
資
料
紹
介

旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
被
葬
者
遺
族
か
ら
の
聞
き
取
り

図
⑫
o
n
⑫
旬
『
6
庁
］
≦
旬
吟
㊦
ユ
巴
o
o

横
山
篤
夫

は
じ
め
に

　

旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
に
埋
葬
さ
れ
、
ま
た
は
納
骨
さ
れ
て
い
て
追
悼
の
祭
祀
の
対

象
と
さ
れ
る
将
兵
の
数
は
、
墓
碑
の
あ
る
五
二
九
九
基
以
上
と
納
骨
堂
に
納
骨
さ
れ

て

い

る
約
四
万
三
〇
〇
〇
余
を
合
計
し
た
約
四
万
八
〇
〇
〇
余
人
に
の
ぼ
る
。
以
上

と
表
記
し
た
の
は
、
一
九
四
五
年
六
月
一
日
と
一
五
日
の
B
2
9
部
隊
に
よ
る
大
阪
大

空
襲
の
折
、
真
田
山
陸
軍
墓
地
に
も
焼
夷
弾
が
投
下
さ
れ
て
、
破
損
し
た
墓
碑
が
相

当
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
加
え
て
墓
碑
の
石
材
の
多
く
が
和
泉
砂
岩
で
あ
る
た
め
、
痛

み

易
く
風
雨
に
晒
さ
れ
て
歳
月
の
経
過
と
と
も
に
自
然
に
崩
壊
し
た
墓
碑
も
少
な
く

な
い
。
そ
の
正
確
な
数
は
不
明
だ
が
、
一
部
は
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
中
央
部
に
集

め

ら
れ
、
塚
に
積
ん
で
祀
ら
れ
て
い
る
。

　
四

万
八
〇
〇
〇
人
を
越
え
る
被
葬
者
の
分
析
は
、
「
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
変
遷
史
」

（
別
稿
）
に
譲
る
が
、
こ
の
被
葬
者
達
は
一
八
七
〇
年
一
二
月
一
日
に
病
死
し
た
兵

学
寮
生
徒
か
ら
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
の
戦
死
・
病
死
者
、
公
務
傷
病
死
者
に
ま
で

及
ん

で

い
る
。

　

こ
の
被
葬
者
の
遺
族
に
と
っ
て
、
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
が
ど
う
い
う
意
味
を
も
ち

ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
共
同
研
究
の
過
程
で
何

度
か
課
題
と
し
て
提
起
さ
れ
た
。
し
か
し
、
遺
族
の
高
齢
化
に
伴
な
っ
て
、
祭
祀
を

担
当
し
て
い
る
財
団
法
人
大
阪
靖
国
霊
場
維
持
会
（
以
下
霊
場
維
持
会
と
略
記
す

る
）
が
年
一
回
実
施
し
て
い
る
慰
霊
祭
へ
の
参
列
者
も
次
第
に
減
少
し
て
お
り
、
旧

真
田
山
陸
軍
墓
地
の
遺
族
会
が
結
成
さ
れ
た
こ
と
も
な
く
、
被
葬
者
遺
族
の
全
般
的

な
調
査
は
困
難
で
あ
っ
た
。

　
た
だ
共
同
研
究
の
過
程
で
幾
度
か
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
を
訪
ね
た
折
に
、
墓
参
中

の

遺
族
に
出
会
う
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
方
々
に
可
能
な
範
囲
で
聞
き
取
り
を
し
て
き

た
。
ま
た
全
体
的
傾
向
の
把
握
は
困
難
で
は
あ
っ
た
が
、
一
九
九
九
年
に
開
催
さ
れ

た
霊
場
維
持
会
の
慰
霊
祭
に
参
加
の
遺
族
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
依
頼
す
る
等
に
よ
り
、

少
数
と
は
い
え
デ
ー
タ
を
集
め
る
こ
と
が
出
来
た
。

　
次
に
、
そ
れ
ら
の
聞
き
取
り
の
内
容
の
一
部
と
ア
ン
ケ
ー
ト
の
概
要
を
報
告
す

る
。0

墓
参
中
の
遺
族
か
ら
の
聞
き
取
り

　
聞
き
取
り
は
、
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
に
墓
参
中
の
遺
族
に
そ
の
場
で
実
施
し
た
た

め
、
遺
族
の
語
っ
て
く
れ
た
こ
と
を
で
き
る
だ
け
忠
実
に
記
録
す
る
こ
と
が
主
と
な

り
、
同
一
項
目
を
網
羅
的
に
聞
く
こ
と
は
困
難
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
聞
き
取
り
を
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ま
と
め
て
比
較
し
た
り
統
計
化
し
て
検
討
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。

　

聞
き
取
っ
た
な
か
で
、
被
葬
者
が
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
に
埋
葬
・
納
骨
さ
れ
た
時

間
順
に
特
徴
的
な
も
の
を
掲
げ
る
。

　
年
号
の
表
記
は
、
遺
族
の
話
し
た
も
の
で
表
示
し
た
。
ま
た
客
観
的
デ
ー
タ
と
し

て

扱
う
た
め
、
敬
称
等
は
省
略
し
た
。
さ
ら
に
以
上
の
聞
き
取
り
の
方
法
を
と
っ
た

た
め
、
話
さ
れ
た
内
容
の
確
認
は
一
部
の
人
を
除
い
て
し
て
い
な
い
が
、
聞
き
取
る

際
に
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
共
同
研
究
の
資
料
と
し
て
話
を
聞
か
せ
て
も
ら
う
旨

を
説
明
し
て
同
意
を
得
た
も
の
で
あ
る
。
文
責
は
す
べ
て
筆
者
に
あ
る
．
。

　
〔
A
〕
西
南
戦
争
に
従
事
し
、
そ
の
後
病
死
し
た
軍
医
補
の
玄
孫
の
話

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
・
兵
庫
県
川
西
市
在
住
　
稲
葉
啓
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
一
九
九
九
年
三
月
二
一
日
聞
き
取
り
、
一
部
手
紙
で
回

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

答
頂
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
・
墓
地
G
ブ
ロ
ッ
ク

　
　

　
「
陸
軍
軍
医
補
内
藤
思
義
」
は
、
私
の
母
の
曽
祖
父
に
あ
た
り
ま
す
。
内
藤

　
　
思
義
の
父
は
、
大
垣
藩
士
だ
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
大
阪
鎮
台
で
西
南
の
役

　
　

に
従
軍
し
、
恩
賞
金
も
貰
っ
た
そ
う
で
す
。
で
も
三
八
歳
で
盲
腸
を
こ
じ
ら

　
　
せ
、
急
性
腹
膜
炎
で
亡
く
な
っ
た
の
が
明
治
一
四
年
の
こ
と
で
し
た
。

　
　
　
私
は
母
に
連
れ
ら
れ
て
よ
く
こ
の
真
田
山
に
墓
参
に
来
ま
し
た
。
そ
の
折
、

　
　
母
か
ら
「
真
田
山
小
学
校
が
出
来
る
時
、
小
学
校
の
敷
地
に
な
る
た
め
墓
を
移

　
　
し
た
の
で
墓
の
面
積
が
小
さ
く
な
っ
た
。
そ
の
時
内
藤
思
義
の
亡
く
な
っ
た
経

　
　
過
が
わ
か
る
よ
う
に
墓
碑
の
側
面
に
刻
ん
だ
」
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
　
元
が

ど
の
ぐ
ら
い
の
広
さ
だ
っ
た
か
は
、
私
は
見
た
こ
と
も
な
い
の
で
わ
か
り

　
　
ま
せ
ん
。
母
が
生
き
て
い
れ
ば
お
答
え
出
来
た
か
と
思
い
ま
す
が
。
遺
骨
が
ど

　
　

ん
な
状
態
で
埋
葬
さ
れ
て
い
た
の
か
、
移
す
時
ど
う
し
た
の
か
も
、
聞
い
て
い

　
　
ま
せ
ん
。
お
骨
の
こ
と
は
、
母
も
知
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

　
　
す
。

　
　
　
家
に
は
仏
壇
が
あ
っ
て
、
思
義
さ
ん
も
他
の
先
祖
と
一
緒
に
お
祀
り
し
て
い
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ま
す
。
ま
た
大
阪
市
福
島
区
海
老
江
の
勝
楽
寺
に
は
、
母
が
建
て
た
「
内
藤
家

先
祖
之
墓
」
が
あ
り
、
こ
れ
か
ら
お
参
り
に
行
く
と
こ
ろ
で
す
。
霊
場
維
持
会

　
の
慰
霊
祭
に
は
、
参
加
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
私
が
死
ん

だ

ら
こ
の
お
墓
は
子
ど
も
た
ち
に
お
参
り
し
て
も
ら
う
つ
も
り

　
で
、
今
日
も
子
や
孫
と
や
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
も
、
私
の
生
き
て
い

　

る
う
ち
に
さ
か
の
ぼ
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
調
べ
て
、
記
録
に
書
き
留
め
て
お
こ
う

　
と
考
え
て
い
ま
す
。
真
田
山
の
こ
と
が
何
か
わ
か
り
ま
し
た
ら
、
教
え
て
頂
け

　
れ

ば
あ
り
が
た
い
で
す
。

〔
B
〕
結
核
で
亡
く
な
っ
た
軍
吏
の
孫
の
話

　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
大
阪
市
東
成
区
在
住
　
鈴
木

　

　

　

　

　

　
　
　

　
・
一
九
九
九
年
三
月
一
、
一
日
聞
き
取
り

　
　
　
　
　
　
　
　

　
・
墓
地
G
ブ
ロ
ッ
ク

　
　
「
陸
軍
三
等
軍
吏
鈴
木
文
八
郎
」
は
私
の
祖
父
に
な
り
ま
す
、
、
鈴
木
文
八
郎

　
の
父
は
惣
左
衛
門
で
、
大
和
郡
山
藩
士
で
し
た
。
文
八
郎
は
軍
の
経
理
を
し
て

　
い
た
が
、
結
核
で
明
治
一
九
年
三
月
に
亡
く
な
り
ま
し
た
．
、
私
の
父
は
昭
和
一

　
二
年
頃
病
死
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
ま
で
は
ず
っ
と
私
の
兄
（
長
男
）
を
連
れ
て

　
墓

参
し
て
い
た
の
で
、
こ
の
墓
地
の
昔
の
こ
と
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ

　
ん
。
そ
の
兄
が
昭
和
三
〇
年
頃
亡
く
な
っ
た
た
め
、
次
男
の
私
が
墓
参
し
て
、

　
彼
岸
に
は
花
を
供
え
て
い
ま
す
。

　
　
鈴
木
文
八
郎
の
位
牌
は
私
の
家
に
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
お
墓
も
こ
の
軍
人
墓

　
地

に
あ
る
だ
け
で
す
。
詳
し
い
話
を
兄
か
ら
聞
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、

　
自
分
の
先
祖
の
墓
で
す
か
ら
来
ら
れ
る
だ
け
は
お
参
り
し
よ
う
と
思
っ
て
い
ま

　
す
。
し
か
し
自
分
も
七
八
歳
に
な
る
の
で
、
来
ら
れ
な
く
な
っ
た
ら
私
の
長
男

　
に

お

参

り
に
来
る
よ
う
に
と
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
一
〇
月
の
真
田
山
で
の
慰
霊

　
祭
に
は
参
列
し
て
い
ま
す
。
大
阪
の
護
国
神
社
は
知
り
ま
せ
ん
。
靖
国
神
社
に

　
は
、
用
が
あ
っ
て
東
京
に
行
っ
た
時
一
度
だ
け
参
拝
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

〔
C
〕
叔
母
に
頼
ま
れ
て
叔
父
の
墓
参
を
し
て
い
る
、
と
い
う
姪
の
話
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・
大
阪
市
西
成
区
在
住
／
木
田
茂
子

　
　
　
　
　
　
　
　
・
二
〇
〇
一
年
八
月
一
二
日
聞
き
取
り

　
　
　
　
　
　
　

　
・
墓
地
B
ブ
ロ
ッ
ク

　
「
陸
軍
歩
兵
一
等
卒
木
田
力
松
」
は
、
私
の
主
人
の
父
の
弟
つ
ま
り
私
の
義

理
の

叔
父

に
あ
た
り
ま
す
。
叔
父
は
日
露
戦
争
に
出
征
し
、
明
治
三
八
年
三
月

四
日
奉
天
付
近
で
戦
死
し
ま
し
た
。
勲
八
等
功
七
級
を
も
ら
い
、
真
田
山
に
お

墓
が

つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

　
叔
父
は

結
婚
す
る
前
に
出
征
し
て
戦
死
し
た
の
で
、
一
代
仏
に
な
っ
て
い

て
、
叔
母
が
お
参
り
に
来
て
い
ま
し
た
。
そ
の
叔
母
が
死
ぬ
時
に
、
私
を
枕
元

に
呼
ん
で
「
私
が
死
ん
だ
ら
茂
子
さ
ん
が
真
田
山
に
お
参
り
し
て
ね
」
と
言
い

置
か
れ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
も
う
何
十
年
か
、
こ
こ
に
は
主
人
が
亡
く
な
る
ま

で
は

主
人

も
一
緒
に
、
主
人
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
は
私
が
一
人
で
お
盆
や
お
彼

岸
、
そ
し
て
慰
霊
祭
に
も
お
参
り
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
私
も
今
年
八
一
歳

に
な
り
、
段
々
お
参
り
に
も
来
に
く
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
数
年
前
に
大
阪
府
南
河
内
郡
太
子
町
に
あ
る
叡
福
寺
に
「
先
祖
代
々
之
墓
」

を
造
り
ま
し
た
の
で
、
私
の
家
族
は
叔
父
さ
ん
は
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ら

真
田
山
に
は
来
な
く
て
い
い
の
だ
と
い
っ
て
誰
も
来
な
く
な
り
ま
し
た
。
で
も

私
は
、
叡
福
寺
の
帰
り
に
何
と
な
く
足
が
こ
ち
ら
に
向
い
て
し
ま
う
の
で
す
。

お
墓
に
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま
す
。

　
今
朝
も
叡
福
寺
に
お
参
り
し
て
帰
る
つ
も
り
で
し
た
が
、
気
が
つ
い
た
ら
真

田
山
に
向
か
っ
て
い
ま
し
た
。
私
以
外
に
は
家
族
は
誰
も
来
ま
せ
ん
か
ら
、
私

が
来
ら
れ
な
く
な
っ
た
ら
無
縁
仏
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
ね
。

　
亡

く
な
っ
た
叔
母
さ
ん
か
ら
聞
い
た
話
だ
と
、
以
前
は
真
田
山
の
別
の
所
に

あ
っ
て
こ
の
墓
地
内
で
移
転
す
る
よ
う
に
言
わ
れ
た
時
、
お
金
を
相
当
出
し
て

御
影
石
の
立
派
な
お
墓
に
し
て
花
立
て
も
備
え
た
も
の
に
し
た
の
だ
そ
う
で

す
。
甕
か
何
か
が
埋
め
て
あ
っ
た
と
聞
い
た
よ
う
に
も
思
い
ま
す
が
、
ハ
ッ
キ

リ
は
憶
え
て
い
ま
せ
ん
。
亡
く
な
っ
た
叔
母
さ
ん
が
真
田
山
に
来
て
い
た
頃

は
、
私
は
こ
こ
に
は
お
参
り
に
来
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、
詳
し
い
こ
と
は

わ

か
り
ま
せ
ん
。

　
　
こ
こ
の
墓
地
は
お
参
り
す
る
人
が
少
な
く
て
、
無
縁
さ
ん
が
多
い
よ
う
に
思

　
い
ま
す
。
こ
の
奥
の
方
（
B
ブ
ロ
ッ
ク
ー
4
列
か
ら
2
3
列
）
は
、
お
参
り
に
来
た

人
を
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
（
筆
者
補
足
）
B
ブ
ロ
ッ
ク
の
多
く
は
、
西
南
戦
争
時
に
コ
レ
ラ
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

で
死
ん
だ

兵
の
墓
碑
で
あ
る
。

〔
D
〕
馬
の
調
教
中
事
故
で
亡
く
な
っ
た
伯
父
の
墓
を
お
参
り
し
て
い
る
甥
の
話

　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
大
阪
市
生
野
区
在
住
／
幡
本
俊
雄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
二
〇
〇
一
年
三
月
二
〇
日
聞
き
取
り

　
　
　
　
　
　
　
　

　
・
墓
地
B
ブ
ロ
ッ
ク

　
　

こ
こ
に
あ
る
「
陸
軍
騎
兵
上
等
兵
幡
本
太
三
郎
」
は
父
の
兄
に
あ
た
り
ま

　
す
。
明
治
三
〇
年
代
の
生
ま
れ
で
、
大
阪
の
騎
兵
隊
に
い
た
時
事
故
死
し
た
そ

う
で
す
。
今
の
大
阪
日
赤
病
院
の
あ
た
り
に
騎
兵
第
四
聯
隊
が
あ
り
、
農
家
の

　
出
で
馬
の
扱
い
に
も
慣
れ
て
い
た
の
で
伯
父
は
馬
の
調
教
を
指
導
す
る
立
場
に

　
い

た
そ
う
で
す
。
暴
れ
馬
に
皆
が
手
を
焼
い
た
時
、
伯
父
は
そ
れ
を
乗
り
こ
な

　
そ
う
と
し
て
調
教
中
に
そ
の
馬
が
つ
ま
ず
い
て
倒
れ
た
た
め
、
乗
っ
て
い
た
伯

　
父
は

大
怪
我
を
し
て
そ
れ
が
も
と
で
亡
く
な
っ
た
、
と
父
か
ら
聞
い
て
い
ま
し

　
た
。
墓
碑
に
は
大
正
一
一
年
六
月
二
一
日
、
大
阪
衛
戊
病
院
で
死
亡
と
刻
ん
で

　
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ゆ
う
そ
う

　
　
幡
本
家
は
も
と
も
と
は
大
阪
市
淀
川
区
十
三
の
あ
た
り
の
農
家
で
、
亡
く

　
な
っ
た
伯
父
が
長
男
で
、
私
の
父
が
次
男
で
し
た
。
結
婚
す
る
前
に
兵
役
に
行

　
っ
て
そ
こ
で
亡
く
な
っ
た
の
で
、
五
人
の
兄
弟
姉
妹
が
真
田
山
に
お
参
り
に
来

　
て

い

ま
し
た
。
で
も
兄
弟
姉
妹
も
次
々
に
亡
く
な
り
、
一
番
下
の
妹
（
私
か
ら

　
言
え
ば
叔
母
さ
ん
）
の
み
が
九
〇
歳
余
で
生
存
し
て
い
ま
す
が
、
特
に
一
〇
年

　
程
前
に
私
の
父
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
は
、
私
が
春
秋
の
彼
岸
と
お
盆
、
そ
し
て

　
秋

に
こ
こ
で
や
っ
て
く
れ
て
い
る
慰
霊
祭
に
参
列
し
て
お
墓
参
り
し
て
い
ま
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図4　故陸軍騎兵上等兵幡本太三郎之墓

　　　（Bブロック9－2）

す
。

　

物
心
が
つ
い
て
か
ら
父
に
連
れ
ら
れ
て
こ
こ
に
お
参
り
に
来
て
い
ま
す
が
、

ま
わ
り
も
ほ
と
ん
ど
変
っ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
大
阪
府
と
か
大
阪
市
が
お

金
を
補
助
し
て
く
れ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
有
志
の

方
々
の
ご
奉
仕
で
や
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
と
伺
い
、
ビ
ッ
ク
リ
し
ま
し
た
が
あ

り
が
た
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

家
族
の
墓
は
十
三
の
方
の
お
寺
に
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
伯
父
さ
ん
の
墓
は
な

く
伯
父
さ
ん
の
墓
は
こ
こ
だ
け
で
す
。
私
の
家
は
浄
土
真
宗
の
門
徒
で
す
か

ら
、
家
の
仏
壇
に
は
位
牌
等
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
こ
こ
に
お
参
り
し
た

時
に
だ
け
、
伯
父
さ
ん
を
お
祀
り
し
て
い
る
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
こ

　
の
お
参
り
を
、
子
ど
も
た
ち
に
継
が
せ
ら
れ
る
か
と
思
案
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。

　
　
こ
こ
に
遺
骨
が
埋
め
て
あ
る
か
ど
う
か
は
、
私
が
き
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま

　
し
た
。
伯
父
の
墓
が
こ
こ
に
し
か
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
と

　
思
っ
て
は
い
ま
す
が
。

　
　
将

来
も
こ
う
し
た
状
態
に
維
持
し
て
も
ら
え
る
の
な
ら
、
子
ど
も
に
こ
こ
に

　
お

参
り
に
来
る
よ
う
に
言
お
う
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
将
来
に
相
当
大

　
変
な
負
担
と
か
が
必
要
に
な
る
の
な
ら
、
今
の
う
ち
に
十
三
の
お
寺
に
こ
の
お

　
墓

も
移
し
て
し
ま
お
う
か
等
と
も
思
っ
て
い
ま
し
た
。
霊
場
維
持
会
の
慰
霊
祭

　
に
参
加
さ
せ
て
も
ら
っ
た
時
、
わ
ざ
わ
ざ
尋
ね
る
の
も
揮
ら
れ
て
日
を
す
ご
し

　
て
き
ま
し
た
。

　
　
私
の
家
族
の
遺
骨
は
、
天
王
寺
に
あ
る
一
心
寺
の
奥
之
院
の
骨
仏
に
し
て
も

　
ら
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
ま
わ
り
の
方
々
の
ご
遺
族
は
ど
う
考
え
て
お
ら
れ
る
の

　
で

し
ょ
う
ね
。
私
は
六
三
歳
で
、
今
の
と
こ
ろ
元
気
な
間
は
及
ぼ
す
な
が
ら
年

　
四

回
の
お
参
り
を
欠
か
さ
ず
、
伯
父
さ
ん
を
粗
末
に
し
な
い
よ
う
に
父
の
遺
志

　
を
継
ぎ
た
い
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

以
上

四
例
の
遺
族
か
ら
の
聞
き
取
り
を
報
告
し
た
が
、
次
に
従
前
と
は
少
し
違
う
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図5　手前の二列は墓台が大きく、石材も奥の和泉砂岩製

　　　と異なり御影石製の墓碑群になっている。基壇には

　　　建立した遺族の家の名が刻んであり、そのほとんど

　　　は満州事変の死者である。

　　　（Bブロック25、26列｝

図6　全く同一の死亡事由が刻んである

　　　松田氏と下町氏建立の墓碑

　　　（Bプロノク25－7、25－8）

ケ
ー
ス
を
取
り
上
げ
る
。

②
自
費
で
墓
碑
を
建
立
し
た
遺
族
の
場
合

　
兵
士
の
墓
碑
群
の
中
に
、
兵
士
の
規
定
の
墓
碑
よ
り
基
壇
が
大
き
く
、
御
影
石
製

で
花
立
て
付
き
の
墓
碑
が
二
列
並
ん
で
立
っ
て
い
る
一
画
が
あ
る
。

　
二
〇

〇
一
年
八
月
一
二
日
昼
頃
、
こ
の
墓
碑
に
花
を
供
え
て
参
拝
し
て
い
る
一
家

に
出
会
っ
た
。
早
速
「
少
し
お
話
を
聞
か
せ
て
下
さ
い
ま
せ
ん
か
」
と
話
し
か
け
た

が
、
一
番
年
輩
の
男
性
（
六
〇
歳
代
見
当
）
に
「
こ
れ
か
ら
皆
で
ま
わ
る
所
が
あ
る

の

で
済
み
ま
せ
ん
」
と
断
わ
ら
れ
た
。
し
か
し
ワ
ゴ
ン
車
に
三
世
代
と
思
わ
れ
る
一

家
が
乗
り
込
む
ま
で
に
、
そ
の
男
性
が
次
の
よ
う
に
話
し
て
く
れ
た
。

　
　
私
達
は
「
故
陸
軍
上
等
兵
勲
八
等
功
七
級
　
松
田
猪
太
郎
墓
」
に
お
参
り
に
来

　
　

た
遺
族
で
す
。
二
つ
並
ん
で
い
る
お
墓
に
お
参
り
し
ま
し
た
が
、
一
つ
は
同
時

　
　

に
亡
く
な
っ
た
戦
友
の
お
墓
で
す
。
毎
年
一
家
で
お
参
り
に
来
る
と
、
こ
の
戦

　
　
友
の
お
墓
に
も
お
参
り
し
て
い
ま
す
。
私
が
住
ん
で
い
る
の
は
大
阪
市
内
で
、

　
　

い

つ
も
お
盆
の
頃
に
は
来
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
立
ち
去
っ
た
後
で
墓
碑
を
見
る
と
、
二
つ
の
墓
碑
の
前
面
両
側
に
花
立
て

が
備
え
て
あ
り
、
そ
の
片
側
に
だ
け
花
が
供
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
隣
の
同
形
の

墓
碑
の

花
立
て
の
片
側
に
も
同
じ
よ
う
に
花
が
供
え
ら
れ
て
い
た
。
恐
ら
く
は
そ
の

戦
友
の
遺
族
も
、
お
参
り
に
来
る
と
残
り
の
花
立
て
に
そ
れ
ぞ
れ
花
を
供
え
て
い
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
松

田
家
の
墓
碑
側
面
の
銘
文
を
読
む
と
、
「
昭
和
七
年
九
月
十
一
日
正
午
時
三
十

　
　
　
　
　
コ
ワ
ノ
テ
イ
エ
ン
　
　
ク
イ
ヒ
ノ
　
　
　
　
ノ
ヤ
ォ

分
、
満
洲
国
寛
旬
県
太
平
省
二
哨
」
の
誤
刻
力
　
筆
者
註
）
二
於
テ
匪
賊
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討
伐
転
戦
シ
激
戦
中
戦
死
ス
、
享
年
二
十
二
歳
」
と
あ
り
、
隣
の
「
故
陸
軍
上
等
兵

勲
八
等
功
七
級
　
下
町
喜
一
郎
墓
」
に
も
全
く
同
一
の
文
が
刻
ん
で
あ
る
。
墓
碑
の

基
壇

に
は
そ
れ
ぞ
れ
「
松
田
氏
」
、
「
下
町
氏
」
と
あ
り
、
墓
碑
側
面
に
は
松
田
家
に

は

大
阪
市
南
区
の
戦
死
者
の
父
が
、
下
町
家
に
は
大
阪
府
南
河
内
郡
金
岡
村
の
戦
死

者
の
母
と
次
男
が
「
昭
和
八
年
五
月
十
七
日
建
之
」
と
刻
ん
で
あ
る
。

　
つ

ま
り
こ
の
二
基
を
含
む
二
列
の
墓
碑
は
、
陸
軍
が
建
て
た
の
で
は
な
く
、
遺
族

が
経
費
を
負
担
し
て
真
田
山
陸
軍
墓
地
内
に
建
立
を
認
め
ら
れ
た
墓
碑
で
あ
る
と
い

う
点
で
、
陸
軍
墓
地
と
し
て
は
当
時
例
外
的
な
墓
碑
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
二
基

を
含
む
二
列
の
一
画
は
、
ほ
と
ん
ど
が
満
州
事
変
で
の
戦
死
者
で
、
死
亡
時
期
、
場

所
は
異
な
る
が
「
匪
賊
」
と
の
戦
い
で
勇
敢
に
闘
い
死
ん
だ
と
刻
ん
で
あ
る
。
な
ぜ

こ
う
し
た
墓
碑
建
立
が
認
め
ら
れ
た
の
か
。
そ
の
理
由
は
、
戦
死
し
た
事
由
に
よ
る

の

で
は

な
い
か
、
と
考
え
て
一
九
三
二
年
九
月
一
一
日
の
「
満
洲
国
」
寛
旬
県
の
戦

闘
に
つ
い
て
調
べ
た
。
そ
こ
で
満
洲
国
史
編
纂
刊
行
会
編
『
満
洲
国
史
（
総
論
）
』

（財
団
法
人
満
蒙
同
胞
援
護
会
発
行
、
一
九
七
〇
年
六
月
）
の
三
二
五
～
三
二
六
頁

に
次
の
記
述
を
見
つ
け
た
。

　
　
（
「
満
洲
国
」
　
　
筆
・
者
註
）
建
国
当
初
の
東
辺
道
地
帯
に
は
大
し
た
反
乱
は
な

　
　
か
っ

た
が
、
山
岳
重
畳
し
、
北
鮮
と
接
壌
す
る
地
の
利
が
あ
り
、
反
満
抗
日
の

　
　
兵

匪
は
、
漸
次
本
地
区
に
蝟
集
し
始
め
た
。
（
中
略
）
一
九
三
二
年
四
月
二
八

　
　
日
興
京
駐
屯
の
歩
兵
第
二
団
第
三
営
長
の
李
春
潤
が
反
乱
し
た
の
で
、
干
正
山

　
　
軍
が

こ
れ
を
撃
援
し
た
と
こ
ろ
、
大
刀
会
匪
王
桐
軒
も
こ
れ
に
合
流
し
て
勢
い

　
　
盛
ん

と
な
っ
た
の
で
、
六
月
に
入
り
靖
安
遊
撃
隊
の
来
援
を
得
て
こ
れ
を
駆
逐

　
　
し
た
。
こ
れ
よ
り
先
、
歩
兵
第
二
団
長
唐
聚
伍
が
反
乱
し
て
、
東
北
民
衆
救
国

　
　
軍
総

司
令
と
な
り
、
四
月
二
六
日
大
刀
会
総
法
帥
王
鳳
閣
と
結
ん
で
、
二
万
の

　
　
大
軍
を
も
っ
て
通
化
県
域
を
包
囲
、
日
本
領
事
館
に
籠
城
し
た
日
本
人
は
、
一

　
　
時
全
滅
の
危
機
に
瀕
し
た
が
、
干
正
山
軍
と
靖
安
遊
撃
隊
が
共
同
来
援
し
て
包

　
　
囲
を
解
い
た
。
引
き
続
き
干
正
山
軍
は
日
本
軍
と
共
同
し
て
唐
聚
伍
の
残
兵
を

　
　
討
伐
、
帰
順
と
武
装
解
除
多
数
と
い
う
戦
果
を
挙
げ
た
。
唐
聚
伍
は
北
平
に
逸

　
　

走

し
た
の
で
、
大
体
同
年
一
二
月
を
も
っ
て
東
辺
道
の
第
一
次
粛
正
を
完
了
し

　
　

た
。
（
差
別
的
表
現
を
含
む
が
執
筆
者
の
認
識
を
示
す
た
め
そ
の
ま
ま
引
用
し

　
　

た
　
　
筆
者
註
）

　

こ
の
一
連
の
戦
闘
を
、
当
時
日
本
軍
で
は
「
第
一
次
東
辺
道
討
伐
」
と
呼
ん
で
い

た
。

　
一
九
三
一
年
九
月
、
関
東
軍
は
抗
日
の
態
度
を
強
め
る
張
学
良
を
倒
し
て
全
満
州

を
支
配
す
る
た
め
、
柳
条
湖
事
件
を
お
こ
し
軍
事
行
動
を
開
始
し
た
（
満
州
事

変
）
。
翌
年
三
月
に
、
日
本
の
軍
部
は
清
朝
の
廃
帝
博
儀
を
執
政
（
の
ち
に
皇
帝
）

に
む
か
え
て
「
満
州
国
」
を
つ
く
り
あ
げ
た
。
そ
し
て
同
年
九
月
、
日
本
政
府
は
日

満
議
定
書
に
調
印
し
て
「
満
州
国
」
を
承
認
す
る
と
同
時
に
、
完
全
な
日
本
の
支
配

下
に

お

い

た
。
こ
れ
に
対
し
て
中
国
の
東
北
軍
の
将
軍
た
ち
が
正
規
軍
部
隊
で
抗
戦

し
た
が
、
伝
統
的
な
宗
教
的
武
装
組
織
「
大
刀
会
」
や
「
紅
槍
会
」
は
農
民
を
組
織

し
て
こ
れ
に
合
流
、
各
地
の
「
馬
賊
」
や
民
族
主
義
者
、
社
会
主
義
者
ら
も
加
わ

り
、
日
本
の
植
民
地
支
配
か
ら
の
独
立
を
め
ざ
す
朝
鮮
人
も
参
加
し
た
抗
日
勢
力
は

巨
大
な
流
れ
を
作
り
つ
つ
あ
っ
た
。
和
田
春
樹
『
金
日
成
と
満
州
抗
日
戦
争
』
（
平

凡

社
、
一
九
九
二
年
三
月
）
で
は
、
そ
の
推
移
を
次
の
簡
潔
な
記
述
で
描
い
て
い

る
。

　
　
（
一
九
三
二
年
　
　
筆
者
註
）
五
、
六
月
全
東
北
で
抗
日
義
勇
軍
の
総
兵
力
は

　
　
四
〇

万

を
越
え
た
と
見
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
軍
は
ま
す
ま
す
増
強
さ

　
　

れ
、
次
第
に
義
勇
軍
は
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
く
。
三
二
年
一
二
月
、
黒
龍
江
省

　
　
内
の
蘇
柄
文
と
馬
占
山
の
部
隊
が
ソ
連
領
に
脱
出
し
た
。
同
月
、
二
道
河
子
の

　
　
救
国
軍
副
指
揮
部
が
壊
滅
し
、
丁
超
は
降
伏
し
た
。
三
三
年
一
月
、
日
本
軍
と

　
　
の

戦
闘
に
敗
れ
た
李
杜
、
王
徳
林
ら
も
部
隊
を
率
い
て
ソ
連
領
に
逃
れ
た
。
こ

　
　

こ
で
中
国
人
正
規
部
隊
を
中
核
と
す
る
序
幕
の
抵
抗
戦
が
終
わ
っ
た
。
（
七
九

　
　
頁
）

　
巨
大
な
抗
日
の
流
れ
を
断
ち
切
る
の
が
、
こ
の
時
期
の
一
連
の
日
本
軍
の
作
戦
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
日
満
議
定
書
調
印
の
直
前
に
、
朝
鮮
に
近
い
満
州
に
は
抗
日
勢
力
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車列召御造

主
乱
鎖
郎
も
詔
町
週
刺

　
　
近
づ
く
晴
の
日
を
ひ
か
へ
て

　
　
　

　
　
あ
す
か
ら
四
日
間

ロ
駆
秦
に
轡
－
下
の
昔
ぎ
歪
と
勇
・
宵
用
に
竺
漕
ス
6
謹
つ
三
ぎ
尋
R
・
…

暮
・
欝
な
墨
≦
A
ひ
・
い
よ
ー
＋
日
ξ
†
吉
に
　
ボ
ぱ
ξ
妻
旨
ポ
熔
長
劉
甑
駅
と
し
て
鱈
郵
震
】

か
け

鵠
‖
麿
お
い
て
㌣
。
艮
課
監
塚
が
渡
れ
る
　
燦
牢
n
意
．
㌢
ら
礼
羅
礼
ξ
之
詳
。
欝
川
…

　
　
☆
　
　
　
　
肴
　
　
　
　
ぽ
モ
⇔
昌
ボ
な
緊
‡
f
ミ
‘
つ
て
ゐ
る

列
巾
欝
は
憂
，
色
の
胃
■
‘
窮
三
■
n
に
，
前
に
嶺
糸
オ
、
蘂
　
　
　
　
　
　
　
（
】
　
　
　
．
　
　
　
“

に
に
　
り
ぼ
か
ば
に
さ
れ
の
を
ハ
　
ズ
ツ
　
ロ
で
ヨ
さ
れ
た
も

？
°
馴
n
濯
奈
θ
」
」
し
て
黛
防
゜
自
塁
で
　
5
．
阜
．
蔦
叉
目
垣
ス
ヒ
，
，
轟
a
？
L
て
呈

る
止
言
と
り
嵩
方
し
美
鈴
が
心
（
蜀
ξ
て
ゐ
る
　
　
胃
工
で
ξ

　
　
ロ
　
　
　
ヒ
　
　
ヒ
　
カ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヵ
　
　
　
コ
　
　
く
カ

媒頒川
託
眺
蕊
講
“
斗
闘
樋
肋
鐸
賠
鯵
欝
曄
幹
嬬
躍
鰻
躍
枠
門
で
そ

十
覧
η
W
・
口
禄
　
午
的
一
町
一
〕
十
9
大
版
n
で
十
六
、
十
七
敵
n
に
　
　
　
　
夏
兄
ー
柵
沁
肌
問
、
品
川
R
欝
廊
梶
山
唇
二
▲
栢
怖
ー
頂
熔
閥
・

ほ

ー
り
区
削
畷
村
㍑
れ
ろ
・
票
ロ
炎
か
ら
　
－
浪
欝
・
煕
　
　
　
商
松
属
原
髭
八
ー
八
▲
目
1
↓
颪
簡
・
名
‖
‡

m
幹
け
巾
狼
恥
ら
が
■
り
こ
む
が
・
応
小
ー
　
　
　
力
卸
輿
に
は
　
　
　
m
惑
二
▲
ヲ
原
1
ー
大
5
、
冑
小
晒
口
員
掃
轡
π
捷
商

聞　　　薪　　　目 朝

騨騰羅羅
藷者麟講曇1蟻

llll糠1灘1》1

大
阪
出
身
の
三
勇
士

肚
烈
・
職
死
を
遂
ぐ

　
　
　
　
寛
旬
縣
で
大
匪
賊
團
と
激
戦

　
　
　
　
　
　

わ
が
軍
の
職
死
八
名

“万一

、

…
…
－
－
°
…
…
…
°
ー

＾
・
言
誤
篶
寵
”
三

工這
潅
は
冷
は
」

三

松
川
一
等
兵

間・

　
　
　
駕

『
よ
く
や
つ
た
－
』

　
　
　
三
勇
士
の
實
家

爵
螂

　
評
蜜
飽
一
苫
の
定
W
は
口
む

セ
　
馨
〒
図
で
開
蒙
を
“
↓
と
ー
い

◆
　
た
呈
り
の
聾
8
畷
厭
‘
に
し
て

　
父
要
■
さ
ん
ほ
桑
る

　
”
「
一
八
〇
手
て
†
、
よ
く
や
つ
て
（
れ

　
2
し
た
、
“
噛
か
ち
よ
’
♂
ぽ
を
（

弔
　
れ
2
し
た
か
ロ
ぐ
・
ら
や
、
に
口

　
（
た
め
に
生
き
て
は
日
h
ぬ
と
丙
い

　
て
、
て
ゐ
三
1
た
、
本
人
も
事
笥
で

〔
　
　
う
　
　
　

　
．
お
い
巡
ん
は
わ
が
子
の
冒
●
を
祐
つ

　
て
草
O
氏
㌘
蒔
て
卦
争

の
で

く
や
を
ご
ろ
ー
1
情
も
こ
古
い

ユ
せ
ん
ふ

下
町
一
等
兵

爾
何
暑
大
沖
富
・
下
旬

■
一
竺
2
の
齢
霞
・
い
工
§

“腔鱈
㍊
縫
許
い

は
入

宮
ま
で
評
巻
町
東
－
一
了
悟

商
熔
ト
挙
三
ま
方
で
齪
高
蜜
の
脚

め
も
⇔
で
あ
つ
た
・
名
勲
の
厭
肥
の
駅

を

Ψ
寸
｝
鵬
恒
、
ま
Z
！
は
け
な
げ
に

辟
ら

「只
（
，
軍
箆
か
ら
電
旬
情
か
渠
た
と
こ
ろ

て

†
、
亭
月
伎
じ
め
い
よ
く
自
分

た

ち
の
出
動
†
る
書
に
な
つ
た
．
目

－
し
い
齢
ぎ
を
」
て
n
る
と
の
，

眠
が
，
り
褒
し
尭
が
，
よ
く
や
つ
て

　
　
番
の
上
で
†
か
ら

③
里
同
も
句
η
の
こ
f
－
♪
1
8
』
り

，
せ
ん
一

ぽ

玉
凹
村
“
？
の
田
璽
に
し
そ

し
ん
で
ゐ
た
．
町
ぴ
〔
＝
§
O

“

日
に
入
同
A
可
内
月
U
遊
歯
m
罰
に

鴨
軌
L
て
⑰
射
岬
の
名
r
と
し
て
邑

ロ
　
て
ゐ
た
シ
の
て
あ
る

大
東
一
等
兵

図7　「大阪出身の三勇士　壮烈・戦死を遂

　　　ぐ」と大きく報じた「大阪朝日新聞」

　　　1932年9月13日号

図8故陸軍上等兵卒魏蟻下町喜一郎之墓

　　　（Bブロック25－7）

を
鎮
圧
す
る
た
め
、
朝
鮮
に
駐
屯
し
て
い
た
日
本
軍
の
一
部
も
出
動
し
て
い
た
。
こ

れ

が

「第
一
次
東
辺
道
討
伐
」
と
当
時
の
日
本
軍
が
呼
ん
だ
軍
事
行
動
の
内
容
で
あ

っ
た
。

　

こ
う
し
た
緊
迫
し
た
状
況
下
で
、
「
満
州
国
」
遼
寧
省
寛
旬
県
太
平
哨
で
守
備
し

て

い

た
日
本
軍
が
抗
日
軍
に
攻
撃
さ
れ
た
。
松
田
、
下
町
両
一
等
兵
が
戦
死
し
た
の

は
、
こ
の
時
の
戦
闘
で
あ
っ
た
。
一
九
三
二
年
九
月
一
三
日
付
の
『
大
阪
朝
日
新

聞
』
は
、
戦
死
者
の
大
き
な
顔
写
真
と
と
も
に
、
五
段
に
及
ぶ
記
事
を
掲
載
し
て
い

る
。　

　
寛
旬
県
太
平
哨
附
近
に
数
日
来
匪
賊
約
三
千
五
百
名
襲
撃
し
、
寛
旬
城
を
奪
還

　
　
せ
ん

と
し
ば
し
ば
わ
が
軍
を
攻
撃
し
て
く
る
の
で
わ
が
軍
で
は
討
伐
中
十
一
日

　
　
午
前
⊥
ハ
時
ご
ろ
約
一
千
名
の
匪
賊
太
平
哨
へ
攻
撃
し
来
り
わ
が
軍
は
激
戦
二
時

　
　
間
の
後
、
こ
れ
を
撃
退
し
た
が
、
再
び
逆
撃
し
来
り
、
わ
が
軍
は
激
戦
一
時
間

　
　
半
の
後
こ
れ
を
撃
退
し
、
敵
は
死
体
四
十
、
負
傷
者
多
数
を
残
し
て
潰
走
し
た

　
　
が
、
わ
が
軍
も
下
士
一
名
、
兵
七
名
戦
死
し
、
重
傷
兵
一
名
、
軽
傷
兵
二
名
、

　
　
将

校
二
名
を
出
し
た
、
敵
の
遺
棄
死
体
の
中
か
ら
第
四
旅
長
の
死
体
が
発
見
さ

　
　
れ

た
（
平
壌
電
報
）
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記
事
の
見
出
し
は
四
行
に
わ
た
り
、
「
大
阪
出
身
の
三
勇
士
／
壮
烈
・
戦
死
を
遂

ぐ
／
寛
旬
県
で
大
匪
賊
団
と
激
戦
／
わ
が
軍
の
戦
死
八
名
」
と
大
き
い
扱
い
で
、
さ

ら
に
「
『
よ
く
や
っ
た
…
…
』
／
三
勇
士
の
実
家
」
の
見
出
し
の
後
、
「
戦
死
者
中
大

阪
出
身
の
三
勇
士
の
実
家
を
訪
ね
る
」
で
大
阪
出
身
の
三
人
の
兵
士
の
写
真
と
遺
族

の
談
話
を
載
せ
て
い
る
。

　
真

田
山
の
墓
碑
は
二
基
な
の
で
、
大
阪
出
身
の
兵
士
三
人
が
死
ん
だ
こ
と
と
の
関

係
も
気
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
新
聞
の
遺
族
の
記
事
や
墓
碑
銘
文
を
手
が
か
り
に
、
遺

族

を
探
し
た
。
そ
し
て
戦
死
し
た
下
町
一
等
兵
の
弟
に
連
絡
が
つ
き
、
話
を
聞
く
こ

と
が
で
き
た
。

　
〔
E
〕
満
州
事
変
で
抗
日
軍
と
の
戦
闘
で
戦
死
し
た
歩
兵
砲
射
手
の
弟
の
話

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
大
阪
府
堺
市
在
住
／
下
町
治
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
二
〇
〇
二
年
二
月
一
日
聞
き
取
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
・
墓
地
B
ブ
ロ
ッ
ク

　
　
　
私

は
大
正
二
年
一
〇
月
一
五
日
に
生
ま
れ
、
南
河
内
郡
金
岡
村
（
現
在
堺

　
　
市
）
で
育
ち
ま
し
た
。
父
は
早
く
死
に
、
母
が
呉
服
の
行
商
を
し
な
が
ら
兄
と

　
　
私
を
育
て
て
く
れ
ま
し
た
。
兄
は
当
時
堺
の
市
内
の
建
具
商
で
働
い
て
い
て
、

　
　
母
も
や
っ
と
少
し
生
活
が
楽
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
兄
が
軍
隊
に
入
る
こ
と
に
な

　
　
り
ま
し
た
。
普
通
だ
と
堺
の
人
は
歩
兵
三
七
聯
隊
に
入
る
の
で
す
が
、
何
年
か

　
　
に
一
回
は
朝
鮮
に
置
か
れ
て
い
た
七
八
聯
隊
に
入
り
ま
す
。
朝
鮮
軍
は
こ
う
し

　

　
て
各
地
か
ら
集
め
ら
れ
た
将
兵
で
編
成
さ
れ
ま
し
た
。
兄
は
た
ま
た
ま
そ
の
年

　
　
に
あ
た
っ
た
の
で
す
。
こ
の
七
八
聯
隊
は
、
朝
鮮
京
城
の
南
山
の
南
に
駐
屯
し

　
　
て
い
て
、
龍
山
部
隊
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

　
　
　
兄
は
そ
こ
で
機
関
銃
を
担
当
し
て
い
ま
し
た
。
朝
鮮
か
ら
満
州
に
出
動
し
た

　
　
時
に
は
二
二
歳
で
、
歩
兵
砲
の
射
手
を
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
歩
兵
砲
は
、
三

　
　
～
四
人
で
一
組
に
な
り
、
観
測
・
砲
弾
充
填
・
射
手
と
分
担
し
ま
す
が
、
そ
こ

　
　
が
や
ら
れ
て
一
緒
に
戦
死
し
た
、
と
聞
き
ま
し
た
。
下
士
官
も
一
人
い
た
そ
う

　
　
で
す
。

　

母
は
当
時
四
八
歳
で
し
た
。
一
時
は
す
っ
か
り
気
落
ち
し
て
い
ま
し
た
。
し

か

し
村
で
は
名
誉
の
戦
死
だ
と
い
っ
て
、
村
の
中
に
あ
っ
た
本
家
を
初
め
村
を

挙
げ
て

色
々
し
て
く
れ
ま
し
た
。
村
の
は
ず
れ
の
黒
土
と
い
う
と
こ
ろ
に
村
の

共
同
墓
地
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
中
に
は
下
町
家
の
代
々
の
遺
骨
を
埋
葬
し
て

い

る
お
墓
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
兄
の
た
め
に
、
わ
ざ
わ
ざ
共
同
墓
地
の
入

口

の
い

い

地
所
を
提
供
し
て
く
れ
て
、
先
の
尖
っ
た
陸
軍
墓
地
の
墓
碑
と
同
じ

形
の
単
独
の
墓
碑
を
建
て
て
く
れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
一
緒
に
大
阪
出
身
者
が
三
人
死
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
し
た
か
ら
、

母

は
松
田
さ
ん
と
大
東
さ
ん
の
家
を
訪
ね
て
、
一
緒
に
真
田
山
陸
軍
墓
地
に
も

祀

る
相
談
を
し
た
よ
う
で
す
。
松
田
さ
ん
は
大
阪
市
内
で
大
丸
百
貨
店
を
東
に

入
っ
た
と
こ
ろ
で
理
髪
店
を
し
て
い
ま
し
た
。
た
だ
し
、
松
田
さ
ん
は
養
子
だ

っ

た
そ
う
で
、
理
髪
店
を
し
て
い
た
ご
夫
婦
に
子
が
で
き
ず
、
兄
の
子
を
養
子

に

し
た
と
聞
き
ま
し
た
。
で
す
か
ら
お
墓
で
会
っ
た
と
い
う
松
田
さ
ん
の
遺
族

と
い
う
の
は
、
戦
死
し
た
松
田
さ
ん
の
実
の
兄
弟
の
家
族
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
私
も
電
話
で
話
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
大
東
さ
ん
の
家
は
東
成
区
猪

飼
野

に
あ
り
、
私
も
母
に
つ
い
て
い
っ
て
話
を
き
き
ま
し
た
。
大
東
さ
ん
の
お

父

さ
ん
は
籠
を
商
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
お
父
さ
ん
は
、
家
の
状
態
か
ら
、
わ

ざ
わ
ざ
別
の
新
し
い
お
墓
を
造
ろ
う
と
は
思
わ
な
い
、
と
の
こ
と
で
し
た
。

　

そ
れ
で
松
田
さ
ん
の
お
父
さ
ん
と
私
の
母
と
が
、
一
緒
に
真
田
山
陸
軍
墓
地

に
特
別
に
分
骨
で
墓
碑
を
立
て
さ
せ
て
ほ
し
い
と
願
い
出
た
よ
う
で
す
。
具
体

的
な
経
緯
は
、
母
が
い
な
い
の
で
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
満
州
事
変
で
の
壮
烈
な

戦
死
者
の
遺
族
と
い
う
こ
と
で
、
余
り
難
し
い
こ
と
も
な
く
立
派
な
お
墓
を
造

る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
で
し
た
。

　
そ
れ
か
ら
は
母
が
生
き
て
い
る
時
は
母
と
一
緒
に
、
母
が
亡
く
な
っ
て
か
ら

は

私
の

家
族
で
度
々
真
田
山
に
は
お
参
り
に
い
っ
て
ま
す
。
私
は
現
在
八
八
歳

で

す
が
杖
を
つ
け
ば
歩
け
ま
す
の
で
、
今
日
も
お
参
り
し
て
き
た
と
こ
ろ
で

す
。
お
正
月
前
と
春
秋
の
彼
岸
、
お
盆
に
は
必
ず
墓
参
し
、
そ
の
時
は
松
田
さ
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ん

の

と
こ
ろ
も
一
緒
に
お
参
り
し
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
も
お
参
り
し
て
く

れ
て

い

ま
す
。
孫
の
一
人
は
大
阪
市
内
に
い
て
、
こ
の
孫
も
よ
く
お
参
り
し
て

く
れ
て
い
ま
す
。

　
黒
土
の
村
の
共
同
墓
地
に
も
お
参
り
し
ま
す
。
兄
の
墓
碑
が
建
っ
た
の
で
、

そ
の
後
で
村
出
身
者
で
戦
死
し
た
人
も
、
兄
の
墓
地
に
並
ん
で
軍
人
の
墓
碑
を

建
て
て
も
ら
い
ま
し
た
。
今
も
十
数
基
並
ん
で
い
ま
す
。

　
家
に
は
仏
壇
の
中
に
あ
る
、
お
寺
さ
ん
に
書
い
て
も
ら
っ
た
先
祖
の
死
者
の

帳
面

に
兄
の
名
前
も
書
か
れ
て
い
ま
す
。
四
歳
年
長
の
兄
は
働
き
者
で
、
煙
草

は

喫
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
私
は
煙
草
を
喫
う
の
で
、
何
と
な
く
お
参
り

し
た
時
は
、
煙
草
を
供
え
て
い
ま
す
。
ゆ
っ
く
り
兄
と
話
せ
る
よ
う
な
気
が
す

る
か
ら
で
す
。

　
死
ん

だ
時
は
一
等
兵
で
し
た
が
、
死
ん
で
か
ら
特
進
し
て
上
等
兵
に
な
り
ま

し
た
。
「
昭
和
七
年
九
月
十
一
日
十
二
時
三
十
分
」
と
い
う
日
時
は
、
今
で
も

忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

③
慰
霊
祭
参
加
遺
族
の
ア
ン
ケ
ー
ト

　
一
九
九
九
年
一
〇
月
二
六
日
、
霊
場
維
持
会
の
主
催
す
る
年
に
一
度
の
慰
霊
祭

が
、
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
納
骨
堂
前
で
開
催
さ
れ
た
。
参
加
者
は
霊
場
維
持
会
の

関
係
者
、
旧
軍
人
の
戦
友
会
、
地
元
の
町
会
役
員
、
自
治
体
関
係
者
、
自
治
体
の
議

員
、
本
門
仏
立
宗
清
風
寺
の
僧
侶
と
信
者
、
遺
族
会
代
表
と
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
に

埋
葬
・
納
骨
さ
れ
て
い
る
一
般
の
遺
族
ら
約
二
百
人
前
後
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
慰
霊
祭
を
映
像
と
し
て
記
録
す
る
こ
と
と
、
慰
霊
祭
に
参
加
し
た
遺
族
に
と

っ

て

の

旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
位
置
を
尋
ね
る
ア
ン
ケ
ー
ト
を
と
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
共
同
研
究
「
近
現
代
の
兵
士
の
実
像
」
の
メ
ン

バ

ー
の
内
の
六
人
が
、
霊
場
維
持
会
の
了
承
を
得
て
同
席
し
た
。

　
当
日
遺
族
受
付
の
隣
の
席
で
、
遺
族
の
参
加
者
に
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
を
配
布
し

た
。
慰
霊
祭
の
開
始
前
に
司
会
者
の
紹
介
を
得
て
、
簡
単
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
と
る
趣

旨
を
説
明
し
、
ア
ン
ケ
ー
ト
へ
の
協
力
を
訴
え
た
。
慰
霊
祭
終
了
後
、
受
付
で
記
入

さ
れ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
収
を
呼
び
か
け
、
一
部
は
そ
の
折
に
同
席
し
た
メ
ン
バ
ー

（
原
田
敬
一
、
高
木
博
志
、
新
井
勝
紘
、
一
ノ
瀬
俊
也
、
粟
津
賢
太
と
筆
者
）
が
聞

き
と
っ
た
も
の
を
記
入
し
た
。
こ
う
し
て
一
八
人
の
遺
族
か
ら
得
た
回
答
を
、
筆
者

が
一
覧
表
に
ま
と
め
た
も
の
が
表
1
で
あ
る
。

　
当
日
の
遺
族
の
参
加
者
数
は
正
確
に
は
分
か
ら
な
い
が
、
慰
霊
祭
で
の
着
席
状
況

か

ら
見
て
百
人
内
外
と
思
わ
れ
る
。
机
も
無
い
と
こ
ろ
で
書
い
て
回
答
し
て
く
れ
た

の

は
、
当
日
参
加
し
た
遺
族
の
中
で
も
死
者
追
悼
に
強
い
意
識
が
あ
る
人
た
ち
で
あ

ろ
う
。
た
だ
聞
き
と
り
を
し
た
分
を
含
め
て
一
八
件
と
い
う
回
答
数
な
の
で
、
こ
の

分
析
か

ら
遺
族
全
体
の
意
識
を
見
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
一
部

と
は
言
え
熱
心
に
慰
霊
祭
に
参
列
し
て
い
る
遺
族
の
意
識
や
傾
向
を
読
む
こ
と
は
可

能
な
デ
ー
タ
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
表
1
の
な
か
か
ら
読
み
を
と
れ
る
こ
と
を
幾
点
か
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き

た
い
。
先
ず
表
1
に
よ
っ
て
、
戦
争
別
死
者
の
階
級
と
墓
碑
の
有
無
を
調
べ
た
も
の

が
表
2
で
あ
る
。
回
答
が
あ
っ
た
一
八
人
中
、
戦
争
別
で
一
番
多
か
っ
た
の
は
日
露

戦
争
で
あ
っ
た
。
九
五
年
前
の
戦
死
者
の
孫
や
甥
が
、
日
中
戦
争
と
ア
ジ
ア
太
平
洋

戦
争
で
の
戦
死
者
の
妻
や
兄
弟
姉
妹
よ
り
回
答
数
で
多
か
っ
た
の
は
、
予
想
外
の
数

字
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
一
二
二
年
前
の
西
南
戦
争
の
遺
族
も
一
人
だ
が
回
答
を
寄
せ

て

い

た
の
に
対
し
、
日
清
戦
争
の
遺
族
か
ら
は
回
答
が
全
く
な
か
っ
た
。
表
2
の
西

南
戦
争
、
日
露
戦
争
の
死
者
の
人
数
を
階
級
別
に
合
計
す
る
と
、
将
校
が
三
人
で
記

入

な
し
が
五
人
で
あ
る
。
少
な
い
回
答
数
か
ら
の
推
測
で
は
あ
る
が
、
将
校
の
子
孫

が

「偉
か

っ

た
祖
先
」
と
し
て
語
り
継
が
れ
て
慰
霊
祭
に
参
加
し
て
い
る
場
合
が
多

い

と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
中
戦
争
や
ア
ジ
ア
太

平
洋
戦
争
で
は
妻
が
二
人
、
姉
妹
が
二
人
、
兄
が
一
人
、
子
が
一
人
で
戦
死
者
を
直

接
知
る
遺
族
が
、
兵
士
で
あ
っ
た
故
人
を
偲
ん
で
慰
霊
祭
に
参
加
し
て
い
る
と
言
え

よ
う
。

　
ま
た
納
骨
堂
の
遺
骨
数
は
個
別
の
墓
碑
の
あ
る
約
五
千
人
の
約
八
倍
も
あ
る
が
、
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慰
霊
祭

に
参
加
し
て
ア
ン
ケ
ー
ト
に
答
え
て
く
れ
た
の
は
、
殆
ん
ど
が
墓
碑
の
あ
る

遺
族
で
あ
っ
た
。
納
骨
堂
内
の
骨
壼
に
も
、
分
骨
さ
れ
て
実
際
に
遺
骨
が
入
っ
て
い

る
場
合
も
多
い
が
、
や
は
り
追
悼
の
拠
点
と
し
て
死
者
の
名
が
墓
碑
の
銘
文
に
刻
ま

れ
て

い

る
こ
と
が
、
遺
族
に
と
っ
て
は
慰
霊
祭
に
参
加
す
る
大
き
な
要
因
に
な
っ
て

い

る
と
推
測
さ
れ
る
。

　
年
代
別
慰
霊
祭
参
加
回
数
を
ま
と
め
た
の
が
表
3
で
あ
る
。
性
別
で
は
男
子
一
〇

人
、
女
子
六
人
と
男
子
の
回
答
者
の
方
が
多
か
っ
た
が
、
こ
れ
が
＝
疋
の
傾
向
を
示

す
の
か
、
た
ま
た
ま
回
答
者
に
男
子
が
多
か
っ
た
の
か
は
、
こ
の
人
数
か
ら
で
は
ど

ち
ら
と
も
い
え
な
い
。
た
だ
男
女
と
も
七
〇
歳
代
が
一
番
多
く
、
慰
霊
祭
の
参
加
者

の

年
代
層
の
傾
向
を
示
し
、
全
体
と
し
て
高
齢
者
が
中
心
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。　

霊
場
維
持
会
の
慰
霊
祭
参
加
回
数
で
は
、
五
⊥
ハ
パ
ー
セ
ン
ト
の
人
が
ず
っ
と
参
加

し
て
い
る
と
答
え
て
い
る
が
、
一
七
パ
ー
セ
ン
ト
と
は
い
え
初
め
て
参
加
し
た
と
の

回
答
も
あ
る
。
霊
場
維
持
会
の
継
続
し
た
慰
霊
祭
が
、
少
し
ず
つ
と
は
い
え
追
悼
行

事
へ
の
新
た
な
参
加
者
を
組
織
し
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
数
字
と
言
え
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

　
家
で
の
祭
祀
で
は
、
神
式
の
一
人
と
記
入
の
な
い
四
人
を
除
く
と
、
全
員
仏
壇
に

祭

ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
位
牌
に
つ
い
て
は
、
宗
派
に
よ
っ
て
位
牌
を
置
か
な
い
も

の

も
あ
り
有
意
の
回
答
と
し
て
は
扱
え
な
か
っ
た
。
家
の
墓
で
の
扱
い
で
は
、
家
族

の

合

葬
墓
に
納
め
ら
れ
て
い
る
例
が
四
例
、
単
独
墓
碑
が
七
例
と
単
独
墓
碑
が
多
か

っ

た
が
、
そ
の
内
、
普
通
の
墓
碑
が
三
例
で
、
軍
人
の
墓
碑
型
三
例
と
同
数
あ
っ
た

こ
と
も
注
意
さ
れ
る
。
従
来
は
、
戦
死
し
た
軍
人
の
墓
は
合
葬
墓
で
は
な
く
、
陸
海

軍
の

墓
地

に
ひ
ろ
く
見
ら
れ
る
頭
部
が
四
角
錐
の
四
角
柱
の
軍
人
墓
碑
が
一
般
的
と

言
わ
れ
て
き
た
が
、
回
答
数
は
少
な
い
が
必
ず
し
も
そ
う
は
言
え
な
い
こ
と
が
今
回

の
ア

ン
ケ
ー
ト
か
ら
推
定
さ
れ
る
。

　
町
や
村
な
ど
の
地
域
に
、
軍
人
だ
け
を
集
め
た
墓
地
が
あ
る
か
に
つ
い
て
は
四
件

あ
る
と
の
回
答
で
、
二
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
。
全
体
に
こ
の
割
合
で
あ
る
と
は

考
え
ら
れ
な
い
が
、
地
域
毎
に
軍
人
を
祀
る
墓
地
の
存
在
は
、
軍
の
作
っ
た
陸
海
軍

墓
地

と
の
関
係
も
含
め
、
今
後
の
検
討
課
題
を
示
し
て
い
る
。

　
慰
霊
祭
に
参
加
し
た
遺
族
の
半
数
が
、
遺
骨
を
主
に
埋
め
た
場
所
に
つ
い
て
回
答

図9　野田村遣族会建立の墓碑（Hブロック）一一二列で内側に向かい合わせに建ててあり、

　　　墓前に花台と線香立てが付いている。
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真田山に 追　悼　に　つ　い　て

　　　　　納骨堂

墓碑あり　に遺骨

家での祭祀は

仏壇、位牌

　家の墓では

合葬墓　単独墓

町や村に軍人の

墓地

有　　　無

遺骨を主

に埋めた

のは

護靖千
国国鳥
神神ケ
社社淵

真田山に次代も参詣する

か、一番死者を身近に感

じるのはどこか、その他

○ ○　　○ ○ 　○

富山市

真田山 CCD
次代に引き継がれる、真

田山が一番死者を身近か

に感じる

○ 神式 一 一 一 一

次代に引き継がれる

○ ○　　×
　　○

（軍人墓碑）
○ 実家の墓 BBD 真田山が一番死者を身近

かに感じる

○ ○　　○ 墓あり ○ 一 DDD 自分が死ねばお参りには

来なくなるだろう

○ ○　　○ ○ ○

京都の

西大谷本

願寺

BCD
次代に引き継がせる、国の

ために尽した英霊を祀り記

念することに努めたい

○ ○
　　○
（普通の墓碑）

一 一 AB一
強制的にでもお参りはさ

せる

○ 一 　 ○
高野山

のお墓 DDD 私が元気な間は欠かさず

お参りしたい

○ 一 一 ○ 真田山 CCD
真田山が・一番死者を身近

かに感じる

○ ○　　○
　　○

（軍人墓碑）
○

北野田の

先祖代々

の墓
DDD

次代に引き継がれる、北

野田の墓地で死者を一番

身近に感じる

○

（分骨）
○ ○ ○

京都の

東本願寺 ABD 次代に引き継がれる

一 ○　　○ 一 ○ 一 BCC
靖国神社で死者を一番身

近かに感じる、次代には

引き継げない

一 ○
　　○
（普通の墓碑）

一 一 一 一

一 ○　　○ ○ ○ 家のお墓 BCD
仏間に居る時一番死者を

身近かに感じる、次代に

引き継がれる

一 ○　　○ 　　○
（普通の墓碑）

一 一 AAA 靖国神社で死者を…番身

近かに感じる

○ ○ 一 一 真田山 AAA 真田山が一番死者を身近

かに感じる

○　　　○ 一 一 ○ 一 C－一
次代に引き継がれる

○ 一

　　○

（軍人墓碑）
○

難波高島屋の近く
　 B－一

次代に引き継がれる

○ ○　　○ ○ ○ 一 DDD 一
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表1　旧真田山陸軍墓地の慰霊祭に参加した遺族からのアンケート結果一覧（死亡時順、一部推定を含む）

整理

戦死者・ 戦病死者・公務傷病死者のデータ 慰霊祭参加遺族のデータ 真田山の慰霊祭参加は

番号 　　氏名

（死亡時年齢） 階級

　死亡年月日

死亡原因・場所

a既婚

b独身 職業
住所　　　　　　（性別

死者との関係

　　・年齢）
ずっと　時々　初めて

1 磯野篤之
　　（28）

陸軍中尉
明治1α3．29

西南戦争田原坂
b 京都御所

守衛
大阪市天王寺区 姉の孫

（男・77）
○

2● 島川松之助

　　（一） 一
明治37．822

　　一
一 一 尼崎市東園田町 　孫

（女・一）
○

3 国富御楯麿

　　（25）
陸軍大尉 明治378．23

旅順攻撃戦

b 職業軍人 神戸市北区 　一
（男・79）

○

4 下村繁蔵
　　（28）

一
明治37．8．13

　　一

　　a
妻と男児1人

一 東大阪市吉田 　孫
（女・70）

○

5● 松浦貞造
　　（25）

歩兵少尉
明治371α15

満州沙河戦死　祖父、
　a
父母、妻、長女

羊毛輸入

加工卸
高槻市塚原 　孫

（男・73）

○

6● 一
（一） 一 　　一

日露戦争で戦死
　 一 大阪市生野区 　甥

（男・80）

○

7 高城義孝
　　（一）

一 　　一
日露戦争で戦死

a
一

一 一 　一
（一・一）

○

8 一
（一） 一

　　一
金州南山で戦死

b
一 一

　甥
（男・76）

○

9● 植木健一
　　（27）

上等兵 昭和199．15

中支湖南省で病死

b 歯科技工

士

名古屋市百合ヶ丘 　妹
（女・77）

○

　●10 田中眞三郎

　　（30）
陸軍一等兵

昭和19．9．18

朝鮮木浦沖海上
　a
家族3人

地方官史 大阪市旭区 　妻
（女・84）

○

11 光谷政市
　　（33）

一等兵 昭和19．9．18

朝鮮木浦沖海上
　　　a
妻とお腹に一人

会社員 大阪市北区 　妻
（女・一）

○

12 一
（21） 一

　　一
マリアナで戦死

b
　 大阪市城東区

　姉
（女・79）

○

13 一
（一） 一 　　『

比島で戦死
b

一 『
　兄
（男・74）

○

14 一
（一） 一 　　一

フィリピンネグロス島4人家族

a
電話局 大阪市東住吉区 　子

（男・58）
○

15 一
（一）

上等兵 ： a
一

警察官 大阪市西成区 　甥
（男・一）

○

16 一
（27） 一 　　一

病死

b
一 吹田市片山町 　甥

（男・一）

0
2
回
目

　●17 片山朝景 兵士 　　『
戦死

一 一 一
　一
（一・一）

一

18 一
（一） 一 ： 『 一 和歌山県有田郡

祖父の伯父

（男・一）
○

（註）整理番号の「●」は参加者から聞きとったもの、他はアンケート用紙に記入されたもの。　「一」は無回答・無記入のもの。

　　「家の墓では」の項の「軍人墓碑」とは、四角柱と頭部が四角錐状の石碑のこと。　「追悼について」の項目中、　「A」はよく

　　行く、「B」は時々行く、「C」はめったに行かない、「D」は全く行かない、を意味する。
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表2　戦争別死者の階級と墓碑の有無

階　　級
計

墓碑の有無　　　　　　項目

戦争別 将校 兵士 記入なし 墓碑あり 納骨堂 記入なし

西南戦争 1 0 0 1 1 0 0

日清戦争 0 0 0 0 0 0 0

日露戦争 2 0 5※（い 7 7 0 0

　　　　※（21
日中戦 0 3 0 3 1 0 2

アジア太平洋戦争 0 3 0 3 0 0 3

記入なし 0 2 2 4
※（3）

4
※（3）

1 0

（註）※（1）には表1の整理番号8を日露戦争の死者と推定して含めた。

　　※（2）には、アジア太平洋戦争期の死者でも、中国での戦死者は日中戦争の

　　項目に含めた。

※（3）の合計は回答件数をこえるが

　　両方に数えた。

、表1の整理番号10の複数回答をそのまま

表3　真田山での霊場維持会主催慰霊祭への年代別参加頻度

性　　別 真田山慰霊祭への参加回数　　　　項目

年代別 男 女 記入なし
計

ずっと 時々 初めて 記入なし

80歳代 1 1 0 2 2 0 0 0

70歳代 5 3 0 8 4 2 2 0

60歳代 0 0 0 0 0 0 0 0

50歳代 1 0 0 1 0 0 1 0

記入なし 3 2 2 7 4 2 0 1

計 10 6 2 18 10 4 3 1

表4　旧真田山陸軍墓地以外の追悼空間への参詣頻度

Aよく行く B時々行く Cめったに行かぬ D全くいかぬ 記入なし

護国神社 4（3） 5（2） 3（1） 4（2） 2（2）

靖国神社 2（1） 3（3） 5（2） 4（2） 4（2）

千鳥ヶ淵戦没者霊園 2（1） 0（0） 1（1） 10（5） 5（3）

（註）各項目の（）内の人数は、真田山の慰霊祭にはずっと参加している、

　　数を示し、全体の回答の内数である。

と回答した人の回答人
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を
記
入
し
て
い
な
い
。
回
答
の
あ
っ
た
内
三
件
は
真
田
山
に
、
三
件
は
家
の
墓
に
、

残

り
の
三
件
は
高
野
山
や
本
願
寺
に
と
分
か
れ
て
い
た
。
た
だ
こ
の
件
で
は
、
遺
族

の

回
答
が
必
ず
し
も
事
実
を
そ
の
ま
ま
指
し
て
い
る
と
言
う
よ
り
、
遺
族
が
そ
う
理

解
し
て
い
る
と
受
け
と
っ
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　
慰
霊
・
追
悼
の
空
間
と
し
て
、
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
以
外
で
三
例
を
挙
げ
、
参
詣

の
頻

度
を
尋
ね
た
も
の
を
ま
と
め
た
の
が
表
4
で
あ
る
。
霊
場
維
持
会
の
慰
霊
祭
に

ず
っ
と
参
加
し
て
い
る
遺
族
が
半
数
以
上
を
占
め
て
い
る
母
数
か
ら
の
回
答
で
は
あ

る
が
、
地
元
の
護
国
神
社
に
は
「
よ
く
行
く
」
と
「
時
々
行
く
」
が
、
半
数
の
九
人

を
占
め
て
い
る
。
一
方
靖
国
神
社
で
は
、
「
よ
く
行
く
」
と
「
時
々
行
く
」
を
合
わ

せ
て

も
五
人
、
つ
ま
り
二
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
っ
て
い
て
、
護
国
神
社
の
半
分
ぐ
ら

い
の

割
合
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
「
全
く
行
か
な
い
」
と
の
回
答
は
、
護
国
神
社
・

靖
国
神
社
と
も
四
人
で
二
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
て
、
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
に

参
詣
す
る
場
合
と
の
意
識
の
差
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
た
だ
し
千
鳥
ヶ
淵
戦
没
者
霊
園
に
つ
い
て
は
、
霊
場
維
持
会
の
慰
霊
祭
に
参
加
し

て

い

る
遺
族
の
な
か
で
も
、
そ
の
存
在
が
余
り
認
識
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。

　
最
後
の
「
真
田
山
に
次
代
も
参
詣
す
る
か
」
は
、
次
世
代
へ
の
祭
祀
の
引
き
継
ぎ

が

そ
の
遺
族
の
場
合
に
可
能
か
否
か
に
つ
い
て
の
見
通
し
を
尋
ね
、
合
わ
せ
て
＝

番
死
者
を
身
近
か
に
感
じ
る
の
は
ど
こ
か
」
で
、
追
悼
の
場
に
真
田
山
が
ど
の
よ
う

な
位
置
を
占
め
て
い
る
か
を
問
う
項
目
で
あ
る
。
九
人
が
次
代
へ
の
引
き
継
ぎ
が
で

き
る
と
答
え
、
そ
の
内
三
人
は
強
く
そ
れ
を
望
ん
で
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
六

人
は
記
入
が
な
く
、
三
人
は
自
分
の
代
ま
で
で
終
り
真
田
山
で
の
祭
祀
は
継
続
で
き

な
い
と
考
え
て
い
る
と
回
答
し
て
い
る
。
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
引
き
継
げ
る
と
答
え

て

い

る
が
、
希
望
的
数
字
も
含
ん
で
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
死
者
を
一
番
身
近
に
感
じ
る
場
所
と
し
て
、
真
田
山
を
挙
げ
た
の
が
四
人
、
靖
国

神
社
が
二
人
、
村
の
墓
地
が
一
人
、
仏
間
に
居
る
時
が
一
人
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
こ

の
最
後
の
項
は
、
回
答
者
の
一
八
人
が
同
じ
次
元
で
で
は
な
く
、
八
人
は
九
五
年
以

上
も
昔
の
祖
先
に
つ
い
て
で
あ
り
、
六
人
は
半
世
紀
前
の
死
者
に
つ
い
て
の
追
悼
の

場

に
つ
い
て
な
の
で
、
一
括
し
て
傾
向
を
論
じ
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
な
お
整

理
番
号
1
1
の
夫
を
亡
く
し
た
妻
は
、
「
結
婚
し
て
半
年
足
ら
ず
で
夫
は
出
征
し
て
帰

っ

て

こ
な
か
っ
た
。
で
き
る
こ
と
な
ら
も
う
一
度
、
結
婚
当
時
に
戻
り
た
い
」
と
ア

ン
ケ
ー
ト
に
書
き
添
え
て
あ
っ
た
。
一
方
、
整
理
番
号
5
の
日
露
戦
争
で
戦
死
し
た

将
校
の

孫
は
、
「
宗
旨
、
宗
派
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
軍
人
に
も
限
定
せ
ず
、
国
の
為
に

尽
し
た
英
霊
を
忘
れ
ら
れ
な
い
よ
う
に
記
憶
し
、
祀
り
、
記
念
す
る
こ
と
に
微
力
を

捧
げ

た
い
」
と
、
慰
霊
祭
に
参
加
し
た
動
機
を
語
っ
て
い
る
。

④
戦
後
に
建
立
さ
れ
た
墓
碑
の
遺
族
の
声

　
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
は
、
陸
軍
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
、
第
四
師
団
経
理
部
が
管
掌

す
る
墓
地
で
あ
っ
た
か
ら
、
一
九
四
五
年
一
二
月
一
日
に
陸
軍
の
廃
止
に
伴
な
っ
て

本
来
の
意
味
で
の
軍
人
の
墓
地
建
立
は
終
了
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
戦
争
が
終
っ
て
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
の
各
地
か
ら
復
員
し
た
軍
人
・
軍

属
・
民
間
人
が
、
多
数
の
遺
骨
や
遺
品
を
持
ち
帰
る
と
、
そ
の
処
置
が
問
題
と
な
っ

た
。
遺
骨
や
遺
品
は
、
陸
軍
省
廃
止
後
に
旧
陸
軍
の
復
員
業
務
と
残
務
整
理
を
担
当

し
た
政
府
機
関
の
第
一
復
員
省
（
後
に
は
復
員
庁
、
さ
ら
に
そ
の
後
は
厚
生
省
）
の

地
方
世
話
部
に
保
管
さ
れ
た
場
合
が
多
か
っ
た
。
一
九
四
六
年
五
月
二
五
日
付
の
第

一
復
員
省
扶
助
業
務
部
長
か
ら
、
大
阪
地
方
世
話
部
長
に
宛
て
た
「
旧
陸
軍
墓
地
の

維
持
管
理
移
管
に
関
す
る
件
連
絡
」
の
中
に
、
こ
の
処
置
に
関
し
て
触
れ
た
添
付
別

紙
の

四
、
五
項
に
次
の
指
示
が
あ
っ
た
。

　
四
、
現
に
各
地
方
世
話
部
で
保
管
中
の
分
骨
（
分
髪
を
含
む
以
下
同
じ
）
は
遺
族

　
　
の
希
望
す
る
墓
地
に
納
骨
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
前
項
実
施
の
為
地
方
世
話
部
長
は
遺
族
に
就
い
て
其
の
希
望
す
る
墓
地
を
調
査

　
　
の
上

関
係
地
方
世
話
部
長
を
通
じ
て
当
該
墓
地
を
維
持
管
理
す
る
都
道
府
県
等

　
　
に
納
骨
を
依
頼
す
る
も
の
と
す
る
。

　

五
、
自
今
還
送
せ
ら
れ
る
遺
骨
に
就
て
は
遺
族
の
希
望
に
よ
り
其
の
居
住
地
都
道
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府
県
の
最
寄
墓
地
に
分
骨
を
納
骨
す
る
手
続
を
な
す
も
の
と
す

　
つ
ま
り
陸
軍
省
の
手
を
離
れ
た
後
も
、
遺
族
の
希
望
に
よ
っ
て
は
旧
陸
軍
墓
地
に

墓
碑
を
建
立
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
道
を
残
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
結
果
、

旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
に
も
、
戦
後
建
立
さ
れ
た
墓
碑
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
一
括
し

て
一
箇
所
に
集
め
ら
れ
て
は
い
な
い
。
ま
た
そ
の
墓
碑
の
形
や
大
き
さ
も
、
従
前
の

軍
の

規
定
と
は
異
な
っ
た
も
の
が
多
く
、
そ
れ
は
遺
族
の
意
向
に
よ
る
も
の
と
思
わ

れ

る
が
、
そ
の
遺
族
か
ら
の
聞
き
取
り
は
出
来
な
か
っ
た
。

　

こ
れ
と
は
別
に
、
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
に
は
「
大
阪
府
南
河
内
郡
野
田
村
遺
族

会
」
が
建
立
し
た
、
一
六
九
基
の
二
列
に
並
ん
だ
墓
碑
が
あ
る
（
H
ブ
ロ
ッ
ク
）
。

こ
の
墓
碑
は
一
九
四
八
年
九
月
二
四
日
に
一
括
し
て
建
立
さ
れ
た
が
、
そ
の
経
緯
に

つ
い
て

は
拙
稿
「
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
に
建
立
さ
れ
た
野
田
村
遺
族
会
の
墓
碑
一
六

九
基
に
つ
い
て
」
（
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
八
二
集
、
一
九
九
九
年

三

月
所
収
）
に
、
遺
族
か
ら
の
聞
き
取
り
を
含
め
て
報
告
し
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ

た
い
。

　

こ
の
資
料
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、
改
め
て
聞
き
取
り
に
ご
協
力
頂
い
た
遺
族
の

方
々
、
ア
ン
ケ
ー
ト
を
と
る
こ
と
に
ご
協
力
頂
い
た
霊
場
維
持
会
に
厚
く
感
謝
の
意

を
表
し
た
い
。

（関
西
大
学
非
常
勤
講
師
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（二

〇
〇
二
年
五
月
一
〇
日
受
理
、
二
〇
〇
二
年
七
月
二
日
審
査
終
了
）
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