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戦
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」
に
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る
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識
と
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閣
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理
大
臣
の
靖
国
神
社
参
拝
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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「
戦
犯
」
に
対
す
る
認
識
と
内
閣
総
理
大
臣
の
靖
国
神
社
参
拝
に
関
す
る
質
問
主
意
書

十
月
十
七
日
、
小
泉
総
理
は
靖
国
神
社
の
社
頭
参
拝
を
行
っ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
各
方
面
か
ら
批
判
が
上
が
っ
て
い
る
。

内
閣
総
理
大
臣
の
靖
国
神
社
参
拝
に
反
対
す
る
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
「
Ａ
級
戦
犯
」
と
い
う
戦
争
犯
罪
人
が
合

祀
さ
れ
て
い
る
靖
国
神
社
に
内
閣
総
理
大
臣
が
参
拝
す
る
こ
と
は
、
日
本
が
軍
国
主
義
を
美
化
す
る
あ
ら
わ
れ
と
な
る
、
と
い

う
論
理
で
あ
る
。
中
国
な
ら
び
に
韓
国
か
ら
も
同
様
の
理
由
で
、
内
閣
総
理
大
臣
の
靖
国
神
社
参
拝
に
関
し
て
反
対
が
表
明
さ

れ
て
い
る
。

小
泉
総
理
は
、
今
年
六
月
二
日
の
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
参
拝
の
理
由
を
「
軍
国
主
義
を
美
化
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、

日
本
が
軍
事
大
国
に
な
る
た
め
に
行
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
平
和
の
あ
り
が
た
さ
を
か
み
し
め
よ
う
、
二
度
と
国
民
を

戦
場
に
駆
り
立
て
る
よ
う
な
こ
と
は
し
て
は
い
け
な
い
、
そ
う
い
う
気
持
ち
を
込
め
て
」
と
述
べ
る
と
同
時
に
、
靖
国
神
社
に

合
祀
さ
れ
て
い
る
「
Ａ
級
戦
犯
」
を
「
戦
争
犯
罪
人
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

小
泉
総
理
が
「
Ａ
級
戦
犯
」
を
戦
争
犯
罪
人
と
認
め
る
か
ぎ
り
、
総
理
の
靖
国
神
社
参
拝
の
目
的
が
平
和
の
希
求
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
戦
争
犯
罪
人
が
合
祀
さ
れ
て
い
る
靖
国
神
社
へ
の
参
拝
自
体
を
軍
国
主
義
の
美
化
と
み
な
す
論
理
を
反
駁
は
で
き

な
い
。

一



極
東
国
際
軍
事
裁
判
に
言
及
し
た
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
第
十
一
条
な
ら
び
に
そ
れ
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
衆
参
合

わ
せ
四
回
に
及
ぶ
国
会
決
議
と
関
係
諸
国
の
対
応
に
よ
っ
て
、
Ａ
級
・
Ｂ
級
・
Ｃ
級
す
べ
て
の
「
戦
犯
」
の
名
誉
は
法
的
に
回

復
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
Ａ
級
戦
犯
」
と
呼
ば
れ
た
人
た
ち
は
戦
争
犯
罪
人
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
戦
争
犯
罪
人
が

合
祀
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
内
閣
総
理
大
臣
の
靖
国
神
社
参
拝
に
反
対
す
る
論
理
は
す
で
に
破
綻
し
て
い
る
と
解
釈
で
き

る
。極

東
国
際
軍
事
裁
判
で
「
Ａ
級
戦
犯
」
と
し
て
裁
か
れ
た
人
々
の
法
的
地
位
を
誤
認
し
、
ま
た
社
会
的
誤
解
を
放
置
し
て
い

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
Ａ
級
戦
犯
」
と
さ
れ
た
人
々
の
人
権
侵
害
で
あ
る
と
同
時
に
、
内
閣
総
理
大
臣
の
靖
国
神
社
参
拝
に

対
す
る
合
理
的
な
判
断
を
妨
げ
る
も
の
と
な
る
。
内
閣
総
理
大
臣
の
靖
国
神
社
参
拝
は
国
際
政
治
的
な
利
害
を
踏
ま
え
て
最
終

的
な
判
断
が
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
し
て
も
、
「
Ａ
級
戦
犯
」
に
対
す
る
認
識
を
再
確
認
す
る
こ
と
は
、
人
権
と
国
家
の
名
誉
を

守
る
た
め
に
、
緊
急
を
要
す
る
と
考
え
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

「
戦
犯
」
の
名
誉
回
復
に
つ
い
て

�

極
東
国
際
軍
事
裁
判
に
言
及
し
た
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
第
十
一
条
に
お
い
て
、
「
こ
れ
ら
の
拘
禁
さ
れ
て
い

二



る
者
を
赦
免
し
、
減
刑
し
、
及
び
仮
出
獄
さ
せ
る
権
限
は
、
各
事
件
に
つ
い
て
刑
を
課
し
た
一
又
は
二
以
上
の
政
府
の
決

定
及
び
日
本
国
の
勧
告
に
基
づ
く
の
外
、
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
が
刑
を
宣
告
し
た
者
に

つ
い
て
は
、
こ
の
権
限
は
、
裁
判
所
に
代
表
者
を
出
し
た
政
府
の
過
半
数
の
決
定
及
び
日
本
国
の
勧
告
に
基
づ
く
の
外
、

行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
日
本
国
政
府
が
勧
告
し
、
さ
ら
に
刑
を
課
し
た
国
な
ら
び
に
極
東
国

際
軍
事
裁
判
所
の
場
合
は
裁
判
所
に
代
表
者
を
出
し
た
政
府
の
過
半
数
が
決
定
す
れ
ば
、
拘
禁
さ
れ
て
い
る
も
の
は
赦

免
、
減
刑
、
仮
出
獄
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
相
違
な
い
か
。

�

昭
和
二
十
七
年
五
月
一
日
、
木
村
篤
太
郎
法
務
総
裁
か
ら
戦
犯
の
国
内
法
上
の
解
釈
に
つ
い
て
変
更
が
通
達
さ
れ
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
戦
犯
拘
禁
中
の
死
者
は
す
べ
て
「
公
務
死
」
と
し
て
、
戦
犯
逮
捕
者
は
「
抑
留
又
は
逮
捕
さ
れ
た
者
」
と

し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
「
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
」
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
戦
犯
と
し

て
の
拘
留
逮
捕
者
を
「
被
拘
禁
者
」
と
し
て
扱
い
、
当
該
拘
禁
中
に
死
亡
し
た
場
合
は
そ
の
遺
族
に
扶
助
料
を
支
給
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
解
釈
の
変
更
な
ら
び
に
法
律
改
正
は
、
国
内
法
上
は
「
戦
犯
」
は
存
在
し
な
い
と
政
府
も
国
会

も
認
識
し
た
か
ら
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
が
、
現
在
の
政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。

�

昭
和
二
十
七
年
六
月
九
日
、
参
議
院
本
会
議
に
お
い
て
「
戦
犯
在
所
者
の
釈
放
等
に
関
す
る
決
議
」
、
同
年
十
二
月
九

三



日
、
衆
議
院
本
会
議
に
お
い
て
「
戦
争
犯
罪
に
よ
る
受
刑
者
の
釈
放
等
に
関
す
る
決
議
」
が
な
さ
れ
、
昭
和
二
十
八
年
八

月
三
日
、
衆
議
院
本
会
議
に
お
い
て
は
「
戦
争
犯
罪
に
よ
る
受
刑
者
の
赦
免
に
関
す
る
決
議
」
が
全
会
一
致
で
可
決
さ

れ
、
昭
和
三
十
年
に
は
「
戦
争
受
刑
者
の
即
時
釈
放
要
請
に
関
す
る
決
議
」
が
な
さ
れ
た
。
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条

約
第
十
一
条
の
手
続
き
に
基
づ
き
、
関
係
十
一
カ
国
の
同
意
の
も
と
、
「
Ａ
級
戦
犯
」
は
昭
和
三
十
一
年
に
、
「
Ｂ
Ｃ
級

戦
犯
」
は
昭
和
三
十
三
年
ま
で
に
赦
免
さ
れ
釈
放
さ
れ
た
。
刑
罰
が
終
了
し
た
時
点
で
受
刑
者
の
罪
は
消
滅
す
る
と
い
う

の
が
近
代
法
の
理
念
で
あ
る
。
赦
免
・
釈
放
を
も
っ
て
「
戦
犯
」
の
名
誉
は
国
際
的
に
も
回
復
さ
れ
た
と
み
な
さ
れ
る

が
、
政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。

�

「
Ａ
級
戦
犯
」
と
し
て
有
罪
判
決
を
受
け
禁
固
七
年
と
さ
れ
た
重
光
葵
は
釈
放
後
、
鳩
山
内
閣
の
副
総
理
・
外
相
と
な

り
、
国
連
加
盟
式
典
の
代
表
と
し
て
戦
勝
国
代
表
か
ら
万
雷
の
拍
手
を
受
け
た
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
功
績
を
認
め
ら
れ
勲

一
等
を
授
与
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
く
終
身
刑
と
さ
れ
た
賀
屋
興
宣
は
池
田
内
閣
の
法
相
を
務
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
実

は
「
戦
犯
」
の
名
誉
が
国
内
的
に
も
国
際
的
に
も
回
復
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
生
じ
た
と
判
断
で
き
る
。
仮
に
そ
う
で
は

な
く
、
名
誉
が
回
復
さ
れ
て
い
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
日
本
国
は
犯
罪
人
を
大
臣
に
任
命
し
、
ま
た
勲
章
を
与
え
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
が
、
政
府
は
こ
れ
を
い
か
に
解
釈
す
る
か
。

四



�

「
Ａ
級
戦
犯
」
と
し
て
受
刑
し
、
刑
期
途
中
で
赦
免
・
釈
放
さ
れ
た
重
光
葵
、
賀
屋
興
宣
ら
の
名
誉
が
回
復
さ
れ
て
い

る
と
す
れ
ば
、
同
じ
「
Ａ
級
戦
犯
」
と
し
て
死
刑
判
決
を
受
け
絞
首
刑
と
な
っ
た
東
條
英
機
以
下
七
名
、
終
身
刑
な
ら
び

に
禁
固
刑
と
さ
れ
服
役
中
に
獄
中
で
死
亡
し
た
五
名
、
判
決
前
に
病
の
た
め
病
院
に
て
死
亡
し
た
二
名
も
ま
た
名
誉
を
回

復
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
仮
に
重
光
葵
ら
の
名
誉
は
回
復
さ
れ
て
お
り
、
東
條
英
機
以
下
の
名
誉
は
回
復
さ
れ
て
い
な

い
と
政
府
が
判
断
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
は
い
か
な
る
も
の
か
。

�

す
べ
て
の
「
Ａ
級
戦
犯
」
の
名
誉
が
国
内
的
に
も
国
際
的
に
も
回
復
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
東
條
英
機
以
下
十
四
名

の
「
Ａ
級
戦
犯
」
を
靖
国
神
社
が
合
祀
し
て
い
る
こ
と
に
い
か
な
る
問
題
が
あ
る
の
か
。
ま
た
、
靖
国
神
社
に
内
閣
総
理

大
臣
が
参
拝
す
る
こ
と
に
い
か
な
る
問
題
が
あ
る
か
。

二

極
東
国
際
軍
事
裁
判
に
つ
い
て

�

日
本
が
受
諾
し
た
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
は
、
「
戦
争
を
起
こ
し
た
人
間
を
裁
く
」
と
は
一
切
書
か
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、

弁
護
団
の
一
人
で
あ
っ
た
清
瀬
一
郎
弁
護
士
は
、
「
（
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
時
点
に
お
い
て
）
国
際
法
の
ど
こ
を
見
て
も
先

進
国
の
ど
こ
の
法
律
で
も
『
平
和
に
対
す
る
罪
』
『
人
道
に
対
す
る
罪
』
と
い
う
戦
争
罪
な
ど
規
定
し
て
い
な
い
。
だ
か

ら
Ａ
級
と
い
わ
れ
る
戦
争
犯
罪
な
ど
は
存
在
し
な
い
。
も
し
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
の
管
轄
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
」
と
質
問

五



し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
ウ
ェ
ッ
ブ
裁
判
長
は
「
い
ま
は
答
え
ら
れ
な
い
。
あ
と
で
答
え
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
「
平
和
に
対
す
る
罪
」
「
人
道
に
対
す
る
罪
」
に
該
当
す
る
「
Ａ
級
戦
犯
」
と
は
、
極
東
国
際
軍
事
裁
判
当
局

が
事
後
的
に
考
え
た
戦
争
犯
罪
の
分
類
で
あ
り
、
法
の
不
遡
及
や
罪
刑
法
定
主
義
が
保
証
さ
れ
ず
、
法
学
的
な
根
拠
を
持

た
な
い
も
の
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
が
、
政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。

�

「
Ａ
級
戦
犯
」
が
法
学
的
に
根
拠
を
持
た
な
い
と
す
れ
ば
、
「
Ａ
級
戦
犯
」
は
そ
も
そ
も
戦
争
犯
罪
人
に
該
当
し
な
い

と
解
釈
で
き
る
が
、
政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。

�

日
本
政
府
は
、
昭
和
四
十
一
年
に
、
極
東
国
際
軍
事
裁
判
の
裁
判
官
の
一
人
と
し
て
、
同
裁
判
の
判
決
を
全
面
的
に
否

定
し
た
イ
ン
ド
の
パ
ー
ル
判
事
に
対
し
て
勲
一
等
瑞
宝
章
と
い
う
、
他
の
極
東
国
際
軍
事
裁
判
経
験
者
に
は
与
え
て
い
な

い
高
ラ
ン
ク
の
勲
章
を
与
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
い
か
な
る
理
由
で
あ
る
か
。

�

昭
和
二
十
六
年
十
月
十
七
日
、
衆
議
院
平
和
条
約
及
び
日
米
安
全
保
障
条
約
特
別
委
員
会
で
、
西
村
熊
雄
外
務
省
条
約

局
長
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
は
「
日
本
は
極
東
軍
事
裁
判
所
の
判
決
そ
の
他
各
連
合
国
の
軍
事
裁
判
所
に
よ
つ

て
な
し
た
裁
判
を
受
諾
い
た
す
と
い
う
こ
と
に
な
つ
て
お
り
ま
す
」
と
答
え
て
い
る
。
ま
た
、
同
年
十
一
月
十
四
日
に

は
、
大
橋
武
夫
法
務
総
裁
が
衆
議
院
法
務
委
員
会
で
、
「
裁
判
の
効
果
と
い
う
も
の
を
受
諾
す
る
。
こ
の
裁
判
が
あ
る
事

六



実
に
対
し
て
あ
る
効
果
を
定
め
、
そ
の
法
律
効
果
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
は
確
定
の
も
の
と
し
て
受
入
れ
る
と

い
う
意
味
で
あ
る
と
考
え
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

一
方
、
昭
和
六
十
一
年
に
当
時
の
後
藤
田
正
晴
官
房
長
官
が
、
「
裁
判
」
を
受
け
入
れ
た
と
の
見
解
を
示
し
て
以
来
、

現
在
の
外
交
当
局
の
見
解
も
後
藤
田
見
解
と
同
様
と
な
っ
て
い
る
。

判
決
あ
る
い
は
裁
判
の
効
果
を
受
諾
し
た
と
す
る
場
合
、
裁
判
の
内
容
や
正
当
性
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
受
け
入
れ
な

い
が
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
は
受
け
入
れ
た
と
解
釈
で
き
る
。
一
方
、
裁
判
を
受
諾
し
た
と
す
る
場
合
は
、
日
本
は
「
南

京
大
虐
殺
二
十
数
万
」
や
「
日
本
の
ソ
連
侵
略
」
等
の
虚
構
も
含
め
、
満
州
事
変
以
来
一
貫
し
て
侵
略
戦
争
を
行
っ
て
い

た
と
い
う
解
釈
を
受
け
入
れ
た
こ
と
に
な
る
。

日
本
政
府
が
見
解
を
変
え
た
理
由
は
何
か
。

右
質
問
す
る
。

七


