
3 第一章　内侍所御神楽の変容

第
一
章
　
内
侍
所
御
神
楽
の
変
容

は
じ
め
に

都
に
住
む
人
々
に
と
っ
て
、
神
楽
は
身
近
な
芸
能
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
『
徒
然
草
』
第
一
六
段
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

神
楽
こ
そ
な
ま
め
か
し
く
、
お
も
し
ろ
け
れ
。

大
方
、
も
の
の
音
に
は
、
笛
・
篳
篥
。
常
に
聞
き
た
き
は
、
琵
琶
・
和
琴
。

兼
好
法
師
は
「
神
楽
」
に
つ
い
て
「
な
ま
め
か
し
く
、
お
も
し
ろ
け
れ
」
と
述
べ
、
上
品
で
美
し
い
様
子
を
賛
美
し
て
い
る
。『
徒
然

草
』
の
中
で
は
、
広
く
知
ら
れ
た
段
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
中
世
の
神
楽
に
対
す
る
見
方
を
端
的
に
表
し
て
い
よ
う
。

そ
れ
で
は
兼
好
の
「
神
楽
」
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
行
事
で
、
ど
の
よ
う
な
芸
能
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
般
に
「
毎
年
十
二

月
の
内
侍
所
御
神
楽
か
（
（
（

」
と
説
明
さ
れ
る
も
の
の
、
実
は
こ
の
時
期
の
内
侍
所
御
神
楽
は
、
秋
季
の
「
臨
時
御
神
楽
」
と
冬
季
（
主
に
十

二
月
（
の
「
恒
例
御
神
楽
」
の
二
度
開
催
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
兼
好
が
内
侍
所
御
神
楽
を
実
見
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な

立
場
で
参
加
し
て
い
た
の
か
。
そ
も
そ
も
御
神
楽
の
行
わ
れ
る
内
裏
に
入
り
込
む
機
会
が
、
兼
好
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

一
　『
枕
草
子
』『
紫
式
部
日
記
』
の
時
代
の
御
神
楽
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寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
（
十
一
月
二
十
八
日
に
行
わ
れ
た
、
賀
茂

臨
時
祭
の
還
立
の
御
神
楽
を
め
ぐ
る
述
懐
で
あ
る
。
紫
式
部
は
、

還
立
の
御
神
楽
を
見
物
し
な
が
ら
、
人
長
の
尾
張
兼
時
の
衰
え
た

姿
に
注
目
し
て
い
る
。
彼
女
が
ど
こ
に
い
た
の
か
は
記
さ
れ
な
い
が

（
著
者
、
読
者
に
と
っ
て
自
明
の
事
実
は
記
さ
れ
な
い
（、
清
少
納
言
ら

と
同
じ
く
、
清
涼
殿
の
御
簾
越
し
に
御
神
楽
を
見
物
し
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
賀
茂
臨
時
祭
の
還
立
の
御
神
楽
は
、
清
少
納
言
や

紫
式
部
の
目
に
触
れ
て
い
る
が
、
ま
だ
彼
女
た
ち
の
時
代
に
は
内

侍
所
御
神
楽
は
恒
例
行
事
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
内
侍
所
御
神

楽
が
毎
年
十
二
月
の
恒
例
行
事
と
し
て
催
さ
れ
た
院
政
期
は
、
宮

中
の
女
性
た
ち
は
ど
こ
か
ら
内
侍
所
御
神
楽
を
見
物
し
た
の
だ
ろ

う
か
。『
讃
岐
典
侍
日
記
』
に
は
、
鳥
羽
天
皇
の
大
嘗
会
の
清
暑

堂
御
神
楽
に
つ
い
て
、

御
神
楽
の
夜
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
こ
と
の
さ
ま
、
内
侍
所
の
御

神
楽
に
た
が
ふ
こ
と
な
し
。
こ
れ
は
い
ま
す
こ
し
今
め
か
し

先
に
『
徒
然
草
』
を
掲
げ
た
の
で
、
各
時
代
の
御
神
楽
の
見
物
に
つ
い
て
整
理
し
て
み
た
い
。
比
較
の
た
め
に
三
巻
本
『
枕
草
子
』
第

一
三
六
段
か
ら
、
賀
茂
臨
時
祭
還
立
の
御
神
楽
に
お
け
る
見
物
の
立
場
を
み
て
み
よ
う
。

賀
茂
の
臨
時
の
祭
は
、
還
立
の
御
神
楽
な
ど
に
こ
そ
な
ぐ
さ
め
ら
る
れ
。
庭
火
の
煙
の
ほ
そ
く
の
ぼ
り
た
る
に
、
神
楽
の
笛
の
お
も

し
ろ
く
わ
な
な
き
、
吹
き
す
ま
さ
れ
て
の
ぼ
る
に
、
歌
の
声
も
、
い
と
あ
は
れ
に
、
い
み
じ
う
お
も
し
ろ
し
。
寒
く
さ
え
こ
ほ
り
て
、

打
ち
た
る
衣
も
つ
め
た
う
、
扇
持
ち
た
る
手
も
冷
ゆ
と
も
お
ぼ
え
ず
。
才
の
男
召
し
て
、
声
引
き
た
る
人
長
の
心
地
よ
げ
さ
こ
そ
い

み
じ
け
れ
。

還
立
の
御
神
楽
に
つ
い
て
、
清
少
納
言
が
述
懐
し
た
も
の
で
あ
る
。
古
記
録
や
有
職
故
実
書
の
文
体
か
ら
は
汲
み
取
る
こ
と
の
難
し
い
、

王
朝
び
と
の
御
神
楽
に
対
す
る
思
い
が
よ
く
伝
わ
っ
て
く
る
。
清
少
納
言
が
御
神
楽
を
見
物
し
た
の
は
間
違
い
な
い
が
、
そ
れ
で
は
清
少

納
言
は
、
ど
こ
か
ら
御
神
楽
を
見
物
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

鷹
司
本
『
年
中
行
事
絵
巻
』（
口
絵
（
（
に
は
、
賀
茂
臨
時
祭
の
還
立
の
御
神
楽
が
描
か
れ
て
い
る
。
清
涼
殿
東
廂
に
天
皇
が
着
座
し
、

庭
上
に
は
御
神
楽
に
奉
仕
す
る
使
、
舞
人
、
陪
従
、
召
人
、
人
長
ら
が
居
並
ぶ
。
さ
ら
に
、
見
物
の
公
卿
や
殿
上
人
も
描
か
れ
る
が
、
女

性
の
姿
は
み
え
な
い
。
一
方
、
同
書
の
庭
座
の
儀
に
は
、
御
簾
か
ら
打
出
と
几
帳
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
背
後
に
后
や
女
房
が
座
し
た

こ
と
が
示
さ
れ
る
（
図
（
（。（
（
（

還
立
の
御
神
楽
に
は
、
女
性
の
存
在
を
示
す
打
出
な
ど
は
描
か
れ
な
い
が
、
清
少
納
言
た
ち
が
御
簾
の
背

後
か
ら
御
神
楽
を
見
物
し
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
（
（
（

。

こ
の
よ
う
な
視
点
は
『
紫
式
部
日
記
』
を
読
む
と
き
に
も
有
効
で
あ
る
。

御
物
忌
な
れ
ば
、
御
社
よ
り
、
丑
の
刻
に
ぞ
帰
り
ま
ゐ
れ
ば
、
御
神
楽
な
ど
も
さ
ま
ば
か
り
な
り
。
兼
時
が
、
去
年
ま
で
は
い
と
つ

き
づ
き
し
げ
な
り
し
を
、
こ
よ
な
く
お
と
ろ
へ
た
る
ふ
る
ま
ひ
ぞ
、
見
知
る
ま
じ
き
人
の
上
な
れ
ど
、
あ
は
れ
に
、
思
ひ
よ
そ
へ
ら

る
る
こ
と
お
ほ
く
は
べ
る
。

く
見
ゆ
る
。

と
記
さ
れ
る
。
藤
原
長
子
（
讃
岐
典
侍
（
は
清
暑
堂
御
神
楽
だ
け
で
な
く
、
内
侍
所
御
神
楽
も
実
見
し
て
い
た
。『
江
家
次
第
』
巻
十
一

「
内
侍
所
御
神
楽
事
」
に
は
、
女
性
た
ち
の
見
物
の
座
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

図 1　賀茂臨時祭庭座の儀（『年中行事絵巻』国立国会図書館蔵）　


