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学
位
申
請
論
文
（
課
程
博
士
）

『
国
民
道
徳
論
に
お
け
る
神
道
的
解
釈
に
関
す
る
研
究
』
審
査
要
旨

論
文
の
内
容
の
要
旨

本
論
文
は
、
明
治
後
期
か
ら
唱
導
さ
れ
、
大
正
期
を
経
て
昭
和
前
期
に
至
る
ま
で
、
主
と
し

て
倫
理
学
者
ら
に
よ
っ
て
体
系
化
さ
れ
、
学
校
教
育
に
よ
っ
て
普
及
さ
れ
た
「
国
民
道
徳
論
」

を
め
ぐ
っ
て
、
神
道
人
が
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
論
じ
た
か
、
そ
の
言
説
に
つ
い
て
多
面
的

な
視
点
か
ら
論
究
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
論
文
は
、
大
き
く
分
け
て
序
論
と
本
論
と
結
論
の
三
つ
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
本
研
究
の
視
点
と
課
題
、
そ
し
て
全
体
の
概
要
を
記
述
し
た
序
論
に
続
き
、
第
一
部
と

第
二
部
に
分
か
れ
た
本
論
の
う
ち
、
前
者
は
、
い
わ
ば
総
論
と
し
て
教
育
勅
語
の
起
草
の
経
緯

と
教
育
勅
語
の
解
釈
と
し
て
の
「
国
民
道
徳
論
」
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
、
後
者
は
、
各
論
と
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し
て
代
表
的
な
四
人
の
学
者
の
「
国
民
道
徳
論
」
に
関
す
る
言
説
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
に
共

通
す
る
神
道
的
解
釈
を
通
し
て
得
ら
れ
た
所
論
を
分
析
・
評
価
、
さ
ら
に
神
社
神
道
に
と
ど
ま

ら
ず
教
派
神
道
を
も
視
野
に
入
れ
て
考
究
を
進
め
、
結
論
で
は
、
こ
う
し
た
考
察
を
基
に
、
戦

後
久
し
く
説
か
れ
て
き
た
「
教
育
勅
語
は
国
家
神
道
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
基
礎
で
あ
る
」
と
い

う
テ
ー
ゼ
に
対
し
て
基
本
的
な
疑
念
を
呈
し
て
い
る
。
以
下
、
順
を
追
っ
て
略
述
す
る
。

序
論
で
は
、
ま
ず
キ
ー
ワ
ー
ド
と
も
言
う
べ
き
「
国
民
道
徳
論
」「
教
育
勅
語
」「
国
家
神

道
」「
神
社
神
道
」「
神
社
非
宗
教
」
な
ど
の
語
句
を
定
義
し
、
こ
れ
ら
の
間
の
関
係
性
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
に
、「
国
民
道
徳
論
」
お
よ
び
教
育
勅
語
に
関
す
る
先
行
研
究
を
紹
介
す
る
。

分
量
的
に
は
前
者
よ
り
圧
倒
的
に
多
い
後
者
の
研
究
に
お
い
て
、
天
皇
制
国
家
観
や
国
体
と

密
接
に
つ
な
が
る
神
道
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
「
積
極
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
な

い
」
と
し
、
む
し
ろ
、「
教
育
政
策
と
宗
教
政
策
が
交
叉
」
す
る
地
平
で
構
想
・
発
令
さ
れ
た

「
神
道
指
令
」
に
よ
っ
て
廃
止
の
対
象
と
な
っ
た
国
家
神
道
の
研
究
で
「
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が

多
い
」
と
指
摘
し
つ
つ
も
、
特
定
の
宗
教
や
哲
学
な
ど
に
偏
し
な
い
こ
と
を
旨
と
し
て
教
育
勅
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語
を
起
草
し
た
井
上
毅
の
意
図
を
踏
ま
え
て
、
勅
語
は
「
直
接
的
に
神
道
の
経
典
と
解
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
」
と
断
ず
る
葦
津
珍
彦
（
戦
後
の
神
社
神
道
の
理
論
的
領
導
者
）
の
説
を
肯
う
。

か
く
し
て
「
国
民
道
徳
論
」
を
「
広
義
の
教
育
勅
語
の
解
釈
論
で
あ
る
」
と
規
定
し
、
神
道

人
な
い
し
神
道
に
近
い
人
々
に
よ
る
「
国
民
道
徳
論
」
な
ら
び
に
教
育
勅
語
の
解
釈
の
足
跡
を

追
究
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

次
い
で
、
第
一
部
「
国
民
道
徳
論
と
教
育
勅
語
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」
の
第
一
章
は
、
近

代
日
本
の
「
国
民
道
徳
の
標
準
」
と
さ
れ
た
教
育
勅
語
の
渙
発
に
至
る
社
会
的
・
思
想
的
背
景

や
起
草
過
程
に
つ
い
て
論
述
し
、
第
二
章
で
は
勅
語
の
発
出
を
受
け
て
明
治
十
年
代
か
ら
熱
心

に
交
わ
さ
れ
て
き
た
徳
育
論
争
に
も
た
ら
さ
れ
た
変
化
に
言
及
す
る
と
と
も
に
、
勅
語
の
衍
義

書
執
筆
の
嚆
矢
と
な
っ
た
井
上
哲
次
郎
を
は
じ
め
、
穂
積
八
束
・
石
川
岩
吉
ら
先
駆
的
な
役
割

を
果
た
し
た
人
々
の
「
国
民
道
徳
論
」
を
紹
介
し
、
本
論
文
の
中
核
を
な
す
第
二
部
へ
の
導
入

と
し
て
の
枢
要
な
位
置
を
占
め
る
。

そ
の
第
二
部
「
国
民
道
徳
論
に
お
け
る
神
道
的
解
釈
」
の
冒
頭
と
な
る
第
三
章
は
、
近
世
国
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学
か
ら
近
代
国
文
学
へ
の
橋
渡
し
を
担
い
、
國
學
院
大
學
学
長
と
し
て
道
義
学
科
を
創
設
し
、

そ
の
後
の
「
国
民
道
徳
論
」
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
及
ぼ
し
た
芳
賀
矢
一
の
代
表
作
で
あ
る

『
国
民
性
十
論
』
を
取
り
上
げ
、
そ
の
中
で
芳
賀
が
「
神
社
へ
の
崇
敬
は
宗
教
的
で
は
な
い
…

国
民
と
し
て
当
然
行
う
べ
き
こ
と
」
と
捉
え
て
い
る
点
を
注
目
す
る
。「
神
社
非
宗
教
」
と
い

う
こ
れ
ま
で
の
政
府
の
神
祇
行
政
に
ぴ
た
り
と
重
な
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

第
四
章
は
、「
近
代
神
道
学
の
創
設
者
」
と
称
さ
れ
る
田
中
義
能
の
一
連
の
学
問
の
根
底
に

あ
る
近
世
国
学
の
存
在
に
着
目
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
師
説
に
泥
ま
ず
」
と
い
う
国
学
の
学
統
を

忠
実
に
継
ぎ
、
か
つ
「
神
道
は
事
実
の
道
で
、
教
え
の
道
で
は
な
い
」
と
喝
破
し
た
と
こ
ろ
に

そ
の
本
質
を
窺
知
す
る
。
一
方
、
国
体
の
概
念
に
関
し
て
は
「
主
権
の
方
面
の
み
な
ら
ず
、
一

国
の
政
治
、
法
律
、
宗
教
、
言
語
、
風
俗
、
習
慣
等
種
々
の
方
面
に
於
い
て
、
発
現
す
る
所
の

も
の
」
と
さ
れ
、「
国
体
と
は
国
家
組
織
上
主
権
の
存
立
の
関
す
る
特
殊
の
主
義
を
い
ふ
」
と

定
義
づ
け
る
石
川
の
よ
う
な
法
学
的
国
体
観
に
偏
っ
て
い
な
い
点
に
着
目
し
て
、「
田
中
の
国

体
論
に
お
け
る
根
拠
は
、
教
育
勅
語
に
よ
る
も
の
」
と
推
断
し
て
い
る
や
に
見
え
る
。
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第
五
章
と
第
六
章
は
、
論
者
に
と
っ
て
第
二
部
の
メ
イ
ン
を
な
す
河
野
省
三
の
「
国
民
道
徳

論
」
に
つ
い
て
の
考
察
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。
河
野
は
五
箇
条
の
御
誓
文
・
軍
人
勅
諭
・
大
日

本
帝
国
憲
法
・
教
育
勅
語
・
戊
申
詔
書
を
も
っ
て
「
五
つ
の
勅
語
」
と
し
、
そ
れ
ら
に
共
通
す

る
精
神
を
神
道
で
あ
る
と
す
る
田
中
の
影
響
下
で
研
究
を
続
け
て
き
た
の
だ
が
、
自
身
が
現
任

の
神
職
で
あ
る
と
と
も
に
、
國
學
院
大
學
の
教
員
で
も
あ
る
河
野
自
身
の
神
社
へ
の
信
仰
と
国

民
道
徳
の
関
係
に
注
目
し
て
考
察
を
進
め
る
。

河
野
に
と
っ
て
の
問
題
意
識
は
、
日
露
戦
争
に
よ
っ
て
昂
揚
し
た
と
思
わ
れ
た
国
民
の
愛
国

心
が
「
そ
の
ま
ま
敬
神
の
念
に
繋
が
ら
な
い
」
こ
と
へ
の
危
機
感
か
ら
発
し
、
神
職
自
身
が
国

民
道
徳
の
維
持
者
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
研
究
者
で
あ
る
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
に
注

意
を
促
し
て
い
る
一
方
、
神
道
の
倫
理
的
側
面
が
三
条
の
教
則
以
来
の
「
神
社
崇
敬
の
非
宗
教

的
純
化
の
傾
向
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
「
国
民
道
徳
論
」
を
樹

立
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
河
野
の
苦
し
い
立
場
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。

な
お
、
補
論
で
扱
わ
れ
て
い
る
河
野
と
柳
田
国
男
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
「
神
道
私
見
論
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争
」
は
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
熱
っ
ぽ
く
論
議
さ
れ
た
「
神
社
対
宗
教
」
問
題
と
重
な
る
テ
ー
マ
だ

が
、
国
家
の
管
理
を
離
れ
た
戦
後
の
神
社
神
道
の
あ
り
よ
う
を
先
取
り
す
る
も
の
と
し
て
特
記

し
て
い
る
。

最
後
の
第
六
章
は
、
第
一
次
大
戦
後
の
精
神
的
混
迷
期
に
発
せ
ら
れ
た
「
国
民
精
神
作
興
ニ

関
ス
ル
詔
書
」
を
契
機
に
広
ま
っ
た
日
本
精
神
論
と
国
民
道
徳
論
の
関
係
に
つ
い
て
、
と
も
に

芳
賀
矢
一
か
ら
学
問
的
影
響
を
受
け
た
河
野
と
村
岡
典
嗣
の
言
説
を
考
究
し
た
も
の
で
、
芳
賀

を
源
流
と
す
る
「
国
民
道
徳
論
」
の
一
つ
の
到
達
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
考
察
を
経
て
、
視
点
を
教
派
神
道
に
ま
で
め
ぐ
ら
し
、
教
派
神
道
に
も
同
様

な
理
解
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
、
教
育
勅
語
を
単
純
に
「
国
家
神
道
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的

基
礎
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
を
批
判
、「
神
社
神
道
及
び
教
派
神
道
を
包
含
し
た
『
神

道
』
な
る
も
の
を
構
成
す
る
た
め
、
国
民
道
徳
論
を
介
し
て
、
教
育
勅
語
を
重
用
し
て
い
た
の

で
は
な
い
か
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
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論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

既
述
し
た
よ
う
に
、
本
論
文
は
、
明
治
後
期
か
ら
唱
導
さ
れ
、
近
代
日
本
に
お
け
る
徳
育
の

中
心
を
担
っ
た
「
国
民
道
徳
論
」
を
神
道
人
な
い
し
神
道
に
近
い
人
々
が
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に

捉
え
論
じ
て
き
た
か
、
そ
の
足
跡
を
多
面
的
な
視
点
か
ら
論
究
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
標
題
が
示
す
ご
と
く
、
キ
ー
ワ
ー
ド
は
名
詞
と
し
て
の
「
国
民
道
徳
論
」
と
動
詞
と
し

て
の
「
神
道
的
解
釈
」
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
、
序
論
で
こ
れ
を
井
上
哲
次
郎
に
な
ら
っ
て

「
教
育
勅
語
の
広
義
の
解
釈
論
」
で
あ
る
と
規
定
し
、
そ
の
世
俗
道
徳
的
側
面
を
強
調
す
る
。

そ
れ
は
戦
後
の
通
説
が
実
証
的
な
論
証
も
な
く
教
育
勅
語
を
単
純
に
「
国
家
神
道
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
的
基
礎
」
で
あ
る
と
主
張
し
て
き
た
こ
と
に
対
し
、
勅
語
が
発
布
さ
れ
た
際
に
神
社
人

が
こ
れ
を
「
待
望
」
し
「
感
激
を
も
っ
て
迎
え
た
」
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、「
こ
の
勅
語
を

も
っ
て
直
接
的
に
神
道
の
経
典
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
強
く
異
論
を
呈
し
た
葦
津
珍

彦
の
論
に
依
拠
し
て
い
る
。
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す
な
わ
ち
、「
天
皇
制
国
家
観
や
国
体
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
神
道
と
の
関
わ
り
に
つ
い

て
は
、
積
極
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
」
と
論
者
が
嘆
ず
る
こ
れ
ま
で
の
教
育
勅
語
研
究
に
対

し
て
、「
宗
教
性
」（
あ
る
い
は
「
非
宗
教
性
」）
を
媒
介
概
念
と
し
、
井
上
毅
ら
勅
語
の
作
成

者
と
、
芳
賀
矢
一
・
田
中
義
能
・
河
野
省
三
ら
勅
語
の
解
釈
者
の
双
方
か
ら
考
察
す
る
こ
と
を

通
し
て
、「
国
民
道
徳
論
」
の
「
神
道
的
解
釈
」
の
可
能
性
と
限
界
を
考
究
し
よ
う
と
し
た
の

が
本
研
究
の
動
機
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
ず
、
第
一
部
の
第
一
章
で
は
教
育
勅
語
の
渙
発
に
至
る
通
史
へ
の
考
究
を
進
め
る
が
、
元

田
永
孚
の
協
力
を
得
た
井
上
毅
の
勅
語
草
案
の
起
草
過
程
や
発
布
の
形
式
等
に
関
し
て
は
、
先

行
研
究
を
忠
実
に
な
ぞ
っ
て
お
り
、
特
に
新
た
な
見
地
は
な
い
。

第
二
章
で
は
渙
発
さ
れ
た
教
育
勅
語
の
解
釈
を
め
ぐ
る
井
上
（
哲
）
や
穂
積
八
束
・
石
川
岩

吉
ら
の
論
に
「
国
民
道
徳
論
」
の
萌
芽
を
認
め
、
中
で
も
次
代
の
田
中
や
河
野
ら
に
影
響
を
与

え
た
石
川
に
注
目
し
て
い
る
点
は
納
得
で
き
る
が
、
勅
語
の
基
盤
た
る
「
国
体
ノ
精
華
」
に
関

し
て
、
国
体
を
も
っ
ぱ
ら
「
国
家
組
織
上
主
権
の
存
立
に
関
す
る
特
殊
の
主
義
」
と
解
す
る
石
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川
の
法
学
的
国
体
観
は
、
文
部
省
に
よ
る
英
訳
に
お
い
て
、
国
体
に
�fundam

ental
character

of
O

ur
E

m
pire

�
と
い
う
極
め
て
汎
用
性
の
高
い
訳
語
を
充
て
て
い
る
の
と
比
較
す
れ
ば
、
い

さ
さ
か
狭
す
ぎ
は
し
な
い
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
少
し
は
言
及
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ひ
ょ
っ
と

す
れ
ば
、
石
川
自
身
は
ド
イ
ツ
法
学
を
継
受
し
た
公
法
学
者
で
あ
る
穂
積
の
国
体
観
に
引
き
込

ま
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
…
…
。

第
二
部
の
第
三
章
以
下
は
芳
賀
・
田
中
・
河
野
を
登
場
さ
せ
て
神
道
側
か
ら
の
「
国
民
道
徳

論
」
を
論
ず
る
本
研
究
の
中
核
を
な
す
部
分
│
│
動
詞
と
し
て
の
「
神
道
的
解
釈
」
│
│
で
あ

る
。
た
し
か
に
、
こ
の
三
人
が
い
ず
れ
も
教
育
勅
語
に
関
す
る
神
道
系
研
究
者
で
あ
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
が
、
ま
ず
問
い
た
い
の
は
、
そ
の
代
表
と
し
て
何
故
こ
の
三
人
を
選
ん
だ
の
か
、

ほ
か
に
も
、
た
と
え
ば
今
泉
定
助
の
よ
う
な
人
も
い
る
で
は
な
い
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
神

道
系
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
、
村
岡
典
嗣
の
言
説
を
日
本
精
神
論
で
活
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

さ
ら
に
山
田
孝
雄
に
も
目
を
向
け
て
よ
い
の
で
は
、
と
も
考
え
る
。

そ
の
三
人
の
う
ち
の
一
人
、
芳
賀
の
場
合
は
そ
の
代
表
作
で
あ
る
『
国
民
性
十
論
』
を
引
き
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合
い
に
し
な
が
ら
、
彼
の
「
国
民
道
徳
論
」
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
進
め
、
い
わ
ば
、
国
学
を
日

本
文
献
学
と
し
て
の
近
代
国
文
学
へ
と
繋
い
だ
芳
賀
を
勅
語
の
神
道
系
研
究
者
の
鼻
祖
と
位
置

づ
け
る
こ
と
に
は
異
論
は
な
い
。

次
に
、
み
ず
か
ら
明
確
に
近
世
国
学
の
学
統
に
連
な
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
田
中
は
、
本

居
宣
長
で
は
な
く
平
田
篤
胤
に
連
な
る
こ
と
を
自
負
し
、
そ
の
「
実
践
哲
学
に
於
け
る
、
忠
君

愛
国
の
説
、
倫
理
綱
常
の
道
」
を
高
く
評
価
し
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
五
箇
条
の
御
誓
文
を
は

じ
め
と
す
る
「
五
つ
の
勅
語
」
の
精
神
を
「
神
道
」
と
規
定
し
た
実
践
的
視
点
に
注
視
し
て
い

る
が
、
そ
れ
も
田
中
ひ
と
り
の
思
い
で
は
な
く
、
明
治
か
ら
大
正
へ
の
御
代
替
わ
り
の
危
機
に

直
面
し
た
同
時
代
人
に
共
通
し
た
感
慨
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
神
職
と
学
者
の
双
方
の
立
場
を
具
有
す
る
河
野
に
つ
い
て
、
公
的
に
は
「
宗
教
で

は
な
い
」
と
さ
れ
る
神
社
神
道
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
神
職
と
し
て
「
神
社
崇
敬
は
宗
教

に
あ
ら
ず
」
と
発
言
し
な
が
ら
、
一
方
で
「
神
社
（
若
し
く
は
神
社
崇
敬
）
に
は
宗
教
的
要
素

あ
り
」
と
も
弁
ず
る
河
野
の
苦
衷
へ
の
理
解
を
求
め
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
教
育
勅
語
は
「
国
家
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神
道
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
基
礎
」
と
す
る
戦
後
の
通
説
的
見
解
へ
の
論
者
の
強
い
疑
念
が
凝
縮

し
て
い
る
。
こ
こ
に
本
論
文
を
執
筆
し
た
動
機
に
直
接
結
び
つ
く
結
語
が
示
唆
さ
れ
て
い
よ

う
。柳

田
国
男
と
の
論
争
に
触
れ
た
補
論
や
村
岡
の
日
本
精
神
論
を
め
ぐ
る
論
究
も
本
論
文
の
趣

旨
を
補
強
す
る
も
の
と
し
て
評
価
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
の
「
神
道
的
解
釈
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、

た
と
え
ば
、
里
見
岸
雄
や
亘
理
章
三
郎
ら
立
脚
点
を
異
に
す
る
人
々
の
国
体
観
や
勅
語
観
も
視

野
に
入
れ
、「
国
民
道
徳
論
」
全
体
の
文
脈
の
中
で
の
「
神
道
的
解
釈
」
の
位
置
づ
け
が
望
ま

れ
る
。

な
お
、
教
育
や
国
民
精
神
涵
養
に
関
わ
る
詔
勅
と
し
て
は
、
教
育
勅
語
（
明
二
三
）
に
続
く

も
の
と
し
て
「
戊
申
詔
書
」（
明
四
一
）、「
国
民
精
神
作
興
ニ
関
ス
ル
詔
書
」（
大
一
二
）
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
詔
勅
が
発
せ
ら
れ
た
時
代
背
景
や
国
民
思
潮
に
も
う
少
し
言
及

が
あ
れ
ば
、
よ
り
深
い
論
述
に
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

以
上
述
べ
て
き
た
所
見
に
は
本
論
文
に
対
す
る
少
な
か
ら
ぬ
注
文
が
込
め
ら
れ
て
い
る
が
、
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そ
れ
は
決
し
て
本
論
文
に
対
す
る
評
価
を
落
と
す
も
の
で
は
な
い
。
は
っ
き
り
し
た
問
題
意
識

の
下
に
全
体
の
構
成
を
整
え
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
た
多
彩
な
文
献
史
料
を
駆
使
し
て
執
筆
さ

れ
た
本
論
文
を
五
年
間
の
博
士
課
程
に
お
い
て
ま
と
め
た
論
者
の
努
力
は
高
く
評
価
し
た
い
。

以
上
の
審
査
結
果
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
本
論
文
の
提
出
者
�
野
裕
基
は
、
博
士
（
神
道
学
）

の
学
位
を
授
与
せ
ら
れ
る
資
格
が
あ
る
と
認
め
る
。

平
成
二
十
七
年
二
月
十
四
日

主
査

國
學
院
大
學
大
学
院
客
員
教
授

大

原

康

男

◯印

副
査

國

學

院

大

學

教

授

阪

本

是

丸

◯印

副
査

國

學

院

大

學

教

授

武

田

秀

章

◯印
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�
野
裕
基

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
大
学
院
客
員
教
授

大

原

康

男

◯印

副
査

國

學

院

大

學

教

授

阪

本

是

丸

◯印

副
査

國

學

院

大

學

教

授

武

田

秀

章

◯印
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