
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
て
く
だ
さ
っ
た
皆
さ
ん

首
席
楽
長

多お
お
の
　
　
忠た
だ
輝あ
き

楽
長
補
（
楽
務
担
当
）

上う
え　
　
研け
ん
司じ

楽
長
補
（
教
務
・
楽
生
担
当
）

池い
け
邊べ　
光み
つ
彦ひ
こ

楽
長
補
（
和
楽
器
担
当
）

大お
お
窪く
ぼ　
康や
す
夫お

楽
長
補
（
洋
楽
器
担
当
）

豊ぶ
ん
の
　
　
剛た
け
秋あ
き

（
敬
称
略
・
取
材
時
の
役
職
で
す
）

　宮内庁式部職楽部では、平安時代にほぼ完成した雅楽を保存、継承すべく楽師の皆さんが日々研鑽に努めています。
天皇陛下御即位の際や園遊会での雅楽演奏、宮中晩餐における洋楽演奏など特別な職務を担う皆さんからお話を聞き
ました。

　月報編集部

インタビュー

千年の伝統を継承する
～宮内庁式部職楽部の皆さんに聞きました～

雅
楽
は
、
上
代
か
ら
日
本
に
あ
っ
た
歌
舞
と
五
世

紀
頃
に
大
陸
諸
国
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
歌
舞
が
融
合

し
て
で
き
た
芸
術
で
す
。

宮
内
庁
楽
部
が
演
奏
す
る
雅
楽
は
、
昭
和
三
〇
年

に
国
の
重
要
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、
ま
た
楽
部

楽
師
は
重
要
無
形
文
化
財
保
持
者
に
認
定
さ
れ
ま
し

た
。
さ
ら
に
、
平
成
二
一
年
に
は
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文

化
遺
産
保
護
条
約
「
人
類
の
無
形
文
化
遺
産
の
代
表

的
な
一
覧
表
」
に
記
載
決
議
が
な
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

国
際
的
に
も
認
知
さ
れ
、
歴
史
的
、
芸
術
的
に
も
世

界
的
価
値
を
有
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

﹇
多
﹈　
芸
事
で
す
か
ら
、
一
度
止
ま
っ
て
し
ま

う
と
、
ど
ん
ど
ん
ど
ん
ど
ん
衰
退
し
て
い
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
こ
れ
は
も
う
本
当
に
練
習
を
き
っ
ち

り
し
な
け
れ
ば
と
思
い
ま
し
た
。
ソ
ー
シ
ャ
ル

デ
ィ
ス
タ
ン
ス
に
対
応
す
る
た
め
に
な
る
べ
く
密

に
な
ら
な
い
よ
う
に
少
人
数
体
制
で
練
習
し
た

り
、
寒
い
中
で
も
窓
を
開
け
て
、
パ
ー
テ
ー
シ
ョ

ン
を
作
っ
て
壁
に
向
か
っ
て
吹
い
た
り
、
そ
ん
な

形
で
ず
っ
と
練
習
し
て
い
ま
し
た
。

た
だ
、
本
番
を
踏
ま
な
い
こ
と
に
は
本
当
の
技

術
と
い
う
も
の
は
身
に
付
か
な
い
の
で
、
こ
れ
は

大
変
な
マ
イ
ナ
ス
で
し
た
。
日
頃
の
研
鑽
で
、
そ

れ
ぞ
れ
自
分
で
自
分
を
追
い
込
ん
で
鍛
錬
し
て
い

る
こ
と
は
常
に
変
わ
ら
な
い
の
で
す
が
、
コ
ロ
ナ

コ
ロ
ナ
禍
で
の
活
動

大窪さん　　 池邊さん　　 多さん　　 上さん　　 豊さん
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前
ま
で
は
年
に
何
回
か
決
ま
っ
た
発
表
の
場
が
あ

り
、
反
応
が
返
っ
て
き
て
い
た
。
し
か
し
、
コ
ロ

ナ
禍
で
は
そ
う
い
っ
た
外
か
ら
の
評
価
が
全
く
得

ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
大
変
な
こ
と
で
し
た
。

だ
か
ら
こ
そ
、
昨
年
、
数
年
ぶ
り
に
演
奏
会
を

再
開
で
き
た
時
の
「
戻
っ
て
き
た
な
」
と
い
う
感

覚
は
と
て
も
嬉
し
か
っ
た
で
す
ね
。
や
っ
と
こ
こ

で
、
で
き
た
、
と
。
本
当
に
有
難
か
っ
た
で
す
ね
。

﹇
多
﹈　
宮
内
庁
楽
部
と
い
う
の
は
、
音
楽
学
校

の
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
ま
す
。
小
学
校
や
中
学

校
を
卒
業
し
た
子
供
た
ち
が
こ
こ
に
入
っ
て
、

我
々
が
指
導
に
当
た
っ
て
楽
師
を
育
成
し
て
い
く

場
所
で
も
あ
る
ん
で
す
。
七
科
目
ぐ
ら
い
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
科
目
に
一
人
ず
つ
先
生
が
い
て
、
毎

日
ず
っ
と
一
対
一
で
授
業
を
受
け
て
い
ま
す
。

昔
の
先
生
た
ち
は
本
当
に
厳
し
か
っ
た
。
た
だ

厳
し
い
分
こ
の
先
生
に
つ
い
て
行
け
ば
大
丈
夫
な

ん
だ
、
怒
ら
れ
て
も
叱
ら
れ
て
も
一
生
懸
命
や
っ
て

い
れ
ば
そ
れ
が
い
ず
れ
報
わ
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う

思
い
が
あ
っ
て
若
い
頃
は
ひ
た
す
ら
や
る
し
か
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。と
こ
ろ
が
、い
ざ
楽
師
を
拝
命
し
、

中
堅
に
な
っ
て
く
る
と
、
誰
も
怒
っ
て
く
れ
る
人
が

い
な
く
な
る
。
本
当
に
こ
れ
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
と

ど
こ
か
で
不
安
に
な
る
時
が
あ
る
ん
で
す
。

伝
統
を
学
び
継
承
し
て
い
く
と
い
う
こ
と

例
え
ば
、
私
た
ち
は
洋
楽
も
演
奏
し
ま
す
が
、

雅
楽
と
洋
楽
は
目
指
し
て
い
る
も
の
が
異
な
り
ま

す
か
ら
、
雅
楽
に
洋
楽
の
手
法
を
取
り
込
ん
で
し

ま
い
過
ぎ
る
と
、
本
来
の
雅
楽
に
あ
っ
た
醍
醐
味

と
い
っ
た
も
の
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
気
が

し
ま
す
。
綺
麗
に
演
奏
す
る
こ
と
だ
け
が
本
当
に

雅
楽
の
た
め
だ
ろ
う
か
、
音
程
だ
け
を
追
求
す
る

の
は
雅
楽
な
の
だ
ろ
う
か
。
龍り
ゅ
う
て
き笛な

ら
龍
笛
、
篳ひ

ち

篥り
き

な
ら
篳
篥
が
持
っ
て
い
る
本
来
の
音
、
音
程
だ

け
で
な
く
て
、
音お
ん
し
ょ
く色で

和
し
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
し

ま
う
ん
で
す
。
そ
の
時
代
の
中
で
の
流
れ
を
取
り

込
ん
で
い
く
こ
と
も
必
要
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ

れ
が
こ
れ
か
ら
先
の
千
年
も
ま
た
続
い
て
い
く
だ

ろ
う
か
、
今
ま
で
千
年
続
い
て
き
た
そ
の
理
由
は

一
体
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
考
え

る
と
本
当
に
難
し
い
で
す
。

昔
は
録
音
機
械
が
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
の
時
の
言

葉
だ
け
で
一
生
懸
命
覚
え
よ
う
と
し
た
の
で
す
が
、

今
は
録
音
が
で
き
る
か
ら
、
も
し
間
違
っ
た
り
個
人

的
な
解
釈
の
み
で
演
奏
し
て
し
ま
っ
た
り
し
て
も
、

そ
れ
が
残
っ
て
し
ま
う
。
す
る
と
後
世
の
人
た
ち
が

見
聞
き
し
た
時
に
、
そ
れ
が
そ
の
時
代
で
の
正
解
だ

と
思
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
が
難
し
い
と
こ
ろ
で
、
責

任
重
大
で
、
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
あ
り
ま
す
ね
。

そ
れ
で
も
、
自
分
の
解
釈
が
正
し
い
も
の
で
あ

る
と
い
う
自
信
を
持
ち
た
い
の
で
、
そ
の
た
め
に

も
日
夜
努
力
し
て
い
る
。
様
々
な
こ
と
を
考
え
、

模
索
し
て
答
え
を
出
す
。
終
わ
っ
た
後
に
、
達
成

感
が
あ
る
一
方
、
ど
こ
か
で
本
当
に
こ
れ
で
良

か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
思
い
も
絶
対
つ
い
て

回
る
ん
で
す
。き
っ
と
こ
れ
は
、先
達
の
そ
の
時
々

で
ト
ッ
プ
に
な
っ
た
人
も
皆
直
面
し
て
き
た
悩
み

で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

﹇
上
﹈　
現
存
し
て
い
る
譜
面
で
す
と
、
様
々
な
解

釈
が
で
き
る
よ
う
な
書
き
方
を
し
て
い
る
。
そ
れ
を

口
伝
で
習
う
の
で
、そ
れ
が
果
た
し
て
正
し
い
の
か
。

し
か
も
、
か
つ
て
は
そ
の
都
度
そ
の
都
度
で
、
そ
れ

こ
そ
二
〇
年
に
一
度
し
か
や
ら
な
い
よ
う
な
曲
は
解

釈
し
直
し
て
演
奏
し
て
い
た
の
で
す
が
、
今
は
音
源

と
し
て
残
っ
て
し
ま
う
の
で
、
そ
れ
が
正
し
い
も
の

と
し
て
残
っ
て
し
ま
う
と
、
や
っ
ぱ
り
ち
ょ
っ
と
違

う
の
か
な
と
い
う
気
も
し
ま
す
。

﹇
多
﹈　
都
度
都
度
解
釈
し
な
が
ら
引
き
継
い
で

き
た
も
の
が
、
そ
の
後
、
千
年
、
本
当
に
続
く
だ

ろ
う
か
。
今
ま
で
千
年
以
上
続
い
て
き
た
こ
と
に

は
何
か
理
由
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
よ
。
そ
れ
は
一

体
何
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
ま
だ
皆
模
索
中
で
す
。

﹇
多
﹈　
雅
楽
の
楽
器
は
、
吹
き
も
の
・
弾
き
も

担
当
に
つ
い
て
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の
・
打
ち
も
の
と
分
か
れ
て
い
ま
す
。
管
楽
器
、

絃
楽
器
、
打
楽
器
で
す
ね
。

こ
の
中
で
、
主
役
は
管
楽
器
で
す
。
管
楽
器
の

う
ち
ど
れ
か
一
つ
。
絃
楽
器
も
ど
れ
か
一
つ
。
打

楽
器
は
全
て
。
そ
の
他
に
舞
は
右
舞
と
左
舞
と
が

あ
っ
て
、
そ
の
う
ち
の
ど
ち
ら
か
。
こ
れ
を
全
員

が
そ
れ
ぞ
れ
担
当
し
ま
す
。

誰
が
ど
の
演
目
で
ど
の
楽
器
な
り
舞
な
り
を
担

当
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
時
の
バ
ラ
ン
ス

な
ど
で
僕
が
決
め
て
い
ま
す
。
オ
ー
ル
マ
イ
テ
ィ

に
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
大
前
提
で
す

が
、
や
は
り
人
間
で
す
か
ら
得
手
不
得
手
が
あ
り

ま
す
ね
。
皆
が
そ
れ
ぞ
れ
オ
ー
ル
マ
イ
テ
ィ
で
あ

る
こ
と
を
目
指
し
て
い
て
、
不
得
手
だ
と
思
っ
て

も
一
生
懸
命
勉
強
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
分

業
制
で
は
な
い
こ
と
が
、
演
奏
で
の
調
和
を
生
み

出
し
、
一
つ
の
音
楽
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

﹇
多
﹈　
僕
が
一
番
、
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は

昭
和
天
皇
の
崩
御
の
時
で
す
ね
。

新
宿
御
苑
で
演
奏
が
行
わ
れ
て
、
そ
の
後
、
武

蔵
野
陵
に
移
っ
て
陛
下
の
御
霊
の
行
列
が
で
き

た
。
僕
は
当
時
若
手
で
、
先
頭
で
笙し
ょ
うを

吹
い
て
い

た
の
で
す
が
、
あ
の
日
は
氷
雨
が
降
っ
て
い
て
、

新
宿
御
苑
は
恐
ろ
し
い
ほ
ど
の
寒
さ
で
し
た
。
そ

の
た
め
、
武
蔵
野
陵
で
は
楽
部
は
演
奏
し
な
く
て

い
い
と
い
う
話
が
出
た
の
で
す
。
楽
器
が
濡
れ
て

し
ま
う
か
ら
。
そ
の
時
に
上
の
人
た
ち
が
相
談
し

て
ね
。
我
々
は
何
の
た
め
に
今
ま
で
ず
っ
と
陛
下

に
仕
え
て
き
た
ん
だ
、
こ
う
い
う
時
の
た
め
に

我
々
は
在
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
。
そ
れ
で
絶
対

や
ら
せ
て
く
だ
さ
い
と
言
っ
て
演
奏
し
ま
し
た
。

あ
れ
に
は
鳥
肌
が
立
ち
ま
し
た
。
生
ま
れ
て
こ

印
象
に
残
る
演
奏

の
方
、
天
皇
は
昭
和
天
皇
だ
け
し
か
知
ら
な
か
っ

た
わ
け
で
す
か
ら
。
そ
の
昭
和
天
皇
が
崩
御
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
人
の
悲
し
み
で
あ
り
、

安
ら
か
に
眠
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
気
持
ち

が
演
奏
に
も
入
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、

何
し
ろ
若
手
で
し
た
か
ら
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
目

の
前
の
こ
と
を
や
る
の
に
精
一
杯
で
し
た
よ
ね
。

後
は
、
海
外
公
演
で
様
々
な
国
に
行
き
ま
し
た

け
れ
ど
も
、
や
は
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
演
奏
す
る
時

の
お
客
さ
ん
の
反
応
が
印
象
的
で
し
た
。
拍
手
に

は
種
類
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
何
か
こ
う
暖
か
い
拍

手
で
あ
る
と
か
、
本
当
に
喜
ん
で
く
れ
て
い
る
拍

手
で
あ
る
と
か
、
我
々
演
奏
家
は
拍
手
で
分
か
る

ん
で
す
よ
ね
。

そ
れ
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
や
っ
ぱ
り
歴
史
が
あ

る
か
ら
か
、
僕
た
ち
に
対
し
て
非
常
に
リ
ス
ペ
ク

ト
し
て
く
れ
て
い
る
の
が
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
ね
。

﹇
池
邊
﹈　
イ
タ
リ
ア
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
オ
ペ
ラ
や
バ
レ
エ
、
ミ
ュ
ー
ジ

カ
ル
な
ど
を
上
演
す
る
た
め
に
若
干
傾
斜
が
つ
い

て
い
る
傾
斜
舞
台
と
い
う
形
の
ホ
ー
ル
が
あ
っ
て
、

そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
演
奏
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

普
通
に
立
っ
て
い
る
と
若
干
そ
れ
を
感
じ
る
程
度

で
、
自
分
で
バ
ラ
ン
ス
を
保
て
る
の
で
す
が
、
面

を
付
け
た
舞
を
す
る
と
、
ほ
と
ん
ど
視
界
を
遮
ら

れ
る
の
で
バ
ラ
ン
ス
を
保
つ
の
が
非
常
に
難
し
い
。
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そ
れ
で
大
変
苦
労
し
た
と
い
う
記
憶
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
舞
台
の
形
が
違
う
た
め
に
音
の
響
き
方

な
ど
が
変
わ
っ
て
く
る
こ
と
か
ら
く
る
苦
労
も
あ

り
ま
す
。
た
だ
そ
の
時
々
で
、
反
響
板
の
使
い
方

な
ど
音
響
の
方
と
相
談
し
て
、
我
々
が
で
き
る
範

囲
で
最
大
の
音
量
で
演
奏
す
る
。
最
善
を
尽
く
す

し
か
な
い
で
す
ね
。
雅
楽
は
、
本
来
は
屋
外
で
演

奏
す
る
も
の
な
の
で
、
屋
外
で
も
音
が
通
る
よ
う

に
、
み
ん
な
全
力
で
演
奏
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の

た
め
、
マ
イ
ク
な
ど
の
音
響
機
器
は
使
わ
ず
、
実

際
の
音
量
だ
け
で
演
奏
す
る
の
が
基
本
で
す
。
実

は
楽
部
の
舞
台
も
、
室
内
で
は
あ
り
ま
す
が
屋
外

を
演
出
し
た
形
に
し
て
あ
る
ん
で
す
よ
。

﹇
多
﹈　
昭
和
の
初
め
頃
に
で
き
た
建
物
な
の
で
、

歴
代
の
我
々
の
大
先
生
た
ち
の
音
を
全
部
聞
い
て

い
る
わ
け
で
す
よ
。
そ
の
た
め
、
や
っ
ぱ
り
馴
染

ん
で
る
ん
で
す
ね
。
麹
倉
じ
ゃ
な
い
け
ど
、
菌
が

た
く
さ
ん
あ
る
ん
で
す
よ
、
雅
楽
の
。
そ
の
菌
が

我
々
を
後
押
し
し
て
応
援
を
し
て
く
れ
る
よ
う
な

気
が
し
ま
す
ね
。

﹇
池
邊
﹈　
専
門
の
着
付
師
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
の

楽
部
の
舞
台
に
つ
い
て

装
束
に
つ
い
て

で
、
そ
の
方
に
着
付
け
て
い
た
だ
く
の
で
す
が
、

一
番
シ
ン
プ
ル
な
装
束
は
、
着
付
師
の
方
の
手
を

借
り
ず
に
、
す
ぽ
っ
と
自
分
で
被
る
だ
け
と
い
う

も
の
も
あ
り
ま
す
。
片
や
一
番
大
変
な
装
束
は
、

「
太
平
楽
」
と
い
う
舞
楽
の
装
束
で
、
一
人
を
着

付
け
る
の
に
三
〇
～
四
〇
分
、
四
人
が
か
り
で
行

い
ま
す
。
甲
冑
装
束
と
い
う
太
平
楽
専
用
の
装
束

で
す
が
、
袍ほ
う

、
指さ

し
ぬ
き貴

袴ば
か
まを

着
た
上
に
鎧よ

ろ
い、

籠こ

手て

、

脛す
ね
あ
て当

、
肩か

た
く
い喰

、
帯お

び
く
い喰

、
魚ぎ

ょ
た
い袋

な
ど
を
着
け
、
平
和

の
象
徴
と
し
て
逆
さ
ま
の
矢
を
模
し
た
胡や
な
ぐ
い籙

を
背

負
い
、
腰
に
太
刀
を
佩は

き
、
重
い
兜
を
被
り
、
舞

う
時
に
は
蛇
の
巻
き
付
い
た
鉾
を
持
ち
ま
す
。

　
話
は
逸
れ
ま
す
が
太
平
楽
の
舞
は
、
天
下
太
平

の
世
を
祈
っ
て
我
が
国
で
構
成
さ
れ
た
最
も
有
名

な
武
の
舞
で
、
平
安
時
代
か
ら
祝
賀
の
お
り
に
舞

わ
れ
、
明
治
時
代
以
降
に
は
即
位
の
際
に
舞
わ
れ

る
の
が
例
と
な
っ
て
お
り
、
先
の
令
和
の
御
大
礼

で
も
宮
殿
や
京
都
の
茶
会
で
演
奏
さ
れ
ま
し
た
。

﹇
大
窪
﹈　
太
平
楽
の
装
束
の
重
さ
は
二
〇
㎏
弱
。

四
人
で
行
う
舞
で
、
下
﨟
付
と
言
っ
て
下
の
者
か

ら
装
束
を
着
け
て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

当
時
、
僕
は
一
番
下
だ
っ
た
の
で
、
公
演
の
二
時

間
前
か
ら
装
束
を
着
け
始
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
一
人
に
つ
き
三
〇
分
か
か

る
計
算
で
、
合
計
四
人
が
着
け
る
た
め
で
す
。
ま

た
、
本
番
の
時
し
か
着
け
ら
れ
な
い
。
練
習
で
着

け
る
こ
と
が
な
い
の
で
、
本
番
を
や
っ
て
み
な
い

と
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

古
い
装
束
は
昔
の
人
た
ち
の
体
型
に
合
わ
せ
て

作
ら
れ
て
い
る
の
で
、
今
の
人
た
ち
の
体
型
に
は

小
さ
い
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
を
使
っ
て
い

た
頃
は
、
今
の
人
が
着
け
る
と
全
然
サ
イ
ズ
が
合

わ
な
く
て
肩
の
上
に
乗
っ
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
か

ら
、
逆
に
楽
だ
っ
た
。
け
れ
ど
今
は
、
現
代
の
人

の
体
に
合
せ
て
大
き
め
に
作
っ
た
も
の
を
使
っ
て太平楽（宮内庁式部職提供）
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い
る
の
で
す
が
、
そ
う
し
た
ら
肩
に
し
っ
か
り
は

ま
っ
て
し
ま
っ
て
、
肩
や
手
が
自
由
に
動
か
せ
な

い
し
、
痣
が
で
き
て
し
ま
っ
た
り
し
て
ま
す
。
ま

た
、
演
舞
が
終
わ
っ
た
後
は
も
う
汗
だ
く
で
装
束

を
畳
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

﹇
池
邊
﹈　
全
て
正
絹
な
の
で
、
洗
濯
は
基
本
で

き
な
い
ん
で
す
。
陰
干
し
し
て
風
通
し
を
良
く
し

て
、
乾
燥
さ
せ
る
。

老
朽
化
し
た
ら
予
算
な
ど
の
計
画
を
立
て
て
新

し
く
作
っ
て
い
く
の
で
す
が
、
こ
う
い
う
装
束
を

専
門
に
作
っ
て
く
れ
る
業
者
の
方
は
、
も
は
や
あ

る
程
度
限
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

﹇
多
﹈　
伊
勢
の
遷
宮
で
は
様
々
な
も
の
を
全
部

新
調
し
て
い
ま
す
が
、
あ
れ
は
二
〇
年
に
一
回
と

い
う
サ
イ
ク
ル
に
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
は
職
人
が

技
術
を
継
承
し
て
い
く
の
に
最
適
な
周
期
な
ん
だ

そ
う
で
す
。
そ
れ
以
上
に
な
っ
て
し
ま
う
と
技
術

が
継
承
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

我
々
の
装
束
の
中
で
も
、
一
般
に
も
普
及
し
て

い
る
装
束
は
宮
内
庁
だ
け
で
な
く
神
社
仏
閣
で
も

発
注
す
る
の
で
す
が
、
特
殊
な
「
太
平
楽
」
な
ど

は
宮
内
庁
以
外
で
は
発
注
さ
れ
な
い
。
そ
れ
が
一

〇
〇
年
に
一
回
に
な
っ
た
ら
職
人
が
い
な
く
な
っ

て
し
ま
う
、
と
い
う
問
題
も
あ
り
ま
す
。

﹇
上
﹈　
装
束
が
作
れ
な
く
な
っ
た
た
め
に
絶
え

て
し
ま
っ
た
舞
も
、
昔
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん

か
ら
ね
。

﹇
多
﹈　
一
四
六
七
年
に
応
仁
の
乱
が
あ
っ
た
で

し
ょ
う
。
あ
れ
で
京
都
は
一
〇
年
間
火
の
海
に
な

り
ま
し
た
。
我
々
の
祖
先
は
京
都
に
い
た
の
で
す

が
、
あ
の
辺
の
楽
人
は
み
ん
な
京
都
の
町
か
ら
日

本
海
を
渡
っ
て
船
で
逃
げ
て
、
東
北
な
ど
様
々
な

と
こ
ろ
に
流
れ
着
い
た
。
そ
こ
で
雅
楽
を
教
え
た

の
で
、
谷
地
の
舞
楽
だ
と
か
林
家
舞
楽
だ
と
か
、

様
々
に
形
を
変
え
て
雅
楽
が
残
っ
て
い
る
。

楽
器
は
、
ま
ず
篳
篥
で
は
舌
が
な
く
な
っ
て
し
ま

う
。
笙
も
洗
い
替
え
を
し
な
け
れ
ば
音
が
出
な
く

な
っ
て
し
ま
う
。
龍
笛
だ
け
が
残
る
。
笛
は
穴
が
空

い
て
い
る
だ
け
だ
か
ら
。
そ
れ
で
も
樺
（
編
集
注
：

穴
の
間
の
盛
り
上
が
っ
た
黒
い
部
分
に
巻
い
て
漆
で

固
め
て
い
る
）
が
取
れ
る
な
ど
し
て
変
形
す
る
か
ら

篠
笛
と
い
う
も
っ
と
安
い
楽
器
に
変
わ
っ
て
し
ま

い
、
篠
笛
と
太
鼓
だ
け
に
な
る
。
そ
の
太
鼓
も
楽
太

鼓
が
壊
れ
て
普
通
の
和
太
鼓
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。

装
束
は
面
だ
け
が
残
る
。
陵
王
と
い
う
演
目
が

残
っ
て
い
て
、面
は
確
か
に
陵
王
の
も
の
だ
け
ど
、

装
束
は
全
然
別
物
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
が
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
に
残
っ
て
い
る
雅

楽
の
名
残
で
す
ね
。

﹇
多
﹈　
我
々
は
伝
承
と
普
及
と
い
う
も
の
を
二

枚
看
板
み
た
い
に
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
の

普
及
活
動
と
い
う
も
の
が
本
当
に
難
し
い
。

﹇
上
﹈　
Ｃ
Ｄ
や
Ｄ
Ｖ
Ｄ
が
出
て
い
ま
す
し
、
テ

レ
ビ
放
送
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
学

校
の
教
育
と
し
て
は
、
ビ
デ
オ
か
ら
入
る
と
い
う

の
は
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
、
や
っ
ぱ
り
演
奏
会

に
来
て
も
ら
う
の
が
一
番
い
い
で
す
よ
ね
。　

電
波
に
乗
っ
た
音
と
生
の
音
で
は
明
ら
か
に
違

い
ま
す
か
ら
。
音
色
だ
っ
た
り
振
動
で
あ
っ
た
り
。

息
づ
か
い
と
か
息
を
吹
き
込
む
と
き
の
音
だ
と
か
、

そ
れ
は
実
演
で
な
い
と
な
か
な
か
伝
わ
ら
な
い
。

実
演
で
な
い
音
だ
け
で
聞
い
て
し
ま
う
と
、
笛
な

ん
て
、
吹
き
込
み
の
音
を
雑
音
と
取
る
人
も
い
る

わ
け
で
す
。息
を
入
れ
た
瞬
間
に
、す
ぅ
っ
と
い
う
、

笛
の
音
と
は
別
に
息
の
音
を
出
し
て
い
る
の
で
す

が
、
音
だ
け
を
拾
っ
て
そ
れ
を
聞
く
と
、
逆
に
そ

れ
が
雑
音
と
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
う

い
う
と
こ
ろ
に
も
難
し
さ
が
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

﹇
池
邊
﹈　
演
奏
会
の
と
き
に
大だ

太だ
い

鼓こ

を
打
つ
の

で
す
が
、
例
え
ば
太
鼓
の
側
に
座
る
方
は
、
舞
楽

が
始
ま
っ
て
、
い
き
な
り
太
鼓
が
ド
ン
ッ
と
鳴
る

と
、
そ
の
太
鼓
の
音
に
、
ビ
ク
ッ
て
身
体
が
動
い

普
及
活
動
に
つ
い
て
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て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。音
だ
け
で
は
な
い
、

衝
撃
波
が
あ
る
た
め
で
す
。
音
の
波
と
い
う
か
響

き
が
こ
う
、
身
体
に
直
接
伝
わ
っ
て
く
る
ん
で
す

よ
。
そ
の
よ
う
な
感
覚
を
ぜ
ひ
直
に
聴
い
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
ね
。

﹇
大
窪
﹈　
楽
部
の
伝
統
、
技
術
が
損
な
わ
れ
な

い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
一
番
で
す
ね
。

個
人
的
な
こ
と
を
言
え
ば
、
私
は
父
の
後
を
継

将
来
の
展
望

い
で
楽
部
に
入
っ
た
の
で
、
楽
師
と
し
て
一
緒
に

演
奏
し
た
時
期
が
あ
り
、
本
当
に
良
か
っ
た
と

思
っ
て
い
ま
す
。父
は
既
に
退
職
し
て
い
ま
す
が
、

今
度
は
私
の
息
子
が
楽
部
に
入
っ
た
の
で
、
い
ず

れ
一
緒
に
演
奏
す
る
時
期
が
く
る
。
そ
れ
を
楽
し

み
に
し
て
い
ま
す
。

﹇
豊
﹈　
雅
楽
専
門
で
演
奏
で
き
る
ホ
ー
ル
は
こ

こ
楽
部
に
あ
る
も
の
が
唯
一
な
の
で
す
が
、
こ
こ

だ
け
で
は
な
く
て
、
雅
楽
専
門
の
ホ
ー
ル
が
外
に

一
つ
で
も
あ
れ
ば
、
も
っ
と
普
及
し
て
い
く
と
確

信
し
て
い
ま
す
。
実
現
可
能
性
は
さ
て
お
き
、
将

来
的
に
、
限
り
な
く
こ
こ
の
雰
囲
気
に
近
い
ホ
ー

ル
が
外
に
で
き
る
と
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

﹇
池
邊
﹈　
私
は
現
在
、
楽
生
の
教
務
を
担
当
し
て

い
ま
す
。
今
、
楽
部
に
い
る
楽
生
が
将
来
の
楽
部
を

担
っ
て
い
く
の
で
、
そ
の
楽
生
を
し
っ
か
り
指
導
す

る
。
楽
部
に
継
承
さ
れ
て
い
る
楽
曲
は
非
常
に
数
が

多
く
、
全
て
を
楽
生
時
代
に
網
羅
す
る
こ
と
は
元
々

厳
し
い
の
で
す
が
、
ま
し
て
や
コ
ロ
ナ
禍
で
、
楽
生

の
授
業
時
間
が
削
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
。
今
担
当
し
て
い
る
楽
生
に
、
楽
部
に
保
管
さ
れ

て
い
る
明
治
撰
定
譜
に
残
さ
れ
て
い
る
曲
を
、
極
力

伝
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
明
治
に
な
っ
て
日
本
が
西
洋
の
文
化
を

取
り
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
に
、
楽
部
が
西

洋
の
音
楽
も
担
う
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
歴
史
が

あ
る
た
め
、
楽
部
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
は
日
本
で
一

番
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
古
い
洋
楽
の
歴
史
を
担
っ

て
い
ま
す
。
楽
部
の
洋
楽
の
譜
面
も
非
常
に
貴
重

な
も
の
が
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
る
の
で
、
そ
う
い

う
も
の
も
大
事
に
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

﹇
上
﹈　
も
う
現
役
を
退
く
時
期
が
、
す
ぐ
手
が

届
く
ぐ
ら
い
ま
で
近
づ
い
て
い
る
の
で
、
展
望
と

呼
べ
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
今
ま
で
様
々
な
演

奏
の
機
会
を
与
え
て
も
ら
っ
て
、
散
々
や
り
た
い

こ
と
を
や
り
尽
く
さ
せ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
感
覚

が
あ
る
の
で
、
そ
う
い
っ
た
感
覚
を
持
て
る
た
め

の
機
会
を
、
も
っ
と
後
輩
た
ち
に
も
作
っ
て
あ
げ

た
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

﹇
多
﹈　
上
君
と
、
ほ
ぼ
同
感
で
す
ね
。

楽
生
や
こ
れ
か
ら
入
っ
て
く
る
人
た
ち
に
何
か

夢
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
職
場
で
あ
っ

て
も
ら
い
た
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
我
々
は
若
い

時
に
そ
う
い
う
先
生
た
ち
を
ず
っ
と
見
て
き
て
、

自
分
た
ち
も
い
つ
か
こ
う
な
る
ぞ
と
い
う
思
い
で

ず
っ
と
が
む
し
ゃ
ら
に
頑
張
っ
て
き
ま
し
た
の
で
。

「
宮
内
庁
楽
部
は
永
遠
に
不
滅
で
す
。」
と
い

う
言
葉
で
締
め
く
く
り
た
い
と
思
い
ま
す
。（
笑
）

―
貴
重
な
お
話
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

大太鼓（宮内庁式部職提供）
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