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講
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内
か
ら
支
え
た
大
礼

前
宮
内
庁
掌
典
長　
　

楠　

本　

祐　

一

楠
本
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
日
は
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

私
は
上
皇
陛
下
が
ご
在
位
の
平
成
二
十
六
年
（
二
〇
一
四
）
か
ら
四
年
ぐ
ら
い
、
掌
典
長
と
し
て
宮
中
祭
祀
を
お
そ
ば
で
お

仕
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
お
代
替
わ
り
を
迎
え
ま
し
て
、
今
上
陛
下
の
も
と
で
、
一
連
の
ご
即
位
関
係
の
行
事
を
ご
奉

仕
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
最
大
の
山
場
が
大
嘗
祭
で
ご
ざ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
後
、
令
和
元
年
（
二
〇
一
九
）

十
二
月
に
退
職
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
現
在
に
至
っ
て
お
り
ま
す
。

今
日
は
、
私
か
ら
は
「
内
部
か
ら
支
え
た
大
礼
」
と
い
う
こ
と
で
、
実
際
に
陛
下
の
お
そ
ば
で
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
し
て

差
し
上
げ
た
か
。
そ
し
て
、
私
な
り
に
陛
下
の
お
そ
ば
で
何
を
考
え
た
か
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
、
大
礼
か
ら
し
ば
ら
く
た
ち

ま
し
た
け
れ
ど
も
、
皆
さ
ん
に
ご
紹
介
を
す
る
と
と
も
に
、
私
の
方
か
ら
皆
さ
ん
に
、
ぜ
ひ
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ

と
も
含
め
て
、
今
日
は
お
話
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

私
は
掌
典
長
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
特
別
の
お
家
柄
出
身
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
京
都
生
ま
れ
の
京

都
育
ち
で
、
実
家
は
四
条
堀
川
で
呉
服
屋
を
し
て
お
り
ま
し
た
。
実
家
は
仏
教
で
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
同
志
社
中
学
、
同
志
社

高
校
、
同
志
社
大
学
に
進
み
ま
し
た
。

私
は
当
時
、
ぜ
ひ
東
京
に
行
き
た
い
、
外
国
に
行
き
た
い
と
い
う
希
望
を
強
く
持
っ
て
お
り
ま
し
て
、
外
務
省
の
試
験
を
受
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け
ま
し
た
ら
偶
然
合
格
を
い
た
し
ま
し
て
、
同
志
社
大
学
を
卒
業
し
て
外
務
省
に
入
り
、
い
ろ
い
ろ
な
国
へ
勤
務
を
い
た
し
ま

し
た
。

こ
れ
も
ま
た
不
思
議
な
ご
縁
で
、
私
は
そ
れ
ま
で
皇
室
関
係
は
ま
っ
た
く
と
い
う
ほ
ど
ご
縁
が
な
か
っ
た
で
す
け
れ
ど
も
、

あ
る
日
突
然
、
上
司
か
ら
「
宮
内
庁
の
侍
従
に
行
っ
て
く
れ
」
と
言
わ
れ
、
御
所
勤
め
と
な
り
ま
し
た
。

当
時
は
、
い
ま
の
上
皇
さ
ま
、
上
皇
后
さ
ま
が
天
皇
皇
后
で
あ
ら
せ
ら
れ
た
と
き
で
あ
り
ま
す
け
ど
も
、
そ
の
後
お
代
替
わ

り
と
な
り
、
上
皇
陛
下
の
ご
退
位
、
今
上
陛
下
の
即
位
の
礼
か
ら
大
嘗
祭
に
至
る
ま
で
、
一
連
の
行
事
を
お
そ
ば
で
お
仕
え
い

た
し
ま
し
た
。

上
皇
陛
下
の
大
嘗
祭
と
今
上
陛
下
の
大
嘗
祭
の
二
回
務
め
た
関
係
者
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
か
ら

私
の
意
見
を
聞
か
れ
た
経
緯
も
あ
り
ま
す
。

ま
ず
、
今
回
の
お
代
替
わ
り
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
っ
た
く
突
然
と
言
い
ま
す
か
、
ご
承
知
の
と
お
り
、
上
皇
陛
下
が
ご
退
位

を
さ
れ
る
と
い
う
事
態
が
飛
び
込
ん
だ
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
私
も
お
そ
ば
に
数
年
間
ご
一
緒
に
お
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
ま
さ
か
ご
退
位
を
ご
自
分
か
ら
お
っ
し
ゃ
る
と
い
う

の
は
夢
に
も
思
わ
な
か
っ
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

テ
レ
ビ
に
も
上
皇
さ
ま
ご
自
身
が
お
出
に
な
っ
て
、
退
位
に
至
っ
た
経
緯
と
か
、
そ
の
お
気
持
ち
を
お
話
し
に
な
っ
た
。
こ

れ
は
、
皆
さ
ん
も
ご
存
じ
か
と
思
い
ま
す
。

私
も
テ
レ
ビ
で
の
上
皇
さ
ま
の
お
言
葉
を
何
度
も
聞
き
返
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
あ
の
お
言
葉
と
い
う
の
は
、
非
常
に
大
き

な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
お
言
葉
は
、
国
民
の
一
人
一
人
に
対
し
て
、
天
皇
と
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う
大

き
な
問
題
を
提
起
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
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上
皇
さ
ま
は
、
自
ら
が
象
徴
天
皇
と
し
て
あ
る
べ
き
姿
を
、
全
身
全
霊
で
お
示
し
に
な
っ
て
こ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
私
の
個

人
的
な
感
じ
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
や
っ
ぱ
り
お
年
を
召
し
て
こ
ら
れ
る
と
、
全
身
全
霊
で
し
た
い
と
思
わ
れ
て
も
、
む

ず
か
し
い
と
い
う
状
況
が
想
定
さ
れ
う
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

天
皇
と
し
て
の
お
務
め
を
簡
略
化
す
る
、
ま
た
、
摂
政
と
い
う
制
度
が
あ
り
ま
す
が
、
代
わ
り
の
人
に
任
せ
る
と
い
う
わ
け

に
も
い
か
な
い
。

天
皇
と
い
う
の
は
、
生
涯
現
役
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
い
つ
も
全
身
全
霊
で
務
め
を
果
た
す
べ
き
だ
と
い
う
、
固
い
ご
信
念
の

よ
う
な
も
の
を
お
持
ち
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

で
す
か
ら
、
天
皇
と
し
て
や
る
べ
き
お
務
め
に
少
し
で
も
支
障
が
生
じ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
潔
く
退
位
を
し
て
、
次
の
天

皇
に
つ
な
ぐ
べ
き
だ
と
い
う
お
考
え
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
お
気
持
ち
を
、「
日
本
国
憲
法
」
の
下
で
す
か
ら
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
お
っ
し
ゃ
れ
な
い
。
あ
の
よ
う
な
か
た
ち
で

国
民
に
向
け
て
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

私
は
数
年
間
、
上
皇
陛
下
の
お
そ
ば
で
、
特
に
宮
中
祭
祀
と
い
う
観
点
か
ら
お
仕
え
を
し
て
き
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
天
皇

の
祈
り
と
い
う
の
は
、
た
ぶ
ん
皆
さ
ま
方
は
な
か
な
か
実
感
い
た
だ
け
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
簡
単
な
も
の
で
は
な
い
の

で
す
。

わ
れ
わ
れ
が
祈
り
と
言
う
と
、
神
社
に
行
っ
て
、
か
し
わ
手
を
打
っ
て
、
拝
礼
を
し
て
、
商
売
繁
盛
、
家
内
安
全
と
い
う
こ

と
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
天
皇
の
祈
り
と
い
う
の
は
、
ご
自
分
の
た
め
で
は
な
い
の
で
す
。
ま
た
、
皇
室
の
た
め
で
も
な
い
の

で
す
。
国
の
た
め
、
民
の
た
め
、
平
和
の
た
め
な
ん
で
す
。

そ
し
て
、
そ
れ
こ
そ
た
だ
頭
を
下
げ
る
の
で
は
な
く
て
、
全
身
全
霊
で
神
々
の
前
、
あ
る
い
は
ご
先
祖
の
霊
の
前
に
ぬ
か
ず
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か
れ
て
、
心
を
こ
め
て
お
祈
り
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

写
真
な
ど
で
ご
存
じ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
陛
下
が
三
殿
に
上
が
ら
れ
る
と
き
は
威
儀
を
正
さ
れ
て
、
黄
櫨
染
御
袍
と
い

う
束
帯
を
お
召
し
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
冠
を
着
け
ら
れ
て
、
笏
を
お
持
ち
に
な
っ
て
、
三
殿
に
そ
れ
ぞ
れ
拝
礼
を
さ
れ
る

わ
け
で
す
。

私
は
、
陛
下
の
身
支
度
が
整
っ
た
段
階
で
お
部
屋
ま
で
参
上
し
て
、「
お
出
ま
し
を
願
い
ま
す
」
と
申
し
上
げ
て
、
陛
下
が
お

出
で
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
陛
下
は
ご
自
分
の
お
部
屋
か
ら
出
ら
れ
る
、
そ
の
瞬
間
か
ら
や
は
り
お
顔
が
違
う
ん
で
す
ね
、

普
段
の
お
顔
で
は
な
い
の
で
す
。

こ
れ
か
ら
神
々
の
御
前
で
国
、
国
民
の
こ
と
を
祈
る
ん
だ
と
い
う
決
意
の
現
れ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う

い
う
思
い
で
ず
っ
と
廊
下
を
歩
ま
れ
て
、
そ
し
て
、
本
殿
に
行
く
ま
で
の
階
段
を
、
一
歩
一
歩
上
が
っ
て
い
か
れ
る
。
こ
れ
は

な
か
な
か
大
変
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

三
殿
に
は
外
陣
と
内
陣
が
あ
っ
て
、
陛
下
は
内
陣
で
御
拝
を
さ
れ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
内
陣
は
陛
下
お
一
人
と
、
お
そ
ば

に
掌
典
長
の
二
人
し
か
い
ま
せ
ん
。
私
は
一
切
言
葉
を
発
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
の
場
は
ま
さ
に
陛
下
お
一
人
の

お
祈
り
の
場
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
私
が
お
榊
を
お
渡
し
し
て
、
そ
れ
を
持
っ
て
陛
下
が
ご
拝
礼
を
さ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
陛
下
の
ご
拝
礼
の
仕
方
と

い
う
の
は
、
両
段
再
拝
と
い
い
ま
し
て
、
前
段
、
後
段
、
二
回
ず
つ
で
四
回
、
立
っ
て
座
っ
て
、
立
っ
て
座
っ
て
、
一
番
ご
丁

重
な
拝
礼
を
さ
れ
ま
す
。
重
い
装
束
を
着
け
ら
れ
て
、
榊
を
持
た
れ
て
、
そ
の
ま
ま
す
っ
と
お
立
ち
上
が
り
に
な
り
ま
す
。
こ

れ
を
四
回
で
す
。

私
も
何
か
に
つ
か
ま
れ
ば
何
と
か
で
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
と
て
も
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
深
々
と
拝
礼
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図 1　宮中三殿図（皇室事典編集委員会編『皇室事典 令和版』KADOKAWA）

図 2　黄櫨染御袍（風俗博物館 HP）
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を
さ
れ
ま
す
。

宮
中
祭
祀
の
お
祭
り
も
幾
つ
か
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
で
大
祭
の
場
合
は
、
陛
下
ご
自
身
が
御
告
文
を
奉
上
さ
れ

ま
す
。
お
気
持
ち
を
込
め
て
奉
上
さ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
宮
中
祭
祀
に
お
け
る
天
皇
の
祈
り
と
い
う
の
は
並
大
抵
の
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

上
皇
陛
下
は
天
皇
の
活
動
の
中
で
も
、
天
皇
の
祈
り
を
非
常
に
大
切
に
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
百
％
完
璧
に
行
う

に
は
、
も
の
す
ご
い
精
神
力
と
、
も
の
す
ご
い
体
力
が
要
る
こ
と
を
是
非
申
し
上
げ
た
い
。

今
回
、
上
皇
陛
下
の
退
位
に
あ
た
り
、
い
ろ
い
ろ
の
儀
式
、
行
事
に
臨
ま
れ
ま
し
た
。
退
位
に
つ
い
て
は
、
先
例
が
あ
る
に

は
あ
る
の
で
す
が
、
江
戸
時
代
の
光
格
天
皇
の
と
き
に
譲
位
さ
れ
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
江
戸
時
代
の
光

格
天
皇
と
現
在
の
天
皇
の
お
立
場
と
い
う
の
は
ま
っ
た
く
違
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
当
時
の
先
例
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
象
徴
天
皇
の
御
代
の
も
と
で
の
、

退
位
の
礼
を
ど
う
す
る
か
。
こ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
は
ゼ
ロ
か
ら
宮
内
庁
の
中
で
い
ろ
い
ろ
考
え
て
、
今
回
の
例
が
で
き
た
わ

け
で
あ
り
ま
す
。

上
皇
陛
下
が
退
位
さ
れ
た
の
が
、
平
成
三
十
一
年
四
月
三
十
日
。
そ
れ
に
先
だ
っ
て
、
ま
ず
三
月
上
旬
に
、
上
皇
陛
下
が
三

殿
に
、
こ
れ
か
ら
退
位
す
る
と
い
う
ご
報
告
を
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
勅
使
を
伊
勢
の
神
宮
と
昭
和
天
皇
及
び
前
三
代
、
孝
明
、

明
治
、
大
正
、
そ
れ
ぞ
れ
の
御
陵
に
お
立
て
に
な
っ
て
、
退
位
を
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
ご
報
告
に
な
り
ま
し
た
。

四
月
に
な
っ
て
、
ご
退
位
近
く
に
な
り
ま
す
と
、
今
度
は
上
皇
陛
下
ご
自
身
が
、
伊
勢
の
神
宮
に
行
か
れ
ま
し
て
、
直
々
に

退
位
の
ご
報
告
を
さ
れ
ま
し
た
。

四
月
三
十
日
の
、
ご
退
位
の
当
日
午
前
中
に
、
あ
ら
た
め
て
今
日
退
位
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
三
殿
に
ご
報
告
に
な
っ
て
、
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同
日
の
夕
刻
に
宮
殿
で
、
こ
れ
は
公
の
儀
式
で
す
け
れ
ど
も
、
退
位
礼
正
殿
の
儀
に
臨
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
ご

退
位
に
つ
い
て
は
、
特
に
象
徴
天
皇
の
ご
退
位
と
し
て
、
今
回
新
た
な
例
が
で
き
た
と
し
て
今
後
扱
わ
れ
て
い
く
の
で
は
な
い

か
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

五
月
一
日
か
ら
は
、
新
帝
陛
下
の
御
代
に
な
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
令
和
の
御
代
の
ご
即
位
に
つ
い
て
の
い
ろ
い
ろ

な
儀
式
を
ど
う
す
る
か
。
宮
内
庁
の
中
に
も
大
礼
委
員
会
と
い
う
の
が
で
き
ま
し
て
、
宮
内
庁
長
官
以
下
、
私
も
毎
回
出
て
お

り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
局
の
進
捗
状
況
や
、
こ
れ
か
ら
の
や
る
べ
き
課
題
に
つ
い
て
、
会
議
を
い
た
し
ま
し
た
。

そ
の
と
き
に
、
私
が
特
に
申
し
上
げ
た
の
は
、
一
点
目
は
、
や
は
り
天
皇
の
大
礼
と
い
う
の
は
非
常
に
歴
史
と
伝
統
が
あ
る

も
の
で
す
か
ら
、
ぜ
ひ
過
去
の
歴
史
、
伝
統
を
で
き
る
だ
け
尊
重
す
る
よ
う
に
。
か
つ
、
過
去
の
歴
史
と
い
う
の
は
、
明
治
以

降
だ
け
で
は
な
く
て
、
大
嘗
祭
の
原
型
が
で
き
た
と
言
わ
れ
る
飛
鳥
時
代
の
天
武
天
皇
の
こ
ろ
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
大
嘗
祭
、
大

礼
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
こ
と
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
中
で
大
事
な
こ
と
は
、
本
質
は
何
か
。
特
に
大
礼
の
中
で
、
特
に
重
要
と
さ
れ
て
い
る
も
の
は
大
嘗
祭
で
す
け
れ
ど
も
、

大
嘗
祭
の
本
質
は
稲
作
の
感
謝
祭
な
ん
で
す
ね
。

こ
れ
は
、
稲
作
技
術
が
大
陸
か
ら
入
っ
て
き
て
、
稲
作
が
日
本
に
広
ま
っ
た
。
た
だ
、
稲
作
と
い
う
の
は
一
人
で
は
で
き
な

い
で
す
ね
。
グ
ル
ー
プ
で
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
リ
ー
ダ
ー
が
要
り
ま
す
ね
。
そ
の
リ
ー
ダ
ー
の
非
常
に
大
事
な

仕
事
と
い
う
の
は
、
当
時
は
天
気
予
報
も
何
も
な
い
で
す
か
ら
、
神
々
に
豊
作
を
祈
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。

祈
り
の
成
果
が
あ
っ
て
豊
作
に
な
っ
た
ら
、
ま
ず
は
神
々
に
対
し
て
豊
作
を
感
謝
す
る
。
そ
し
て
、
来
年
も
ど
う
か
豊
作
で

あ
る
よ
う
に
と
い
う
祈
り
を
す
る
。
そ
う
い
う
収
穫
感
謝
の
祈
り
と
い
う
の
が
原
点
な
ん
で
す
ね
。

で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
点
を
十
分
に
配
慮
し
な
が
ら
準
備
を
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
は
、
私
は
何
回
も
申
し
上
げ
ま
し
た
。
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二
点
目
は
、
歴
史
、
伝
統
も
非
常
に
大
事
で
す
け
れ
ど
も
、
世
の
中
は
い
ま
激
し
く
動
い
て
い
ま
す
。
時
流
を
し
っ
か
り
つ

か
ん
で
、
守
る
べ
き
も
の
は
守
る
、
変
え
る
べ
き
も
の
は
変
え
る
。
こ
こ
は
し
っ
か
り
と
陛
下
を
お
支
え
す
べ
き
で
あ
る
と
い

う
こ
と
も
申
し
上
げ
ま
し
た
。

三
点
目
は
、
い
ま
日
本
の
天
皇
の
存
在
と
い
う
の
は
、
や
は
り
国
民
と
共
に
あ
る
天
皇
で
す
か
ら
、
国
民
の
納
得
の
い
く
、

国
民
が
な
る
ほ
ど
、
こ
れ
が
新
し
い
陛
下
が
な
さ
っ
た
大
嘗
祭
だ
と
い
う
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
な
儀
式
に
す
べ
き
で
あ
る
。

確
か
に
伝
統
は
大
事
で
す
け
れ
ど
も
、
前
の
と
お
り
に
や
っ
て
い
れ
ば
い
い
と
い
う
話
で
は
な
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。

ま
た
、
今
回
も
そ
う
で
し
た
け
れ
ど
も
、
予
算
の
心
配
も
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ど
の
よ
う
な
内
容
に
す
る
か
に
つ
い
て
も
、国
民
の
皆
さ
ん
の
中
に
は
、い
ろ
い
ろ
な
考
え
方
が
あ
り
ま
す
か
ら
、各
人
に
と
っ

て
百
％
結
構
で
す
と
い
う
の
は
不
可
能
で
す
。
た
だ
、
少
な
く
と
も
一
部
の
方
が
絶
対
に
反
対
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う

に
と
。

そ
の
よ
う
な
こ
と
で
、
一
点
目
は
、
伝
統
と
か
歴
史
を
大
事
に
す
べ
き
で
あ
る
。
前
例
を
よ
く
調
べ
、
本
質
を
し
っ
か
り
押

さ
え
る
べ
き
で
あ
る
。
二
点
目
は
、
時
流
を
見
な
が
ら
、
変
え
る
べ
き
と
こ
ろ
は
変
え
る
、
守
る
べ
き
と
こ
ろ
は
守
る
。
三
点

目
は
、
大
方
の
国
民
の
賛
同
を
得
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
に
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
し
た
。

関
係
者
の
努
力
の
お
か
げ
も
あ
っ
て
、
令
和
の
ご
即
位
の
一
連
の
行
事
も
滞
り
な
く
終
わ
っ
た
こ
と
は
、
私
と
し
て
も
非
常

に
う
れ
し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
中
で
特
に
私
の
印
象
に
残
っ
た
儀
式
に
つ
い
て
、
幾
つ
か
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
今
上
陛
下
が
ご
即
位
に
な
っ
て
か
ら
、
初
め
て
宮
中
三
殿
に
来
ら
れ
る
の
が
期
日
奉
告
の
儀
と
い
う
、
即
位
の
礼
及

び
大
嘗
祭
の
期
日
を
三
殿
に
奉
告
さ
れ
る
儀
式
が
あ
り
ま
し
た
。
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私
に
と
り
ま
し
て
は
、
新
帝
を
三
殿
に
お
迎
え
す
る
の
は
初
め
て
で
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
ご
奉
仕
を
し
ま
し
て
、
感
動

い
た
し
ま
し
た
の
は
、
や
っ
ぱ
り
新
し
い
陛
下
の
も
と
で
の
雰
囲
気
が
違
う
ん
で
す
ね
。

ご
即
位
に
な
っ
た
ば
か
り
で
す
か
ら
、
新
し
い
陛
下
が
お
祈
り
を
さ
れ
る
と
き
に
は
、
や
は
り
す
が
す
が
し
さ
と
い
い
ま
す
か
、

新
し
い
御
代
が
来
た
と
い
う
、
そ
う
い
う
思
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
、
斎
田
点
定
の
儀
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
今
回
は
悠
紀
田
は
栃
木
県
、
主
基
田
は
京
都
府
と
決
ま
っ
た
わ
け

で
す
。
準
備
の
過
程
で
い
ろ
い
ろ
調
べ
ま
す
と
、
ア
オ
ウ
ミ
ガ
メ
の
甲
羅
を
板
状
に
細
工
い
た
し
ま
し
て
、
そ
れ
を
ハ
ハ
カ
ギ

と
い
う
特
別
の
サ
ク
ラ
科
の
植
物
で
あ
ぶ
っ
て
、
そ
の
甲
羅
に
現
れ
た
ひ
び
割
れ
を
読
ん
で
決
め
る
と
書
い
て
あ
る
ん
で
す
ね
。

で
す
か
ら
、
こ
れ
が
、
令
和
の
御
代
で
で
き
る
の
か
ど
う
か
で
す
け
れ
ど
も
、
関
係
者
は
一
生
懸
命
い
ろ
い
ろ
探
し
て
く
れ

ま
し
て
、ア
オ
ウ
ミ
ガ
メ
の
甲
羅
も
あ
り
ま
す
。
ハ
ハ
カ
ギ
も
あ
り
ま
す
と
い
う
こ
と
で
す
の
で
、そ
れ
で
は
、前
例
ど
お
り
や
っ

て
み
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
、
ひ
び
の
割
れ
方
を
見
な
が
ら
、
栃
木
県
と
京
都
府
に
決
ま
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
れ
も
、
何
で
そ
ん
な
に
面
倒
な
こ
と
を
す
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
新
帝
陛
下
の
大
嘗
祭
に
使
う
お
米
を
ど

こ
で
調
達
す
る
か
と
い
う
の
は
、
非
常
に
重
要
な
話
な
ん
で
す
ね
。

こ
れ
を
、
例
え
ば
、
誰
か
が
決
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
誰
が
決
め
る
の
か
問
題
に
な
り
ま
す
し
、
ま
し
て
、
こ
れ
を

く
じ
で
決
め
る
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
に
も
安
易
過
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
。
や
っ
ぱ
り
一
番
い
い
決
め
方
と
い
う
か
、
特
別
の
、

伝
統
に
従
っ
た
方
法
で
決
め
る
の
が
一
番
適
当
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

斎
田
点
定
の
儀
に
あ
た
っ
て
は
、
儀
式
の
前
に
三
殿
の
一
つ
の
神
殿
で
、
こ
れ
か
ら
斎
田
点
定
の
儀
を
い
た
し
ま
す
。
ど
う

か
ご
神
意
を
お
示
し
く
だ
さ
い
と
い
う
祭
事
を
し
ま
す
。
そ
れ
を
受
け
て
儀
式
を
行
う
と
、
ひ
び
と
い
う
形
で
ご
神
意
が
伝
わ
っ

て
く
る
。
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こ
れ
は
こ
れ
で
、
や
っ
ぱ
り
昔
か
ら
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
の
決
め
方
と
い
う
の
は
、
な
る
ほ
ど
こ
う
い
う
ふ
う
に
万
人
が

納
得
で
き
る
よ
う
な
決
め
方
も
あ
る
ん
だ
な
と
い
う
感
じ
が
い
た
し
ま
し
た
。

も
う
一
点
で
す
け
れ
ど
も
、
大
嘗
祭
の
と
き
に
大
嘗
宮
を
ど
う
つ
く
る
か
で
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
、
い
ろ
い
ろ
な
議
論
が
あ

り
ま
し
た
。
わ
れ
わ
れ
掌
典
職
が
申
し
上
げ
た
の
は
、
前
例
と
か
伝
統
は
非
常
に
大
事
で
、
守
る
べ
き
も
の
は
守
る
必
要
は
あ

る
け
れ
ど
も
、
他
方
で
や
は
り
世
の
中
の
動
き
と
い
う
の
は
あ
る
ん
だ
し
、
特
に
、
や
は
り
予
算
と
い
う
の
は
非
常
に
重
要
な

要
素
で
あ
っ
て
、
お
金
を
惜
し
ま
ず
に
や
れ
と
い
う
よ
う
な
時
代
で
も
な
い
。

そ
れ
か
ら
、
皇
室
の
本
旨
と
し
て
、
や
っ
ぱ
り
質
素
を
旨
と
す
べ
し
と
い
う
お
考
え
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
で
き
る
だ
け
伝
統

に
従
っ
て
や
る
べ
き
だ
け
れ
ど
も
、
や
は
り
そ
の
と
き
の
予
算
、
国
民
の
皆
さ
ん
方
の
意
識
と
い
い
ま
す
か
、
そ
れ
も
十
分
勘

案
し
て
や
る
べ
き
で
あ
る
と
。

そ
の
よ
う
な
こ
と
で
、
大
嘗
宮
設
計
の
初
め
の
段
階
か
ら
、
宮
内
庁
の
中
の
設
計
関
係
の
部
局
と
掌
典
職
と
、
非
常
に
詳
細

な
詰
め
を
し
ま
し
た
。

例
え
ば
、
予
算
を
節
約
す
る
と
い
う
意
味
で
、
材
質
を
ど
う
す
る
か
と
か
、
垣
の
高
さ
を
ど
う
す
る
と
か
。

そ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、
特
に
掌
典
職
が
申
し
上
げ
た
の
は
、
い
ろ
い
ろ
変
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
と
も
、
絶
対
に
必
要

な
の
は
、
悠
紀
殿
、
主
基
殿
の
中
で
、
陛
下
が
心
置
き
な
く
お
祈
り
を
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
最
後
ま

で
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
悠
紀
殿
、
主
基
殿
の
屋
根
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

伝
統
的
に
は
萱
葺
な
ん
で
す
ね
。
た
だ
萱
葺
に
す
る
と
、
建
設
関
係
を
し
て
い
る
部
局
か
ら
、
予
算
が
非
常
に
高
く
な
る
と

い
う
こ
と
と
、
技
術
者
が
少
な
く
な
っ
て
お
り
、
技
術
的
に
非
常
に
時
間
が
か
か
る
の
で
、
間
に
合
わ
な
く
な
る
可
能
性
も
あ

り
ま
す
と
。
そ
の
他
も
い
ろ
い
ろ
な
理
由
を
言
っ
て
い
ま
し
た
。
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最
終
的
な
タ
イ
ミ
ン
グ
に
な
っ
て
、
掌
典
職
と
し
て
は
、
可
能
な
限
り
、
で
き
れ
ば
悠
紀
殿
、
主
基
殿
の
屋
根
は
萱
葺
が
い

い
と
。
た
だ
、
い
ろ
い
ろ
な
考
慮
要
件
が
あ
ろ
う
か
ら
、
ど
う
し
て
も
仕
方
な
い
と
い
う
の
だ
っ
た
ら
板
葺
で
も
致
し
方
と
の

対
応
で
、
最
終
的
に
、
今
回
は
板
葺
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
そ
の
と
き
宮
内
庁
の
関
係
部
局
に
申
し
上
げ
た
の
は
、
今
回
は
板
葺
に
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
関
係
者
に
、
十
分

説
明
し
て
く
だ
さ
い
と
。
な
ぜ
萱
葺
が
で
き
な
か
っ
た
の
か
。
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
費
用
の
問
題
と
か
、
技
術
の
問
題
と
か
、

い
ろ
い
ろ
問
題
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
今
回
は
板
葺
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
板
葺
に
す
る
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
、
今
後
は
ま
た
萱
葺
か
ら
も
う
一
度
議
論
を
し
始
め
る
と
い
う
こ
と
で
理
解
を
求
め
る
よ
う
努
め
て
く
れ
と
述
べ
ま
し

た
。そ

の
よ
う
な
こ
と
で
、
大
嘗
祭
に
至
る
ま
で
、
い
ろ
い
ろ
な
議
論
が
あ
り
ま
し
た
。

私
が
今
回
、
一
連
の
準
備
作
業
を
し
て
い
ま
し
て
、
一
番
印
象
に
残
っ
た
の
は
、
今
上
陛
下
の
ご
所
作
で
あ
り
ま
す
。
陛
下

は
皇
太
子
殿
下
の
こ
ろ
か
ら
、
毎
年
、
新
嘗
祭
に
参
列
さ
れ
て
い
ま
し
て
、
ご
経
験
は
あ
る
の
で
す
が
、
新
嘗
祭
で
は
神
嘉
殿

と
い
う
御
殿
の
中
で
所
作
を
さ
れ
る
の
は
陛
下
お
一
人
で
、
皇
太
子
殿
下
は
ご
覧
に
な
れ
な
い
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
今
回
、
今
上
陛
下
は
、
陛
下
と
し
て
初
め
て
所
作
を
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
私
は
何
回
も
御
所
に
伺
っ
て
、

ご
説
明
を
申
し
上
げ
ま
し
た
。

陛
下
は
、
大
嘗
祭
に
つ
い
て
非
常
に
勉
強
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
大
嘗
祭
と
は
何
か
と
か
、
御
大
礼
の
本
質
、
細
部
に
つ
い

て
全
て
ご
存
じ
で
、
ご
質
問
も
的
を
射
た
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。

細
か
い
ご
所
作
に
つ
い
て
は
、
悠
紀
殿
、
主
基
殿
、
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
所
作
を
さ
れ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
大
ま
か
に
言
う
と
、

だ
い
た
い
神
饌
の
ご
準
備
が
一
時
間
以
上
か
か
り
ま
す
。
神
饌
の
ご
準
備
と
い
い
ま
し
て
も
、
幾
つ
か
の
箱
に
神
饌
は
入
っ
て
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い
ま
す
。
そ
れ
を
一
つ
一
つ
箱
か
ら
お
取
り
に
な
っ
て
、
柏
の
葉
で
で
き
た
お
皿
の
上
に
積
ん
で
い
か
れ
ま
す
。

た
だ
、
ご
所
作
に
つ
い
て
詳
し
く
、
ど
の
箱
か
ら
ど
の
よ
う
な
順
に
、
何
個
取
る
と
い
う
の
は
全
部
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ

れ
を
暗
い
ろ
う
そ
く
だ
け
の
中
で
、
目
を
凝
ら
し
て
、
一
つ
一
つ
取
り
進
め
て
い
く
ん
で
す
ね
。

私
も
新
嘗
祭
の
と
き
に
お
代
役
を
務
め
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
け
ど
も
、
並
大
抵
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
大
嘗
祭
の
と
き
も
、
新
嘗
祭
の
と
き
も
で
す
が
、
陛
下
は
御
祭
服
と
い
う
重
い
御
装
束
を
着
け
ら
れ
て
、
箱
に
入
っ
た

細
か
い
ご
神
饌
を
一
つ
一
つ
取
る
所
作
を
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
が
一
時
間
近
く
か
か
り
ま
す
。
疲
労
と
い
う
の
は
、
大
変
な
も
の

だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
し
て
国
の
た
め
、
民
の
た
め
に
収
穫
を
感
謝
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
の
後
、
収
穫
感
謝
と
来
年
の
豊
作
を
お
祈
り
さ
れ
る
御
告
文
を
奉
上
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
ご
神
饌
と
お
神
酒
を
神
々
と

共
有
さ
れ
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
流
れ
で
す
け
ど
、
だ
い
た
い
全
体
で
二
時
間
以
上
か
か
り
ま
す
。
そ
れ
を
悠
紀
殿
に
引
き
続
き
、
主
基
殿
で
同

様
の
祭
事
が
あ
り
、
す
べ
て
終
了
し
た
の
が
午
前
二
時
ぐ
ら
い
で
す
。

本
日
お
話
し
す
る
機
会
に
、
陛
下
が
ど
れ
だ
け
精
魂
を
込
め
て
、
悠
紀
殿
、
主
基
殿
で
大
嘗
祭
を
務
め
ら
れ
る
か
。
そ
の
こ

と
の
重
要
性
と
い
う
か
、
強
い
お
覚
悟
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
皆
さ
ん
方
に
お
伝
え
を
し
た
い
と
思
っ
た
次
第
で
あ
り

ま
す
。

最
後
に
一
言
だ
け
。

私
が
今
回
の
御
大
礼
を
経
験
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
お
そ
ば
で
拝
見
し
て
あ
ら
た
め
て
思
っ
た
点
は
、
天
皇
の
存
在
と
は
何

だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

私
の
個
人
的
な
考
え
で
は
、
天
皇
の
存
在
と
い
う
の
は
、
ま
ず
国
の
た
め
に
祈
る
存
在
で
あ
る
。
民
の
た
め
に
祈
る
存
在
で
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図 3　大嘗宮図

図 4　大嘗宮平面図　（皇室事典編集委員会編『皇室事典 令和版』KADOKAWA）
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図 5　大嘗宮復元模型（京都産業大学ギャラリー蔵）

図 6　御祭服（風俗博物館 HP）
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あ
る
。
平
和
の
た
め
に
祈
る
存
在
で
あ
る
。
陛
下
お
一
人
で
、
神
々
の
前
で
、
全
身
全
霊
で
祈
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
君
主
と

い
う
の
は
、
世
界
で
も
お
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
。
外
国
の
君
主
が
教
会
で
一
緒
に
ミ
サ
に
参
列
さ
れ
る
と
い
う
の
は
あ

り
ま
す
け
れ
ど
も
、
日
本
の
天
皇
の
よ
う
に
お
一
人
で
重
責
を
担
っ
て
、
神
前
で
、
国
の
た
め
、
民
の
た
め
、
平
和
の
た
め
を

思
い
な
が
ら
、
全
身
全
霊
で
祈
念
さ
れ
る
、
こ
の
よ
う
な
存
在
は
、
日
本
だ
け
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
天
皇
の
ご
存
在
の
意
義
、
重
要
性
、
重
さ
を
、
日
本
の
皆
さ
ん
方
の
お
一
人
お
一
人
に
是
非
知
っ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
大
嘗
祭
も
、
日
々
の
祭
事
も
そ
う
で
す
け
ど
も
、
天
皇
の
ご
存
在
と
い
う
の
は
、
日
本
人
が
自
然
と
共
存
し
て
今

日
ま
で
来
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
自
然
か
ら
恵
み
を
受
け
れ
ば
、
そ
れ
に
感
謝
を
す
る
。
そ
う
い
う
自
然
と

の
共
存
の
あ
る
べ
き
姿
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
こ
と
も
天
皇
の
ご
存
在
と
と
も
に
、
い
ろ
い
ろ
な
宮
中
祭
祀
の
儀
式
の
中
に
流

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

祈
る
心
、
自
然
へ
の
感
謝
と
い
う
も
の
は
、
ど
う
も
最
近
、
日
本
人
を
含
め
て
、
世
界
で
も
忘
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
コ
ロ
ナ
禍
が
は
び
こ
り
、
環
境
が
ひ
ど
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

天
皇
の
ご
存
在
、
大
嘗
祭
を
は
じ
め
と
す
る
宮
中
祭
祀
と
い
う
の
は
、
過
去
の
伝
統
で
あ
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
い
ま
わ
れ

わ
れ
が
現
在
背
負
っ
て
い
る
課
題
を
解
決
す
る
た
め
の
キ
ー
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
大
切
な
も
の
を
示
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
ま
す
。

日
本
人
が
も
う
一
度
振
り
返
っ
て
、
天
皇
の
ご
存
在
の
意
義
と
か
、
日
本
人
が
昔
か
ら
収
穫
感
謝
の
念
を
持
っ
て
自
然
と
共

存
し
て
き
た
、
そ
う
い
う
気
持
ち
を
も
う
一
度
思
い
浮
か
べ
る
。
そ
う
い
う
時
期
が
来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
今
回
、
掌
典
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長
と
し
て
い
ろ
い
ろ
な
大
礼
関
係
の
儀
式
に
出
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
儀
式
の
、
伝
統
的
な
、
歴
史
的
な
重
要
性
と
と
も
に
、
現
代

的
な
課
題
と
い
い
ま
す
か
、
い
ま
の
日
本
人
一
人
一
人
が
考
え
る
べ
き
問
題
へ
の
、
非
常
に
重
要
な

が
隠
さ
れ
て
い
る
と
い

う
感
じ
が
い
た
し
ま
し
た
。

私
の
お
話
は
以
上
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
、
ま
た
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
も

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


