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四
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わ
り
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キ
ー
ワ
ー
ド：

雲
照
律
師
、
信
仰
心
、『
國
史
』、『
皇
室
野
史
』、
尊
皇
愛
国
の
精
神

一
）

は
じ
め
に

白
鳥
庫くら
吉きち
（
以
下
白
鳥
）
は
日
本
に
お
け
る
「
東
洋
史
の
父
」
と
も
い
え
る
存
在
で
、
種
々
学
会
の
創
設
に
尽
力
す
る
な

ど
、
明
治
期
の
学
問
分
野
を
牽
引
し
た
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
廣
池
千
九
郎
（
以
下
廣
池
）
の
著
作
に
精
通
し
て
い
る
読
者

に
と
っ
て
は
、
廣
池
著
『
道
徳
科
学
の
論
文
』（
以
下
『
論
文
』）
の
序
文
を
書
い
た
人
物
と
し
て
の
印
象
が
強
い
の
で
は
な
い



だ
ろ
う
か
。
白
鳥
は
『
論
文
』
読
了
後
、「
御
趣
意
ニ
ハ
徹
頭
徹
尾
賛
成
ニ
御

１
）

座
候
」
と
の
感
想
を
廣
池
に
寄
せ
て
い
る
。
白

鳥
は
実
証
的
研
究
態
度
を
貫
い
た
人
で
、
ほ
ん
の
少
し
で
も
疑
問
点
や
意
見
の
相
違
が
あ
れ
ば
、
何
時
間
か
け
て
も
徹
底
的
に

議
論
し
て
い
た
そ
う
で

２
）

あ
る
。
そ
の
白
鳥
が
廣
池
の
意
見
に
は
「
徹
頭
徹
尾
」
賛
成
を
表
明
し
て
い
る
。

ま
た
、
白
鳥
は
『
論
文
』
序
文
に
お
い
て
、
当
時
の
道
徳
頽たい
廃はい
の
風
潮
を
指
摘
し
つ
つ
、「
イ
ワ
ユ
ル
聖
人
ノ
実
行
セ
ラ
レ

タ
ル
ト
コ
ロ
ノ
無
我
慈
悲
ノ
最
高
道
徳
ニ
ヨ
ル
ニ
ア
ラ
ズ
ン
バ
、
今
後
ノ
人
心
ヲ
維
持
ス
ル
コ
ト
ア
ラ
ワ
ザ
ル
ヤ
明
ラ
カ

３
）

ナ
リ
」
と
、
廣
池
の
主
張
を
非
常
に
的
確
、
簡
潔
に
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
一
文
に
よ
っ
て
も
、
白
鳥
が
廣
池
の
意
図
を
よ
く

理
解
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

白
鳥
と
廣
池
の
関
係
を
解
明
す
る
べ
く
、
ま
ず
白
鳥
か
ら
廣
池
に
宛
て
た
書
簡
と
、『
廣
池
千
九
郎

４
）

日
記
』（
以
下
『
日
記
』）

の
記
述
と
を
比
較
し
て
み
た
。『
日
記
』
に
は
、
廣
池
が
白
鳥
を
訪
問
し
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
記
さ
れ
て
い

５
）

な
い
。
白
鳥
か
ら

廣
池
宛
に
送
ら
れ
た
書
簡
に
よ
っ
て
、
廣
池
が
白
鳥
の
も
と
を
訪
ね
る
際
に
は
前
も
っ
て
伺
い
を
た
て
て
い
た
こ
と
、
都
合
の

悪
い
時
は
そ
の
旨
を
報
せ
て
い
る
が
、
不
都
合
の
な
い
時
は
白
鳥
か
ら
の
返
信
は
な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
わ

６
）

か
る
。
つ
ま

り
、
実
際
に
廣
池
が
白
鳥
の
も
と
を
訪
ね
た
場
合
に
は
、『
日
記
』
に
も
廣
池
千
九
郎
宛
の
白
鳥
書
簡
に
も
、
そ
の
痕
跡
は
残

ら
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
総
合
的
に
判
断
す
る
と
、
二
人
の
間
に
は
、『
日
記
』
や
残
さ
れ
た
書
簡
に
は
表
れ
て
い
な

い
交
流
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
白
鳥
側
の
記
録
も
探
っ
て
み
た
。
白
鳥
と
廣
池
と
の
接
点
は
、『
白
鳥
庫
吉
全
集
』
収
録
の
著
作
目
録
に
、
モ
ラ
ロ

ジ
ー
研
究
所
創
立
の
祝
詞
を
書
い
た
こ
と
が
載
っ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
他
に
は
、
家
族
に
よ
る
回
想
の
中
に
も
、
廣
池

や
モ
ラ
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
の
記
述
は
な
く
、
二
人
の
接
点
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

で
は
、
な
ぜ
廣
池
は
白
鳥
に
『
論
文
』
の
序
文
を
依
頼
し
た
の
か
。
白
鳥
の
廣
池
に
対
す
る
深
い
理
解
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
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た
の
か
。
白
鳥
の
生
涯
を
紐
解
き
な
が
ら
、
二
人
が
人
と
し
て
、
研
究
者
と
し
て
、
信
頼
を
深
め
た
中
核
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

二
）

白
鳥
庫
吉
の
生
涯

一
、
生
い
立
ち

白
鳥
庫
吉
は
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
二
月
四
日
、
現
千
葉
県
茂
原
市
長
谷
に
農
業
白
鳥
嘉か
一いち
郎ろう
、
母
徳
の
二
男
と
し
て
生

ま
れ
た
。
嘉
一
郎
は
も
と
も
と
開
化
的
な
思
想
の
持
主
だ
っ
た
ら
し
く
、
時
々
東
京
に
出
て
は
文
明
開
化
の
息
吹
を
感
じ
、
こ

れ
か
ら
の
世
の
中
は
学
問
を
や
ら
な
け
れ
ば
ダ
メ
だ
と
い
う
の
が
口
癖
だ
っ
た
そ
う
だ
。
そ
の
嘉
一
郎
に
は
先
妻
と
の
間
に
斧

蔵
・
花
子
の
二
子
が
あ
っ
た
が
、
庫
吉
は
こ
の
異
母
兄
の
斧
蔵
と
折
り
合
わ
ず
、「
常
に
精
神
的
圧
迫
を
受

７
）

け
た
」
そ
う
で
あ

る
。
嘉
一
郎
は
、
そ
ん
な
庫
吉
を
不ふ
憫びん
に
思
い
、
寺
子
屋
の
僧
の
勧
め
も
あ
っ
て
浜
野
の
漁
夫
の
家
に
下
宿
さ
せ
、
曾
我
町

（
現
千
葉
県
千
葉
市
中
央
区
）
の
小
学
校
に
通
わ
せ
た
。

小
学
校
時
代
の
庫
吉
は
腕
白
坊
主
で
、
さ
ほ
ど
勉
強
熱
心
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
級
友
に
刺
激
さ
れ
て
中
学
受
験
を
思

い
立
ち
勉
強
を
始
め
た
。
そ
し
て
友
を
追
い
か
け
る
よ
う
に
千
葉
中
学
（
現
千
葉
県
立
千
葉
高
等
学
校
・
千
葉
県
千
葉
市
中
央

区
）
に
入
学
し
、
良
い
師
（
那な
珂か
通みち
世よ
・
三み
宅やけ
米よね
吉きち
ら
）
に
出
会
い
学
問
の
道
に
進
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。
後
年
、
孫
に
「
俺
は

十
四
歳
（
中
学
進
学
時
の
年
齢
）
で
目
が
覚
め
た
、
お
前
は
ま
だ

８
）

か
な
」
と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
出
会
い
が
転
機

だ
っ
た
。

そ
の
後
、
白
鳥
入
学
の
年
に
東
京
帝
国
大
学
に
新
設
さ
れ
た
史
学
科
に
入
り
、
帝
大
史
学
科
第
一
期
の
卒
業
生
と
し
て
学
習

院
・
歴
史
科
教
授
に
迎
え
ら
れ
る
。
明
治
三
七
年
（
一
九
〇
四
）
に
は
東
大
教
授
も
兼
任
す
る
こ
と
と
な
り
、
庫
吉
四
九
歳
の
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時
、
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）、
東とう
宮ぐう
御お
学がく
問もん
所じよ
御
用
掛
、
教
務
主
任
を
拝
命
す
る
。
以
来
七
年
間
、
一
日
も
欠
か
す
こ
と
な

く
重
責
を
果
た
し
た
。
優
秀
で
人
望
の
あ
っ
た
庫
吉
は
、
多
く
の
学
会
や
委
員
会
の
理
事
を
務
め
な
が
ら
も
、
権
威
や
富
に
は

関
心
が
な
く
、
自
身
の
研
究
を
生
き
が
い
と
し
て
人
生
を
送
り
、
昭
和
一
七
年
（
一
九
四
二
）
三
月
三
〇
日
、
風
邪
か
ら
肺
炎

を
併
発
し
亡
く
な
っ
た
。
十
日
後
に
は
栄
誉
を
た
た
え
旭
日
重
光
章
を
授
与
さ
れ
て
い
る
。

二
、
学
者
と
し
て

白
鳥
は
日
本
で
初
め
て
東
洋
史
と
い
う
一
分
野
を
確
立
し
、
一
七
九
篇
の
単
行
書
及
び
論
文
を
著
し
て
い
る
。
そ
の
他
に
も

各
地
で
多
く
の
講
演
を
行
い
、
そ
の
筆
耕
原
稿
も
一
二
三
篇
残
さ
れ
て

９
）

い
る
。
こ
の
数
多
く
残
さ
れ
た
著
作
か
ら
、
学
者
と
し

て
の
白
鳥
に
迫
っ
て
み
た
い
。

①
時
事
問
題

膨
大
な
白
鳥
の
著
作
を
年
代
順
に
追
っ
て
い
く
と
、
単
に
東
洋
の
古
い
歴
史
を
学
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
時
事
問
題
に

則
し
て
過
去
の
歴
史
を
研
究
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

例
え
ば
、
日
露
戦
争
前
後
に
は
朝
鮮
や
満
州
地
方
の
研
究
に
力
を
注
ぎ
、
日
露
戦
争
後
（
一
九
〇
五
年
）
に
は
「
戦せん
捷しよう
に

誇
る
な
か
れ
」
と
の
講
演
を
行
っ
て
い
る
。
か
つ
て
日
本
は
朝
鮮
半
島
に
出
兵
し
敗
退
し
た
事
実
を
引
き
、
日
清
・
日
露
の
勝

利
に
油
断
し
て
い
て
は
、
た
と
え
神
国
の
日
本
で
あ
っ
て
も
敗
れ
る
こ
と
は
あ
る
。
過
去
の
歴
史
か
ら
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
こ
と

を
説
い
て

10
）

い
る
。

ま
た
、
韓
国
併
合
前
後
に
は
「
韓
国
の
国
是
」
と
題
す
る
論
文
を
著
し
た
り
、
南
満
州
鉄
道
株
式
会
社
社
長
の
後
藤
新
平
を
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説
得
し
て
、
東
京
支
社
に
満
鮮
歴
史
調
査
部
を
設
立
さ
せ
て
い
る
。
大
陸
に
進
出
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
の
地
理
、
歴
史
、
及
び

そ
の
地
に
住
む
人
々
の
民
族
性
を
知
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

時
事
問
題
を
扱
っ
た
論
文
が
多
い
の
は
、
学
問
を
世
の
た
め
人
の
た
め
に
使
う
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
、
白
鳥
ら
し
い
問
題

意
識
の
表
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
研
究
態
度
は
、
世
界
人
類
の
幸
福
の
た
め
に
モ
ラ
ロ
ジ
ー
（
道
徳
科
学
）
の
研
究
を
し
た

廣
池
と
共
通
し
て
い
る
。

②
日
本
古
代
史
の
研
究

白
鳥
は
、
日
本
人
が
日
本
建
国
の
由
来
を
知
り
た
い
と
思
う
の
は
、
家
の
祖
先
に
つ
い
て
知
り
た
く
な
る
の
と
同
様
に
当
然

の
感
情
で
あ
り
、
ま
た
義
務
で
も
あ
る
と
考
え
、
積
極
的
に
日
本
古
代
史
の
研
究
に
も
取
り
組
ん
で
い
る
。
そ
の
結
果
、
皇
祖

の
仁
慈
に
よ
っ
て
国
民
に
幸
福
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
考
え
、「
天
皇
の
御
徳
は
玉
で
あ
っ
て
、
円
満
仁
慈
の
表
象
で

11
）

あ
る
」
と

い
う
結
論
に
達
し
た
。
白
鳥
が
皇
室
を
敬
慕
す
る
心
は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
家
族
に
対
し
て
も
一
般
庶
民
が

皇
室
の
こ
と
を
軽
々
に
話
題
に
す
る
こ
と
は
戒
め
て
い
た
と

12
）

い
う
。
そ
の
白
鳥
が
神
代
に
つ
い
て
研
究
し
、
そ
の
成
果
を
発
表

し
た
の
に
は
強
い
信
念
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。
単
に
敬
遠
す
る
だ
け
が
皇
室
へ
の
忠
で
は
な
い
こ
と
を
熱
く
語
っ
て
い
る
。
学
者

と
し
て
真
に
皇
室
に
忠
を
尽
く
す
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
、
身
を
も
っ
て
示
し
て
い
る
。
以
下
に
参
考
と
し
て
白
鳥
の
情
熱

が
最
も
よ
く
表
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
一
文
を
引
用
す
る
。

神
典
の
意
味
の
）
真
相
を
究
め
ず
に
敬
遠
し
す
ぎ
て
ば
か
り
居
る
の
が
、
果
し
て
日
本
国
民
と
し
て
忠
な
る
所
以
で
あ

り
ま
せ
う
か
。
…
…
神
典
を
研
究
し
な
い
で
は
日
本
国
民
の
祀
つ
て
居
る
神
社
の
本
原
も
知
ら
れ
る
道
理
が
な
い
、
…
…
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敬﹅
遠﹅
は﹅
決﹅
し﹅
て﹅
国﹅
家﹅
に﹅
忠﹅
な﹅
る﹅
も﹅
の﹅
で﹅
は﹅
あ﹅
り﹅
ま﹅
せ﹅
ぬ﹅
。
…
…
そ
の
事
の
至
難
だ
と
か
、
世
間
の
区
々
た
る
非﹅
難﹅
な﹅
ど﹅
を﹅

恐﹅
れ﹅
て﹅
躊﹅
躇﹅
す﹅
る﹅
が﹅
如﹅
き﹅
は﹅
誠﹅
に﹅
つ﹅
ま﹅
ら﹅
ぬ﹅
姑﹅
息﹅
な﹅
考﹅
え﹅
だ﹅
と
思
ひ

13
）

ま
す
。

ま
た
、
歴
史
研
究
に
お
け
る
態
度
と
し
て
は
「
公
明
正
大
に
、
そ
の
ま
ま
の
解
釈
が
下
し
た
い
も
の
で
す
。
敢
へ
て
自
分
の

新
し
い
思
想
を
開
陳
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
あ
り
ま

14
）

せ
ぬ
。」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
原
典
に
込
め
ら
れ
た
意

味
、
す
な
わ
ち
古
代
日
本
人
が
神
典
に
込
め
た
想
い
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
人
日
本
史
学
者
の
ピ

ー
タ
ー
・
ウ
ェ
ッ
ツ
ラ
ー

P
eter W

etzler

）教
授
は
、
白
鳥
の
神
典
に
対
す
る
研
究
態
度
を
以
下
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る

が
、
こ
れ
は
誤
解
だ
と
い
え
よ
う
。

中
国
と
日
本
の
伝
統
の
あ
つ
か
い
方
に
重
大
な
不
一
致
が
あ
る
。
儒﹅
教﹅
に﹅
つ﹅
い﹅
て﹅
は﹅
誤﹅
謬﹅
を﹅
あ﹅
ば﹅
い﹅
て﹅
い﹅
る﹅
が﹅
、﹅
日﹅
本﹅
の﹅

国﹅
家﹅
創﹅
生﹅
に﹅
対﹅
し﹅
て﹅
は﹅
同﹅
じ﹅
批﹅
判﹅
的﹅
手﹅
法﹅
を﹅
使﹅
っ﹅
て﹅
い﹅
な﹅
い﹅
。
…
…
白
鳥
は
、
皇
室
の
祖
先
は
天
照
大
神
で
あ
り
、
そ
れ

は
こ
れ
ら
両
文
献
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
、
と
述
べ
る
。
…
…
だ
が
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
は
こ
の
よ
う
な

解
釈
を
裏
付
け
て
は
い
な
い
。
こ
れ
は
、
白
鳥
が
外
国
文
化
を
批
判
的
に
評
価
せ
よ
と
い
い
な
が
ら
、
日﹅
本﹅
伝﹅
統﹅
に﹅
つ﹅
い﹅

て﹅
は﹅
無﹅
批﹅
判﹅
で﹅
あ﹅
っ﹅
た﹅
こ
と
を
示
す
一
例
で
あ
る
。
外
国
の
文
物
を
み
る
場
合
に
は
識
別
せ
よ
と
い
い
、
日
本
の
歴
史
と

伝
統
を
み
る
と
き
に
は
、
自
説
に
有
利
な
証
拠
ば
か
り
を
求

15
）

め
た
。

白
鳥
が
儒
教
の
誤
謬
を
暴
い
た
と
い
う
論
文
は
、「
尚
書
の
高
等

16
）

批
判
」
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
白
鳥
は
こ
の
論
文

で
、
堯ぎよう・
舜しゆん・
禹う
の
三
帝
は
実
在
の
人
物
で
は
な
く
、
儒
教
成
立
後
の
陰
陽
思
想
に
よ
る
徳
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
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い
る
の
だ
が
、
こ
の
解
釈
の
仕
方
は
記
紀
の
解
釈
と
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
白
鳥
は
「
神
典
は
あ
く
ま
で
も
神
話
で
あ
り
、
登

場
す
る
神
は
歴
史
上
の
人
物
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
常
に
主
張
し
て
い
る
。
つ
ま
り
三
帝
と
同
じ
扱
い
で
あ
る
。
し
か
し

神
典
が
歴
史
事
実
で
は
な
い
と
し
て
も
、
皇
祖
の
精
神
、
古
来
日
本
人
が
皇
室
に
対
し
て
抱
い
て
き
た
思
想
が
書
き
表
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
精
神
を
天
照
大
神
に
擬
人
化
し
て
認
め
て
い
る
と
い
う
の
で

17
）

あ
る
。
ウ
ェ
ッ
ツ
ラ
ー
氏
の
い
う
よ
う

な
偏
っ
た
研
究
者
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
公
平
無
私
な
実
証
的
研
究
態
度
を
貫
い
て
い
る
。
人
目
を
引
く
よ
う
な

新
説
を
打
ち
立
て
る
と
か
、
あ
る
特
殊
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
た
め
に
歴
史
資
料
を
利
用
す
る
の
で
は
な
く
、
遺
さ
れ
た
資
料
か

ら
帰
納
的
に
そ
の
精
神
を
汲
み
取
る
作
業
を
続
け
た
の
が
白
鳥
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
研
究
態
度
は
廣
池
と
通
じ
る
も
の
が

あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
、

信
仰
心

白
鳥
は
慈
愛
に
充
ち
、
公
平
無
私
な
人
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の
心
は
ど
の
よ
う
に
し
て
育
ま
れ
た
の
か
。
そ
の
心
を
育
ん

だ
要
因
の
一
つ
は
、
信
仰
心
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
白
鳥
が
非
常
に
篤
い
信
仰
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
娘
・
君
子
、

孫
・
芳
郎
の
回
想
な
ど
か
ら
窺
え
る
。

…
…
昭
和
十
四
年
に
私
（
著
者
注：

孫
・
芳
郎
）
が
カ
ト
リ
ッ
ク
に
改
宗
す
る
こ
と
を
相
談
し
に
ゆ
く
と
、
信﹅
仰﹅
を﹅
持﹅
つ﹅

こ﹅
と﹅
は﹅
大﹅
変﹅
よ﹅
い﹅
こ﹅
と﹅
だ﹅
と﹅
喜﹅
ん﹅
で﹅
く﹅
れ﹅
た﹅
の
で

18
）

あ
る
。

…
…
孫
美
千
代
の
手
に
よ
っ
て
、
額
に
水
を
そ
そ
が
れ
て
洗
礼
を
受
け
た
。
こ
の
こ
と
は
誰
も
知
っ
て
は
い
な
い
こ
と
で
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あ
る
。
父﹅
が﹅
宗﹅
教﹅
に﹅
対﹅
す﹅
る﹅
考﹅
え﹅
方﹅
は﹅
、﹅
高﹅
い﹅
山﹅
を﹅
ど﹅
の﹅
道﹅
か﹅
ら﹅
登﹅
っ﹅
て﹅
も﹅
頂﹅
は﹅
一﹅
所﹅
と
云
う
考
え
で
あ
っ
た
。
私
（
著

者
注：

娘
・
君
子
）
が
学
校
で
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
理
を
学
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
も
、
洗
礼
の
こ
と
は
皇
室
に
関
係
の
あ
る
父

に
気
が
ね
し
て
い
た
の
だ
が
、
父
は
命
の
終
り
に
近
く
、
孫
た
ち
の
愛
に
よ
っ
て
、
愛
す
る
が
故
に
、
愛
す
る
者
た
ち
と

共
に
、
永
遠
の
幸
福
を
希
っ
た
の
で
あ
ろ

19
）

う
か
。

白
鳥
晩
年
の
様
子
か
ら
は
、
信
仰
に
よ
っ
て
安
心
が
得
ら
れ
、
人
と
し
て
目
指
す
べ
き
も
の
の
答
え
が
与
え
ら
れ
る
と
考
え

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
宗
教
や
信
仰
に
対
す
る
考
え
方
は
、
廣
池
と
考
え
方
が
近
い
ば
か
り
で
な
く
、
表
現
の
仕
方
も
非
常

に
よ
く
似
て
い
る
。
廣
池
は
『
道
徳
科
学
の
論
文
』
に
お
い
て
「
神
」
を
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

山﹅
の﹅
頂﹅
上﹅
は﹅
一﹅
つ﹅
で﹅
す﹅
が﹅
登﹅
り﹅
道﹅
は﹅
多﹅
﹅々

あ﹅
る﹅
が
ご
と
く
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
神

本
体

は
た
だ
一
つ
な
れ
ど
、
こ

れ
を
信
仰
の
対
象
と
す
る
宗
教
は
そ
の
種
類
千
差
万
別
で
あ
り

20
）

ま
す
。

白
鳥
、
廣
池
と
も
に
、
様
々
な
宗
教
、
宗
派
を
認
め
、
神
を
求
め
る
信
仰
心
を
登
山
に
喩たと
え
て
い
る
。
ま
た
、
白
鳥
は
『
論

文
』
序
文
に
お
い
て
、
廣
池
の
人
格
の
一
端
と
し
て
、
深
い
道
徳
的
、
宗
教
的
体
験
を
持
っ
た
人
物
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
も
、
白
鳥
が
宗
教
を
道
徳
的
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
捉
え
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

四
、
雲うん
照しよう
律りつ
師し

白
鳥
と
廣
池
は
と
も
に
雲
照
律
師
の
も
と
で
修
養
し
た
経
験
を
持
っ
て
い
る
。
廣
池
が
雲
照
律
師
の
も
と
に
通
っ
た
時
期
は
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明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
）
頃
だ
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
白
鳥
が
雲
照
律
師
の
も
と
に
通
っ
た
時
期
は
は
っ
き
り
し
な
い
。

白
鳥
と
雲
照
律
師
と
の
関
係
を
示
す
も
の
を
以
下
に
示
し
、
白
鳥
が
雲
照
律
師
の
も
と
に
い
つ
頃
通
っ
て
い
た
の
か
を
考
察
し

て
み
た
い
。

白
鳥
の
弟
子
で
あ
る
津
田
左
右
吉
は
、
明﹅
治﹅
二﹅
〇﹅
年﹅
代﹅
終﹅
わ﹅
り﹅
頃﹅
か﹅
ら﹅
三﹅
〇﹅
年﹅
代﹅
の﹅
初﹅
め﹅
頃﹅
の
白
鳥
の
様
子
に
つ
い
て
以
下

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

二
三
の
同
志
と
共
に
雲
照
律
師
に
つ
い
て
仏
典
の
講
義
を
聴
か
れ
た
の
も
、
こ﹅
の﹅
間﹅
の
こ
と
で
あ

21
）

っ
た
…
…

し
か
し
、
白
鳥
の
孫
、
芳
郎
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

祖
父
は
、
若
い
頃
、
癇かん
癪しやく
が
お
さ
ま
ら
な
い
の
で
、
修
養
す
る
た
め
、
目
白
不
動
の
僧
侶
で
あ
っ
た
雲
照
律
師
の
下
に

赴
き
、
親
し
く
仏
法
を
学
び
、
専
ら
気
分
を
平
静
に
保
つ
よ
う
努
力
し
た
と
い
う
。
以
来
雲
照
律
師
か
ら
譲
り
受
け
た
と

い
う
木
魚
を
座
右
に
置
き
癇
癪
が
起
る
た
び
に
こ
れ
を
叩
い
て
精
神
修
養
に
励
み
、
こ
の
よ
う
な
修
行
は
二﹅
六﹅
歳﹅
で﹅
結﹅
婚﹅

す﹅
る﹅
ま﹅
で﹅
続﹅
け﹅
ら﹅
れ﹅
た﹅
と

22
）

い
う
。

ま
た
、
娘
、
君
子
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

父
母
が
再
婚
し
た
の
は
、
父﹅
が﹅
三﹅
十﹅
歳﹅
母
が
二
十
歳
の
時
で
あ
っ
た
が
、
実
は
父
に
は
再
婚
で
あ
っ
た
。
…
…
父
は
先
妻
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を
亡
く
し
て
後
、
自
分
も
ル
イ
レ
キ
を
手
術
し
て
体
も
大
分
弱
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
一
時
は
関
口
の
あ

23
）

る
寺
に
こ

も
り
木
魚
を
た
た
き
な
が
ら
ひ
た
す
ら
修
業
を
し
た
そ
う
で
あ
る
が
、
生
涯
と
り
み
だ
し
て
怒
る
こ
と
な
ど
見
せ
な
か
っ

た
父
は
無
言
の
う
ち
に
威
の
お
そ
れ
を
感
じ
さ
せ
る
人
で
あ

24
）

っ
た
。

白
鳥
と
雲
照
律
師
と
の
関
係
を
示
す
公
的
な
記
録
と
し
て
は
、
雲
照
律
師
が
在
家
信
者
の
た
め
に
立
ち
上
げ
た
道
徳
的
宗
教

的
教
会
で
あ
る
十じゆう
善ぜん
会かい
会
員
記
録
が
あ
る
。
明﹅
治﹅
二﹅
四﹅
年﹅
（﹅
一﹅
八﹅
九﹅
一﹅
）﹅
当﹅
時﹅
の﹅
記﹅
録﹅
に
、
井
上
馨かおる、
山
県
有あり
朋とも
ら
と
と
も

に
、
白
鳥
の
名
も
残
さ
れ
て

25
）

い
る
。

白
鳥
が
再
婚
し
た
年
は
、
数
え
年
で
三
十
歳
、
明
治
二
七
年
（
一
八
九
四
）
の
こ
と
で
あ
る
。
芳
郎
氏
の
言
う
二
十
六
歳
で

結
婚
す
る
ま
で
と
い
う
の
は
、
修
行
は
先
妻
を
亡
く
し
た
後
の
よ
う
な
の
で
、
一
度
目
の
結
婚
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
ず
、

何
か
の
勘
違
い
だ
ろ
う
。
総
合
的
に
判
断
す
る
と
、
十
善
会
の
記
録
か
ら
明
治
二
四
年
（
一
八
九
一
）
に
は
既
に
雲
照
律
師
の

も
と
に
通
っ
て
お
り
、
白
鳥
が
再
婚
し
た
明
治
二
七
年
（
一
八
九
四
）
ま
で
は
修
行
を
続
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
白
鳥
と
廣
池

が
出
会
っ
た
の
は
、『
論
文
』
の
白
鳥
序
文
が
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
大
正
一
五
年
（
一
九
二
六
）
の
三
十
年
前
、
明
治
二

九
年
（
一
八
九
六
）
頃
で
あ
る
の
で
、
二
人
が
雲
照
律
師
の
下
で
出
会
っ
た
と
仮
定
し
て
調
べ
て
み
た
が
、
今
回
は
そ
の
証
拠

は
つ
か
め
な
か
っ
た
。

し
か
し
白
鳥
は
、
十
善
会
の
事
務
を
取
り
仕
切
っ
て
い
た
澤
柳
政まさ
太た
郎ろう
と
は
帝
大
の
寮
で
起
居
を
共
に
し
た
仲
で
あ
り
、
さ

ら
に
明
治
二
六
年
（
一
八
九
三
）
か
ら
明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
）
ま
で
、
澤
柳
の
実
弟
を
彼
の
外
遊
中
預
か
っ
て
世
話
を
し

て

26
）

い
る
。
直
接
雲
照
律
師
を
訪
ね
る
機
会
は
減
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
雲
照
律
師
と
の
関
係
が
途
切
れ
た
と
も
考
え
難
い
。

白
鳥
、
廣
池
と
雲
照
律
師
の
関
係
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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三
）
『
國
史
』
と
『
皇
室
野
史
』
と
の
比
較
分
析

『
國
史
』
は
、
白
鳥
が
昭
和
天
皇
の
東
宮
時
代
、
東とう
宮ぐう
御お
学がく
問もん
所じよ
で
日
本
歴
史
の
講
義
を
す
る
た
め
だ
け
に
書
き
下
ろ
し
た

教
科
書
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
若
い
皇
太
子
に
、
歴
史
的
事
実
か
ら
天
皇
の
な
ん
た
る
か
を
学
ん
で
欲
し
い
、
と
い
う
願
い
が
込

め
ら
れ
て
い
る
は
ず
だ
。
つ
ま
り
、『
國
史
』
の
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
白
鳥
の
理
想
と
す
る
天
皇
観
、
国
家
観
を
理
解

す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

ま
た
、
白
鳥
が
『
國
史
』
を
著
し
た
と
思
わ
れ
る
大
正
年
間
は
、
白
鳥
と
廣
池
の
交
流
が
活
発
化
し
た
時
期
で
も
あ
る
。
大

正
二
年
（
一
九
一
三
）
三
月
に
、
白
鳥
が
満
鉄
調
査
部
主
任
に
廣
池
を
推
薦
し
た
い
が
ど
う
か
、
と
い
う
書
簡
を
出
し
た
こ
と

か
ら
二
人
の
旧
交
が
復
活
し
た
よ
う
で

27
）

あ
る
。
白
鳥
が
御
学
問
所
で
歴
史
の
講
義
を
担
当
し
始
め
る
頃
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
に

着
手
し
た
廣
池
と
の
交
流
が
活
発
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
書
か
れ
た
『
國
史
』
は
二
人
の
関
係
も
明
ら
か
に
し
て

く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

一
、『
國
史
』
の
特
徴

人
は
訴
え
た
い
こ
と
を
繰
返
し
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。『
國
史
』
の
中
で
最
も
多
く
見
ら
れ
た
言
葉
は
、
天
皇
の
大
御
心
に

関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
関
係
す
る
言
葉
が
何
度
本
文
中
に
出
て
く
る
の
か
を
数
え
て
み
た
。

・
民
を
愛
撫
あ
い
ぶ

す
る
、
国
民
の
安あん
寧ねい
・
平
和
・
慶
福
を
祈
る
、
民
の
父
母
な
ど
、
皇
祖
の
赤
子
で
あ
る
国
民
の
幸
福
を
願
う
言

葉
…
…
四
七
回

・
天
皇
の
仁
慈
、
民
の
た
め
に
尽
く
す
、
質
素
倹
約
な
ど
、
天
皇
自
身
の
経
済
的
豊
か
さ
よ
り
も
、
国
民
の
生
活
状
況
向
上
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を
願
う
言
葉
…
…
二
八
回

・
建
国
の
精
神
・
大
御
心
な
ど
、
皇
祖
以
来
の
国
民
の
幸
福
を
願
う
心
そ
の
も
の
を
表
し
た
言
葉
…
…
一
一
回

こ
れ
ら
の
言
葉
が
示
し
て
い
る
本
質
は
同
じ
で
あ
り
、
白
鳥
が
東
宮
（
後
の
昭
和
天
皇
）
に
最
も
伝
え
た
か
っ
た
こ
と
で
あ

ろ
う
。
天
皇
は
古
来
よ
り
「
万
民
を
愛
撫
し
て
そ
の
協
力
に
信
頼
」
し
て
国
を
統
治
し
て
こ
ら
れ
、
こ
の
御
精
神
が
日
本
の
平

和
と
繁
栄
、
ひ
い
て
は
世
界
人
類
に
平
安
を
も
た
ら
す
こ
と
を
伝
え
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

ま
た
、
学
問
・
芸
術
・
殖
産
興
業
に
つ
い
て
は
、
時
代
毎
に
章
を
設
け
て
、
歴
代
天
皇
が
渡
来
人
を
保
護
し
、
大
陸
の
新
知

識
を
積
極
的
に
移
入
し
国
民
に
伝
授
し
た
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
渡
来
人
は
そ
の
恩
恵
に
深
く
感
謝
し
て
日
本
に
帰
化
し
、
新

知
識
・
技
術
は
定
着
し
て
い
っ
た
。
ま
た
、
学
問
の
要
は
身
を
修
め
る
こ
と
で
あ
る
と
、
歴
代
天
皇
の
言
葉
を
借
り
て
く
り
返

し
説
い
て
い
る
。

現
在
の
皇
族
方
が
、
そ
れ
ぞ
れ
専
門
分
野
で
の
研
究
を
続
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
だ
け
を
見
て
も
、
白
鳥
が
こ
れ
ら
の
歴

史
を
通
じ
て
伝
え
ら
れ
た
天
皇
と
し
て
の
資
質
は
、
し
っ
か
り
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

二
、
廣
池
と
の
関
係
が
窺
え
る
も
の

『
國
史
』
の
記
述
に
は
、
廣
池
の
著
作
で
あ
る
『
皇
室
野
史
』
と
類
似
す
る
個
所
が
い
く
つ
か
あ
る
。
以
下
に
類
似
す
る
個

所
を
引
用
し
、
比
較
検
討
し
た
い
。（
引
用
文
中
の
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
加
筆
）

①
後
柏
原
天
皇
即
位
の
礼
に
つ
い
て

『
國
史
』
の
記
述
、
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さ
れ
ば
後ご
土つち
御み
門かど
天
皇
崩
ぜ
し
時
大
葬
の
費
な
く
、
幕
府
は
諸
大
名
に
之
を
課
せ
し
も
貢
納
遅
滞
し
て
空
し
く
時
日
を
経

過
せ
り
と
い
ふ
。
ま
た
後
柏
原
天
皇
せん

祚そ
し
給
ひ
し
も
、
幕﹅
府﹅
の﹅
命﹅
を﹅
奉﹅
じ﹅
て﹅
資﹅
を﹅
献﹅
ず﹅
る﹅
大﹅
名﹅
極﹅
め﹅
て﹅
少﹅
か﹅
り﹅
し﹅
を﹅
以﹅

て﹅
即﹅
位﹅
の﹅
典﹅
を﹅
挙﹅
ぐ﹅
る﹅
能﹅
は﹅
ず﹅
、
二﹅
十﹅
二﹅
年﹅
の﹅
後﹅
幕﹅
府﹅
の﹅
献﹅
金﹅
に﹅
よ﹅
り﹅
て﹅
纔わずかに
其
の
儀
を
行
ふ
を
得

28
）

た
り
。

『
皇
室
野
史
』
の
記
述
、

…
…
後
土
御
門
天
皇
遂
に
其
志
を
遂
け
玉
は
ず
し
て
、
明
應
九
年
九
月
土
御
門
内だい
裏り
の
黒
戸
の
御
所
に
て
崩
し
玉
ふ
の
運

と
な
れ
り
、
而
し
て
其
崩
御
の
御
時
や
更
に
哀
れ
儚
な
き
御
有
様
に
ぞ
あ
り
け
る
、

明
應
九
年
、
庚
辰
、
天
皇
、
崩
レ

於
二

土
御
門
内
裏
黒
戸
、一

春
秋
五
十
九
、
時
公
武
共
衰
廃
、
且
自
二

去
年
、一

玉
體
不

豫
、
無
二

譲
位
之
儀
、一

冬
十
月
親
王
勝
仁
自
二

北
對
一

移
二

小
御
所
、一

受
二

剣
璽
一

践
祚
、
大
行
皇
帝
、
霊
柩
猶
在
二

黒
戸
、一

依
レ

少
二

資
用
、一

而
不
レ

能
レ

行
二

葬
礼
、一

十
一
月
に
至
り
て
泉
涌
寺
に
葬
る
、

即
ち
後
土
御
門
天
皇
崩
し
後
柏
原
天
皇
翌
月
を
以
て
即
位
し
玉
ふ
、
…
…
今
や
幕﹅
府﹅
其﹅
資﹅
用﹅
を﹅
四﹅
方﹅
に﹅
徴﹅
せ﹅
ど﹅
も﹅
集﹅
ま﹅
ら﹅

ざ﹅
る﹅
故﹅
を﹅
以﹅
て﹅
之﹅
（
著
者
注：

即
位
の
礼
）
を﹅
行﹅
ふ﹅
事﹅
能﹅
は﹅
ず﹅
、
…
…
遷﹅
延﹅
二﹅
十﹅
二﹅
年﹅
に﹅
及﹅
ひ﹅
、
永
正
十
六
年
十
月
内
大

臣
三
條
西
實
隆
幕﹅
府﹅
を﹅
説﹅
諭﹅
し﹅
て﹅
其﹅
料﹅
を﹅
上﹅
ら﹅
し﹅
め﹅
、
…
…
始
め
て
大
礼
を
行
ふ
事
を
得
た
り
…
…
（
出
典：

官
位
訓
、

29
）

口
碑
）

後
土
御
門
天
皇
の
時
代
に
は
す
で
に
朝
廷
財
政
は
逼ひつ
迫ぱく
し
て
お
り
、
後
土
御
門
天
皇
崩
御
の
後
、
後
柏
原
天
皇
が
即
位
さ
れ

る
際
、
即
位
の
礼
も
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と
、
即
位
後
二
十
二
年
が
経
過
し
て
や
っ
と
、
幕
府
か
ら
の
献
金
に
よ
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っ
て
即
位
の
礼
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
た
こ
と
が
共
通
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。

二
書
の
記
述
は
よ
く
似
て
い
る
が
、『
皇
室
野
史
』
に
お
け
る
記
述
の
う
ち
、
官
位
訓
の
引
用
と
思
わ
れ
る
一
段
下
が
っ
た

記
述
と
の
相
似
は
見
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
口
碑
部
分
の
ま
と
め
と
考
え
ら
れ
る
本
文
の
記
述
と
の
相
似
が
見
ら
れ
る
。

②
後
奈
良
天
皇
即
位
の
礼

『
國
史
』
の
記
述
、

後
奈
良
天
皇
即
位
の
礼
も
ま
た
遅
延
せ
し
か
ば
、
公
卿
等
は
地
方
の
大
名
に
勧
説
し
て
其
の
資
を
献
ぜ
し
め
し
に
、
大﹅
内﹅

義﹅
隆﹅
主
と
し
て
之
に
応
じ
け
れ
ば
、
之
に
よ
り
て
宮
殿
を
修
め
、
調
度
を
整
へ
、
践﹅
祚﹅
の﹅
後﹅
十﹅
一﹅
年﹅
に﹅
し﹅
て﹅
始﹅
め﹅
て﹅
大﹅
典﹅

を﹅
挙﹅
ぐ﹅
る﹅
を﹅
得﹅

30
）

た﹅
り
。

『
皇
室
野
史
』
の
記
述
、

…
…
即﹅
位﹅
の﹅
大﹅
礼﹅
（
著
者
注：

後
奈
良
天
皇
即
位
の
礼
）
の﹅
如﹅
き﹅
亦﹅
挙﹅
行﹅
す﹅
る﹅
を﹅
得﹅
ず﹅
、
朝
臣
東
西
に
出
て
大﹅
内﹅
今
川
北

條
朝
倉
等
の
諸
侯
に
説
き
、
銀
数
十
萬
匹
を
得
て
即﹅
位﹅
よ﹅
り﹅
凡﹅
十﹅
有﹅
二﹅
年﹅
を﹅
﹅

へ﹅
天﹅
文﹅
五﹅
年﹅
始﹅
め﹅
て﹅
大﹅
礼﹅
を﹅
挙﹅
く﹅
る﹅
を﹅
得﹅

31
）

た﹅
り
…
…
（
本
文
中
、
出
典：

口
碑
）

後
奈
良
天
皇
の
即
位
の
礼
も
、
後
柏
原
天
皇
に
続
い
て
財
政
難
に
よ
り
即
位
後
十
一
年
が
経
過
す
る
ま
で
挙
行
す
る
こ
と
が
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出
来
な
か
っ
た
。『
國
史
』
で
は
践
祚
の
後
十
一
年
と
な
っ
て
お
り
、『
皇
室
野
史
』
で
は
践
祚
後
十
有
二
年
と
な
っ
て
い
る

が
、
後
柏
原
天
皇
が
崩
御
さ
れ
た
大
永
六
年
（
一
五
二
六
）
か
ら
、
後
奈
良
天
皇
が
即
位
さ
れ
た
天
文
五
年
（
一
五
三
六
）
ま

で
は
数
え
で
十
一
年
で
あ
る
の
で
、『
皇
室
野
史
』
の
十
有
二
年
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。

③
大
内
義
隆
に
つ
い
て

『
國
史
』
の
記
述
、

…
…
大﹅
内﹅
義﹅
隆﹅
が
、
銭
一
萬
匹
を
献
じ
て
太﹅
宰﹅
大﹅
弐﹅
を﹅
得﹅
ん﹅
こ﹅
と﹅
を﹅
請﹅
ひ﹅
し﹅
に﹅
、﹅
天﹅
皇﹅
は﹅
官﹅
爵﹅
は﹅
金﹅
銭﹅
に﹅
よ﹅
り﹅
て﹅
与﹅
ふ﹅
べ﹅

き﹅
に﹅
あ﹅
ら﹅
ず﹅
と﹅
宣﹅
た﹅
ま﹅
ひ﹅
て﹅
之﹅
を﹅
斥﹅
け﹅
給﹅
へ﹅
り﹅
。
皇
室
式
微
の
極
に
至
り
て
、
な
ほ
よ
く
其
の
尊
厳
を
維
持
す
る
を
得
た

り
し
は
此
に
職
由
せ
ず
ん
ば
あ

32
）

ら
ず
。

『
皇
室
野
史
』
の
記
述
、

大﹅
内﹅
義﹅
隆﹅
は﹅
…
…
常
に
皇
室
に
近
か
ん
事
を
欲
し
、
天﹅
文﹅
五﹅
年﹅
皇﹅
居﹅
の﹅
日﹅
華﹅
門﹅
倒﹅
る﹅
﹅ゝ

や﹅
其﹅
建﹅
造﹅
費﹅
を﹅
献﹅
す﹅
、﹅
蓋﹅
其﹅
意﹅
は﹅

太﹅
宰﹅
大﹅
弐﹅
た﹅
ら﹅
ん﹅
と﹅
す﹅
る﹅
に﹅
あ﹅
り﹅
と﹅
、﹅
然﹅
れ﹅
ど﹅
も﹅
天﹅
皇﹅
遂﹅
に﹅
之﹅
を﹅
任﹅
せ﹅
さ﹅

33
）

り﹅
き
、
…
…
（
本
文
中
、
出
典：

不
明
）

大
内
義
隆
は
後
奈
良
天
皇
へ
の
献
金
と
引
き
換
え
に
、
太
宰
大
弐
の
職
を
得
よ
う
と
画
策
し
た
が
、
天
皇
は
そ
れ
を
許
さ
な

か
っ
た
と
『
國
史
』、『
皇
室
野
史
』
と
も
に
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
じ
く
『
皇
室
野
史
』
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
異
説
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も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

天
文
五
年
二
月
義
隆
奏
請
し
て
後
柏
原
天
皇
即
位
の
料
を
献
ず
、
五
月
詔
し
て
太
宰
大
弐
に
補
せ
ら
れ
昇
殿
を
許
さ
れ
、

十
年
従
三
位
に
叙
せ
ら
れ
、
十
四
年
正
三
位
十
七
年
遂
に
従
二
位
に
叙
せ
ら
れ
た

34
）

り
と
、
…
…
（
引
用
文
中：

野
史
）

大
内
の
献
金
に
対
し
て
、
太
宰
大
弐
の
職
を
与
え
、
さ
ら
に
そ
の
後
に
も
売
位
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
國

史
』
で
は
こ
の
説
を
採
用
せ
ず
、
売
官
売
位
を
許
さ
な
い
天
皇
の
姿
勢
が
皇
室
の
尊
厳
を
保
ち
得
た
所
以
だ
と
し
て
い
る
。
こ

の
相
異
は
、『
國
史
』
が
皇
太
子
の
歴
史
教
科
書
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
教
育
者
白
鳥
の
歴
史
観
が

表
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

④
後
柏
原
天
皇
時
代
の
惨
状
に
つ
い
て

『
國
史
』
の
記
述
、

是
よ
り
後
朝
廷
の
窮
乏
は
、
益
々
甚
し
く
、
宮﹅
垣﹅
壊﹅
れ﹅
て﹅
三﹅
条﹅
橋﹅
上﹅
よ﹅
り﹅
内﹅
侍﹅
所﹅
の﹅
燈﹅
火﹅
を﹅
観﹅
る﹅
を﹅
得﹅
た﹅
り﹅
と
伝
へ

35
）

ら
る
。

『
皇
室
野
史
』
の
記
述
、
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…
…
紫
宸
殿
の
御﹅
築﹅
地﹅
や﹅
ふ﹅
れ﹅
て﹅
三﹅
條﹅
の﹅
橋﹅
の﹅
ほ﹅
と﹅
り﹅
よ﹅
り﹅
内﹅
侍﹅
所﹅
の﹅
御﹅
あ﹅
か﹅
し﹅
の﹅
光﹅
見﹅
え﹅
し﹅
と

36
）

か
や
…
…
（
引
用
文

中
、
出
典：

白
石
紳
書
）

後
柏
原
天
皇
時
代
の
窮
乏
を
表
し
た
記
述
で
あ
る
が
、
両
書
と
も
に
御
所
の
御
築
地
が
壊
れ
て
、
京
都
三
条
橋
か
ら
御
所
内

の
内
侍
所
の
明
か
り
ま
で
見
え
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

⑤
毛
利
元もと
就なり
の
献
金
に
つ
い
て

『
國
史
』
の
記
述
、

（
正おお
親ぎ
町まち
天
皇
の
世
）
毛﹅
利﹅
元﹅
就﹅
の﹅
献﹅
金﹅
に﹅
よ﹅
り﹅
て﹅
纔﹅
に﹅
即﹅
位﹅
の﹅
典﹅
を﹅
挙﹅
ぐ﹅
る﹅
を﹅
得﹅
た﹅

37
）

り﹅
き
。

『
皇
室
野
史
』
の
記
述
、

…
…
翌
月
正
親
町
天
皇
践
祚
せ
し
が
、
…
…
即﹅
位﹅
の﹅
料﹅
足﹅
な﹅
き﹅
事﹅
亦﹅
前﹅
朝﹅
の﹅
時﹅
と﹅
異﹅
な﹅
ら﹅
ず﹅
、
是
を
以
て
頻しき
り
に
西
国
諸

侯
に
其
献
納
を
勧
め
た
れ
と
も
俄にわか
に
之
を
上
る
も
の
な
か
り
し
が
、
永
禄
三
年
（
中
略
）
正
月
毛﹅
利﹅
元﹅
就﹅
金﹅
穀﹅
を﹅
献﹅
す﹅
る﹅

に﹅
因﹅
て﹅
始﹅
め﹅
て﹅
挙﹅
行﹅
す﹅
る﹅
を﹅
得﹅

38
）

た﹅
り
（
本
文
中
、
出
典：

野
史
・
國
史
眼
・
御
湯
殿
日
記
）

正
親
町
天
皇
の
時
代
も
ま
た
即
位
の
礼
が
挙
げ
ら
れ
ず
、
毛
利
元
就
の
献
金
に
よ
っ
て
な
ん
と
か
こ
れ
を
挙
行
で
き
た
こ
と
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が
記
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、『
國
史
』
と
『
皇
室
野
史
』
に
共
通
す
る
箇
所
を
比
較
し
た
結
果
、『
國
史
』
が
歴
史
教
科
書
と
し
て
の
性
格
を
持

ち
、『
皇
室
野
史
』
は
学
術
書
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
相
異
点
も
見
ら
れ
る
が
、
参
照
し
た
箇
所
は
非
常

に
よ
く
似
た
内
容
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

廣
池
は
『
皇
室
野
史
』
発
売
に
あ
た
っ
て
、
応
仁
乱
後
の
皇
室
の
大
惨
状
を
知
る
者
は
、
当
時
は
天
下
に
一
人
も
な
く
、
新

資
料
を
参
照
し
た
画
期
的
な
歴
史
書
で
あ
る
と
宣
伝
し
て

39
）

い
る
。
残
念
な
が
ら
白
鳥
の
『
國
史
』
執
筆
時
の
状
況
が
わ
か
る
資

料
に
当
た
れ
な
か
っ
た
た
め
、
白
鳥
が
参
照
し
た
文
献
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
白
鳥
が
『
皇
室
野
史
』
を
参
照

し
た
の
か
、
廣
池
に
相
談
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
全
体
を
通
じ
て
皇
室
の
仁
慈
に
よ
っ
て
日
本

は
発
展
し
て
き
た
と
い
う
歴
史
叙
述
は
、
白
鳥
と
廣
池
の
共
通
す
る
歴
史
認
識
を
示
し
て
い
る
。

四
）

お
わ
り
に

白
鳥
は
廣
池
よ
り
一
歳
上
で
、
亡
く
な
っ
た
の
も
廣
池
の
没
後
四
年
、
ほ
ぼ
同
時
代
を
生
き
て
い
る
。
ま
た
、
二
人
と
も
あ

ま
り
裕
福
と
は
い
え
な
い
農
家
の
出
身
で
あ
り
、
教
員
と
し
て
の
経
験
を
持
ち
、
歴
史
学
を
学
ん
で
い
る
。
白
鳥
も
若
い
時
分

は
体
調
を
崩
し
て
大
学
予
備
門
を
休
学
し
た
時
期
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
共
通
し
て
雲
照
律
師
の
も
と
で
ほ
ぼ
同
時
期
に
仏
典
に

つ
い
て
学
ん
で
い
る
。
二
人
の
境
遇
や
経
歴
は
か
な
り
共
通
し
た
部
分
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。

研
究
者
と
し
て
の
交
流
は
大
正
年
間
以
前
か
ら
、
廣
池
が
著
書
を
白
鳥
に
贈
呈
し
た
り
、『
東
洋
法
制
史
』
を
著
す
際
に
白

鳥
に
参
考
文
献
を
紹
介
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て

40
）

い
る
。
廣
池
は
研
究
者
と
し
て
白
鳥
を
尊
敬
し
、
相
談
し
て
い
た
よ
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う
で
あ
る
。
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
に
取
り
組
ん
だ
廣
池
が
、
そ
の
構
想
段
階
か
ら
白
鳥
に
相
談
し
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

も
と
も
と
信
仰
心
が
篤
く
、
皇
室
を
敬
慕
す
る
白
鳥
で
あ
る
か
ら
、
お
互
い
に
感
化
を
与
え
合
う
こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
廣

池
の
考
え
る
皇
室
の
慈
悲
寛
大
の
精
神
を
、
白
鳥
も
「
仁
慈
の
精
神
」
と
し
て
認
識
し
て
お
り
、
そ
の
精
神
が
世
界
に
幸
福
を

も
た
ら
す
と
し
て
い
る
点
が
一
致
し
て
い
る
。

廣
池
の
尊
皇
愛
国
の
精
神
は
中
津
に
い
た
頃
か
ら
一
貫
し
て
い
る
が
、
雲
照
律
師
の
影
響
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
だ
ろ
う
。
白

鳥
も
同
様
に
雲
照
律
師
の
影
響
を
受
け
て
尊
皇
愛
国
の
精
神
を
育
み
、
東
宮
御
学
問
所
で
忠
勤
に
励
み
、
古
代
史
研
究
を
通
じ

て
皇
室
の
仁
慈
の
念
に
よ
る
国
民
へ
の
恩
恵
を
説
い
て
い
る
。

二
人
は
頻
繁
に
交
流
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
共
通
し
た
経
歴
や
、
心
の
底
で
通
じ
合
う
尊
皇
愛
国
の
精
神
が

二
人
の
心
を
近
づ
け
、
廣
池
の
白
鳥
に
対
す
る
大
き
な
信
頼
を
育
て
た
の
だ
ろ
う
。

注１
）

白
鳥
庫
吉
書
簡
、
大
正
一
五
年
（
一
九
二
六
）
一
〇
月
一
六
日

付
、
廣
池
千
九
郎
宛
、
廣
池
千
九
郎
記
念
館
蔵

２
）

本
文
中
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
特
に
こ
と
わ
り
の
な
い
限
り
、
以

下
の
文
献
を
参
照
し
た
。

白
鳥
清
「
白
鳥
庫
吉
」『
父
の
書
斎
』
三
省
堂
、
一
九
四
三
・
石
井

幹
之
助
「
白
鳥
庫
吉
先
生
小
伝
」『
白
鳥
庫
吉
全
集
』
第
十
巻
、
岩

波
書
店
、
一
九
七
一
・
吉
川
幸
次
郎
編
「
白
鳥
庫
吉
」『
東
洋
学
の

創
始
者
た
ち
』
講
談
社
、
一
九
七
六
・
白
鳥
芳
郎
『
日
本
民
俗
文
化

大
系
九

白
鳥
庫
吉
』
講
談
社
、
一
九
七
八

３
）

廣
池
千
九
郎
『
新
版

道
徳
科
学
の
論
文
』
一
冊
目
、
廣
池
学

園
出
版
部
、
一
九
八
五
、
七
六
ペ
ー
ジ

４
）

廣
池
千
九
郎
『
廣
池
千
九
郎
日
記
』
一
〜
五
、（
学
）
廣
池
学

園
出
版
部
、
一
九
八
七

５
）

年
表
参
照

６
）

白
鳥
書
簡
「
十
二
日
御
召
被
下
候
処
、
前
回
御
発
送
の
御
書
面

遅
れ
て
到
着
仕
候
為
め
大
ニ
失
礼
致
候
、
又
明
十
四
日
朝
御
光
来
の
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事
今
日
葉
書
に
て
相
承
候
処
、
生
憎
当
日
午
前
八
時
よ
り
大
学
の
授

業
有
之
候
間
、
御
都
合
よ
ろ
し
く
ば
、
明
後
十
五
日
の
午
前
八
時
頃

御
枉
駕
被
下
ば
好
都
合
に
御
座
候
。」
大
正
一
〇
年
（
一
九
二
一
）

六
月
一
三
日
付
、
廣
池
千
九
郎
宛
、
廣
池
千
九
郎
記
念
館
蔵

７
）

白
鳥
芳
郎
「
祖
父
白
鳥
庫
吉
と
の
対
話
」『
白
鳥
庫
吉
全
集

月
報
十
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
、
七
ペ
ー
ジ

８
）

同
書
、
同
ペ
ー
ジ

９
）

白
鳥
庫
吉
全
集
編
集
部
「
白
鳥
庫
吉
著
作
目
録
」『
白
鳥
庫
吉

全
集
』
第
十
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
一

10
）

白
鳥
庫
吉
全
集
編
集
部
「
戦
捷
に
誇
る
な
か
れ
」『
白
鳥
庫
吉

全
集
』
第
十
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
一

11
）

白
鳥
庫
吉
「
大
嘗
祭
の
根
本
義
」『
白
鳥
庫
吉
全
集
』
第
十
巻
、

岩
波
書
店
、
一
九
七
一
、
二
五
九
ペ
ー
ジ

12
）

白
鳥
君
子
「
父
の
お
も
い
で
」（
一
）『
白
鳥
庫
吉
全
集

月
報

六
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
、
六
ペ
ー
ジ

13
）

白
鳥
庫
吉
「
大
嘗
祭
の
根
本
義
」、
二
五
〇
ペ
ー
ジ

、（
引
用

文
中
の
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
加
筆
）

14
）

同
書
、
同
ペ
ー
ジ

15
）

ピ
ー
タ
ー
・
ウ
ェ
ッ
ツ
ラ
ー
著
・
森
山
尚
美
訳
『
昭
和
天
皇
と

戦
争
』
原
書
房
、
二
〇
〇
二
、
一
六
五
ペ
ー
ジ
、（
引
用
文
中
の
傍

点
は
筆
者
に
よ
る
加
筆
）

16
）

白
鳥
庫
吉
「
尚
書
の
高
等
批
判
」『
白
鳥
庫
吉
全
集
』
第
八
巻
、

岩
波
書
店
、
一
九
七
一

17
）

白
鳥
庫
吉
「
神
代
史
の
新
研
究
」『
白
鳥
庫
吉
全
集
』
第
一
巻
、

岩
波
書
店
、
一
九
六
九

18
）

白
鳥
芳
郎
「
祖
父
白
鳥
庫
吉
と
の
対
話
」『
白
鳥
庫
吉
全
集

月
報
十
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
、
八
ペ
ー
ジ
、（
引
用
文
中
の
傍

点
は
筆
者
に
よ
る
加
筆
）

19
）

白
鳥
君
子
「
父
の
お
も
い
で
」（
二
）『
白
鳥
庫
吉
全
集

月
報

七
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
、
七―

八
ペ
ー
ジ
、（
引
用
文
中
の
傍

点
は
筆
者
に
よ
る
加
筆
）

20
）

廣
池
千
九
郎
『
新
版

道
徳
科
学
の
論
文
』
七
冊
目
、
廣
池
学

園
出
版
部
、
一
九
八
五
、
二
二
五
ペ
ー
ジ

21
）

津
田
左
右
吉
、
前
掲
書
、
三
五
二
ペ
ー
ジ

22
）

白
鳥
芳
郎
「
祖
父
白
鳥
庫
吉
と
の
対
話
」、
八
ペ
ー
ジ
、（
引
用

文
中
の
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
加
筆
）

23
）

当
時
、
雲
照
律
師
は
関
口
の
新
長
谷
寺
に
目
白
僧
園
を
関
設
し

て
い
た
。

24
）

白
鳥
君
子
「
父
の
お
も
い
で
」（
一
）、
四
ペ
ー
ジ
、（
引
用
文

中
の
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
加
筆
）

25
）

草
繫
全
宜
『
釈
雲
照

上
編
』
東
洋
書
院
、
一
九
七
八
、
一
二

三
ペ
ー
ジ

26
）

新
田
義
之
『
澤
柳
政
太
郎

｜
随
時
随
所
楽
シ
マ
ザ
ル
ナ
シ

｜
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
六

27
）

年
表
参
照

28
）

白
鳥
庫
吉
『
昭
和
天
皇
の
歴
史
教
科
書

日
本
歴
史
（
下
）』
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勉
誠
社
、
二
〇
〇
〇
、
一
〇
九―

一
一
〇
ペ
ー
ジ

29
）

廣
池
千
九
郎
『
皇
室
野
史
』、『
廣
池
博
士
全
集
一
』、
廣
池
学

園
事
業
部
、
一
九
三
七
、
三
四
五―

三
四
六
ペ
ー
ジ

30
）

白
鳥
庫
吉
『
昭
和
天
皇
の
歴
史
教
科
書

日
本
歴
史
（
下
）』

一
一
〇
ペ
ー
ジ

31
）

廣
池
千
九
郎
『
皇
室
野
史
』、『
廣
池
博
士
全
集
一
』
三
四
八
ペ

ー
ジ

32
）

白
鳥
庫
吉
『
昭
和
天
皇
の
歴
史
教
科
書

日
本
歴
史
（
下
）』

一
一
一
ペ
ー
ジ

33
）

廣
池
千
九
郎
『
皇
室
野
史
』、『
廣
池
博
士
全
集
一
』
三
四
九
ペ

ー
ジ

34
）

同
書
、
同
ペ
ー
ジ

35
）

白
鳥
庫
吉
『
昭
和
天
皇
の
歴
史
教
科
書

日
本
歴
史
（
下
）』

一
一
〇―

一
一
一
ペ
ー
ジ

36
）

廣
池
千
九
郎
『
皇
室
野
史
』、『
廣
池
博
士
全
集
一
』
三
四
七―

三
四
八
ペ
ー
ジ

37
）

白
鳥
庫
吉
『
昭
和
天
皇
の
歴
史
教
科
書

日
本
歴
史
（
下
）』

一
二
五
ペ
ー
ジ

38
）

廣
池
千
九
郎
『
皇
室
野
史
』、『
廣
池
博
士
全
集
一
』
三
五
〇―

三
五
一
ペ
ー
ジ

39
）

廣
池
千
九
郎
編
『
史
学
普
及
雑
誌
』
第
九
号
、
史
学
普
及
雑
誌

社
、
一
八
九
三
、
二
ペ
ー
ジ

40
）

年
表
参
照

＊
こ
の
原
稿
は
も
と
も
と
モ
ラ
ロ
ジ
ー
専
攻
塾
の
研
修
の
一
環
で
あ
る
「
人
物
研
究
」
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
モ
ラ
ロ
ジ
ー
専
攻
塾
の
講

師
で
あ
る
、
花
井
等
先
生
、
松
浦
勝
次
郎
先
生
、
井
出
元
先
生
、
宗
中
正
先
生
そ
し
て
加
島
亮
伸
教
務
室
長
に
は
、
起
草
段
階
か
ら
資
料
収
集

な
ど
ご
指
導
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
道
徳
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
の
立
木
教
夫
教
授
、
橋
本
富
太
郎
研
究
員
に
は
、
本
誌
へ
の
掲
載
を
強
く

勧
め
て
い
た
だ
き
、
本
稿
を
ま
と
め
な
お
す
際
に
は
、
細
部
に
わ
た
り
ご
指
導
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
ら
た
め
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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和
暦

西
暦

白
鳥
庫
吉
の
事
蹟

廣
池
千
九
郎
の
事
蹟

二
人
の
交
流

慶應

一

一八六五

二
四

千
葉
県
茂
原
市
に
生
ま
れ
る

二

一八六六

三
二九

大
分
県
中
津
市
に
生
ま
れ
る

明治

二二

一八八九

角

春
子
と
結
婚

二四

一八九一

帝
大
史
学
科
卒
、
学
習
院
で
東
洋
史
を

教
授

『
中
津
歴
史
』

二五

一八九二

こ
の
頃
、
雲
照
律
師
の
も
と
で
修
養

京
都
に
出
る
、『
史
学
普
及
雑
誌
』
創

刊

二六

一八九三

『
皇
室
野
史
』
発
行

二七

一八八四

大
村
茂
子
と
結
婚

二八

一八九五

『
古
事
類
苑
』
編
纂
の
た
め
上
京

二九

一九八六

雲
照
律
師
の
も
と
で
仏
典
に
つ
い
て
学

ぶ

こ
の
頃
、
白
鳥
・
廣
池
の
二
人
が
出
会
っ

た
と
思
わ
れ
る

三八

一九〇五

帝
国
大
学
文
学
科
教
授
を
兼
任

『
支
那
文
典
』『
て
に
を
は
廃
止
論
』

『
東
洋
法
制
詩
序
論
』

三九

一九〇六

『
日
本
文
法
て
に
を
は
の
研
究
』

二
七

著
書
二
部
贈
呈
に
対
す
る
礼
状

（
白
鳥
書
簡
）
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四〇

一九〇七

満
鮮
を
遊
歴

神
宮
皇
學
館
教
授
と
な
る

二
八
『
て
に
を
は
の
研
究
』
贈
呈
に
対
す

る
礼
状
（
白
鳥
書
簡
）

七
一〇

蒙
古
氏
族
の
法
律
に
関
す
る
参
考

文
献
紹
介
依
頼
に
対
す
る
返
事
（
白
鳥
書

簡
）

四二

一九九〇

満
鉄
東
京
支
社
に
満
鮮
歴
史
地
理
調
査

部
の
設
置
を
後
藤
新
平
に
請
い
、
設
立

天
理
教
に
入
信

四五

一九九二

学
習
院
事
務
取
扱
と
な
る

大
正
元
年
の
大
患
、
法
学
博
士
の
学
位

取
得

大正

二

一九一三

神
宮
皇
學
館
教
授
を
辞
職
、
天
理
中
学

校
長
に
就
任

三
一六

廣
池
を
満
鉄
調
査
部
の
主
任
に
推

薦
・
就
任
の
意
思
確
認
（
白
鳥
書
簡
）

四
二七

廣
池
の
博
士
号
取
得
の
祝
宴
に
招

待
さ
れ
る
が
、
所
用
で
欠
席
の
詫
び
状

（
白
鳥
書
簡
）

四

一九一五

東
宮
御
学
問
所
御
用
掛
、
教
務
主
任
を

拝
命

天
理
教
の
公
職
を
退
道
徳
科
学
の
研
究

に
着
手

五

一九一六
『
國
史
』
執
筆

七
五

白
鳥
ら
に
…
…
宮
内
の
も
よ
う
き

く
こ
と
（
日
記
）

白鳥庫吉と廣池千九郎



七

一九一八

六
九

白
鳥
を
訪
問
、
嘉
納
治
五
郎
と
の

面
会
仲
介
を
依
頼
（
日
記
）

六
一五

嘉
納
と
の
面
会
依
頼
に
つ
い
て
返

答
（
白
鳥
書
簡
）

六
二八

嘉
納
と
の
面
会
後
、
道
徳
科
学
に

無
理
解
だ
っ
た
と
報
告
（
廣
池
書
簡
・
未

投
函
）

一〇

一九二一

皇
太
子
殿
下
渡
欧
、
東
宮
御
学
問
所
閉

鎖

六
一三

廣
池
が
白
鳥
に
対
し
て
訪
問
伺
い

し
た
返
信
（
白
鳥
書
簡
）

一一

一九二二

学
習
院
教
授
を
退
任

七
二四

御
皇
室
に
最
高
道
徳
を
入
れ
た
い

旨
、
白
鳥
に
相
談
（
日
記
）

一五

一九二六

定
年
に
よ
り
帝
国
大
学
教
授
を
退
官

八
一七
『
道
徳
科
学
の
論
文
』
完
成
、

モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
創
立

一〇
一六
『
論
文
』
第
一
章
贈
呈
（
白
鳥
書

簡
）
こ
の
前
後
に
序
文
依
頼
か

一一
二五

廣
池
が
長
野
か
ら
名
産
品
を
送

付
し
た
こ
と
へ
の
御
礼
（
白
鳥
書
簡
）

昭和

三

一九二八

一二

『
道
徳
科
学
の
論
文
』
初
版
発

行

三
九

熱
海
に
招
待
さ
れ
た
御
礼
（
白
鳥

書
簡
）

一二
七

白
鳥
・
新
渡
戸
を
東
京
会
館
・
精

養
軒
に
招
待
（
日
記
）、
序
文
執
筆
の
御

礼
か
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一二
一五

精
養
軒
招
待
の
礼
状
（
白
鳥
書

簡
）

一二
二二

白
鳥
に
『
論
文
』
を
贈
呈
（
日

記
）

一二
二三
『
論
文
』
完
成
の
お
祝
い
状
（
白

鳥
書
簡
）

一〇

一九三五

四

道
徳
科
学
専
攻
塾
を
開
塾

「
モ
ラ
ロ
ヂ
ー
専
攻
塾
開
塾
式
の
祝
詞
」

（
白
鳥
）

一三

一九三八

秋
、
軽
い
脳
溢
血
に
か
か
る

六
四

没

一八

一九四三

三
三〇

没

四
九

旭
日
重
光
章
を
授
与
さ
れ
る

＊
（
白
鳥
書
簡
）：

白
鳥
が
廣
池
に
宛
て
た
書
簡

（
廣
池
書
簡
）：

廣
池
が
白
鳥
に
宛
て
た
書
簡

（
日
記
）：

『
廣
池
千
九
郎
日
記
』

白鳥庫吉と廣池千九郎


