
211　『日本研究』 No. 62（2021）

　
本
書
は
︑
日
本
史
上
で
通
例
﹁
か
く
れ
キ
リ
シ
タ
ン
﹂︑﹁
潜
伏
キ
リ
シ
タ

ン
﹂
と
称
さ
れ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
信
仰
者
と
そ
の
子
孫
世
代
が
十
七
世
紀
か

ら
十
九
世
紀
ま
で
農
村
︑
漁
村
の
地
域
社
会
の
中
で
ど
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト

信
仰
を
維
持
し
て
い
た
か
を
フ
ラ
ン
ス
語
で
詳
説
す
る
著
書
で
あ
る
︒
著
者

は
︑
フ
ラ
ン
ス
国
立
極
東
学
院
（l’École fançaise d’Extrêm

e-O
rient

）
所
属
の

講
師
と
し
て
こ
の
学
院
の
京
都
支
部
長
を
務
め
て
い
る
︒
本
書
が
網
羅
す
る

期
間
は
一
五
八
七
年
か
ら
一
八
八
四
年
ま
で
で
︑
特
に
一
八
六
五
年
か
ら
の

二
十
年
間
を
詳
細
に
記
述
し
て
い
る
︒
地
理
的
に
は
キ
リ
シ
タ
ン
の
子
孫
が

多
い
現
在
の
長
崎
市
内
︑
外
海
地
区
︑
五
島
列
島
を
網
羅
し
て
お
り
︑
特
に

長
崎
市
内
の
浦
上
地
区
の
記
述
が
詳
し
い
︒
な
お
著
者
は
︑﹁
か
く
れ
﹂
と

﹁
潜
伏
﹂
を
使
い
分
け
ず
同
義
語
と
し
て
扱
っ
て
い
る
︒
ま
たC

ristão

や

kirisitan

と
い
う
歴
史
的
な
名
称
で
は
な
く
︑
現
代
フ
ラ
ン
ス
語
のchrétiens

を
基
にchrétiens caché

（
か
く
れ
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
）︑crypto-chrétiens

（
潜
伏

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
）
と
い
う
名
称
を
使
用
し
て
い
る
︒
し
か
し
本
稿
で
は
︑﹁
キ

リ
シ
タ
ン
﹂
を
便
宜
上
用
い
た
︒

　
用
い
ら
れ
た
史
料
は
︑
二
種
類
に
大
別
さ
れ
る
︒
第
一
に
ロ
ー
マ
や
パ
リ

の
古
文
書
館
に
あ
る
宣
教
報
告
書
で
あ
る
︒
第
二
に
二
十
世
紀
中
葉
か
ら
日

本
人
学
者
ら
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
て
い
る
多
数
の
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
で
あ
る
︒

日
本
語
史
料
の
引
用
は
︑
日
本
の
歴
史
家
が
古
文
書
に
基
づ
い
て
記
し
た
多

数
の
二
次
史
料
か
ら
の
も
の
が
ほ
ぼ
全
て
で
あ
る
︒

　
本
書
﹃
祖
先
の
信
仰
﹄
は
︑
序
章
と
終
章
以
外
︑
十
七
世
紀
か
ら
十
九
世

紀
ま
で
の
時
間
軸
に
沿
っ
て
六
章
で
構
成
し
て
い
る
︒
ま
ず
序
章
で
は
︑
歴

史
学
上
の
問
題
提
起
の
後
︑
カ
ト
リ
ッ
ク
と
か
く
れ
・
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
に

関
す
る
日
本
で
の
先
行
研
究
の
紹
介
を
し
て
い
る
︒
次
に
第
一
章
で
は
︑

書 
評マ

ル
タ
ン
・
ノ
ゲ
ー
ラ
・
ラ
モ
ー
ス（

1
）

﹃ 

祖
先
の
信
仰
︱
︱
十
七
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
ま
で
の
日
本
村
落 

社
会
に
お
け
る
か
く
れ
キ
リ
シ
タ
ン
と
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
﹄
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﹁
十
七
世
紀
の
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
の
ル
ー
ツ
﹂
と
い
う
表
題
で
︑
民
衆
に
広

ま
っ
た
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
が
中
央
封
建
国
家
権
力
に
弾
圧
さ
れ
宣
教
活
動
と

信
仰
行
事
が
禁
止
さ
れ
る
中
︑
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
が
潜
伏
活
動
に
変
貌
し
て

い
っ
た
過
程
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
一
五
八
七
年
の
伴
天
連
追
放
令
か
ら
始

ま
り
︑
そ
の
後
の
一
六
一
四
年
の
徳
川
幕
府
に
よ
る
禁
令
︑
幕
府
に
よ
る

一
六
三
〇
年
代
の
島
原
天
草
の
動
乱
の
制
圧
と
一
六
四
〇
年
代
の
貿
易
独
占

化
を
経
て
︑
一
六
六
〇
年
頃
ま
で
の
事
象
が
記
述
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
中
で

も
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
が
天
草
島
原
の
動
乱
で
あ
り
︑
幕
府
が
禁
令
を

強
化
す
る
主
因
と
な
っ
た
キ
リ
シ
タ
ン
の
反
体
制
活
動
と
な
っ
た
と
さ
れ
て

い
る
︒

　
第
二
章
﹁
一
七
九
〇
年
か
ら
一
八
六
五
年
ま
で
の
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
の
歴

史
断
片
﹂
で
は
︑
宣
教
師
不
在
の
中
で
の
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
村
落
の
動
向
が

三
点
に
要
約
さ
れ
て
い
る
︒
ま
ず
︑
キ
リ
シ
タ
ン
農
村
民
が
信
仰
儀
式
を
先

祖
代
々
か
ら
受
け
継
ぎ
な
が
ら
組
織
化
し
土
着
化
し
て
い
っ
た
こ
と
と
︑
次

に
幕
府
の
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
が
十
七
世
紀
で
終
焉
し
︑
肥
前
と
肥
後
の
代
官

ら
は
信
仰
異
端
分
子
の
摘
発
よ
り
も
石
高
分
の
税
収
源
と
し
て
村
落
秩
序
の

安
定
維
持
に
重
点
を
移
し
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
第
三
に
︑
生

計
維
持
の
た
め
周
辺
地
域
に
移
住
す
る
村
民
が
い
た
た
め
︑
肥
前
の
長
崎
浦

上
地
区
︑
外
海
地
区
︑
平
戸
︑
生
月
︑
五
島
列
島
︑
肥
後
の
天
草
な
ど
で
は
︑

地
域
の
中
で
社
会
階
層
化
し
た
キ
リ
シ
タ
ン
の
村
落
が
お
互
い
に
他
の
地
域

の
キ
リ
シ
タ
ン
村
落
と
連
携
し
な
が
ら
存
続
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
︒

　
続
く
第
三
章
か
ら
第
六
章
ま
で
が
︑
本
書
の
核
心
部
分
で
あ
る
︒
第
三
章

﹁
宣
教
師
再
来
と
宣
教
活
動
開
始
﹂
で
は
幕
末
の
貿
易
統
制
解
除
か
ら
明
治
時

代
初
期
に
お
け
る
パ
リ
外
国
宣
教
団
の
肥
前
︑
肥
後
で
の
宣
教
活
動
の
概
略

が
記
さ
れ
て
い
る
︒
一
八
六
五
年
以
降
フ
ラ
ン
ス
か
ら
宣
教
団
が
来
日
し
︑

正
統
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
を
広
め
伝
え
て
い
っ
た
︒
宣
教
団
が
キ
リ
シ
タ
ン
村

落
を
普
遍
的
な
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
で
統
制
し
︑
宣
教
師
が
中
心
と
な
る
社
会
秩

序
に
置
き
換
え
よ
う
と
努
め
た
︒
著
者
は
︑
こ
の
よ
う
な
秩
序
変
換
は
各
地

の
キ
リ
シ
タ
ン
村
落
の
指
導
者
が
集
落
を
従
え
て
宣
教
師
に
従
っ
た
結
果
で

あ
る
︑
と
述
べ
て
い
る
︒

　
第
四
章
﹁
祖
先
信
仰
の
固
持
︑
土
着
キ
リ
シ
タ
ン
の
信
仰
習
慣
の
分
析
﹂

で
は
︑
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
村
民
が
ど
の
よ
う
な
土
着
の
信
仰
習
慣
を
保
持
し

て
い
た
か
︑
そ
し
て
何
故
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
再
帰
化
し
た
集
落
が
あ
っ
た
の

か
を
説
明
し
て
い
る
︒
以
下
が
こ
の
章
の
要
約
で
あ
る
︒
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン

に
と
っ
て
死
後
の
救
済
が
関
心
事
で
あ
り
︑
全
員
が
と
は
な
ら
ず
と
も
多
く

の
キ
リ
シ
タ
ン
が
そ
の
救
済
の
た
め
に
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
帰
化
し
た
︒
即
ち

村
落
社
会
の
中
で
祖
先
と
つ
な
が
る
信
仰
を
守
る
た
め
に
村
民
達
だ
け
の
間

で
排
他
的
に
密
か
に
信
仰
が
維
持
さ
れ
︑
自
分
達
の
信
仰
以
外
の
信
仰
が
退

け
ら
れ
て
い
っ
た
︒
教
義
そ
の
も
の
よ
り
も
村
落
で
の
慣
例
儀
式
が
重
視
さ

れ
て
き
た
︒
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
の
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
団
に
よ
る
カ
ト
リ

シ
ズ
ム
の
再
来
は
︑
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
帰
化
し
た
者
に
と
っ
て
は
キ
リ
シ
タ
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ン
の
子
孫
と
し
て
ミ
レ
ナ
リ
ア
ニ
ズ
ム
（
千
年
王
国
説
︑
至
福
千
年
説
）
の
信

仰
に
基
づ
い
た
待
望
の
奇
跡
で
あ
り
︑
正
統
な
秘
跡
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
祖
先
と
の
繫
が
り
を
確
保
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

　
第
五
章
﹁
在
来
権
力
が
キ
リ
シ
タ
ン
に
よ
る
脅
威
の
復
活
に
直
面
す
る

（
一
八
六
五
年
︱
一
八
八
九
年
）﹂
で
は
︑
幕
末
か
ら
明
治
時
代
ま
で
の
為
政
者

ら
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
宣
教
団
の
入
国
と
と
も
に
展
開
さ
れ
た
長
崎
浦
上
地
区

で
の
対
か
く
れ
キ
リ
シ
タ
ン
︑
対
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
政
策
の
変
遷
を
ま
と
め

て
い
る
︒
幕
末
の
一
八
六
五
年
に
パ
リ
外
国
宣
教
団
が
浦
上
地
区
で
宣
教
に

着
手
し
た
が
︑
最
初
の
二
年
間
は
長
崎
の
代
官
に
黙
認
さ
れ
て
い
た
︒
大
政

奉
還
後
の
明
治
時
代
に
な
り
長
崎
県
の
役
人
に
よ
っ
て
元
来
潜
伏
キ
リ
シ
タ

ン
で
あ
っ
た
集
落
に
対
す
る
弾
圧
が
始
ま
っ
た
が
︑
村
民
達
は
表
向
き
服
従

し
な
が
ら
も
密
か
に
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
を
固
持
し
た
︒
禁
制
が
解
除
さ
れ
た

一
八
七
三
年
以
降
は
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
に
対
す
る
弾
圧
は
緩
ん
だ
が
︑
一
神

教
的
な
信
者
達
と
宣
教
師
の
存
在
が
村
民
間
で
軋
轢
を
生
む
よ
う
に
な
っ
た
︒

　
第
六
章
﹁
十
九
世
紀
末
の
村
落
社
会
で
の
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
︑
こ
の
信
者
達

は
反
体
制
的
な
集
団
か
？
﹂
で
は
︑
主
に
長
崎
で
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
の
下
︑

信
者
数
の
増
加
と
教
会
の
組
織
化
が
進
む
中
で
︑
キ
リ
シ
タ
ン
の
村
落
で
の

社
会
的
人
間
関
係
の
変
化
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
︒
要
約
す
る
と
︑
宣
教
が

公
然
化
し
た
一
八
七
三
年
の
時
点
で
は
︑
宣
教
師
達
は
村
民
集
落
に
対
し
て

直
接
的
な
管
理
支
配
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
︒
そ
の
後
二
十
年
間
の
活
動
と

信
者
の
協
力
で
カ
ト
リ
ッ
ク
村
民
が
増
え
て
い
っ
た
が
︑
集
落
内
で
亀
裂
も

生
じ
た
︒

　
終
章
﹁
非
キ
リ
シ
タ
ン
村
落
と
ほ
ぼ
差
が
な
い
村
落
﹂
で
︑
著
者
は
潜
伏

キ
リ
シ
タ
ン
村
落
に
関
し
て
フ
ラ
ン
ス
語
圏
読
者
に
向
け
て
三
点
の
主
張
を

展
開
し
て
締
め
く
く
っ
て
い
る
︒
第
一
の
要
点
は
︑
明
治
初
期
の
五
年
間
を

除
い
て
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
が
二
世
紀
の
間
で
形
骸
化
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒

第
二
の
要
点
は
︑
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
村
落
民
が
実
は
他
の
地
域
の
非
キ
リ
シ

タ
ン
村
落
民
と
同
じ
よ
う
に
周
辺
地
方
の
村
落
と
連
携
し
な
が
ら
社
会
経
済

生
活
を
営
ん
で
お
り
︑
決
し
て
社
会
か
ら
潜
伏
し
孤
立
し
て
い
た
わ
け
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
第
三
の
要
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
︑

隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
村
民
が
決
し
て
社
会
の
下
層
民
だ
け
で
な
く
村
落
全
体
の

上
か
ら
下
ま
で
の
社
会
階
層
全
体
の
集
団
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒

　
上
記
三
点
と
も
日
本
人
読
者
に
は
常
識
の
範
囲
内
の
こ
と
で
あ
り
意
外
性

も
見
当
た
ら
な
い
︒
ま
ず
幕
藩
体
制
の
財
政
基
盤
で
あ
る
石
高
制
を
支
え
て

い
た
農
民
を
長
期
に
わ
た
り
多
数
処
刑
す
る
こ
と
は
︑
体
制
維
持
と
矛
盾
す

る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑﹁
潜
伏
﹂
や
﹁
か
く
れ
﹂
が
示
す
意
味
が
物
理
的

な
潜
伏
で
は
な
く
︑
表
面
的
に
従
順
な
領
民
と
し
て
年
貢
を
納
め
な
が
ら
そ

の
集
落
が
先
祖
代
々
の
土
着
信
仰
を
守
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
周

知
さ
れ
て
い
る
︒
農
村
で
は
田
畑
の
遺
産
分
割
に
よ
る
貧
困
化
を
防
ぐ
た
め

長
男
相
続
が
常
態
で
あ
り
︑
田
畑
の
割
り
当
て
が
な
い
長
男
以
外
の
子
孫
の

移
住
が
周
辺
地
域
ま
で
地
縁
︑
血
縁
を
拡
大
し
各
地
の
村
落
が
相
互
連
携
し

た
こ
と
は
︑
目
新
し
い
事
柄
で
は
な
い
︒
ま
た
仏
教
や
神
道
の
行
事
の
よ
う
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に
地
域
ぐ
る
み
の
参
加
が
慣
習
で
あ
っ
た
農
村
で
は
︑
土
着
化
し
た
キ
リ
シ

タ
ン
信
仰
実
践
も
集
落
単
位
が
基
本
で
あ
り
︑
集
落
全
体
の
儀
式
や
祭
り
ご

と
へ
の
参
加
が
下
層
民
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
か
っ
た
︒

　
し
か
し
本
書
が
フ
ラ
ン
ス
語
圏
の
読
者
の
た
め
に
著
さ
れ
た
と
い
う
観
点

か
ら
結
論
を
吟
味
す
る
と
︑
著
者
の
主
張
が
有
意
義
で
あ
り
読
者
を
啓
蒙
す

る
重
要
な
内
容
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
第
一
に
︑
フ
ラ
ン
ス
語
圏
読
者
に

と
っ
て
は
︑
禁
制
下
で
弾
圧
が
い
つ
の
間
に
か
止
ん
で
い
た
史
実
に
は
説
明

が
不
可
欠
で
あ
る
︒
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
で
は
ロ
ー
マ
帝
国
で
の
カ
ト
リ
ッ
ク
迫

害
︑
及
び
ユ
グ
ノ
ー
戦
争
や
ド
イ
ツ
三
十
年
戦
争
な
ど
で
の
信
者
弾
圧
に
は

通
例
︑
講
和
条
約
や
勅
令
な
ど
で
終
了
が
公
示
さ
れ
た
︒
そ
の
た
め
最
後
ま

で
禁
令
廃
止
を
公
示
し
な
か
っ
た
幕
府
の
対
応
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
的
通
念

で
は
理
解
し
に
く
い
︒
第
二
に
︑﹁
潜
伏
﹂
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
で
思
い
起

こ
さ
れ
る
の
は
︑
ナ
チ
ス
占
領
下
で
の
ユ
ダ
ヤ
住
民
の
潜
伏
や
第
二
次
世
界

大
戦
中
の
ド
イ
ツ
軍
に
対
抗
し
た
フ
ラ
ン
ス
人
潜
伏
者
の
レ
ズ
ィ
ス
タ
ン
ス

で
あ
る
︒﹁
潜
伏
﹂
や
﹁
か
く
れ
﹂
の
第
一
印
象
は
こ
の
よ
う
な
連
想
の
延
長

上
に
あ
り
︑
充
分
な
説
明
が
な
い
と
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
が
社
会
か
ら
隠
れ
て

孤
立
し
て
い
た
と
誤
解
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
︒
更
に
は
徳
川
時
代
の
小
作

人
の
こ
と
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
封
建
領
主
の
所
有
物
で
あ
り
自
由
に
移
住
で
き

な
い
農
奴
と
同
一
視
し
か
ね
な
い
読
者
の
た
め
に
︑
日
本
の
農
村
民
の
中
に

は
自
ら
の
意
思
で
移
住
で
き
た
者
が
い
た
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
は
適
切
な

判
断
で
あ
る
︒
第
三
に
︑
潜
伏
が
文
字
通
り
の
﹁
潜
伏
﹂
で
な
い
以
上
︑
読

者
の
不
必
要
な
誤
解
を
避
け
る
た
め
︑
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
が
集
落
全
体
の
社

会
階
層
で
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
に
は
意
義
が
あ
る
︒

　
本
書
が
フ
ラ
ン
ス
語
圏
の
一
般
読
者
向
け
の
本
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
︑

細
部
に
関
し
て
更
に
詳
し
い
説
明
や
実
証
の
必
要
性
が
少
な
く
と
も
二
項
目

で
必
要
と
な
る
︒
ま
ず
著
者
は
島
原
天
草
の
動
乱
を
キ
リ
シ
タ
ン
の
反
乱
と

し
て
位
置
付
け
て
い
る
が
︑
読
者
向
け
の
説
明
が
充
分
だ
と
は
言
え
な
い
感

が
あ
る
︒
こ
の
動
乱
は
幕
府
が
カ
ト
リ
ッ
ク
国
勢
力
を
排
除
し
て
い
た
最
中

で
の
事
件
で
あ
り
︑
禁
制
の
正
当
化
に
利
用
さ
れ
た
こ
と
は
否
め
な
い
︒
し

か
し
こ
の
ま
ま
で
は
︑
読
者
は
こ
の
動
乱
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
信
仰
圏
の
覇

権
を
め
ぐ
る
前
述
の
諸
戦
争
と
同
類
の
事
件
だ
と
誤
解
し
て
し
ま
う
恐
れ
が

あ
る
︒
フ
ラ
ン
ス
語
読
者
向
け
に
説
明
す
る
た
め
に
は
︑
単
に
キ
リ
シ
タ
ン

の
反
乱
と
し
て
扱
う
べ
き
で
は
な
い
︒
こ
の
動
乱
の
第
一
義
は
︑
キ
リ
シ
タ

ン
で
あ
る
以
前
に
農
民
が
起
こ
し
た
一
揆
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
第
二
義

は
︑
そ
の
農
民
た
ち
が
キ
リ
シ
タ
ン
と
い
う
結
束
の
下
な
が
ら
も
世
俗
支
配

勢
力
に
反
抗
し
た
の
で
あ
っ
て
対
立
信
仰
勢
力
に
反
抗
し
た
の
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
︒
ま
た
︑
農
民
一
揆
は
島
原
に
特
有
の
こ
と
で
は
な
く
徳

川
政
権
時
代
に
全
国
各
地
で
頻
繁
に
起
こ
っ
た
事
象
で
あ
る
︒

　
ま
た
実
証
が
必
要
な
項
目
と
し
て
︑
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
が
自
ら
の
ミ
レ
ナ

リ
ア
ニ
ズ
ム
の
思
想
ゆ
え
に
奇
跡
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
団
を
受
け
入
れ

ら
れ
た
と
い
う
第
四
章
の
議
論
が
あ
る
︒
著
者
は
︑
日
本
の
キ
リ
シ
タ
ン
信

者
達
の
間
に
は
幕
末
の
世
直
し
運
動
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
ミ
レ
ナ
リ
ア
ニ
ズ
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ム
思
想
が
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
︒
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
伝
統
が
強
く
残
る
フ

ラ
ン
ス
や
ケ
ベ
ッ
ク
な
ど
の
読
者
に
ミ
レ
ナ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
い
う
用
語
を
使

用
す
る
の
な
ら
ば
︑
少
な
く
と
も
そ
れ
が
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
用
語
な
の
か
そ

れ
と
も
末
法
思
想
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
一
般
的
亡
国
思
想
を
指
す
の
か
は
明

示
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
更
に
は
ミ
レ
ナ
リ
ア
ニ
ズ
ム
自
体
が
宣
教
団

歓
迎
の
動
機
づ
け
と
な
っ
た
と
説
く
の
で
あ
れ
ば
︑
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
達
が

信
仰
の
一
部
と
し
て
ミ
レ
ナ
リ
ア
ニ
ズ
ム
を
祖
先
か
ら
受
け
継
い
で
い
た
こ

と
︑
そ
し
て
宣
教
師
が
信
者
に
こ
の
思
想
を
後
付
け
で
教
え
込
ん
だ
の
で
は

な
い
こ
と
を
証
明
す
る
必
要
が
あ
る
︒
こ
の
件
に
関
し
て
は
本
書
に
限
ら
ず

史
料
が
少
な
く
︑
著
者
は
推
測
の
域
を
出
て
い
な
い
︒

　
最
後
に
︑
本
書
に
は
三
つ
の
特
長
が
あ
る
︒
第
一
に
︑
こ
の
著
書
が
日
本

史
と
日
本
の
慣
習
に
詳
し
く
な
い
フ
ラ
ン
ス
語
圏
の
一
般
読
者
層
に
対
し
て
︑

潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
が
ど
の
よ
う
な
社
会
生
活
︑
経
済
生
活
を
送
っ
て
い
た
の

か
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
発
想
か
ら
生
じ
る
誤
解
を
回
避
す
る
よ
う
に
説
明
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
︒
第
二
に
︑
昭
和
時
代
か
ら
蓄
積
さ
れ
て
き
た
潜
伏
キ
リ

シ
タ
ン
︑
か
く
れ
キ
リ
シ
タ
ン
関
連
の
一
次
史
料
に
基
づ
く
研
究
の
成
果
を

こ
の
一
冊
に
集
約
し
て
︑
和
書
が
読
め
な
い
者
に
も
分
か
る
よ
う
に
提
示
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
第
三
に
︑
母
語
が
フ
ラ
ン
ス
語
で
な
い
と
解
読
し
難

い
パ
リ
外
国
宣
教
団
の
手
書
き
史
料
を
豊
富
に
紹
介
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒

日
本
語
以
外
に
フ
ラ
ン
ス
語
も
解
す
る
読
者
に
は
︑
有
用
な
史
料
集
兼
概
説

書
と
な
ろ
う
︒

注（
1
）  

著
者
名
を
可
能
な
限
り
忠
実
に
読
者
に
紹
介
す
る
た
め
に
も
︑
本
稿
で
は
あ
く
ま

で
も
フ
ラ
ン
ス
語
原
音
に
最
も
近
い
仮
名
表
記
を
採
用
し
た
︒
他
の
和
書
論
文
で
﹁
マ

ル
タ
ン
・
ノ
ゲ
ラ
・
ラ
モ
ス
﹂
の
よ
う
に
音
引
き
が
避
け
ら
れ
た
著
者
表
記
も
見
受

け
ら
れ
る
が
︑
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
語
発
音
か
ら
か
け
離
れ
た
不
適
切
な
仮
名
表
記
で

あ
る
︒




