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今
上
陛
下
御
即
位
三
十
年
を
寿
ぎ
、皇
室
の
弥
栄
を
賀
し
奉
り
ま
す
。

　

さ
て
当
地
で
は
平
年
よ
り
一
週
間
早
い
梅
雨
入
り
と
な
り
ま
し
た
。
鎮
守
の
杜
の
木
々
の
若
葉
が
瑞
々
し
く
、
昨
年
塗

り
替
え
ら
れ
た
御
社
殿
の
朱
色
を
鮮
か
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
ま
す
。

　

天
皇
陛
下
御
譲
位
ま
で
一
年
足
ら
ず
と
な
り
、
ま
た
国
会
で
は
憲
法
改
正
の
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
中
、
四
月
に
神
道

政
治
連
盟
の
海
外
視
察
に
て
タ
イ
国
を
訪
問
、
同
国
の
王
室
他
に
つ
い
て
研
修
し
て
参
り
ま
し
た
。
今
回
の
海
外
研
修
に

先
立
つ
一
週
間
前
に
、
沖
縄
県
に
行
幸
啓
さ
れ
ま
し
た
天
皇
皇
后
両
陛
下
の
奉
迎
活
動
に
も
参
加
致
し
ま
し
た
が
、
あ
ら

た
め
て
皇
室
を
敬
仰
す
る
沖
縄
県
民
の
熱
い
思
い
を
身
近
に
感
じ
つ
つ
、
我
が
国
と
同
様
に
国
民
が
国
王
を
敬
愛
す
る
タ

イ
の
国
柄
に
深
い
関
心
を
持
っ
て
の
研
修
と
な
り
ま
し
た
。

　

タ
イ
国
王
は
憲
法
下
で
仏
教
徒
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
九
五
％
も
の
国
民
が
仏
教
徒
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
視
察
し
た
寺

院
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
車
窓
か
ら
見
る
寺
院
は
ど
れ
も
豪
華
絢
爛
で
贅
を
尽
し
て
お
り
、
王
宮
も
ま
た
煌
び
や
か
な
建

物
で
あ
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
一
方
で
他
宗
教
を
妨
げ
て
は
な
ら
な
い
と
の
規
定
も
あ
る
そ
う
で
、
こ
の
タ

イ
仏
教
の
有
り
方
が
、国
の
安
定
に
も
繋
が
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

枢
密
院
顧
問
官
を
表
敬
し
て
の
研
修
で
、
戦
前
に
於
い
て
ア
ジ
ア
の
中
で
日
本
と
タ
イ
の
み
が
独
立
を
保
っ
た
こ
と
は

タ
イ
国
民
の
大
き
な
誇
り
で
あ
る
、
と
の
話
が
あ
り
ま
し
た
。
王
室
と
皇
室
、
そ
し
て
こ
う
い
う
共
通
項
を
擁
す
る
と
こ
ろ

に
も
親
日
国
家
の
ベ
ー
ス
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
現
憲
法
下
で
の
タ
イ
王
室
の
権
限
ま
た
王
位
の
継
承
に

つ
い
て
も
話
を
伺
い
ま
し
た
が
、
国
王
が
軍
部
や
政
治
と
親
密
な
関
係
性
を
保
ち
、
少
数
宗
教
に
対
す
る
予
算
や
貧
困
層

の
農
業
従
事
者
な
ど
の
声
に
よ
く
耳
を
傾
け
て
保
証
支
援
を
行
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
国
民
が
王
室
を
敬
愛
で
き
る
よ
う

な
シ
ス
テ
ム
造
り
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
生
前
継
承
に
つ
い
て
は
、
ラ
ー
マ
五
世
時
代
に
悪
し
き
前

例
を
払
拭
し
、
男
系
子
息
を
皇
太
子
と
し
て
王
位
継
承
す
る
よ
う
に
定
め
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
生
前
で
の
継
承
に
つ
い

て
は
国
王
の
心
一
つ
と
い
う
の
は
独
特
な
考
え
方
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

　

我
が
国
の
憲
法
は
ア
メ
リ
カ
占
領
下
中
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
す
。
他
国
の
例
を
良
く
研
究
し
比
較
検
討
し
な
が
ら
、

日
本
古
来
の
伝
統
・
文
化
を
重
ん
じ
つ
つ
、
良
い
部
分
は
積
極
的
に
参
考
に
す
る
な
ど
し
て
、
我
が
国
柄
に
あ
っ
た
憲
法
の

改
正
が
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。そ
の
こ
と
を
強
く
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
今
回
の
研
修
で
あ
り
ま
し
た
。

　

氏
子
崇
敬
者
皆
様
の
ご
清
栄
を
ご
祈
念
し
つ
つ
、此
処
に
ご
報
告
方
々
巻
頭
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

２
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当
社
祭
典
の
中
で
一
番
規
模
の
大
き
い
行
事
で
あ

る
夏
季
大
祭
ま
で
あ
と
わ
ず
か
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の

行
事
に
向
け
て
、
当
社
氏
子
青
年
会
会
長
・
総
先
導
を

中
心
に
五
月
か
ら
準
備
会
議
を
開
始
、
そ
し
て
い
よ
い

よ
巡
行
路
が
決
定
し
ま
し
た
。

　

神
輿
の
担
ぎ
手
は
例
年
約
六
百
名
と
な
っ
て
お
り
、

今
年
も
氏
子
町
内
や
一
部
企
業
か
ら
の
参
加
者
を
取

り
ま
と
め
て
い
ま
す
。
参
加
希
望
の
お
問
い
合
わ
せ
は

社
務
所
ま
で
ご
一
報
下
さ
い
。

　

ま
た
、
各
企
業
の
ご
協
力
に
よ
り
境
内
や
参
道
に
は

﹁
奉
燈
﹂
が
灯
さ
れ
ま
す
の
で
、
こ
ち
ら
も
ご
覧
頂
き
た

く
ど
う
ぞ
ご
参
拝
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

七
月
十
八

七
月
十
八
日
︵
水
︶

︵
水
︶

七
月
十
九

七
月
十
九
日
︵
木
︶

︵
木
︶

七
月
十
八

七
月
十
八
日
︵
水
︶

︵
水
︶

七
月
十
九

七
月
十
九
日
︵
木
︶

︵
木
︶

七
月
十
八
日
︵
水
︶

七
月
十
九
日
︵
木
︶

午
後
四
時　
　

宵　

祭

午
後
四
時
半　

子
ど
も
神
輿
出
御

　
　
　
　
　
　
　

︵
雨
天
の
場
合
は
二
十
日
順
延
︶

午
前
十
一
時　

夏
越
大
祭

午
後
二

時　

大
神
輿
出
御

　
　

※

両
日
と
も
庄
内
神
楽
の
奉
納
が
あ
り
ま
す　

当
社
祭
典
の
中
で
一
番
規
模
の
大
き
い
行
事
で
あ

夏
季
大
祭

で

わ
ず
か

な

た
。

夏
季

　
大
祭

《 御 神 輿 巡 行 路 》

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

❽

❾

⌶

⌷

⌸

⌹

13：40

14：00

14：10

14：20

14：35

15：05

15：45

16：05

16：15

16：35

16：55

17：10

17：35

17：50

出 発 式

春 日 神 社 出 御

ソフトパーク・OEC

東春日・肉の木村屋

西春日・大野屋ビル

王 子 中 学 校

新春日町公民館

南春日・荒金酒店

大分イベントホール

10号線・中春日交差点

東春日・塚川病院

ロイヤルシティー寿

ガレリア竹町西口

ガレリア竹町ドーム

⌺

⌻

⌼

⌽

⌾

⌿

⍀

⍁

⍂

⍃

⍄

⍅

18：10

18：30

19：10

19：20

19：30

19：50

19：55

20：00

20：35

20：40

21：15

21：50

22：00

ト キ ハ

大 分 駅

（夕食休憩）

大 分 駅 発

末広町小幡歯科

ヤノメガネ中央店

ヤノメガネ竹町本店

木 村 写 真 本 館

都 町 第 一 ビ ル

都町モコ美容室

神 社 大 鳥 居

勢家町・松岡商事

春日神社神門前

春 日 神 社 還 御
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春
日
大
社
の
境
内
に
は﹁
感
謝
・
共
生
の
館
﹂と
い
う
施
設

が
あ
り
、年
間
を
通
じ
て﹁
春
日
﹂に
因
ん
だ
様
々
な
テ
ー
マ

の
研
修
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
の
多
く
は
一
日
ま
た
は

半
日
の
講
習
会
で
す
が
、春
日
奥
山
に
ご
鎮
座
の
末
社
を
巡

拝
す
る﹁
春
日
山
練
成
会︵
年
三
回
開
催
︶﹂や
、二
泊
三
日
に
わ
た
っ
て
参
籠
し
、朝
・
夕
拝
や
神
社
作
法
な
ど
を

学
ぶ﹁
御
巫
修
行
研
修︵
女
性
限
定
︶﹂な
ど
も
あ
る
よ
う
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
研
修
会
に
度
々
参
加
す
る
熱
心
な
崇
敬
者
を
中
心
と
し
て
、近
年
は﹁
春
日
様
由
縁
の
地
を
尋
ね

る
﹂と
い
う
旅
行
が
実
施
さ
れ
て
い
る
中
、今
回
は
関
西
を
は
な
れ
て
大
分
県
の
由
縁
あ
る
場
所
を
と
い
う
こ

と
で
、御
分
社
の
う
ち
当
社
と
三
笠
山
春
日
神
社︵
豊
後
高
田
市
︶、ま
た
同
じ
勅
祭
社
の
一
つ
で
あ
る
宇
佐
神

宮
な
ど
、県
内
の
主
要
神
社
・
仏
閣
を
巡
る
研
修
の
旅
を
企
画
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
す
。

　

研
修
初
日
の
午
後
、花
山
院
弘
匡︵
か
さ
ん
の
い
ん
ひ
ろ
た
だ
︶宮
司
様
以
下
崇
敬
者
一
行
六
十
一
名
は
当
社

に
到
着
。ま
ず
本
殿
で
の
正
式
参
拝
と
な
り
、花
山
院
宮
司
が
代
表
で
玉
串
を
奉
り
、改
め
て
国
家
皇
室
の
安
泰

と
旅
の
安
全
を
祈
願
さ
れ
ま
し
た
。引
き
続
き
、同
所
に
て
山
本
禰
宜
が
由
緒
を
説
明
。参
列
の
皆
さ
ん
は
熱
心

に
耳
を
傾
け
て
い
た
様
子
で
、お
よ
そ
一
時
間
半
の
滞
在
中
に
花
山
院
宮
司
は
境
内
の
各
末
社
も
巡
拝
す
る
な

ど
、有
意
義
な
時
間
を
過
ご
さ
れ
た
よ
う
で
す
。

　

そ
の
後
一
行
は
宿
泊
先
に
お
い
て
、花
山
院
家
・
安
心
院
佐
田
家
が
関
わ
る
と
さ
れ
る﹁
宇
佐
の
明
治
維
新
・

御
許
山︵
お
も
と
や
ま
︶騒
動
﹂に
関
す
る
講
演
会
を
開
催
し
て
全
員
が
受
講
、翌
日
の
県
北
各
社
寺
の
参
拝
と

と
も
に
、研
修
・
親
睦
を
深
め
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

春
日
大
社 

花
山
院
宮
司
ほ
か 

来
社
の
上 

正
式
参
拝

　

当
神
社
の
御
本
社
で
あ
る
春
日
大
社
が
、本
年
御
創
建
一
二
五
〇
年
を
迎
え
ま
し
た
。

　

全
国
お
よ
そ
三
千
に
も
及
ぶ
春
日
社
の
総
本
社
で
あ
る
奈
良
の
春
日
大
社
は
、神
護
景
雲
二
年︵
七
六
八
年
︶

に
称
徳
天
皇
の
勅
命
に
よ
っ
て
、
左
大
臣
藤
原
永
手
が
御
本
殿
を
創
建
し
た
と
さ
れ
、
往
時
の
様
子
は
正
倉
院

御
物
の
地
図
の
中
に
も
表
さ
れ
て
い
ま
す
。平
城
京
・
国
家
国
民
の
守
護
神
と
し
て
祭
祀
が
始
ま
り
、皇
室
ま
た

多
く
の
人
々
の
尊
崇
を
受
け
て
春
日
信
仰
は
全
国
に
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

こ
の
記
念
す
べ
き
今
年
、
五
月
二
十
六
・
二
十
七
日
の
二
日
間
に
わ
た
り
春
日
大
社
宮
司
を
初
め
崇
敬
者
多

数
が
来
県
、由
縁
の
各
所
を
歴
訪
さ
れ
ま
し
た
。
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日
本
書
紀
︵
に
ほ
ん
し
ょ
き
︶
と
は
？

　

天
地
開
闢
か
ら
第
四
十
一
代
持
統
天
皇
ま
で
の
時
代
を
記
録
し
た
日
本
最

初
の
正
当
な
歴
史
書
で
す
。
全
部
で
三
十
巻
と
系
図
一
巻
か
ら
な
り
ま
す
。
最

初
の
二
巻
が
神
話
の
時
代
を
記
し
た
神
代
記
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

第
四
十
代
天
武
天
皇
の
勅
命
を
受
け
て
天
武
天
皇
の
皇
子
、
舎
人
親
王
︵
と

ね
り
し
ん
の
う
︶
が
中
心
と
な
っ
て
約
四
十
年
を
か
け
、
七
二
〇
年
に
完
成
を

奏
上
し
ま
し
た
。
来
る
二
〇
二
〇
年
、
平
成
の
御
世
で
い
う
と
平
成
三
十
二
年

に
あ
た
る
、
ち
ょ
う
ど
東
京
五
輪
開
催
と
重
な
る
そ
の
年
に
、
日
本
書
紀
は
編

纂
一
三
〇
〇
年
を
迎
え
ま
す
。

　

日
本
の
公
式
歴
史
書

　

唐
や
新
羅
な
ど
の
近
隣
諸
外
国
と
付
き
合
う
な
か
で
、
他
国
か
ら
も
認
め
ら

れ
る
国
家
と
な
る
た
め
に
は
史
書
を
記
し
、
国
家
の
正
当
性
を
発
信
す
る
必
要

が
あ
り
ま
し
た
。﹁
日
本
書
紀
﹂
は
自
国
の
成
り
立
ち
と
歩
み
を
示
す
目
的
が

あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
日
本
の
初
め
て
の
公
式
な
歴
史
書
で
あ
り
ま
す

が
、す
べ
て
漢
文
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

﹁
日
本
﹂
と
い
う
言
葉
が
始
め
て
歴
史
文
献
の
中
で
登
場
す
る
の
も
、﹁
日
本

書
紀
﹂で
す
。

　

語
り
継
が
れ
て
き
た
記
憶

　

文
字
と
し
て
国
家
の
歴
史
を
残
そ
う
と
す
る
中
で
、
本
文
以
外
に
も
﹁
一
書

に
曰
く
︵
あ
る
ふ
み
に
い
わ
く
︶
﹂
な
ど
と
し
て
、
い
く
つ
も
の
異
伝
や
異
説
を

併
記
し
て
い
ま
す
。

　

古
代
の
日
本
に
は
様
々
な
伝
承
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
か
ら
一
つ
の
み

を
正
し
い
と
し
て
採
用
す
る
の
で
は
な
く
、
古
い
言
い
伝
え
を
で
き
る
か
ぎ
り

広
く
集
め
て
後
世
に
残
そ
う
と
し
た
態
度
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー

　

世
界
の
多
く
の
国
々
に
お
い
て
、
そ
の
建
国
や
民
族
の
起
源
が
神
話
に
由
来

し
て
い
る
よ
う
に
、
神
話
は
そ
の
国
、
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
表
し

て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
現
代
に
あ
っ
て
、
神
話
に
纏
わ
る
も
の
は
も
は
や

遺
物
で
あ
り
名
所
の
よ
う
な
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
今
後
国
際
化
が
進
み
、

何
を
も
っ
て
日
本
人
と
い
う
の
か
、
自
ら
の
拠
り
所
と
な
る
も
の
が
問
わ
れ
て

い
く
よ
う
に
な
っ
て
い
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
幸
い
な
こ
と
に
日
本
で
は
そ
の

神
話
が
﹁
歴
史
﹂
の
一
部
と
し
て
今
も
な
お
皇
室
と
神
社
を
中
心
に
生
き
て
伝

わ
っ
て
い
ま
す
。こ
れ
は
本
当
に
重
要
な
こ
と
で
す
。

　

神
代
の
歴
史
を
た
ず
ね
る

　

そ
こ
で
当
社
で
は
二
年
後
に
控
え
た
日
本
書
紀
編
纂
一
三
〇
〇
年
を
契
機

と
し
て
、
ま
た
春
日
神
社
の
御
祭
神
は
日
本
神
話
上
で
溌
剌
た
る
活
躍
を
さ
れ

た
神
々
で
あ
り
ま
す
こ
と
か
ら
、
そ
の
事
跡
に
つ
い
て
神
話
を
改
め
て
掘
り
下

げ
て
み
た
い
と
計
画
を
い
た
し
ま
し
た
。

　

四
柱
の
御
祭
神
を
よ
く
御
存
じ
の
皆
様
に
と
り
ま
し
て
も
、
ま
た
違
っ
た
姿

を
も
っ
て
立
ち
上
が
っ
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

次
号
か
ら
本
社
報
上
で
春
日
神
社
の
ご
祭
神
を
数
回
に
わ
た
っ
て
ご
紹
介

し
て
い
く
予
定
で
す
。

神
話
に
息
づ
く
春
日
の
ご
祭
神

来
る
日
本
書
紀
編
纂
一
三
〇
〇
年

来
る
日
本
書
紀
編
纂
一
三
〇
〇
年

来
る
日
本
書
紀
編
纂
一
三
〇
〇
年

国立国会図書館蔵

「天瓊を以て滄海を探る」
小林永濯 画　ボストン美術館蔵
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第
五
十
一
回
全
国
植
樹
祭　

ご
臨
席︵
大
分
県
県
民
の
森
・
平
成
森
林
公
園
︶

第
五
十
一
回
全
国
植
樹
祭
レ
セ
プ
シ
ョ
ン　
ご
臨
席︵
第
一
ホ
テ
ル
大
分
オ
ア
シ
ス
タ
ワ
ー
︶

第
六
十
三
回
国
民
体
育
大
会
開
会
式　

ご
臨
場︵
大
分
ス
ポ
ー
ツ
公
園
九
州
石
油
ド
ー
ム
︶︻
大
分
市
︼

提
灯
奉
迎
に
お
応
え︵
大
分
全
日
空
ホ
テ
ル
オ
ア
シ
ス
タ
ワ
ー
︶

　
　

〜
天
皇
陛
下
の
お
言
葉
〜

　

第
五
十
一
回
全
国
植
樹
祭
に
臨
み
、こ
こ
大
分
県
県
民
の
森﹁
平
成
森
林
公
園
﹂に
お

い
て
、全
国
か
ら
の
参
加
者
と
共
に
植
樹
を
行
う
こ
と
を
誠
に
喜
ば
し
く
思
い
ま
す
。

　

第
一
回
の
全
国
植
樹
祭
は
ち
ょ
う
ど
五
十
年
前
、昭
和
二
十
五
年
に
植
樹
行
事
及
び

国
土
緑
化
大
会
と
し
て
山
梨
県
甲
府
市
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
当
時
は
、
戦
中
戦
後
の

多
量
の
木
材
の
需
要
に
応
じ
て
、森
林
が
伐
採
さ
れ
、台
風
な
ど
に
よ
り
、各
地
で
大
き

な
被
害
が
生
じ
て
い
る
と
き
で
あ
り
ま
し
た
。こ
の
よ
う
に
荒
廃
し
た
国
土
を
救
う
こ

と
を
目
指
し
て
、
こ
の
行
事
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
第
一
回
の
テ
ー
マ
は
ま
さ
し

く﹁
荒
廃
地
造
林
﹂で
あ
り
ま
し
た
。そ
の
後
も
関
係
者
の
た
ゆ
み
な
い
植
樹
の
努
力
が

続
け
ら
れ
、植
林
地
は
著
し
く
増
加
し
て
い
き
ま
し
た
が
、同
時
に
、こ
れ
に
伴
い
植
樹

さ
れ
た
森
林
を
間
伐
な
ど
し
て
健
全
に
育
成
し
て
い
く
こ
と
が
新
た
な
課
題
と
し
て

注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
、
森
林
の
手
入
れ
に
関

心
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
，昭
和
五
十
二
年
以
来
全
国
育
樹
祭
が
開
催
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
私
共
も
各
地
で
行
わ
れ
る
全
国
育
樹
祭
に
か
か
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
こ

の
全
国
育
樹
祭
が
初
め
て
行
わ
れ
た
の
は
、か
つ
て
第
九
回
植
樹
行
事
及
び
国
土
緑
化

大
会
の
開
催
さ
れ
た
大
分
県
別
府
市
志
高
湖
畔
の
森
の
中
で
あ
り
ま
し
た
。

　
　

︵
中
略
︶

　

こ
の
機
会
に
皆
さ
ん
が
五
十
年
に
わ
た
る
国
土
緑
化
運
動
の
歩
み
を
振
り
返
り
、国

土
緑
化
に
尽
く
し
た
人
々
の
功
に
思
い
を
致
し
、こ
の
大
会
を
今
後
の
森
林
の
在
り
方

を
多
く
の
人
々
と
共
に
考
え
る
契
機
と
さ
れ
る
こ
と
を
心
か
ら
希
望
い
た
し
ま
す
。

天
皇
陛
下
御
来
県
を
振
り
返
る

　

天
皇
皇
后
陛
下
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、本
年
で
ご
即
位
三
十
年
の
佳
節
を
迎
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

三
十
年
の
ご
在
位
の
間
、
両
陛
下
に
は
四
度
当
県
に
行
幸
啓
頂
い
て
お
り
ま
す
。
ど
の
行
幸
啓
も
誠
に
有
難
く
喜
び
に
堪
え
ま
せ
ん
が
、
近
年
で
は
昨
年
の
九
州
北
部
豪
雨
の
際
、

た
っ
て
の
御
希
望
と
し
て
予
定
を
変
更
し
て
日
田
市
に
被
災
状
況
視
察
と
被
災
者
お
見
舞
い
の
た
め
に
御
来
県
さ
れ
、さ
ら
に
は
災
害
対
応
の
関
係
者
の
労
を
労
わ
れ
ま
し
た
。

　

来
年
の
御
世
替
り
が
目
前
に
迫
る
中
、両
陛
下
の
御
即
位
後
に
行
わ
れ
た
行
幸
啓
の
足
跡
を
、お
言
葉
を
交
え
て
辿
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

平
成
十
二
年
四
月
二
十
二
日
〜
二
十
四
日

平
成
二
十
年
九
月
二
十
六
日
〜
二
十
八
日平

成
二
十
七
年
十
月
三
日
〜
四
日

九
州
北
部
豪
雨
の
被
災
者
お
見
舞
い　

日
田
市
役
所︻
日
田
市
︼

災
害
対
応
尽
力
者
お
労
い︵
同
地
︶

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
七
日

ご
視
察

サ
ン
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
大
神︵
身
体
障
害
者
療
護
施
設﹁
ゆ
う
わ
﹂

　

・
重
度
障
害
者
多
数
雇
用
事
務
所﹁
ソ
ニ
ー
・
太
陽
株
式
会
社
日
出
工
場
﹂︶︻
日
出
町
︼

お
お
い
た
香
り
の
森
博
物
館︻
野
津
原
町
︼

大
分
県
立
先
哲
史
料
館︻
大
分
市
︼

別
府
市
竹
細
工
伝
統
産
業
会
館︻
別
府
市
︼

ご
訪
問

大
分
県
立
病
院
総
合
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー︻
大
分
市
︼

九
重
町
役
場︻
九
重
町
︼

ご　

覧

ホ
ッ
ケ
ー
競
技　
︵
九
重
町
活
き
い
き
ラ
ン
ド
多
目
的
グ
ラ
ウ
ン
ド
︶︻
九
重
町
︼

新
体
操
競
技　
︵
大
分
県
立
別
府
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
ビ
ー
コ
ン
プ
ラ
ザ
︶︻
別
府
市
︼

ご
昼
食

国
民
体
育
大
会
会
長
、知
事
、大
分
市
長
等
大
会
関
係
者　
︵
大
分
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
︶︻
大
分
市
︼

知
事
、九
重
町
長
等
地
元
関
係
者
及
び
警
衛
関
係
者　
︵
九
重
町
役
場
︶︻
九
重
町
︼

太
陽
の
家
創
立
五
十
周
年
記
念
式
典　

ご
臨
席︻
別
府
市
︼

ご
視
察

大
分
県
立
美
術
館︻
大
分
市
︼

ご
昼
食

大
分
県
知
事
、県
議
会
議
長
、別
府
市
長
、市
議
会
議
長
及
び
警
衛
関
係
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

︵
か
ん
ぽ
の
宿
別
府
︶︻
別
府
市
︼

お
立
ち
寄
り

西
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
九
州
支
社
大
分
高
速
道
路
事
務
所︻
別
府
市
︼

大
分
県
日
出
総
合
庁
舎︻
日
出
町
︼



　

当
会
で
は
毎
年
、新
緑
が
美
し
い
こ
の
時
期
に
、県
内
の
神
社
を
参

拝
す
る
日
帰
り
親
睦
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。今
年
も
六
月
一
日
、会

員
二
十
名
と
神
社
か
ら
山
本
禰
宜
・
井
上
権
禰
宜
が
同
行
し
て
、別
府

市
に
鎮
座
の
延
喜
式
内
社 
火
男
火
賣
神
社
を
参
拝
し
ま
し
た
。

　

平
成
十
二
年
、創
建
一
二
五
〇
年
を
記
念
し
て
整
備
さ
れ
た
境
内

は
清
々
し
く
、会
員
に
も
親
し
み
の
あ
る
鶴
見
嶽
の
神
様
を
祀
る
と

の
こ
と
で
、加
藤
兼
司
宮
司
様
よ
り
伺
っ
た
式
内
社
ま
た
別
府
温
泉

の
守
り
神
と
し
て
の
歴
史
的
な
お
話
と
あ
わ
せ
、一
同
は
郷
土
の
文

化
や
自
然
景
観
に
も

思
い
を
馳
せ
て
の
参

拝
と
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
湯
布
院

に
移
動
し
て
昼
食
を

と
り
、
観
光
を
し
て

の
帰
社
と
な
り
ま
し

た
。
梅
雨
の
切
れ
間

の
好
天
の
中
、
本
年

も
楽
し
く
親
睦
を
深

め
る
こ
と
が
出
来
ま

し
た
。

春
日
敬
神
婦
人
会 

日
帰
り
親
睦
会

７

巫
女　

佐
藤　

未
来

平
成
大
嘗
祭
主
基
地
方
風
俗
舞
・　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

雅
楽
研
修
会

　

去
る
五
月
二
十

六
・
二
十
七
日
の

二
日
間
に
わ
た

り
、
大
分
県
神
社

庁
主
催
の
研
修
会

が
当
社
を
会
場
に

開
催
さ
れ
、
当
社

職
員
を
は
じ
め
県

内
の
若
手
を
中
心

と
し
た
神
職
が
受

講
し
ま
し
た
。

　

講
師
に
は
宮
内
庁
楽
部
の
先
生
方
を
お

迎
え
し
て
、初
日
に
風
俗
舞
の
研
修
、そ
し
て

二
日
目
に
雅
楽︵
盤
渉
調
︶の
研
修
が
行
わ

れ
、期
間
中
は
舞
や
歌
を
初
め
、管
ご
と
に
熱

心
か
つ
丁
寧
な
ご
指
導
が
あ
り
ま
し
た
。

　

毎
年
六
月
十
四
日
の
玖
珠
町
・
瀧
神
社

で
の
豊
穣
祈
願
祭
に
て
奉
納
が
行
わ
れ
る

風
俗
舞
で
す
が
、御
譲
位
に
伴
い
、来
年
二

月
に
は
次
の
主
基
地
方
が
選
ば
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
大
分
県
の
神
職
と
し
て
平

成
度
の
風
俗
舞
を
こ
れ
か
ら
も
誇
り
を
も

っ
て
伝
承
し
て
い
く
こ
と
を
、
あ
ら
た
め

て
申
し
合
わ
せ
た
研
修
と
な
り
ま
し
た
。

雅
楽
研
修
会

月
二
十

七
日
の

わ
た

県
神
社

研
修
会

会
場
に

当
社

じ
め
県

を
中
心

職
が
受

た
。

　

今
年
四
月
か
ら
正
式
な
巫
女
と
な
り
、

初
め
て
の
研
修
と
な
る
伊
勢
神
宮
雅
楽
講

習
会
に
五
日
間
参
加
さ
せ
て
頂
き
ま
し

た
。初
め
て
の
伊
勢
で
し
た
が
、多
く
の
参

拝
者
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
参
道
は
広
く
て

ゆ
っ
く
り
と
参
拝
す
る
こ
と
が
で
き
、
鳥

居
を
く
ぐ
る
と
心
が
清
ら
か
に
な
る
よ
う

な
感
じ
が
し
ま
し
た
。
神
域
の
雰
囲
気
も

と
て
も
良
か
っ
た
で
す
。

　

私
が
受
け
た
舞
の
講
習
で
は
、
緊
張
し

ま
し
た
が
初
参
加
の
方
も
多
く
、
講
師
の

先
生
に
丁
寧
に
教
え
て
頂
き
ま
し
た
。
今

回
の
研
修
は
と
て
も
良
い
経
験
と
な
り
ま

し
た
。こ
れ
か
ら

は
ご
指
導
が
あ

っ
た
細
か
い
と

こ
ろ
ま
で
し
っ

か
り
舞
え
る
よ

う
に
頑
張
っ
て

い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

神
宮
雅
楽
講
習
会
に

　
　
　
　
　

参
加
し
て

らあとよて思
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本
年
度
も
、当
社
恒
例
祭
典
で
の
奏
楽
の
ほ
か
県
内
社
寺
で
の
奏

楽
、近
郊
の
学
校
に
出
向
い
て
の
雅
楽
教
室
、当
社
へ
の
職
場
体
験

生
に
対
し
て
の
雅
楽
体
験
学
習
な
ど
を
積
極
的
に
行
う
予
定
で
す
。

　

毎
週
木
曜
日
に
は
社
務
所
に
て
練
習
会
を
開
催
し
て
お
り
、宗
教

関
係
者
の
み
な
ら
ず
一
般
の
方
も
所
属
し
て
い
ま
す
。日
本
の
文
化

を
見
て
聞
い
て
触
れ
て
体
験
し
た
い
方
、興
味
の
あ
る
方
は
一
度
、

お
訪
ね
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

去
る
四
月
三
十
日
、平
成
三
十
年
度
蓬
莱
雅
楽
会
総
会
が
社
務
所

に
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
ま
で
ご
指
導
を
お
願
い
し
て
お
り
ま
し
た
海
老
海
・
佐
藤
両
講

師
か
ら
退
任
の
申
し
出
が
あ
り
、こ
れ
を
受
け
今
年
度
か
ら
会
の
運

営
が
左
記
の
通
り
新
体
制
に
て
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
併
せ
て
四
名
の
新
入
会
員
の
報
告
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

春
日
神
社
様
と
の
ご
縁
は
、
私
が
結
婚
を
機

に
自
坊
臼
杵
市
の
宝
蓮
寺
へ
修
業
の
場
を
移

さ
せ
て
頂
い
た
時
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
す
で
に

兄
と
神
社
様
と
の
ご
縁
は
あ
り
ま
し
た
が
、
前

宮
司
さ
ま
の
願
い
の
中
、
篳
篥
の
指
導
を
さ
せ

て
頂
く
事
と
な
り
ま
し
た
。
嶋
田
先
生
の
ご
尽

力
も
あ
っ
て
三
管
ま
と
ま
っ
て
の
演
奏
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
、
楽
箏
や
右
舞
の
方
ま
で
、

見
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
私
自
身
こ
こ
で
大
き

く
成
長
さ
せ
て
頂
い
た
と
感
謝
に
絶
え
な
い

思
い
で
す
。
雅
楽
は
、
神
仏
へ
の
奉
納
楽
と
し

て
奏
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
あ
ら
た
め
て
教

え
て
頂
い
て
き
ま
し
た
。
春
日
神
社
と
い
う
母

体
が
あ
っ
て
、
雅
楽
を
研
鑽
さ
せ
て
頂
け
る
こ

と
は
本
当
に
稀
有
で
も
っ
た
い
な
い
こ
と
と

思
い
ま
す
。

　

こ
の
度
は
、
一
身
上
の
都
合
に
よ
り
、
蓬
莱

雅
楽
会
か
ら
離
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
が
、

メ
ン
バ
ー
の
方
々
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
根
本

の
精
神
か
ら
外
れ
な
い
よ
う
に
雅
楽
を
研
鑽

し
て
い
っ
て
く
だ
さ
る
と
幸
い
に
存
じ
ま
す
。

長
い
間
、誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

退
任
の
ご
挨
拶

　
　
　
　

講
師　

佐　

藤　

良　

純

会　

長　

宮　

本　

隆　

之

副
会
長　

嶋　

田　

博　

文

副
会
長　

橋　

本　
　
　

敬

幹
事
長　

山　

本　

龍　

司

講　

師　

嶋　

田　

博　

文

副
講
師　

佐
々
木　

浩　

文

講　

師　

工　

藤　

憲　

彰

副
講
師　

松　

田　
　
　

暁

講　

師　

中　

山　

理　

生

副
講
師　

秦　
　
　

千
恵
美

鳳
笙

篳
篥

龍
笛

蓬
莱
雅
楽
会
の
活
動　

に
つ
い
て
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付
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︵
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平
成
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十
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権
禰
宜　
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介
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中　
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人 事

　

○
茅
の
輪
の
く
ぐ
り
方

　

茅
︵
か
や
︶
で
作
ら
れ
た
大
き
な
輪
の
こ

と
で
、
そ
れ
を
く
ぐ
る
こ
と
に
よ
り
、
知
ら

ず
知
ら
ず
に
犯
し
た
罪
や
け
が
れ
が
祓
わ
れ

る
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
。
く
ぐ
り
方
に
は
決

ま
り
が
あ
っ
て
、
左
ま
わ
り
・
右
ま
わ
り
・

左
ま
わ
り
と
、
８
の
字
を
書
く
よ
う
に
三
度

く
ぐ
り
抜
け
ま
す
。
そ
う
す
る
と
身
も
心
も

清
ら
か
に
祓
わ
れ
る
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
。

一
、祭
典
日
時

六
月
三
十
日︵
土
︶

　
　

・
午
後
五
時

　
　
　
　

︵
受
付
時
間　

四
時
二
十
分
〜
四
十
五
分
︶

　
　

・
午
後
六
時

　
　
　
　

︵
受
付
時
間　

五
時
二
十
分
〜
四
十
五
分
︶

七
月　

一
日︵
日
︶

　
　

・
午
後
一
時

　
　
　
　

︵
受
付
時
間　

〇
時
二
十
分
〜
四
十
五
分
︶

　
　

・
午
後
四
時

　
　
　
　

︵
受
付
時
間　

三
時
二
十
分
〜
四
十
五
分
︶

一
、初

穂

料

　

お
一
人
様　
　

一
千
円

※

授
与
所
で
の
受
付
時
に
お
納
め
く
だ
さ
い
。

※

祭
典
は
神
職
に
よ
り
執
り
進
め
ら
れ
ま
す
。

　

所
要
時
間
は
約
三
十
分
で
す
。

本
殿
内
席
数
先
着
四
十
八
名
を
超
え
る
場
合
は

お
待
ち
頂
き
、右
設
定
時
間
に
連
続
し
て
執
行
致

し
ま
す
こ
と
を
、あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

一
、当
日
の
流
れ

①
授
与
所
に
て
受
付

②
人
形︵
ひ
と
が
た
︶に
氏
名
を
記
入

③
大
祓
詞
奏
上
、

　

切
麻
・
大
麻
に
よ
る
お
祓
い

④
茅
の
輪
く
ぐ
り

⑤
御
本
殿
に
て
祈
願
祭
参
列

⑥
撤
下
品︵
お
さ
が
り
︶授
与

⑦
終
了

※

　

一
年
の
ち
ょ
う
ど
半
分
に
あ
た
る
六
月
三
十
日
に
は
全
国
の
神
社
で
大
祓
式
が
行
わ
れ
ま
す
。
こ
の
日
、
境
内
に
茅
︵
か
や
︶
で
作
ら

れ
た
輪
が
立
て
ら
れ
、﹁
茅
の
輪
︵
ち
の
わ
︶
﹂
神
事
と
呼
ば
れ
る
行
事
が
執
り
行
わ
れ
ま
す
。
こ
の
神
事
は
半
年
の
間
に
知
ら
ず
知
ら
ず

し
て
身
に
つ
い
た
罪
穢
れ
を
祓
い
除
い
て
、無
病
息
災
・
厄
難
消
除
を
祈
る
神
事
で
す
。

　

特
に
水
無
月
の
大
祓
式
は
、﹁
夏
越
の
大
祓
﹂
と
も
呼
ば
れ
、
元
気
に
暑
い
夏
を
乗
り
切
る
と
と
も
に
、
新
た
に
迎
え
る
半
年
を
さ
わ
や

か
に
ま
た
清
ら
か
に
過
ご
し
て
い
こ
う
と
す
る
、私
た
ち
の
祖
先
の
生
活
の
知
恵
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
す
。

　

当
社
で
は
三
十
日
当
日
の
朝
か
ら
、
神
職
の
手
に
よ
り
一
本
一
本
選
り
分
け
ら
れ
た
み
ず
み
ず
し
い
茅
と
青
竹
で
作
ら
れ
た
﹁
茅
の

輪
﹂が
本
殿
前
に
設
け
ら
れ
ま
す
。

　

近
年
、
こ
の
﹁
茅
の
輪
﹂
設
置
期
間
中
の
参
拝
が
増
加
傾
向
に
あ
り
、
一
昨
年
よ
り
一
般
希
望
者
を
対
象
と
し
た
大
祓
祈
願
祭
を
執
り

行
っ
て
い
ま
す
。

　

就
き
ま
し
て
は
、
本
年
も
左
記
の
と
お
り
に
斎
行
致
し
ま
す
の
で
、
ご
都
合
に
合
う
日
時
を
ご
確
認
の
上
、
是
非
来
社
頂
き
お
祓
い
を

お
受
け
く
だ
さ
い
。尚
、こ
の﹁
茅
の
輪
﹂は
境
内
に
数
日
間
残
し
て
い
ま
す
。

夏
越
の
大
祓
式　

茅
の
輪
神
事
の
ご
案
内

夏
越
の
大
祓
式　

茅
の
輪
神
事
の
ご
案
内

夏
越
の
大
祓
式　

茅
の
輪
神
事
の
ご
案
内

水
無
月
の  
夏
越
の
祓
い　

す
る
人
は  

千
歳
の
命  

延
ぶ
と
い
う
な
り


