
橋
本
富
太
郎
提
出

学
位
申
請
論
文
（
課
程
博
士
）

『
近
代
日
本
に
お
け
る
神
道
と
道
徳
―
廣
池
千
九
郎
を
事
例
と
し
て
―
』
審
査
要
旨

論
文
の
内
容
の
要
旨

本
論
文
は
、
廣
池
千
九
郎
と
い
う
人
物
に
よ
る
神
道
の
研
究
お
よ
び
信
仰
を
事
例
と
し
て
、

近
代
日
本
に
お
け
る
神
道
と
道
徳
と
の
関
連
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
法
制
史
家
の
廣
池
が

『
古
事
類
苑
』
編
纂
従
事
か
ら
神
宮
皇
學
館
に
お
け
る
神
道
教
育
を
経
て
、
教
派
神
道
の
研
究

と
信
仰
を
経
験
し
た
後
に
、
道
徳
科
学
を
体
系
化
し
て
い
く
過
程
を
検
討
し
て
い
る
。

緒
論
「
神
道
に
お
け
る
廣
池
千
九
郎
」
で
は
、
は
じ
め
に
神
道
に
お
け
る
廣
池
の
業
績
を
概

観
し
、
そ
れ
が
戦
後
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
を
、
神
道
関
係
の
基
礎
文
献
か
ら

確
認
し
、
現
代
の
研
究
に
お
い
て
埋
没
し
て
い
る
点
を
指
摘
し
た
。
例
え
ば
廣
池
の
著
書
は
、

加
藤
玄
智
編
『
明
治
・
大
正
・
昭
和
神
道
書
籍
目
録
』
で
は
六
部
門
に
、
十
七
部
の
書
籍
が
挙
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げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
外
に
も
神
道
に
関
係
す
る
優
れ
た
業
績
を
有
す
る
が
、
人
名
辞
典
に

は
誤
認
も
多
く
、『
神
道
人
物
研
究
文
献
目
録
』
に
も
重
要
な
研
究
書
の
見
落
と
し
が
あ
る
。

こ
う
し
た
課
題
に
対
す
る
研
究
の
意
義
を
挙
げ
、
論
文
全
体
の
構
成
を
概
観
し
て
い
る
。

第
一
章
「『
道
徳
』
に
お
け
る
廣
池
千
九
郎
の
位
置
」
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
足
跡
を

残
し
た
廣
池
が
最
終
的
に
は
新
し
い
道
徳
論
を
提
唱
し
、
そ
れ
に
基
づ
く
学
校
を
造
っ
て
教
育

に
尽
力
し
た
こ
と
に
鑑
み
て
、
当
時
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、「
道
徳
」
の
世
界
で
い
か
に
評

さ
れ
て
き
た
の
か
を
、
そ
の
後
継
者
も
含
め
て
検
討
し
た
。
廣
池
は
教
員
の
経
験
を
は
じ
め
、

自
然
科
学
と
漢
学
の
素
養
を
用
い
て
自
ら
開
拓
し
た
東
洋
法
制
史
の
研
究
手
法
や
、『
古
事
類

苑
』
編
纂
で
培
っ
た
該
博
な
知
識
、
お
よ
び
神
道
の
研
究
と
信
仰
を
総
合
し
て
道
徳
科
学
（
モ

ラ
ロ
ジ
ー
）
を
提
唱
し
、
戦
前
に
お
い
て
国
民
一
般
の
忠
孝
観
念
と
も
合
致
し
、
多
く
の
支
持

者
を
得
て
講
習
会
等
も
好
評
を
博
し
て
い
た
。
し
か
し
戦
後
に
な
る
と
、
国
民
全
体
に
道
徳
に

対
す
る
忌
避
感
が
支
配
的
と
な
り
、
教
育
学
お
よ
び
道
徳
教
育
の
分
野
で
は
一
定
の
評
価
を
得

つ
つ
も
、
一
般
的
に
廣
池
は
疎
外
さ
れ
る
存
在
と
な
り
、
研
究
対
象
と
し
て
取
上
げ
ら
れ
る
こ
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と
も
少
な
く
な
っ
て
い
た
。

第
二
章
「
研
究
史
上
の
廣
池
千
九
郎
」
で
は
、
こ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
研
究
史
を
辿
り
、

内
容
の
分
類
を
試
み
て
い
る
。
廣
池
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
相
当
の
蓄
積
が
為
さ
れ
て
き
て
い
る

が
、
研
究
史
が
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
殆
ど
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
論
文
で
は
、
神
道
以
外
の
分

野
も
含
め
て
研
究
史
に
多
く
の
紙
面
を
割
き
、
そ
の
充
実
を
明
ら
か
に
し
、
課
題
の
抽
出
を
重

視
し
て
い
る
。
殊
に
神
道
に
少
な
か
ら
ぬ
貢
献
を
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
十
分
に
理
解

さ
れ
な
か
っ
た
原
因
に
は
、
こ
れ
ま
で
神
道
関
連
の
著
作
や
事
跡
な
ど
が
個
別
的
に
検
討
さ
れ

る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
神
道
全
般
と
廣
池
の
人
生
と
を
通
史
的
に
と
ら
え
た
研
究
が
存
在
し
な

か
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
よ
っ
て
本
論
文
で
は
、
神
道
関
係
の
分
野
か
ら
研
究
と
事
跡
か

ら
広
く
採
り
、
更
に
他
の
軸
足
を
「
道
徳
」
に
据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
廣
池
の
業
績
を
検
証

す
る
と
と
も
に
、
神
道
と
道
徳
と
の
関
係
を
論
じ
て
い
る
。

第
三
章
「
神
宮
皇
學
館
に
お
け
る
廣
池
神
道
学
の
形
成
」
で
は
、『
古
事
類
苑
』
編
纂
か
ら

神
宮
皇
學
館
に
お
け
る
「
神
道
講
義
」
の
開
講
ま
で
の
「
神
道
」
概
念
の
変
遷
を
跡
づ
け
て
い
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る
。
現
在
の
意
味
に
お
け
る
「
神
道
」
は
、『
古
事
類
苑
』
で
は
「
神
祇
部
」
に
あ
た
り
、「
神

道
」
は
全
百
巻
の
内
の
二
巻
を
構
成
し
、
内
容
的
に
は
今
で
い
う
「
神
道
神
学
」「
神
道
思
想

史
」
の
意
味
に
近
い
。
廣
池
は
そ
の
「
神
道
」
の
編
纂
を
担
当
し
、
綱
文
の
段
階
か
ら
す
べ
て

起
稿
し
て
い
る
。
当
時
は
廣
池
自
身
も
「
神
道
」
に
は
そ
れ
ほ
ど
関
心
を
示
し
て
お
ら
ず
、
そ

の
道
徳
的
意
味
に
関
し
て
は
全
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
価
値
を
置
い
て
い
な
か
っ
た
。『
古
事

類
苑
』
編
纂
事
業
が
終
わ
る
と
、
神
宮
皇
學
館
教
授
に
就
任
し
、
翌
年
か
ら
「
神
道
」
講
義
を

担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
神
宮
皇
學
館
に
は
、
そ
れ
ま
で
「
神
道
」
と
題
す
る
授
業
が
存
在

せ
ず
、
廣
池
の
そ
れ
は
、
こ
こ
で
の
最
初
期
に
あ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
最
初
に
開
か
れ
た
卒

業
生
対
象
の
「
神
道
講
義
」
で
は
、「
神
道
」
を
「
祖
先
教
」
で
あ
る
と
唱
え
、
敬
神
や
忠
君

愛
国
を
説
く
倫
理
・
道
徳
の
教
え
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
た
。

第
四
章
「『
伊
勢
神
宮
』
の
刊
行
」
で
は
、『
伊
勢
神
宮
』
の
刊
行
に
焦
点
を
当
て
た
。
神
宮

に
関
し
て
近
代
的
手
法
に
よ
る
最
初
の
研
究
書
と
な
っ
た
本
書
は
、
廣
池
に
お
け
る
思
想
形
成

史
に
お
い
て
も
、
神
道
研
究
史
に
お
い
て
も
重
要
な
存
在
で
あ
る
。
神
宮
の
概
要
を
述
べ
る
と
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と
も
に
、
井
上
頼
�
に
託
さ
れ
た
研
究
課
題
の
「
皇
室
に
お
け
る
万
世
一
系
の
原
因
究
明
」
に

対
す
る
回
答
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
原
因
は
、
天
祖
天
照
大
神
の
御
聖
徳
と
歴
代
天
皇
の
御
聖
徳
、

つ
ま
り
「
道
徳
性
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
廣
池
は
本
書
に
お
い
て
、
天
照
大
神
の
御
聖
徳
が
広

大
無
辺
で
あ
る
か
を
述
べ
、
そ
れ
を
歴
代
的
な
天
皇
が
忠
実
に
継
承
し
て
い
る
こ
と
を
歴
史
学

的
に
実
証
し
よ
う
と
し
た
。
ま
た
、
日
本
と
中
国
の
国
体
に
関
す
る
比
較
研
究
を
行
い
、
中
国

に
お
け
る
最
高
の
崇
拝
対
象
は
「
天
」
で
あ
る
が
、
日
本
の
そ
れ
は
祖
先
の
天
照
大
神
で
あ
る

こ
と
を
述
べ
た
。
ま
た
神
宮
式
年
遷
宮
に
あ
た
っ
て
は
、
遷
御
当
日
の
各
学
校
に
お
け
る
講
話

に
本
書
が
広
く
用
い
ら
れ
、
そ
の
神
宮
論
が
教
育
界
に
広
く
普
及
し
、
翌
年
に
は
修
身
教
科
書

に
収
め
ら
れ
、
教
育
内
容
が
浸
透
す
る
土
壌
を
用
意
し
た
と
い
え
よ
う
。

第
五
章
「
神
道
信
仰
と
道
徳
」
で
は
、
神
宮
皇
學
館
に
お
け
る
研
究
・
教
育
活
動
に
も
ど

り
、
廣
池
が
神
道
研
究
を
教
派
神
道
に
ま
で
範
囲
を
広
げ
、
神
道
の
宗
教
的
側
面
を
高
く
位
置

づ
け
る
と
と
も
に
、
自
身
が
深
い
信
仰
を
得
て
神
道
の
新
境
地
を
開
く
ま
で
を
跡
づ
け
て
い

る
。
教
派
神
道
は
固
有
神
道
の
宗
教
的
側
面
を
現
代
に
展
開
す
る
も
の
と
考
え
、
こ
れ
を
前
述
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の
祖
先
崇
拝
的
な
神
道
観
に
よ
っ
て
日
本
神
話
の
神
々
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
信
仰
と

忠
君
愛
国
と
が
貫
徹
す
る
独
自
の
神
道
論
を
展
開
し
た
。
さ
ら
に
、
肺
病
の
経
験
お
よ
び
天
理

教
幹
部
の
就
任
と
離
脱
を
経
て
、
天
照
大
神
の
神
徳
に
対
す
る
解
釈
を
深
め
、「
慈
悲
寛
大
・

自
己
反
省
」
と
い
う
言
葉
に
高
め
て
、
道
徳
論
に
お
け
る
徳
目
の
最
上
位
に
置
い
た
。
な
お
当

時
、
教
派
神
道
に
対
す
る
一
般
社
会
の
印
象
は
良
好
で
は
な
く
、
学
者
が
正
面
か
ら
研
究
対
象

と
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
廣
池
は
、「
神
道
史
」
を
教
え
る
上
で
現
代
の
神
道
、

つ
ま
り
は
教
派
神
道
も
研
究
す
べ
き
と
考
え
て
、
本
格
的
な
研
究
を
手
掛
け
て
い
っ
た
。
そ
の

た
め
神
宮
皇
學
館
期
に
お
け
る
教
派
神
道
の
、先
駆
的
研
究
が
成
し
遂
げ
ら
れ
た
と
云
え
よ
う
。

終
章
「
道
徳
科
学
に
お
け
る
神
道
」
で
は
、
ま
ず
論
文
全
体
の
ま
と
め
を
行
い
、
次
に
廣
池

の
主
著
『
道
徳
科
学
の
論
文
』
の
中
で
神
道
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
る
か
を
考
察
し
た
。

本
書
に
説
く
道
徳
科
学
で
は
、
一
般
的
な
道
徳
と
は
別
の
高
い
次
元
に
「
最
高
道
徳
」
を
置

き
、
そ
こ
に
は
四
大
聖
人
に
連
な
る
系
統
と
と
も
に
、
神
道
的
徳
目
に
基
づ
く
皇
室
の
伝
統
が

掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
系
統
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
神
道
研
究
と
信
仰
の
成
果
が
そ
の
ま
ま
盛
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り
込
ま
れ
、
外
国
の
主
要
宗
教
を
包
括
し
た
四
つ
の
道
徳
系
統
と
並
列
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

神
道
的
な
価
値
を
世
界
に
普
遍
化
・
相
対
化
し
た
。
ま
た
、
祖
先
崇
拝
や
尊
王
愛
国
と
い
う
神

道
思
想
を
、「
恩
」
の
概
念
に
よ
っ
て
道
徳
と
し
て
体
系
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
グ
ロ

ー
バ
ル
化
の
時
代
を
迎
え
た
我
国
の
道
徳
を
再
構
築
す
る
上
で
、
有
益
な
示
唆
を
与
え
る
こ
と

に
な
る
と
す
る
。

論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

第
一
章
の
「『
道
徳
』
に
お
け
る
廣
池
千
九
郎
の
位
置
」
で
は
、
戦
後
も
長
い
間
、
否
定
な

い
し
無
関
心
の
荒
波
に
曝
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
で
は
「
道
徳
」
を
中
心
と
す
る
廣
池
の
業
績

が
再
評
価
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
天
皇
お
よ
び
神
道
の
再
検
討
に
よ
っ
て
、
次
世
代
を
め
ざ
す
新
た

な
視
野
に
た
っ
た
「
道
徳
」
の
確
立
す
る
こ
と
が
、
現
代
の
我
々
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
で
あ

る
。
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第
二
章
の
「
研
究
史
上
の
廣
池
千
九
郎
」
で
は
、
道
徳
科
学
研
究
所
に
お
け
る
生
誕
百
年
記

念
事
業
で
、
廣
池
の
道
徳
論
が
広
く
顕
彰
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
廣
池
の
学
問
が
再
検

討
さ
れ
、
世
界
的
な
四
大
聖
人
の
高
度
な
道
徳
を
「
最
高
道
徳
」
と
称
し
て
、
大
正
十
五
年
に

『
道
徳
科
学
の
研
究
』
を
完
成
さ
せ
、
道
徳
科
学
研
究
所
を
設
立
し
た
経
緯
が
、
具
体
的
に
明

ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
さ
ら
に
著
述
を
第
一
期
の
歴
史
学
、
第
二
期
の
『
古
事
類
苑
』
編
纂
か

ら
法
理
学
・
神
道
学
ま
で
、
第
三
期
で
は
道
徳
科
学
と
大
別
し
て
、
内
容
的
に
も
深
い
研
究
が

進
め
ら
れ
て
い
る
。
特
に
神
道
に
関
し
て
は
西
川
順
土
、
皇
室
に
関
し
て
は
所
功
な
ど
の
業
績

が
注
目
で
き
る
。
さ
ら
に
廣
池
と
い
う
人
物
と
学
問
を
研
究
す
る
上
で
は
、
論
者
が
新
た
な
解

析
を
み
せ
て
お
り
、
最
も
適
切
な
立
場
に
あ
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

第
三
章
の
「
神
宮
皇
學
館
に
お
け
る
廣
池
神
道
学
の
形
成
」
で
は
、
中
国
古
代
の
祖
先
が

「
天
」
を
崇
拝
す
る
の
に
対
し
て
、
我
が
国
で
は
祖
先
崇
拝
の
道
徳
論
へ
と
煮
詰
め
ら
れ
て
い

る
。
敬
神
・
忠
君
・
愛
国
の
道
徳
面
、
さ
ら
に
は
祖
先
教
と
い
う
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
た
。
従

来
「
神
道
」
と
は
教
派
神
道
に
近
い
用
語
で
あ
り
、
当
時
の
科
目
名
は
「
神
祇
史
」
で
あ
っ
た
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が
、
実
質
的
に
は
「
神
道
」
の
内
容
を
持
っ
て
い
た
。
換
言
す
れ
ば
「
神
祇
史
」
は
「
形
式
の

変
遷
を
記
述
せ
る
も
の
」
に
対
し
て
、「
神
道
」
と
は
「
神
祇
の
実
質
を
講
明
す
る
学
」
と
対

比
し
て
い
る
。
神
宮
皇
學
館
で
「
神
道
」
を
正
課
に
し
た
の
は
大
正
十
五
年
の
こ
と
で
あ
り
、

従
来
、
同
館
で
「
神
道
」
は
講
義
さ
れ
て
お
ら
ず
、
最
初
に
そ
れ
を
講
義
し
た
意
味
は
大
き
い

も
の
が
あ
る
。
飽
く
ま
で
も
「
神
道
は
祖
先
教
」
で
あ
り
、
神
道
非
宗
教
観
と
一
線
を
画
す
る

の
は
当
然
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
の
普
遍
宗
教
に
通
じ
る
と
見
做
し
、
や
が
て
教
派
神
道

へ
と
傾
斜
し
て
ゆ
く
萌
芽
が
生
じ
て
い
た
と
評
せ
ら
れ
よ
う
。

第
四
章
の
「『
伊
勢
神
宮
』
の
刊
行
」
で
は
、
こ
の
著
作
の
刊
行
が
伊
勢
で
も
一
部
非
難
が

あ
り
、
特
に
阪
本
広
太
郎
の
批
評
は
論
理
的
で
手
厳
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
増
訂
版
で
は
天
照

大
神
の
歴
史
性
と
連
続
性
を
強
調
し
て
、
国
体
論
と
結
び
つ
い
た
祖
先
崇
拝
の
道
徳
教
に
、
よ

り
近
づ
く
立
場
を
取
っ
た
こ
と
は
見
落
と
せ
な
い
。
天
照
大
神
の
神
教
と
天
皇
の
聖
徳
を
中
心

と
し
て
、
祖
先
崇
拝
の
道
徳
教
を
目
指
す
の
が
当
時
の
廣
池
の
立
場
で
あ
っ
た
。
我
が
国
は
天

照
大
神
に
直
結
す
る
特
殊
性
を
も
ち
、
皇
室
に
お
け
る
「
敬
神
と
尊
祖
」
に
着
目
し
て
、
順
徳
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天
皇
や
花
園
天
皇
の
「
神
事
第
一
」、
同
時
に
仁
徳
天
皇
や
明
治
天
皇
の
「
慈
悲
と
反
省
」
を

重
視
し
た
。
こ
の
よ
う
に
廣
池
の
研
究
が
、
神
宮
・
国
体
・
教
育
か
ら
「
神
道
」
の
意
義
を
考

え
て
、
真
正
の
教
育
界
に
齎
し
た
意
味
、
広
く
国
民
信
仰
に
及
ぼ
し
た
意
義
は
大
き
い
。
願
う

な
ら
ば
、
神
宮
や
皇
室
の
祭
祀
上
か
ら
も
、
天
照
大
神
の
信
仰
的
な
意
味
づ
け
を
、
よ
り
深
く

展
開
し
て
ほ
し
か
っ
た
。

第
五
章
の
「
神
道
信
仰
と
道
徳
」
で
は
、
神
宮
皇
學
館
に
お
け
る
「
神
道
」
の
講
義
内
容
を

改
め
て
取
上
げ
、
神
宮
を
介
し
て
「
神
道
」
の
宗
教
性
へ
と
次
第
に
変
化
し
て
ゆ
く
。
遂
に
は

神
宮
を
中
心
と
し
た
国
体
論
に
発
展
す
る
と
同
時
に
、
宗
教
的
な
信
念
に
満
ち
た
「
神
道
者
」

と
し
て
飛
躍
す
る
に
至
っ
た
。
明
治
中
頃
の
帝
国
憲
法
の
発
布
か
ら
日
露
戦
勝
に
繋
が
る
後

期
、
さ
ら
に
大
正
時
代
に
か
け
て
、
世
界
の
一
流
国
家
に
仲
間
入
り
を
遂
げ
た
と
の
自
覚
か

ら
、
教
育
勅
語
や
戊
辰
詔
書
を
め
ぐ
っ
て
、
国
体
や
国
民
道
徳
を
要
望
す
る
論
議
が
盛
上
り
を

み
せ
て
い
た
。
廣
池
の
明
確
な
指
摘
は
な
い
に
し
て
も
、
当
然
な
が
ら
そ
の
論
議
を
背
後
と
し

て
、
深
甚
な
影
響
を
受
け
て
い
た
と
指
摘
で
き
る
が
、
そ
れ
ら
と
の
関
連
を
考
察
し
な
か
っ
た
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の
は
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。

終
章
の
「
道
徳
科
学
に
お
け
る
神
道
」
で
は
、
死
線
を
乗
越
え
た
廣
池
が
、
天
照
大
神
の
慈

悲
寛
大
・
自
己
反
省
を
『
道
徳
科
学
の
論
文
』
に
組
み
込
み
、
天
照
大
神
を
は
じ
め
キ
リ
ス
ト

・
ソ
ク
ラ
テ
ス
・
釈
迦
・
孔
子
と
い
う
、
独
自
の
四
大
聖
人
に
繋
が
る
普
遍
的
な
最
高
道
徳
と

し
て
、
社
会
的
に
説
い
て
ゆ
く
。
し
か
も
皇
室
の
道
徳
性
と
国
民
が
う
け
た
恩
恵
を
説
き
、
天

照
大
神
か
ら
歴
代
天
皇
へ
と
一
貫
す
る
伝
統
を
重
視
す
る
に
い
た
る
。
殊
に
万
世
一
系
・
道
徳

系
統
・
国
家
伝
統
と
、
そ
の
奉
恩
・
感
謝
の
気
持
ち
が
要
請
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
そ
う
し
た
精

神
の
軌
跡
を
丹
念
に
辿
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
天
理
教
の
教
学
と
廣
池
の
四
大

聖
人
論
と
が
合
致
せ
ず
、
や
む
な
く
離
教
す
る
に
至
っ
た
事
情
が
明
ら
か
と
な
れ
ば
、
成
果
が

よ
り
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

グ
ロ
ー
カ
ル
と
い
う
表
現
を
用
い
る
な
ら
ば
、
四
大
聖
人
の
グ
ロ
ー
バ
ル
と
、
全
体
的
な
国

家
伝
統
と
個
人
的
な
慈
悲
寛
大
と
い
う
ロ
ー
カ
ル
と
を
、
ど
う
関
連
さ
せ
構
成
す
る
か
が
課
題

と
な
ろ
う
。
国
際
交
流
や
国
際
貢
献
と
い
う
世
界
的
な
課
題
に
向
け
て
、
廣
池
と
天
理
教
と
が
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同
じ
視
点
に
立
て
ず
、
遂
に
棄
教
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
そ
の
分
岐
点
が
奈
辺
に
あ
っ
た

の
か
、「
神
道
」
の
将
来
を
考
え
る
上
か
ら
も
、
改
め
て
問
い
迫
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

以
上
の
通
り
、
研
究
と
実
践
に
努
め
た
廣
池
を
事
例
と
し
て
、
多
く
の
新
資
料
を
活
用
し
な

が
ら
、
具
体
的
に
研
究
・
立
証
し
た
成
果
は
、
相
当
に
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
今
後
と

も
神
道
と
道
徳
の
究
明
に
向
け
て
、
努
力
さ
れ
る
こ
と
を
深
く
期
待
し
た
い
。

よ
っ
て
本
論
文
の
提
出
者
橋
本
富
太
郎
は
、
博
士
（
神
道
学
）
の
学
位
が
授
与
せ
ら
れ
る
資

格
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

平
成
二
十
七
年
二
月
十
四
日

主
査

國
學
院
大
學
教
授

中

西

正

幸

◯印

副
査

國
學
院
大
學
教
授

武

田

秀

章

◯印

副
査

京
都
産
業
大
学
名
誉
教
授

所

功

◯印
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橋
本
富
太
郎

学
力
確
認
の
結
果
の
要
旨

左
記
三
名
が
各
専
門
分
野
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
学
力
確
認
の
試
験
を
行
っ
た
結
果
、
博
士
（
神
道

学
）
の
学
位
を
授
与
さ
れ
る
学
力
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
七
日

学
力
確
認
担
当
者

主
査

國
學
院
大
學
教
授

中

西

正

幸

◯印

副
査

國
學
院
大
學
教
授

武

田

秀

章

◯印

副
査

京
都
産
業
大
学
名
誉
教
授

所

功

◯印
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