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◇
宮
司
の
柴
田
で
す
。 
一
昨
日
の
十
二
月
十
三
日
の

火
曜
日
は
、「
新
年
事
始
（
こ
と
は
じ
）
め
の
日
」
で
あ

り
ま
し
た
が
、
私
は
、
自
宅
の
神
棚
と
祖
霊
舎
（
そ
れ

い
し
ゃ
）
の
清
掃
を
行
い
ま
し
た
。 

わ
が
家
に
は
、

神
棚
が
、
二
か
所
ご
ざ
い
ま
す
。 

三
畳
一
間
（
さ
ん

じ
ょ
う
ひ
と
ま
）
の
お
部
屋
の
、
西
側
に
神
棚
（
正
面

の
扉
〈
と
び
ら
〉
が
五
つ
も
あ
る
大
型
の
神
殿
で
す
）、

東
側
に
、
先
代
典
行
宮
司
、
先
々
代
八
十
二
宮
司
を
は

じ
め
御
先
祖
様
を
お
ま
つ
り
す
る
祖
霊
舎
が
鎮
（
し
ず
）

ま
り
ま
す
。 

さ
ら
に
、
私
の
書
斎
（
し
ょ
さ
い
）
に

も
神
棚
が
ご
ざ
い
ま
す
。 

書
斎
の
神
棚
の
清
掃
は
、

十
二
月
五
日
に
、
本
棚
や
机
の
整
理
整
頓
（
せ
い
り
せ

い
と
ん
）
に
あ
わ
せ
て
実
施
し
ま
し
た
。 

実
は
、
整

理
と
整
頓
と
は
違
い
ま
し
て
、
整
理
と
は
、
使
う
も
の

と
不
要
な
も
の
を
分
け
る
作
業
で
す
。 

そ
の
後
に
、

整
頓
を
す
る
の
で
す
。 

し
た
が
っ
て
、
不
要
な
も
の

は
不
用
品
と
し
て
処
分
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

そ
う
し
ま
す
と
、
余
計
な
も
の
が
な
く
て
、
気
持
ち
よ

く
整
（
と
と
の
）
う
の
で
す
。 

整
理
整
頓
さ
れ
た
書

斎
で
の
デ
ス
ク
ワ
ー
ク
は
、
粛
々
（
し
ゅ
く
し
ゅ
く
）

と
進
む
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。 

そ
の
成
果
で
し
ょ

う
か
、
六
か
月
遅
れ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
宮
司
プ
レ
ス 

     

第
百
九
十
三
号
の
発
行
で
す
。 

先
々
月
の
十
月
に
発

行
が
叶
い
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
今
月
二
回
発
行
し
な

け
れ
ば
、
今
年
は
、
一
月
に
一
回
の
発
行
ペ
ー
ス
を
維

持
（
い
じ
）
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

そ
れ
だ

け
は
、
避
（
さ
）
け
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
そ
の
た

め
に
は
、
今
月
、
も
う
一
回
の
発
行
が
必
須
（
ひ
っ
す
）

と
な
り
ま
す
。 

す
っ
き
り
と
し
た
書
斎
で
の
デ
ス
ク

ワ
ー
ク
に
、
乞
（
こ
）
う
御
期
待
で
あ
り
ま
す
。 

 

◇
当
宮
の
「
新
年
事
始
め
」
は
、
十
二
月
十
一
日
の
日

曜
日
に
、「
大
注
連
縄
（
お
お
し
め
な
わ
）
お
ろ
し
」、

さ
ら
に
、
煤
払
（
す
す
は
ら
）
い
の
行
事
で
し
た
。 

御

神
明
（
ご
し
ん
め
い
）
も
、
さ
ぞ
や
、
御
満
悦
（
ご
ま

ん
え
つ
）
の
御
事
（
お
ん
こ
と
）
と
御
同
慶
（
ご
ど
う

け
い
）
に
堪
（
た
）
え
ま
せ
ん
。 

御
奉
仕
く
だ
さ
っ

た
関
係
各
位
に
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

◇
さ
て
、
神
棚
（
か
み
だ
な
）
の
由
来
（
ゆ
ら
い
）
に

つ
い
て
ご
存
知
で
す
か
。 

そ
の
起
源
は
、
伊
勢
の
神

宮
の
御
師
（
お
し
、
伊
勢
の
方
で
は
、
お
ん
し
と
い
い

ま
す
）
が
、
大
活
躍
し
た
室
町
時
代
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。 

御
師
に
は
、
全
国
各
地
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
担
当

す
る
、
い
わ
ゆ
る
営
業
エ
リ
ア
（
そ
れ
を
檀
那
場
〈
だ

ん
な
ば
〉
と
い
い
ま
す
）
が
あ
り
ま
し
た
。 

そ
し
て
、

「
お
は
ら
い
様
」
と
「
暦
（
こ
よ
み
）」
さ
ら
に
、
お

土
産
を
持
参
し
て
、
信
者
さ
ん
の
お
家
に
お
配
り
に

な
ら
れ
た
の
で
す
。 

「
お
は
ら
い
様
」
と
は
、
そ

の
贔
屓
（
ひ
い
き
）
に
さ
れ
て
い
る
信
者
さ
ん
に
か
わ

っ
て
、
一
切
成
就
（
い
っ
さ
い
じ
ょ
う
じ
ゅ
う
）
の

祓
詞
（
は
ら
い
こ
と
ば
）
を
、
千
度
万
度
（
せ
ん
ど

ま
ん
ど
）、
つ
ま
り
、
一
千
回
、
一
万
回
読
誦
（
ど
く

し
ょ
う
）
さ
れ
、
そ
の
際
の
数
取
（
か
ず
と
）
り
の

た
め
の
麻
（
あ
さ
）
を
函
（
は
こ
）
に
納
（
お
さ
）

め
た
も
の
で
す
。 

そ
の
「
お
祓
い
様
」
を
入
れ
て

あ
る
箱
を
「
御
祓
箱
（
お
は
ら
い
ば
こ
）」
と
い
い
ま

し
た
。 

転
じ
て
、「
祓
い
」
に
「
払
い
」
を
か
け
て
、

不
用
品
を
取
り
捨
て
る
こ
と
を
「
御
払
箱
」
と
呼
ぶ

よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。 

ま
さ
し
く
、
私
の
書
斎

の
「
す
っ
き
り
」
も
、「
御
払
箱
」
の
た
ま
も
の
で
も

あ
り
ま
す
。 

御
師
が
、
全
国
に
配
っ
た
「
お
祓
い

様
」
が
、
現
在
の
「
神
宮
大
麻
（
じ
ん
ぐ
う
た
い
ま
）」

の
原
型
（
げ
ん
け
い
）
で
す
。 

そ
の
信
者
さ
ん
は
、

そ
の
「
お
は
ら
い
様
」
を
「
大
神
宮
棚
（
だ
い
じ
ん

ぐ
う
た
な
）」
と
よ
ば
れ
る
と
こ
ろ
に
大
切
に
お
供
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え
を
し
ま
し
た
。 

さ
ら
に
、
こ
の
御
師
と
信
者
さ

ん
と
の
「
師
壇
関
係
（
し
だ
ん
か
ん
け
い
）」
は
、
全

国
展
開
と
な
り
、
江
戸
時
代
末
期
の
全
国
の
神
棚
奉

斎
（
ほ
う
さ
い
）
家
庭
は
、
な
ん
と
、
九
割
だ
っ
た

と
い
い
ま
す
か
ら
驚
き
で
す
。 

江
戸
時
代
の
天
皇

陛
下
で
あ
ら
せ
ら
れ
た
第
百
十
九
代
光
格
天
皇
様

は
、
御
製
（
ぎ
ょ
せ
い
）
に
、 

「
神
様
の 

国
に
生
ま
れ
て 
神
様
の 

道
が
い
や
な
ら 

外
国
（
と
つ
く
に
）
へ
ゆ
け
」

と
詠
（
よ
）
ま
れ
て
い
ま
す
。 

私
共
か
ら
す
る
と
、

胸
の
痞
（
つ
か
）
え
が
下
（
お
）
り
る
よ
う
な
、
心

地
の
よ
い
御
製
で
は
あ
り
ま
す
が
、
少
（
ち
）
と
過

激
（
か
げ
き
）
で
も
あ
り
ま
す
。 

し
か
し
な
が
ら
、

時
代
背
景
等
を
鑑
（
か
ん
が
）
み
ま
す
と
、
さ
も
あ

り
な
ん
と
い
う
御
製
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。 

◇
古
事
記
（
こ
じ
き
）
に
は
、
伊
邪
那
岐
大
神
（
い

ざ
な
ぎ
の
お
お
か
み
）
が
、
禊
（
み
そ
ぎ
）
を
さ
れ
、

左
の
眼
（
ま
な
こ
）
を
そ
そ
が
れ
ま
し
た
時
に
、
お

生
ま
れ
に
な
ら
れ
ま
し
た
の
が
、
伊
勢
の
神
宮
の
内

宮
（
な
い
く
う
）
に
鎮
座
（
ち
ん
ざ
）
さ
れ
て
い
る

天
照
大
御
神
（
あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み
）
と
し
る

さ
れ
て
い
ま
す
。 

伊
邪
那
岐
大
神
は
、
そ
の
天
照

大
御
神
に
統
治
者
（
と
う
じ
し
ゃ
）
と
し
て
の
証
（
あ

か
し
）
と
し
て
、「
御
頚
珠
（
み
く
び
た
ま
）」
を
お

授
（
さ
ず
）
け
に
な
ら
れ
ま
し
た
。 

「
御
頚
珠
」

と
は
、
今
風
に
申
し
上
げ
ま
す
な
ら
ば
、「
首
飾
り
」

で
あ
り
ま
す
。 

お
受
け
取
り
に
な
っ
た
天
照
大
御

神
は
、「
御
倉
板
挙
之
神
（
み
く
ら
た
な
の
か
み
）」

に
大
切
に
保
管
さ
れ
ま
し
た
。 

御
倉
と
い
う
の
は
、

住
居
と
は
別
の
清
浄
な
建
物
の
こ
と
で
、
し
か
も
そ

の
清
浄
な
建
物
の
中
の
神
聖
（
し
ん
せ
い
）
な
棚
、

そ
の
棚
の
場
所
そ
の
も
の
が
神
様
で
あ
り
ま
す
が
、

そ
こ
に
保
管
な
さ
っ
た
の
で
す
。 

「
大
神
宮
棚
」

が
、
神
棚
の
起
源
と
記
述
し
ま
し
た
が
、
そ
の
根
本

（
こ
ん
ぽ
ん
）
に
あ
る
、
よ
り
ど
こ
ろ
と
い
え
る
の

は
、
こ
の
「
御
倉
板
挙
之
神
」
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。 

大
切
な
も
の
を
家
の
一
番
神
聖
な
場
所
に
お

ま
つ
り
を
す
る
、
こ
の
天
照
大
御
神
の
大
御
心
（
お

お
み
ご
こ
ろ
）
に
神
習
（
か
み
な
ら
）
う
こ
と
こ
そ
、

敬
神
生
活
の
基
本
で
あ
る
神
棚
奉
斎
と
い
え
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

そ
し
て
、
神
棚
に
ま
つ

る
べ
き
神
宮
大
麻
は
、
日
本
人
の
大
祖
先
神
（
お
お

み
お
や
が
み
）
で
も
あ
り
、
総
氏
神
（
そ
う
う
じ
が

み
）
で
あ
る
天
照
大
御
神
が
、
常
に
国
民
と
と
も
に

い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
「
み
し
る
し
」、「
お
し
る
し
」

で
あ
り
ま
す
。 
さ
ら
に
、「
お
祓
い
様
」
と
い
う
、

一
切
を
祓
い
清
め
る
祓
の
道
具
、「
祓
（
は
ら
）
い
串

（
く
し
）」
を
も
表
象
（
ひ
ょ
う
し
ょ
う
）
し
て
い
る
、

表
（
あ
ら
わ
）
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

そ
の

敬
神
の
大
御
心
は
、
歴
代
の
天
皇
陛
下
に
も
脈
々

（
み
ゃ
く
み
ゃ
く
）
と
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。 

と
く
に
、
第
八
十
四
代
順
徳
天
皇
（
じ
ゅ
ん
と
く
て

ん
の
う
）
様
は
、「
旦
暮
（
た
ん
ぼ
）
敬
神
の
叡
慮
（
え

い
り
ょ
）
懈
怠
（
け
た
い
）
な
し
」、「
朝
夕
に
敬
神

の
心
を
ゆ
る
が
せ
に
す
る
こ
と
は
な
い
」
と
お
っ
し

ゃ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

そ
の
よ
う
に
、
神

棚
奉
斎
、
神
宮
大
麻
の
奉
斎
は
、
天
照
大
御
神
の
敬

神
崇
祖
の
思
い
に
立
ち
返
る
、「
も
と
ほ
る
」
と
い
う

こ
と
、
さ
ら
に
、
順
徳
天
皇
、
光
格
天
皇
を
は
じ
め

と
し
て
、
歴
代
の
天
皇
陛
下
の
大
御
心
に
、「
つ
な
が

る
」
の
で
す
。 

「
も
と
ほ
り
、
つ
な
が
る
」
営
み

が
、
神
棚
奉
斎
で
あ
り
ま
す
。 

今
年
一
年
、「
お
払

い
箱
」
に
し
た
い
も
の
も
お
あ
り
で
し
ょ
う
が
、
新

し
い
お
札
、
神
宮
大
麻
を
奉
斎
し
、
身
も
心
も
晴
々

と
、
清
ら
か
な
心
と
体
に
「
も
と
ほ
り
」、
来
年
も
、

幸
せ
へ
と
「
つ
な
が
る
」
営
み
で
あ
り
ま
す
よ
う
に

お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

◇
十
一
月
の
祭
典
行
事
報
告 

 

 

▼
明
治
祭 

＊
十
一
月
三
日 

 
 

 
 

 

 

▼
新
嘗
祭 

＊
十
一
月
二
十
三
日 

 
 

 
 
 


