
千
明

守

提
出

学
位
申
請
論
文

『
平
家
物
語
屋
代
本
と
そ
の
周
辺
』
審
査
要
旨

論
文
の
内
容
と
要
旨

本
論
文
は
、『
平
家
物
語
』
の
多
様
な
諸
本
の
う
ち
、
語
り
本
系
に
分
類
さ
れ
、
従
来
古
態

本
と
の
評
価
を
受
け
て
き
た
屋
代
本
と
、
そ
の
屋
代
本
か
ら
影
響
を
受
け
て
成
立
し
て
き
た
と

考
え
ら
れ
る
諸
本
の
本
文
に
つ
い
て
、
そ
の
成
立
過
程
を
中
心
に
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

序
章
で
は
、
本
書
全
体
の
理
論
的
支
柱
と
な
る
テ
キ
ス
ト
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
の
方
法
論
を
確
認

す
る
た
め
に
、
国
文
学
研
究
に
お
け
る
系
譜
法
的
研
究
法
の
歴
史
を
確
認
し
、
そ
の
方
法
の
限

界
と
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

国
文
学
の
本
文
研
究
に
系
譜
法
の
理
論
を
導
入
し
そ
れ
を
実
践
し
た
池
田
龜
鑑
氏
の
方
法
論
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は
、
根
本
的
な
批
判
検
証
を
受
け
る
こ
と
な
く
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
池
田
理
論
に
対
す
る
数

少
な
い
批
判
と
し
て
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
小
西
甚
一
氏
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
小
西
氏
は
、
池

田
氏
の
系
譜
理
論
を
「
科
学
的
」
で
あ
る
と
認
め
た
上
で
、
し
か
し
実
際
に
そ
れ
を
適
用
し
う

る
条
件
が
、
日
本
文
学
の
場
合
ほ
と
ん
ど
整
っ
て
い
な
い
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
系
譜
法
は
、
十

九
世
紀
的
「
近
代
科
学
」
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
り
、
物
理
学
や
数
学
の
分
野
に
お
い
て
も
十

九
世
紀
的
「
近
代
科
学
」
は
覆
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
理
論
構
築
さ
れ
て
い
る

系
譜
法
が
妥
当
で
な
い
の
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

筆
者
は
、
池
田
理
論
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
「
共
通
異
文
」
に
よ
る
祖
本
復
元
の
方
法
の
理

論
的
欠
陥
を
指
摘
し
、
そ
こ
に
「
不
可
逆
性
」
と
い
う
概
念
を
持
ち
込
ま
な
け
れ
ば
祖
本
の
姿

の
復
元
は
で
き
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
「
不
可
逆
性
」
に
着
目
し
た
祖
本
復
元
も
極
め
て
限

定
的
部
分
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
理
論
的
モ
デ
ル
を
使
っ
て
論
証
し
た
。

そ
し
て
、
池
田
理
論
が
多
く
の
日
本
文
学
作
品
に
適
用
で
き
な
い
の
は
そ
こ
に
理
論
的
欠
陥

を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、「
近
代
科
学
」
に
立
脚
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
こ
と
、
池
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田
理
論
の
欠
陥
を
修
正
し
正
し
く
適
用
す
れ
ば
、
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
原
本
復
元
に
資
す
る
と

こ
ろ
は
あ
る
と
い
う
こ
と
を
結
論
と
し
て
い
る
。

第
一
篇
で
は
、
序
章
で
展
開
し
た
理
論
に
基
づ
き
、『
平
家
物
語
』
諸
本
の
う
ち
「
覚
一
系

諸
本
周
辺
本
文
」
と
呼
ば
れ
る
一
群
の
諸
本
の
本
文
が
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
て
き
た
か
と

い
う
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

「
覚
一
系
諸
本
周
辺
本
文
」
に
分
類
さ
れ
る
諸
本
（
鎌
倉
本
や
平
松
家
本
な
ど
）
は
、
従
来

古
態
本
と
評
価
さ
れ
て
き
た
屋
代
本
と
南
北
朝
期
に
完
成
し
た
と
見
ら
れ
る
覚
一
本
と
の
中
間

的
本
文
を
有
し
て
い
る
点
か
ら
、
屋
代
本
か
ら
覚
一
本
へ
と
成
長
変
化
し
て
い
く
過
渡
的
な
形

態
を
示
す
本
文
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
実
際
の
本
文
の
あ
り
よ
う
を
詳
細
に

検
討
し
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
一
群
の
諸
本
（
覚
一
系
諸
本
周
辺
本
文
）
の
本
文
は
、
屋
代
本
と

覚
一
本
の
過
渡
本
で
あ
る
と
は
到
底
考
え
ら
れ
ず
、
か
な
り
後
次
的
な
要
素
を
濃
厚
に
有
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
を
、
単
な
る
印
象
批
判
だ
け
で
な
く
、
系
譜
法
的
理
論
を
援
用
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
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か
ら
、
客
観
的
科
学
的
に
論
証
を
試
み
た
。

第
一
章
で
は
、
本
文
の
近
接
度
を
統
計
学
的
に
測
定
す
る
方
法
を
試
み
た
山
内
潤
三
氏
の
論

を
検
証
し
、
そ
の
方
法
の
限
界
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
要
す
る
に
、
本
文
の
近
接
度
を
ど
ん
な

に
客
観
的
に
測
定
し
て
も
、
そ
の
デ
ー
タ
を
も
っ
て
「
系
譜
関
係
」
を
証
明
す
る
こ
と
は
全
く

不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

第
二
章
か
ら
第
五
章
で
は
、
具
体
的
な
本
文
を
詳
細
に
検
討
し
な
が
ら
、
当
該
本
文
が
「
屋

代
本
的
本
文
と
覚
一
本
的
本
文
を
混
態
さ
せ
て
作
ら
れ
た
」
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
証
す
る
。

第
二
篇
で
は
、
屋
代
本
の
本
文
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
屋
代
本
は
こ
れ
ま
で
、
現
存
語

り
本
系
諸
本
中
も
っ
と
も
古
態
で
あ
る
と
い
う
評
価
を
受
け
て
き
た
。
そ
の
主
な
論
拠
は
、
◯１

現
存
本
の
書
写
年
代
が
古
い
こ
と
、
◯２
記
事
配
列
が
他
の
諸
本
（
特
に
覚
一
本
）
に
比
べ
て
編

年
体
的
性
格
が
強
い
こ
と
、◯３
本
文
が
古
朴
で
記
録
的
で
あ
る
こ
と
、の
三
点
に
集
約
で
き
る
。

第
一
の
論
拠
に
つ
い
て
は
、
近
年
調
査
が
進
み
、
推
定
書
写
年
代
は
従
来
よ
り
も
引
き
下
げ

ら
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
屋
代
本
古
態
論
の
絶
対
的
根
拠
に
は
な
り
得
な
く
な
っ
て
い
る
。
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本
篇
で
は
、
主
に
第
二
の
論
拠
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
証
を
試
み
て
い
る
。
ま
ず
、
第
一
章

で
は
、
現
存
屋
代
本
の
伝
本
（
國
學
院
本
・
京
都
府
立
総
合
資
料
館
本
・
静
嘉
堂
文
庫
本
）
に

つ
い
て
紹
介
し
、
現
存
本
の
性
格
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

第
二
章
か
ら
第
五
章
で
は
、「
小
督
」
説
話
・「
都
落
ち
」
話
群
・
巻
一
「
御
輿
振
」・
巻
三

「
赦
文
」・
巻
十
一
本
文
に
つ
い
て
、
屋
代
本
と
覚
一
本
と
延
慶
本
の
本
文
と
を
比
較
し
、
以

下
の
よ
う
な
結
論
を
得
て
い
る
。

一
、
屋
代
本
の
「
簡
略
性
・
編
年
性
」
と
い
う
要
素
は
、
そ
れ
が
単
純
に
屋
代
本
の
古
態
性

に
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
く
、
屋
代
本
の
一
つ
の
指
向
性
の
現
れ
に
す
ぎ
な
い
も
の
で

あ
る
。

二
、
屋
代
本
・
覚
一
本
の
本
文
の
そ
の
源
に
は
、
延
慶
本
に
近
い
形
態
を
も
っ
た
未
整
理
で

雑
多
な
本
文
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
そ
の
よ
う
な
祖
本
か
ら
、
屋
代
本
は
屋
代
本
の
方
法
で
、
そ
し
て
覚
一
本
は
覚
一
本
の

方
法
で
、
組
み
替
え
整
理
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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四
、
た
だ
そ
れ
は
全
く
別
個
に
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
屋
代
本
と
覚
一
本
と
は
近
い
と

こ
ろ
で
祖
先
を
共
有
す
る
だ
ろ
う
。

屋
代
本
と
覚
一
本
の
先
後
関
係
に
つ
い
て
は
、
簡
単
に
決
着
は
つ
け
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
筆

者
の
作
業
に
よ
っ
て
、従
来
の
よ
う
に
屋
代
本
の
本
文
形
態
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
古
態
と
規
定
し
、

覚
一
本
と
の
本
文
比
較
か
ら
「
文
学
の
達
成
」
を
導
き
出
す
よ
う
な
論
が
そ
の
意
味
を
失
っ
た

こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

第
三
篇
で
は
、
八
坂
系
諸
本
の
本
文
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

第
一
章
で
は
、
平
曲
の
流
派
と
現
存
諸
本
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
従
来
の
研
究
で

は
、
一
方
・
八
坂
二
流
派
の
平
曲
と
現
存
一
方
系
・
八
坂
系
諸
本
の
諸
本
が
密
接
に
対
応
す
る

と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
一
方
系
は
と
も
か
く
、
八
坂
方
の
琵
琶
法
師
の
平
曲
と
八
坂
系
諸
本

の
間
に
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
が
論
証
さ
れ
た
。

第
二
章
・
第
三
章
で
は
、
八
坂
系
諸
本
の
う
ち
、
第
一
類
本
・
第
二
類
本
・
第
五
類
本
に
つ

い
て
、
そ
の
本
文
の
性
格
と
そ
の
伝
来
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
諸
本
も
、
屋
代
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本
・
覚
一
本
・
延
慶
本
等
の
影
響
を
受
け
、
さ
ら
に
後
次
的
な
編
集
の
手
が
大
幅
に
加
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

そ
れ
を
受
け
て
、
第
四
章
で
は
、
語
り
系
諸
本
の
本
文
が
ど
の
よ
う
な
目
的
と
要
因
に
よ
っ

て
変
化
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
か
考
察
す
る
。
い
ず
れ
の
諸
本
群
に
お
い
て
も
、
本
文
の
変

化
は
「
机
上
の
編
集
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
、
具
体

的
な
本
文
の
比
較
に
よ
り
論
証
し
た
。

附
篇
で
は
、
こ
れ
ま
で
紹
介
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
國
學
院
大
學
図
書
館
蔵
『
平
治
物
語
絵
巻

常
盤
巻
』
を
翻
刻
紹
介
し
、
現
存
諸
本
と
の
校
異
を
示
し
て
い
る
。
諸
本
の
本
文
を
一
覧
化
し

て
研
究
に
資
す
る
た
め
で
あ
る
。

論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

申
請
論
文
『
平
家
物
語
屋
代
本
と
そ
の
周
辺
』
は
、
屋
代
本
『
平
家
物
語
』
を
中
心
と
し
て
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語
り
本
系
『
平
家
物
語
』
の
本
文
形
成
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

屋
代
本
『
平
家
物
語
』
は
、
昭
和
三
〇
年
代
に
は
古
態
本
と
し
て
注
目
さ
れ
た
。
渥
美
か
を

る
氏
ら
に
よ
っ
て
、『
平
家
物
語
』
の
代
表
本
文
で
あ
る
覚
一
本
と
屋
代
本
と
の
間
に
、
過
渡

的
本
文
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
覚
一
系
諸
本
周
辺
本
文
」（
百
二
十
句
本
・
平
松
家
本
・
鎌
倉

本
・
竹
柏
園
本
な
ど
）
が
据
え
ら
れ
、『
平
家
物
語
』
語
り
本
系
本
文
の
成
立
過
程
の
研
究
は

そ
の
ま
ま
定
説
を
確
立
す
る
か
に
見
え
た
が
、
昭
和
四
〇
年
代
半
ば
以
降
、
山
下
宏
明
氏
が
こ

れ
ら
の
本
文
を
覚
一
本
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
後
次
の
本
文
と
み
な
す
よ
う
に
な
り
、
評

価
が
不
安
定
な
時
期
が
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
極
め
て
厳
密
、
精
細
な
本
文
対
照
を
行
っ
て
、
い

わ
ゆ
る
「
覚
一
系
諸
本
周
辺
本
文
」
は
覚
一
本
以
降
の
混
態
本
文
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
の

が
千
明
守
氏
で
あ
っ
た
。
伝
本
の
類
別
は
、
同
一
群
に
属
す
る
伝
本
に
共
通
す
る
本
文
的
特
徴

を
指
標
と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
千
明
氏
は
、
覚
一
系
諸
本
周
辺
本
文
に
は
、
す
べ
て

の
伝
本
に
共
通
す
る
本
文
的
特
徴
は
な
く
、
覚
一
本
的
本
文
と
屋
代
本
的
本
文
と
の
「
混
態
」

と
い
う
生
成
要
因
を
指
標
と
し
て
グ
ル
ー
プ
化
さ
れ
て
い
る
、
と
指
摘
し
た
。『
平
家
物
語
』
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の
諸
本
分
類
に
お
い
て
、
明
確
に
意
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
点
を
指
摘
し
た
意
義
は
大
き
い
。

こ
の
グ
ル
ー
プ
の
諸
本
が
覚
一
本
と
屋
代
本
の
中
間
的
性
格
を
も
つ
こ
と
と
過
渡
的
形
態
を
も

つ
こ
と
と
は
同
義
で
は
な
く
、
じ
つ
は
覚
一
本
的
本
文
に
屋
代
本
的
本
文
を
取
り
込
ん
で
作
成

さ
れ
た
、
む
し
ろ
後
出
性
の
つ
よ
い
本
文
で
あ
る
と
い
う
本
書
第
一
篇
の
結
論
は
ほ
ぼ
定
説
と

し
て
認
め
ら
れ
、
今
後
も
『
平
家
物
語
』
本
文
研
究
で
は
そ
の
位
置
を
失
わ
な
い
も
の
と
思
わ

れ
る
。
た
だ
、
軍
記
物
語
研
究
で
は
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
き
た
方
法
で
は
あ
る
が
、
実
在
し

な
い
写
本
（
原
本
）
の
存
在
を
想
定
す
る
仮
説
は
、
こ
こ
ま
で
に
進
め
ら
れ
て
き
た
客
観
的
、

科
学
的
研
究
手
法
と
乖
離
す
る
懸
念
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
後
は
こ
れ
ら
の
グ
ル
ー
プ

の
諸
本
が
い
つ
頃
、
何
を
目
的
と
し
て
改
編
さ
れ
た
の
か
、
巻
ご
と
に
改
編
の
様
相
が
異
な
る

の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
大
き
な
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
千
明
説
を
ふ
ま
え
、
覚
一
本
の
先
行

形
態
を
さ
ぐ
る
試
み
も
な
さ
れ
て
お
り
、
千
明
氏
自
身
の
手
に
よ
っ
て
も
、
屋
代
本
、
覚
一
本

の
生
成
過
程
を
解
明
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

第
二
篇
で
は
、
昭
和
三
〇
年
代
に
覚
一
本
以
前
の
初
期
『
平
家
物
語
』
の
文
芸
性
を
論
じ
る
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テ
キ
ス
ト
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
屋
代
本
の
、「
古
態
性
」
の
証
明
に
疑

問
を
呈
し
、
古
態
と
は
何
か
、
語
り
本
系
『
平
家
物
語
』
の
初
期
形
態
は
い
か
な
る
も
の
で
あ

っ
た
の
か
等
々
の
、
根
本
的
で
か
つ
現
在
も
な
お
解
決
さ
れ
て
い
な
い
大
き
な
問
題
に
取
り
組

ん
で
い
る
。
軍
記
物
語
研
究
に
お
け
る
「
古
態
性
」
と
い
う
概
念
は
、
頻
用
さ
れ
る
に
も
拘
わ

ら
ず
客
観
的
な
指
標
と
し
て
は
曖
昧
な
面
が
あ
り
、
文
脈
の
一
貫
性
と
い
う
、
や
や
主
観
的
に

な
り
が
ち
な
角
度
か
ら
先
出
性
、
古
態
性
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
と
異
論
の
余
地
が
残
る
こ
と

は
避
け
ら
れ
な
い
。
本
書
の
刊
行
を
契
機
に
議
論
が
繰
り
返
さ
れ
て
、『
平
家
物
語
』
の
成
立

論
に
新
た
な
展
開
を
も
た
ら
す
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

本
書
は
屋
代
本
や
覚
一
本
と
い
う
語
り
本
系
本
文
の
基
底
に
、
読
み
本
系
の
延
慶
本
の
よ
う

な
記
事
量
の
多
い
本
文
が
控
え
て
い
る
こ
と
を
も
明
ら
か
に
し
た
。
口
頭
試
問
で
の
質
疑
を
通

し
て
、
第
二
章
、
第
三
章
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
小
督
譚
や
平
家
都
落
ち
に
お
け
る
章
句
を
、

延
慶
本
の
み
な
ら
ず
、
他
の
読
み
本
系
本
文
（
長
門
本
や
四
部
合
戦
状
本
な
ど
）
を
も
ふ
ま
え

て
検
討
す
る
と
、
語
り
本
系
本
文
の
生
成
過
程
を
よ
り
一
層
緻
密
に
跡
づ
け
得
る
可
能
性
の
あ
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る
こ
と
も
示
さ
れ
た
。
最
近
は
千
明
説
を
ふ
ま
え
た
「
屋
代
本
の
形
成
過
程
」
を
扱
う
論
文
も

出
て
き
て
い
る
が
、
屋
代
本
の
本
文
研
究
は
ま
だ
ま
だ
手
薄
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
要
請
・
事

情
に
よ
り
、
延
慶
本
な
ど
に
く
ら
べ
て
簡
略
な
十
二
巻
形
態
の
本
文
が
生
ま
れ
て
き
た
の
か
、

と
い
う
未
解
明
の
課
題
に
答
え
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

ま
た
屋
代
本
は
、
語
り
本
系
の
二
大
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
一
方
・
八
坂
両
系
統
の
本
文
に
ま
た

が
る
性
格
を
有
し
て
お
り
、
八
坂
系
諸
本
、
延
い
て
は
語
り
本
系
本
文
全
体
の
形
成
を
究
明
す

る
た
め
に
も
そ
の
位
置
づ
け
が
必
要
で
あ
っ
た
。
本
書
は
屋
代
本
の
位
置
づ
け
を
通
し
て
、
従

来
、
琵
琶
法
師
の
語
り
の
相
違
に
よ
っ
て
分
岐
し
た
か
の
よ
う
に
誤
解
さ
れ
て
き
た
一
方
・
八

坂
両
系
の
本
文
流
動
は
、机
上
の
編
集
作
業
が
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

し
か
し
、語
り
の
事
情
が
本
文
に
ま
っ
た
く
影
響
を
与
え
て
い
な
い
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
、

逆
に
語
ら
れ
た
本
文
と
さ
れ
る
流
布
本
に
は
印
刷
出
版
、
商
品
と
し
て
の
普
及
と
い
う
一
面
が

あ
る
こ
と
も
こ
れ
か
ら
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

な
お
序
章
で
本
書
全
体
の
理
論
的
支
柱
と
な
る
本
文
批
判
の
方
法
論
を
確
認
す
る
た
め
に
、
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池
田
龜
鑑
博
士
の
提
唱
し
た
国
文
学
研
究
に
お
け
る
系
譜
法
的
研
究
法
の
研
究
史
を
祖
述
し
、

そ
の
方
法
の
限
界
と
可
能
性
に
つ
い
て
論
究
し
、
自
ら
の
研
究
方
法
を
明
示
し
た
点
は
重
要
で

あ
る
。
し
か
し
、
池
田
博
士
の
系
譜
法
的
研
究
法
は
、
貫
之
自
筆
本
と
さ
れ
る
『
土
左
日
記
』

が
現
存
す
る
と
い
う
、
歴
史
的
実
在
性
が
確
認
で
き
る
写
本
を
も
と
に
構
築
さ
れ
た
文
献
学
的

方
法
論
で
あ
る
。
こ
の
方
法
論
を
語
り
本
『
平
家
物
語
』、
即
ち
流
動
的
本
文
の
研
究
に
適
用

す
る
こ
と
に
疑
義
を
唱
え
た
小
西
甚
一
氏
の
提
言
を
、
従
来
の
『
平
家
物
語
』
研
究
は
十
分
に

受
け
止
め
て
き
た
と
は
い
い
難
い
。
こ
れ
ま
で
の
『
平
家
物
語
』
本
文
研
究
の
積
み
重
ね
を
ふ

ま
え
て
、
小
西
提
言
の
趣
意
を
生
か
し
た
、
新
た
な
理
論
構
築
を
行
う
必
要
が
あ
り
、
千
明
氏

の
課
題
は
ま
さ
に
そ
こ
に
あ
る
。
今
後
の
実
践
的
本
文
批
判
に
期
待
す
る
と
こ
ろ
は
大
き
い
。

以
上
、
今
後
の
学
界
に
提
供
で
き
る
将
来
的
課
題
の
重
要
性
を
も
含
め
て
、
本
論
文
の
提
出

者
千
明
守
氏
は
博
士
（
文
学
）
の
学
位
を
授
与
さ
れ
る
に
相
応
し
い
と
判
断
さ
れ
る
。
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成
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學
院
大
學
教
授

松

尾

葦

江

◯印

副
査

國
學
院
大
學
教
授

針

本

正

行

◯印

副
査

愛
知
教
育
大
学
教
授

今

井

正
之
助

◯印

─ １３ ─


