
▼
去
る
十
一
月
二
十
三
日
、
新
嘗

祭
の
佳
日
に
独
り
芝
居
『
三
島
由

紀
夫
・
招
魂
の
賦
』（
本
多
菊
雄
氏

主
演
）
が
京
都
大
学
西
部
講
堂
で

上
演
さ
れ
た
。京
大
西
部
講
堂
は
、

昭
和
四
十
年
代
の
新
左
翼
学
生
運

動
が
盛
ん
な
頃
、
彼
等
の
根
拠
地

で
あ
り
、
感
慨
深
い
も
の
が
あ
る
。

か
つ
て
三
島
由
紀
夫
氏
が
東
大
全

共
闘
と
の
討
論
の
た
め
東
大
に
乗

り
込
ん
だ
が
（
そ
の
実
写
記
録

フ
ィ
ル
ム
が
数
年
前
公
開
さ
れ

た
）、
終
つ
た
直
後
に
三
島
氏
を
先

導
し
て
東
大
を
後
に
す
る
森
田
必

勝
氏
の
厳
し
い
表
情
を
思
ひ
出
し

た
。▼
昨
日
の
様
に
思
ひ
出
さ
れ

る
昭
和
四
十
五
年
十
一
月
二
十
五

日
の
楯
の
会
蹶
起
か
ら
五
十
三
年

が
経
過
し
た
が
、
三
島
由
紀
夫
氏

が
昭
和
四
十
三
年
に
発
表
し
た

『
英
霊
の
声
』
作
中
の
詩
に
お
い
て

表
現
さ
れ
た
戦
後
日
本
へ
の
痛
烈

な
諷
刺
・
批
判
は
、
五
十
年
余
を

経
て
色
褪
せ
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
の

情
況
は
一
段
と
悪
化
、
混
迷
を
極

め
て
ゐ
る
と
し
か
云
ひ
様
が
な
い
。

▼
地
下
水
脈
と
し
て
未
だ
枯
渇
し

て
な
い
筈
で
あ
る
わ
が
国
の
民
族

精
神
の
蘇
生
を
信
じ
て
こ
の
戦
後

情
況
を
革
正
し
、
三
島
由
紀
夫
氏

の
志
を
真
に
継
承
す
る
方
途
と
は

何
な
の
か
。時
代
に
決
然
と
立
ち

向
か
ふ
覚
悟
が
改
め
て
求
め
ら
れ

て
ゐ
る
昨
今
で
あ
る
。　　

  

（
谷
）

一
頁…

●
令
和
五
年
を
振
返
つ
て

二
頁…

●
新
風
ニ
ュ
ー
ス 

他

本
紙
目
次

（
二
面
へ
続
く
）

令和五年を振返つて令和五年を振返つて

す
る
加
項
策
を
改
善
案
と
し

て
主
張
し
て
ゐ
た
が
、
そ
れ

で
現
在
の
自
衛
隊
の
存
在
は

法
的
に
確
定
す
る
に
せ
よ
、

そ
れ
は
自
衛
隊
の
軍
隊
化
・

国
軍
化
で
は
な
く
警
察
予
備

隊
以
上
の
も
の
で
は
な
い
こ

と
に
変
は
り
は
な
い
。
自
分

の
国
は
自
分
で
守
る
と
い
ふ

掛
け
声
は
良
し
と
す
る
が
、

実
が
伴
は
ず
日
米
安
保
で
米

軍
に
依
存
す
る
こ
と
に
変
化

は
な
い
。

　

こ
の
根
本
的
矛
盾
を
自
衛

隊
幹
部
諸
氏
は
内
心
痛
切
に

考
へ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
ら

う
。い
ざ
有
事
に
直
面
し
て
、

専
守
防
衛
的
軍
事
姿
勢
は
先

づ
有
効
的
即
応
体
勢
が
で
き

ず
、
政
権
に
お
い
て
も
咄
嗟

の
政
治
的
判
断
は
更
に
輪
を

掛
け
て
逡
巡
し
、
気
が
付
け

ば
勝
敗
は
決
し
て
ゐ
る
と
言

は
ざ
る
を
得
な
い
。
現
行
占

領
憲
法
の
根
本
的
矛
盾
に
眼

を
瞑
つ
て
遣
り
過
ご
す
戦
後

政
治
の
怠
慢
が
許
さ
れ
る
事

態
で
は
な
い
が
、
既
成
政
治

党
派
に
そ
の
認
識
は
皆
無
で

あ
り
、
只
々
徒
に
空
虚
な
論

議
を
繰
り
返
す
の
み
で
あ

る
。
時
代
に
合
は
せ
て
憲
法

も
改
正
し
な
け
れ
ば
と
い
ふ

論
調
が
よ
く
あ
る
が
、
現
行

占
領
憲
法
は
そ
の
成
立
過
程

か
ら
し
て
道
理
の
通
ら
な
い

も
の
で
あ
り
、
状
況
論
で
済

む
こ
と
で
は
な
い
。
こ
こ
に

戦
後
体
制
（
現
行
占
領
憲
法

と
従
属
的
日
米
安
保
体
制
）

打
破
を
党
是
と
す
る
わ
が
維

新
政
党
・
新
風
の
使
命
も
存

す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

  

戦
後
政
治
の

  

体
た
ら
く

　

岸
田
政
権
が
発
足
し
て
二

年
が
経
過
し
た
が
、
支
持
率

が
三
十
％
を
割
り
込
み
始
め

た
。
今
秋
打
ち
出
し
た
経
済

対
策
（
減
税
が
目
玉
）
が
不

評
で
あ
り
、
選
挙
対
策
だ
と

国
民
に
見
透
か
さ
れ
て
ゐ
る

と
の
こ
と
。
し
か
し
、
自
民

党
歴
代
政
権
の
ほ
と
ん
ど
の

施
策
は
選
挙
対
策
と
言
つ
て

も
過
言
で
は
な
い
。
常
に
目

の
前
の
景
気
対
策
が
主
柱
で

あ
り
、
国
民
も
亦
そ
れ
を
期

待
し
て
ゐ
る
。
国
民
生
活
の

真
の
安
定
調
和
を
図
る
中
長

期
的
国
家
・
社
会
ビ
ジ
ョ
ン

と
そ
れ
に
基
づ
い
た
短
期
政

策
が
求
め
ら
れ
て
ゐ
る
の
で

あ
る
が
、
実
態
は
皮
相
な
時

流
に
阿
り
、
利
権
に
敏
く
、

権
力
へ
の
執
着
と
い
ふ
議
員

の
属
性
が
露
骨
に
目
的
化
し

た
上
で
の
政
策
立
案
で
あ
り

選
挙
対
策
と
化
し
て
を
り
、

国
民
の
た
め
の
施
策
と
は
程

遠
い
と
言
は
ざ
る
を
得
な

い
。
従
つ
て
目
先
を
糊
塗
し

て
予
算
化
す
れ
ば
事
足
れ
り

と
い
ふ
施
策
ば
か
り
で
、
各

種
対
策
は
継
ぎ
接
ぎ
で
整
合

性
も
な
く
真
の
解
決
策
と
は

程
遠
い
。
将
来
展
望
も
不
透

明
な
ま
ま
で
あ
り
、
唯
当
面

の
そ
の
日
暮
ら
し
を
充
足
さ

せ
て
矛
盾
は
先
延
ば
し
に
す

る
と
い
ふ
政
治
手
法
に
堕
し

て
何
の
呵
責
も
感
じ
な
い
。

こ
れ
が
選
挙
が
目
的
化
し
た

戦
後
政
治
の
実
相
で
あ
ら

う
。

　

斯
か
る
戦
後
保
守
政
治
の

淵
源
は
、
大
東
亜
戦
争
敗
戦

後
の
占
領
期
間
中
に
生
じ
た

占
領
軍
Ｇ
Ｈ
Ｑ
へ
の
阿
諛
追

従
に
端
緒
が
あ
る
。
公
職
追

放
や
言
論
検
閲
に
よ
つ
て
、

敗
者
と
は
言
へ
大
東
亜
戦
争

を
戦
ひ
抜
い
た
主
権
国
家
の

民
と
し
て
の
矜
恃
が
脆
く
も

崩
れ
去
つ
た
こ
と
は
、
当
時

の
大
多
数
の
指
導
層
（
政
・

官
・
学
界
）
の
覚
悟
と
見
識

の
欠
如
が
改
め
て
問
は
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
占
領
政

策
の
集
約
と
し
て
押
し
付
け

ら
れ
た
現
行
憲
法
の
平
和
・

人
権
・
国
民
主
権
、
即
ち
戦

後
民
主
主
義
を
主
体
的
に
検

証
す
る
こ
と
が
な
く
、
安
易

に
時
流
に
乗
じ
て
自
国
の
大

義
を
断
罪
す
る
と
い
ふ
愚
を

冒
し
て
恥
じ
な
い
風
潮
は
、

今
日
ま
で
一
貫
し
た
戦
後
日

本
の
政
治
を
筆
頭
と
し
た
あ

ら
ゆ
る
分
野
の
底
流
と
化
し

続
け
て
ゐ
る
。
こ
の
戦
後
日

本
の
政
治
・
社
会
基
底
を
革

正
す
る
真
摯
な
取
り
組
み
な

し
で
は
、
わ
が
国
は
袋
小
路

へ
と
追
ひ
込
ま
れ
、
ま
さ
に

亡
国
的
結
末
を
迎
へ
る
こ
と

と
な
る
で
あ
ら
う
。

  

異
論
封
殺
の
愚

　

令
和
の
日
本
が
内
政
で
直

面
し
て
ゐ
る
様
々
な
政
治
・

社
会
課
題
は
、
例
へ
ば
少
子

化
・
人
口
減
少
問
題
、
そ
れ

に
伴
つ
た
労
働
力
不
足
を
補

ふ
移
民
問
題
と
社
会
保
障
問

題
等
々
で
あ
る
が
、
先
進
的

と
自
称
す
る
多
文
化
共
生
社

会
推
奨
論
、そ
し
て
生
命
力
・

社
会
秩
序
を
紊
乱
さ
せ
か
ね

な
い
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ（
性
的
少
数

者
）
の
権
利
謳
歌
風
潮
等
々

の
所
謂
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
コ
ネ

ク
ト
ネ
ス
（
偽
善
的
正
義
）

主
張
が
、
対
話
討
論
に
よ
つ

て
調
和
の
と
れ
た
解
を
導
き

出
す
こ
と
を
拒
否
し
、
自
ら

の
主
張
を
絶
対
的
善
と
し
て

異
論
を
封
殺
す
る
社
会
を
助

長
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い

か
。
現
在
の
こ
の
潮
流
は
、

社
会
を
個
々
に
分
断
し
、
文

化
伝
統
を
も
無
化
さ
せ
か
ね

な
い
。

  

真
の
政
治
力
の

  

回
復
を

　

一
国
の
国
力
と
は
、
政
治

力
・
軍
事
力
・
経
済
力
・
教

育
文
化
力
の
総
和
で
あ
る
が

（
政
治
力
が
大
前
提
）、
大
東

亜
戦
争
敗
戦
に
よ
つ
て
未
曾

有
の
外
国
に
よ
る
占
領
を
経

験
し
た
わ
が
国
は
、
大
東
亜

戦
争
の
主
体
的
総
括
を
国
を

挙
げ
て
取
り
組
む
こ
と
か
ら

戦
後
政
治
は
始
動
す
べ
き
で

あ
つ
た
が
、
そ
れ
は
全
く
視

野
に
な
く
、
米
国
に
よ
つ
て

与
へ
ら
れ
た
現
行
占
領
憲
法

に
従
順
に
飼
ひ
馴
ら
さ
れ
て

疑
ふ
こ
と
も
な
く
、
そ
れ
が

進
歩
だ
と
自
己
暗
示
を
掛
け

続
け
て
今
日
に
至
つ
て
ゐ

る
。
主
権
国
家
と
し
て
の
政

治
力
が
全
く
欠
如
し
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。

　

民
間
の
頑
張
り
で
経
済
的

に
は
目
覚
ま
し
い
経
済
成
長

が
も
た
ら
さ
れ
た
が
、
そ
の

経
済
力
も
今
低
迷
に
喘
い
で

ゐ
る
。
政
治
力
の
牽
引
が
緊

急
的
必
須
要
件
で
あ
る
が
、

残
念
な
が
ら
そ
の
可
能
性
は

現
状
の
既
成
政
治
党
派
に
期

待
す
べ
く
も
な
い
。
亦
、
グ

ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
に
毒
さ
れ
て

目
先
の
利
得
の
み
を
至
上
と

す
る
経
済
活
動
は
、
自
由
と

民
主
主
義
と
は
裏
腹
な
現
在

の
中
共
・
習
政
権
が
指
向
す

る
超
監
視
化
に
よ
る
絶
対
的

独
裁
政
治
化
に
加
担
す
る
愚

行
と
し
か
言
ひ
様
が
な
い
の

で
は
な
い
か
。

　

令
和
五
年
を
振
り
返
り
な

が
ら
、
わ
が
維
新
政
党
・
新

風
の
結
党
の
使
命
が
存
す
る

と
こ
ろ
を
改
め
て
自
覚
し
、

党
勢
組
織
の
現
況
を
冷
静
に

踏
ま
へ
な
が
ら
、
戦
後
体
制

打
破
と
い
ふ
志
を
一
段
と
強

化
し
て
、
結
党
三
十
年
と
い

ふ
通
過
点
へ
む
け
て
前
方
展

開
の
歩
み
を
確
認
す
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

会
風
潮
を
思
ふ
と
今
昔
の
感

が
あ
る
。

　

し
か
し
、
国
会
に
お
い
て

よ
り
本
質
的
な
安
全
保
障
の

議
論
が
行
は
れ
て
ゐ
る
と
は

言
ひ
難
い
。
特
に
わ
が
国
が

直
面
す
る
台
湾
有
事
及
び
北

朝
鮮
の
暴
発
に
対
す
る
反
撃

力
な
ど
に
つ
い
て
様
々
な
軍

事
対
応
の
こ
と
が
論
評
さ

れ
、
自
衛
隊
部
隊
の
南
西
配

属
等
も
実
施
さ
れ
て
は
ゐ
る

が
、
隔
靴
掻
痒
と
し
か
言
ひ

様
が
な
い
。
即
ち
、
自
衛
隊

は
軍
事
集
団
で
は
あ
る
が
、

軍
隊
で
は
な
い
と
い
ふ
根
幹

を
見
て
見
ぬ
振
り
を
し
て
ゐ

る
主
権
国
家
日
本
の
根
本
矛

盾
で
あ
る
。
よ
く
あ
る
論
に

海
上
保
安
庁
と
海
上
自
衛
隊

と
の
任
務
連
携
と
い
ふ
こ
と

が
あ
る
が
、
警
察
予
備
隊
と

し
て
発
足
し
た
自
衛
隊
は
今

日
に
お
い
て
も
法
的
に
は
そ

の
性
格
に
基
本
的
に
変
容
は

な
い
。

　

現
行
占
領
憲
法
第
九
条
で

は
交
戦
権
・
戦
力
の
保
持
の

否
定
を
規
定
し
て
を
り
、
軍

隊
の
存
在
を
否
定
し
て
ゐ
る

こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
自
民

党
政
権
が
解
釈
改
憲
と
や
ら

で
、
自
衛
隊
の
存
在
を
合
憲

と
し
続
け
て
今
日
に
至
つ
て

を
り
、
故
安
倍
元
首
相
が
九

条
に
自
衛
隊
の
存
在
を
明
記

る
が
、
多
大
な

民
間
人
の
犠
牲

が
生
じ
て
ゐ
る

現
状
に
対
し
て

は
停
戦
を
求
め

る
国
際
的
世
論

が
大
勢
を
占
め

て
ゐ
る
こ
と
が

一
縷
の
救
ひ
で

は
あ
る
。
イ
ス

ラ
エ
ル
建
国
以
降
の
歴
史
的

経
緯
か
ら
さ
う
簡
単
に
決
着

は
見
込
め
な
い
。
斯
様
に
混

沌
と
し
た
国
際
社
会
の
現
状

に
対
し
て
わ
が
国
は
如
何
な

る
対
応
を
為
し
得
る
の
で
あ

ら
う
か
。

  

自
衛
隊
の
  

本
質
的
議
論
を

　

昨
今
、
世
上
で
は
ウ
ク
ラ

イ
ナ
の
反
撃
攻
勢
に
触
発
さ

れ
て
安
全
保
障
に
関
す
る
国

民
意
識
の
高
ま
り
が
あ
る
。

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
元

自
衛
隊
高
級
幹
部
や
軍
事
評

論
家
に
よ
る
戦
況
解
説
な
ど

の
言
論
活
動
も
頻
繁
で
あ

る
。
か
つ
て
は
災
害
派
遣
隊

と
し
て
以
外
は
日
陰
者
で
あ

つ
た
自
衛
隊
の
存
在
や
、
国

防
軍
事
を
語
る
こ
と
が
忌
避

さ
れ
て
ゐ
た
一
時
代
昔
の
社

　

激
動
混
乱
が
予
想
さ
れ
た

令
和
の
時
代
は
、
先
づ
武
漢

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
つ
て

国
際
社
会
が
麻
痺
さ
せ
ら
れ

る
こ
と
に
始
ま
り
、
続
い
て

ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略

に
よ
つ
て
、
大
別
し
て
国
際

社
会
は
露
中
側
と
Ｇ
７
側
と

の
厳
し
い
分
断
状
況
に
直
面

し
て
ゐ
る
。
そ
れ
に
先
行
し

て
米
国
に
次
ぐ
大
国
化
し
た

中
共
の
世
界
支
配
戦
略
に
よ

る
米
中
対
決
が
次
第
に
顕
著

と
な
つ
て
は
ゐ
た
が
、
台
湾

有
事
を
含
め
た
東
ア
ジ
ア
情

勢
の
緊
迫
化
が
ロ
シ
ア
・
ウ

ク
ラ
イ
ナ
戦
争
の
泥
沼
化
に

並
ん
で
混
迷
に
輪
を
加
へ
て

ゐ
る
。

　

そ
し
て
、
突
如
、
中
東
に

お
け
る
パ
レ
ス
チ
ナ
（
と
い

ふ
よ
り
は
ハ
マ
ス
）
と
イ
ス

ラ
エ
ル
と
の
戦
端
が
勃
発
し

て
国
際
社
会
は
将
又
、
イ
ス

ラ
エ
ル
支
持
と
パ
レ
ス
チ
ナ

支
持
と
に
色
分
け
さ
れ
て
ゐ
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