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今
年
（
昭
和
三
十
九
年
）
八
月
十
三
臼
（
狽
暦
七

月
六
臓
）
は
光
厳
天
皇
の
満
穴
斎
年
の
式
年
祭
に

嶺
る
の
で
、
天
皇
が
開
霞
と
な
っ
て
翻
早
し
、
こ
こ

に
隠
棲
し
、
や
が
て
こ
の
地
で
亡
く
な
っ
た
京
都

山
国
の
常
照
皇
寺
で
は
そ
の
記
念
と
し
て
、
天
皇

の
震
翰
・
御
記
・
和
歌
な
ど
の
確
実
な
も
の
を
厳

選
し
て
写
真
版
に
し
、
詳
細
な
解
説
を
付
し
て
出

版
し
た
。
耶
ち
、
本
書
“
、
光
厳
天
皇
遣
芳
尉
で
あ

る
。
震
翰
は
京
郡
大
学
の
赤
松
俊
秀
博
士
が
、
御

記
は
京
都
大
学
の
上
横
手
雅
敬
氏
が
、
和
歌
は
大

阪
甫
立
大
学
の
麟
枝
利
久
琉
が
そ
れ
ぞ
れ
分
担
解

説
し
て
い
る
。

　
ま
ず
震
翰
で
は
、
松
平
頼
明
氏
所
蔵
の
摩
詞
般

若
波
羅
密
多
心
経
、
宮
内
庁
只
言
部
所
蔵
の
処
分

状
、
熊
谷
翫
清
氏
所
蕨
の
醗
文
な
ど
一
四
点
の
ロ

絵
写
真
と
、
そ
の
読
み
本
を
掲
げ
、
こ
の
解
説
を

兼
ね
て
「
光
厳
天
皇
の
御
生
涯
」
と
題
す
る
三
〇

頁
を
超
す
論
文
が
続
く
。
さ
き
に
中
村
直
勝
博
士

の
“
．
．
光
厳
天
皇
」
（
本
誌
四
五
ノ
一
に
箪
春
が
紹
介
し

た
。
淡
｛
父
酵
母
露
盤
灘
｝
ニ
エ
丁
山
肥
年
）
N
か
あ
h
ソ
、
　
A
コ
讃
仰
た

本
書
が
公
刊
さ
れ
て
天
皇
の
菓
蹟
が
い
よ
い
よ
明

ら
か
に
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
た
い
へ
ん
喜
ば
し

い
。
中
村
・
赤
松
両
博
士
と
も
京
都
の
古
文
書
学

を
代
表
す
る
縫
威
で
あ
り
、
そ
の
両
博
士
が
期
せ

ず
し
て
同
じ
黒
蓋
天
皇
の
伝
記
を
書
か
れ
た
こ
と

に
な
る
が
、
両
方
と
も
に
特
徴
あ
る
内
容
で
、
後

学
に
は
大
い
に
藤
白
く
味
読
で
き
る
。
赤
松
博
士

の
解
説
は
極
め
て
綿
密
慎
重
で
あ
っ
て
、
そ
の
た

め
断
．
定
を
留
保
し
て
い
る
も
の
が
二
・
三
あ
る
。

た
と
え
ば
宮
内
庁
侍
従
職
所
蔵
（
京
都
曼
殊
醜
態
蔵
）

の
仮
名
消
恩
の
筆
者
の
考
証
に
際
し
て
、
筆
致
は

広
義
門
院
寧
子
（
光
厳
天
皇
生
緑
）
に
通
ず
る
も
の

が
あ
る
と
し
な
が
ら
、
広
義
門
院
の
花
押
が
現
在

の
と
こ
ろ
ま
だ
確
認
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
消
息

の
内
容
か
ら
発
信
人
が
光
厳
天
皇
じ
し
ん
で
は
あ

り
え
な
い
こ
と
を
承
知
し
つ
つ
、
な
お
そ
の
花
押

が
青
蓬
院
所
蔵
の
熱
戦
天
皇
震
翰
消
息
の
花
抑
に

近
い
こ
と
を
顧
慮
し
て
断
定
を
保
留
し
て
い
る
な

ど
は
、
そ
の
好
例
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
一
方
的

に
断
定
し
て
ゆ
く
と
い
う
論
調
で
な
い
か
ら
、
快

刀
乱
麻
を
断
つ
痛
快
ざ
は
感
ぜ
ら
れ
な
い
が
、
い

ち
い
ち
そ
の
理
由
を
掲
げ
て
説
明
し
て
あ
る
の
で

納
得
し
易
い
わ
け
で
あ
る
。
殊
に
貝
新
し
い
の
は
、

従
来
そ
の
内
容
を
揮
っ
て
紹
介
さ
れ
な
か
っ
た
熊

谷
直
清
現
所
蔵
の
置
文
が
写
真
入
り
で
全
文
紹
介

さ
れ
、
そ
の
新
し
い
解
釈
を
提
示
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
震
翰
を
綱
羅
し
た
も
の

と
し
て
頃
．
震
翰
英
華
』
を
座
右
に
備
え
る
が
、
皇

紀
二
千
六
颪
年
記
念
の
こ
の
書
に
は
い
わ
ゆ
る
北
、

朝
五
代
の
天
皇
は
除
か
れ
て
い
て
、
そ
の
点
で
は

非
常
に
不
便
で
あ
っ
た
。
三
絃
の
『
光
厳
天
皇
遺

芳
』
は
“
．
豊
年
英
華
』
の
光
厳
天
皇
の
項
を
作
成

し
た
も
．
の
、
と
も
言
い
う
る
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ

わ
れ
に
は
随
分
と
便
利
に
な
っ
た
弼
が
多
い
。
そ

う
い
う
点
か
ら
需
え
ぱ
、
伏
見
天
皇
、
後
伏
見
天

皇
あ
た
り
か
ら
始
ま
る
持
明
院
統
の
美
し
い
優
雅

な
筆
蹟
（
か
の
管
蓮
院
宮
瞭
無
法
親
玉
も
そ
の
ひ
と
り

で
あ
る
）
は
光
厳
歯
並
に
も
正
し
く
継
承
さ
れ
て

お
り
、
や
が
て
後
小
松
学
入
白
飴
へ
連
っ
て
ゆ
く
筋
道

が
よ
く
わ
か
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
天
皇
の
欝
欝
、

御
記
と
し
て
は
、
元
弘
二
年
正
月
御
記
、
…
兀
弘
二

年
御
即
位
記
、
玄
象
牧
馬
事
、
お
よ
び
西
…
二
条
家

装
束
抄
よ
り
逸
文
を
収
め
て
お
り
、
上
横
手
氏
が

「
光
輪
天
皇
御
記
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
解
説
を

執
筆
し
て
い
る
。
震
記
に
つ
い
て
は
戦
列
塑
全
集
』

が
燭
震
蕩
莫
華
一
と
嗣
じ
役
藏
を
果
し
て
お
り
、

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

こ
こ
で
も
列
聖
に
数
え
ら
れ
て
い
な
い
艶
出
天
皇

の
震
記
は
除
か
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ

も
今
回
の
こ
の
書
で
、
こ
と
光
厳
天
皇
に
関
す
る

限
り
は
鯉
川
決
さ
れ
た
。
光
厳
天
皇
の
著
述
は
有
職
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関
係
ば
か
り
で
あ
っ
て
、
後
醍
醐
天
皇
に
も
「
建

武
年
中
行
事
」
の
書
が
あ
る
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、

こ
の
時
代
の
古
営
も
の
に
対
す
る
関
心
の
高
さ
に

注
鼠
す
べ
き
も
の
が
あ
る
こ
と
を
思
わ
ね
ば
な
ら

ぬ
が
、
正
直
富
っ
て
史
料
と
し
て
の
興
昧
に
は
欠

け
て
い
る
。
こ
ん
な
こ
と
を
書
く
と
著
者
に
は
申

訳
け
な
い
が
、
こ
れ
が
機
縁
と
な
っ
て
、
万
一
、

北
朝
歴
代
の
震
翰
・
受
手
が
続
い
て
公
刊
さ
れ
る

こ
と
に
で
も
な
れ
ば
、
史
料
と
し
て
面
白
く
て
寅

箪
本
の
伝
え
ら
れ
て
い
る
「
光
明
院
御
記
」
な
ど

が
公
禰
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
か
ら
、
そ
れ
こ
そ
鯉

外
の
喜
び
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
夢
は
厚
か
ま
し

す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
和
歌
は
光
環
院
御
集
と
風
雅
集
、
新
千
載
集
な

ど
の
勅
撰
集
、
お
よ
び
漁
燈
和
歌
集
な
ど
の
私
家

集
や
歌
舎
な
ど
か
ら
天
皇
の
詠
歌
二
八
七
首
を
集

め
、
頭
譲
と
解
説
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
和
歌
の

よ
う
な
み
や
び
の
道
に
は
門
外
漢
の
筆
者
で
は
評

需
も
踊
る
が
、
　
『
列
墾
全
集
』
の
和
歌
の
部
の
光

厳
天
皇
の
項
を
補
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
、
さ
き

の
震
記
と
同
じ
く
斯
界
に
稗
益
す
る
と
こ
ろ
大
な

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
園
枝
氏
の
解
説
も
懇
切
で
あ

る
が
、
筆
者
な
ど
が
通
読
し
て
奇
異
に
感
ず
る
の

は
、
万
葉
の
風
囎
が
地
に
つ
い
た
と
い
う
よ
う
な

こ
と
で
な
く
、
あ
れ
ほ
ど
の
動
乱
期
に
ま
さ
し
く

劇
的
な
生
涯
を
す
ご
さ
れ
た
天
皇
の
詠
歌
が
あ
ま

り
に
も
没
世
闘
的
な
霞
然
観
照
や
恋
歌
ば
か
り
で

あ
る
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
の
点
、
　
「
新
…
葉

和
歌
集
」
の
後
醍
醐
天
皇
・
、
後
村
上
天
皇
は
じ
め

南
朝
君
臣
の
和
歌
は
、
逆
境
を
生
き
る
人
離
の
苦

悩
や
感
慨
が
に
じ
み
禺
て
い
て
、
読
む
者
の
共
感

を
よ
び
お
こ
す
の
と
は
、
全
く
対
照
的
で
あ
る
。

　
そ
れ
が
、
転
統
的
な
持
鴫
院
統
の
歌
風
だ
、
と

言
わ
れ
れ
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
さ
ら
に
深
く
考
う

べ
き
緒
…
口
に
転
ぼ
り
叩
て
・
り
に
二
心
瀞
ん
岬
⇔
。

　
最
後
に
、
是
非
付
言
し
て
お
き
た
い
の
は
、
本

書
の
編
集
に
当
ら
れ
た
書
冊
大
学
の
阪
倉
篤
義
教

授
を
は
じ
め
、
和
歌
の
項
の
驚
修
に
当
ら
れ
た
大

阪
市
大
の
谷
山
冊
数
擾
な
ど
、
直
接
執
筆
さ
れ
な

か
っ
た
ひ
と
び
と
の
協
力
が
、
こ
の
書
の
価
値
を

ま
す
ま
す
ゆ
か
し
い
も
の
に
し
て
い
る
こ
と
が
、

感
ぜ
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
気
持
の
よ
い

書
物
で
あ
る
。

　
　
（
P
U
5
判
本
文
…
七
九
頁
　
　
コ
下
書
イ
プ
結
論
ハ
輸
莱

　
昭
和
三
十
九
年
八
月
　
京
都
府
北
桑
田
郡
京
北
町
井

　
戸
常
照
皇
寺
覇
　
非
売
品
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
石
田
善
人
）

広
島
大
学
寄
託

　
　
加
計
新
屋
文
庫
目
録

第
一
巻

　
広
島
県
由
限
郡
潴
計
町
の
加
計
寂
は
、
隅
屋
と

称
し
、
近
世
初
頭
、
銀
鉱
の
開
発
に
よ
っ
て
巨
冨

を
擁
し
た
が
、
そ
の
後
寛
永
末
年
頃
か
ら
鉄
山
業

に
転
じ
、
こ
れ
を
中
心
と
し
な
が
ら
酒
造
・
川
舟
・

農
業
等
を
も
併
せ
経
汗
し
た
．
慶
安
四
年
か
ら
村

庄
屋
と
し
て
、
ま
た
藩
の
地
方
役
と
し
て
地
方
政

治
に
干
与
し
た
。

　
荒
屋
鉄
山
業
の
最
盛
期
で
あ
っ
た
化
政
期
に
は
、

鑛
工
か
所
・
鍛
冶
歴
十
一
軒
・
酒
造
研
罎
か
所
の

ほ
か
、
広
島
と
大
坂
に
榔
店
を
も
ち
、
大
坂
逓
船

二
艘
・
川
鮎
擬
十
八
艘
・
土
蔵
三
十
六
か
所
・
借

屋
四
八
九
蹴
・
家
億
二
一
一
三
入
・
牛
四
八
匹
・

馬
四
八
七
匹
を
有
し
た
と
い
う
。

　
差
置
瞬
五
郎
氏
に
よ
っ
て
、
後
進
地
帯
に
お
け

る
農
奴
主
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ァ
と
規
定
さ
れ
た

（『

阜
嚼
ｹ
堂
の
展
開
過
程
』
）
加
計
察
の
経
営
に

つ
い
て
は
、
　
か
つ
て
本
欄
で
も
紹
介
し
た
　
岬
、
加

二
毛
町
厳
人
』
　
（
太
極
熱
鋤
四
五
轟
毬
山
ハ
ロ
写
参
臨
酬
）
に
さ
・
‘
り
に
詳

し
い
が
、
そ
の
数
万
点
に
及
ぶ
膨
大
な
史
料
が
、

「
蒲
計
隅
屋
文
庫
扁
と
し
て
広
島
大
学
に
寄
託
さ

れ
、
目
録
が
同
大
学
国
史
研
究
室
の
教
官
及
び
大
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