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祖

（
ご
う
し
）
を
国
が
主
導

し
て
行
う
と
す
る
旧
厚
生
省

の
原
案
が
明
ら
か
に
な

っ
た

こ
と
に
続
き
、
国
が
靖
国
神

回Ш団　の時申むけ（

政教分離 徹底されず
靖国へ国関与 遺 族 の 声 とせ め ぎ あ い

社
の
施
設

「遊
就
館
」
の
展

示
品
の
あ

っ
せ
ん
役
を
務
め

て
い
た
こ
と
が
わ
か

っ
た
。

靖
国
神
社
と
国
が
密
接
に
結

び
つ
き
、
憲
法
が
う
た
う
政

教
分
離
の
原
則
が
徹
底
さ
れ

て
い
な
い
姿
を
示
す
も
の

だ
。
　
　
　
　
＝
１
面
参
照

戦
前
の
日
本
で
は
、
神
道

に
事
実
上
の
国
教
と
し
て
の

地
位
が
与
え
ら
れ
、

「国
家

神
道
」
が
軍
国
主
義
と
結
び

つ
く
こ
と
で
国
民
を
戦
争
へ

と
総
動
員
し
た
。
そ
の
反
省

に
立
っ
て
新
憲
法
で
は
政
教

分
離
の
原
則
が
盛
り
込
ま

れ
、
靖
国
神
社
と
国
と
の
関

係
を
断
ち
切
っ
た
。

一
方
で
、
戦
没
者
遺
族
を

中
心
に

「靖
国
神
社
は
国
の

た
め
に
命
を
さ
さ
げ
た
戦
没

者
を
ま
つ
る
神
社
で
、
普
通

の
神
社
と
は
違
う
」
と
し
て

「靖
国
神
社
は
国
が
責
任
を

持

っ
て
面
倒
を
み
る
べ
き

だ
」
と
い
う
主
張
が
繰
り
返

さ
れ
て
き
た
。

そ
の
両
者
の
せ
め
ぎ
合
い

の
中
で
、
国
は
い
か
に
、
ど

こ
ま
で
靖
国
神
社
に
か
か
わ

れ
る
か
と
の
問
い
が
戦
後
続

い
て
き
た
。
そ
の
摩
擦
が
靖

国
問
題
の
本
質
と
い
え
る
。

６０
年
代
か
ら
１０
年
に
わ
た

っ
て
展
開
さ
れ
、
挫
折
し
た

国
家
護
持
運
動
を
め
ぐ
る
賛

否
激
し
い
議
論
は
、
そ
れ
を

議れば“』が幹雄物な鴫
一 合

社

・
分
祖
問
題
が
政
治
的

に
決
着
し
た
と
し
て
も
、
こ

う
し
た
政
教
分
離
の
問
題
は

な
お
残
る
だ
ろ
う
。

合
祖
事
務
に
関
す
る
原
案

か
ら
は
、
政
教
分
離
の
原
則

に
配
慮
し
な
い
旧
厚
生
省
の

担
当
者
の
姿
勢
が
の
ぞ
く
。

遊
就
館
の
展
示
品
の
あ
っ
せ

ん
の
ケ
ー
ス
は
、
端
的
な
例

示
と
い
え
る
。
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靖
国
神
社
宝
物
遺
品
館
に
陳

一　

通
知
は
、
管
内
に
居
住
す

列
す
る
た
め
出
品
の
あ

っ
せ

愈
¨̈
酪
荼
一箋
襲
語
贄

裁
判
関
係
死
没
者
と
は
、
連
一
じ
て
、
ま
た
は
直
接
神
社
に

を
伝
え
、
出
品
希
望
者
が
い

表
題
が
つ
い
て
い
る
。
戦
争

一
た
場
合
に
は
都
道
府
県
を
通

裁
判
関
係
死
没
者
と
は
、
連

一
ヽ一送にはあ織林九“お

「る‐̈

通
知
に
付
け
ら
れ
た

「出

一品肇缶」ぼ）き割こ
つ．出

蒙鵠
赫
嗣
野
型
一

眩

一

一
部
復
活
し
、　
一
般
公
開
を

開
始
。
８６
年
７
月
に
正
式
に

再
開
し
、
０２
年
７
月
、
新
館

を
増
設
し

て
展
示
を
改
め

た
。
戦
没
者
の
遺
品
や
歴
史

資
料
な
ど
収
蔵
品
は
約
１０
万

点
に
及
ぶ
と
い
う
。

最
近
の
展
示
の
特
徴
は
、

大
半
洋
戦
争
を

「大
東
亜
戦

争
」
と
呼
び
、
戦
争
の
性
格


