祭

令和4年4月2日　御鎮座記念祭 令和4年3月6日　長山稲荷社初午祭 令和4年1月1日　初太鼓
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新
年
の
様
子
に
つ
い
て

令
和
四
年
の
正
月
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

が
小
康
状
態
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
た
め
、
多
く
の
参
拝

者
で
境
内
は
賑
わ
い
ま
し
た
。

当
神
宮
で
は
毎
年
一
月
一
日
午
前
零
時
よ
り
「
初
太

鼓
」
を
執
り
行
い
ま
す
。
初
太
鼓
で
は
、
神
武
天
皇
が

即
位
さ
れ
た
年
を
元
年
と
す
る
「
紀
元
」
に
拠
る
数
、

太
鼓
を
打
ち
鳴
ら
し
ま
す
。
本
年
は
紀
元
二
六
八
二
年

に
あ
た
る
こ
と
か
ら
、
宮
司
以
下
神
職
が
神
楽
殿
の
大

太
鼓
を
二
六
八
と
二
回
打
ち
、
新
し
い
年
の
訪
れ
を
告

げ
ま
し
た
。

続
い
て
、
午
前
六
時
よ
り
歳
旦
祭
並
延
寿
祭
を
斎
行

致
し
ま
し
た
。
歳
旦
祭
で
は
、
皇
室
の
弥
栄
と
国
の
隆

昌
、
五
穀
豊
穣
を
祈
念
申
し
上
げ
ま
し
た
。
ま
た
、
延

寿
祭
で
は
御
祭
神
の
御
神
徳
に
因
み
、
崇
敬
者
及
び
参

拝
者
各
位
の
健
康
延
寿
を
祈
念
致
し
ま
し
た
。
祭
典
斎

了
後
に
は
紀
元
年
数
に
基
づ
き
二
、
六
八
二
膳
の
「
延

寿
箸
」
を
御
参
拝
の
皆
様
に
授
与
致
し
ま
し
た
。

本
年
の
正
月
三
が
日
は

天
候
に
も
恵
ま
れ
、
百
万

人
を
越
え
る
多
く
の
方
々

が
参
拝
に
来
ら
れ
ま
し

た
。
昨
年
に
続
き
、
境
内
一

方
通
行
に
し
ま
し
た
が
、

事
前
の
告
知
と
参
拝
者
の

御
理
解
に
よ
り
、
滞
り
な

く
正
月
期
間
を
終
え
る
こ

と
が
出
来
ま
し
た
。

春
季
大
祭
に
併
せ
、
奉
祝
行
事
を
開
催

四
月
二
日
・
三
日
の
両
日
に
亘
り
春
季
大
祭
を
斎
行

し
、
併
せ
て
奉
祝
行
事
を
開
催
し
ま
し
た
。
春
季
大
祭

は
地
元
の
方
か
ら
「
神
武
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
親
し
ま
れ

て
お
り
、
例
年
四
月
二
日
に
「
御
鎮
座
記
念
祭
」
・
翌

三
日
に
「
神
武
天
皇
祭
」
を
斎
行
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
本
年
は
春
季
大
祭
に
併
せ
「
春
の
出
会
い 

神
武
さ
ん
」
と
題
し
て
奉
祝
行
事
を
開
催
し
ま
し
た
。

奈
良
県
下
で
は
祝
日
法
以
前
に
祭
日
で
あ
っ
た
四
月
三

日
の
神
武
天
皇
祭
を
祝
う
「
神
武
レ
ン
ゾ
」
の
風
習
が

今
で
も
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
当
神
宮
で
は
こ
の
風
習
に

基
づ
き
、
境
内
各
所
で
奉
祝
行
事
を
企
画
し
ま
し
た
。

奉
祝
行
事
で
は
「
よ
も
ぎ
餅
」
の
ふ
る
ま
い
、
和
太

鼓
演
奏
や
奉
納
演
武
、
地
元
自
治
会
に
よ
る
縁
日
な
ど

を
実
施
し
ま
し
た
。

こ
の
ほ
か
、
小
学
生
以
下
を
対
象
と
し
た
「
職
業
体
験

イ
ベ
ン
ト
」
開
催
し
ま
し
た
。
同
イ
ベ
ン
ト
で
は
子
供
た

ち
に
「
神
職
・
巫
女
」「
警
察
官
」「
電
車
の
車
掌
」
体

験
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
神
職
・
巫
女
体
験
に
参
加
し
た

子
供
た
ち
は
装
束
に
身
を

包
み
、
正
し
い
拝
礼
作
法

を
学
ん
で
い
ま
し
た
。
同

時
開
催
と
し
て
防
災
フ
ェ

ア
（
奈
良
県
防
衛
協
会
主

催
）
も
開
催
さ
れ
、
境
内
は

多
く
の
参
拝
者
で
賑
わ
い

を
見
せ
ま
し
た
。
奉
祝
行

事
は
来
年
以
降
も
継
続
し

て
開
催
し
て
参
り
ま
す
。

花
の
下
連
歌
奉
納
に
つ
い
て

四
月
九
日
に
「
花
の
下
連
歌
奉
納
」
が
執
り
行
わ

れ
、
参
加
者
が
集
い
宮
司
の
発
句
よ
り
連
歌
を
創
作

し
、
内
拝
殿
で
の
正
式
参
拝
後
、
創
作
し
た
連
歌
を

詠
み
あ
げ
て
御
奉
納
戴
き
ま
し
た
。

連
歌
と
は
、
和
歌
の
「
五
・
七
・
五
・
七
・
七
」
の

上
の
句
「
五
・
七
・
五
」
と
下
の
句
「
七
・
七
」
を
交

互
に
読
み
続
け
、
前
に
詠
ま
れ
た
句
か
ら
連
想
し
て

次
の
句
を
詠
み
上
げ
る
詞
歌
の
一
種
類
で
す
。

「
花
の
下
連
歌
奉
納
」
は
、
京
都
連
歌
の
会
宗

匠
・
南
禅
寺
連
歌
会
宗
匠
の
鶴
崎 

裕
雄
氏
が
主
催
す

る
連
歌
会
が
、
桜
の
咲
く
時
期
に
連
歌
を
詠
み
神
仏

に
奉
納
す
る
も
の
で
、
今
回
で
三
回
目
の
開
催
と
な

り
ま
す
。
ま
た
、
四
月
九
日
に
御
神
前
で
詠
み
上
げ

ら
れ
た
連
歌
は
、
懐
紙
に
清
書
さ
れ
五
月
下
旬
に
奉

納
さ
れ
ま
し
た
。

橿
原
だ
よ
り

参拝者に延寿箸を授与

職場体験の様子

清書され、奉納された連歌

令和4年4月9日、連歌奉納に対し挨拶をする宮司
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春
季
大
祭
に
併
せ
、
奉
祝
行
事
を
開
催

四
月
二
日
・
三
日
の
両
日
に
亘
り
春
季
大
祭
を
斎
行

し
、
併
せ
て
奉
祝
行
事
を
開
催
し
ま
し
た
。
春
季
大
祭

は
地
元
の
方
か
ら
「
神
武
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
親
し
ま
れ

て
お
り
、
例
年
四
月
二
日
に
「
御
鎮
座
記
念
祭
」
・
翌

三
日
に
「
神
武
天
皇
祭
」
を
斎
行
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
本
年
は
春
季
大
祭
に
併
せ
「
春
の
出
会
い 

神
武
さ
ん
」
と
題
し
て
奉
祝
行
事
を
開
催
し
ま
し
た
。

奈
良
県
下
で
は
祝
日
法
以
前
に
祭
日
で
あ
っ
た
四
月
三

日
の
神
武
天
皇
祭
を
祝
う
「
神
武
レ
ン
ゾ
」
の
風
習
が

今
で
も
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
当
神
宮
で
は
こ
の
風
習
に

基
づ
き
、
境
内
各
所
で
奉
祝
行
事
を
企
画
し
ま
し
た
。

奉
祝
行
事
で
は
「
よ
も
ぎ
餅
」
の
ふ
る
ま
い
、
和
太

鼓
演
奏
や
奉
納
演
武
、
地
元
自
治
会
に
よ
る
縁
日
な
ど

を
実
施
し
ま
し
た
。

こ
の
ほ
か
、
小
学
生
以
下
を
対
象
と
し
た
「
職
業
体
験

イ
ベ
ン
ト
」
開
催
し
ま
し
た
。
同
イ
ベ
ン
ト
で
は
子
供
た

ち
に
「
神
職
・
巫
女
」「
警
察
官
」「
電
車
の
車
掌
」
体

験
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
神
職
・
巫
女
体
験
に
参
加
し
た

子
供
た
ち
は
装
束
に
身
を

包
み
、
正
し
い
拝
礼
作
法

を
学
ん
で
い
ま
し
た
。
同

時
開
催
と
し
て
防
災
フ
ェ

ア
（
奈
良
県
防
衛
協
会
主

催
）
も
開
催
さ
れ
、
境
内
は

多
く
の
参
拝
者
で
賑
わ
い

を
見
せ
ま
し
た
。
奉
祝
行

事
は
来
年
以
降
も
継
続
し

て
開
催
し
て
参
り
ま
す
。

「
第
十
三
期　

海
軍
甲
種
飛
行
予
科
練
習
生 

　

戦
没
者
慰
霊
祭
」を
斎
行

四
月
十
日
、
若
桜
友
苑
に
て
「
第
十
三
期　

海
軍
甲

種
飛
行
予
科
練
習
生　

戦
没
者
慰
霊
祭
」
を
厳
粛
裡
に

斎
行
致
し
ま
し
た
。

慰
霊
祭
で
は
、
斎
主
の
祝
詞
奏
上
の
後
、
巫
女
に
よ

る
神
楽
「
浦
安
の
舞
」
が
奉
奏
さ
れ
ま
し
た
。

「
浦
安
の
舞
」
は
昭
和
十
五
年
の
紀
元
二
千
六
百
年

を
奉
祝
す
る
た
め
、
昭
和
天
皇
の
御
製
に
作
曲
作
舞
し

た
神
楽
舞
で
す
。

　【
御
製
】

　
天
地（
あ
め
つ
ち
の
）の
神
に
ぞ
祈
る
朝
な
ぎ
の�

�
�

海
の
ご
と
く
に
波
た
た
ぬ
世
を

波
が
立
た
な
い
よ
う
な
穏
や
か
な
平
和
を
神
様
に
祈

る
と
い
う
昭
和
天
皇
の
大
御
心
が
込
め
ら
れ
た
「
浦
安

の
舞
」
は
、
全
国
の
神
社
で
も
奉
奏
さ
れ
て
い
ま
す
。

先
の
大
戦
に
お
い
て
、
先
人
達
は
祖
国
の
日
常
、
歴

史
、
文
化
そ
し
て
愛
す
る
人
々
を
、
命
を
か
け
て
守
っ

て
下
さ
い
ま
し
た
。
今
日
の
平
和
を
享
受
す
る
私
た

ち
は
、
こ
の
こ
と
に
深
く
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

当
神
宮
で
は
今
後
も
、

尊
い
生
命
を
か
け
て
祖
国

を
守
る
た
め
殉
じ
ら
れ
た

英
霊
に
哀
悼
の
誠
を
捧
げ

続
け
る
と
と
も
に
、
昨
今

の
争
い
が
一
日
も
早
く
終

息
し
、
世
界
が
平
和
に
な

り
ま
す
こ
と
を
祈
念
致
し

ま
す
。

文
華
殿
特
別
公
開

四
月
二
十
二
日
か
ら
五
月
八
日
ま
で
の
十
七
日
間
に

亘
り
『
春
の
特
別
参
拝
と
重
要
文
化
財 

織
田
家 

柳
本

陣
屋
御
殿
「
文
華
殿
」
特
別
公
開
』
を
開
催
し
、
期
間

中
に
約
千
名
の
方
が
お
越
し
に
な
り
ま
し
た
。

今
回
、
内
拝
殿
へ
の
特
別
参
拝
を
御
案
内
申
し
上
げ

る
と
共
に
、
令
和
二
年
か
ら
令
和
八
年
に
か
け
て
保
存

修
理
工
事
が
行
わ
れ
て
い
る
「
文
華
殿
」
の
建
築
的
・

文
化
的
価
値
を
知
っ
て
頂
く
た
め
、
工
事
の
様
子
を
御

覧
戴
き
ま
し
た
。

内
拝
殿
で
の
特
別
参
拝
か
ら
、
「
文
華
殿
」
の
保
存

修
理
の
見
学
ま
で
の
約
一
時
間
の
行
程
に
お
い
て
は
、

由
緒
な
ど
の
説
明
と
共
に
、
神
職
と
参
加
者
の
皆
様
と

が
直
接
語
ら
う
機
会
も
あ
り
、
当
神
宮
に
よ
り
親
し
み

を
持
っ
て
頂
い
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

特
に
「
文
華
殿
」
は
天
理
市
柳
本
町
に
あ
っ
た
昭
和

三
十
年
代
ま
で
小
学
校
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
も
あ

り
、
卒
業
生
な
ど
思
い
入
れ
を
持
た
れ
て
い
る
方
々
も

多
く
訪
れ
、
工
事
の
様
子
に
感
心
さ
れ
る
と
共
に
当
時

の
様
子
を
懐
か
し
く
思
い

出
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

今
後
も
令
和
八
年
の
完

成
ま
で
保
存
修
理
の
過
程

や
特
別
公
開
の
開
催
予
定

な
ど
に
つ
い
て
公
式
Ｗ
Ｅ

Ｂ
サ
イ
ト
・
各
種
Ｓ
Ｎ
Ｓ

に
て
情
報
発
信
し
て
参
り

ま
す
。

大
祓
の
御
報
告

六
月
三
十
日
に
斎
館
前
庭
に
お
い
て
「
夏
越
大
祓
」

を
執
り
行
い
ま
し
た
。
大
祓
は
国
の
内
外
に
お
け
る

様
々
な
災
い
や
困
難
が
鎮
ま
る
よ
う
願
い
、
知
ら
ず
知

ら
ず
の
う
ち
に
身
に
つ
い
た
罪
穢
れ
を
祓
う
こ
と
で
心

身
と
も
清
浄
に
立
ち
返
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
古
来
よ

り
伝
わ
っ
て
き
た
神
事
で
す
。
一
年
を
二
期
に
分
け
、

六
月
と
十
二
月
の
晦
日
に
宮
中
を
は
じ
め
全
国
の
神
社

に
て
行
わ
れ
て
お
り
、
六
月
三
十
日
に
行
わ
れ
る
大
祓

は
「
夏
越
大
祓
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

当
神
宮
で
の
大
祓
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

が
蔓
延
し
て
以
降
、
宮
司
以
下
職
員
の
み
で
執
り
行
っ

て
き
ま
し
た
が
、
今
年
の
夏
越
大
祓
は
感
染
対
策
を

実
施
す
る
こ
と
で
三
年
ぶ
り
に
参
列
者
を
お
招
き
す
る

こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
ま
た
、
今
年
の
六
月
は
記
録
的

な
猛
暑
日
が
続
い
て
い
た
た
め
、
熱
中
症
対
策
と
し
て

斎
行
場
所
を
斎
館
前
庭
と
し
、
参
列
者
は
木
陰
に
お
集

ま
り
戴
き
ま
し
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は

終
息
し
て
い
な
い
た
め
、
神
職
以
下
職
員
の
み
が
大
祓

詞
を
奏
上
し
、
参
列
者
各
位
は
大
祓
詞
を
心
中
祈
念
し

て
戴
く
こ
と
で
半
年
間

の
平
穏
無
事
を
祈
念
致

し
ま
し
た
。

な
お
、
全
国
崇
敬
者

各
位
か
ら
お
送
り
頂
い

た
形
代
は
大
祓
後
、
神

職
に
よ
り
焼
納
致
し
ま

し
た
こ
と
御
報
告
申
し

上
げ
ま
す
。

形代が入った唐櫃を担ぎ、
焼納に向かう神職

大書院を見学する参加者

殉国之碑の前にて「浦安の舞」を奉奏
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今
後
の
主
な
祭
典
・
行
事
の
予
定

・
三
日

秋
季
大
祭

・
三
日

秋
季
献
華
祭

・
十
七
日

神
嘗
奉
祝
祭
並
神
嘗
祭
遙
拝

・
中
旬

抜
穂
祭

・
中
旬

裏
千
家
奉
仕
献
茶
祭

・
二
十
五
日

軍
艦
瑞
鶴
慰
霊
祭

・
三
日

明
治
祭
併
石
州
流
献
茶
祭

・
二
十
三
日

新
嘗
祭

・
二
十
九
日

大
絵
馬
掛
け
替
え

・
三
十
日

大
絵
馬
奉
納
奉
告
清
祓

・
二
十
三
日

神
御
衣
御
料
奉
納
奉
告
祭

・
二
十
八
日

煤
払
神
事

・
三
十
一
日

神
符
清
祓

・
三
十
一
日

歳
末
大
祓

・
三
十
一
日

除
夜
祭

・
一
日

初
太
鼓

・
一
日

歳
旦
祭
並
延
寿
祭

・
一
日
～
七
日
新
春
初
神
楽
祈
祷

・
二
日

長
山
稲
荷
社
歳
旦
祭

・
三
日

元
始
祭

・
五
日

席
上
揮
毫
書
き
初
め
大
会

（
奈
良
地
区
大
会
）

・
六
日

席
上
揮
毫
書
き
ぞ
め
大
会

（
大
阪
地
区
大
会
）

・
七
日

昭
和
天
皇
祭
遙
拝

・
中
旬

古
神
札
御
焚
上
奉
告
祭

・
二
十
日

神
武
講
社
新
穀
奉
献
感
謝
祭

※
右
記
予
定
以
外
の
毎
月
一
日
・
十
一
日
・
二
十
一
日
は
月
次
祭
を
斎
行
。

新嘗祭にて本年の豊穣に感謝致します。書き初め大会は３年振りに開催を予定しております。 「瑞鶴之碑」の前にて英霊の御霊を慰め、平和を祈念します。

「
皇き
さ
い
の
み
や
け
ん
じ
ょ
う
ゆ
り
さ
い

后
献
上
佐
韋
祭
」
を
斎
行　

　

六
月
九
日
午
前
十
時
よ
り
、
「
皇き
さ
い
の
み
や
け
ん
じ
ょ
う
ゆ
り
さ
い

后
献
上
佐
韋
祭
」
を
斎
行
致
し 

ま
し
た
。

　

御
祭
神
と
し
て
神
武
天
皇
と
共
に
祀
ら
れ
て
い
る
媛
蹈
韛
五
十
鈴
媛
皇

后
は
、
常
に
神
武
天
皇
に
寄
り
添
わ
れ
、
共
に
国
の
発
展
と
人
々
の
幸
せ

に
御
心
を
尽
く
さ
れ
ま
し
た
。

　

当
神
宮
で
は
昨
年
よ
り
皇
后
の
御
神
徳
を
尊
び
、
御
功
績
を
偲
ぶ
た
め

の
祭
典
を
計
画
し
て
お
り
ま
し
た
。
古
事
記
に
よ
る
と
、
立
后
前
の
媛
蹈

韛
五
十
鈴
媛
命
（
伊
須
気
余
理
比
売
）
の
お
住
ま
い
は
三
輪
山
の
麓
、
狭

井
河
の
ほ
と
り
に
あ
り
、
周
囲
に
は
サ
サ
ユ
リ
が
美
し
く
咲
き
誇
っ
て
い

た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
記
述
に
基
づ
き
、
祭
典
に
て
皇
后
に
縁
の

深
い
サ
サ
ユ
リ
を
お
供
え
す
る
た
め
、
昨
年
秋
よ
り
本
殿
近
く
に
て
サ
サ

ユ
リ
を
育
て
て
お
り
ま
し
た
。

　

一
般
に
栽
培
が
行
わ
れ
て
い
な
い
種
の
た
め
入
手
が
困
難
で
あ
る
な

か
、
五
月
末
に
篤
志
家
よ
り
五
十
本
奉
納
頂
け
る
と
の
連
絡
を
頂
戴
し
、

同
時
期
に
当
神
宮
に
て
育
て
て
い
た
サ
サ
ユ
リ
も
開
花
の
兆
し
が
あ
っ
た

た
め
、
六
月
初
旬
の
祭
典
斎
行
と
相
成
り
ま
し
た
。

　

祭
典
当
日
は
奉
納
さ
れ
た
サ
サ
ユ
リ
と
境
内
に
て
巫
女
が
摘
み
取
っ
た

サ
サ
ユ
リ
を
併
せ
て
御
神
前
に
供
え
、
斎
主
の
祝
詞
奏
上
に
続
き
、
巫
女

に
よ
る
神
楽
「
榊
舞
」

を
奉
奏
致
し
ま
し
た
。

　

来
年
以
降
も
皇
后
様

の
御
功
績
を
偲
ぶ
祭
典

と
し
て
斎
行
を
予
定
し

て
お
り
ま
す
。

神前にササユリを供える神職

祭典奉仕前にササユリを採取する巫女

十
　
月

十
一
月

十
二
月

一
　
月


