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日
蓮
信
仰
と
石
原
莞
爾

野
　
村
　
佳
　
正

は
じ
め
に

　
戦
間
期
の
時
代
の
日
本
で
、
社
会
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
ア
ジ
ア
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
。
そ

の
代
表
的
な
も
の
は
、
満
州
事
変
の
立
役
者
と
い
わ
れ
る
関
東
軍
作
戦
参
謀
陸
軍
大
佐
石
原
莞
爾
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
石
原
は
、
深

く
日
蓮
教
学1

に
帰
依
し
て
、
そ
の
影
響
か
ら
ア
ジ
ア
主
義
と
軍
事
理
論
に
つ
い
て
確
信
を
深
め
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
日
蓮

信
仰
に
裏
付
け
ら
れ
た
彼
の
政
治
的
・
軍
事
的
信
念
を
石
原
イ
ズ
ム
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
石
原
イ
ズ
ム
こ
そ
満
州
事
変
立
案
の
基
礎
と
考
え

ら
れ
る
。
で
は
、
彼
の
日
蓮
信
仰
は
石
原
イ
ズ
ム
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
だ
ろ
う
か2

。

　
少
な
く
と
も
、
三
つ
の
点
か
ら
、
石
原
イ
ズ
ム
の
根
底
に
は
日
蓮
信
仰
が
見
て
取
れ
る
。
そ
れ
は
、
国
体
主
義
、
ア
ジ
ア
主
義
、
軍
事

理
論
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
石
原
は
戦
争
後
に
お
い
て
も
な
お
確
固
た
る
天
皇
論
者
で
あ
っ
た3

。
彼
の
エ
ト
ス
は
、
天
皇
に
忠
誠
を
誓
っ
た
軍
人
で
あ
る
か

ら
こ
の
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
他
方
、
日
蓮
聖
人
は
、「
遺
文
削
除
問
題
」
で
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
法
華
経
絶
対
論
者
で

あ
っ
て
も
天
皇
絶
対
論
者
で
は
な
か
っ
た
。
で
は
日
蓮
主
義
と
天
皇
制
を
如
何
に
関
係
づ
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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次
に
、
石
原
は
、
若
い
時
か
ら
中
国
と
の
提
携
が
必
要
と
考
え
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
隊
長
時
代
に
発
生
し
た

辛
亥
革
命
時
に
は
、
中
国
革
命
万
歳
を
中
隊
全
員
で
唱
和
し
た4

。
ま
た
、
後
年
、
満
州
事
変
後
に
、「
五
族
協
和
」
の
「
王
道
楽
土
」
を

満
州
に
築
こ
う
と
し
た
点
か
ら
み
て
も
、
ア
ジ
ア
主
義
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
。
確
か
に
、
日
本
が
満
州
を
直
接
支
配
し
搾
取
せ
ず
、
現

地
人
に
大
幅
な
自
治
を
認
め
た
の
は
、
外
国
か
ら
国
際
法
上
の
責
任
追
及
を
避
け
、
戦
後
処
理
を
容
易
に
し
て
、
開
発
を
活
発
化
さ
せ
る

と
い
う
政
治
上
の
理
由
は
も
ち
ろ
ん
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
石
原
は
心
か
ら
東
洋
的
道
義
心
に
基
づ
い
て
ア
ジ
ア
諸
民
族
が
一
体
化

し
共
栄
す
る
こ
と
を
祈
っ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
満
蒙
独
立
論
を
展
開
し
た
と
い
う
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
王
道
論
は
、
後

述
す
る
よ
う
に
、
彼
に
内
在
す
る
日
蓮
信
仰
の
成
熟
と
深
く
結
び
付
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
日
蓮
信
仰
と
ア
ジ
ア
主
義
は
ど
の
よ

う
に
結
び
つ
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
最
後
に
、
石
原
は
米
国
と
の
協
調
の
可
能
性
を
一
切
認
め
ず
、
日
米
最
終
決
戦
を
確
信
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
無
論
、
日
米
関
係
が

悪
化
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
日
米
戦
争
の
確
率
が
高
い
こ
と
は
、
欧
州
に
お
い
て
さ
え
も
多
く
の
識
者
が
指
摘
し
て
い
た5

。
し
か
し
な

が
ら
「
神
意
ナ
リ6

」
と
ま
で
は
断
定
で
き
る
ほ
ど
の
確
信
は
ど
こ
か
ら
く
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
確
信
の
背
景
に
は
「
前
代
未
聞
の

大
闘
諍
一
閻
浮
提
に
起
こ
る
べ
し7

」
と
い
う
日
蓮
の
予
言
に
導
か
れ
て
成
立
し
た
最
終
戦
争
論
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
で
は
、
彼
の
最
終
戦
争
論
に
至
る
軍
事
理
論
と
日
蓮
信
仰
は
ど
の
よ
う
に
監
消
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
さ
て
、
一
九
三
一
年
（
昭
和
六
年
）
に
勃
発
し
た
満
州
事
変
は
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
石
原
が
石
原
イ
ズ
ム
を
実
行
に
移
し
た
と
も
い

え
る
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な
理
想
郷
を
作
ろ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。『
満
洲
占
領
地
行
政
の
研
究8

』
か
ら
確
認
し
、
石
原
イ
ズ
ム
の
影

響
を
明
ら
か
に
す
る
。

１
　
日
蓮
信
仰
と
国
体
主
義

　
石
原
は
田
中
智
学
が
設
立
し
た
国
柱
会
の
会
員
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
彼
の
日
蓮
信
仰
の
背
景
に
は
、
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当
然
、
智
学
の
考
え
方
が
大
き
な
影
響
を
持
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
石
原
が
受
け
入
れ
た
智
学
の
国
体
観
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ

た
ろ
う
か
。

　
法
華
経
の
教
説
に
は
「
自
分
一
人
が
救
わ
れ
た
だ
け
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
。
世
を
あ
げ
て
、
一
切
衆
生
と
と
も
に9

」
救
わ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
蓮
は
、
日
本
に
「
世
界
第
一
の
本
尊
」
を
立
て
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
法
華
経
に
よ
っ
て
日
本

が
救
わ
れ
る
こ
と
を
念
願
し
た
。
そ
こ
で
、
日
蓮
に
よ
っ
て
「
法
華
経
は
日
本
の
魂
魄
で
あ
り
、
日
本
国
は
法
華
経
の
色
体10

」
と
な
っ
た

と
智
学
は
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
天
皇
を
中
心
の
日
本
国
体
と
法
華
経
を
い
か
に
結
び
付
け
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
実
は
、
天
皇
と
法
華
経
を
い
か
に
結
び
付
け
る
か
は
、
日
蓮
教
団
全
体
の
大
問
題
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
廃
仏
毀
釈
の
暴
風
に
さ
ら

さ
れ
、
帝
国
政
府
を
背
景
と
す
る
国
家
神
道
の
前
に
、
日
蓮
教
団
の
勢
い
は
風
前
の
灯
に
見
え
た
。
智
学
は
、
こ
の
天
皇
と
法
華
経
を
い

か
に
結
び
付
け
る
か
と
い
う
難
問
を
法
華
経
の
「
久
遠
実
成
」
と
い
う
概
念
と
日
本
書
紀
の
「
万
世
一
系
」
と
い
う
概
念
を
結
合
さ
せ
る

こ
と
に
よ
り
解
決
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　「
久
遠
実
成
」
と
は
、
釈
迦
は
35
歳
で
悟
り
を
開
い
た
の
で
は
な
く
、
永
遠
の
過
去
か
ら
仏
と
な
っ
て
輪
廻
転
生
を
繰
り
返
し
い
る
、

い
わ
ば
釈
迦
の
永
遠
性
を
讃
え
た
も
の
で
あ
る11

。
一
方
「
万
世
一
系
」
も
ま
た
、
天
皇
家
は
連
綿
と
続
い
て
い
る
こ
と
を
讃
え
た
も
の
で

あ
る
。「
久
遠
実
成
」
の
釈
迦
と
「
万
世
一
系
」
の
天
皇
は
そ
の
永
遠
性
お
い
て
同
義
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
、
日
蓮
信
仰
と
国
体
主
義
は

矛
盾
な
く
一
体
化
し
た
の
で
あ
る
。

　
日
蓮
信
仰
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
石
原
は
、
同
時
に
天
皇
主
義
者
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
法
華
経
と
天
皇
を
結
び
付
け
る
智
学
の

国
体
日
蓮
主
義
は
、
自
然
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

２
　
日
蓮
信
仰
と
ア
ジ
ア
主
義

　
智
学
は
、
日
本
書
紀
か
ら
「
八
紘
一
宇
」
を
取
り
出
し
た
。
こ
れ
は
、
日
本
の
皇
室
が
そ
の
高
度
の
道
義
性
に
依
拠
し
つ
つ
世
界
を
統
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合
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
八
紘
一
宇
」
と
い
う
概
念
は
、
事
実
と
し
て
「
大
東
亜
共
栄
圏
建
設
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
な
っ
て
い
っ
た
。

確
か
に
、
智
学
は
「（
日
蓮
聖
人
は
）
世
界
統
一
軍
の
大
元
帥
な
り
。
大
日
本
帝
国
は
ま
さ
し
く
そ
の
大
本
営
な
り
。
日
本
国
民
は
そ
の

天
兵
な
り
。12

」
と
位
置
付
け
た
。
で
は
、
は
た
し
て
彼
は
、
戦
前
期
か
ら
、
武
力
進
出
に
よ
る
南
方
地
域
に
お
け
る
「
大
東
亜
共
栄
圏
建

設
」
を
目
指
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
智
学
の
理
解
で
は
、
法
華
経
に
よ
る
高
度
の
道
義
性
を
持
つ
皇
室
が
人
類
の
法
王
庁
と
し
て
世
界
を
管
理
す
る
時
「
一
切
の
戦
争
道
具

は
み
な
不
要
と
な
る
。13

」、
そ
し
て
理
想
世
界
が
顕
現
す
る
の
で
あ
る
。
国
家
利
益
第
一
主
義
や
権
益
主
義
を
唾
棄
す
る
が
故
に
高
度
の
道

義
性
を
持
つ
皇
室
が
世
界
を
統
一
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
は
道
義
性
の
高
い
国
家
及
び
軍

隊
に
よ
る
戦
い
が
必
要
な
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
、
こ
の
考
え
は
石
原
の
容
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
満
州
に
お
け
る
戦
乱
も
、
そ
の
後
の
「
五
族
協
和
」、「
王
道
楽
土
」
た
め
と

し
て
、
実
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

３
　
日
蓮
信
仰
と
軍
事
理
論

　
石
原
は
、
欧
州
古
戦
史
特
に
フ
リ
ィ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
研
究
で
名
高
い
。
そ
し
て
、
こ
の
古
戦
史
研
究
か
ら
得
た
着
想

を
日
蓮
信
仰
に
よ
っ
て
確
信
に
変
え
て
い
っ
た
。
石
原
に
よ
れ
ば
、「
私
の
世
界
最
終
戦
争
に
対
す
る
考
は
か
く
て
、
１
日
蓮
上
人
に
よ

っ
て
示
さ
れ
た
る
世
界
統
一
の
た
め
の
大
戦
争
。
２
戦
争
性
質
の
二
傾
向
（
決
戦
、
持
久
）
が
交
互
作
用
を
な
す
こ
と
。
３
戦
闘
隊
形
は

点
よ
り
線
に
、
さ
ら
に
面
に
進
ん
だ
。
次
は
体
と
な
る
こ
と
。
こ
れ
ら
三
つ
が
重
要
な
因
子
と
な
っ
て
進
み
、
伯
林
留
学
中
に
は
全
く
確

信
を
得
た
の
で
あ
っ
た
。14

」
と
し
て
い
る
。

　
２
お
よ
び
３
は
古
戦
史
お
よ
び
現
在
の
変
化
を
考
え
れ
ば
、
演
繹
的
に
到
達
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
科
学
技
術
の
発
達
と
人
口
の
増
加
が

こ
れ
ら
を
可
能
に
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、「
現
在
及
将
来
ニ
於
ケ
ル
日
本
ノ
国
防
」
で
次
の
よ
う
に
結
論
し
た15

。
ま
ず
、
戦
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闘
は
個
人
単
位
の
飛
行
機
に
よ
る
立
体
的
活
動
と
な
る
。
次
に
、
国
家
の
す
べ
て
が
動
員
さ
れ
る
。
最
後
に
、
航
空
機
の
発
達
に
よ
る
殲

滅
戦
略
が
採
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
そ
の
上
で
1
が
重
要
と
な
る
。
石
原
は
、
飛
躍
的
に
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
東
西
両
文
明
ノ
総
合
ニ
依
リ
最
後
最
高
ノ
文
明

ヲ
創
造
シ
人
類
文
化
ノ
黄
金
時
代
ニ
入
ル
ベ
キ
関
門
タ
ル
人
類
最
後
ノ
争
闘
日
蓮
ノ
所
謂
『
前
代
未
聞
の
大
闘
諍
』
ハ
カ
ク
テ
吾
人
ノ
目

前
ニ
迫
リ
ツ
ツ
ア
リ16

」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
世
界
平
和
は
道
義
の
み
に
依
っ
て
は
達
成
で
き
ず
、「
戦
争
術
ノ
徹
底
セ
ル
進
歩
」
に
よ
る

『
大
前
代
未
聞
の
大
闘
諍
』
が
必
要
な
の
で
あ
っ
た
。
日
蓮
の
「
前
代
未
聞
の
大
闘
諍
一
閻
浮
提
に
起
こ
る
べ
し
」
と
い
う
予
言
が
い
か

に
大
き
な
も
の
か
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

　
石
原
に
と
っ
て
日
蓮
信
仰
は
、
国
体
観
、
ア
ジ
ア
主
義
そ
し
て
軍
事
理
論
を
束
ね
る
精
神
的
柱
石
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
背
景
に
満
州
事

変
に
突
き
進
む
の
で
あ
る
。
さ
て
、
日
蓮
信
仰
は
彼
の
み
の
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
無
論
こ
こ
ま
で
精
緻
に
は
理
論
づ
け
て
い

な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
当
時
の
日
蓮
信
仰
は
政
治
家
や
軍
人
等
幅
広
い
支
持
を
集
め
た
。
そ
し
て
、
天
皇
か
ら
日
蓮
は
立
正
大
師

の
称
号
を
下
賜
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
日
蓮
信
仰
の
広
が
り
を
見
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
石
原
の
国
体
観
、
ア
ジ
ア
主
義
そ

し
て
軍
事
理
論
は
多
く
の
共
感
を
得
た
の
で
あ
っ
た
。

４
　
石
原
イ
ズ
ム
と
『
満
洲
占
領
地
行
政
の
研
究
』

　
一
九
三
一
年
（
昭
和
六
年
）
に
勃
発
し
た
満
州
事
変
は
、
国
際
連
盟
に
よ
る
戦
争
違
法
化
体
制
を
ゆ
す
ぶ
っ
た
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ

て
い
る17

。
ま
た
、
同
時
に
こ
の
政
策
形
成
過
程
は
、
佐
官
級
及
び
尉
官
級
陸
軍
将
校
が
対
外
発
展
と
国
内
改
革
を
断
行
す
る
た
め
、
既
存

の
軍
事
指
導
層
お
よ
び
政
党
並
び
に
政
府
の
指
導
者
に
対
し
挑
戦
し
た
と
い
う
、
三
つ
巴
の
権
力
争
い
と
し
て
特
色
づ
け
ら
れ
て
い
る18

。

　
戦
争
違
法
化
体
制
の
も
と
、
日
本
国
内
で
も
戦
争
観
の
変
更
が
行
わ
れ
る
中
で
、
中
華
民
国
の
国
権
回
収
運
動
や
ソ
連
に
よ
る
共
産
主
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義
の
浸
透
が
盛
ん
に
な
る
と
、
世
間
一
般
に
は
、
満
州
に
お
け
る
日
本
の
経
済
権
益
が
侵
害
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
事
態
に
も
関
わ
ら
ず
、
何
ら
効
果
的
な
措
置
を
講
じ
な
い
既
存
指
導
者
層
に
幻
滅
し
た
石
原
を
は
じ
め
と
す
る
佐
官
級
陸
軍

将
校
は
、
強
硬
な
軍
事
政
策
を
も
っ
て
中
国
の
挑
戦
に
対
処
し
満
州
を
支
配
下
に
置
く
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
前

段
階
と
な
る
べ
き
占
領
地
行
政
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
と
比
べ
い
か
な
る
変
化
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
関
東
軍
参
謀
部
に
よ
る
『
満

洲
占
領
地
行
政
の
研
究
』
か
ら
、
石
原
イ
ズ
ム
の
観
点
で
見
て
み
よ
う
。

　
石
原
イ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
緒
言
に
お
い
て
、「
戦
争
に
よ
り
て
戦
争
を
養
う19

」
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、『
満
洲
占
領
地

行
政
の
研
究
』
の
主
題
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
と
、
満
州
と
日
本
の
密
接
不
離
は
欧
州
古
戦
史
の
大
家
で
あ
っ
た
石
原
の
最
も
得
意

と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
石
原
の
軍
事
理
論
で
は
日
米
最
終
決
戦
の
た
め
の
策
源
地
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
さ
に
満
州

が
そ
う
で
あ
っ
た20

。
ま
た
、
ア
ジ
ア
主
義
の
観
点
で
は
、
日
満
の
共
存21

、
住
民
福
利
の
向
上22

を
目
指
す
等
、
従
来
の
占
領
軍
政
で
は
見
ら

れ
な
い
特
徴
で
あ
っ
た
。

　
つ
ま
り
『
満
洲
占
領
地
行
政
の
研
究
』
の
特
徴
は
、
占
領
地
軍
政
を
従
来
の
治
安
維
持
、
徴
発
に
限
定
せ
ず
、
占
領
地
軍
政
機
関
が
開

発
、
植
民
、
住
民
福
祉
等
行
政
部
門
が
拡
大
し
た
こ
と
に
あ
る
。

お
わ
り
に

　
さ
て
、『
満
洲
占
領
地
行
政
の
研
究
』
で
研
究
さ
れ
た
作
戦
に
付
随
し
た
占
領
地
軍
政
は
、
満
洲
に
と
ど
ま
ら
ず
、
日
中
戦
争
お
よ
び

大
東
亜
戦
争
で
さ
ら
に
広
範
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
る23

。
た
だ
し
、
そ
の
時
の
陸
相
は
、
満
州
国
の
育
成
方
針
や
日
中
戦
争
の
指
導
で

鋭
く
対
立
し
た
陸
軍
大
将
東
條
英
機
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
東
條
は
不
知
不
識
の
う
ち
に
、
石
原
イ
ズ
ム
を
実
行
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ

の
後
、
日
本
は
敗
戦
を
迎
え
る
わ
け
で
あ
る
が
、
敗
戦
を
契
機
に
石
原
は
絶
対
平
和
論
者
と
な
る
。
こ
の
際
の
心
的
葛
藤
は
筆
者
に
と
っ

て
興
味
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
次
の
機
会
に
論
じ
た
い
と
思
う
。
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１
　
日
蓮
宗

２
　
入
江
昭
は
、『
日
本
の
外
交
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
六
六
）
一
一
一
〜
一
一
二
ペ
ー
ジ
、
に
お
い
て
、
満
州
事
変
と
石
原
大
佐
の
日
蓮
信
仰
と

は
無
関
係
と
し
て
い
る
。
他
方
、
五
百
旗
頭
真
は
「
石
原
莞
爾
に
お
け
る
日
蓮
宗
教
」
に
お
い
て
、
深
い
か
か
わ
り
を
指
摘
し
て
い
る
。
本
稿
で

は
、
石
原
の
持
つ
ア
ジ
ア
観
が
日
蓮
信
仰
に
よ
り
強
化
さ
れ
、
満
州
事
変
の
実
行
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
か
ら
論
考
を
進
め
る
。

３
　
４

　
５

　
東
久
邇
稔
彦
『
や
ん
ち
ゃ
孤
独
』（
読
売
新
聞
社
、
一
九
五
五
）
一
〇
五
ペ
ー
ジ
。

６
　
石
原
莞
爾
「
現
在
及
将
来
ニ
於
ケ
ル
日
本
ノ
国
防
」『
石
原
莞
爾
資
料
│
戦
争
史
論
』（
原
書
房
、
一
九
七
三
）。

７
　
日
蓮
『
撰
時
抄
』。

８
　
関
東
軍
参
謀
部
調
査
班
「
満
洲
占
領
地
行
政
の
研
究
」
防
衛
研
究
所

　
中
央
│
戦
争
指
導
重
要
国
策
文
書
│
二
一
九

９
　
田
中
智
学
『
日
蓮
聖
人
の
三
大
誓
願
』（
真
世
界
社
、
一
九
六
〇
）
一
三
八
ペ
ー
ジ
。

10
　
田
中
『
日
蓮
聖
人
の
三
大
誓
願
』
三
四
ペ
ー
ジ
。

11
　
妙
法
蓮
華
経
如
来
寿
量
品
第
十
六
。

12
　
田
中
『
日
蓮
聖
人
の
三
大
誓
願
』

13
　
田
中
『
日
蓮
聖
人
の
三
大
誓
願
』
一
八
五
ペ
ー
ジ
。

14
　
石
原
莞
爾
「
戦
争
史
大
観
の
由
来
記
」『
世
界
最
終
戦
論
』（
新
正
堂
、
一
九
四
二
）
一
八
三
ペ
ー
ジ
。

15
　
石
原
「
現
在
及
将
来
ニ
於
ケ
ル
日
本
ノ
国
防
」。

16
　
同
上
。

17
　
小
林
『
国
際
秩
序
の
形
成
と
近
代
日
本
』
二
五
五
〜
二
五
六
ペ
ー
ジ
。

18
　
緒
方
貞
子
『
満
州
事
変
と
政
策
の
形
成
過
程
』（
原
書
房
、
一
九
六
六
年
）
七
ペ
ー
ジ
。

19
　
同
上
、
一
三
二
ペ
ー
ジ
。
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20
　
同
上
、
一
五
四
ペ
ー
ジ
。

21
　
同
上
、
一
五
五
、
一
六
一
ペ
ー
ジ
。

22
　
同
上
、
一
六
二
ペ
ー
ジ
。

23
　
同
上
、
一
五
一
ペ
ー
ジ
。
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