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は
じ
め
て
の
出
版

九
月
末
に
私
の
は
じ
め
て
の
単
著
『
靖
国
を
問
う
／
靖
国
集
団
参
拝
と
強

制
合
祀
』
（
航
思
社
）
が
出
版
で
き
た
。
こ
の
本
は
『
反
天
皇
制
市
民
一
七

〇
〇
』
に
連
載
し
て
き
た
も
の
を
基
に
書
き
直
し
た
。
出
版
後
、
多
く
の
友

人
、
知
人
か
ら
感
想
の
手
紙
、
葉
書
、
メ
ー
ル
等
を
い
た
だ
き
、
出
版
し
て

よ
か
っ
た
と
思
っ
た
。

ま
た
最
初
は
毎
日
新
聞
夕
刊
（
一
一
月
二
一
日
）
、
続
い
て
朝
日
新
聞
朝

刊
（
一
二
月
一
五
日
）
と
本
の
紹
介
が
大
き
く
掲
載
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
っ

て
ふ
だ
ん
靖
国
問
題
に
つ
い
て
は
話
を
し
て
こ
な
か
っ
た
近
隣
の
方
々
か
ら

も
「
新
聞
を
見
た
よ
」
と
の
反
響
が
あ
っ
た
。
新
聞
の
力
に
つ
い
て
認
識
を

新
た
に
し
た
。

本
の
「
あ
と
が
き
」
に
、
ま
た
『
反
天
皇
制
市
民
一
七
〇
〇
』
（
第
四
六

号
）
に
書
い
た
が
、
今
後
は
「
靖
国
神
社
遺
児
集
団
参
拝

戦
前
と
戦
後
」

と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
戦
後
の
集
団
参
拝
が
戦
前
に
行
わ
れ
た
集
団
参
拝
と

形
式
と
内
容
が
同
じ
だ
っ
た
こ
と
、
な
ぜ
戦
後
も
同
じ
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ

た
か
書
い
て
い
く
。
ま
た
安
保
法
制
が
成
立
し
、
一
九
五
〇
年
代
以
上
に
戦

争
の
危
機
が
あ
る
現
在
、
新
た
な
戦
死
者
が
出
て
、
三
度
目
の
遺
児
参
拝
が

起
こ
ら
な
い
こ
と
を
願
い
、
戦
前
と
戦
後
を
往
還
し
な
が
ら
考
え
て
い
く
。

今
回
は
そ
の
イ
ン
ト
ロ
に
あ
た
る
。

シ
ベ
リ
ア
抑
留
の
父
の
足
跡
を
辿
る
友
人

出
版
後
、
友
人
の
石
井
潤
一
さ
ん
か
ら
『
父
の
足
跡
を
辿
る
』
と
題
す
る

冊
子
が
送
ら
れ
て
来
た
。
戦
争
中
に
シ
ベ
リ
ア
に
抑
留
さ
れ
た
お
父
さ
ん
の

体
験
を
辿
っ
た
も
の
だ
。
彼
は
私
よ
り
八
歳
下
で
、
高
校
時
代
に
ベ
ト
ナ
ム

反
戦
市
民
運
動
に
関
わ
っ
た
世
代
で
あ
る
。
彼
と
は
お
た
が
い
が
父
の
戦
争

体
験
を
調
べ
て
い
る
こ
と
を
共
通
の
友
人
を
介
し
て
知
り
、
交
流
が
あ
っ
た
。

彼
は
「
は
じ
め
に
」
で
次
の
よ
う
に
書
く
。

「
父
の
足
跡
、
特
に
満
州
国
奉
天
省
の
地
方
公
務
員
時
代
か
ら
在
満
州
邦

人
の
根
こ
そ
ぎ
動
員
に
よ
る
徴
兵
・
敗
戦
捕
虜
・
シ
ベ
リ
ア
抑
留
・
復
員
を

辿
る
こ
と
は
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
の
時
代
を
辿
る
こ
と
に
な
る
。
父
の

足
跡
を
辿
り
一
遍
の
文
章
に
し
た
い
と
想
い
始
め
た
の
は
、
四
〇
年
近
い
前

の
こ
と
に
な
る
。」
と
書
い
て
い
る
。

お
父
さ
ん
の
軍
隊
召
集
、
敗
戦
、
シ
ベ
リ
ア
抑
留
、
帰
郷
ま
で
の
経
緯
は

次
の
通
り
だ
。
一
九
三
四
年
三
月
京
都
第
一
工
業
学
校
卒
業
後
渡
満
、
同
年

五
月
満
州
帝
国
国
務
院
雇
員
、
そ
の
後
奉
天
省
技
師
と
な
っ
た
。
一
九
四
五

年
四
月
現
地
召
集
さ
れ
、
第
一
二
七
師
団
工
兵
隊
に
配
属
さ
れ
た
。
八
月
九

日
ソ
連
参
戦
、
関
東
軍
停
戦
・
武
装
解
除
。
八
道
河
に
て
第
一
二
七
師
団
工

兵
隊
武
装
解
除
、
間
島
（
延
吉
）
収
容
所
に
収
容
さ
れ
、
間
島
第
一
作
業
大

隊
編
入
。
ソ
連
へ
移
送
さ
れ
、
フ
ル
ム
リ
地
区
第
三
分
所
に
収
容
、
強
制
労

靖
国
神
社
遺
児
集
団
参
拝

戦
前
と
戦
後

松
岡

勲
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働
。
そ
の
後
北
朝
鮮
へ
逆
送
さ
れ
た
。
一
九
四
七
年
三
月
一
九
日
引
揚
船
・

大
安
丸
に
て
興
南
港
出
発
、
三
月
二
二
日
佐
世
保
港
入
港
。
三
月
三
一
日
南

風
崎
駅
よ
り
京
都
へ
帰
郷
。

お
父
さ
ん
が
辛
酸
を
な
め
ら
れ
た
シ
ベ
リ
ア
抑
留
の
足
跡
を
調
べ
る
た

め
、
当
時
の
文
書
を
探
し
、
抑
留
の
体
験
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
大
変
難

し
い
こ
と
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
私
が
中
国
で
戦
死
し
た
父
の
足
跡
を
調
べ
た
経

験
と
重
ね
、
そ
の
こ
と
が
よ
く
分
か
っ
た
。

次
の
箇
所
で
、
私
の
送
っ
た
情
報
が
そ
の
後
の
追
跡
に
役
に
立
っ
た
と
知

り
、
「
機
縁
だ
っ
た
！
」
と
う
れ
し
く
感
じ
た
。

「
履
歴
書
と
調
査
票
で
、
第
一
五
二
六
九
部
隊
に
入
隊
し
、
フ
ル
ム
リ
地

区
収
容
所
に
収
容
さ
れ
た
こ
と
は
分
か
っ
た
が
、
そ
の
間
が
繋
が
ら
ず
、
七

カ
月
間
、
停
滞
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
。
そ
ん
な
時
、
『
反
天
皇
制
市
民

一
七
〇
〇
』
と
題
す
る
小
冊
子
が
知
人
の
Ｍ
氏
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
。
（
中

略
）
Ｍ
氏
が
掲
載
し
た
文
中
に
「
級
友
の
父
の
所
属
部
隊
に
関
す
る
情
報
が

『
国
立
公
文
書
館
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
』
で
公
開
さ
れ
て
い
る
」
と

書
か
れ
て
お
り
、
も
し
か
し
て
と
検
索
し
て
み
た
。
あ
っ
た
！
や
っ
と
見
つ

け
た
。
（
中
略
）
公
開
さ
れ
て
い
る
帝
国
陸
軍
部
隊
調
査
表
に
よ
れ
ば
、
父

が
入
隊
し
た
第
一
五
二
六
九
部
隊
は
、
第
一
二
七
師
団
工
兵
隊

通
称
号
・

英
邁
第
一
五
二
六
九
部
隊
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
」
そ
こ
か
ら
シ
ベ
リ
ヤ
抑
留

後
の
お
父
さ
ん
が
辿
ら
れ
た
経
路
、
経
緯
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
に
感
嘆

し
た
。
ま
た
具
体
的
で
こ
ま
か
な
事
実
に
こ
だ
わ
っ
て
調
べ
ら
れ
た
ス
タ
ン

ス
に
も
共
感
し
た
。

調
査
の
最
後
に
佐
世
保
引
揚
援
護
局
跡
（
現
在
の
ハ
ウ
ス
テ
ン
ボ
ス
）
を

彼
は
訪
ね
た
が
、
も
う
そ
こ
に
は
当
時
の
痕
跡
は
何
も
な
く
、
「
南
風
崎
駅

で
列
車
を
待
つ
。
黄
昏
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
で
、
思
い
浮
か
べ
て
み
る
父

ら
引
揚
者
は
、
や
は
り
ぼ
ん
や
り
し
た
も
の
で
終
わ
っ
た
」
と
結
ば
れ
て
い

る
。
こ
の
箇
所
は
一
番
心
に
残
っ
た
。

私
の
場
合
も
、
父
の
戦
死
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
文
書
を
探
っ
た
が
、
父

が
動
員
さ
れ
た
部
隊
の
経
路
、
経
緯
は
探
れ
て
も
（
そ
れ
す
ら
不
明
の
部
分

が
あ
っ
た
）
、
資
料
の
中
に
は
「
固
有
の
父
の
姿
」
は
な
か
っ
た
。
ま
た
私

は
父
の
戦
死
と
重
ね
て
、
中
学
生
時
代
の
「
靖
国
遺
児
参
拝
」
を
調
べ
た
が
、

そ
の
当
時
の
「
自
分
自
身
」
と
は
何
だ
っ
た
の
か
つ
か
み
き
れ
な
か
っ
た
。

私
の
書
い
た
も
の
も
「
ぼ
ん
や
り
し
た
も
の
」
に
終
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
た
。
そ
こ
を
問
い
か
け
る
こ
と
が
私
の
課
題
だ
と
、
石
井
さ
ん

の
『
父
の
足
跡
を
辿
る
』
を
読
ん
で
考
え
た
。

石
井
さ
ん
に
冊
子
の
読
後
感
を
送
っ
た
後
、
も
う
一
冊
冊
子
を
送
っ
て
も

ら
い
、
そ
れ
を
私
の
小
学
時
代
の
同
窓
生
桃
木
次
郎
君
に
手
渡
し
た
。
桃
木

次
郎
君
の
お
父
さ
ん
の
一
郎
さ
ん
は
、
敗
戦
直
前
の
朝
鮮
北
部
、
満
州
と
の

国
境
地
帯
で
、
ソ
連
参
戦
に
よ
る
戦
闘
で
亡
く
な
っ
た
。
そ
れ
で
父
の
戦
死

の
情
況
を
調
べ
る
た
め
、
彼
に
当
時
の
記
録
で
あ
る
兵
籍
簿
を
取
り
寄
せ
る

こ
と
を
勧
め
、
取
り
寄
せ
た
。
そ
の
結
果
分
か
っ
た
の
だ
が
、
彼
の
父
は
戦

後
長
ら
く
「
生
死
不
明
者
」
と
さ
れ
て
い
た
。
国
は
戦
後
一
〇
年
が
過
ぎ
た

時
点
で
多
数
の
生
死
不
明
を
「
戦
死
」
と
し
て
処
理
し
た
。
一
九
五
二
年
に

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
っ
て
生
死
不
明
者
の
戦
死
認
定
を
進

め
、
最
終
的
に
五
九
年
の
未
帰
還
者
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
よ
り
、
消
息

不
明
の
未
帰
還
者
に
つ
い
て
戦
時
死
亡
宣
告
の
審
判
等
の
措
置
が
制
度
化
さ

れ
た
。
し
か
し
戦
死
の
事
実
確
認
が
な
さ
れ
た
訳
で
な
く
、
遺
骨
が
あ
る
訳

で
も
な
い
。
も
し
か
し
て
桃
木
一
郎
さ
ん
は
シ
ベ
リ
ア
に
抑
留
さ
れ
、
抑
留

中
に
亡
く
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
を
想
像
す
る
と
、
石
井
さ

ん
の
『
父
の
足
跡
を
辿
る
』
に
桃
木
君
が
興
味
を
持
つ
か
も
知
れ
な
い
。
そ

ん
な
気
持
ち
を
彼
に
話
し
た
。
な
お
桃
木
君
の
お
父
さ
ん
の
話
は
『
反
天
皇
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制
市
民
一
七
〇
〇
』
誌
掲
載
時
に
は
、
彼
が
遺
族
会
の
支
部
役
員
を
し
て
い

る
の
を
配
慮
し
て
匿
名
に
し
た
が
、
今
回
の
出
版
で
「
匿
名
に
は
こ
だ
わ
ら

な
い
」
と
彼
が
言
っ
て
く
れ
た
の
で
実
名
に
し
た
。
私
に
と
っ
て
大
変
う
れ

し
い
こ
と
だ
っ
た
。

靖
国
訴
訟
へ
の
参
加
を
断
念
し
た
こ
と
が
あ
っ
た

拙
著
の
出
版
後
、
新
聞
記
者
の
取
材
時
に
尋
ね
ら
れ
て
、
充
分
に
答
え
ら

れ
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
。

私
は
高
校
一
年
時
に
母
親
に
「
う
ち
の
お
父
ち
ゃ
ん
、
戦
争
に
行
っ
て
る

ん
や
か
ら
、
向
こ
う
で
（
中
国
で
）
人
、
殺
し
て
い
る
は
ず
や
」
と
問
い
か

け
た
。
母
は
私
の
問
い
を
「
う
ち
の
お
父
ち
ゃ
ん
は
、
虫
も
殺
さ
ん
え
え
人

や
っ
た
か
ら
、
絶
対
そ
ん
な
こ
と
あ
ら
へ
ん
」
と
撥
ね
返
し
た
。
そ
の
後
、

ず
っ
と
私
は
こ
の
問
い
か
け
を
母
に
向
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ

は
な
ぜ
だ
っ
た
の
か
。

高
校
時
代
の
私
の
戦
争
に
関
す
る
認
識
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
高
校
三
年

時
の
四
月
の
日
記
に
は
以
下
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
私
の
父
は
戦
死
し
た
。
こ
ん
ど
の
戦
争
で
多
く
の
人
が
死
ん
だ
で
あ
ろ
う
。

死
ぬ
人
が
あ
る
な
ら
、
殺
す
人
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
今
の
世
の
中
は
、
あ

る
程
度
平
和
で
、
そ
の
中
に
は
戦
場
に
行
っ
て
人
を
殺
し
て
来
た
人
も
あ
る

は
ず
。
／
そ
し
て
、
そ
の
人
達
の
心
の
中
に
、
ど
ん
な
戦
争
の
結
果
に
よ
る

心
理
（
苦
痛
）
が
動
い
て
い
る
の
か
、
知
り
た
い
。」

思
い
返
し
て
み
る
と
、
私
は
子
ど
も
の
頃
か
ら
父
を
殺
し
た
の
は
「
軍
隊

（
最
初
は
ア
メ
リ
カ
軍
、
そ
の
後
に
日
本
軍
）
と
天
皇
」
と
思
っ
て
い
た
。

父
の
戦
死
と
い
う
原
体
験
か
ら
く
る
戦
争
・
軍
隊
嫌
い
と
父
を
殺
し
た
天
皇

が
嫌
い
と
い
う
思
い
が
強
く
あ
っ
た
。
中
学
三
年
時
に
あ
っ
た
天
皇
の
行
幸

に
際
し
て
国
道
一
七
一
号
線
に
近
隣
の
中
学
生
が
お
迎
え
の
た
め
並
ば
さ
れ

た
時
の
冷
笑
的
な
気
分
、
高
校
一
年
生
時
の
皇
太
子
の
成
婚
パ
レ
ー
ド
で
少

年
が
投
石
し
た
瞬
間
の
テ
レ
ビ
中
継
に
「
快
哉
！
」
と
心
の
中
で
叫
ん
で
い

た
記
憶
が
今
も
は
っ
き
り
と
あ
る
。

父
の
戦
死
に
つ
い
て
、
私
の
中
に
「
父
は
殺
す
側
に
い
た
」
と
い
う
認
識

が
育
っ
て
い
た
。
そ
の
話
を
再
度
母
と
交
わ
せ
な
か
っ
た
こ
と
に
後
悔
が
残

る
。
そ
れ
は
靖
国
問
題
を
避
け
て
い
た
か
ら
な
の
か
、
そ
れ
と
も
父
が
殺
す

側
に
い
た
と
い
う
問
い
が
私
に
も
母
に
も
重
か
っ
た
か
ら
な
の
か
。
こ
れ
ま

で
そ
う
い
っ
た
質
問
を
さ
れ
た
時
、
「
靖
国
問
題
を
避
け
て
き
た
か
ら
」
と

私
自
身
も
答
え
て
い
た
し
、
質
問
者
も
そ
う
理
解
し
て
き
た
。
あ
ら
た
め
て

考
え
る
と
靖
国
問
題
を
避
け
て
き
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
と
思
う
。
父
が
殺

す
側
に
い
た
こ
と
（
加
害
者
と
し
て
の
認
識
）
を
母
と
息
子
と
が
共
有
し
、

対
話
す
る
の
は
大
変
む
ず
か
し
か
っ
た
。
こ
の
時
点
で
は
靖
国
問
題
は
私
の

視
野
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
と
思
う
。

そ
れ
で
は
靖
国
問
題
は
、
当
時
の
私
に
と
っ
て
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
私
の

中
学
三
年
時
の
『
靖
国
文
集
』
で
私
は
「
私
は
な
ん
と
な
く
父
は
立
派
な
死

に
方
を
し
た
ん
だ
な
あ
と
思
っ
た
。
」
と
書
い
て
い
る
。
そ
れ
は
大
人
が
求

め
る
答
え
を
想
定
し
た
「
よ
い
子
」
の
文
章
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
以

上
の
靖
国
神
社
に
関
す
る
認
識
は
こ
の
時
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
思
う
。

私
は
一
度
靖
国
合
祀
と
取
消
訴
訟
に
参
加
し
よ
う
と
し
た
が
、
母
の
癌
の

発
病
の
た
め
断
念
し
た
。
そ
の
時
の
私
の
様
子
を
田
中
伸
尚
さ
ん
が
『
靖
国

訴
訟
／
戦
死
者
の
記
憶
は
誰
の
も
の
か
』
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
六
月

刊
）
で
書
き
と
め
て
い
た
だ
い
て
い
た
。

「
合
祀
取
消
し
訴
訟
の
動
き
を
知
っ
た
と
き
、
原
告
に
な
ろ
う
と
思
っ
た
。

「
お
ふ
く
ろ
に
ゆ
う
て
、
反
対
せ
え
へ
ん
か
っ
た
ら
、
や
ろ
う
と
思
っ
て
い
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ま
す
。
や
っ
ぱ
り
お
ふ
く
ろ
に
は
言
わ
ん
、
と
ね
。
」
と
言
っ
て
い
た
。
そ

の
う
ち
に
母
は
病
に
倒
れ
、
機
会
を
失
っ
た
。
／
「
母
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。

九
〇
歳
で
し
た
」
。
松
岡
さ
ん
か
ら
母
、
春
枝
さ
ん
の
訃
報
が
届
い
た
の
は
、

こ
と
し
（
〇
七
年
）
三
月
下
旬
だ
っ
た
。」

靖
国
訴
訟
に
参
加
し
た
の
は
、
母
の
死
後
で
あ
り
、
母
の
遺
品
か
ら
靖
国

神
社
の
「
合
祀
通
知
」
を
見
つ
け
て
か
ら
だ
っ
た
。

二
〇
〇
四
年
暮
れ
に
母
は
悪
性
リ
ン
パ
腫
を
発
病
し
、
闘
病
生
活
が
始
ま

っ
た
。
私
が
靖
国
合
祀
訴
訟
の
計
画
を
知
っ
た
の
は
母
が
発
病
し
た
翌
年
だ

っ
た
。
二
〇
〇
五
年
九
月
三
〇
日
に
大
阪
高
裁
は
小
泉
首
相
の
靖
国
神
社
参

拝
に
違
憲
判
断
を
下
し
た
。
（
原
告
の
う
ち
台
湾
人
が
圧
倒
的
多
数
だ
っ
た

の
で
「
台
湾
訴
訟
」
と
い
う
）
そ
の
後
、
同
年
一
二
月
一
三
日
に
私
は
そ
の

判
決
の
画
期
的
意
味
と
合
祀
取
消
裁
判
の
計
画
が
あ
る
こ
と
を
反
天
皇
制
労

働
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
の
菱
木
政
晴
（
靖
国
訴
訟
の
事
務
局
長
）
さ
ん
の
講

演
で
知
っ
た
。
靖
国
神
社
か
ら
父
を
取
り
返
す
「
合
祀
取
消
」
と
い
う
発
想

が
あ
る
と
は
そ
れ
ま
で
考
え
も
し
な
か
っ
た
。
続
け
て
翌
年
二
〇
〇
六
年
二

月
十
一
の
日
の
丸
・
君
が
代
強
制
反
対
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
大
阪
の
講
演
で
台
湾

訴
訟
の
中
島
光
孝
弁
護
士
さ
ん
の
講
演
が
あ
り
、
大
阪
高
裁
判
決
の
詳
し
い

中
味
を
聞
き
、
「
合
祀
取
消
訴
訟
に
参
加
し
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
が
強
ま

っ
た
。
こ
の
時
は
じ
め
て
靖
国
問
題
が
私
の
射
程
に
入
っ
た
と
言
え
る
。
だ

が
二
〇
〇
七
年
三
月
二
四
日
の
母
の
死
に
よ
っ
て
一
度
は
訴
訟
参
加
を
断
念

し
た
。
し
か
し
、
死
後
、
母
の
遺
品
の
な
か
か
ら
合
祀
通
知
を
見
つ
け
、「
こ

ん
な
紙
一
枚
が
父
を
神
に
し
た
の
か
」
と
ほ
ん
と
う
に
腹
立
た
し
く
思
っ
た
。

そ
し
て
訴
訟
参
加
を
決
断
し
た
。

合
祀
取
消
訴
訟
は
二
〇
〇
六
年
八
月
一
一
日
大
阪
地
裁
に
提
訴
さ
れ
、
私

は
一
年
遅
れ
で
翌
年
二
〇
〇
七
年
八
月
七
日
に
訴
訟
に
合
流
し
た
。

こ
の
よ
う
に
合
祀
取
消
訴
訟
に
参
加
し
た
こ
と
に
よ
り
靖
国
問
題
が
私
の

射
程
に
入
り
、
問
題
関
心
が
深
ま
り
、
ま
た
訴
訟
の
大
阪
高
裁
結
審
の
直
前

に
中
学
三
年
時
の
『
靖
国
文
集
』
を
再
発
見
し
、
さ
ら
に
認
識
が
深
化
し
た
。

中
曽
根
首
相
靖
国
参
拝
、
小
泉
首
相
靖
国
参
拝
等
の
訴
訟
に
は
私
は
関
わ
っ

て
い
な
い
な
い
。
合
祀
取
消
訴
訟
、
安
倍
首
相
靖
国
参
拝
違
憲
訴
訟
が
私
の

中
で
い
か
に
大
き
か
っ
た
か
、
今
あ
ら
た
め
て
思
う
。

「
靖
国
神
社
の
歌
」

鳥
取
県
遺
族
連
合
会
編
『
靖
国
の
父
を
た
づ
ね
て
（
第
四
集
）
』（
一
九
五

五
年
一
一
月
二
〇
日
刊
）
を
入
手
し
た
の
は
二
〇
一
七
年
五
月
の
こ
と
だ
っ

た
。
こ
の
冊
子
が
「
第
四
集
」
と
あ
る
こ
と
は
少
な
く
と
も
こ
れ
ま
で
四
回

は
遺
児
参
拝
が
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
本
を
見
る
と
、
表
紙
の
裏
に
次

の
「
靖
国
神
社
の
歌
」
が
罫
紙
に
印
刷
さ
れ
綴
じ
込
ま
れ
て
い
た
。

（
１
）

日
の
本
の

光
に
映
え
て

尽
忠
の

雄
魂
祀
る

宮
柱

太
く
燦
た
り

あ
あ
大
君
の

御
拝
し
給
う

＊
戦
前
の
歌
詞
（
「
あ
あ
大
君
の

ぬ
か
づ
き
給
う
」）

栄
光
の
宮

靖
国
神
社

（
２
）

日
の
御
旗

断
乎
と
守
り

そ
の
命

国
に
捧
げ
し
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ま
す
ら
お
の

御
魂
鎮
ま
る

あ
あ
国
民
の

拝
み
称
う

い
さ
お
し
の
宮

靖
国
神
社

（
３
）

報
国
の

血
潮
に
燃
え
て

散
り
ま
せ
し

大
和
を
お
み
な
の

清
ら
け
き

御
霊
安
ら
う

あ
あ
同
胞
の

感
謝
は
薫
る

桜
さ
く
宮

靖
国
神
社

（
４
）

幸
御
魂

幸
は
え
ま
し
て

千
木
高
く

輝
く
と
こ
ろ

皇
国
は

永
遠
に
厳
た
り

あ
あ
一
億
の

畏
み
祈
る

国
護
る
宮

靖
国
神
社

（
『
靖
国
文
集
』
に
載
っ
た
歌
詞
は
新
仮
名
づ
か
い
に
直
し
た
。
ま
た
漢
字
等
の
表

記
は
『
日
本
の
唱
歌
（
下
）』
に
合
わ
せ
た
。）

「
靖
国
神
社
の
歌
」
は
一
九
四
〇
年
の
皇
紀
二
千
六
百
年
の
祭
典
の
一
環

と
し
て
主
婦
の
友
社
が
歌
詞
を
一
般
公
募
し
、
入
選
し
た
詞
に
陸
海
軍
軍
楽

隊
が
合
同
で
作
曲
し
た
も
の
だ
。
作
詞
細
淵
国
造
、
作
曲
和
真
人
。
（
金
田

一
春
彦
、
安
西
愛
子
編
『
日
本
の
唱
歌
（
下
）
』
講
談
社
文
庫
、
こ
の
歌
の

成
立
の
詳
細
は
山
中
恒
著
『
靖
国
の
子
』
合
同
出
版
）
戦
後
も
一
〇
年
も
た

っ
て
、
「
靖
国
神
社
の
歌
」
が
『
靖
国
文
集
』
に
わ
ざ
わ
ざ
綴
じ
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
『
靖
国
文
集
』
を
手
に
す
る
戦
争
未
亡
人
や
遺
児
に
忘
れ
ら
れ

が
ち
な
「
靖
国
神
社
の
歌
」
を
歌
わ
せ
、
記
憶
さ
せ
た
か
っ
た
の
か
。
い
や

そ
う
で
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
「
巻
頭
に
よ
せ
て
」
で
鳥
取
県
知
事
遠
藤
茂

は
「
大
東
亜
戦
争
が
悲
劇
的
な
終
末
を
告
げ
満
十
年
の
歳
月
が
流
れ
ま
し
た

が
」
と
書
い
て
い
る
。
ネ
ッ
ト
の
検
索
に
よ
る
と
遠
藤
知
事
は
「
革
新
系
」

の
知
事
だ
っ
た
。
か
く
も
戦
前
と
戦
後
の
遺
児
参
拝
が
連
続
し
て
い
る
こ
と

に
驚
か
さ
れ
る
。

（
二
〇
一
九
・
一
二
・
二
〇
）

「靖国の父をたづねて」（第 4集）
「靖国神社の歌」はこの表紙裏に綴じられていた


