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今
回
の
発
表
で
は
、
⑴「
死
者
を
語
る
」
こ
と
が
い
か
な
る
社
会

的
・
歴
史
的
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
か
を
考
え
る
、
⑵
そ
の
作
業
を

通
じ
て
新
た
な
脱
領
域
的
研
究
の
方
向
性
と
可
能
性
を
追
求
す
る
、

と
い
う
二
つ
の
課
題
に
取
り
組
み
た
い
。

　

ま
ず
前
者
に
つ
い
て
、
今
日
死
者
を
語
る
こ
と
の
代
表
と
い
っ
て

い
い
靖
国
神
社
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
構
築
さ
れ

た
、
国
家
の
た
め
の
戦
死
者
を
神
に
祀
り
上
げ
る
シ
ス
テ
ム
を
よ
り

広
い
空
間
的
・
時
間
的
な
座
標
軸
に
位
置
づ
け
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
の
問
題
を
学
問
の
レ
ベ
ル
で
新
し
い
ス
テ
ッ
プ
に
引
き
上
げ
る
こ

と
を
め
ざ
す
。

　

特
定
の
死
者
を
超
越
的
存
在
＝
カ
ミ
と
み
な
す
現
象
は
普
遍
的
に

存
在
す
る
が
、
死
者
と
カ
ミ
と
の
関
係
性
は
時
代
と
地
域
に
よ
っ
て

大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
靖
国
神
社
の
源
流
は
し
ば
し
ば
平
安
期
の

御
霊
信
仰
に
求
め
ら
れ
る
が
、
庶
民
が
超
越
者
を
媒
介
す
る
こ
と
な

し
に
カ
ミ
に
上
昇
す
る
現
象
は
、
近
世
に
入
っ
て
は
じ
め
て
一
般

化
す
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
発
表
で
は
、
中
世
か
ら
近
世
に
い
た
る

ヒ
ト
ガ
ミ
観
念
の
変
貌
、
お
よ
び
そ
の
背
景
を
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

靖
国
を
生
み
出
す
思
想
基
盤
が
い
か
な
る
プ
ロ
セ
ス
を
へ
て
確
立
し

て
い
っ
た
か
を
考
え
て
み
た
い
。

　

後
者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
蓄
積
さ
れ
て
き
た
諸
分
野
の
研
究

成
果
に
目
配
り
し
つ
つ
、
十
九
世
紀
全
体
を
見
通
す
歴
史
的
な
コ
ン
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テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
靖
国
問
題
の
意
義
を
問
い
直
し
た
い
。
幕
末
は

さ
ま
ざ
ま
な
文
脈
に
お
い
て
ヒ
ト
ガ
ミ
が
語
ら
れ
、
だ
れ
も
が
ヒ
ト

ガ
ミ
の
主
体
た
り
う
る
と
い
う
観
念
が
民
衆
の
間
に
定
着
し
た
時
代

だ
っ
た
。
他
方
で
は
、
通
俗
道
徳
が
大
衆
に
受
容
さ
れ
、
個
人
の
努

力
が
自
身
を
変
え
、
社
会
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
信
念
が

社
会
に
浸
透
し
て
い
く
。
こ
う
し
た
思
想
状
況
を
踏
ま
え
、
近
世
─

近
代
の
交
点
に
靖
国
を
位
置
づ
け
て
、
そ
の
歴
史
的
意
義
を
再
考
す

る
。

　

こ
れ
ら
の
考
察
を
通
じ
て
、
政
治
的
論
争
が
先
行
し
が
ち
な
靖
国

問
題
を
学
術
レ
ベ
ル
の
問
題
に
引
き
戻
し
、
そ
の
重
要
性
を
確
認
す

る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
掘
り
下
げ
る
ツ
ー
ル
と
し
て
の
思
想
史
と
い

う
学
問
の
も
つ
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。

1　

ヒ
ト
ガ
ミ
の
思
想
の
系
譜

　

靖
国
神
社
の
特
色
は
、
国
家
の
た
め
に
命
を
捧
げ
た
人
物
を
神
と

し
て
祀
る
（
以
下
、
こ
れ
を
「
ヤ
ス
ク
ニ
の
思
想
」
と
呼
ぶ
）
と
こ
ろ
に
あ

る
。

　

死
者
の
霊
が
い
つ
ま
で
も
こ
の
世
に
残
っ
て
子
孫
を
護
り
続
け
る

と
い
う
ヒ
ト
ガ
ミ
の
観
念
が
、
日
本
人
の
伝
統
的
な
思
想
に
も
と
づ

く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
柳
田
國
男
に
始
ま
り
、
現
在
で
も
多
く
の

研
究
者
や
知
識
人
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
今
日
流
通
す

る
日
本
文
化
論
の
常
識
と
も
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
今

日
し
ば
し
ば
ヤ
ス
ク
ニ
の
思
想
の
起
源
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
も
の
が
、

平
安
時
代
の
御
霊
信
仰
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
私
は
古
代
・
中
世
の
御
霊
信
仰
と
ヤ
ス
ク
ニ
の
思
想
の

間
に
は
、
本
質
的
な
相
違
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
靖
国
神
社
に
祀

ら
れ
た
人
々
は
ご
く
普
通
の
庶
民
だ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
古
代
社

会
で
暗
躍
す
る
御
霊
は
い
ず
れ
も
名
の
知
れ
た
権
力
者
で
あ
り
、
そ

の
多
く
は
政
治
闘
争
の
敗
北
者
た
ち
だ
っ
た
。
御
霊
が
神
と
し
て
安

定
的
な
信
仰
の
対
象
と
な
る
中
世
に
な
る
と
、
天
神
様
＝
菅
原
道
真

が
十
一
面
観
音
の
垂
迹
と
さ
れ
た
よ
う
に
（『
北
野
天
神
縁
起
』）、
そ

の
背
後
に
不
可
視
の
超
越
神
（
本
地
仏
）
が
想
定
さ
れ
、
御
霊
は
そ

の
化
現
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

ヤ
ス
ク
ニ
の
思
想
の
特
色
は
、
中
世
の
御
霊
や
ヒ
ト
ガ
ミ
と
違
っ

て
、
そ
の
背
後
に
よ
り
高
次
の
超
越
的
存
在
を
想
定
し
な
い
点
に
あ

っ
た
。
遠
い
他
界
の
根
源
神
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
輝
く
の
で
は
な
く
、

聖
性
を
内
在
す
る
の
が
靖
国
神
社
の
神
々
だ
っ
た
。
内
面
に
光
源
を

も
つ
こ
う
し
た
タ
イ
プ
の
ヒ
ト
ガ
ミ
の
出
現
は
、
日
本
列
島
で
は
十

六
世
紀
な
っ
て
初
め
て
み
ら
れ
る
現
象
だ
っ
た
。

　

は
じ
め
は
、
そ
れ
は
豊
国
大
明
神
と
な
っ
た
豊
臣
秀
吉
や
東
照
大

権
現
と
な
っ
た
徳
川
家
康
な
ど
の
天
下
人
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
天
皇

や
大
名
が
続
き
、
江
戸
時
代
も
後
半
に
な
る
に
し
た
が
っ
て
ヒ
ト
ガ

ミ
と
な
り
う
る
階
層
は
し
だ
い
に
降
下
し
て
い
っ
た
。
特
別
な
修
行
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7　死者とカミのあいだ

を
経
る
こ
と
な
く
、
生
前
の
事
績
に
よ
っ
て
だ
れ
も
が
カ
ミ
と
な
り

う
る
時
代
、
そ
れ
が
十
九
世
紀
の
社
会
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

近
世
の
ヒ
ト
ガ
ミ
を
考
え
る
際
に
い
ま
一
つ
注
目
さ
れ
る
現
象
は
、

民
衆
宗
教
を
中
心
と
し
た
、
人
が
生
き
な
が
ら
に
神
と
み
な
さ
れ
る
、

い
わ
ゆ
る
「
生
き
神
」
の
増
加
で
あ
る
。
民
衆
宗
教
で
は
幕
藩
体
制

下
の
身
分
制
社
会
そ
の
も
の
が
批
判
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、

カ
ミ
と
し
て
の
尊
厳
を
根
拠
と
し
て
、
身
分
や
性
差
に
左
右
さ
れ
る

こ
と
の
な
い
万
人
の
平
等
が
説
き
出
さ
れ
た
。

　

近
世
に
お
け
る
カ
ミ
と
し
て
の
覚
醒
は
、
中
世
の
そ
れ
と
違
っ
て

宗
教
的
な
意
味
で
の
悟
り
で
は
な
く
、
個
々
人
が
お
の
れ
の
職
分
と

役
割
を
遂
行
す
る
こ
と
を
通
じ
て
社
会
の
な
か
で
自
分
を
輝
か
す
こ

と
だ
っ
た
。
か
く
し
て
幕
末
の
列
島
に
は
、
無
数
の
小
さ
き
神
々
が

こ
こ
か
し
こ
に
簇
生
す
る
の
で
あ
る
。

2　

記
憶
さ
れ
る
死
者

　

靖
国
神
社
の
問
題
を
考
え
る
際
の
不
可
欠
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
「
ヒ

ト
ガ
ミ
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
も
う
一
つ
の
そ
れ
は
死
者
の
「
記

憶
」
で
あ
る
。
靖
国
神
社
は
死
者
を
神
と
し
て
顕
彰
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
の
記
憶
を
永
遠
に
留
め
る
装
置
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す

も
の
で
あ
っ
た
。

　

日
本
列
島
で
は
、
自
然
の
忘
却
の
過
程
に
抵
抗
し
て
、
一
般
の

人
々
が
死
者
を
記
録
に
残
す
た
め
の
人
為
的
な
装
置
を
作
り
出
す
よ

う
に
な
る
の
は
、
近
世
と
い
わ
れ
る
時
代
の
こ
と
だ
っ
た
。
死
後
浄

土
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
が
理
想
と
さ
れ
た
中
世
で
は
、
死
者
は
基

本
的
に
匿
名
化
し
た
存
在
だ
っ
た
。
中
世
の
墓
地
で
は
、
埋
葬
者
の

名
前
を
記
し
た
墓
碑
が
建
立
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対

し
、
死
者
の
名
を
刻
ん
だ
墓
碑
が
十
六
世
紀
ご
ろ
に
出
現
し
、
江
戸

後
期
に
は
庶
民
層
に
ま
で
広
が
っ
て
い
く
。
死
者
が
こ
の
世
に
い
て

は
な
ら
な
い
時
代
（
中
世
）
か
ら
、
い
つ
ま
で
も
身
近
に
留
ま
っ
て

生
者
と
交
流
を
続
け
る
時
代
（
近
世
）
へ
の
転
換
が
起
こ
る
の
で
あ

る
。

　

遠
い
浄
土
に
実
在
す
る
絶
対
的
な
救
済
者
に
対
す
る
信
頼
が
薄
れ

た
近
世
社
会
で
は
、
こ
の
世
に
留
ま
る
死
者
が
子
孫
に
よ
る
世
代
を

超
え
た
ケ
ア
を
通
じ
て
、
欲
望
や
怨
念
な
ど
の
俗
世
の
垢
を
少
し
ず

つ
削
ぎ
落
と
し
な
が
ら
、
神
と
し
て
の
ご
先
祖
様
へ
と
上
昇
し
て
い

く
こ
と
が
あ
る
べ
き
姿
と
考
え
ら
れ
た
。
人
間
こ
そ
が
幸
福
な
死
者

を
作
り
出
す
主
役
で
あ
り
、
浄
土
の
仏
は
も
は
や
そ
の
脇
役
に
す
ぎ

な
か
っ
た
。「
ホ
ト
ケ
」
に
な
る
と
は
生
死
を
超
え
た
悟
り
を
開
く

こ
と
で
は
な
く
、
折
々
に
子
孫
た
ち
と
交
流
を
重
ね
な
が
ら
、
草
葉

の
陰
で
安
ら
か
に
眠
り
続
け
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

折
し
も
、
親
か
ら
子
孫
へ
と
安
定
的
に
継
承
さ
れ
る
「
家
」
の
観

念
が
社
会
に
定
着
す
る
時
代
で
あ
る
。
農
業
生
産
が
不
安
定
で
、
人

口
の
流
動
も
日
常
的
だ
っ
た
中
世
で
は
、
死
者
に
対
す
る
世
代
を
超
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え
た
供
養
な
ど
望
む
べ
く
も
な
か
っ
た
。
安
定
し
た
家
が
確
立
し
て

初
め
て
、
死
者
に
対
す
る
長
期
的
な
記
憶
と
ケ
ア
が
可
能
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。

　

日
本
の
近
世
で
は
、
死
者
は
生
者
と
の
長
い
交
流
を
通
じ
て
安
定

し
た
存
在
へ
と
上
り
詰
め
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た

め
、
長
期
に
わ
た
る
先
祖
神
へ
の
変
身
の
途
上
で
、
死
者
が
忘
却
さ

れ
た
り
、
供
養
が
中
断
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
か

っ
た
。
記
憶
の
継
続
が
そ
の
人
物
の
生
き
た
証
で
あ
り
、
死
後
の
命

運
と
不
可
分
の
関
係
を
も
つ
と
信
じ
ら
れ
る
時
代
が
到
来
す
る
の
で

あ
る
。

　

近
世
社
会
で
は
、
継
続
的
な
祀
り
手
を
も
た
な
い
死
者
は
「
無
縁

仏
」
と
よ
ば
れ
て
恐
れ
ら
れ
た
。
記
憶
の
重
要
性
の
浮
上
が
、
そ
の

対
極
に
忘
却
へ
の
恐
怖
感
を
増
幅
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。

3　

鯰
絵
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー

　

江
戸
時
代
に
入
る
と
「
ヒ
ト
ガ
ミ
」
と
「
記
憶
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド

と
し
て
浮
上
し
、
幕
末
に
至
っ
て
ま
す
ま
す
重
み
を
増
し
た
。
な
ぜ

そ
う
し
た
現
象
が
起
こ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
も

っ
た
と
き
、
想
起
さ
れ
る
の
が
江
戸
時
代
の
民
衆
思
想
を
解
析
し
た

安
丸
良
夫
の
仕
事
で
あ
る
。

　

安
丸
が
一
九
六
五
年
に
発
表
し
た
論
文
「
日
本
の
近
代
化
と
民

衆
思
想
」（
後
に
『
日
本
の
近
代
化
と
民
衆
思
想
』
青
木
書
店
、
一
九
七
四
年
、

に
収
録
）
が
取
り
上
げ
た
テ
ー
マ
は
、
石
田
梅
岩
や
二
宮
尊
徳
の
説

い
た
「
通
俗
道
徳
」
だ
っ
た
。
彼
は
戦
後
の
知
識
人
が
前
近
代
的
と

し
て
見
過
ご
し
て
き
た
こ
の
領
域
に
、
江
戸
時
代
の
庶
民
層
が
来
る

べ
き
近
代
社
会
の
担
い
手
に
成
長
し
て
い
く
痕
跡
を
見
出
そ
う
と
す

る
の
で
あ
る
。

　

勤
勉
・
倹
約
・
和
合
と
い
う
言
葉
に
集
約
で
き
る
梅
岩
や
尊
徳
の

通
俗
道
徳
は
、
一
見
す
る
と
古
め
か
し
い
儒
教
的
な
封
建
道
徳
そ
の

も
の
で
あ
り
、
民
衆
を
体
制
の
枠
内
に
封
じ
込
め
る
支
配
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
の
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
し
、
民
衆
は
そ
れ
を
自
発
的
に
受
け

入
れ
、
生
活
規
範
と
し
て
日
常
的
に
実
践
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の

価
値
を
内
面
化
し
、
能
動
的
・
主
体
的
な
人
格
の
形
成
へ
と
結
び
つ

け
て
い
っ
た
。
安
丸
は
そ
こ
に
、
近
代
社
会
形
成
期
に
特
有
の
広
範

な
人
々
の
主
体
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
。
日
本
の

近
代
は
一
握
り
の
特
別
な
思
想
家
や
啓
蒙
主
義
者
の
論
説
か
ら
生
ま

れ
た
の
で
は
な
い
。
そ
の
前
提
に
は
、
民
衆
レ
ベ
ル
で
の
意
識
改
革

と
自
己
鍛
錬
の
積
み
重
ね
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

社
会
秩
序
の
遵
守
を
求
め
る
通
俗
道
徳
は
、
民
衆
を
支
配
者
に
都

合
の
よ
い
鋳
型
に
は
め
込
む
役
割
を
果
た
し
た
。
だ
が
、
他
方
で
は

自
身
が
受
容
し
て
い
る
道
徳
律
の
普
遍
性
を
基
準
と
し
て
、
支
配
者

や
権
力
者
の
不
正
や
奢
侈
を
批
判
し
う
る
視
座
を
提
供
す
る
も
の
だ

っ
た
。
そ
の
視
座
を
体
得
し
た
人
々
が
幕
末
の
世
直
し
運
動
の
リ
ー
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9　死者とカミのあいだ

ダ
ー
と
な
り
、
明
治
期
に
お
い
て
は
自
由
民
権
運
動
の
主
役
と
な
っ

て
い
く
の
で
あ
る
。

　

幕
末
は
、「
ヒ
ト
ガ
ミ
」
と
「
記
憶
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
に
示

さ
れ
る
、
庶
民
層
に
お
け
る
平
準
化
と
自
己
の
存
在
承
認
へ
の
欲
求

が
ピ
ー
ク
に
達
し
た
時
だ
っ
た
。
通
俗
道
徳
は
そ
の
庶
民
層
に
受
容

さ
れ
、
人
は
身
分
に
関
わ
ら
ず
自
己
と
社
会
を
変
え
る
主
体
と
な
り

う
る
と
い
う
新
し
い
人
間
観
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
自

意
識
と
批
判
的
な
視
座
を
身
に
つ
け
た
人
々
が
、
大
量
に
出
現
す
る

の
が
十
九
世
紀
と
い
う
時
代
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

い
ま
や
庶
民
層
に
お
け
る
社
会
変
革
へ
の
欲
求
は
ほ
と
ん
ど
臨
界

点
に
達
し
て
い
た
。
身
分
制
社
会
を
解
体
し
、
等
質
な
「
国
民
」
か

ら
な
る
近
代
国
家
の
創
成
へ
と
向
か
う
幕
末
維
新
期
の
変
革
の
底
流

を
な
し
て
い
た
も
の
は
、
明
治
維
新
後
に
実
施
さ
れ
た
上
か
ら
の
政

策
や
知
識
人
に
よ
る
啓
蒙
活
動
で
は
な
い
。
ヒ
ト
ガ
ミ
観
念
の
浸
透

と
記
憶
保
持
へ
の
切
望
に
示
さ
れ
る
、
上
昇
と
水
平
化
を
志
向
す
る

新
た
な
人
間
観
の
浸
透
だ
っ
た
。

　

幕
末
維
新
期
の
動
乱
は
、
数
百
年
の
時
を
経
て
熟
成
さ
れ
高
ま
っ

て
き
た
そ
の
う
ね
り
が
既
存
の
硬
直
化
し
た
身
分
制
度
に
突
き
当
た

り
、
そ
れ
を
押
し
破
ろ
う
と
す
る
大
規
模
な
地
殻
変
動
だ
っ
た
。
そ

れ
ゆ
え
幕
藩
体
制
が
倒
壊
し
内
乱
が
収
束
し
て
も
、「
自
由
」
と

「
民
権
」
を
求
め
る
民
衆
の
引
き
起
こ
す
強
い
余
震
が
長
く
継
続
す

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

4　

招
魂
社
か
ら
靖
国
神
社
へ

　

幕
末
の
動
乱
を
経
て
成
立
し
た
新
政
府
は
、
社
会
の
根
源
的
な
変

革
を
求
め
る
民
衆
の
願
望
と
運
動
の
後
押
し
を
受
け
て
誕
生
し
た
も

の
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
民
衆
の
上
昇
志
向
を
力
づ
く
で
圧
殺
す
る

と
い
う
選
択
肢
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。

　

列
強
の
脅
威
に
対
抗
し
う
る
強
力
な
統
一
国
家
を
創
出
す
る
た
め

に
は
、
江
戸
時
代
を
通
し
て
鍛
え
上
げ
ら
れ
た
民
衆
の
主
体
性
を
い

か
に
し
て
国
家
に
対
す
る
忠
誠
に
転
換
し
、
新
体
制
の
基
盤
強
化
に

資
し
て
い
く
か
が
最
重
要
の
課
題
と
な
っ
た
。
身
分
制
の
外
套
を
脱

ぎ
捨
て
た
近
代
国
家
建
設
の
前
提
と
し
て
、
国
家
へ
の
自
発
的
な
献

身
を
厭
わ
な
い
「
国
民
」
の
創
出
が
不
可
欠
だ
っ
た
。
こ
の
課
題
に

対
し
て
維
新
政
府
が
と
っ
た
方
針
は
、
天
皇
を
中
心
と
し
た
「
一
君

万
民
」
体
制
の
実
現
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
天
皇
の
地
位
を
、
他

の
人
間
か
ら
隔
絶
し
た
究
極
の
高
み
に
ま
で
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、

天
皇
に
直
結
す
る
形
で
国
民
の
平
準
化
を
成
し
遂
げ
て
い
く
必
要
が

あ
っ
た
。

　

た
だ
し
、
身
分
制
の
廃
止
は
一
君
万
民
の
シ
ス
テ
ム
実
現
の
た
め

の
重
要
な
ス
テ
ッ
プ
で
は
あ
っ
た
が
、
あ
く
ま
で
必
要
条
件
に
す
ぎ

な
か
っ
た
。
幕
末
に
渦
巻
い
て
い
た
民
衆
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
国
家
へ

糾
合
す
る
に
は
、
封
建
体
制
下
の
身
分
的
な
し
が
ら
み
か
ら
開
放
さ
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れ
た
ば
ら
ば
ら
の
個
人
を
、
天
皇
の
も
と
へ
引
き
寄
せ
る
強
力
な
磁

力
が
必
要
だ
っ
た
。
そ
の
磁
石
の
役
割
を
担
っ
た
の
が
ヤ
ス
ク
ニ
の

思
想
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

戦
死
者
を
神
と
し
て
祀
る
靖
国
神
社
の
淵
源
と
し
て
し
ば
し
ば
論

及
さ
れ
る
の
が
、
長
州
藩
の
奇
兵
隊
に
お
け
る
招
魂
祭
祀
で
あ
る
。

幕
末
の
巷
に
は
、
人
々
の
強
烈
な
上
昇
志
向
と
平
準
化
へ
の
希
求
を

背
景
と
し
た
「
ヒ
ト
ガ
ミ
」
の
姿
が
満
ち
溢
れ
て
い
た
。
ま
た
、
自

身
の
存
在
証
明
と
死
後
の
平
安
の
前
提
と
な
る
「
記
憶
」
の
維
持
が

切
望
さ
れ
て
い
た
。
戦
死
し
た
仲
間
を
身
分
に
関
わ
り
な
く
神
霊
と

し
て
敬
い
、
個
人
名
に
お
い
て
そ
の
行
動
を
顕
彰
し
て
永
く
記
録
に

留
め
よ
う
と
す
る
招
魂
祭
祀
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
民
衆
の
願
望
に

応
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
だ
っ
た
。

　

長
州
藩
に
お
い
て
確
立
し
た
招
魂
祭
祀
は
、
や
が
て
新
た
な
段
階

を
迎
え
る
。
国
家
に
よ
る
招
魂
事
業
の
吸
収
で
あ
る
。
神
と
し
て
の

祭
祀
を
希
望
す
る
と
い
う
形
で
噴
出
し
て
い
た
人
々
の
上
昇
と
平
準

化
へ
の
欲
求
が
、
新
国
家
の
精
神
的
な
機
軸
に
据
え
ら
れ
た
天
皇
に

対
す
る
帰
依
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
。
身
分
を
超
え
た
常
備
軍
＝
国
民

軍
を
創
出
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
任
務
を
ま
っ
と
う
し
て
天
皇
の
た

め
に
命
を
捧
げ
た
者
は
神
と
し
て
再
生
し
、
永
遠
に
人
々
の
記
憶
に

留
め
ら
れ
て
祭
祀
を
受
け
続
け
る
と
い
う
ヤ
ス
ク
ニ
の
思
想
が
、
こ

こ
に
そ
の
全
貌
を
露
に
す
る
の
で
あ
る
。

5　

ヒ
ト
ガ
ミ
を
生
み
出
す
装
置

　

近
世
社
会
は
、
だ
れ
も
が
カ
ミ
に
な
り
う
る
可
能
性
を
も
っ
た
時

代
だ
っ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
た
め
に
は
、
他

人
の
た
め
に
命
を
捨
て
る
と
い
っ
た
英
雄
的
な
行
為
が
必
要
で
あ
り
、

普
通
の
人
間
が
主
体
的
に
そ
れ
を
実
践
す
る
こ
と
は
困
難
だ
っ
た
。

一
般
民
衆
が
大
挙
し
て
神
に
上
昇
す
る
た
め
に
は
、
ヒ
ト
ガ
ミ
を
量

産
す
る
た
め
の
安
定
し
た
シ
ス
テ
ム
が
必
要
だ
っ
た
。

　

本
人
も
予
想
し
な
い
形
で
死
後
に
神
に
祀
り
上
げ
ら
れ
た
人
物
を

別
に
す
れ
ば
、
幕
末
の
段
階
で
大
量
の
ヒ
ト
ガ
ミ
を
生
み
出
す
装
置

と
触
媒
は
二
つ
存
在
し
た
。
一
つ
は
、
民
衆
宗
教
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
、
土
着
の
神
と
教
祖
を
触
媒
と
し
て
、
教
団
の
構
成
員
を
神
に
上

昇
さ
せ
る
論
理
と
制
度
が
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
も
う
一
つ
は
、

人
を
神
に
転
換
さ
せ
る
触
媒
と
し
て
天
皇
を
想
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

山
崎
闇
斎
の
垂
加
神
道
と
国
学
の
系
譜
が
そ
れ
で
あ
っ
た
（
前
田
勉

『
近
世
神
道
と
国
学
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
二
年
）。
長
州
藩
に
お
け
る
寄

兵
隊
の
招
魂
祭
祀
の
背
景
に
あ
っ
た
の
は
、
こ
の
思
想
的
系
譜
だ
っ

た
。

　

ヤ
ス
ク
ニ
の
思
想
の
直
接
の
源
流
は
こ
こ
に
あ
っ
た
。
招
魂
社
か

ら
靖
国
神
社
へ
と
展
開
す
る
国
家
に
よ
る
戦
死
者
慰
霊
は
、
垂
加
神

道
や
国
学
の
系
統
に
お
い
て
す
で
に
論
じ
ら
れ
実
践
さ
れ
て
き
た
天
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11　死者とカミのあいだ

皇
を
媒
介
と
す
る
ヒ
ト
ガ
ミ
創
出
の
論
理
を
公
認
し
、
国
家
的
レ
ベ

ル
で
大
々
的
に
遂
行
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。

　

幕
末
の
内
乱
で
落
命
し
た
「
官
軍
」
の
兵
士
は
、
神
と
な
っ
て
招

魂
社
に
祀
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
戦
死
者
は
天
皇
の
た
め
に
落
命
し
た

が
ゆ
え
に
、
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
天
皇

は
通
常
の
人
間
と
は
次
元
を
異
に
す
る
聖
な
る
存
在
＝
「
現
人
神
」

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
護
国
の
神
と
な
っ
て
天
皇
の

そ
ば
に
控
え
、
永
遠
に
そ
の
偉
業
を
称
え
ら
れ
記
憶
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
靖
国
神
社
へ
と
続
く
ヒ
ト
ガ
ミ
信
仰
が
、
近
世
以
来
の
伝
統
を

引
き
継
ぎ
つ
つ
も
、
天
皇
制
国
家
に
ふ
さ
わ
し
い
装
い
を
も
っ
て
こ

こ
に
再
生
し
た
。
近
世
に
高
揚
す
る
人
間
の
能
動
性
と
可
能
性
を
肯

定
す
る
思
潮
は
、
こ
う
し
て
天
皇
制
国
家
の
論
理
に
絡
め
と
ら
れ
て

い
く
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
と
並
行
し
て
、
天
皇
を
介
在
し
な
い
ヒ
ト
ガ
ミ
創
出
の
シ
ス

テ
ム
の
排
除
が
進
め
ら
れ
た
。
民
衆
宗
教
は
天
地
開
闢
説
や
そ
の
世

界
観
に
お
い
て
、
古
代
の
神
話
世
界
か
ら
多
く
の
素
材
を
調
達
し
て

お
り
、
新
た
に
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
近
代
の
国
家
神
話
と
多
分
に

共
通
す
る
側
面
を
有
し
て
い
た
。
し
か
し
、
逆
に
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ

の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
が
天
皇
制
を
支
え
る
神
話
に
抵
触
し
た
場
合
、
大

本
教
の
よ
う
に
容
赦
な
い
弾
圧
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
民
衆
宗

教
は
、
天
皇
制
を
批
判
し
た
か
否
か
で
は
な
く
、
天
皇
制
国
家
に
そ

ぐ
わ
な
い
独
自
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
を
有
し
て
い
た
と
い
う
一
点
に
お

い
て
、
異
端
の
刻
印
を
背
負
わ
さ
れ
る
宿
命
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ヤ
ス
ク
ニ
と
い
う
威
力
の
根
源
は
、
日
本
固
有
の
伝
統
で
も
、
近

代
国
家
に
よ
る
上
か
ら
の
押
し
付
け
で
も
な
か
っ
た
。
近
世
を
通
じ

て
肥
大
化
し
続
け
た
被
支
配
階
層
の
閉
塞
感
と
承
認
の
欲
求
に
解
放

の
道
筋
を
示
し
、
国
民
国
家
の
形
成
へ
と
導
く
役
割
を
果
た
す
も
の

だ
っ
た
。
そ
れ
は
「
ヒ
ト
ガ
ミ
」
と
「
記
憶
」
に
現
れ
た
被
支
配
層

の
願
望
を
ほ
ぼ
完
全
に
、
し
か
も
先
取
り
す
る
形
で
満
た
す
も
の
だ

っ
た
。
ヤ
ス
ク
ニ
の
論
理
を
承
認
し
国
民
国
家
の
形
成
に
み
ず
か
ら

積
極
的
に
参
画
す
る
こ
と
は
、
幕
末
維
新
期
の
庶
民
層
が
身
分
制
の

桎
梏
か
ら
開
放
さ
れ
自
己
の
社
会
的
承
認
を
勝
ち
取
る
た
め
の
ほ
と

ん
ど
唯
一
の
手
段
だ
っ
た
。
ヤ
ス
ク
ニ
の
思
想
の
も
つ
重
み
は
ま
さ

に
こ
の
点
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

最
後
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
本
論
で
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
た

「
死
者
の
記
憶
」
を
切
り
口
と
す
る
、
海
外
諸
地
域
と
の
比
較
研
究

の
可
能
性
で
あ
る
。
死
者
が
匿
名
化
す
る
時
代
か
ら
個
々
の
名
に
お

い
て
長
く
記
憶
さ
れ
る
時
代
へ
。
こ
れ
は
こ
の
列
島
だ
け
に
み
ら
れ

た
特
殊
な
現
象
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
人
類
史
が
あ
る
段

階
で
経
験
す
る
普
遍
的
な
現
象
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
大
方
の
死
者
は
教
会
に
運
び
込
ま
れ
て
、
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そ
の
敷
地
内
に
無
造
作
に
埋
葬
さ
れ
た
。
い
っ
た
ん
葬
ら
れ
て
し
ま

え
ば
、
個
々
の
遺
体
を
判
別
す
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
不
可
能
だ
っ
た
。

だ
が
、
近
代
社
会
に
入
る
と
、
故
人
の
名
前
と
生
没
年
、
事
績
を
刻

ん
だ
墓
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
多
く
の
地
域
で
は
、
国
民
国
家

の
形
成
に
と
も
な
っ
て
軍
人
墓
地
が
誕
生
し
、
国
家
に
命
を
捧
げ
た

人
々
が
身
分
の
枠
を
超
え
て
長
く
顕
彰
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ

れ
る
。
匿
名
化
す
る
死
者
か
ら
記
憶
さ
れ
る
死
者
へ
の
転
換
が
み
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
問
題
意
識
を
保
持
し
な
が
ら
、
諸
地
域
に
お
け
る
死
者

の
記
憶
の
問
題
を
比
較
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
国
民
国
家

の
特
質
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
も
、
新
た
な
視
覚
か
ら
光
を
当
て
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

＊『
思
想
』
二
〇
一
五
年
七
月
号
（
特
集
：「
戦
後
」
の
超
克
）
に
掲
載

さ
れ
た
論
文
「
ヤ
ス
ク
ニ
の
思
想
と
記
憶
さ
れ
る
死
者
の
系
譜
」
は
、

本
発
表
の
内
容
を
敷
衍
し
た
も
の
で
あ
る
。

 

（
東
北
大
学
教
授
）
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