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8
月
15
日
の
終
戦
記

念
日
も
過
ぎ
て
、
今
年

も
は
や
秋
の
候
と
な
っ

た
。
終
戦
記
念
日
の
頃

に
な
る
と
毎
年
の
こ
と

な
が
ら
、
な
に
ゆ
え
日

本
は
無
謀
な
戦
争
を
起

こ
し
た
の
だ
ろ
う
か
、

と
い
う
思
い
に
至
る
▼
終
戦
か
ら

長
い
年
月
が
過
ぎ
去
っ
た
。
戦
後

も
75
年
と
い
う
年
月
を
経
る
と
、

戦
争
を
直
接
体
験
し
た
存
命
者
は

少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
終
戦

の
年
に
生
ま
れ
た
人
で
も
75
歳
に

な
る
の
だ
か
ら
無
理
も
な
い
▼
戦

争
の
歴
史
を
説
明
す
る
文
に
は
、

数
字
が
多
々
出
て
く
る
。
戦
闘
が

い
く
つ
あ
り
、
そ
の
戦
い
で
の
犠

牲
者
は
何
名
と
い
っ
た
デ
ー
タ
で

記
録
さ
れ
て
い
る
。後
年
、そ
れ
を

資
料
と
し
て
読
む
段
に
な
る
と
、

抽
象
的
と
い
う
か
間
接
的
な
イ

メ
ー
ジ
し
か
頭
に
浮
か
ば
な
い
。

そ
れ
だ
け
に
戦
争
に
お
け
る
実
体

験
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
と
き
、

数
値
を
数
値
と
し
て
だ
け
捉
え
て

は
な
ら
な
い
こ
と
が
痛
切
に
分
か

る
。
こ
れ
は
、
戦
争
と
は
一
人
ひ

と
り
、
個
々
の
体
験
で
あ
る
こ
と

が
明
確
に
分
か
る
か
ら
で
あ
る
。

い
う
な
ら
ば
、
個
々
の
顔
が
は
っ

き
り
と
刻
ま
れ
て
い
る
事
実
、
そ

れ
も
悲
惨
な
事
実
だ
か
ら
だ
▼
今

年
は
、
終
戦
に
ま
つ
わ
る
様
々
な

追
悼
行
事
も
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響

で
参
加
者
の
制
限
、
式
典
の
縮
小

な
ど
が
な
さ
れ
た
。
テ
レ
ビ
で
そ

の
様
子
が
報
道
さ
れ
る
時
、
戦
争

犠
牲
者
の
名
前
が
刻
ま
れ
た
銘
板

が
映
し
出
さ
れ
る
場
面
に
出
会
っ

た
。
一
人
ひ
と
り
の
名
前
を
見
る

と
き
「
こ
の
人
の
最
期
は
ど
う
で

あ
っ
た
ろ
う
」
と
い
う
思
い
が
湧

い
て
く
る
。
一
つ
一
つ
の
死
に
は

悲
し
い
現
実
が
存
在
す
る
の
だ
。

　
北
野
御
霊
会
は
、
永
延
元
年

（
9
8
7
）
に
一
條
天
皇
に
よ
り

始
め
ら
れ
た
勅
祭
北
野
祭
期
間
中

の
神
事
の
一
つ
で
あ
り
、
菅
原
道

真
公
（
菅
公
）
の
御
神
霊
を
慰

め
、
世
の
平
安
を
祈
願
し
た
と
さ

れ
る
。「
山
門
八
講
」も
北
野
祭
の

際
に
営
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
応

仁
の
乱
に
よ
っ
て
断
絶
し
、
元
治

元
年
（
1
8
6
4
）
に
は
復
興
が

試
み
ら
れ
た
も
の
の
延
暦
寺
僧
侶

に
よ
る
「
山
門
八
講
」
は
実
現
し

な
か
っ
た
。
　
　

　
た
だ
中
世
以
降
も
、
50
年
に
一

度
の
式
年
大
祭
・
萬
燈
祭
で
延
暦

寺
か
ら
僧
侶
を
迎
え
て
法
要
を
営

ん
で
き
た
記
録
が
文
献
等
で
残
さ

れ
て
お
り
、
交
流
は
続
い
て
い
た

と
い
う
。
ま
た
、
明
治
の
神
仏
分

離
令
ま
で
同
宮
は
曼
殊
院
門
跡
が

別
当
職
を
務
め
て
お
り
、
延
暦
寺

と
は
深
い
縁
で
結
ば
れ
て
い
た
。

　
今
回
は
、
25
年
ご
と
に
営
ま
れ

る
菅
公
一
千
百
二
十
五
年
半
萬
燈

祭
を
7
年
後
に
控
え
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
や
天
災
の
脅

威
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
現
状
へ
の

憂
慮
か
ら
、
神
仏
習
合
で
世
界

の
平
安
を
祈
願
す
べ
く
、
実
に

5
5
0
年
ぶ
り
に
復
興
さ
せ
た
。

　
法
要
は
午
前
10
時
か
ら
始
ま

り
、
七
条
袈
裟
を
纏ま

と
っ
た
延
暦
寺

僧
侶
ら
が
本
殿
ま
で
向
か
い
、
曼

殊
院
門
跡
の
藤
光
賢
門
主
と
橘
宮

司
ら
神
職
が
三
光
門
で
出
迎
え
、

合
流
し
て
か
ら
共
に
参
進
し
た
。

　
八
講
壇
が
設
け
ら
れ
た
本
殿
で

は
、
橘
宮
司
の
祝
詞
奏
上
に
続
い

て
、
森
川
座
主
猊
下
が
祭
文
を
奉

じ
ら
れ
、
玉
串
を
奉
奠
さ
れ
た
。

　
そ
し
て
8
名
の
僧
侶
ら
が
講
経

論
議
を
祭
神
に
奉
納
し
た
。

　
法
要
後
、
橘
宮
司
は
「
明
治
以

降
途
絶
え
て
い
た
神
仏
習
合
の
祈

り
の
復
興
は
私
の
人
生
で
最
高
の

感
動
だ
っ
た
」
と
述
べ
た
。

　
ま
た
水
尾
寂
芳
延
暦
寺
執
行

は
「
明
治
以
来
の
神
仏
習
合
の
祈

り
が
復
興
で
き
た
こ
と
は
北
野
天

満
宮
様
の
熱
い
思
い
が
あ
っ
て
こ

そ
。
ご
縁
を
賜
り
有
り
難
く
勤
め

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
今
後
も
続

け
て
い
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
」
と

話
し
た
。

平安時代の古儀が今よみがえる
北野御霊会を再興

　

森
川
宏
映
天
台
座
主
猊
下
は
9
月
4
日
、
京
都

市
上
京
区
の
北
野
天
満
宮
（
橘
重
十
九
宮
司
）
に

お
い
て
応
仁
の
乱
後
に
途
絶
え
5
5
0
年
ぶ
り

に
復
興
さ
れ
た
北
野
御ご

り
ょ
う
え

霊
会
に
出
座
さ
れ
た
。
比

叡
山
延
暦
寺
一
山
僧
侶
に
よ
る
法
華
経
を
講
説
す

る
「
山
門
八
講
」
が
営
ま
れ
、
森
川
座
主
猊
下
が

神
前
に
祭
文
を
奉
じ
、
世
界
の
平
安
と
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
の
早
期
収
束
を
願
い
玉
串
を
奉ほ

う
て
ん奠
さ

れ
た
。【
４
面
に
関
連
記
事
】

僧侶と神職が共に本殿へ参進

5
5
0
年
ぶ
り
に
神
仏
習
合
の
祈
り
が


