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冬
月

　
律

　
提
出

　
学
位
申
請
論
文

　
　
『
過
疎
地
神
社
の
研
究 

― 

人
口
減
少
社
会
と
神
社
神
道 

―
』
審
査
要
旨

　
　
　
　
　

論
文
の
内
容
の
要
旨

　
本
書
『
過
疎
地
神
社
の
研
究 

― 

人
口
減
少
社
会
と
神
社
神
道 

― 

』
は
、「
過
疎
が
神
社

と
地
域
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
、
過
疎
地
域
の
氏
子
を
含
む
地
域
住
民
と
祭
祀
と

の
関
わ
り
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
」
を
、
高
知
県
高
岡
郡
旧
窪
川
町
（
現
四
万
十
町
の

一
部
）
を
対
象
に
、
長
年
に
わ
た
る
丹
念
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
よ
る
調
査
研
究
に
よ
っ

て
ま
と
め
た
成
果
で
あ
る
。

　
本
書
の
構
成
は
、
第
一
部
の
研
究
史
編
、
第
二
部
Ⅰ
（
量
的
調
査
を
中
心
に
）、
第
三
部
Ⅱ

（
質
的
調
査
を
中
心
に
）
の
実
態
調
査
編
の
大
き
く
三
部
よ
り
な
る
。
最
後
に
研
究
の
ま
と
め

と
し
て
の
終
章
が
付
さ
れ
て
い
る
。

　
第
一
部
の
研
究
史
編
で
は
、
第
一
章
で
過
疎
化
を
広
義
の
社
会
変
動
と
し
て
捉
え
た
上
で
、
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社
会
変
動
の
枠
組
み
の
視
点
か
ら
神
道
と
過
疎
化
に
関
す
る
研
究
史
を
取
り
上
げ
、
過
疎
法

へ
の
言
及
に
始
ま
っ
て
、
戦
後
の
先
行
研
究
の
歴
史
と
問
題
点
を
洗
い
出
し
て
い
る
。
ま
た

第
二
章
で
は
、
神
社
は
過
疎
化
に
ど
の
よ
う
に
反
応
・
対
応
し
て
き
た
か
を
把
握
す
る
た
め
に
、

神
社
本
庁
や
神
社
庁
が
実
施
し
て
き
た
組
織
的
な
実
態
調
査
の
内
容
を
検
証
し
、
過
疎
地
域

に
お
け
る
神
社
に
関
す
る
実
態
調
査
の
歴
史
を
精
査
し
課
題
を
見
出
し
て
い
る
。

　
第
二
部
と
第
三
部
が
本
書
の
中
心
部
分
で
、
申
請
者
が
実
施
し
た
量
的
調
査
と
質
的
調
査

に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
過
疎
地
域
を
氏
子
の
現
状
と
課
題
に
関
し
て
詳
細
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
部
の
実
態
調
査
編
Ⅰ
（
量
的
調
査
を
中
心
に
）
で
は
、
過
疎
地
域
の
神
社
と
氏
子
を

対
象
に
実
施
し
た
実
態
調
査
を
中
心
に
論
じ
て
い
る
。
第
三
章
過
疎
地
神
社
の
実
態
調
査
は

第
四
章
以
降
の
具
体
的
な
実
態
調
査
の
序
論
的
位
置
に
あ
た
る
章
で
あ
る
。
昭
和
五
二
年
に
神

社
本
庁
が
刊
行
し
た
『
過
疎
地
帯
神
社
実
態
調
査
報
告
』
の
う
ち
、
高
知
県
高
岡
郡
の
地
域
を

対
象
に
行
わ
れ
た
実
態
調
査
の
追
跡
調
査
の
結
果
を
通
し
て
、
四
〇
年
間
の
地
域
と
祭
祀
の

変
化
を
中
心
に
比
較
を
試
み
て
い
る
。
第
四
章
過
疎
地
神
社
の
現
況
は
、
過
疎
と
神
社
神
道
の

関
係
を
探
求
す
る
際
に
重
要
な
過
疎
地
域
の
神
社
神
道
の
変
容
（
内
部
と
外
部
の
変
化
）
に
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つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
神
社
一
般
、
神
職
、
祭
祀
・
行
事
、
氏
子
生
活
な
ど
と
い
っ
た
、
外
部
（
外

形
的
）
条
件
の
変
化
に
着
目
し
て
過
疎
地
域
で
あ
る
旧
窪
川
町
の
神
職
を
対
象
に
し
た
全
神
社

（
宗
教
法
人
）
の
実
態
調
査
の
結
果
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
過
疎
地
神
社
の
現
況
と
課
題
を
明

ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
第
四
章
の
後
に
「
附
論
１
過
疎
地
神
社
の
神
職
―
旧
窪
川

町
の
神
職
座
談
会
か
ら
」
が
付
さ
れ
て
い
る
。
旧
窪
川
町
の
神
職
を
対
象
に
し
て
座
談
会
を

開
催
し
地
域
と
氏
子
と
の
関
わ
り
を
は
じ
め
、神
社
の
課
題
と
将
来
な
ど
に
つ
い
て
、神
職
（
宗

教
者
）の
立
場
か
ら
現
状
と
見
解
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
試
み
で
あ
る
。
そ
し
て
第
五
章
で
は
、

旧
窪
川
町
の
氏
子
（
実
質
氏
子
と
祭
礼
氏
子
）
を
対
象
に
実
施
し
た
意
識
調
査
の
結
果
を
分

析
し
て
い
る
。
第
四
章
の
神
社
調
査
と
あ
わ
せ
て
氏
子
に
対
す
る
意
識
調
査
を
実
施
す
る
こ

と
で
、
神
社
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
よ
り
詳
細
に
把
握
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。

  

第
三
部
の
実
態
調
査
編
Ⅱ
（
質
的
調
査
を
中
心
に
）
は
、
神
社
を
支
え
て
き
た
氏
子
に
焦
点

を
あ
て
、
慣
習
的
に
継
承
さ
れ
て
き
た
役
割
と
（
氏
子
）
組
織
の
変
容
や
神
社
の
維
持
継
承

に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
第
六
章
で
は
、
旧
窪
川
町
を
構
成
す
る
八
〇
集
落
の
う
ち
、
伝
統

的
村
落
型
社
会
と
都
市
型
社
会
の
集
落
を
複
数
か
所
取
り
上
げ
て
、
集
落
の
氏
神
信
仰
と
氏
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子
意
識
の
現
況
と
課
題
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
五
つ
の
地
域
の
住
民
に
そ
れ
ぞ
れ
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
を
敢
行
し
、
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
分
析
を
行
う
こ
と
で
、
神
社
の
護
持
運
営
に

対
す
る
各
集
落
の
見
解
を
把
握
し
課
題
を
整
理
し
て
い
る
。
第
三
部
に
は
附
論
2
が
付
さ
れ

て
い
る
。
旧
窪
川
町
の
小
規
模
集
落
で
あ
る
桧
生
原
の
花
取
踊
り
の
継
承
活
動
を
取
り
上
げ
、

伝
統
芸
能
を
活
用
し
て
氏
神
信
仰
の
継
承
と
氏
子
意
識
の
高
揚
に
努
力
し
て
い
る
事
例
を
提

示
し
て
い
る
。

　
終
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
各
章
で
述
べ
て
き
た
要
点
を
整
理
し
、
実
際
に
調
査
か
ら
得
ら

れ
た
デ
ー
タ
に
基
づ
い
た
過
疎
地
神
社
を
三
つ
の
視
点
、「
神
社
の
氏
子
」「
神
社
の
運
営
」「
神

社
の
将
来
」
か
ら
分
析
し
て
い
る
。
そ
し
て
今
後
の
神
社
の
在
り
方
に
関
し
て
は
、「
神
社
行

事
に
積
極
的
に
参
加
し
、
神
職
と
日
常
的
な
交
流
が
あ
る
氏
子
が
多
い
か
少
な
い
か
」、
「
氏

子
区
域
内
に
居
住
す
る
実
質
・
祭
礼
氏
子
の
割
合
と
氏
子
費
を
納
め
て
い
る
割
合
の
高
低
」

を
軸
と
し
て
４
つ
の
象
限
に
分
け
、
Ⅰ
「
条
件
な
し
・
維
持
可
能
神
社
」、
Ⅱ
「
一
部
条
件
あ
り
・

維
持
可
能
神
社
」
、
Ⅲ
「
条
件
あ
り
・
維
持
可
能
神
社
」、Ⅳ
「
維
持
不
可
能
神
社
（
不
活
動
神
社
）」

を
設
定
し
て
い
る
。
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そ
し
て
最
後
に
、
過
疎
地
問
題
と
神
社
の
関
係
は
、「
問
題
の
所
在
が
多
岐
に
分
か
れ
て
い

る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
が
地
域
ご
と
に
異
な
る
特
色
・
土
地
柄
・
風
土
・（
伝
統
）

文
化
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
地
域
性
」（
多
重
構
造
）
の
中
で
考
察
」
す
る
必
要
の
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
て
、
今
後
の
課
題
と
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

　
本
書
の
特
徴
で
、
か
つ
も
っ
と
も
評
価
さ
れ
る
べ
き
は
、
特
定
地
域
の
長
期
間
に
わ
た
る

調
査
研
究
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
過
疎
化
は
昭
和
40
年
代
に
指
摘
さ
れ
、
そ
の
後
深
刻

さ
を
増
し
て
い
っ
た
。
20
世
紀
終
わ
り
に
は
過
疎
化
で
は
そ
の
深
刻
さ
を
表
現
で
き
な
い
と

し
て
限
界
集
落
と
い
う
表
現
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
少
子
高
齢
化
が
地
方
に
お
い

て
よ
り
峻
厳
で
あ
る
こ
と
は
衆
知
の
事
実
で
あ
る
。

　
地
域
社
会
と
の
繋
が
り
が
強
い
、
地
域
文
化
の
中
核
と
も
考
え
ら
れ
る
神
社
は
過
疎
化
や

少
子
高
齢
化
に
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
が
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
過
疎
地
の
神
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社
が
祭
祀
を
中
断
し
た
と
か
、
解
散
、
吸
収
合
併
が
相
次
ぐ
状
況
で
神
社
数
が
大
幅
に
減
少

し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
存
在
し
て
い
な
い
。

　
地
域
社
会
に
お
け
る
神
社
の
実
状
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
単
発
的
散
発
的
な
現
地

調
査
や
動
向
の
全
体
を
概
観
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
実
施
さ
れ
て
は
き
た
。
し
か
し
な
が
ら

過
疎
化
や
高
齢
化
が
神
社
に
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
で
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
に
つ

い
て
は
、
断
片
的
な
分
析
に
留
ま
っ
て
い
た
。
申
請
者
は
現
地
で
あ
る
旧
窪
川
町
に
10
年
以

上
に
わ
た
っ
て
通
い
続
け
、
地
域
の
人
々
と
の
信
頼
関
係
を
構
築
し
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
、

座
談
会
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
て
、
多
角
的
に
現
地
の
状
況
や
過
去
の
経
緯
を
引
き

出
そ
う
と
試
み
た
。
そ
の
結
果
、
地
域
社
会
と
の
変
化
と
神
社
と
の
関
わ
り
に
関
し
て
三
つ

の
視
点
を
見
出
し
、
変
化
の
方
向
性
に
関
し
て
も
四
つ
の
方
向
性
を
指
摘
し
た
。
こ
う
し
た

点
は
高
く
評
価
さ
れ
て
然
る
べ
き
と
考
え
る
。

　
他
方
で
、
本
書
が
採
用
し
た
き
め
細
や
か
な
調
査
と
分
析
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
欠
点
を
持
つ

こ
と
に
な
っ
た
こ
と
も
た
し
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
旧
窪
川
町
を
構
成
す
る
個
々
の
集
落
に

ま
で
丹
念
に
足
を
運
び
状
況
を
把
握
し
た
た
め
に
集
落
間
の
差
異
に
分
析
が
集
中
し
、
旧
窪
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川
町
全
体
と
し
て
の
地
域
社
会
の
変
動
と
祭
祀
の
関
係
が
必
ず
し
も
十
分
に
分
析
し
き
れ
な

か
っ
た
。

　
本
来
の
目
的
は
戦
後
の
社
会
変
動
と
神
社
と
の
関
係
で
あ
り
、
社
会
構
造
の
変
動
に
よ
っ

て
生
じ
る
地
域
社
会
と
神
社
の
関
係
が
、
時
間
的
な
経
過
を
背
景
に
し
て
探
求
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
集
落
間
の
相
違
に
気
づ
く
こ
と
で
、
現
状
の
理
解
に
留

ま
り
か
ね
な
い
視
点
の
提
示
に
留
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
同
じ
旧
窪
川
町
の
集
落
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
こ
う
し
た
類
型
が
生
じ
た
の
か
、
従
来
か
ら
の
地
域
差
な
の

か
、
そ
れ
と
も
社
会
変
動
に
よ
る
も
の
な
の
か
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
理
論
面
で
は
、

冒
頭
で
望
月
哲
也
の
戦
後
の
社
会
変
動
と
宗
教
に
関
す
る
二
期
の
分
析
を
引
用
し
な
が
ら
も
、

終
章
に
至
る
ま
で
、
戦
後
の
変
動
期
に
関
す
る
考
察
は
見
当
た
ら
な
い
。
望
月
の
分
析
や
理

論
は
最
終
章
で
は
参
照
さ
れ
ず
、
代
わ
っ
て
社
会
変
動
と
神
道
に
関
し
て
は
平
井
直
房
、
社

会
変
動
と
神
社
祭
祀
の
構
造
に
関
し
て
は
伊
藤
幹
治
の
一
連
の
考
察
が
背
景
に
あ
る
と
し
て

い
る
が
、
引
用
さ
れ
る
両
者
の
文
献
は
昭
和
三
〇
年
代
後
半
か
ら
四
〇
年
代
の
も
の
で
あ
る
。

四
〇
年
代
以
降
の
分
析
の
検
討
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
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不
十
分
な
点
は
用
語
の
利
用
に
も
垣
間
見
ら
れ
る
。
現
状
分
析
の
た
め
の
分
類
の
た
め
に

氏
子
の
概
念
に
新
し
い
考
え
方
を
導
入
し
た
が
、
こ
れ
ま
で
研
究
で
言
及
さ
れ
て
き
た
概
念

と
の
十
分
な
整
合
性
は
担
保
さ
れ
て
い
な
い
。
分
析
方
法
に
関
し
て
も
、
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー

分
析
な
ど
、
申
請
者
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
部
分
的
に
入
れ
替
え
た
り
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
時

代
と
の
関
わ
り
に
注
釈
を
付
け
る
程
度
に
留
ま
っ
て
い
る
。
分
析
に
重
要
な
素
材
と
考
え
ら

れ
る
神
職
の
座
談
会
も
、
附
論
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
分
析
の
領
域
ま
で
踏
み

込
め
な
か
っ
た
。

　
右
記
の
よ
う
に
、
本
書
に
は
少
な
く
な
い
不
十
分
な
点
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
を
考
慮

し
て
も
、
本
書
が
過
疎
化
や
限
界
集
落
化
す
る
地
域
に
お
け
る
神
社
を
論
じ
よ
う
と
し
た
場

合
に
、
あ
る
い
は
現
今
の
社
会
変
動
と
宗
教
を
考
察
し
よ
う
と
し
た
場
合
に
は
、
必
ず
言
及

さ
れ
る
文
献
で
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
所
見
は
や
や
厳
し
い
評
価
に
過
ぎ
た
か
も
し
れ
な
い
。
本
論
文
が
考
察

し
た
事
例
と
結
論
は
、
変
容
す
る
メ
デ
ィ
ア
環
境
に
お
け
る
宗
教
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
際

の
十
分
な
検
証
と
考
え
ら
れ
る
。
本
書
で
扱
い
き
れ
な
か
っ
た
事
例
や
分
析
は
今
後
の
成
果



－ 9 －

と
な
っ
て
近
々
現
れ
る
だ
ろ
う
こ
と
は
十
分
に
期
待
で
き
る
。

　
以
上
の
審
査
結
果
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
本
論
文
の
提
出
者
冬
月
律
は
、
博
士
（
宗
教
学
）

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

　
令
和
二
年
十
二
月
四
日

主
　
査

　
　
國

學

院

大

學

教

授
　
　
石

　
井

　
研

　
士

　
㊞

　

副
　
査
　
　
國

學

院

大

學

教

授
　
　
黒
　
﨑
　
浩
　
行
　
㊞
　

副
　
査
　
　
國
學
院
大
學
准
教
授
　
　
藤
　
本
　
頼
　
生
　
㊞
　

副
　
査
　
　
皇
學
館
大
学
名
誉
教
授
　
　
櫻
　
井
　
治
　
男
　
㊞
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冬
月

　
律

　
学
力
確
認
の
結
果
の
要
旨

　
左
記
四
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
（
宗

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

　
　
令
和
二
年
十
二
月
四
日

　
　
　
　
　
　
学
力
確
認
担
当
者

主
　
査
　
　
國

學

院

大

學

教

授
　
　
石
　
井
　
研
　
士
　
㊞
　

副
　
査
　
　
國

學

院

大

學

教

授
　
　
黒
　
﨑
　
浩
　
行
　
㊞
　

副
　
査

　
　
國
學
院
大
學
准
教
授

　
　
藤

　
本

　
頼

　
生

　
㊞

　

副
　
査

　
　
皇
學
館
大
学
名
誉
教
授

　
　
櫻

　
井

　
治

　
男
　
㊞

　


