
『
改
元
奉
祝
』

本
年
四
月
三
十
日
、
御
譲
位
に
よ
り
明
仁
陛
下
（
あ

き
ひ
と
へ
い
か=

平
成
の
御
代
の
天
皇
陛
下
）
は
上

皇
に
、
美
智
子
皇
后
陛
下
は
上
皇

后
と
な
ら
れ
、
お
よ
そ
三
十
年
続

い
た
「
平
成
」
の
御
代
が
終
わ
り

ま
し
た
。

翌
五
月
一
日
、
徳
仁
殿
下
（
な
る

ひ
と
で
ん
か
）
が
第
百
二
十
六
代

天
皇
陛
下
に
、
雅
子
妃
殿
下
が
皇

后
に
御
即
位
あ
そ
ば
さ
れ
「
令
和
」

の
御
代
が
始
ま
り
ま
し
た
。
大
型

連
休
と
改
元
が
重
な
り
、
日
本
中

が
祝
賀
ム
ー
ド
に
包
ま
れ
た
の
は

記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

上
皇
陛
下
は
三
年
前
の
お
気
持
ち

表
明
の
際
に
「
（
高
齢
に
よ
り
）
こ
れ
ま
で
の
よ
う

に
全
身
全
霊
を
も
っ
て
象
徴
と
し
て
の
務
め
を
果
た

し
て
い
く
の
が
難
し
く
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
事
を
案
じ
て
い
ま
す
」
と
仰
ら
れ
ま
し
た
。

当
社
に
は
今
ま
で
受
付
が
無
か
っ
た
の
で
す
が
、
こ

の
度
、
社
務
所
の
参
道
側
に
受
付
所
を
作
り
ま
し
た
。

簡
易
的
な
受
付
で
は
あ
り
ま
す
が
、
か
な
り
機
能
的

に
変
わ
り
ま
し
た
。

久
山
年
神
社
の
現
社
殿
は
、
昭
和
四
年
に
建
て
ら
れ
九
十
年
が
過
ぎ
て

お
り
ま
す
。
昭
和
五
十
三
年
に
は
大
改
修
な
ど
も
行
わ
れ
ま
し
た
が
、

そ
れ
も
既
に
四
十
年
近
く
が
過
ぎ
、
社
殿
の
歪
み
や
シ
ロ
ア
リ
の
被
害

な
ど
に
よ
り
、
各
所
に
老
朽
化
が
進
ん
で
お
り
ま
す
。

こ
の
度

役
員
会
議
を
行
い
、
令
和
十
一
年
の
現
社
殿
百
周
年
に
大
改

修
を
行
な
う
事
を
目
標
と
す
る
旨
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、
決
定
し
だ
い
社
報
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
を
通
じ
て

随
時
お
知
ら
せ
致
し
ま
す
。
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第三号

陛
下
が
仰
ら
れ
た
よ
う
に
ご
年
齢
の
事
も
あ
る
と
は

思
い
ま
す
が
、
別
の
見
方
も
出
来
る
と
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
崩
御
に
よ
る
御
代
替
り
で
は
喪
に
服
し
た

中
で
の
改
元
に
な
る
た
め
国
民
が
心
か
ら
慶
べ
な
い
、

国
民
の
慶
び
を
優
先
し
て
存
命
の
う
ち
に
御
譲
位
な

さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
？
と
い
う
事
で
す
。

も
ち
ろ
ん
上
皇
陛
下
が
そ
こ
ま
で
お
考
え
に
な
ら
れ

た
の
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
平
成
の
御
代
で
私
た

ち
が
何
度
も
見
て
き
た
、
膝
を
着
き
お
優
し
い
眼
差

し
で
一
人
一
人
に
接
す
る
「
国
民
の
気
持
ち
に
寄
り

添
う
」
陛
下
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
う
考
え
る
こ

と
も
出
来
る
と
思
い
ま
す
。
本
当
に
ど
こ
ま
で
も
心

が
広
く
、
お
優
し
い
偉
大
な
陛
下
で
し
た
。

そ
う
い
う
偉
大
な
上
皇
陛
下
の
跡
を
受
け
継
ぎ
御
即

位
な
さ
っ
た
今
上
陛
下
は
、
御
即

位
の
日
に
「
上
皇
陛
下
の
こ
れ
ま

で
の
歩
み
に
深
く
思
い
を
致
し
、

ま
た
歴
代
の
天
皇
の
な
さ
り
よ
う

を
心
に
と
ど
め
、
自
己
の
研
鑽
に

励
む
と
と
も
に
、
常
に
国
民
を
思

い
、
国
民
に
寄
り
添
い
な
が
ら
、

憲
法
に
の
っ
と
り
日
本
国
及
び
日

本
国
民
統
合
の
象
徴
と
し
て
の
責

務
を
果
た
す
こ
と
を
誓
い
、
国
民

の
幸
せ
と
国
の
一
層
の
発
展
、
そ

し
て
世
界
の
平
和
を
切
に
希
望
し

ま
す
。
」
と
仰
い
ま
し
た
。

上
皇
陛
下
の
よ
う
に
偉
大
な
陛
下

と
な
ら
れ
る
事
を
願
う
と
と
も
に
、
令
和
の
御
代
が

素
晴
ら
し
い
時
代
と
な
る
よ
う
祈
り
た
い
と
思
い
ま

す
。

宮
司

本
田
孝
裕

フェイスブック インスタグラム ツイッター

【
写
真
提
供
】
神
社
新
報
社

【龍石権現祭をご
奉仕】

第
二
号
一
頁
『
御
代
替
り
』
の
（
御
代
替
り
に
関
す
る
諸
行
事
）
で

【
御
即
位
当
日
】
の
部
分
に
間
違
い
が
あ
り
ま
し
た
。

正【
御
即
位
当
日
】

五
月
一
日

剣
璽
等
承
継
の
儀

即
位
後
朝
見
の
儀

五
月
八
日

賢
所
の
儀

皇
霊
殿
神
殿
に
奉
告
の
儀

誤【
御
即
位
当
日
】

五
月
一
日

剣
璽
等
承
継
の
儀

賢
所
の
儀

皇
霊
殿
神
殿
に
奉
告
の
儀

即
位
後
朝
見
の
儀

お
詫
び
の
上
、
訂
正
い
た
し
ま
す
。

【
田
祈
祷
祭
】

来
る
六
月
十
六
日

に
、
毎
年
恒
例
の

「
田
祈
祷
祭
」
が
行
な
わ
れ
ま
す
。

田
祈
祷
祭
と
は
、
田
植
え
が
終
わ
っ
た
直

後
に
行
な
わ
れ
る
お
祭
り
で
、
秋
の
稔
り

を
祈
る
諫
早
に
伝
わ
る
伝
統
行
事
で
す
。

写
真
の
よ
う
に
田
ん
ぼ
の
水
口
（
み
な
く

ち
）
に
、
竹
に
刺
し
た
御
幣
（
ご
へ
い
）

を
立
て
て
豊
作
を
祈
り
ま
す
。
田
ん
ぼ
に

御
幣
を
見
か
け
た
ら
、
ぜ
ひ
田
祈
祷
祭
の
事
を
思
い
出
し
て
み
て
下
さ
い
。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

幟
の
御
奉
納
受
け
付
け
て
い
ま
す

昨
年
末
に
幟
を
新
調
し
て
、
現
在

御
奉
納
を
募
っ
て
お
り
ま
す
。

「
個
人
は

一
枚

三
千
円

企
業
・
商
店
・
団
体
は

一
枚
五
千
円
以
上
」

御
奉
名
の
上
、
神
社
の

祭
典
・
年
始
の
初
詣
時

な
ど
に
掲
げ
さ
せ
て
頂

き
ま
す
。

詳
し
く
は
神
社
へ
お

問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

表面



平
成
か
ら
令
和
へ
改
元
さ
れ
た
五
月
一
日

午
前
十
時
、
天
皇
陛
下
の
御
即
位
と
令
和
の

御
代
の
幕
開
け
を
奉
祝
し
て
、
践
祚
改
元
奉
告
祭
（
せ
ん
そ
か
い
げ
ん
ほ
う
こ
く
さ
い
）

を
執
り
行
い
ま
し
た
。

当
日
は
総
代
や
各
地
区
の
役
員
が
参
列
、
宮
司
が
祝
意
の
祝
詞
（
の
り
と
）
を
奏
上
、

責
任
役
員
を
代
表
し
て
南
条
役
員
、
自
治
会
代
表
と
し
て
井
手
自
治
会
長
が
玉
串
を
捧

げ
、
参
加
者
全
員
で
改
元
を
祝
い
ま
し
た
。
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【

践

祚

改

元

奉

告

祭

】

平
成
か
ら
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へ
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ろ

QA 平
成
か
ら
令
和
へ
改
元
さ
れ
た
五
月
一
日

午
前
十
時
、
天
皇
陛
下
の
御
即
位
と
令
和
の

御
代
の
幕
開
け
を
奉
祝
し
て
、
践
祚
改
元
奉
告
祭
（
せ
ん
そ
か
い
げ
ん
ほ
う
こ
く
さ
い
）

を
執
り
行
い
ま
し
た
。

当
日
は
総
代
や
各
地
区
の
役
員
が
参
列
、
宮
司
が
祝
意
の
祝
詞
（
の
り
と
）
を
奏
上
、

責
任
役
員
を
代
表
し
て
南
条
役
員
、
自
治
会
代
表
と
し
て
井
手
自
治
会
長
が
玉
串
を
捧

げ
、
参
加
者
全
員
で
改
元
を
祝
い
ま
し
た
。

奉

告

祭

】

令
和
へ

祭
典
終
了
後
に
は
、
新
天
皇
陛
下
即
位
後
の
諸
行
事

（
総
称
し
て
御
大
礼=

ご
た
い
れ
い

と
言
い
ま
す
）
に

つ
い
て
宮
司
が
説
明
し
解
散
し
ま
し
た
。

御
朱
印
を
書
い
て
頂
き
た
い
の
で

す
が
、
お
願
い
出
来
る
で
し
ょ
う

か
？

ま
た
初
穂
料
は
い
く
ら
で

し
ょ
う
か
？

御
朱
印
は
当
社
で
も
お
書
き
し
て

お
り
ま
す
。
た
だ
し
宮
司
が
不
在

の
場
合
は
、
書
き
置
き
で
の
対
応

に
な
り
ま
す
事
を
ご
了
承
下
さ
い
。

ま
た
初
穂
料
は
お
気
持
ち
で
頂
戴
し
て
お
り

ま
す
の
で
特
に
金
額
は
決
め
て
い
ま
せ
ん
が
、

多
く
の
方
が
三
百
円
～
五
百
円
程
度
を
お
納

め
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
の
で
、
そ
の
辺
り
が

目
安
の
金
額
か
と
存
じ
ま
す
。

最
近
は
「
御
朱
印
ブ
ー
ム
」
に
よ
り
、
参
拝

が
不
便
な
当
社
に
も
時
々
、
御
朱
印
を
求
め

ら
れ
る
方
が
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

き
っ
か
け
は
ど
う
で
あ
れ
、
神
社
に
足
を
運

ん
で
頂
け
る
事
は
有
難
い
の
で
す
が
、
「
御

朱
印
集
め
」
自
体
が
目
的
に
な
り
、
神
社
へ

お
参
り
せ
ず
に
帰
る
方
が
い
た
り
、
ま
た
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
転
売
す
る
方
が
い
る
と
聞

き
本
当
に
残
念
に
思
い
ま
す
。

御
朱
印
は
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
で
は
あ
り
ま
せ

ん
し
、
一
般
の
商
品
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
参

拝
者
と
神
社
の
ご
縁
を
思
い
な
が
ら
、
神
職

が
一
筆
一
筆
に
心
を
込
め
て
丁
寧
に
し
た
た

め
た
「
参
拝
し
た
証
」
で
す
。
取
扱
い
と
し

て
は
神
社
で
頒
布
し
て
い
る
御
神
札
や
御
守

に
準
じ
る
も
の
で
す
。

し
た
が
っ
て
頂
い
た
御
朱
印
は
、
お
参
り
し

た
御
本
人
だ
け
に
し
か
価
値
の
無
い
も
の
で

あ
り
、
ま
し
て
や
御
朱
印
を
転
売
す
る
事
は

神
様
を
貶
（
お
と
し
）
め
る
行
為
で
、
神
を

冒
涜
（
ぼ
う
と
く
）
し
て
い
る
事
と
同
じ
で

す
。
ど
う
ぞ
感
謝
の
気
持
ち
を
持
っ
て
御
朱

印
を
お
受
け
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

※

写
真
は
当
社
の
書
き
置
き
御
朱
印

そ
こ
が
知
り
た
い
！

神
社
の

中面



平
成
か
ら
令
和
へ
改
元
さ
れ
た
五
月
一
日

午
前
十
時
、
天
皇
陛
下
の
御
即
位
と
令
和
の

御
代
の
幕
開
け
を
奉
祝
し
て
、
践
祚
改
元
奉
告
祭
（
せ
ん
そ
か
い
げ
ん
ほ
う
こ
く
さ
い
）

を
執
り
行
い
ま
し
た
。

当
日
は
総
代
や
各
地
区
の
役
員
が
参
列
、
宮
司
が
祝
意
の
祝
詞
（
の
り
と
）
を
奏
上
、

責
任
役
員
を
代
表
し
て
南
条
役
員
、
自
治
会
代
表
と
し
て
井
手
自
治
会
長
が
玉
串
を
捧

げ
、
参
加
者
全
員
で
改
元
を
祝
い
ま
し
た
。
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QA 平
成
か
ら
令
和
へ
改
元
さ
れ
た
五
月
一
日

午
前
十
時
、
天
皇
陛
下
の
御
即
位
と
令
和
の

御
代
の
幕
開
け
を
奉
祝
し
て
、
践
祚
改
元
奉
告
祭
（
せ
ん
そ
か
い
げ
ん
ほ
う
こ
く
さ
い
）

を
執
り
行
い
ま
し
た
。

当
日
は
総
代
や
各
地
区
の
役
員
が
参
列
、
宮
司
が
祝
意
の
祝
詞
（
の
り
と
）
を
奏
上
、

責
任
役
員
を
代
表
し
て
南
条
役
員
、
自
治
会
代
表
と
し
て
井
手
自
治
会
長
が
玉
串
を
捧

げ
、
参
加
者
全
員
で
改
元
を
祝
い
ま
し
た
。

奉

告

祭

】

令
和
へ

祭
典
終
了
後
に
は
、
新
天
皇
陛
下
即
位
後
の
諸
行
事

（
総
称
し
て
御
大
礼=

ご
た
い
れ
い

と
言
い
ま
す
）
に

つ
い
て
宮
司
が
説
明
し
解
散
し
ま
し
た
。

御
朱
印
を
書
い
て
頂
き
た
い
の
で

す
が
、
お
願
い
出
来
る
で
し
ょ
う

か
？

ま
た
初
穂
料
は
い
く
ら
で

し
ょ
う
か
？

御
朱
印
は
当
社
で
も
お
書
き
し
て

お
り
ま
す
。
た
だ
し
宮
司
が
不
在

の
場
合
は
、
書
き
置
き
で
の
対
応

に
な
り
ま
す
事
を
ご
了
承
下
さ
い
。

ま
た
初
穂
料
は
お
気
持
ち
で
頂
戴
し
て
お
り

ま
す
の
で
特
に
金
額
は
決
め
て
い
ま
せ
ん
が
、

多
く
の
方
が
三
百
円
～
五
百
円
程
度
を
お
納

め
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
の
で
、
そ
の
辺
り
が

目
安
の
金
額
か
と
存
じ
ま
す
。

最
近
は
「
御
朱
印
ブ
ー
ム
」
に
よ
り
、
参
拝

が
不
便
な
当
社
に
も
時
々
、
御
朱
印
を
求
め

ら
れ
る
方
が
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

き
っ
か
け
は
ど
う
で
あ
れ
、
神
社
に
足
を
運

ん
で
頂
け
る
事
は
有
難
い
の
で
す
が
、
「
御

朱
印
集
め
」
自
体
が
目
的
に
な
り
、
神
社
へ

お
参
り
せ
ず
に
帰
る
方
が
い
た
り
、
ま
た
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
転
売
す
る
方
が
い
る
と
聞

き
本
当
に
残
念
に
思
い
ま
す
。

御
朱
印
は
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
で
は
あ
り
ま
せ

ん
し
、
一
般
の
商
品
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
参

拝
者
と
神
社
の
ご
縁
を
思
い
な
が
ら
、
神
職

が
一
筆
一
筆
に
心
を
込
め
て
丁
寧
に
し
た
た

め
た
「
参
拝
し
た
証
」
で
す
。
取
扱
い
と
し

て
は
神
社
で
頒
布
し
て
い
る
御
神
札
や
御
守

に
準
じ
る
も
の
で
す
。

し
た
が
っ
て
頂
い
た
御
朱
印
は
、
お
参
り
し

た
御
本
人
だ
け
に
し
か
価
値
の
無
い
も
の
で

あ
り
、
ま
し
て
や
御
朱
印
を
転
売
す
る
事
は

神
様
を
貶
（
お
と
し
）
め
る
行
為
で
、
神
を

冒
涜
（
ぼ
う
と
く
）
し
て
い
る
事
と
同
じ
で

す
。
ど
う
ぞ
感
謝
の
気
持
ち
を
持
っ
て
御
朱

印
を
お
受
け
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

※

写
真
は
当
社
の
書
き
置
き
御
朱
印

そ
こ
が
知
り
た
い
！

神
社
の

中面



『
改
元
奉
祝
』

本
年
四
月
三
十
日
、
御
譲
位
に
よ
り
明
仁
陛
下
（
あ

き
ひ
と
へ
い
か=

平
成
の
御
代
の
天
皇
陛
下
）
は
上

皇
に
、
美
智
子
皇
后
陛
下
は
上
皇

后
と
な
ら
れ
、
お
よ
そ
三
十
年
続

い
た
「
平
成
」
の
御
代
が
終
わ
り

ま
し
た
。

翌
五
月
一
日
、
徳
仁
殿
下
（
な
る

ひ
と
で
ん
か
）
が
第
百
二
十
六
代

天
皇
陛
下
に
、
雅
子
妃
殿
下
が
皇

后
に
御
即
位
あ
そ
ば
さ
れ
「
令
和
」

の
御
代
が
始
ま
り
ま
し
た
。
大
型

連
休
と
改
元
が
重
な
り
、
日
本
中

が
祝
賀
ム
ー
ド
に
包
ま
れ
た
の
は

記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

上
皇
陛
下
は
三
年
前
の
お
気
持
ち

表
明
の
際
に
「
（
高
齢
に
よ
り
）
こ
れ
ま
で
の
よ
う

に
全
身
全
霊
を
も
っ
て
象
徴
と
し
て
の
務
め
を
果
た

し
て
い
く
の
が
難
し
く
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
事
を
案
じ
て
い
ま
す
」
と
仰
ら
れ
ま
し
た
。

当
社
に
は
今
ま
で
受
付
が
無
か
っ
た
の
で
す
が
、
こ

の
度
、
社
務
所
の
参
道
側
に
受
付
所
を
作
り
ま
し
た
。

簡
易
的
な
受
付
で
は
あ
り
ま
す
が
、
か
な
り
機
能
的

に
変
わ
り
ま
し
た
。

久
山
年
神
社
の
現
社
殿
は
、
昭
和
四
年
に
建
て
ら
れ
九
十
年
が
過
ぎ
て

お
り
ま
す
。
昭
和
五
十
三
年
に
は
大
改
修
な
ど
も
行
わ
れ
ま
し
た
が
、

そ
れ
も
既
に
四
十
年
近
く
が
過
ぎ
、
社
殿
の
歪
み
や
シ
ロ
ア
リ
の
被
害

な
ど
に
よ
り
、
各
所
に
老
朽
化
が
進
ん
で
お
り
ま
す
。

こ
の
度

役
員
会
議
を
行
い
、
令
和
十
一
年
の
現
社
殿
百
周
年
に
大
改

修
を
行
な
う
事
を
目
標
と
す
る
旨
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、
決
定
し
だ
い
社
報
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
を
通
じ
て

随
時
お
知
ら
せ
致
し
ま
す
。
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第三号

陛
下
が
仰
ら
れ
た
よ
う
に
ご
年
齢
の
事
も
あ
る
と
は

思
い
ま
す
が
、
別
の
見
方
も
出
来
る
と
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
崩
御
に
よ
る
御
代
替
り
で
は
喪
に
服
し
た

中
で
の
改
元
に
な
る
た
め
国
民
が
心
か
ら
慶
べ
な
い
、

国
民
の
慶
び
を
優
先
し
て
存
命
の
う
ち
に
御
譲
位
な

さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
？
と
い
う
事
で
す
。

も
ち
ろ
ん
上
皇
陛
下
が
そ
こ
ま
で
お
考
え
に
な
ら
れ

た
の
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
平
成
の
御
代
で
私
た

ち
が
何
度
も
見
て
き
た
、
膝
を
着
き
お
優
し
い
眼
差

し
で
一
人
一
人
に
接
す
る
「
国
民
の
気
持
ち
に
寄
り

添
う
」
陛
下
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
う
考
え
る
こ

と
も
出
来
る
と
思
い
ま
す
。
本
当
に
ど
こ
ま
で
も
心

が
広
く
、
お
優
し
い
偉
大
な
陛
下
で
し
た
。

そ
う
い
う
偉
大
な
上
皇
陛
下
の
跡
を
受
け
継
ぎ
御
即

位
な
さ
っ
た
今
上
陛
下
は
、
御
即

位
の
日
に
「
上
皇
陛
下
の
こ
れ
ま

で
の
歩
み
に
深
く
思
い
を
致
し
、

ま
た
歴
代
の
天
皇
の
な
さ
り
よ
う

を
心
に
と
ど
め
、
自
己
の
研
鑽
に

励
む
と
と
も
に
、
常
に
国
民
を
思

い
、
国
民
に
寄
り
添
い
な
が
ら
、

憲
法
に
の
っ
と
り
日
本
国
及
び
日

本
国
民
統
合
の
象
徴
と
し
て
の
責

務
を
果
た
す
こ
と
を
誓
い
、
国
民

の
幸
せ
と
国
の
一
層
の
発
展
、
そ

し
て
世
界
の
平
和
を
切
に
希
望
し

ま
す
。
」
と
仰
い
ま
し
た
。

上
皇
陛
下
の
よ
う
に
偉
大
な
陛
下

と
な
ら
れ
る
事
を
願
う
と
と
も
に
、
令
和
の
御
代
が

素
晴
ら
し
い
時
代
と
な
る
よ
う
祈
り
た
い
と
思
い
ま

す
。

宮
司

本
田
孝
裕

フェイスブック インスタグラム ツイッター

【
写
真
提
供
】
神
社
新
報
社

【龍石権現祭をご
奉仕】

第
二
号
一
頁
『
御
代
替
り
』
の
（
御
代
替
り
に
関
す
る
諸
行
事
）
で

【
御
即
位
当
日
】
の
部
分
に
間
違
い
が
あ
り
ま
し
た
。

正【
御
即
位
当
日
】

五
月
一
日

剣
璽
等
承
継
の
儀

即
位
後
朝
見
の
儀

五
月
八
日

賢
所
の
儀

皇
霊
殿
神
殿
に
奉
告
の
儀

誤【
御
即
位
当
日
】

五
月
一
日

剣
璽
等
承
継
の
儀

賢
所
の
儀

皇
霊
殿
神
殿
に
奉
告
の
儀

即
位
後
朝
見
の
儀

お
詫
び
の
上
、
訂
正
い
た
し
ま
す
。

【
田
祈
祷
祭
】

来
る
六
月
十
六
日

に
、
毎
年
恒
例
の

「
田
祈
祷
祭
」
が
行
な
わ
れ
ま
す
。

田
祈
祷
祭
と
は
、
田
植
え
が
終
わ
っ
た
直

後
に
行
な
わ
れ
る
お
祭
り
で
、
秋
の
稔
り

を
祈
る
諫
早
に
伝
わ
る
伝
統
行
事
で
す
。

写
真
の
よ
う
に
田
ん
ぼ
の
水
口
（
み
な
く

ち
）
に
、
竹
に
刺
し
た
御
幣
（
ご
へ
い
）

を
立
て
て
豊
作
を
祈
り
ま
す
。
田
ん
ぼ
に

御
幣
を
見
か
け
た
ら
、
ぜ
ひ
田
祈
祷
祭
の
事
を
思
い
出
し
て
み
て
下
さ
い
。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

幟
の
御
奉
納
受
け
付
け
て
い
ま
す

昨
年
末
に
幟
を
新
調
し
て
、
現
在

御
奉
納
を
募
っ
て
お
り
ま
す
。

「
個
人
は

一
枚

三
千
円

企
業
・
商
店
・
団
体
は

一
枚
五
千
円
以
上
」

御
奉
名
の
上
、
神
社
の

祭
典
・
年
始
の
初
詣
時

な
ど
に
掲
げ
さ
せ
て
頂

き
ま
す
。

詳
し
く
は
神
社
へ
お

問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

表面


