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今
井
昭
彦
著

『
近
代
日
本
と
戦
死
者
祭
祀
』

草

間

孝

廣

　

小
泉
前
首
相
に
よ
る
靖
国
神
社
参
拝
の
動
向
に
対
し
て
外
交
問
題

を
か
ら
め
る
世
評
と
と
も
に
、
新
た
な
国
立
の
慰
霊
施
設
新
設
の
是

非
に
つ
い
て
今
更
の
よ
う
に
世
情
を
賑
わ
せ
た
。
こ
こ
に
戦
死
者
に

対
す
る
慰
霊
・
追
悼
・
顕
彰
の
研
究
も
深
ま
る
な
か
、
本
書
は
そ
の

研
究
姿
勢
の
原
点
回
帰
を
示
す
よ
う
に
上
梓
さ
れ
た
。
著
者
は
こ
れ

ま
で
の
慰
霊
問
題
の
先
行
研
究
に
は
、
総
じ
て
対
外
戦
争
に
お
け
る

戦
死
者
祭
祀
の
問
題
に
偏
り
が
ち
で
あ
り
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
争
に

陥
り
や
す
い
空
白
部
分
が
あ
る
、
と
し
て
こ
こ
に
こ
そ
戦
死
者
祭
祀

の
実
態
と
い
う
客
観
的
事
実
を
踏
ま
え
る
こ
と
へ
の
重
要
性
を
見
出

し
、
文
献
資
料
の
発
掘
は
も
と
よ
り
、
各
地
に
残
る
近
代
国
内
戦
争

の
激
戦
地
へ
赴
き
面
接
聞
き
取
り
調
査
・
墓
石
や
慰
霊
碑
な
ど
の
金

石
文
へ
の
実
地
調
査
も
踏
ま
え
た
社
会
学
的
・
民
俗
学
的
方
法
に
よ

る
研
究
を
以
て
、
そ
の
視
線
を
「
近
代
日
本
の
戦
死
者
祭
祀
の
出
発

点
は
日
本
人
同
士
が
戦
っ
た
戊
辰
の
内
戦
に
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
内

戦
へ
の
視
点
が
欠
落
し
て
い
て
は
、
そ
も
そ
も
近
代
日
本
の
慰
霊
問

題
は
語
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
靖
国
神
社
の
前
身
た
る
東
京
招
魂
社

も
、
当
初
は
内
戦
に
お
け
る
政
府
軍
戦
死
者
を
祀
る
た
め
に
建
て
ら

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
研
究
の
多
く
は
ど
う
も
こ
の
点
が
軽
視
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。」
と
し
て
、戊
辰
・
己
巳
戦
役
の
官
軍
《
西

軍
》
ば
か
り
で
は
な
く
、
旧
幕
府
方
《
東
軍
》
へ
の
戦
死
者
祭
祀
を

主
と
し
て
繙
い
て
い
る
。
本
書
の
概
略
を
示
し
読
者
の
便
に
供
し
た

い
。

　

序
章　

研
究
史
と
方
法
・
課
題

　
　
　

一�

戦
死
者
祭
祀
研
究
史　

二�

研
究
の
方
法
と
課
題

　

第
一
部　

内
戦
に
お
け
る
反
政
府
軍
戦
死
者
の
祭
祀

　
　

第
一
章　

会
津
戊
辰
戦
役
に
お
け
る
戦
死
者
の
埋
葬

　
　
　
　
　
　
　
　

―

東
軍
戦
死
者
を
中
心
に―

　
　
　
　

�

一�

は
じ
め
に　

二�

幕
末
の
会
津
藩
と
戊
辰
戦
役
の
勃
発

三�

会
津
鶴
ヶ
城
を
め
ぐ
る
攻
防
戦　

四�

落
城
後
の
戦
死

者
の
処
理　

五�

埋
葬
作
業
後
の
展
開　

六�

む
す
び

　
　

第
二
章　

越
後
小
出
戊
辰
戦
役
に
お
け
る
戦
死
者
祭
祀

　
　
　
　

�

一�

は
じ
め
に　

二�

会
津
軍
の
出
陣
と
三
国
峠
の
戦
い　

三�

小
出
島
・
四
日
町
の
攻
防
戦　

四�

戦
死
者
祭
祀
の
展

開　

五�

む
す
び

　
　

第
三
章　

己
巳
戦
役
に
お
け
る
戦
死
者
の
埋
葬

　
　
　
　
　
　
　
　

―

東
軍
戦
死
者
を
中
心
に―

　
　
　
　

�

一�
は
じ
め
に　

二�

己
巳
戦
役
の
顚
末　

三�

戦
死
者
の
埋
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葬　

四�

碧
血
碑
の
建
立
と
招
魂
祭　

五�

む
す
び

　
　

第
四
章　

神
風
連
の
乱
に
お
け
る
戦
死
者
祭
祀

　
　
　
　

�
一�

は
じ
め
に　
　

二�

反
乱
の
顚
末　
　

三�

戦
死
者
祭
祀

の
展
開　
　

四�

む
す
び

　
　

第
五
章　

佐
賀
の
乱
に
お
け
る
戦
死
者
祭
祀

　
　
　
　

�

一�

は
じ
め
に　
　

二�

幕
末
に
お
け
る
佐
賀
藩
の
動
向　

三�

佐
賀
の
乱
に
至
る
経
緯　

四�

佐
賀
の
乱
の
勃
発
と
そ

の
顚
末　

五�

戦
後
処
理
と
戦
死
者
の
埋
葬　

六�

慰
霊
活

動
の
展
開
と
戦
死
者
祭
祀　

七�

む
す
び

　

第
二
部　

対
外
戦
争
に
お
け
る
戦
死
者
の
祭
祀

　
　

第
一
章　

道
都
札
幌
に
お
け
る
戦
死
者
祭
祀

　
　
　
　
　
　
　
　

―

札
幌
護
国
神
社
の
創
建
を
中
心
に―

　
　
　
　

�

一�

は
じ
め
に　

二�

屯
田
兵
の
入
植
と
西
南
戦
役　

三�

戦

死
者
の
出
現
と
招
魂
碑
の
建
立　

四�

招
魂
碑
か
ら
招
魂

社
へ　

五�

札
幌
護
国
神
社
の
創
建　

六�

敗
戦
後
の
展
開

　

七�

む
す
び

　
　

第
二
章　

群
馬
県
下
に
お
け
る
戦
没
者
慰
霊
施
設
の
展
開

　
　
　
　

�

一�

本
稿
の
意
図　

二�

戦
没
者
慰
霊
施
設
建
立
の
発
端　

三�

慰
霊
施
設
の
多
様
化
と
統
合　

四�

敗
戦
後
の
動
向　

五�

む
す
び

　
　

第
三
章　

昭
和
戦
前
期
に
お
け
る
忠
霊
塔
建
設
に
つ
い
て

　
　
　
　

�

一�

は
じ
め
に　

二�

通
牒
に
み
る
忠
霊
塔　

三�

忠
霊
塔
を

め
ぐ
る
対
立　

四�

群
馬
県
下
に
お
け
る
展
開　

五�

む
す

び

　
　

第
四
章　

旧
藩
域
に
お
け
る
護
国
神
社
の
創
建

　
　
　
　
　
　
　
　

―

群
馬
県
邑
楽
護
国
神
社
の
事
例
か
ら―

　
　
　
　

�

一�

は
じ
め
拡　

二�

館
林
藩
の
出
兵
と
招
魂
祠
の
創
建　

三�

招
魂
祠
の
移
転
と
護
国
神
社
へ
の
発
展　

四�

敗
戦
後

の
展
開
と
戦
死
者
祭
祀
の
現
状　

五�

む
す
び

　

終
章　

結
語―

「
ま
と
め
」
と
今
後
の
研
究
に
む
け
て―

　

あ
と
が
き

　

序
章
に
お
い
て
は
こ
れ
ま
で
の
戦
死
者
祭
祀
研
究
史
と
し
て
、
著

者
の
言
う
「
靖
国
肯
定
論
」
の
視
点
で
あ
る
、
小
林
健
三
・
照
沼
好

文『
招
魂
社
成
立
史
の
研
究
』（
錦
正
社
、一
九
六
八
年
）や
大
原
康
男『
忠

魂
碑
の
研
究
』（
暁
書
房
、
一
九
八
四
年
）
を
そ
の
代
表
す
る
も
の
と

示
し
、
対
す
る
「
靖
国
否
定
論
」
と
し
て
、
村
上
重
良
『
慰
霊
と
招

魂―

靖
国
の
思
想―

』（
岩
波
新
書
、一
九
七
八
年
）
や
大
江
志
乃
夫
『
靖

国
神
社
』（
岩
波
新
書
、
一
九
八
四
年
）
を
示
し
、
そ
う
し
た
議
論
の

な
か
に
前
掲
の
「
研
究
の
空
白
部
分
」
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し

て
社
会
学
者
森
岡
清
美
と
籠
谷
次
郎
論
文
「
市
町
村
の
忠
魂
碑
・
忠

霊
塔
に
つ
い
て―

靖
国
問
題
に
よ
せ
て―

」（『
歴
史
評
論
』
第
二
九
二

号
校
倉
書
房
、
一
九
七
四
年
）
の
研
究
方
法
を
踏
襲
し
、
戦
死
者
祭
祀
、

特
に
反
政
府
軍
戦
死
者
の
実
態
調
査
と
、
忠
魂
碑
・
忠
霊
塔
や
護
国

神
社
、
靖
国
神
社
の
創
建
は
国
家
統
制
の
も
と
、
国
民
の
士
気
高
揚
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の
た
め
で
あ
る
と
い
う
村
上
・
大
江
の
独
特
な
理
論
的
見
解
を
そ
の

調
査
に
よ
っ
て
実
証
し
よ
う
と
い
う
の
が
本
書
の
目
的
と
そ
の
方
法

で
あ
る
と
い
う
。

　

本
論
は
大
き
く
二
部
に
構
成
さ
れ
、
第
一
部
に
は
明
治
維
新
期
の

内
戦
に
よ
る
反
政
府
軍
戦
死
者
へ
の
慰
霊
行
為
の
実
態
を
、
そ
し
て

第
二
部
に
は
日
清
戦
争
に
始
ま
る
対
外
戦
争
時
期
の
慰
霊
施
設
の
展

開
に
つ
い
て
論
述
し
て
い
る
。

　

ま
ず
第
一
部
で
は
戊
辰
戦
役
時
の
会
津
と
越
後
小
出
、
そ
し
て
函

館
で
の
己
巳
戦
役
に
お
け
る
戦
況
と
と
も
に
、
官
軍
戦
死
者
に
は
招

魂
場
整
備
や
墳
墓
造
成
な
ど
国
家
に
よ
っ
て
素
早
く
手
厚
い
処
遇
を

受
け
な
が
ら
、
敵
方
の
旧
幕
府
方
戦
死
者
の
処
遇
に
つ
い
て
は
「
朝

敵
・
賊
軍
」
と
し
て
暫
く
路
傍
に
打
ち
捨
て
ら
れ
そ
の
ま
ま
野
晒
し

に
さ
れ
、
そ
の
埋
葬
慰
霊
の
動
き
が
許
可
さ
れ
る
ま
で
何
ヵ
月
も
の

時
間
の
経
過
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
中
に
地
元
の
有
志
や
僧

侶
等
に
よ
っ
て
密
か
に
埋
葬
作
業
が
す
す
め
ら
れ
、
こ
れ
を
契
機
と

し
た
慰
霊
活
動
が
今
日
に
も
続
け
ら
れ
て
い
る
現
状
に
つ
い
て
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
著
者
は
こ
う
し
た
処
遇
の
格
差
政
策
に
こ
そ
「
近
代

以
降
の
こ
の
政
策
が
、
現
在
の
「
靖
国
問
題
」
の
本
質
に
関
わ
る
問

題
と
な
っ
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
戊
辰
・
己
巳
戦
役
と
は
質
を
異
に
す
る
内
戦
と
し
て
、
神

風
連
の
乱
、
佐
賀
の
乱
に
お
け
る
反
乱
軍
戦
死
者
へ
の
処
遇
に
つ
い

て
考
察
さ
れ
、
そ
の
首
謀
者
は
維
新
の
功
労
者
に
し
て
、
戦
死
者
は

地
元
に
お
け
る
あ
る
種
の
“
義
民
”
と
し
て
民
間
有
志
に
よ
っ
て
招

魂
祭
祀
が
な
さ
れ
、
昭
和
四
十
三
年
神
風
連
の
乱
反
乱
軍
戦
死
者
は

熊
本
県
護
国
神
社
と
靖
国
神
社
へ
の
合
祀
を
実
現
の
も
の
と
し
、
佐

賀
の
乱
で
も
こ
れ
よ
り
も
早
く
昭
和
二
十
八
年
佐
賀
県
護
国
神
社
へ

合
祀
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
合
祀
さ
れ
た
御
霊
は
護
国
神
社
に
て

手
厚
い
祭
祀
を
受
け
る
も
の
の
、
実
際
の
個
人
墓
所
や
慰
霊
碑
で
の

祭
祀
は
今
日
殆
ど
無
緑
化
し
そ
の
慰
霊
活
動
の
継
続
に
は
困
難
す
る

で
あ
ろ
う
厳
し
い
現
状
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　

第
二
部
で
は
、
対
外
戦
争
に
着
眼
し
、
北
海
道
札
幌
護
国
神
社
の

創
設
に
至
る
事
例
を
、
そ
れ
に
先
立
つ
函
館
で
の
己
巳
戦
役
時
に
創

設
さ
れ
た
、
現
・
函
館
護
国
神
社
・
松
前
護
国
神
社
・
檜
山
護
国
神

社
の
官
軍
戦
死
者
墳
墓
を
併
設
す
る
招
魂
社
の
事
例
を
も
か
ら
め
な

が
ら
そ
の
対
称
性
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
札
幌
護
国
神
社
事
例
で
は

開
拓
と
北
鎮
従
軍
を
主
と
し
た
屯
田
兵
が
、
西
南
戦
争
に
従
事
し
戦

死
者
と
な
っ
た
数
名
が
靖
国
神
社
に
合
祀
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
札

幌
に
於
い
て
は
こ
の
時
の
病
歿
者
を
も
含
め
て
慰
霊
す
る
招
魂
碑
を

建
立
し
よ
う
と
い
う
動
向
を
契
機
と
し
て
、
の
ち
に
昭
和
八
年
札
幌

護
国
神
社
へ
と
変
遷
を
遂
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
原
康
男
『
忠
魂

碑
の
研
究
』
に
て
「
招
魂
碑
や
忠
魂
碑
は
宗
教
施
設
で
は
な
い
」
と

す
る
主
張
に
反
証
を
提
示
し
た
と
し
、
忠
魂
碑
の
宗
教
性
は
否
定
で

き
ず
、「「
記
念
碑
」
で
あ
る
と
と
も
に
、
戦
死
者
の
魂
を
祀
っ
た
完

全
な
「
宗
教
施
設
」
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
靖
国
神
社
や
「
地
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方
の
靖
国
」
た
る
護
国
神
社
は
、「
巨
大
な
忠
魂
碑
」
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。」
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
著
者
の
地

元
で
あ
る
群
馬
県
内
に
お
け
る
忠
魂
碑
と
忠
霊
塔
な
ど
、
多
種
多
様

に
展
開
し
て
ゆ
く
戦
没
者
慰
霊
施
設
が
建
立
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
と
、

館
林
招
魂
祠
か
ら
護
国
神
社
へ
と
発
展
し
て
行
く
群
馬
県
邑
楽
護
国

神
社
の
創
設
の
事
例
を
中
心
に
、
そ
の
周
辺
の
廏
橋
護
国
神
社
や
高

崎
忠
霊
塔
、
そ
し
て
県
民
総
意
の
機
運
を
受
け
県
内
一
円
の
戦
死
者

を
合
祀
す
る
群
馬
県
護
国
神
社
が
指
定
護
国
神
社
と
し
て
創
設
さ
れ

て
ゆ
く
複
雑
な
か
ら
み
を
丁
寧
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。こ
こ
で
も「
戊

辰
の
内
戦
に
お
け
る
旧
藩
士
を
祀
る
小
規
模
な
招
魂
祠
が
、
時
代
の

流
れ
と
と
も
に
、
対
外
戦
争
に
お
け
る
戦
死
者
を
取
り
込
ん
で
い
く

こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
に
根
ざ
し
た
「
地
方
の
靖
国
」
と
し
て
、
そ

の
機
能
を
拡
大
し
て
い
く
姿
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
う
。」
と
、
こ
こ
で
も
「
靖
国
問
題
」
の
根
源
的
な
事
象
を
見

出
そ
う
と
し
て
い
る
。

　

本
書
の
結
語
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
総
ま
と
め
し
た
上

で
、「
こ
う
し
た
招
魂
社
や
忠
魂
碑
を
媒
介
と
し
て
の
、
戦
死
者
祭

祀
に
お
い
て
は
、
単
に
戦
死
者
の
霊
魂
を
「
慰
霊
」
す
る
だ
け
で
は

な
く
、
そ
れ
に
さ
ら
に
戦
死
者
の
「
顕
彰
」
と
い
う
意
味
が
、
付
与

さ
れ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
。
顕
彰
と
は
、
そ
れ
を
誉
め
上

げ
な
け
れ
ば
す
ま
な
い
、
強
固
な
社
会
集
団
の
意
志
を
背
景
に
し
た

行
為
で
あ
る
。
近
代
国
家
の
形
成
過
程
に
お
い
て
、
顕
彰
を
支
え
る

集
団
の
核
は
一
族
や
郷
党
、
そ
し
て
と
り
わ
け
国
家
と
い
う
枠
組
み

に
向
か
っ
て
収
斂
し
た
。
戦
死
者
は
顕
彰
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
生

き
か
た
や
行
為
が
正
当
化
さ
れ
、
そ
し
て
戦
争
が
、
あ
る
い
は
ま
た

戦
う
こ
と
の
意
義
が
、
地
域
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。」
と
し
て
、「
慰
霊
」
と
い
う
概
念
の
上
に
地
域
や
国
家
レ
ベ

ル
で
の
「
顕
彰
」
行
為
こ
そ
、
戦
争
を
正
当
化
し
、
忠
魂
碑
や
招
魂

社
は
そ
の
た
め
の
国
家
統
制
の
「
宗
教
施
設
」
で
あ
る
と
す
る
見
解

を
述
べ
る
。
そ
の
上
で
各
地
に
残
る
戦
死
者
祭
祀
の
過
程
と
実
情
な

ど
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
こ
の
研
究
の
必
要
性
を
説
く
。

　

本
書
は
著
者
が
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
に
提
出
し
た
博
士
論
文
に

加
筆
修
正
さ
れ
た
も
の
で
、
高
等
学
校
教
諭
と
い
う
勤
め
を
さ
れ
な

が
ら
、
同
博
物
館
が
進
め
る
「
歴
史
に
お
け
る
戦
争
の
研
究
」「
知

識
体
系
と
戦
い
」「
近
現
代
の
兵
士
の
実
像
Ⅱ
」「
非
文
献
資
料
の
基

礎
的
研
究
（
近
現
代
の
戦
争
記
念
碑
の
調
査
）」
な
ど
に
共
同
研
究
員
と

し
て
参
画
さ
れ
、
こ
う
し
た
基
幹
研
究
の
成
果
と
と
も
に
考
察
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
着
眼
点
は
戦
死
者
祭
祀
の
基
礎
研
究
と
し
て

非
常
な
重
要
性
を
秘
め
て
お
り
、
資
料
に
は
残
ら
な
い
地
元
で
の
言

い
伝
え
や
こ
れ
ら
に
ま
つ
わ
る
信
仰
に
ま
で
視
野
を
広
げ
て
調
査
採

集
さ
れ
て
い
る
の
で
、
だ
れ
も
が
見
過
ご
し
が
ち
な
こ
う
し
た
姿
勢

に
は
、
活
き
た
調
査
資
料
、「
靖
国
問
題
」
基
礎
研
究
と
し
て
そ
の

評
価
も
高
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
察
せ
ら
れ
る
。
実
際
に
戊
辰
・
己
巳

戦
役
に
創
設
由
来
を
持
つ
地
方
の
護
国
神
社
に
於
い
て
は
そ
の
当
時



書　　評（草間）44�

の
諸
方
面
の
関
係
状
況
、
経
費
拠
出
の
実
態
、
祭
式
行
事
の
内
容
、

ま
た
は
墳
墓
が
隣
接
し
て
い
れ
ば
こ
れ
に
埋
葬
さ
れ
た
方
々
の
埋
葬

基
準
な
ど
、
殆
ど
判
然
と
し
な
い
事
項
が
多
く
、
そ
の
研
究
の
足
掛

り
と
し
て
の
著
者
の
よ
う
な
視
点
と
方
法
は
非
常
に
有
効
で
あ
る
。

　

も
と
よ
り
評
者
は
本
書
を
評
す
る
力
量
、
学
識
と
も
に
乏
し
く
評

者
た
り
う
る
資
格
は
な
い
が
、
本
稿
執
筆
の
ご
縁
に
よ
り
浅
学
ゆ
え

の
愚
考
に
よ
る
一
、
二
点
の
疑
問
と
す
る
と
こ
ろ
を
述
べ
さ
せ
て
頂

く
こ
と
を
ご
容
赦
願
い
つ
つ
以
下
を
述
べ
た
い
。

　

ま
ず
、
第
一
部
で
は
国
事
に
殉
じ
た
と
し
て
官
軍
方
は
国
家
の
祭

祀
に
預
か
る
の
に
、
敵
た
る
旧
幕
府
方
や
反
乱
軍
を
も
官
軍
同
列
の

処
遇
を
な
さ
れ
な
い
こ
と
に
「
靖
国
問
題
」
の
本
質
に
関
わ
る
問
題

が
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
い
か
に
旧
幕
府
に
義
理
が
あ
る
と
は
い
え
、

藩
閥
の
露
骨
な
当
時
の
政
府
に
こ
れ
を
正
す
べ
く
反
乱
を
起
こ
し
た

と
は
い
え
、
世
情
を
騒
が
し
事
件
を
起
こ
し
た
言
わ
ば
犯
人
・
罪
人

を
国
事
殉
難
者
と
し
て
そ
の
祭
祀
の
範
疇
に
含
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

か
。
こ
れ
は
「
靖
国
問
題
」
の
本
質
と
は
別
問
題
の
よ
う
に
思
え
る

が
ど
う
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
第
二
部
で
は
札
幌
護
国
神
社
事
例
で
は
、

当
初
忠
魂
碑
形
式
で
慰
霊
さ
れ
て
い
た
も
の
が
後
に
神
社
形
式
に
発

展
し
た
ゆ
え
に
忠
魂
碑
は
即
時
「
宗
教
施
設
」
で
あ
る
と
い
う
見
解

も
早
計
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
こ
の
事
例
で
著
者
も
既
述
の
通
り
、

こ
こ
で
は
忠
魂
碑
前
庭
に
慰
霊
祭
を
行
う
も
、
忠
魂
碑
即
御
神
体
・

御
霊
代
と
し
て
は
お
ら
ず
、
招
魂
・
招
霊
さ
れ
る
対
象
は
そ
こ
に
奉

斎
さ
れ
た
「
御
霊
代
」
で
あ
り
、
祭
儀
が
お
わ
れ
ば
忠
魂
碑
と
は
別

に
札
幌
神
社
に
て
安
置
奉
斎
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
評
者
は
全
国

の
忠
魂
慰
霊
祭
の
祭
式
行
事
を
調
査
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
評
者

自
身
の
忠
魂
慰
霊
祭
の
奉
仕
経
験
か
ら
も
、
必
ず
神
籬
を
設
け
こ
れ

に
対
し
て
招
魂
・
招
霊
を
し
て
祭
儀
を
奉
仕
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
忠
魂
碑
は
招
魂
・
招
霊
を
し
祭
り
を
行
う
大
切
な
指
標
で
は
あ
り
、

そ
の
忠
魂
慰
霊
祭
の
時
だ
け
は
宗
教
行
事
を
行
う
ゆ
え
に
、
臨
時
の

「
宗
教
施
設
」
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
厳

密
に
は
祭
り
の
対
象
は
神
籬
や
御
霊
代
に
招
か
れ
た
御
霊
で
あ
る
か

ら
、
日
常
で
は
鳥
居
や
狛
犬
が
設
置
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
「
宗
教

施
設
」
と
は
言
い
難
く
「
記
念
碑
」
の
概
念
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
最
後
に
「
慰
霊
」
に
重
ね
て
「
顕
彰
」
す
る
行
為
が
戦

争
正
当
化
す
る
も
の
と
し
て
い
る
が
、
元
来
、
神
祭
り
で
も
御
霊
祭

り
で
も
神
葬
祭
で
も
、
祝
詞
・
祭
詞
に
は
必
ず
神
徳
・
功
績
が
奏
上

さ
れ
「
顕
彰
」
す
る
言
葉
が
述
べ
ら
れ
る
。
神
道
形
式
の
祭
り
で
あ

る
か
ぎ
り
古
今
慶
弔
と
わ
ず
「
顕
彰
」
概
念
が
含
ま
れ
る
。
ま
た
宗

教
の
形
式
を
問
わ
ず
わ
が
国
民
が
行
う
慰
霊
行
為
に
は
そ
の
御
霊
に

対
し
て
自
ず
と
生
前
の
恩
顧
に
対
し
感
謝
の
念
や
功
績
を
讃
え
偲
ぶ

思
い
が
湧
き
、改
め
て
そ
の
死
去
を
悼
む
ゆ
え
に
こ
こ
に
も
「
顕
彰
」

が
含
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
思
い
が
あ
る
か
ら

「
慰
霊
」
を
行
為
と
し
て
行
わ
し
め
て
い
る
の
は
国
民
性
や
国
風
な

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
行
為
者
と
し
て
個
人
・
家
・
地
域
・
国
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家
と
拡
大
し
て
ゆ
く
な
か
で
、
な
ぜ
に
「
顕
彰
」
す
る
こ
と
が
戦
争

正
当
化
に
つ
な
が
る
の
か
評
者
に
は
今
一
つ
解
せ
な
い
の
で
あ
る
。

　
（�

東
洋
書
林
、
平
成
十
七
年
五
月
、
Ａ
５
判
、
四
三
〇
頁
、
本
体

六
〇
〇
〇
円
）

（
札
幌
村
神
社
宮
司
）

矢
野
敬
一
著

『
慰
霊
・
追
悼
・
顕
彰
の
近
代
』

高

原

光

啓

　

近
代
日
本
の
慰
霊
や
顕
彰
に
関
す
る
研
究
が
盛
ん
で
あ
る
。
藤
田

大
誠
氏
の
整
理
（「
日
本
に
お
け
る
慰
霊
・
追
悼
・
顕
彰
研
究
の
現
状
と
課

題
」、『
神
社
本
庁
教
学
研
究
所
紀
要
』
第
十
二
号
）
に
よ
れ
ば
、「
神
道

学
や
宗
教
学
の
み
な
ら
ず
、
歴
史
学
・
社
会
学
・
民
俗
学
・
文
化
人

類
学
・
政
治
学
・
法
学
な
ど
多
彩
な
観
点
か
ら
行
な
は
れ
て
ゐ
る
」

と
い
う
。
こ
う
し
た
多
様
な
研
究
が
あ
る
中
で
、
こ
こ
に
紹
介
す
る

本
書
は
民
俗
学
の
立
場
か
ら
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
著
者
の
矢
野
敬

一
氏
は
長
年
新
潟
県
、
特
に
岩
船
郡
内
を
詳
細
に
調
査
し
、
そ
の
蓄

積
を
基
に
慰
霊
・
追
悼
・
顕
彰
に
関
わ
る
諸
相
を
考
察
す
る
。
そ
の

際
の
目
的
は
、

　
　

�

近
代
に
お
い
て
慰
霊
、
追
悼
、
そ
し
て
顕
彰
と
い
っ
た
事
象
が

ど
の
よ
う
な
政
治
的
力
学
を
は
ら
み
、
ま
た
そ
う
し
た
力
学
を

通
し
て
家
あ
る
い
は
郷
土
と
い
う
ロ
ー
カ
ル
な
次
元
で
の
共
同

性
が
い
か
に
構
成
、
も
し
く
は
再
編
成
さ
れ
て
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な

次
元
へ
と
接
合
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
も
し
く
は
さ
れ
て
い
な




