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﹁
名
所
﹂
か
ら
﹁
聖
所
﹂
へ
―
―
近
代
日
本
の
死
ネ
ク
ロ
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス

政
治
に
つ
い
て

　
毎
年
一
月
二
十
七
日
は
︑
国
際
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
記
念
日
と
し
て
世
界
的
に

記
憶
さ
れ
て
い
る
︒
二
〇
〇
五
年
十
一
月
一
日
に
採
択
さ
れ
た
国
際
連
合
総

会
決
議60 /7

に
よ
っ
て
︑
一
月
二
十
七
日
は
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
犠
牲
者
を
想

起
す
る
国
際
デ
ー
と
な
り
︑
以
降
︑
世
界
の
各
地
で
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
犠
牲
者

を
偲
ぶ
行
事
が
催
さ
れ
て
き
た
︒
そ
の
お
よ
そ
百
三
十
年
前
︑
一
八
七
四
年

の
お
な
じ
日
に
は
︑
の
ち
の
一
八
七
九
年
に
靖
国
神
社
と
改
称
さ
れ
る
東
京

招
魂
社
を
明
治
天
皇
が
訪
れ
︑
初
め
て
そ
の
本
殿
へ
親
拝
し
て
い
る
（p. 46

）︒

天
皇
が
東
京
招
魂
社
に
親
拝
し
た
こ
と
に
よ
り
︑
同
社
が
﹁
国
の
た
め
に
戦

い
︑
命
を
落
と
し
た
魂
が
永
遠
に
安
ら
ぐ
場
所
﹂（p. 48

）
な
の
だ
と
い
う
︑

軍
部
の
主
張
が
裏
付
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
ま
っ
た
く
の
偶
然
で
あ
る

に
せ
よ
︑
一
月
二
十
七
日
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
東
ア
ジ
ア
で
異
な
っ
た
︑
正
反

対
で
す
ら
あ
る
や
り
か
た
で
死
者
を
偲
ぶ
日
と
な
っ
た
の
は
興
味
深
い
︒

　
靖
国
神
社
は
︑
日
本
の
社
会
的
記
憶
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
変
化
を
た

ど
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
？
　
こ
れ
は
非
常
に
難
し
い
質
問
で
︑
実
に
多
く

の
答
え
が
返
っ
て
く
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
︒
竹
中
晶
子
氏
著
の
本
書
か
ら

は
︑
こ
の
質
問
へ
の
最
も
説
得
力
の
あ
る
回
答
の
ひ
と
つ
が
得
ら
れ
る
︒
氏

は
︑
東
京
招
魂
社
か
ら
靖
国
神
社
へ
の
変
化
と
パ
ラ
レ
ル
に
対
応
さ
せ
る
か

た
ち
で
︑﹁
名
所
﹂
か
ら
﹁
聖
所
﹂
へ
の
変
遷
を
見
出
し
て
い
く
︒
こ
の
変
化

に
よ
っ
て
︑
よ
ろ
こ
び
を
具
現
化
す
る
楽
し
い
場
所
が
︑
悲
嘆
と
哀
悼
を
制

度
化
す
る
聖
地
へ
と
変
貌
を
遂
げ
る
の
で
あ
る
︒
著
者
は
︑
夏
目
漱
石
の
小

説
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
に
登
場
す
る
幼
い
姉
妹
が
︑
招
魂
社
で
結
婚
式
を
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挙
げ
た
い
︑
と
語
っ
て
い
る
こ
と
に
目
を
留
め
る
︒
こ
の
文
学
的
な
断
片
か

ら
︑
氏
は
大
き
な
疑
問
に
行
き
当
た
る
こ
と
に
な
る
︒﹁
靖
国
神
社
は
初
期
の

東
京
の
住
民
に
と
っ
て
︑
ど
の
よ
う
な
場
所
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？
　
平
凡

な
日
本
人
に
と
っ
て
︹
︙
︙
︺
靖
国
神
社
は
い
つ
ど
の
よ
う
に
し
て
︑
今
日

多
く
の
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
よ
う
な
性
質
を
備
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ

う
か
？
﹂（p. 52

）
と
︒

　
靖
国
神
社
の
歴
史
を
た
ど
る
竹
中
氏
の
足
ど
り
に
つ
れ
て
︑
死
ネ
ク
ロ
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス

政
治
の
秘

密
が
水
面
に
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
︒
す
な
わ
ち
︑
死
者
を
祀
り
上
げ
る
こ

と
を
つ
う
じ
た
︑
国
民
︑
祖
国
︑
君
主
︑
政
府
︑
民
族
︑
人
種
︙
︙
等
々
と

い
っ
た
政
治
的
存
在
の
聖
化
で
あ
る
︒
東
京
招
魂
社
が
靖
国
神
社
へ
と
改
称

さ
れ
た
一
八
七
九
年
六
月
四
日
は
︑
明
治
維
新
政
府
が
近
代
国
民
国
家
の
死

政
治
の
導
入
を
始
め
た
日
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
︒
死
政
治
が
次
第
に
複

雑
化
し
︑
発
展
し
て
い
く
に
し
た
が
っ
て
︑
ま
ず
は
日
露
戦
争
後
︑
国
家
の

た
め
に
偉
大
な
功
績
を
遺
し
た
戦
没
者
を
指
す
場
合
に
か
ぎ
り
︑﹁
英
霊
﹂
と

い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
し
て
︑
靖
国
神
社
で
の
公
式
行

事
で
は
﹁
追
悼
﹂
の
代
わ
り
に
﹁
顕
彰
﹂
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
日

本
の
死
政
治
は
期
待
さ
れ
た
以
上
の
成
功
を
収
め
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
イ

タ
リ
ア
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
代
表
す
る
論
客
︑
エ
ン
リ
コ
・
コ
ラ
デ
ィ
ー
ニ
は
︑

﹁
日
本
の
神
は
日
本
で
あ
る
﹂
と
︑
祖
国
を
生
き
神
に
仕
立
て
あ
げ
た
そ
れ
を

讃
え
た
︒
国
家
的
に
是
認
さ
れ
た
戦
没
者
追
悼
施
設
と
い
う
﹁
靖
国
問
題
﹂

だ
が
︑
戦
没
者
や
帰
ら
ぬ
兵
士
た
ち
に
捧
げ
ら
れ
た
そ
の
他
の
政
治
的
宗
教

の
場
と
︑
さ
ほ
ど
異
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒

　﹁
靖
国
問
題
﹂
と
い
う
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
か
ら
み
る
と
︑
東
京
招
魂
社
の

初
期
の
歴
史
は
︑
わ
れ
わ
れ
が
思
い
描
く
よ
う
な
靖
国
神
社
の
聖
な
る
歴
史

を
裏
切
る
も
の
で
あ
る
︒
商
人
や
大
道
芸
人
が
親
し
ん
で
い
た
床
見
世
や
屋

台
が
規
制
に
よ
っ
て
姿
を
消
し
た
の
ち
︑
彼
ら
が
移
っ
て
き
た
規
制
の
緩
い

場
所
の
ひ
と
つ
が
︑
靖
国
だ
っ
た
︒
靖
国
と
い
う
場
が
な
ぜ
︑
そ
し
て
ど
の

よ
う
に
﹁
江
戸
風
の
大
衆
娯
楽
に
居
場
所
を
与
え
つ
づ
け
︹
︙
︙
︺
祭
り
や

呼
び
物
を
つ
う
じ
て
東
京
の
大
衆
文
化
の
な
か
に
確
固
た
る
地
位
を
築
い
た
﹂

（p. 66

）
の
か
︑
そ
の
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
︒﹁
靖
国
サ
ー
カ
ス
﹂
と
い
う
言

葉
は
︑
聖
な
る
﹁
靖
国
神
社
﹂
に
対
し
て
不
敬
で
あ
る
か
の
よ
う
に
響
く
か

も
し
れ
な
い
が
︑﹁
サ
ア
カ
ス
の
馬
﹂（
安
岡
章
太
郎
︑
一
九
五
五
年
）
や
﹁
招

魂
祭
一
景
﹂（
川
端
康
成
︑
一
九
二
一
年
）
と
い
っ
た
文
学
作
品
か
ら
は
︑
靖

国
で
開
催
さ
れ
て
い
た
サ
ー
カ
ス
興
行
へ
の
文
学
的
関
心
を
読
み
と
る
こ
と

が
で
き
る
︒
靖
国
に
親
し
ん
で
育
っ
た
高
野
広
八
（
一
八
二
二
︱
九
〇
）
と
蘆

原
英
了
（
一
九
〇
七
︱
八
一
）
は
︑
日
本
の
サ
ー
カ
ス
の
歴
史
に
重
要
な
足
跡

を
残
し
た
︒
祀
ら
れ
た
魂
を
慰
め
る
た
め
に
相
撲
や
花
火
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

娯
楽
が
催
さ
れ
た
の
は
︑
江
戸
の
伝
統
を
継
承
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
だ
︒

　
東
京
に
お
け
る
靖
国
神
社
の
存
在
に
転
換
点
を
も
た
ら
し
た
の
は
︑
日
清
・

日
露
戦
争
で
あ
っ
た
︒
著
者
に
よ
る
と
︑
一
八
九
四
年
に
は
遊
就
館
の
来
館

者
が
ほ
ぼ
七
倍
に
増
え
︑
両
戦
争
期
中
に
は
奉
納
金
も
大
幅
な
増
加
を
み
せ

た
と
い
う
︒
サ
ー
カ
ス
や
娯
楽
で
賑
わ
う
名
所
だ
っ
た
靖
国
神
社
は
︑
次
第
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に
︑
戦
没
者
の
儀
礼
の
た
め
の
聖
な
る
場
所
へ
と
様
変
わ
り
し
て
い
っ
た
の

で
あ
る
︒
日
清
戦
争
（
一
八
九
四
︱
一
八
九
五
）
で
亡
く
な
っ
た
貧
し
い
家
庭

の
息
子
の
た
め
に
手
の
込
ん
だ
葬
儀
が
営
ま
れ
た
と
き
︑
市
井
の
人
々
は
冷

や
や
か
な
目
で
そ
れ
を
眺
め
て
い
た
も
の
だ
が
︑
日
露
戦
争
（
一
九
〇
四
︱

一
九
〇
五
）
で
死
亡
し
た
別
の
貧
し
い
家
庭
の
息
子
に
つ
い
て
は
︑﹁
九
段

（
靖
国
神
社
）
で
神
に
な
る
﹂
と
︑
打
っ
て
変
わ
っ
て
羨
ま
し
げ
に
囁
き
あ
う

よ
う
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
︒
死
亡
し
た
兵
士
を
聖
化
す
る
﹁
英
霊
﹂
や
﹁
顕

彰
﹂
と
い
っ
た
言
葉
が
日
露
戦
争
の
直
後
に
使
わ
れ
始
め
た
こ
と
は
︑
日
本

に
政
治
的
宗
教
が
出
現
し
た
こ
と
の
証
左
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

　
靖
国
が
﹁
名
所
﹂
で
も
あ
り
﹁
聖
所
﹂
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
は
︑﹁
場
の

作
り
手
の
意
図
と
利
用
者
の
意
図
と
の
あ
い
だ
に
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
存
在

し
た
﹂（p. 64

）
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
︒
靖
国
神
社
は
︑
国
の
礎
と
な
っ
た

人
び
と
を
祀
る
国
家
的
な
軍
事
記
念
施
設
で
あ
っ
た
一
方
で
︑
祭
り
の
参
加

者
や
日
常
の
訪
問
者
に
と
っ
て
は
︑
楽
し
い
遊
び
場
と
し
て
あ
っ
た
︒
靖
国

が
育
ん
で
き
た
記
憶
文
化
は
︑
国
家
的
な
記
憶
の
創
造
と
日
々
の
記
憶
の
消

費
と
の
あ
い
だ
の
緊
張
を
は
ら
む
も
の
だ
っ
た
が
︑
日
露
戦
争
以
降
︑﹁
名

所
﹂
と
し
て
の
顔
が
﹁
聖
所
﹂
と
し
て
の
顔
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
︒
こ
こ
に
い
た
っ
て
︑﹁
英
霊
﹂
は
﹁
戦
没
者
﹂
の
同
義
語
と
な
り
︑

や
が
て
︑
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
や
悲
劇
︑
戦
死
以
上
の
価
値
を
体
現
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
く
︒
そ
れ
は
︑
言
葉
や
メ
タ
フ
ァ
ー
の
変
化
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
︒

戦
没
者
が
﹁
英
霊
﹂
─
─
日
本
の
た
め
に
命
を
犠
牲
に
し
た
神
─
─
と
し
て

い
っ
た
ん
靖
国
に
祀
ら
れ
る
と
︑
そ
の
戦
没
者
を
罪
に
問
う
こ
と
が
も
は
や

で
き
な
く
な
る
の
だ
︒
竹
中
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
す
る
︒﹁
こ
の
論
理
に

し
た
が
う
と
︑
日
本
の
戦
争
責
任
を
認
め
る
の
は
不
可
能
と
な
る
︒
と
い
う

の
も
︑
そ
う
な
る
と
「
英
霊
」
が
生
前
に
犯
し
た
罪
を
認
め
る
必
要
が
生
じ
︑

そ
れ
は
一
点
の
曇
り
も
な
く
栄
誉
あ
る
存
在
と
し
て
の
「
英
霊
」
を
傷
つ
け
︑

無
価
値
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
か
ら
だ
﹂（p. 93

）︒
こ
の
論
理
に
お
い
て
は
︑

た
と
え
A
級
戦
犯
で
あ
っ
て
も
合
祀
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
魂
が
清
め
ら
れ
る

た
め
︑
戦
争
犯
罪
が
無
罪
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒

　
名
所
か
ら
聖
所
へ
︑
そ
し
て
戦
没
者
か
ら
英
霊
へ
と
い
う
修
辞
的
な
変
化

に
こ
そ
︑
靖
国
問
題
の
行
為
遂
行
的
な
本
質
が
隠
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑

国
家
が
戦
没
者
を
追
悼
す
る
た
め
に
︑
家
族
を
集
合
的
主
体
に
置
き
換
え
た

こ
と
を
反
映
し
て
い
る
︒
急
激
な
都
市
化
や
工
業
化
が
︑
伝
統
的
な
家
族
構

造
と
親
子
の
絆
を
脱
構
築
し
︑
集
合
的
記
憶
を
作
り
出
す
国
家
の
影
響
力
を

加
速
し
た
︒
抽
象
的
な
集
団
と
し
て
の
国
家
は
︑
嘆
き
や
悲
し
み
が
名
誉
と

感
謝
の
感
情
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
﹁
感
情
の
錬
金
術
﹂
の
︑
う
っ
て
つ
け

の
実
験
室
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒﹁
お
国
の
た
め
の
栄
誉
あ
る
死
﹂
と
い
っ
た
フ

レ
ー
ズ
の
助
け
を
借
り
て
︑
感
情
の
錬
金
術
は
︑
耐
え
が
た
い
悲
し
み
を
よ

ろ
こ
び
に
変
え
る
魔
術
的
な
力
を
み
せ
た
︒
靖
国
に
お
け
る
よ
ろ
こ
び
の
制

度
化
と
記
憶
の
国
有
化
を
理
解
す
る
う
え
で
鍵
と
な
る
の
が
︑
こ
の
感
情
の

錬
金
術
な
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
︑
竹
中
氏
は
高
橋
哲
哉
氏
の

『
靖
国
問
題
』（
ち
く
ま
新
書
︑
二
〇
〇
五
年
）
お
よ
び
『
国
家
と
犠
牲
』
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（
N
H
K
ブ
ッ
ク
ス
︑
二
〇
〇
五
年
）
に
お
け
る
議
論
に
同
意
し
て
い
る
よ
う
に

み
え
る
︒

　
し
か
し
︑
竹
中
氏
は
ま
た
べ
つ
の
物
語
を
紹
介
す
る
こ
と
も
忘
れ
て
い
な

い
︒
そ
れ
は
︑
ラ
ジ
オ
の
生
放
送
で
キ
ャ
ス
タ
ー
を
務
め
た
N
H
K
の
ベ
テ

ラ
ン
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
回
想
で
あ
る
︒
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
回

顧
す
る
︒﹁
両
側
の
参
道
に
並
ん
だ
遺
族
の
中
か
ら
『
人
殺
し
』『
わ
が
子
を

返
せ
』
と
い
う
悲
痛
な
叫
び
声
が
起
き
る
ん
で
す
よ
︒
憲
兵
も
遺
族
と
い
う

こ
と
で
︑
手
を
ほ
ど
こ
す
す
べ
が
な
い
︒
し
か
し
︑
こ
ち
ら
は
︑
そ
の
声
が

マ
イ
ク
に
入
っ
た
ら
大
変
で
す
か
ら
ね
︒
苦
労
し
ま
し
た
よ
﹂（p. 127 （

1
）

）︒
異

議
を
唱
え
る
声
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
し
か
し
そ
れ
ら
は
消
し
去
ら

れ
︑
沈
黙
を
強
い
ら
れ
た
の
だ
っ
た
︒
戦
時
中
の
招
魂
祭
の
参
加
者
た
ち
か

ら
は
︑
拍
手
や
歓
声
だ
け
で
は
な
く
︑
泣
き
声
も
聞
か
れ
た
の
で
あ
る
︒
そ

う
し
た
遺
族
の
感
情
は
単
一
で
は
な
く
︑
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
︒
遺
さ
れ
た

家
族
が
︑
誇
り
と
寂
し
さ
︑
よ
ろ
こ
び
と
悲
し
み
と
い
っ
た
感
情
の
あ
い
だ

で
揺
れ
動
く
こ
と
は
︑
抑
え
よ
う
が
な
か
っ
た
︒
竹
中
氏
は
︑
戦
時
中
の
国

家
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
や
お
な
じ
み
の
戦
争
の
集
団
的
記
憶
と
は
相
容
れ
な
い
︑

数
多
く
の
異
議
申
し
立
て
の
声
や
落
書
き
︑
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
紹
介
す
る
︒

﹁
一
億
一
心
﹂
と
い
う
戦
時
中
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
コ
イ
ン
の
片
面
で
し
か
な
い
︒

竹
中
氏
の
批
判
が
︑
高
橋
哲
哉
氏
に
代
表
さ
れ
る
良
心
的
知
識
人
の
靖
国
神

社
批
判
と
袂
た
も
と

を
分
か
つ
の
は
︑
こ
の
点
に
お
い
て
で
あ
る
︒
皮
肉
な
こ
と
だ

が
︑
靖
国
問
題
に
つ
い
て
の
批
判
的
議
論
の
多
く
が
︑
日
本
の
戦
時
中
の
国

家
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
や
︑
異
議
を
唱
え
る
声
が
消
去
さ
れ
沈
黙
さ
せ
ら
れ
た
公

式
記
録
を
そ
の
論
拠
と
し
て
い
る
の
だ
︒

　
竹
中
氏
が
批
判
の
矛
先
を
向
け
る
の
は
︑
靖
国
還
元
主
義
に
対
し
て
で
あ

る
︒
彼
女
は
﹁
還
元
主
義
﹂
と
い
う
用
語
を
明
示
的
に
使
っ
て
は
い
な
い
が
︑

靖
国
還
元
主
義
は
︑﹁
戦
時
中
の
日
本
に
み
ら
れ
た
複
雑
な
歴
史
や
記
憶
を
︑

曖
昧
な
ひ
と
つ
の
「
靖
国
」
に
還
元
し
︑
物
理
的
な
存
在
と
し
て
の
神
社
に

介
入
す
る
（
ま
た
は
国
家
と
の
つ
な
が
り
を
断
ち
切
る
）
こ
と
で
︑
ア
ジ
ア
太

平
洋
戦
争
の
す
べ
て
の
問
題
を
解
決
で
き
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
た
﹂

（p. 6

）
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
戦
争
責
任
の
転
嫁
︑
す
な
わ
ち
︑
人
間
で
は
な

く
生
命
を
持
た
な
い
物
理
的
な
建
造
物
に
責
任
を
押
し
つ
け
る
こ
と
へ
と
つ

な
が
っ
た
の
だ
︒
靖
国
神
社
は
︑
無
垢
な
人
び
と
を
騙だ
ま

し
て
国
家
戦
へ
参
加

さ
せ
る
た
め
の
洗
脳
機
関
だ
と
非
難
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
︒
そ
し
て
︑

﹁
複
雑
な
過
去
の
で
き
ご
と
を
単
純
で
便
利
な
ス
ト
ー
リ
ー
に
還
元
し
︑
す
べ

て
の
責
任
を
靖
国
神
社
に
押
し
つ
け
た
﹂（p. 13

）︒
し
か
し
︑
人
を
殺
す
の

は
建
造
物
で
は
な
く
︑
人
な
の
だ
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
靖
国
還
元
主
義
は

日
本
人
一
般
を
戦
争
責
任
か
ら
逃
れ
さ
せ
︑
無
垢
な
犠
牲
者
に
仕
立
て
あ
げ

て
い
る
︒
不
愉
快
な
こ
と
に
︑
日
本
人
は
権
威
主
義
的
な
封
建
的
慣
習
の
奴

隷
で
あ
り
つ
づ
け
て
き
た
と
す
る
G
H
Q
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
的
な
日
本

人
観
と
︑
靖
国
還
元
主
義
と
は
共
鳴
し
あ
っ
て
い
る
の
だ
︒

　
と
は
い
え
︑
そ
の
一
方
で
竹
中
氏
は
︑
靖
国
神
社
に
対
す
る
批
判
的
姿
勢

を
崩
し
て
は
い
な
い
︒
た
と
え
ば
彼
女
は
︑﹁
追
悼
す
る
自
由
﹂︑
つ
ま
り
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﹁
望
ま
れ
な
い
団
体
が
追
悼
の
プ
ロ
セ
ス
に
参
加
す
る
の
を
遺
族
が
防
ぐ
権

利
﹂（p. 136
）
を
説
く
︒
そ
し
て
︑
靖
国
神
社
が
戦
没
者
を
祀
る
許
可
を
遺

族
に
求
め
て
も
お
ら
ず
︑
ま
た
︑
遺
族
か
ら
そ
の
許
可
を
得
て
も
い
な
い
こ

と
が
改
め
て
示
さ
れ
る
︒
そ
の
代
わ
り
に
︑
靖
国
神
社
は
戦
没
者
遺
族
年
金

の
受
給
者
の
リ
ス
ト
を
厚
生
省
に
要
請
し
︑
そ
の
情
報
を
使
っ
て
︑
遺
族
に

無
許
可
で
戦
没
者
を
祀
っ
た
の
だ
︒
軍
国
主
義
を
美
化
す
る
靖
国
へ
の
合
祀

に
反
対
す
る
竹
中
氏
だ
が
︑
個
人
的
な
追
悼
の
権
利
は
擁
護
す
る
立
場
を

と
っ
て
い
る
よ
う
だ
︒
靖
国
合
祀
に
反
対
し
て
裁
判
で
係
争
中
の
韓
国
や
台

湾
や
沖
縄
の
原
告
の
人
び
と
に
と
っ
て
︑
戦
没
者
の
追
悼
は
個
人
的
な
行
為

で
あ
る
︒
竹
中
氏
は
︑
良
心
的
知
識
人
に
よ
る
靖
国
批
判
の
矛
盾
を
指
摘
し
︑

靖
国
還
元
主
義
が
﹁
国
家
の
戦
時
中
の
行
動
の
責
任
を
負
い
た
が
ら
な
い
日

本
人
の
傾
向
を
正
当
化
す
る
﹂
も
の
だ
と
す
る
︒
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
し
て
の

代
理
権
を
奪
わ
れ
︑
被
害
者
に
さ
れ
た
彼
ら
に
は
︑
権
力
の
悪
用
の
責
任
を

負
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
︒

　
靖
国
神
社
を
め
ぐ
る
議
論
の
な
か
で
︑
竹
中
氏
は
︑
歴
史
に
お
け
る
行
為

体
を
ふ
た
た
び
舞
台
へ
登
場
さ
せ
る
︒
竹
中
氏
の
靖
国
批
判
が
高
橋
哲
哉
氏

の
そ
れ
と
異
な
っ
て
い
る
の
は
︑﹁
下
か
ら
の
歴
史
﹂
に
﹁
日
常
生
活
の
歴

史
﹂
と
い
う
彩
り
が
添
え
ら
れ
た
点
に
あ
る
︒
高
橋
哲
哉
氏
に
よ
る
批
判
が
︑

フ
ー
コ
ー
の
規
律
の
系
譜
学
や
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
の
い
う
﹁
暴
力
装
置
﹂

の
よ
う
に
︑
人
び
と
の
心
の
な
か
に
浸
透
し
て
く
る
も
の
と
響
き
あ
っ
た
の

だ
と
す
れ
ば
︑
竹
中
氏
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
︑
靖
国
の
規
律
を
回
避
す
る
人
び

と
の
姿
を
︑
曲
が
り
く
ね
っ
た
セ
ル
ト
ー
の
反
規
律
を
仄ほ
の

め
か
し
つ
つ
捉
え

よ
う
と
す
る
も
の
だ
と
い
え
よ
う
︒
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
︑
二
者
択
一
の
問
題

で
は
な
い
︒
ふ
た
つ
の
解
釈
の
あ
い
だ
の
重
心
を
ど
う
ず
ら
す
か
に
よ
っ
て
︑

戦
後
の
記
憶
空
間
や
過
去
と
の
つ
き
あ
い
か
た
は
ま
っ
た
く
変
わ
っ
て
く
る

の
だ
︒
私
に
と
っ
て
︑
竹
中
氏
の
著
書
を
読
む
こ
と
は
大
き
な
よ
ろ
こ
び
で

あ
っ
た
︒
と
い
う
の
も
︑
今
で
は
な
ぜ
自
分
が
高
橋
哲
哉
氏
の
『
靖
国
問
題
』

を
読
ん
で
︑
そ
の
鋭
い
靖
国
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
釈
然
と
し
な
い
思
い

を
抱
い
た
か
を
説
明
で
き
る
か
ら
で
あ
る
︒
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