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日
本
中
が
戦
時
体
制
に
傾
い
て
い
く

世
相
を
反
映
し
て
「
剣
舞
」
奉
納
の
町

は
十
三
町
が
あ
り
、
な
か
で
も
剣
舞

の
町
と
云
わ
れ
た
新
大
工
町
の
少
年

剣
舞
は
大
好
評
で
し
た
。

く
ん
ち
の
華
・
少
年
剣
舞

大
正
五
年
十
月
九
日
付
の
東
洋
日

の
出
新
聞
は
、
「
四
名
の
少
年
剣
舞
師

は
後
鉢
巻
、
錦
欄
の
裁
付
姿
凛
々
し

う
し
ろ
は
ち
ま
き

き
ん
ら
ん

た
っ
つ
け

く
練
り
込
む
。
吟
声
は
例
の
平
野
君

ぎ
ん
せ
い

に
て
メ
ガ
ホ
ン
で
朗
々
と
吹
き
込
む

拍
手
喝
采
急
霰
の
如
く
剣
舞
三
番
の

き
ふ
さ
ん

け
ん
ぶ
さ

ん
ば
ん

後
長
坂
連
よ
り
「
平
野
出
せ
」
の
聲

な
が
さ
か
れ
ん

こ
え

盛
ん
に
起
こ
る
。
代
理
を
出
し
た
け

さ
か
ん

れ
ど
一
向
以
て
承
知
せ
ず
遂
に
平
野

も
っ

君

を

引

張

り

出

す

、
平

野

君

は

高
山
彦
九
郎
『
我
を
人
と
思
し
召
し

た
か
や
ま
ひ
こ
く
ろ
う

や
』
云
々
の
和
歌
で
お
茶
を
濁
し
て
長

に
ご

坂
連
を
納
得
さ
せ
る
」
と
報
じ
ま
し

た
。
こ
の
「
剣
舞
」
奉
納
は
敗
戦
で
姿

を
消
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
半
世
紀
、

壇
尻
の
奉
納
だ
け
で
は
寂
し
い
と
剣

舞
復
活
の
気
運
が
高
ま
り
、
女
性
参

加
の
演
じ
物
も
模
索
し
、
剣
で
な
く

扇
を
用
い
て
舞
う
「
詩
舞
」
の
奉
納
が

決
定
し
ま
し
た
。

モ
ッ
テ
コ
ー
イ
」
の
大
合
唱

平
成
六
年
に
初
め
て
の
詩
舞
奉
納
。

平
成
二
十
年
十
月
八
日
付
の
長
崎
新

聞
は
「
白
い
着
物
に
は
か
ま
姿
、
長
い

髪
を
一
本
に
結
っ
た
女
性
十
人
が
出

演
し
た
詩
舞
。
手
に
し
た
扇
子
を
滑

ら
か
に
操
り
『
祝
賀
の
詩
』
を
舞
う
と

観
衆
は
思
わ
ず
う
っ
と
り
。
踊
り
子

が
幕
の
中
に
姿
を
隠
す
と
会
場
は
『モ
ッ

テ
コ
ー
イ
』
の
大
合
唱
。
応
え
て
『
坂
本

龍
馬
を
思
う
』
を
披
露
、
節
目
節
目

の
〝
決
め
〟
に
惜
し
み
な
い
拍
手
が

お
く
ら
れ
た
」
と
報
道
。

四
回
目
の
奉
納
で
す
が
回
を
重
ね

る
に
つ
れ
、
大
勢
の
方
か
ら
「
新
大
工

町
の
詩
舞
は
よ
か
ね
」
と
大
評
判
で
す
。

今
年
の
奉
納
も
益
々
の
評
判
を
上
げ
ら

れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

新
聞
記
事
に
見
る
新
大
工
町
の
く
ん
ち
（
下
）

｢

剣
舞
」
か
ら｢
詩
舞
」
へ

奉
賛
会
顧
問

山
口
康
平

続
い
て
詩
舞
の
舞
人
た
ち
が
稽
古
の
成

果
を
、
詩
吟
に
合
わ
せ
た
流
麗
な
舞
で

披
露
。
曳
壇
尻
も
息
の
合
っ
た
囃
子
と

気
合
の
こ
も
っ
た
掛
け
声
、
力
強
い
曳

き
回
し
を
披
露
し
ま
し
た
。

◇

◇

◇

９
月
12
日
夜
に
諏
訪
神
社
で
最
後
の
場

所
踏
み
を
終
え
た
根
曳
衆
は
本
番
に
向

け
た
調
整
を
続
け
る
一
方
で
、
本
番
衣

装
の
着
付
け
講
習
に
臨
む
な
ど
、
万
端

の
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

今
回
、
添
根
曳
采
振
を
務
め
る
４
人

は
「
こ
こ
に
来
て
根
曳
と
囃
子
が
ぴ
っ

た
り
ま
と
ま
っ
た
。
本
番
が
楽
し
み
」

（
新
永
耕
三
さ
ん
）
「
家
族
で
出
場
す

る
。
曳
壇
尻
を
子
供
達
に
引
き
継
ぐ
た

め
に
盛
り
あ
げ
た
い
」(

新
永
晃
弘
さ

ん
）
「
新
大
工
町
の
男
気
と
心
意
気
を

若
い
人
達
に
伝
え
た
い
」
（
平
井
栄
一

さ
ん
）｢

本
番
で
得
ら
れ
る
不
思
議
な

パ
ワ
ー
に
乗
っ
て
、
全
力
を
尽
く
す
」

（
児
島
正
吾
さ
ん
）
な
ど
気
合
い
っ
ぱ

い
。一

方
、
詩
舞
は
23
日
、
本
番
と
同
じ

化
粧
、
衣
装
に
身
を
包
ん
だ
舞
人
２
人

を
交
え
、
本
番
リ
ハ
ー
サ
ル
を
兼
ね
た

稽
古
に
汗
を
流
し
ま
し
た(

写
真
）
。

２
人
は
、
プ
ロ
の
手
に
よ
る
入
念
な

化
粧
に
「
い
よ
い
よ
本
番
だ
な
、
と
感

じ
た
」
（
原
佳
織
さ
ん
）
「
ふ
だ
ん
の

稽
古
と
は
違
う
緊
張
感
が
あ
っ
た
」

（
乃
美
優
菜
さ
ん
）
な
ど
と
話
し
て
い

ま
し
た
。

諏
訪
神
社
の
秋
の
例
大
祭
、
長
崎
く
ん
ち
は
10
月
７
日
午
前
５
時
、
諏
訪
神

社
丸
馬
場
か
ら
打
ち
上
げ
ら
れ
る
花
火
を
合
図
に
、
３
日
間
に
わ
た
る
行
事
が

幕
を
開
け
ま
す
。
新
大
工
町
の
詩
舞
・
曳
壇
尻
の
出
番
で
す
。

さ
あ
本
番
！
最
高
の
奉
納
へ
準
備
万
端

田
上
富
久
市
長
や
上
田
恵
三
商
工
会

議
所
会
頭
ら
が
、
く
ん
ち
踊
町
の
稽
古

場
を
訪
れ
る
「
長
崎
く
ん
ち
踊
町
激
励

訪
問
」
が
９
日
９
日
夜
、
新
大
工
町
商

店
街
の
町
事
務
所
前
で
あ
り
ま
し
た
。

一
行
が
到
着
す
る
と
、
奉
賛
会
役
員

や
囃
子
の
子
供
た
ち
、
舞
人
、
吟
士
、

根
曳
衆
ら
が
曳
壇
尻
の
前
に
整
列
し
て

御
出
迎
え
。
田
上
市
長
ら
が
「
本
番
で

は
新
大
工
町
が
一
つ
に
な
っ
た
姿
を
見

せ
て
欲
し
い
」
な
ど
と
挨
拶
し
た
の
に

対
し
、
井
上
正
道
・
奉
賛
会
長
は
「
く

ん
ち
は
町
に
と
っ
て
、
７
年
に
一
度
の

最
大
の
イ
ベ
ン
ト
。
最
高
の
奉
納
を
果

た
し
た
い
」
な
ど
と
応
え
ま
し
た
。



●

詩
舞
の
奉
納
は
新
大
工
町
だ
け
？

詩
舞
は
、
漢
詩
や
和
歌
な
ど
に
節
（
旋

律
）
を
つ
け
て
詠
う
詩
吟
に
合
わ
せ
て
、
詩

の
世
界
を
表
現
し
ま
す
。
剣
舞
か
ら
生
ま
れ

た
舞
で
、
刀
の
代
わ
り
に
扇
を
用
い
ま
す
。

剣
舞
に
比
べ
て
柔
ら
か
な
振
り
も
表
現
で

き
る
の
が
特
徴
で
す
。
新
大
工
町
は
１
９
０

１
年(

明
治
34
年
）
、
曳
壇
尻
と
と
も
に
初

め
て
少
年
剣
舞
を
奉
納
し
ま
し
た
。

１
９
５
１
年
（
昭
和
26
年
）
を

後
に
剣

舞
の
奉
納
は
途
絶
え
ま
し
た
が
、
１
９
９
４

年
（
平
成
６
年
）
に
剛
柔
、
硬
軟
の
い
ず
れ

の
表
現
も
で
き

る
詩
舞
を
初
め

て
奉
納
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し

た
。く

ん
ち
本
番

で
は
、
前
頭
苑

穂
さ
ん
の
指
導

の
下
、
若
い
女

性
が
光
沢
の
あ

る
白
い
着
物
に

金
糸
・
銀
糸
で

あ
し
ら
っ
た
袴

姿
で
、
鶴
洲
流

長
崎
吟
詠
会
の
皆
さ
ん
の
吟
に
合
わ
せ
て
、

一
糸
乱
れ
ぬ
舞
を
奉
納
し
ま
す
。

今
回
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
祝
賀
の
詞
」

「
坂
本
龍
馬
を
思
う
」
の
ほ
か
に
、
奈
良
・

春
日
に
因
ん
だ
「
天
の
原
」
も
披
露
す
る
予

定
で
す
。

新
大
工
町
が
奉
納
す
る
の
は
、
傘
鉾
と
詩

舞
・
曳
壇
尻
で
す
。
奉
納
を
存
分
に
楽
し
ん

で
い
た
だ
く
た
め
に
、
演
し
物
に
つ
い
て
の

Ｑ
＆
Ａ
を
お
届
け
し
ま
す
。

●

奈
良
・
春
日
大
社
に
縁
が
深
い
？

新
大
工
町
の
傘
鉾
、
曳
壇
尻
は
春
日
大
社

に
ち
な
む
意
匠
で
飾
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
新
大
工
町
が
、
春
日
大
社
の
式
年
造
替
を

つ
か
さ
ど
っ
て
い
た
春
日
座
大
工
と
い
う
工

匠
集
団
と
、
何
ら
か
の
縁
が
あ
っ
た
も
の
と

推
測
さ
れ
ま
す
。

春
日
大
社
に
よ
る
と
、
奈
良
の
社
寺
を
支

え
る
大
勢
の
大
工
の
中
で

も
格
の
高
い
の

が
春
日
座
大
工
16
人
で
、
彼
ら
は
奈
良
中
の

大
工
の
棟
梁

で
も
あ
っ
た

そ
う
で
す
。

春
日
大
社

は
い
わ
ば
大

工
の
神
様
だ
っ

た
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
新
大
工
町
は
も

と
も
と
大
工
職
人
の
町
で
し
た
か
ら
、
奈
良

で
修
行
し
て
い
た
大
工
が
長
崎
へ
来
た
り
長

崎
の
大
工
が
奈
良
へ
修
行
に
行
っ
た
可
能
性

も
考
え
ら
れ
ま
す
。
私
た
ち
の
演
し
物
か
ら
、

そ
ん
な
縁
を
感
じ
て
貰
え
た
ら
幸
い
で
す
。

●

傘
鉾
の
意
匠
も
春
日
大
社
？

傘
鉾
は
町
の
象
徴
で
あ
り
、
飾
り
は
町
の

由
来
や
奉
納
す
る
演
し
物
の
縁

起
な
ど
を
映
し
て
い
ま
す
。

新
大
工
町
の
傘
鉾
の
飾
り
は
、

紅
葉
の
中
に
金
燈
籠
（
春
日
燈

籠
）
を
配
し
、
輪
は
注
連
縄
で

す
。
垂
は
正
絹
両
練
固
地
織
薄

茶
地
固
流
紋
に
、
諏
訪
、
住
吉
、

森
崎
の
三
社
の
御
紋
の
金
糸
縫

い
で
、
２
０
０
１
年(

平
成
13
年
）

に
新
調
し
ま
し
た
。

そ
の
際
、
三
社
紋
に
つ
い
て
は
１
９
１
６

年(

大
正
５
年
）
に
製
作
し
た
刺
繍
の
技
術
的

価
値
を
尊
重
し
、
補
修
し
て
後
世
に
引
き
継

ぐ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

蝋
引
き
の
紅
葉
に
金
色
の
燈
籠
は
、
朝
日

に
映
え
て
眩
い
ば
か
り
に
き
ら
め
き
ま
す
。

新
大
工
町
の
傘
鉾
は
、
曳
壇
尻
と
と
も
に
、

春
日
大
社
に
因
ん
だ
意
匠
で
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
の
で
す
。

●

曳
壇
尻
と
川
船
は
ど
う
違
う
？

ダ
ン
ジ
リ
と
は
、
祭
礼
に
使
う
屋
根
の
付

い
た
方
形
の
山
車
（
だ
し
）
の
こ
と
で
、
船

形
の
川
船
と
は
違
い
ま
す
。
壇
尻
は
中
で
囃

子
を
奏
で
な
が
ら
曳
き
回
し
、
じ
っ
く
り
聴

い
て
も
ら
う
の
が
本
来
の
姿
で
す
。

明
治
か
ら
大
正
時
代
に
か
け
て
12
ヵ
町
を

数
え
た
ダ
ン
ジ
リ
の
奉
納
も
、
現
在
で
は
新

大
工
町
だ
け
に
な
っ
て
い
ま
す
。

今
回
、
囃
子
の
要
で
あ
る
大
太
鼓
を
約
１

０
０
年
ぶ
り
に
新
調
し
、
一
回
り
大
き
く
な

り
ま
し
た
。
「
太
鼓
集
団
鼓
舞
龍
」
に
所
属

す
る
「
蛇
紅
太
鼓
」
の
指
南
役
が
、
新
大
工

町
の
た
め
に
新
曲
「
護
神
太
鼓
」
を
作
曲
、

く
ん
ち
本
番
の
「
モ
ッ
テ
コ
ー
イ
」
の
と
き

に
披
露
す

る
予
定
で

す
。
大
太

鼓
と
根
曳

衆
の
掛
け

声
の
競
演

を
、
存
分

に
お
楽
し

み
く
だ
さ

い
。◇

◇

曳
壇
尻

は
、
以
前

は
大
工
の
技
術
を
誇
示
し
た
白
木
造
リ
で
し

た
が
、
約
30
年
前
に
大
型
で
本
漆
塗
り
の
曳

壇
尻
を
新
調
し
ま
し
た
。

屋
根
飾
り
は
、

春
日
大
社
の
情
景
を
映
し

た
紅
葉
、
松
、
鳥
居
、
白
鹿
を
配
し
、
横
飾

り
に
は
町
名
に
因
み
、
松
森
神
社
の｢

職
人
尽
」

の
絵
を
映
し
た
彫
刻
を
あ
し
ら
っ
て
い
ま
す
。

白
色
の
采
を
振
る
白
采
添
根
曳
が
、
５
色

の
采
を
振
る
４
人
の
添
根
曳
采
振
を
従
え
て

指
揮
を
と
り
、
20
人
の
根
曳
衆
が
重
量
感
あ

ふ
れ
る
壇
尻
を
曳
き
回
し
ま
す
。

初
め
て
の
曳
壇
尻
奉
納
か
ら
１
１
０
年
余
、

伝
統
を
誇
り
、
格
式
あ
る
囃
子
の
式
打
ち
と

豪
快
な
曳
き
廻
し
の
奉
納
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

新
大
工
町
・
「
く
ん
ち
」
Ｑ
＆
Ａ


