
中
道
豪
一
提
出
学
位
申
請
論
文
（
課
程
博
士
）

『
神
道
教
育
の
研
究
』
審
査
要
旨

論
文
の
内
容
の
要
旨

本
論
文
は
、
神
道
を
教
え
伝
え
る
教
育
と
い
う
立
場
か
ら
、
近
現
代
の
学
者
と
実
践
者
を
取

り
上
げ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
再
検
討
し
て
、
神
道
教
育
の
あ
り
方
を
考
察
し
た
研
究
で
あ

る
。序

章
「
神
道
教
育
研
究
の
課
題
と
展
望
」
で
は
、
荷
田
春
満
の
『
創
倭
学
校
啓
』
な
ど
近
世

の
多
大
な
成
果
に
比
し
て
、
神
道
を
実
践
的
な
観
点
か
ら
取
り
組
ん
だ
研
究
が
少
な
い
と
思
わ

れ
る
。
そ
こ
で
岸
本
芳
雄
の
「
神
道
教
育
」
と
い
う
概
念
に
し
た
が
っ
て
、「
教
え
伝
え
る
」

立
場
か
ら
先
行
研
究
を
整
理
し
た
上
、
教
育
の
あ
り
方
を
三
分
類
し
て
、
直
接
・
間
接
型
に
分
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け
て
後
者
を
一
・
二
類
と
区
分
し
た
。
神
道
研
究
と
教
育
活
動
と
い
う
直
接
型
の
河
野
省
三
、

さ
ら
に
神
道
周
辺
を
間
接
型
と
し
、
一
類
を
研
究
と
教
育
に
尽
力
し
た
西
晋
一
郎
・
小
林
健
三

・
入
澤
宗
壽
・
山
崎
博
、
二
類
を
社
会
教
育
に
取
り
組
ん
だ
近
代
の
石
門
心
学
に
分
け
て
考
察

し
て
い
る
。

第
一
章
の
「
河
野
省
三
の
神
道
教
育
、
直
接
型
」
で
は
河
野
に
つ
い
て
、
神
道
内
部
か
ら
教

育
す
る
立
場
を
扱
っ
て
い
る
。
特
筆
す
べ
き
は
神
道
の
説
き
方
に
あ
り
、
国
学
や
復
古
神
道
に

基
づ
い
た
神
道
論
に
加
え
て
、「
日
本
民
族
の
伝
統
的
信
念
及
び
情
操
」
と
捉
え
た
。
日
本
民

族
の
生
活
原
理
は
産
霊
の
力
に
秘
め
ら
れ
て
お
り
、
天
照
大
神
が
示
し
た
道
に
他
な
ら
な
い
と

し
て
、時
代
の
要
請
す
る
表
現
法
の
も
と
に
「
大
和
心
」
を
展
開
し
た
点
が
見
落
と
し
が
た
い
。

神
道
と
は
神
祇
を
崇
敬
し
て
明
浄
正
直
の
生
活
を
営
む
べ
き
所
と
し
、「
統
一
性
」「
永
遠
性
」

「
純
真
性
」
と
い
う
三
要
素
か
ら
成
立
す
る
と
説
く
。
そ
し
て
民
族
性
を
考
察
し
て
分
り
や
す

い
「
日
本
心
」
と
い
う
観
点
に
置
き
換
え
て
、「
神
々
し
さ
」「
懐
か
し
さ
」「
清
々
し
さ
」
を

論
及
す
る
。
あ
る
い
は
「
雄
々
し
さ
」「
み
や
び
」「
大
ら
か
さ
」
と
い
う
心
情
も
、
こ
う
し
た
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日
本
心
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
説
明
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
こ
そ
神
道
教
育
の
対
象
と
す
べ
き
も
の

で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。

自
ら
の
生
活
信
条
で
あ
っ
た
「
嗜
み
の
生
活
」
と
は
、
日
本
心
を
培
う
手
段
と
し
て
有
益
な

指
標
し
た
と
説
く
。
こ
の
よ
う
な
神
道
的
生
活
は
、
限
定
し
た
時
間
・
空
間
に
お
い
て
意
識
的

に
表
現
し
発
揮
さ
れ
る
も
の
、
同
時
に
日
常
の
心
掛
け
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
国
民
道
徳
と
は

国
民
が
遵
守
す
べ
き
特
有
の
道
徳
で
あ
り
、
ひ
ろ
く
国
民
生
活
・
国
民
道
徳
・
日
本
精
神
と
い

う
河
野
の
主
張
も
、
こ
う
し
た
文
脈
に
沿
っ
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
と
説
く
。
ま
た
一
方
で

は
神
職
と
し
て
、
神
道
を
中
心
と
す
る
国
民
道
徳
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
、
神
道
を
伝
え
る
べ

き
講
演
を
重
ね
、国
旗
・
国
歌
・
冊
子
・
揮
毫
な
ど
、様
々
な
啓
蒙
活
動
を
展
開
し
た
と
い
う
。

第
二
章
の
「
西
晋
一
郎
の
神
道
教
育
、
間
接
型
一
類
」
で
は
、
現
実
社
会
に
お
け
る
実
践
性

を
理
論
的
に
究
め
る
立
場
か
ら
、
倫
理
学
の
権
威
と
称
さ
れ
た
西
の
思
想
分
析
を
行
な
っ
て
い

る
。
実
践
的
な
「
孝
」
が
単
な
る
家
庭
道
徳
で
は
な
く
、
天
然
の
愛
育
、
宇
宙
の
根
源
的
生
命

に
帰
す
る
境
地
で
あ
り
、
遂
に
「
忠
孝
一
致
」
を
重
視
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
の
が
特
徴
で
あ
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ろ
う
。

神
道
論
と
し
て
は
『
天
地
開
闢
即
国
家
建
立
』『
人
間
即
家
国
の
説
』
に
み
え
、
天
地
開
闢

を
中
心
と
し
た
神
代
伝
説
や
歴
史
の
説
き
か
た
に
注
目
す
る
。
天
地
開
闢
と
は
「
遡
及
可
能
な

時
間
的
限
界
の
表
現
」
と
い
う
理
解
の
も
と
、「
循
環
の
働
き
」
を
営
み
つ
つ
反
省
・
自
覚
の

材
料
と
し
て
、「
即
今
の
太
古
」
を
実
現
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
自
覚
と
反
省
の
向
か
う
と

こ
ろ
が
「
永
遠
」
で
あ
り
、
神
物
一
体
の
真
実
を
段
階
的
に
深
め
て
ゆ
く
。
さ
ら
に
そ
れ
を
知

る
「
人
」、
即
ち
天
皇
と
そ
の
国
民
が
あ
っ
て
こ
そ
、「
生
き
る
」
と
い
う
真
実
の
す
が
た
に
繋

が
る
と
い
う
。
忠
孝
の
実
践
に
よ
っ
て
神
道
精
神
が
具
体
化
さ
れ
る
と
説
き
、
こ
の
よ
う
な

「
人
」
の
世
界
こ
そ
本
然
の
姿
と
い
う
連
関
性
に
た
っ
て
、
日
本
の
国
柄
、
或
い
は
創
造
の
学

と
し
て
の
国
体
学
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
構
想
し
た
。
戦
前
に
お
い
て
は
実
践
倫
理
の
大
家
で

あ
っ
た
が
、
戦
後
の
厳
し
い
世
相
に
あ
っ
て
幾
多
の
批
判
に
曝
さ
れ
た
と
説
い
て
い
る
。

門
下
の
小
林
健
三
へ
の
言
及
は
分
量
的
に
少
な
い
が
、
国
体
学
と
は
日
本
精
神
を
根
本
原
理

と
し
て
、
哲
学
・
倫
理
・
法
制
・
経
済
・
歴
史
を
包
含
し
た
、
新
た
な
創
造
を
め
ざ
す
総
合
学
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で
あ
る
。
そ
し
て
「
四
次
元
の
神
道
」
か
ら
「
む
す
び
の
思
想
」
に
お
よ
ぶ
が
、
神
道
界
か
ら

は
新
宗
教
の
創
唱
と
評
価
さ
れ
て
い
た
と
す
る
。

第
三
章
の
「
入
澤
宗
壽
の
神
道
教
育
、
間
接
型
一
類
」
で
は
、
入
澤
宗
壽
・
山
崎
博
が
大
正

か
ら
昭
和
に
か
け
て
行
な
っ
た
教
育
実
践
に
つ
い
て
、
学
校
教
育
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
。
入

澤
は
「
文
化
教
育
学
」
と
い
う
革
新
的
な
学
説
を
提
唱
し
、
特
徴
は
古
典
・
祝
詞
な
ど
神
道
色

ゆ
た
か
な
教
材
を
用
い
て
、
学
校
教
育
を
通
じ
て
神
道
的
思
考
を
培
う
と
い
う
構
想
で
あ
る
。

日
本
文
化
を
架
け
橋
と
し
て
、
神
道
に
至
る
べ
き
体
験
を
模
索
し
た
教
育
で
あ
っ
た
。
文
化
の

根
本
で
あ
る
「
惟
神
の
道
」
を
目
指
し
て
、「
根
源
的
な
生
命
か
ら
派
生
し
た
文
化
」
を
重
要

視
し
て
現
代
文
化
を
創
出
す
る
た
め
、
そ
れ
ら
を
具
体
化
す
る
新
た
な
体
験
教
育
を
試
み
た
の

で
あ
る
。
入
澤
の
『
日
本
精
神
へ
の
道
』
な
ど
で
示
し
た
神
道
と
教
育
実
践
、
ま
た
山
崎
の

『
日
本
文
化
教
育
学
』
に
も
、
文
化
教
育
学
に
支
え
ら
れ
た
神
道
へ
の
理
解
の
あ
り
か
た
を
窺

う
こ
と
が
で
き
る
。

実
践
の
場
と
な
っ
た
川
崎
市
の
田
島
尋
常
小
学
校
に
お
い
て
、
山
崎
が
学
校
長
を
勤
め
た
大
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正
十
三
年
か
ら
十
年
間
に
わ
た
っ
て
実
施
さ
れ
、
そ
の
名
声
は
教
育
者
の
巡
礼
地
と
い
う
べ
き

「
田
島
体
験
学
校
」
と
し
て
全
国
に
鳴
り
響
い
た
。「
よ
り
よ
き
日
本
人
を
育
て
る
」
と
い
う

教
育
目
標
を
掲
げ
て
、歴
史
と
伝
統
に
包
ま
れ
た
文
化
価
値
を
体
験
す
る
こ
と
に
重
点
を
お
き
、

生
活
指
導
上
の
具
体
的
な
事
例
を
明
ら
か
に
し
た
。
神
道
教
材
の
活
用
に
止
ま
る
こ
と
な
く
、

直
接
関
与
し
な
い
素
材
を
も
選
択
し
、
児
童
の
自
発
性
に
基
づ
い
た
労
作
体
験
の
方
法
を
、
多

様
な
視
点
か
ら
興
味
ぶ
か
く
考
察
し
て
い
る
。

第
四
章
の
「
近
代
石
門
心
学
の
神
道
教
育
、
間
接
型
二
類
」
で
は
、
神
道
の
外
部
か
ら
社
会

教
育
に
尽
く
し
た
近
代
の
石
門
心
学
を
取
り
上
げ
、
参
前
舎
の
川
尻
寶
岑
・
山
田
敬
斎
に
焦
点

を
絞
っ
て
い
る
。
石
田
梅
岩
は
神
儒
仏
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
神
道
を
重
視
し
た
と
評
価
し
、

そ
の
系
統
に
た
っ
た
川
尻
も
道
話
の
名
手
と
し
て
活
躍
し
た
。
そ
の
著
『
道
徳
の
起
源
』
に
お

い
て
、「
現
実
に
活
き
る
天
地
開
闢
」
か
ら
人
生
の
常
則
に
説
き
及
び
、
教
育
勅
語
の
内
実
と

は
天
御
中
主
神
を
根
本
神
と
し
て
、
天
皇
を
し
て
語
ら
し
め
た
も
の
と
理
解
し
た
。

昭
和
心
学
の
隆
盛
を
支
え
た
山
田
は
、
戦
後
の
混
沌
と
し
た
世
相
に
あ
っ
て
、
祖
国
の
復
興
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と
道
義
の
高
揚
を
訴
え
、
現
実
そ
の
も
の
を
神
代
の
現
れ
と
み
て
、
神
道
を
ふ
か
く
捉
え
直
し

た
。
さ
ら
に
高
松
宮
家
と
の
濃
や
か
な
交
流
な
ど
、
神
道
の
核
と
い
う
べ
き
皇
室
と
の
深
い
関

わ
り
を
力
説
し
て
、
貴
重
な
実
績
を
収
め
た
と
論
じ
て
い
る
。

従
来
、「
神
道
教
育
」
と
神
道
教
化
と
の
線
引
き
が
や
や
明
確
で
な
く
、
思
想
・
倫
理
と
の

学
問
領
域
に
も
曖
昧
さ
が
免
れ
な
い
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
反
省
を
加
え
つ
つ
、
神
道
を
教
え

伝
え
る
べ
き
諸
相
を
辿
っ
て
、
確
固
と
し
た
視
点
や
立
場
と
共
に
人
間
教
育
の
背
後
に
ひ
そ
む

神
々
の
姿
、
揺
る
ぎ
な
い
精
神
性
が
大
切
で
あ
る
と
結
ん
で
い
る
。

論
文
評
価
の
要
旨

本
論
文
は
、
神
道
教
育
の
在
り
方
を
め
ぐ
っ
て
、
近
代
教
育
制
度
の
黎
明
期
お
よ
び
確
立
期

以
降
に
焦
点
を
絞
っ
て
分
析
・
検
討
し
て
お
り
、
着
実
に
し
て
特
質
に
み
ち
た
論
文
で
あ
る
。

「
神
道
教
育
」
と
い
う
領
域
に
精
力
的
に
取
り
組
み
、
河
野
省
三
・
岸
本
芳
雄
を
手
始
め
と
し
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て
模
索
し
、
神
道
そ
れ
自
体
に
お
け
る
清
新
な
学
的
成
果
を
積
極
的
に
評
価
し
た
。
ま
た
西
の

実
践
倫
理
の
世
界
に
踏
み
込
み
、「
孝
」
の
人
間
創
出
に
取
り
組
ん
だ
あ
り
か
た
を
見
届
け
て

い
る
。

ま
ず
序
章
の
「
神
道
教
育
研
究
の
課
題
と
展
望
」
に
お
い
て
、
戦
前
に
神
祇
教
育
、
戦
御
に

は
岸
本
が
「
神
道
教
育
」
と
称
し
た
概
念
そ
の
も
の
が
不
明
確
で
あ
る
。
神
道
教
化
と
い
う
用

語
と
の
区
別
が
明
確
に
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
後
の
研
究
に
お
い
て
も
熟
成
さ
れ
た
と
は
言
い

が
た
い
の
が
現
状
で
あ
ろ
う
。
神
道
の
内
、
顕
在
化
し
や
す
い
神
道
（
見
え
る
神
道
）
に
限
定

し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
教
育
体
系
と
し
て
構
成
す
る
た
め
に
は
、
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
し

て
の
ス
コ
ー
プ
（
教
育
課
程
編
成
の
際
の
学
習
内
容
を
規
定
す
る
範
囲
）
と
シ
ー
ク
エ
ン
ス

（
教
育
課
程
編
成
に
お
け
る
指
導
体
系
、
順
序
性
）
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
が
明
確
に
な
っ

て
い
な
け
れ
ば
「
教
化
」
は
行
う
こ
と
が
で
き
て
も
、「
教
育
」
と
し
て
成
立
し
な
い
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
今
日
、
全
国
神
社
で
は
「
神
道
教
化
」
と
呼
ば
れ
、
社
頭
に
お
け
る

啓
蒙
活
動
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。「
教
化
」
と
「
教
育
」
の
関
係
に
は
問
題
が
多
い
が
、
ど
う
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概
念
規
定
し
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
構
成
で
き
る
か
、
そ
こ
に
神
道
教
育
成
立
の
可
否
が
問
わ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

神
道
の
事
例
分
類
で
捉
え
る
と
、
直
接
型
の
「
河
野
省
三
の
神
道
教
育
」
で
は
「
懐
か
し
さ
」

「
神
々
し
さ
」「
清
々
し
さ
」
と
い
う
三
要
素
を
核
心
に
お
い
て
い
る
が
、
知
識
と
教
材
を
内

容
に
し
た
神
道
教
育
と
は
、
あ
く
ま
で
も
社
会
教
育
も
し
く
は
社
会
教
化
の
範
疇
に
属
す
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
神
道
倫
理
の
「
神
々
し
さ
」「
清
々
し
さ
」
と
い
う
根
本
に
は
、
厳
然

と
し
た
天
皇
に
対
す
る
豊
か
な
忠
誠
心
が
あ
り
、
そ
れ
無
く
し
て
明
き
清
き
心
す
ら
成
立
し
な

か
っ
た
。
一
木
一
草
ま
で
浸
透
し
た
天
皇
と
の
距
離
感
を
計
り
つ
つ
、
飽
く
ま
で
も
慎
重
に
論

議
を
進
め
る
必
要
性
が
あ
ろ
う
。

わ
が
国
の
伝
統
文
化
を
背
景
と
し
て
、
日
常
生
活
の
中
に
潜
在
化
し
て
い
る
「
見
え
な
い
神

道
」
で
あ
る
神
々
と
信
仰
を
め
ぐ
っ
て
、
神
道
教
育
の
内
容
と
す
る
に
は
か
な
り
困
難
が
伴
う

と
考
え
ら
れ
る
。
神
道
及
び
神
道
教
育
に
関
し
て
古
典
・
祭
礼
・
歴
史
、
あ
る
い
は
心
性
・
感

性
を
め
ぐ
る
言
語
を
超
え
た
世
界
を
、
等
し
く
言
語
化
す
る
営
み
が
大
切
で
あ
る
が
、
そ
の
点
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に
つ
い
て
明
快
に
説
明
で
き
る
か
、
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

間
接
型
一
類
の
「
西
晋
一
郎
の
神
道
教
育
」
で
は
教
育
活
動
、
延
い
て
は
国
体
学
教
室
の
取

組
み
も
、
倫
理
学
や
東
洋
道
徳
と
い
っ
た
背
景
か
ら
、
神
道
的
人
間
を
造
り
あ
げ
る
社
会
教
化

で
あ
っ
た
と
云
え
よ
う
。
同
時
に
教
育
勅
語
が
根
本
に
据
え
ら
れ
て
お
り
、
仏
教
・
キ
リ
ス
ト

教
の
立
場
か
ら
も
、
こ
れ
に
表
面
的
に
は
反
対
で
き
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
こ
と
を
議
論
の
前

提
と
し
て
、
間
接
型
の
根
本
に
据
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
後
継
者
の
小
林
健
三

に
つ
い
て
、「
四
次
元
の
神
道
」
と
い
う
深
刻
な
視
点
を
描
く
が
、
そ
の
主
張
は
宗
教
的
で
あ

っ
て
も
、
教
育
と
い
う
主
題
か
ら
は
遠
ざ
か
っ
た
と
い
う
印
象
が
否
め
な
い
。

同
類
の
「
入
澤
宗
壽
の
神
道
教
育
」
で
は
入
澤
自
身
の
「
文
化
教
育
学
」
と
事
歴
を
は
じ
め
、

田
島
体
験
学
校
長
の
山
崎
博
が
進
め
た
体
験
的
な
郷
土
教
育
に
よ
っ
て
、
社
会
要
請
に
応
え
る

教
育
お
よ
び
実
践
を
検
討
し
た
。
殊
に
山
崎
の
実
験
校
を
回
顧
し
て
、
意
欲
的
に
実
践
し
た
体

験
学
校
で
あ
り
、「
よ
き
日
本
人
に
育
て
る
」
と
い
う
目
標
を
も
っ
て
、
そ
の
方
法
を
検
討
す

る
の
が
当
面
の
課
題
と
し
た
。
主
題
に
設
定
し
て
い
る
神
道
教
育
の
概
念
形
成
に
、
影
響
を
及
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ぼ
し
た
先
人
の
思
想
や
業
績
を
丹
念
に
精
査
論
考
し
て
い
る
点
、
神
道
学
に
お
け
る
教
育
的
ア

プ
ロ
ー
チ
の
可
能
性
を
探
る
と
い
う
真
摯
な
研
究
姿
勢
と
相
俟
っ
て
大
い
に
評
価
で
き
る
。
ド

イ
ツ
文
化
教
育
学
を
背
景
と
し
た
学
校
教
育
、
生
活
科
・
郷
土
科
と
い
っ
た
郷
土
教
育
は
異
色

な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
西
洋
教
育
学
お
よ
び
倫
理
学
的
視
点
の
融
合
と
い
う
面
で
倫
理
的
な

飛
躍
が
感
じ
ら
れ
、
主
題
と
す
る
神
道
教
育
の
概
念
そ
の
も
の
を
、
却
っ
て
不
明
瞭
な
も
の
に

す
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

間
接
型
二
類
の
「
近
代
石
門
心
学
の
神
道
教
育
」
で
は
、
石
田
梅
岩
が
唱
え
た
石
門
心
学
の

系
統
に
た
ち
、
近
代
に
お
け
る
参
前
舎
の
川
尻
寶
岑
・
山
田
敬
斎
に
焦
点
を
絞
っ
た
。
庶
民
教

育
と
し
て
明
治
の
激
動
期
に
心
学
の
精
神
を
引
き
継
い
だ
が
、
一
般
社
会
に
は
あ
ま
り
浸
透
し

な
か
っ
た
。
欧
米
文
化
や
キ
リ
ス
ト
教
の
流
入
す
る
現
実
に
抗
し
が
た
く
、
社
会
的
に
も
後
退

し
て
し
ま
い
、
有
効
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
広
げ
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
た
が
、
そ
の
理
由
を
詳
し

く
論
証
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
心
学
は
教
育
の
枠
組
み
と
い
う
よ
り
も
、
実
践
哲
学
の
色
彩
を
帯

び
た
市
井
の
私
教
育
機
関
に
お
け
る
社
会
教
化
活
動
で
あ
り
、
入
澤
・
山
崎
の
展
開
し
た
公
教
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育
は
学
校
教
育
、
文
化
価
値
を
背
景
と
し
た
郷
土
教
育
で
あ
っ
て
、
互
い
に
性
格
を
同
一
に
す

る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

総
じ
て
神
道
教
育
で
「
教
え
・
伝
え
る
」
べ
き
教
育
内
容
と
は
具
体
的
に
何
な
の
か
、
よ
り

明
確
に
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
。直
接
型
・
間
接
型
一
類
・
同
二
類
と
分
類
し
た
「
神
道
教
育
」

に
お
け
る
知
識
啓
発
、
技
能
習
得
、
人
格
陶
冶
と
い
っ
た
目
的
性
・
計
画
性
・
実
行
性
を
、
そ

れ
ぞ
れ
区
別
し
て
説
明
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
ま
た
戦
後
の
公
教
育
に
於
い
て
は
宗
教
教

育
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
状
況
下
、
果
た
し
て
神
道
に
触
れ
な
い
で
神
道
を
教
育
す
る
方
法
、
あ

る
い
は
神
道
を
到
達
目
標
と
す
る
教
育
の
在
り
方
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
、
そ
う
し
た
近
現
代
の

神
道
教
育
が
抱
え
て
い
る
課
題
に
向
か
っ
て
、
今
後
と
も
探
求
し
て
ゆ
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

以
上
の
理
由
に
よ
っ
て
、
本
論
文
の
提
出
者
中
道
豪
一
は
、
博
士
（
神
道
学
）
の
学
位
が
授

与
さ
れ
る
資
格
が
あ
る
も
の
と
認
め
る
。
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平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
六
日

主
査

國
學
院
大
學
教
授

中

西

正

幸

◯印

副
査

國
學
院
大
學
教
授

安
蘇
谷

正

彦

◯印

副
査

國
學
院
大
學
教
授

田

沼

茂

紀

◯印
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中
道
豪
一

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
二
年
十
二
月
十
六
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

安
蘇
谷

正

彦

◯印

副
査

國
學
院
大
學
教
授

田

沼

茂

紀

◯印
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