
吉
野
亨
提
出

学
位
申
請
論
文
（
課
程
博
士
）

『
神
饌
の
研
究
』
審
査
要
旨

論
文
の
内
容
の
要
旨

序
文
の
「
神
饌
研
究
の
課
題
と
展
望
」
に
お
い
て
、
神
饌
研
究
の
課
題
と
は
学
問
領
域
で
共

通
可
能
な
分
析
項
目
の
構
築
と
、神
饌
の
特
徴
が
形
成
さ
れ
る
要
因
を
抽
出
す
る
こ
と
で
あ
る
。

従
来
は
特
殊
神
饌
の
研
究
が
な
さ
れ
て
も
、
分
析
の
視
点
と
方
法
が
研
究
者
の
相
互
で
共
有
化

さ
れ
難
く
、
事
例
の
比
較
検
討
が
相
互
に
活
用
さ
れ
た
と
は
言
い
が
た
い
。
特
殊
神
饌
を
「
祀

り
手
」
の
側
か
ら
、
価
値
観
は
勿
論
、
信
仰
や
生
業
と
の
関
わ
り
、
食
文
化
の
在
り
方
ま
で
、

そ
の
関
連
性
を
分
析
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
と
す
る
。
よ
っ
て
特
殊
神
饌
の
分
類
と
定
義
、
分

析
項
目
の
設
定
を
行
な
い
、
各
分
類
に
当
て
は
ま
る
事
例
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
特
徴
づ
け
る

神
社
と
周
辺
地
域
と
の
関
連
性
か
ら
考
察
し
た
。
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ま
ず
神
々
に
神
饌
が
供
進
さ
れ
る
要
因
と
は
、
食
事
形
式
や
調
理
技
法
を
含
め
た
食
文
化
の

表
れ
と
言
え
よ
う
。
神
饌
の
種
類
に
つ
い
て
、
神
饌
を
丸
物
神
饌
と
特
殊
神
饌
と
に
分
け
、
特

殊
神
饌
に
つ
い
て
神
々
を
も
て
な
す
饗
応
神
饌
と
、
神
前
に
飾
り
立
て
、
神
々
の
ご
覧
に
入
れ

る
供
覧
神
饌
と
に
区
分
す
る
。
さ
ら
に
前
者
を
精
進
神
饌
、
後
者
を
仏
供
神
饌
・
散
供
神
饌
と

に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
分
析
項
目
を
設
定
す
る
た
め
、
食
材
、
供
え
る
台
数
、
場

所
、
対
象
、
調
理
方
法
、
盛
付
け
方
、
器
具
な
ど
を
事
例
と
対
応
さ
せ
て
分
析
し
て
い
る
。

本
研
究
で
は
饗
応
神
饌
と
し
て
香
取
神
宮
と
弥
彦
神
社
、
供
覧
神
饌
と
し
て
北
野
天
満
宮
と

御
上
神
社
、
と
く
に
生
調
の
事
例
と
し
て
気
多
大
社
を
取
り
上
げ
て
考
察
し
た
。

第
一
部
の
「
饗
応
神
饌
に
関
す
る
事
例
研
究
」
で
は
、
第
一
章
の
「
香
取
神
宮
大
饗
祭
神
饌

に
つ
い
て
」
と
、
第
二
章
の
「
弥
彦
神
社
大
御
膳
に
つ
い
て
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

ま
ず
香
取
神
宮
の
大
饗
祭
に
つ
い
て
、
大
量
の
米
と
同
時
に
鴨
・
鮭
な
ど
の
水
産
物
、
大
根

・
柚
子
な
ど
の
農
産
物
を
多
く
用
い
て
い
る
。
さ
ら
に
巻
行
器
に
盛
る
御
飯
、
鴨
羽
盛
・
鳥
羽

盛
の
特
殊
な
盛
付
け
方
を
指
摘
し
た
。
と
り
わ
け
鴨
羽
盛
の
盛
付
け
は
、
本
膳
料
理
の
影
響
が
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認
め
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
特
徴
は
神
宮
と
周
辺
地
域
と
の
経
済
的
・
信
仰
的
な
結
び
つ
き
が
あ

り
、
内
海
を
社
領
と
し
て
管
理
し
、
そ
こ
か
ら
得
た
農
産
物
と
水
産
物
の
収
穫
が
、
神
社
経
済

を
ふ
か
く
支
え
た
こ
と
が
見
落
と
し
が
た
い
。な
お
分
類
項
目
は
五
例
の
神
饌
を
考
え
る
上
で
、

有
効
な
試
案
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
季
節
感
も
見
逃
し
が
た
く
、
大
饗
祭
が
地
域
の
農
事
暦
に
合
わ
せ
た
、
晩
稲
を
刈
り

終
え
る
時
期
に
行
わ
れ
る
収
穫
儀
礼
で
あ
り
、
大
量
の
米
と
冬
場
の
滋
味
で
あ
る
鴨
・
鮭
な
ど

が
供
え
ら
れ
た
。
特
に
鴨
羽
盛
に
関
し
て
、
本
膳
料
理
の
調
理
法
の
影
響
し
た
こ
と
が
考
え
ら

れ
、
時
代
状
況
に
よ
り
調
理
の
在
り
方
が
変
化
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

次
に
第
二
章
の
弥
彦
神
社
の
大
御
膳
に
つ
い
て
、
年
中
七
度
の
重
要
な
祭
擬
に
お
い
て
献
進

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
大
祭
仕
様
の
神
饌
で
あ
る
こ
と
、
主
祭
神
を
始
め
神
々
へ
の
神
饌
を
供

え
る
こ
と
、
大
量
な
米
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
特
徴
が
見
出
さ
れ
る
。
多
量
な
米
の
使
用
に
つ

い
て
は
、
御
蒸
・
御
餅
・
醴
と
形
を
変
え
て
供
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。

ま
た
特
殊
性
に
つ
い
て
社
家
が
そ
れ
ぞ
れ
の
出
自
を
、祭
神
も
し
く
は
妻
戸
大
神
に
遡
ら
せ
、
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摂
末
社
に
も
献
進
し
て
神
饌
に
明
確
な
序
列
を
つ
け
、
明
治
以
前
で
は
氏
神
へ
も
大
御
膳
を
供

え
る
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
神
々
を
隅
な
く
祀
る
た
め
、
主
祭
神
に
農
産
・
水
産
の
神
饌

が
多
く
、
祭
神
相
互
に
序
列
が
あ
っ
た
こ
と
も
看
過
し
が
た
い
と
す
る
。

第
二
部
の
「
供
覧
神
饌
に
関
す
る
事
例
研
究
」
で
は
、
第
一
章
の
「
北
野
天
満
宮
瑞
饋
祭
に

お
け
る
神
饌
」
と
、
第
二
章
の
「
御
上
神
社
若
宮
相
撲
神
事
の
ず
い
き
神
輿
に
つ
い
て
」
か
ら

成
る
。

ま
ず
天
満
宮
の
瑞
饋
神
輿
は
、
神
輿
状
の
神
饌
で
あ
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
り
、
そ
の
背
景
に

は
西
ノ
京
の
生
業
や
信
仰
に
関
係
が
深
い
。
西
京
神
人
は
中
世
以
来
、
天
満
宮
の
神
人
を
勤
め
、

神
役
の
一
つ
に
神
饌
調
進
が
あ
っ
た
。同
時
に
自
ら
の
麹
売
買
や
農
業
と
い
う
生
業
に
よ
っ
て
、

西
ノ
京
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
き
た
。
し
か
し
近
世
に
入
る
と
「
祀
り
手
」
と
し
て
積
極
的

に
神
役
を
つ
と
め
、
独
自
の
天
神
信
仰
を
も
ち
、
七
保
御
供
所
を
兼
営
し
、
当
然
の
こ
と
な
が

ら
瑞
饋
祭
を
執
行
し
て
き
た
。
独
自
の
信
仰
起
源
は
定
か
で
な
い
が
、
新
穀
や
蔬
菜
を
飾
り
、

風
流
な
要
素
を
加
え
た
神
輿
状
に
発
展
し
た
の
は
、
彼
等
の
生
業
に
基
づ
く
も
の
と
推
測
で
き
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よ
う
。

御
上
神
社
の
ず
い
き
神
輿
も
、
そ
の
特
異
な
形
状
か
ら
考
え
て
、
瑞
饋
神
輿
に
同
じ
く
風
流

の
影
響
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
芋
茎
・
柿
・
栗
と
い
う
農
産
品
は
、
若
宮

相
撲
神
事
を
行
な
う
地
域
住
民
に
と
っ
て
、
安
定
し
た
収
穫
物
の
代
表
で
あ
る
。
地
主
神
と
讃

え
ら
れ
る
若
宮
社
で
は
、
勤
労
の
成
果
を
芋
茎
、
あ
る
い
は
御
菓
子
の
柿
・
栗
な
ど
に
象
徴
さ

せ
て
神
々
の
供
覧
に
入
れ
た
。
神
事
相
撲
に
作
物
を
卜
い
つ
つ
豊
富
な
収
穫
物
を
も
っ
て
、
座

毎
に
地
域
の
産
物
を
供
え
て
饗
応
す
る
こ
と
が
、
地
域
社
会
の
豊
か
さ
の
象
徴
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
。

第
三
部
の
「
生
調
に
関
す
る
事
例
研
究
」
で
は
、
第
一
章
の
「
気
多
神
社
鵜
祭
に
つ
い
て
」
、

終
章
の
「
特
殊
神
饌
の
特
徴
と
そ
の
要
因
」
か
ら
成
る
。

鵜
祭
に
お
い
て
生
き
た
鵜
を
神
前
に
放
つ
と
い
う
行
為
自
体
が
、
他
に
類
例
を
み
な
い
特
徴

を
も
っ
て
い
る
。
鵜
を
「
鵜
さ
ま
」
と
呼
ん
で
、
鵜
捕
部
が
七
尾
か
ら
大
社
に
運
ぶ
と
い
う
縁

起
は
、
祭
神
の
大
巳
貴
神
が
ふ
か
く
関
与
し
て
い
る
。
祭
神
の
大
己
貴
神
が
能
登
に
来
臨
し
た
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際
、
櫛
八
玉
神
が
鵜
に
化
け
て
御
饗
を
奉
っ
た
と
い
う
。
鵜
は
鎮
座
の
縁
起
譚
を
彩
る
祭
神
へ

の
饗
宴
を
象
徴
し
、
同
時
期
に
新
嘗
祭
も
行
わ
れ
て
お
り
、
収
穫
儀
礼
と
関
係
が
あ
ろ
う
。
ま

た
鵜
捕
部
の
住
む
鵜
浦
は
、
湯
浦
と
称
す
る
大
社
の
免
田
で
あ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
が
た
い
。

終
章
の
「
特
殊
神
饌
の
特
徴
と
そ
の
要
因
」
で
は
、
以
上
の
五
つ
の
事
例
か
ら
、
神
社
の
周

辺
地
域
に
お
け
る
生
業
と
信
仰
が
、
特
殊
神
饌
の
形
成
に
ふ
か
く
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
確
認

す
る
。
換
言
す
れ
ば
「
祀
り
手
」
の
生
活
環
境
に
よ
っ
て
、
価
値
観
や
信
仰
内
容
に
様
々
な
影

響
を
及
ぼ
し
、
神
饌
の
持
つ
特
徴
と
な
っ
て
表
れ
て
き
た
と
考
察
し
て
い
る
。

論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

神
饌
と
は
神
々
に
供
進
さ
れ
る
要
因
に
よ
っ
て
、
食
事
形
式
や
調
理
技
法
を
含
め
た
食
文
化

の
表
れ
と
み
ら
れ
、
食
材
、
台
数
、
場
所
、
対
象
、
調
理
方
法
、
盛
付
け
方
、
器
具
な
ど
に
よ

り
、
生
饌
と
特
殊
神
饌
と
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
の
内
、
特
殊
神
饌
と
し
て
、
神
々
を
心
か
ら
持

─ ６ ─



て
な
す
饗
応
神
饌
、
神
々
の
御
覧
に
入
れ
る
供
覧
神
饌
、
さ
ら
に
生
き
た
ま
ま
供
え
る
生
調
を

追
加
す
る
。
そ
し
て
饗
応
神
饌
の
事
例
で
は
千
葉
県
の
香
取
神
宮
や
新
潟
県
の
弥
彦
神
社
、
供

覧
神
饌
で
は
京
都
府
の
北
野
天
満
宮
や
滋
賀
県
の
御
上
神
社
、
生
調
で
は
石
川
県
の
気
多
神
社

を
対
象
と
し
て
考
察
し
て
い
る
。

ま
ず
神
饌
の
概
念
に
つ
い
て
、
資
料
が
豊
か
な
香
取
以
下
の
官
社
を
対
象
と
し
た
観
点
は
、

対
象
が
全
て
旧
官
社
で
あ
る
た
め
従
来
か
ら
研
究
に
も
恵
ま
れ
、
一
面
で
は
比
較
的
に
容
易
で

あ
る
と
評
価
で
き
よ
う
。
し
か
も
諸
社
の
事
例
は
含
ま
れ
ず
、
さ
ら
に
民
俗
的
な
隠
れ
た
神
饌

も
見
受
け
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
現
状
で
は
対
象
範
囲
が
狭
す
ぎ
、
む
し
ろ
「
特
殊
神
饌
の
研

究
」
と
す
る
の
が
相
応
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
て
饗
応
神
饌
と
し
て
香
取
神
宮
の
大
饗
祭
を
取
上
げ
、
盛
付
け
を
め
ぐ
っ
て
鴨
・
鮭
な
ど

の
水
産
物
、
大
量
の
米
や
大
根
・
柚
子
な
ど
の
農
産
物
、
さ
ら
に
巻
行
器
に
も
る
御
飯
、
或
い

は
鴨
羽
盛
・
鳥
羽
盛
の
特
殊
な
盛
付
け
を
考
察
し
た
。
と
り
わ
け
鴨
羽
盛
に
は
、
本
膳
料
理
の

調
理
法
の
影
響
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
時
代
状
況
に
よ
り
調
理
法
が
変
化
し
た
と
指
摘
し
て
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い
る
。
今
後
は
神
饌
と
饗
応
を
考
え
る
上
で
、
平
安
貴
族
の
大
饗
料
理
や
、
室
町
以
降
の
武
士

に
よ
る
本
膳
料
理
を
併
考
し
て
ゆ
く
必
要
性
が
あ
る
。
特
に
大
饗
料
理
を
考
え
る
場
合
、
中
国

や
朝
鮮
半
島
の
文
化
的
な
影
響
を
考
え
て
ゆ
く
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
鴨
羽
盛
・
鳥

羽
盛
は
、
最
高
の
形
式
を
も
つ
儀
礼
食
と
見
定
め
ら
れ
る
が
、
近
世
の
料
理
書
に
論
及
し
て
い

な
い
の
が
残
念
で
あ
る
。

ま
た
神
饌
と
地
域
と
し
て
、
神
宮
と
周
辺
と
の
経
済
的
・
信
仰
的
な
結
び
つ
き
が
あ
る
。
内

海
を
社
領
と
し
て
管
理
し
、
こ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
農
産
物
と
水
産
物
の
収
穫
が
、
神
社
経
済
を

大
き
く
支
え
た
こ
と
は
見
落
と
し
が
た
い
。
ま
た
祭
暦
で
は
時
節
と
生
業
を
め
ぐ
る
季
節
感
が

濃
厚
で
あ
り
、
晩
稲
を
刈
り
終
え
た
巻
行
器
、
冬
場
の
鴨
・
鮭
な
ど
を
分
析
し
て
説
得
力
を
強

め
て
い
る
。

次
に
弥
彦
神
社
の
大
御
膳
で
は
、
年
中
七
度
の
重
儀
に
献
進
さ
れ
、
大
量
の
米
が
用
い
ら
れ

る
こ
と
に
特
徴
が
あ
り
、
特
徴
を
も
つ
御
蒸
・
御
餅
・
醴
へ
と
形
を
変
え
、
し
か
も
大
祭
仕
様

の
神
饌
で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
そ
し
て
主
祭
神
を
始
め
神
々
へ
の
神
饌
を
供
え
る
こ
と
や
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社
家
が
出
自
を
誇
っ
て
祭
神
も
し
く
は
妻
戸
大
神
に
遡
ら
せ
、
摂
末
社
に
も
献
進
し
て
明
確
な

序
列
を
つ
け
、
明
治
以
前
に
は
氏
神
す
ら
大
御
膳
を
供
え
る
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
神
々

を
祀
る
た
め
主
祭
神
に
農
産
・
水
産
の
神
饌
が
多
く
、
祭
神
相
互
に
序
列
が
あ
っ
た
と
指
摘
し

て
、
そ
の
成
果
は
大
き
い
。

社
家
の
氏
神
に
あ
た
る
司
十
六
神
の
供
進
は
多
膳
形
式
と
見
做
せ
る
が
、
埼
玉
県
の
氷
川
神

社
の
百
取
膳
、
岡
山
県
の
吉
備
津
神
社
の
七
十
五
膳
据
神
事
な
ど
、
全
国
的
に
比
較
検
討
す
る

必
要
が
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
神
人
の
共
食
が
明
白
で
あ
り
、
御
上
神
社
で
も
祭
典
中
に
饗
宴
を
行

な
っ
て
お
り
、
祭
神
と
共
に
奉
仕
者
が
饗
宴
を
行
な
う
共
食
儀
礼
が
祭
り
の
本
義
で
あ
る
。
今

日
で
は
饗
宴
か
ら
切
り
離
さ
れ
、直
会
形
式
に
転
化
し
て
い
る
の
が
寂
し
い
か
ぎ
り
で
あ
ろ
う
。

供
覧
神
饌
と
し
て
は
北
野
天
満
宮
の
瑞
饋
神
輿
を
取
上
げ
、
神
輿
状
の
神
饌
で
あ
る
こ
と
が

特
徴
で
あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
西
ノ
京
神
人
の
生
業
や
信
仰
に
関
係
が
深
い
。
中
世
以
来
、
天

満
宮
の
神
人
が
勤
め
る
神
役
の
一
つ
に
神
饌
調
進
が
あ
り
、
同
時
に
自
ら
の
麹
売
買
や
農
業
と

い
う
生
業
に
よ
っ
て
、
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
き
た
と
い
う
。
生
業
と
信
仰
が
重
要
で
あ
り
、

─ ９ ─



近
世
に
入
る
と
「
祀
り
手
」
と
し
て
積
極
的
に
神
役
を
つ
と
め
、
独
自
の
天
神
信
仰
と
七
保
御

供
所
を
兼
営
し
、
瑞
饋
祭
を
執
行
し
て
き
た
。
信
仰
起
源
は
定
か
で
な
い
が
、
食
の
美
学
と
い

う
べ
き
風
流
を
加
え
た
神
輿
へ
と
発
展
し
た
跡
を
、
よ
り
具
体
的
に
説
い
て
欲
し
か
っ
た
。

次
に
御
上
神
社
の
若
宮
相
撲
神
事
に
お
け
る
ず
い
き
神
輿
も
、特
異
な
形
状
を
も
っ
て
い
る
。

正
面
に
鳥
居
を
立
て
て
相
撲
人
形
を
置
き
、
さ
ら
に
甲
御
供
と
称
し
て
赤
飯
で
兜
の
鉢
形
を
作

り
、
白
紙
で
前
立
と
し
、
頂
き
に
勝
栗
を
上
に
嵌
め
込
ん
だ
特
異
な
形
状
で
あ
る
。
さ
ら
に
神

輿
を
飾
る
農
産
品
は
地
域
住
民
に
と
っ
て
、
安
定
し
た
収
穫
物
の
代
表
で
あ
り
、
地
主
神
と
讃

え
ら
れ
る
神
々
に
勤
労
の
成
果
を
供
覧
に
表
現
し
て
き
た
。
ま
た
地
域
の
豊
か
さ
に
繋
が
る
神

事
相
撲
で
作
物
を
卜
い
つ
ゝ
、
収
穫
物
を
も
っ
て
座
毎
に
御
覧
い
た
だ
く
と
こ
ろ
に
、
地
域
社

会
の
豊
か
さ
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

特
殊
な
神
饌
と
は
神
饌
の
形
状
、
そ
れ
自
体
が
特
色
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
神
社
が
鎮
座
す

る
環
境
と
、周
辺
の
地
域
住
民
に
お
け
る
生
業
が
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

香
取
神
宮
と
そ
の
周
辺
、
あ
る
い
は
北
野
天
満
宮
と
西
ノ
京
の
神
人
、
気
多
神
社
と
鵜
浦
と
の
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関
係
、
御
上
神
社
と
野
洲
川
の
畔
の
宮
座
な
ど
、
神
社
周
辺
の
地
域
と
の
関
係
を
類
型
化
し
て
、

考
察
を
深
め
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
し
か
も
弥
彦
神
社
で
は
社
家
の
仕
え
る
摂
末
社
に
お
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
氏
神
に
当
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
今
後
と
も
地
方
的
角
度
か
ら
、
新
資
料

の
発
見
に
努
め
て
分
析
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

生
調
に
つ
い
て
気
多
神
社
の
鵜
祭
で
は
、
生
き
た
鵜
を
神
前
に
放
つ
と
い
う
次
第
が
、
類
例

を
み
な
い
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。
鵜
捕
部
が
鵜
を
捕
獲
す
る
縁
起
は
、
祭
神
の
大
巳
貴
神
が
ふ

か
く
関
与
し
て
い
る
。
鵜
を
生
き
な
が
ら
供
え
る
神
饌
で
、
鎮
座
縁
起
を
め
ぐ
る
祭
神
へ
の
饗

宴
で
あ
り
、
同
時
に
収
穫
儀
礼
と
関
係
が
深
く
、
神
前
に
生
き
た
鵜
の
進
み
具
合
に
よ
っ
て
、

吉
凶
を
卜
な
う
習
俗
で
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
鵜
捕
部
の
住
む
鵜
浦
は
、
湯
浦
と

も
称
し
た
社
領
の
免
田
で
あ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
が
た
く
、
鵜
祭
の
習
俗
が
国
指
定
の
重
要
無
形

民
俗
文
化
財
で
あ
る
の
も
当
然
と
い
え
よ
う
。

全
般
的
に
調
査
・
研
究
を
振
り
返
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
起
源
や
供
え
方
を
描
い
て
い
る
が
、

例
え
ば
延
喜
式
に
よ
っ
て
神
饌
の
起
源
・
種
類
・
数
量
を
探
れ
ば
、
各
社
の
事
情
に
直
接
的
に
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関
与
し
な
い
が
、
よ
り
手
堅
い
神
饌
研
究
の
基
礎
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
た
び
「
和
食
」

が
、
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
が
、
食
材
と
調
理
、
料
理
内
容
な
ど
、
食
文

化
に
関
す
る
調
査
と
研
究
を
重
ね
て
、
民
俗
的
な
知
見
も
深
め
て
ゆ
く
必
要
性
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

よ
っ
て
本
論
文
の
提
出
者
吉
野
亨
は
、
博
士
（
神
道
学
）
の
学
位
を
授
与
せ
ら
れ
る
資
格
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

平
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二
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