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中
山

　
陽
介

　
提
出

　
学
位
申
請
論
文

　
　
『
平
仮
名
成
立
史
の
研
究
』
審
査
要
旨

　
　
　
　
　

論
文
の
内
容
の
要
旨

　
本
論
文
は
、
平
安
時
代
の
平
仮
名
の
成
立
過
程
を
考
察
し
た
論
文
で
、
序
章
、
第
一
章
「
平

仮
名
成
立
の
諸
要
件
」
、
第
二
章
「
仮
名
成
立
史
上
の
「
讃
岐
国
司
解
端
書
」
の
位
置
付
け
」、

第
三
章
「
平
仮
名
の
字
母
の
体
系
化
」、
第
四
章
「
平
仮
名
の
字
源
」、
第
五
章
「
仮
名
成
立

史
上
の
「
西
三
条
第
跡
出
土
仮
名
墨
書
土
器
」
の
位
置
付
け
」、
第
六
章
「
仮
名
成
立
史
上
の

「
東
寺
檜
扇
」
の
位
置
付
け
」、
第
七
章
「
仮
名
連
綿
成
立
考
」、
第
八
章
「
平
仮
名
の
筆
画
の

円
転
化
」
、
終
章
「
平
仮
名
の
成
立
過
程
」、
附
章
「
仮
名
資
料
要
覧
」
の
十
一
章
か
ら
成
る
。

　
序
章
で
は
、
本
論
文
の
背
景
と
目
的
を
述
べ
て
い
る
。
平
成
二
十
年
代
に
新
出
し
た
資
料

を
含
む
現
存
資
料
の
実
態
に
基
づ
い
て
、
真
仮
名
か
ら
平
仮
名
へ
と
変
化
し
て
い
く
過
程
を

究
明
す
る
と
い
う
目
的
が
示
さ
れ
て
い
る
。
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第
一
章
で
は
、
平
仮
名
成
立
ま
で
の
過
程
を
、
表
音
的
用
法
に
基
づ
く
漢
字
の
借
用
で
あ

る
真
仮
名
の
段
階
、
真
仮
名
か
ら
脱
化
し
て
独
特
の
表
音
文
字
に
変
化
し
た
仮
名
文
字
（
半

平
仮
名
）
の
段
階
、
独
特
の
文
字
構
造
・
書
法
的
性
質
を
獲
得
し
た
平
仮
名
の
段
階
と
い
う

三
段
階
に
分
け
、
真
仮
名
か
ら
仮
名
文
字
へ
の
変
化
は
、
表
語
文
字
の
表
音
用
法
か
ら
表
音

文
字
体
系
へ
の
性
質
・
体
系
の
変
化
で
あ
り
、
仮
名
文
字
か
ら
平
仮
名
へ
は
、
そ
の
形
態
的

な
変
化
で
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
、
平
仮
名
が
成
立
す
る
た
め
の
条
件
と
な
る
形
態
的
変
化

の
要
素
と
し
て
、
元
の
漢
字
の
形
か
ら
離
れ
て
簡
略
な
形
に
な
る
「
字
形
の
簡
略
化
」、
筆
画

が
曲
線
的
な
円
運
動
を
主
体
と
す
る
も
の
に
な
る
「
筆
画
の
円
転
化
」、
字
と
字
と
を
続
け
書

き
す
る
「
連
綿
の
定
式
化
」
の
三
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
第
二
章
で
は
、
仮
名
文
字
初
期
の
資
料
と
し
て
、
貞
観
九
年
（
八
六
七
）
頃
成
立
の
「
讃

岐
国
司
解
端
書
」
（
有
年
申
文
）
を
分
析
し
て
い
る
。
当
該
資
料
の
仮
名
が
真
仮
名
で
は
な
く

仮
名
文
字
の
段
階
に
入
っ
て
い
る
こ
と
の
証
拠
と
し
て
、
字
母
や
そ
の
漢
字
字
体
が
十
世
紀

以
降
の
平
仮
名
と
共
通
性
を
持
つ
「
用
字
の
体
系
化
」、
漢
字
部
分
と
仮
名
部
分
と
で
書
き
ぶ

り
が
異
な
る
「
書
き
方
の
相
異
」、
平
仮
名
の
字
形
へ
の
崩
れ
を
示
す
「
形
の
簡
略
化
」、
平
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仮
名
独
特
の
続
け
書
き
が
現
れ
て
い
る
「
連
綿
の
成
長
」
の
四
点
を
挙
げ
、
こ
れ
ら
が
萌
芽

的
な
状
態
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
仮
名
文
字
の
初
期
的
な
達
成
が
貞
観
頃
に
な
さ
れ
て

い
る
と
す
る
。

　
第
三
章
で
は
、
上
代
の
真
仮
名
と
平
安
時
代
前
中
期
の
仮
名
と
の
仮
名
字
母
を
比
較
し
、

上
代
の
真
仮
名
に
な
か
っ
た
字
母
が
平
仮
名
の
常
用
の
字
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
上
代

の
真
仮
名
で
常
用
さ
れ
て
い
た
字
母
が
平
仮
名
に
な
っ
て
い
な
い
例
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
平
安
時
代
前
中
期
の
仮
名
で
は
、
字
母
の
種
類
が
固
定
し
て

仮
名
文
字
の
閉
じ
た
体
系
を
な
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
上
代
の
真
仮
名
で
は
体
系
化
の
傾

向
が
な
い
こ
と
を
示
し
て
、
両
者
は
直
接
の
連
続
性
を
持
た
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
、
平
安

時
代
前
期
に
字
母
の
体
系
化
が
起
こ
る
契
機
と
し
て
草
書
の
受
容
・
普
及
を
挙
げ
て
い
る
。

　
第
四
章
で
は
、
平
仮
名
の
元
に
な
っ
た
漢
字
の
字
形
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
平
仮
名
に

は
漢
字
の
草
書
の
形
を
由
来
と
す
る
字
が
あ
る
が
、
日
本
に
お
け
る
草
書
の
受
容
・
普
及
は

平
安
時
代
前
期
に
あ
り
、
上
代
の
一
般
的
な
書
体
は
楷
書
・
行
書
で
あ
る
た
め
、
上
代
の
真

仮
名
を
そ
の
ま
ま
崩
し
て
も
草
書
由
来
の
平
仮
名
の
字
は
成
立
し
な
い
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
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平
仮
名
の
字
源
を
草
書
と
す
る
通
説
に
対
し
て
、
上
代
の
楷
書
・
行
書
の
形
や
、
平
安
時
代

前
期
の
独
特
の
行
書
の
形
に
由
来
す
る
字
も
存
在
す
る
こ
と
を
示
し
、
平
仮
名
の
体
系
が
平

安
時
代
前
期
に
通
用
し
て
い
た
書
体
全
体
を
基
盤
と
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
そ
の
上

で
、
平
仮
名
の
字
形
が
草
書
の
速
書
き
の
手
法
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
成
立
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
草
書
の
受
容
が
仮
名
文
字
の
発
生
の
契
機
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い

る
。

　
第
五
章
で
は
、
九
世
紀
後
半
成
立
の
「
西
三
条
第
跡
出
土
仮
名
墨
書
土
器
14
」
の
仮
名
の

形
態
を
分
析
し
て
い
る
。
平
仮
名
成
立
の
条
件
の
一
つ
「
字
形
の
簡
略
化
」
の
手
法
を
「
均
し
・

縮
め
・
繋
ぎ
・
接
ぎ
・
省
き
・
約
め
」
の
六
種
類
に
分
類
し
た
上
で
、
平
仮
名
の
字
形
の
成

立
過
程
を
、
離
れ
た
点
画
を
繋
ぎ
合
わ
せ
る
「
繋
ぎ
」
が
起
こ
っ
た
後
、
複
雑
な
転
折
を
な

だ
ら
か
に
す
る
「
均
し
」
が
実
現
す
る
こ
と
で
完
成
す
る
も
の
と
捉
え
て
、
こ
の
墨
書
土
器

の
仮
名
を
、
「
繋
ぎ
」
が
発
達
し
な
が
ら
も
ま
だ
「
均
し
」
が
発
達
し
て
い
な
い
段
階
に
あ
る

と
位
置
付
け
て
い
る
。

　
第
六
章
で
は
、
元
慶
元
年
（
八
七
七
）
頃
成
立
の
「
東
寺
檜
扇
」
に
書
か
れ
た
仮
名
の
形
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態
を
分
析
し
て
い
る
。
従
来
こ
の
資
料
の
仮
名
は
、
完
成
し
た
平
仮
名
の
段
階
に
あ
る
と
見

な
さ
れ
、
貞
観
・
元
慶
頃
に
既
に
平
仮
名
が
で
き
て
い
た
こ
と
の
証
拠
と
さ
れ
て
き
た
が
、

そ
の
仮
名
の
形
態
を
字
形
・
連
綿
・
筆
画
の
観
点
に
よ
っ
て
分
析
し
、
そ
の
三
要
素
の
い
ず

れ
に
お
い
て
も
平
仮
名
の
完
成
段
階
と
し
て
の
特
徴
を
獲
得
し
て
い
な
い
も
の
と
位
置
付
け

て
い
る
。
そ
し
て
、「
讃
岐
国
司
解
端
書
」「
西
三
条
第
跡
出
土
仮
名
墨
書
土
器
14
」「
東
寺
檜
扇
」

が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
性
格
の
資
料
で
あ
り
な
が
ら
、
同
じ
仮
名
の
発
達
段
階
と
認
め
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
貞
観
・
元
慶
の
頃
は
ま
だ
平
仮
名
が
完
成
の
域
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
。

　
第
七
章
で
は
、
平
仮
名
成
立
の
条
件
の
一
つ
「
連
綿
の
定
式
化
」
の
過
程
を
論
じ
て
い
る
。

中
国
に
お
け
る
草
書
の
連
綿
が
装
飾
的
な
技
巧
に
留
ま
る
の
に
対
し
、
平
仮
名
の
連
綿
は
草

書
に
は
な
い
独
自
の
書
法
的
性
質
を
有
し
、
文
字
の
構
造
そ
の
も
の
に
関
わ
る
重
要
な
要
素

で
あ
る
と
し
、
漢
字
と
平
仮
名
の
連
綿
の
特
徴
の
比
較
や
書
道
史
的
な
検
討
に
よ
っ
て
、
平

仮
名
の
連
綿
が
、
漢
字
の
連
綿
体
か
ら
直
接
移
植
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
王
羲
之
な
ど
の

独
草
体
を
基
盤
と
し
な
が
ら
、
国
語
を
速
く
多
く
楽
に
書
く
た
め
に
、
仮
名
独
自
に
発
達
し

た
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、
仮
名
の
発
達
過
程
と
し
て
、
貞
観
・
元
慶
頃
に
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は
意
識
的
に
仮
名
を
連
綿
さ
せ
る
こ
と
が
始
ま
り
、
承
平
頃
ま
で
に
流
麗
な
連
綿
に
成
長
し

て
、
康
保
頃
に
様
式
的
に
洗
練
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
、
平
仮
名
自
体
の
成
立
の
過
程
と
連
動

し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
第
八
章
で
は
、
平
仮
名
成
立
の
条
件
の
一
つ
「
筆
画
の
円
転
化
」
の
過
程
を
論
じ
て
い
る
。

漢
字
の
草
書
は
方
折
な
骨
格
に
よ
っ
て
筆
画
が
支
え
ら
れ
て
い
る
が
、
筆
画
の
性
質
そ
の
も

の
を
方
折
か
ら
円
転
へ
と
転
換
さ
せ
る
こ
と
で
、
よ
り
書
き
や
す
い
文
字
に
な
る
と
と
も
に
、

根
本
的
な
構
造
や
書
法
が
漢
字
と
は
異
な
る
独
自
の
文
字
と
な
っ
た
と
し
、
こ
の
要
素
の
達

成
が
平
仮
名
の
成
立
を
認
定
す
る
上
で
の
重
要
な
指
標
に
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
終
章
で
は
、
第
一
章
か
ら
第
八
章
ま
で
の
結
論
に
基
づ
き
、
平
仮
名
成
立
の
背
景
を
考
察

し
て
い
る
。
平
仮
名
が
平
安
時
代
に
成
立
し
た
背
景
に
、
そ
の
時
期
に
草
書
が
受
容
さ
れ
て

文
字
を
書
き
崩
す
と
い
う
手
法
を
会
得
し
た
こ
と
、
宮
廷
を
中
心
に
和
文
を
や
り
と
り
す
る

機
会
が
増
加
し
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

　
附
章
で
は
、
本
論
文
で
扱
っ
た
主
要
な
仮
名
資
料
の
書
誌
を
解
説
し
て
い
る
。

【本文】B5縦組　05 中山陽介先生.indd   6 2022/01/25   9:29:58



－ 7 － － 6 －

　
　
　
　
　
論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

　
申
請
論
文
『
平
仮
名
成
立
史
の
研
究
』
は
、
平
安
時
代
前
期
の
仮
名
資
料
を
対
象
と
し
て
、

書
道
史
の
観
点
を
導
入
し
て
平
仮
名
の
成
立
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
字
史
の
研
究
と
書

道
史
の
研
究
と
の
両
分
野
に
目
配
り
を
し
た
研
究
は
そ
れ
ほ
ど
見
ら
れ
な
い
中
で
、
本
論
文
は
、

両
分
野
の
知
見
を
踏
ま
え
て
、
平
仮
名
の
成
立
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
大
き
な
課
題
に

取
り
組
み
、
新
た
な
知
見
を
提
出
し
た
も
の
と
し
て
、
高
く
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
本
論
文
の
特
筆
さ
れ
る
成
果
は
、
平
安
時
代
前
期
の
草
書
の
受
容
と
普
及
を
平
仮
名
成
立
の

契
機
と
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
従
来
の
研
究
で
も
草
書
の
影
響
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
本
論
文
で
は
、
万
葉
仮
名
に
な
い
字
母
が
平
仮
名
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
万
葉
仮
名

で
よ
く
使
わ
れ
た
字
母
が
平
仮
名
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
（
第
三
章
）、
ま
た
、
平

仮
名
の
中
に
、「
不
」「
知
」
の
草
書
に
由
来
す
る
「
ふ
」「
ち
」
の
よ
う
な
も
の
の
他
に
、「
止
」

「
保
」
の
楷
書
・
行
書
に
由
来
す
る
「
と
」「
ほ
」
の
よ
う
な
も
の
、「
き
（
幾
）」「
ゑ
（
恵
）」

の
よ
う
に
楷
書
・
行
書
に
も
草
書
に
も
な
い
も
の
と
い
う
よ
う
に
、
由
来
と
な
る
書
体
が
混
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在
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
、
平
仮
名
が
万
葉
仮
名
か
ら
直
接
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
く
、
一

律
に
草
書
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
適
当
で
な
い
こ
と
を
論
じ
て
い
る
（
第
四

章
）。
こ
の
よ
う
な
平
仮
名
の
由
来
と
な
る
書
体
が
異
な
る
こ
と
に
つ
い
て
、
草
書
を
体
系
的

に
受
容
し
た
の
が
平
安
時
代
前
期
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
草
書
の
受
容
が
「
字
形
の

全
体
を
書
き
崩
す
と
い
う
簡
略
化
の
方
法
」（
94
頁
）
を
導
い
た
も
の
と
捉
え
、
楷
書
・
行
書

に
由
来
す
る
平
仮
名
が
「
そ
の
多
く
は
形
が
元
か
ら
簡
略
な
も
の
」
で
あ
る
と
し
、「
草
書
を

取
り
入
れ
る
こ
と
で
繁
雑
な
字
形
が
淘
汰
さ
れ
、
楷
書
・
行
書
で
も
、
使
ひ
慣
れ
た
簡
略
な
字

形
は
、上
代
か
ら
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
た
」（
95
頁
）
も
の
と
推
測
し
て
い
る
。
草
書
の
受
容
・

普
及
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
に
よ
っ
て
異
論
も
出
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
右
の
よ
う
に
捉

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
平
仮
名
が
平
安
時
代
に
成
立
し
た
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る

と
い
う
点
で
、
傾
聴
に
値
す
る
見
解
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
ま
た
、
平
仮
名
で
あ
る
こ
と
を
認
定
す
る
た
め
に
客
観
的
な
分
析
方
法
を
提
案
し
て
い
る
点

も
評
価
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
万
葉
仮
名
か
ら
平
仮
名
へ
と
い
う
展
開
に
つ
い
て
、
一
字
一
音

の
万
葉
仮
名
に
相
当
す
る
も
の
を
「
真
仮
名
」
の
段
階
と
し
、「
平
仮
名
」
の
段
階
へ
と
向
か
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う
中
間
形
態
に
「
仮
名
文
字
（
半
平
仮
名
）」
の
段
階
を
設
け
（
第
一
章
）、
そ
の
具
体
的
な
資

料
と
し
て
「
讃
岐
国
司
解
端
書
」（
有
年
申
文
）
を
挙
げ
て
説
明
し
て
い
る
（
第
二
章
）。「
仮

名
文
字
」
か
ら
「
平
仮
名
」
へ
は
形
態
の
変
化
で
あ
る
と
し
て
、「
字
形
の
簡
略
化
」「
筆
画
の

円
転
化
」「
連
綿
の
定
式
化
」
の
三
点
を
平
仮
名
の
成
立
の
た
め
の
条
件
と
し
て
認
め
て
い
る
（
第

一
章
）。
こ
の
う
ち
「
字
形
の
簡
略
化
」
に
つ
い
て
は
、
画
の
転
折
を
な
ら
し
た
「
均
し
」、
長

い
画
を
短
く
し
た
り
画
を
点
に
縮
め
た
り
す
る
「
縮
め
」、離
れ
た
点
画
を
一
体
に
し
た
「
繋
ぎ
」、

切
れ
た
点
画
を
引
き
寄
せ
て
接
い
だ
「
接
ぎ
」、
遠
回
り
に
な
る
点
画
を
省
い
た
「
省
き
」、
繁

雑
な
箇
所
を
筆
の
軌
道
上
に
集
約
し
た
「
約
め
」
と
い
う
六
種
の
要
素
に
分
け
て
、「
西
三
条

第
跡
出
土
仮
名
墨
書
土
器
14
」
の
分
析
に
適
用
し
て
い
る
（
第
五
章
）。「
筆
画
の
円
転
化
」「
連

綿
の
定
式
化
」
に
つ
い
て
も
具
体
的
な
資
料
に
基
づ
い
て
論
じ
て
お
り
（
第
七
章
・
第
八
章
）、

客
観
的
で
あ
る
こ
と
に
努
め
る
姿
勢
は
評
価
さ
れ
て
よ
い
。
い
ず
れ
も
主
観
的
な
要
素
を
完
全

に
排
除
で
き
る
も
の
で
は
な
い
が
、
着
目
す
べ
き
観
点
を
具
体
的
に
提
案
し
た
も
の
と
し
て
注

目
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
仮
名
資
料
の
釈
文
を
提
案
し
て
い
る
点
も
評
価
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
平
成
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二
十
四
年
に
報
告
さ
れ
た
「
西
三
条
第
跡
出
土
仮
名
墨
書
土
器
14
」
に
つ
い
て
釈
読
を
試
み
（
第

五
章
）、「
東
寺
檜
扇
」
に
つ
い
て
は
従
来
の
釈
文
の
修
正
案
を
示
し
て
い
る
（
第
六
章
）。
な
お
、

第
五
章
の
原
論
文
は
、『
國
學
院
雑
誌
』
の
平
成
二
十
七
年
度
の
学
生
懸
賞
論
文
の
入
選
論
文

と
し
て
、
同
誌
百
十
七
巻
七
号
（
平
成
二
十
八
年
七
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
右
に
挙
げ
た
本
論
文
の
成
果
は
、
評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
問
題
も
あ
る
。

　
ま
ず
、
先
行
研
究
の
扱
い
方
に
適
切
で
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
例
え
ば
、
平
仮
名
の
成
立
に

草
書
の
影
響
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
た
研
究
も
多
い
が
、
本
論
文
の
主
張
と
ど
こ
が
同
じ

で
ど
こ
が
異
な
る
の
か
と
い
う
点
が
明
確
で
な
か
っ
た
り
、「
字
形
の
簡
略
化
」
の
六
種
の
要

素
が
先
行
研
究
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
述
べ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
り
す
る
点
は
、
本

論
文
の
肝
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
だ
け
に
明
示
的
に
記
す
必
要
が
あ
っ
た
。

　
次
に
、
用
語
の
問
題
が
挙
げ
ら
れ
る
。
問
題
と
な
る
用
語
に
つ
い
て
本
論
文
で
の
使
い
方
が

第
一
章
に
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、「
仮
名
文
字
」
の
よ
う
に
常
識
的
な
使
い
方
と
異
な
る
語
や
、

「
字
形
」「
字
体
」
な
ど
研
究
者
に
よ
っ
て
使
い
方
が
異
な
る
語
に
つ
い
て
相
違
点
に
留
意
し
て

述
べ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
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こ
の
よ
う
な
先
行
研
究
と
用
語
の
扱
い
方
は
、
文
字
史
、
書
道
史
の
各
分
野
で
は
そ
れ
ぞ
れ

に
既
知
の
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
一
方
の
分
野
に
は
共
有
さ
れ
た
知
見
で
な
い
こ
と
も
あ
り
、
本

論
文
の
よ
う
な
領
域
を
跨
ぐ
研
究
を
行
う
場
合
に
は
よ
り
一
層
丁
寧
な
説
明
が
求
め
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
音
韻
史
と
の
関
連
に
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
残
念
で
あ
る
。
本
論
文
が
対
象
と

す
る
九
世
紀
か
ら
十
世
紀
に
か
け
て
、
音
韻
史
上
、
ア
行
の
「
え
」
と
ヤ
行
の
「
え
」
の
合
流

や
、上
代
特
殊
仮
名
遣
い
の
う
ち
「
こ
」
の
甲
乙
の
区
別
の
残
存
の
有
無
な
ど
の
問
題
が
あ
る
が
、

そ
れ
ら
に
つ
い
て
言
及
が
な
い
点
は
、
日
本
語
史
上
に
平
仮
名
を
位
置
付
け
る
研
究
と
し
て
物

足
り
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
右
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
今
後
の
研
究
に
よ
っ
て
補
わ
れ
る
こ
と
が
期

待
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
に
よ
り
、
本
論
文
の
提
出
者
中
山
陽
介
は
博
士
（
文
学
）
の
学
位
を
授
与
さ
れ
る
資
格

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
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令
和
三
年
十
二
月
六
日

主
　
査

　
　
國
學
院
大
學
教
授

　
　
吉

　
田

　
永

　
弘

　
㊞

　

副
　
査

　
　
國
學
院
大
學
教
授

　
　
小

　
田

　
　
　
勝

　
㊞

　

副
　
査

　
　
國
學
院
大
學
准
教
授

　
　
橋

　
本

　
貴

　
朗

　
㊞
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中
山

　
陽
介

　
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 

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

　
　
令
和
三
年
十
二
月
六
日

　
　
　
　
　
　
学
力
確
認
担
当
者

主
　
査
　
　
國
學
院
大
學
教
授
　
　
吉
　
田
　
永
　
弘
　
㊞
　

副
　
査
　
　
國
學
院
大
學
教
授
　
　
小
　
田
　
　
　
勝
　
㊞
　

副
　
査
　
　
國
學
院
大
學
准
教
授
　
　
橋
　
本
　
貴
　
朗
　
㊞
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