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今
年
は
先
の
大
戦
か
ら
数
え
て
七
十
年

の
節
目
の
年
に
あ
た
り
ま
す
。

　

東
京
九
段
の
靖
国
神
社
に
は
大
東
亜
戦

争
に
よ
り
、
国
家
存
亡
の
危
機
に
敢
然
と
し

て
立
ち
向
か
わ
れ
た
英
霊
二
一
三
万
四
千

余
柱
が
祀
ら
れ
て
お
り
、
岡
山
縣
護
國
神

社
に
は
五
万
六
千
七
百
余
柱
、
更
に
鶴
﨑

神
社
境
内
の
英
霊
社
に
は
早
島
一
六
四
柱
、

豊
洲
・
中
帯
江
八
〇
柱
に
及
ぶ
英
霊
が
祀

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
広
島
で
は
原
爆
に
よ
る
犠
牲
者

が
二
〇
万
人
、
長
崎
で
は
一
四
万
人
と
も

言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

近
代
の
日
本
で
は
桁
外
れ
に
大
き
な
犠

牲
者
の
数
字
で
す
。
終
戦
当
時
に
生
ま
れ

た
方
が
七
〇
歳
を
迎
え
る
今
日
、
大
戦
の

記
憶
が
国
民
意
識
か
ら
遠
ざ
か
り
つ
つ
あ

る
事
は
否
め
な
い
事
実
で
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
今
日
、
私
た
ち
が
平
和
に
日
々

の
生
活
を
送
る
事
が
出
来
る
の
は
、
国
の

為
に
戦
禍
に
散
っ
た
ご
英
霊
の
お
蔭
で
有

る
事
を
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思

い
ま
す
。
そ
し
て
地
方
に
祀
ら
れ
る
英
霊

社
や
忠
魂
碑
に
至
る
ま
で
、
国
家
の
責
任

に
於
い
て
鄭
重
に
顕
彰
で
き
る
日
が
来
る

事
を
願
っ
て
止
み
ま
せ
ん
。

　
終
戦
七
十
年
に
思
う

早島町千歳楽保存会の勇姿（平成 26 年神幸祭）
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安
原
伝
兵
衛
物
語

　

十
二
日
振
り
に
伝
兵
衛
は
早
島
へ

戻
っ
て
き
た
。
夕
闇
に
隠
れ
る
よ
う
に

御
崎
宮
（
鶴
﨑
神
社
）
に
寄
っ
た
。
馬

を
鳥
居
に
つ
な
ぎ
、
鎮
守
の
森
の
奥
深

く
、
秘
密
の
洞
に
路
銀
を
入
れ
た
。
そ

れ
か
ら
馬
を
曳
い
て
家
路
を
辿
る
頃
に

は
人
の
顔
も
判
ら
ぬ
ほ
ど
暗
く
な
っ
た
。

庭
先
か
ら
我
家
の
様
子
を
窺
う
と
別
段

の
変
化
は
な
さ
そ
う
な
の
で
ほ
っ
と
す

る
。
で
も
寂
し
い
雰
囲
気
に
変
わ
り
は

な
く
胸
が
痛
む
。

　

裏
口
へ
回
る
と
、
明
か
り
の
下
で
水

を
使
う
音
が
し
た
。
引
戸
を
静
か
に
動

か
し
た
ら
、
お
か
ァ
が
気
付
い
た
。

　
「
伝
兵
衛
ッ
今
ま
で
ど
こ
へ
行
っ
と
っ

た
ん
じ
ゃ
。
心
配
さ
せ
て
か
ら
に
…
」　

す
ぐ
に
涙
声
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

お
ば
ァ
と
妹
た
ち
も
飛
ん
で
き
た
。

下
の
妹
が
抱
き
つ
い
た
。

　
「
久
し
見
ん
間
に
こ
ね
い
に
大
き
ゅ
う

な
っ
た
か
」「
馬
鹿
こ
く
で
ね
え
、
人
を

笑
い
も
ん
に
し
て
」
お
ば
ァ
が
怒
っ
た

け
れ
ど
笑
い
だ
し
て
し
ま
っ
た
。
馬
宿

か
ら
は
連
日
、
伝
兵
衛
を
探
し
に
来
た

ら
し
い
。
し
ま
い
に
は
馬
を
弁
償
せ
よ

と
脅
し
た
そ
う
だ
。

　

(

儂わ
し

の
心
配
は
せ
ず
か
!
女
子
供
を

脅
か
し
た
り
、
卑
し
い
根
性
が
丸
見

え
じ
ゃ
。
古
兵
衛
さ
ん
の
言
っ
た
通
り

じ
ゃ)

　

親
方
に
渡
す
銭
を
減
ら
そ
う
と
決
め

た
。
お
か
ァ
と
お
ば
ァ
と
妹
四
人
に
よ

く
よ
く
言
い
き
か
せ
、
銭
五
貫
と
米
一

俵
を
渡
し
た
。
残
り
三
貫
を
馬
に
付
け

て
返
そ
う
。
そ
の
上
で
何
発
撲
ら
れ
て

も
そ
れ
で
い
い
。
そ
れ
を
耐
え
た
ら
辞

め
ら
れ
る
と
腹
を
く
く
っ
た
。
夜
は
更

け
た
が
、
馬
宿
は
も
と
も
と
深
夜
近
く

ま
で
あ
け
て
い
る
。
決
心
が
つ
い
た
ら

一
刻
で
も
早
く
決
着
を
つ
け
た
い
気
持

ち
に
な
っ
た
。

　

馬
宿
に
近
づ
く
と
、
馬
が
ぶ
る
ぶ
る
っ

と
首
を
振
り
ひ
と
声
高
く
嘶い

な
ない

た
。「
お

め
え
は
帰
っ
て
こ
れ
て
嬉
し
い
の
か
。

あ
ね
な
処
で
も
お
め
え
の
古
里
だ
け
ん

な
」

　

伝
兵
衛
は
頬
ず
り
し
て
可
愛
が
っ
た
。

十
二
日
、
と
に
か
く
馬
だ
け
は
怪
我
さ

せ
ん
よ
う
に
気
を
配
っ
た
つ
も
り
だ
。

　
「
も
う
す
ぐ
別
れ
じ
や
け
ん
な
あ
」

　

馬
宿
か
ら
黒
い
影
が
次
々
と
飛
び
出

し
て
、「
伝
兵
衛
が
戻
っ
て
き
た
ぞ
!
」

「
何
じ
ゃ
と
、
今
頃
ど
の
面
さ
げ
て
帰
っ

て
き
た
ん
じ
ゃ
!
」、「
や
っ
て
し
ま
え
ッ

!
」
親
方
の
声
だ
。
三
人
を
後
ろ
か
ら

焚
き
つ
け
て
い
る
。
前
後
左
右
か
ら
撲

ら
れ
蹴
ら
れ
、
引
き
倒
さ
れ
た
。「
ち
い

と
話
を
聞
い
て
つ
か
あ
さ
い
」
伝
兵
衛

が
訴
え
て
も
暴
力
は
止
ま
ら
な
い
。
こ

の
ま
ま
殺
さ
れ
る
か
と
思
っ
た
。
強
く

握
っ
て
い
た
馬
の
手
綱
が
拳
か
ら
放
れ

た
。「
あ
れ
ッ
馬
が
逃
げ
出
し
た
ぞ
!
」

　

乱
暴
騒
ぎ
に
興
奮
し
た
ら
し
い
。(

銭

積
ん
で
、
何
処
ぞ
遠
く
へ
逃
げ
て
く
れ)

伝
兵
衛
は
心
の
中
で
叫
ん
だ
。
起
き
上

が
り
か
け
て
ま
た
踞

う
ず
く
ま

っ
て
し
ま
っ
た
。

蹴
ら
れ
た
腹
が
激
し
く
痛
む
。
や
っ
と

馬
は
連
れ
戻
さ
れ
、
背
に
積
ん
で
い
た

米
俵
と
叺か

ま
すが

降
ろ
さ
れ
た
。「
何
じ
ゃ
こ

り
ゃ
あ
、
銭
が
い
っ
ぱ
い
入
っ
と
る
ぞ
」

　

叺
の
銭
を
見
て
皆
が
騒
き
だ
し
た
。

　
「
伝
兵
衛
こ
ね
え
な
銭
を
ど
う
し
た
ん

ぞ
」
親
方
の
声
は
怒
号
か
ら
猫
撫
で
声

に
変
わ
っ
た
。
伝
兵
衛
は
痛
み
を
堪
え

て
と
ぎ
れ
な
が
ら
答
え
た
。「
し
や
か
ら

聞
い
て
つ
か
あ
さ
い
と
言
う
と
っ
た
の

に
、
こ
ね
え
な
ひ
ど
い
目
に
合
わ
さ
れ

て
し
も
う
て
、
全
く
お
え
り
ゃ
あ
せ
ん
」

　

伝
兵
衛
は
怒
り
と
恨
み
を
ぶ
ち
ま
け

た
。「
お
前
ら
も
う
ち
い
と
手
加
減
せ
ん

と
い
か
ん
」
親
方
は
全
く
筋
の
通
ら
ぬ

事
を
言
う
。
さ
ん
ざ
ん
痛
め
つ
け
て
く

れ
た
三
人
は
、
ふ
て
く
さ
れ
て
詫
び
よ

う
と
も
し
な
か
っ
た
。

　

こ
の
一
年
余
り
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ

う
。
何
ひ
と
つ
心
に
残
る
も
の
は
な
い
。

そ
れ
に
ひ
き
か
え
吉
兵
衛
と
共
に
働
い

た
十
二
日
は
宝
物
だ
。

　

大
怪
我
と
い
う
代
償
と
ひ
き
か
え
に
、

後
腐
れ
な
く
辞
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

さ
ら
に
家
族
と
の
愁し

ゅ
う
た
ん
ば

嘆
場
な
く
石
見
銀

山
に
す
ん
な
り
と
行
け
る
き
っ
か
け
に

な
っ
た
。

　
「
こ
ね
え
な
残
忍
な
こ
と
を
や
っ
て
の

け
る
奴
等
じ
ゃ
。
こ
の
先
何
す
る
や
ら

判
ら
ん
。
伝
兵
衛
を
石
見
銀
山
に
行
か

し
た
ら
ど
う
じ
ゃ
ろ
。
命
あ
っ
て
の
物

種
じ
ゃ
け
ん
な
」
と
、
お
ば
ァ
が
賛
成

し
て
く
れ
た
の
で
お
か
ァ
も
渋
々
同
意

せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
傷
が
癒
え

る
ま
で
、
伝
兵
衛
は
家
族
全
員
か
ら
優

し
い
介
抱
を
受
け
た
。
お
か
ァ
は
残
し

て
く
れ
た
銭
で
二
、三
年
は
食
べ
て
行
け

る
か
ら
心
置
き
な
く
旅
立
っ
て
く
れ
と

言
っ
た
。
御
崎
宮
の
森
か
ら
隠
し
て
お

い
た
銭
を
と
り
出
し
た
。
そ
し
て
神
主

に
別
れ
の
挨
拶
を
し
た
。「
お
前
は
よ

く
よ
く
怪
我
を
す
る
し
、
落
ち
着
か
ぬ

男
じ
ゃ
の
。
何
に
?
田
圃
を
買
い
戻
す

た
め
に
出
稼
ぎ
す
る
気
に
な
っ
た
ん
と

…
…
」

　
「
は
い
。
石
見
銀
山
の
錦
織
弥
太
夫
さ

５
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年
齢
の
数
え
方
に
は
、
お
正
月
を
迎

え
る
こ
と
に
よ
り
年
齢
を
一
歳
加
え
る

「
数
え
年
」
と
、
自
分
の
誕
生
日
ご
と
に

一
歳
の
年
齢
を
加
え
る
「
満
年
齢
」
が

あ
り
ま
す
。

　

神
社
で「
数
え
年
」を
聞
か
れ
る
の
は
、

我
が
国
で
は
、
お
正
月
が
各
家
庭
で
「
年

神
様
」
を
迎
え
て
、
新
た
な
年
の
五
穀

豊
穣
と
家
族
の
幸
せ
を
祈
る
大
切
な
行

事
で
す
の
で
、
そ
の
時
に
合
わ
せ
て
家

族
皆
が
一
歳
ず
つ
年
を
と
る
「
数
え
年
」

が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
か

ら
で
す
。

３

　

神
社
で
祈
祷
を
申
し
込
む
と
、
年
齢

を
実
際
よ
り
一
歳
か
ら
二
歳
大
き
い
「
数

え
年
」
と
し
て
計
算
さ
れ
ま
す
が
、
何

故
数
え
年
で
祈
祷
を
す
る
の
で
し
ょ
う

か
。

【
答
え
】 神

道
Ｑ
＆
Ａ

【
質
問
】

　

当
初
、
日
本
に
は
「
零レ

イ

」
の
概
念
が

な
く
、
生
ま
れ
た
日
か
ら
一
歳
で
、
新

年
を
迎
え
る
と
二
歳
に
な
り
ま
し
た
。

「
満
年
齢
」
の
数
え
方
は
、
明
治
以
降
次

第
に
定
着
し
て
き
た
も
の
で
す
。
明
治

五
年
十
一
月
九
日
の
詔
書
に
よ
り
、
そ

れ
ま
で
用
い
ら
れ
て
き
た
太
陰
太
陽
暦(

旧
暦)

が
太
陽
暦(

新
暦)

に
改
め
ら
れ

ま
し
た
。

　

こ
れ
は
開
国
に
よ
っ
て
、
当
時
広
く

世
界
に
普
及
し
て
い
た
太
陽
暦(

グ
レ
ゴ

リ
オ
暦)

を
使
用
す
る
必
要
性
が
生
じ
た

た
め
で
す
。

　

ま
た
、
時
刻
法
も
一
日
を
十
二
支
に

あ
て
て
数
え
る
不
定
時
制
で
し
た
が
、

一
日
二
十
四
時
間
の
定
時
制
に
切
り
換

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
年
齢
の

数
え
方
も
「
数
え
年
」
か
ら
「
満
年
齢
」

へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
旧
暦

は
数
年
に
一
度
、
約
一
カ
月
間
の
誤
差
が

生
じ
て
く
る
た
め
、
年
に
よ
っ
て
は
同

じ
月
が
二
回
重
な
る
閏
月
が
あ
り
、
例

え
ば
年
に
よ
っ
て
は
五
月
が
二
回
重
な

る
場
合
な
ど
、誕
生
日
に
よ
る
「
満
年
齢
」

の
換
算
に
は
適
さ
な
い
も
の
で
し
た
。

　

し
か
し
、
神
社
で
は
、
こ
う
し
た
日

本
の
伝
統
的
な
考
え
方
を
継
承
し
て
い

く
こ
と
か
ら
、
現
在
で
も
「
数
え
年
」

を
尊
重
し
て
い
る
の
で
す
。

ん
が
、
男
が
一
旗
あ
げ
る
に
は
良
い
処

だ
と
言
い
ん
さ
っ
た
で
す
け
ん
」

　
「
え
ら
い
遠
国
じ
ゃ
の
う
。
備
前
、
備

中
、
備
後
、
美
作
、
出
雲
、
石
見
…
…

え
え
と
途
中
に
ま
だ
あ
っ
た
か
い
の
う
、

そ
う
じ
ゃ
道
中
安
全
の
祈
願
と
お
守
り

を
進
ぜ
ち
ゃ
る
け
ん
な
」

　

伝
兵
衛
は
神
主
の
特
別
の
厚
意
が
あ

り
が
た
か
っ
た
。
な
け
な
し
の
路
銀
の

中
か
ら
、
思
い
き
っ
て
二
百
文
奉
納
し

た
。
す
る
と
、
し
ば
ら
く
待
た
さ
れ
た

後
、
旅
装
束
一
式
を
用
意
し
て
く
れ
た
。

笠
か
ら
始
ま
っ
て
、
白
い
単
衣
、
半
袴
、

脚き
ゃ
は
ん絆

、
甲
掛
り
、
草わ

ら
じ鞋

、
杖
に
何
と
神

札
二
十
枚
が
揃
え
て
あ
る
。

　

そ
れ
に
は
「
大
吉
備
津
彦
命
荒
魂
、

御
崎
宮
之
御
霊
」
と
墨
書
し
て
あ
っ
た
。

怪け
げ
ん訊

な
顔
で
眺
め
て
い
る
と
、「
長
い
道

中
じ
ゃ
け
ん
追お

い
は
ぎ剥

や
強
盗
も
出
る
じ
ゃ

ろ
。
で
も
僧
侶
や
神
官
だ
っ
た
ら
手
加

減
も
す
る
じ
ゃ
ろ
。
伊
勢
神
宮
に
は
た

く
さ
ん
の
御お

ん
し師

が
お
っ
て
全
国
で
御
礼

を
く
ば
っ
て
お
ら
れ
る
。
伝
兵
衛
は
今

日
か
ら
御
崎
宮
の
御
師
じ
ゃ
。
御
礼
を

配
っ
て
旅
す
り
ゃ
御
利
益
ま
ち
が
い
な

し
じ
ゃ
」

　

御
師
と
言
っ
て
も
俄
御
師
、
衣
裳
も

恥
ず
か
し
い
。
神
主
の
厚
意
を
無
に
で

き
な
い
の
で
、
御
師
の
恰
好
で
旅
す
る

こ
と
に
し
た
。「
よ
う
似
合
う
ち
ょ
る
ぞ
」

と
神
主
は
自
分
の
案
に
満
足
し
て
い
る
。

　

こ
の
砂
は
神
迎
え
祭
が
行
わ
れ
る
出

雲
の
「
稲
佐
の
浜
」
の
砂
を
当
社
で
御

祈
願
し
た
神
砂
で
す
。

　

家
や
店
舗
、
工
場
な
ど
の
地
鎮
祭
時

に
ご
要
望
が
あ
れ
ば
、
授
与
致
し
ま
す
。

　

ま
た
、
敷
地
の
お
清
め
時
に
、
北
東
、

南
東
、
南
西
、
北
西
の
角
と
中
央
に
撒

い
て
下
さ
い
。 神  

砂

「
神
社
の
砂
を
受
け
た
い
」
と
来
社
さ

れ
る
方
が
お
ら
れ
ま
す
の
で
、
神
社

で
調
製
し
ま
し
た
。

神　砂
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祭
事
暦

十
月
十
七
日
（
土
）

　

鶴
﨑
神
社
秋
季
大
祭【
供
膳
祭
】［
午
前
十
時
］

　

八
幡
神
社
秋
季
大
祭
［
午
後
七
時
］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
露
店
あ
り
）

十
月
十
八
日
（
日
）［
午
前
九
時
］　

神
幸
祭

十
一
月
中
　
七
五
三
祈
祷

十
一
月
二
十
三
日
（
月
）［
午
後
二
時
］　

　

新
穀
感
謝
祭

一
月
二
日
（
土
）［
午
後
二
時
］　

年
始
祭　

毎
月
一
日
［
午
前
九
時
］　

月
次
祭

※
月
次
祭
は
ど
な
た
で
も
参
列
出
来
ま
す
の　

　

で
、
お
誘
い
合
わ
せ
ご
参
拝
下
さ
い
。

　

当
社
で
は
左
記
に
よ
り
随
時
ご

奉
仕
致
し
て
お
り
ま
す
。

♦
初
宮
詣
・
七
五
三
詣
・
交
通
安

　

全
・
厄
除
・
九
星
災
難
消
除
・

　

安
産
・
家
内
安
全
・
当
病
平
癒
・

　

学
業
成
就
・
そ
の
他

♦
地
鎮
祭
・
上
棟
祭
・
家
遷
清
祓
・

　

埋
井
祭
・
改
装
清
祓
・
解
体
清

　

祓
宅
神
祭
・
神
葬
祭
・
霊
祭
等

ご
希
望
の
方
は
前
も
っ
て
ご
連

絡
下
さ
い
。

諸
祈
祷
・
出
張
祭
の
案
内

　

交
通
の
要
衝
と
し
て
、古
く
か
ら
繁
栄
し
た
岡
山
に
は
、

数
多
く
の
由
緒
あ
る
神
社
、
仏
閣
が
創
建
さ
れ
、
長
い
間

人
々
の
信
仰
を
集
め
て
き
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
岡
山
の
由
緒
あ
る
社
寺
を
巡
拝
し
て
、
歴
史
を

学
び
、
岡
山
の
信
仰
を
再
認
識
す
る
べ
く
、
五
年
に
亘
り

開
催
さ
れ
て
来
た
吉
備
の
国
寺
社
巡
り
（
山
陽
新
聞
社
主

催
）
が
今
年
度
か
ら
「
ま
い
ら
れ
ぇ
岡
山
」
と
し
て
名
称

を
新
し
く
し
て
四
十
六
の
社
寺
が
参
加
し
て
開
始
さ
れ
ま

し
た
。

　

参
加
し
て
い
る
神
社
、
仏
閣
で
は
来
年
四
月
三
十
日
ま

で
、
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
と
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
も
同
時
に

行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

応
募
用
紙
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
は
拝
殿
内
に
置
い
て
あ
り

ま
す
の
で
、
お
持
ち
帰
り
の
上
、
ご
参
加
下
さ
い
。。　

 
県
内
の
神
社
仏
閣
を
巡
る

ま
い
ら
れ
ぇ
岡
山

　

岡
山
県
神
社
庁
倉
敷
都
窪
支
部
で
は
、
支
部
再
編
を
契
機
に
管
内

の
神
社
六
十
七
社
全
て
の
見
ど
こ
ろ
や
由
緒
な
ど
を
掲
載
し
た
「
神

社
め
ぐ
り
」
冊
子
を
作
製
し
た
。

　

A
４
判
十
八
ペ
ー
ジ
の
フ
ル
カ
ラ
ー
で
、
支
部
内
を
北
地
域
、
南

地
域
、
東
地
域
の
三
地
域
に
分
け
て
地
域
ご
と
に
神
社
の
鎮
座
地

マ
ッ
プ
と
各
社
の
写
真
、
祭
神
、
祭
典
、
由
緒
や
見
ど
こ
ろ
を
掲
載

し
、
祈
祷
や
神
符
守
札
、
朱
印
の
授
与
の
可
否
を
ア
イ
コ
ン
で
見
や

す
く
表
示
し
て
い
る
。

　

今
回
は
三
千
部
を
作
製
し
、
そ
の
内
約
二
千
五
〇
〇
部
を
各
社
に

配
布
し
、
五
〇
〇
部
を
支
部
内
の
観
光
案
内
所
や
駅
な
ど
に
置
き
観

光
客
な
ど
に
も
Ｐ
Ｒ
す
る
。

　

当
社
の
拝
殿
に
も
置
い
て
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
希
望
の
方
は
参
拝

時
に
お
持
ち
帰
り
下
さ
い
。

倉
敷
・
都
窪 

開
運

神
社
め
ぐ
り


