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－ 1 －

　
色
川

　
大
輔

　
提
出

　
学
位
申
請
論
文

　
　
『
中
世
以
後
に
お
け
る
助
動
詞
「
ら
む
」』
審
査
要
旨

　
　
　
　
　

論
文
の
内
容
の
要
旨

　
本
論
文
は
、
助
動
詞
「
ら
む
」
に
関
す
る
学
説
史
を
整
理
し
、
そ
の
上
で
、
中
世
以
後
の

助
動
詞
「
ら
む
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
論
文
で
、
序
章
「
は
じ
め
に
」、
第
一
部
「
研
究
史
に

代
え
て
助
動
詞
「
ら
む
」
の
解
釈
史
に
つ
い
て
―
―
松
尾
捨
治
郎
の
論
を
中
心
と
し
て
―
―
」

（
全
三
章
）
、
第
二
部
「
中
世
撰
集
に
お
け
る
助
動
詞
「
ら
む
」
を
め
ぐ
っ
て
」（
全
三
章
）、

第
三
部
「
今
川
氏
真
の
詠
作
に
お
け
る
助
動
詞
「
ら
む
」
に
つ
い
て
」（
全
三
章
）、
お
よ
び

附
章
、
終
章
の
全
三
部
、
十
二
章
か
ら
成
る
。

　
序
章
で
は
、
ま
ず
、
助
動
詞
「
ら
む
」
に
つ
い
て
の
問
題
点
と
し
て
次
の
三
点
を
示
す
。
（
一
）

松
尾
捨
治
郎
が
「
ら
む
」
を
二
種
四
類
七
様
に
分
類
し
て
い
る
こ
と
と
、
今
日
の
研
究
に
お

け
る
「
ら
む
」
の
標
準
的
な
記
述
と
が
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。（
二
）
『
古
今
和
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－ 3 － － 2 －

歌
集
』
第
八
四
番
歌
に
代
表
さ
れ
る
「
ら
む
」
に
つ
い
て
、
疑
問
副
詞
を
補
う
必
要
は
な
い

と
主
張
し
た
松
尾
捨
治
郎
の
説
は
な
ぜ
排
斥
さ
れ
た
の
か
。（
三
）
時
代
が
下
る
と
「
ら
む
」

と
疑
問
詞
と
の
共
起
例
が
増
え
る
と
い
う
松
尾
捨
治
郎
の
調
査
に
つ
い
て
、
こ
の
傾
向
は
中

世
以
後
ど
の
よ
う
な
様
相
を
示
す
の
か
。
そ
し
て
、
本
論
文
は
こ
の
三
点
を
解
明
し
た
い
と

い
う
欲
求
か
ら
発
生
し
た
と
す
る
。

　
第
一
部
は
、
助
動
詞
「
ら
む
」
を
め
ぐ
る
学
説
史
を
整
理
し
、
考
察
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

　
第
一
章
は
、
『
古
今
和
歌
集
』
第
八
四
番
歌
「
久
方
の
ひ
か
り
の
ど
け
き
春
の
日
に
し
づ
心

な
く
花
の
ち
る
ら
む
」
に
代
表
さ
れ
る
、疑
問
副
詞
を
補
っ
て
解
釈
さ
れ
る
「
ら
む
」
に
つ
い
て
、

そ
の
学
説
史
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
近
世
以
前
に
は
疑
問
語
を
挿
入
す
る
説
が
大
勢
で

あ
っ
た
こ
と
、
疑
問
語
の
挿
入
を
退
け
る
所
説
も
少
数
存
す
る
こ
と
、あ
く
ま
で
も
文
中
に
「
ら

む
」
の
焦
点
を
求
め
る
三
矢
重
松
、松
尾
捨
治
郎
の
所
説
が
「
新
説
」
と
し
て
提
案
さ
れ
た
こ
と
、

こ
の
「
新
説
」
が
「
ら
む
」
の
「
推
量
」
の
概
念
規
定
の
検
討
に
寄
与
し
た
こ
と
な
ど
を
記

述
す
る
。

　
第
二
章
で
は
、
「
新
説
」
で
は
解
釈
出
来
な
い
例
が
存
す
る
と
い
う
批
判
に
つ
い
て
、
そ
の
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－ 3 － － 2 －

用
例
を
調
査
す
る
。
そ
の
過
程
で
、「
そ
れ
で
」
の
よ
う
な
原
因
・
理
由
の
条
件
節
を
補
っ
て

解
釈
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
「
新
説
」
を
批
判
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
こ
れ
は
、

批
判
と
は
い
い
な
が
ら
「
新
説
」
と
相
似
の
論
を
展
開
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

す
る
。

　
第
三
章
で
は
、「
新
説
」
に
加
え
ら
れ
た
批
判
を
六
類
に
分
類
し
、研
究
史
上
重
要
な
も
の
は
、

（
一
）
「
「
新
説
」
で
は
解
釈
出
来
な
い
例
が
あ
る
と
す
る
も
の
」、（
二
）「「
ら
む
」
の
焦
点
は
、

疑
問
副
詞
や
係
助
詞
な
ど
に
よ
ら
ず
に
表
示
出
来
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
も
の
」
の
二
つ

で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
批
判
に
よ
り
、
松
尾
捨
治
郎
の
提
示
し
た
「
甲
」「
乙
」
両
類
の
区
分

は
修
正
さ
れ
、
「
乙
」
の
識
別
は
焦
点
作
用
を
起
こ
す
語
の
明
示
に
依
存
す
る
も
の
と
考
え
る

べ
き
で
あ
り
、
助
動
詞
「
ら
む
」
の
推
量
の
作
用
と
し
て
二
分
類
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で

は
な
い
と
主
張
す
る
。

　
第
二
部
は
、
「
ら
む
」
と
疑
問
語
と
の
共
起
の
有
無
を
調
べ
た
松
尾
捨
治
郎
の
研
究
が
、
て

に
を
は
秘
伝
書
の
記
述
の
背
景
を
う
か
が
う
た
め
の
方
法
と
し
て
有
意
義
で
あ
る
が
、
中
世

以
降
の
調
査
が
な
い
と
し
て
、
こ
れ
を
補
う
こ
と
を
企
図
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
四
章
で
は
、
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－ 5 － － 4 －

最
後
の
勅
撰
和
歌
集
で
あ
る
『
新
続
古
今
和
歌
集
』（
の
和
歌
、
以
下
同
じ
）
に
お
け
る
「
ら

む
」
と
疑
問
語
と
の
共
起
の
有
無
を
調
査
す
る
。
そ
の
結
果
「
ら
む
」
と
疑
問
語
と
の
共
起

は
九
四
％
に
も
な
っ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
高
率
が
中
近
世
の
歌
学
の
「
ら
む
」
の
記
述
に

つ
な
が
る
と
す
る
。

　
第
五
章
で
は
、
「
家
の
三
代
集
」
と
称
さ
れ
る
『
千
載
和
歌
集
』、『
新
勅
撰
和
歌
集
』、『
続

後
撰
和
歌
集
』
に
お
け
る
「
ら
む
」
を
調
査
す
る
。「
ら
む
」
の
全
三
用
法
と
疑
問
語
の
有

無
と
の
総
て
の
組
み
合
わ
せ
が
み
ら
れ
、
中
世
以
後
の
和
歌
の
宗
と
さ
れ
る
「
家
の
三
代
集
」

の
面
目
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
。

　
第
六
章
で
は
、
十
四
世
紀
末
頃
に
編
ま
れ
た
私
撰
集
『
菊
葉
和
歌
集
』
の
「
ら
む
」
　
を
調

査
し
、
「
ら
む
」
の
使
用
率
が
低
く
、
京
極
派
の
撰
集
と
共
通
す
る
特
徴
を
示
す
こ
と
、
疑

問
語
と
の
共
起
意
識
は
有
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
京
極
派
の
「
ら
む
」

へ
の
関
心
の
低
さ
を
み
る
と
、
京
極
派
が
『
姉
小
路
式
』
の
「
は
ね
て
に
は
の
事
」
の
記
事

を
生
む
と
は
考
え
に
く
く
、『
姉
小
路
式
』
の
担
い
手
は
二
条
派
の
人
々
で
は
な
か
っ
た
か
と

述
べ
る
。

13 色川大輔先生.indd   4 2021/02/02   10:40:31



－ 5 － － 4 －

　
第
三
部
は
、
中
世
後
期
擬
古
文
資
料
の
一
例
と
し
て
、今
川
氏
真
の
詠
作
に
使
用
さ
れ
た
「
ら

む
」
に
つ
い
て
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
第
七
章
は
、
戦
国
大
名
で
あ
り
か
つ
非
専
門
歌
人
で
あ
る
今
川
氏
真
の
詠
作
に
つ
い
て
、

第
二
部
で
用
い
た
方
法
を
適
用
す
る
こ
と
で
、
そ
の
資
料
的
性
質
を
測
る
こ
と
を
試
み
る
。

そ
の
結
果
、
「
ら
む
」
と
疑
問
語
と
の
共
起
は
、
中
世
期
の
勅
撰
和
歌
集
に
比
べ
て
、
一
割
程

度
低
い
こ
と
、
特
に
今
川
氏
真
の
ま
と
ま
っ
た
家
集
の
う
ち
最
大
の
も
の
で
あ
る
『
詠
草
中
』

に
つ
い
て
は
、
勅
撰
和
歌
集
に
比
し
て
二
割
程
度
の
低
率
を
示
す
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、

今
川
氏
真
が
冷
泉
為
和
、
為
益
父
子
に
作
歌
の
指
導
を
受
け
た
、“
素
人
”
の
歌
人
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
「
一
つ
の
憶
説
」
と
し
な
が
ら
も
、
こ
れ
が
冷
泉
家
流
の
語
法
を
示
す
も
の
で
は
な

い
か
と
述
べ
る
。
第
八
章
で
は
、
係
り
結
び
の
崩
壊
例
や
、
主
格
助
詞
の
表
示
さ
れ
た
「
…

の
…
ら
む
」
の
句
型
な
ど
に
つ
い
て
調
査
し
、「
殆
ど
は
素
直
な
推
量
文
と
な
っ
て
い
る
」
と

結
論
づ
け
る
。

　
第
九
章
で
は
、
今
川
氏
真
の
詠
作
中
の
「
何
お
も
ひ
け
む
」
型
の
句
型
に
つ
い
て
、検
討
す
る
。

『
新
古
今
和
歌
集
』
三
六
番
歌
の
解
釈
に
、「
過
去
」
と
解
す
る
東
常
緑
ら
二
条
派
流
の
解
釈
と
、
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－ 7 － － 6 －

「
驚
嘆
」
と
解
す
る
解
釈
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
今
川
氏
真
は
「
驚
嘆
」
の
解
釈
を
以

て
自
己
の
詠
作
に
臨
ん
だ
と
考
え
た
。

　
附
章
で
は
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
お
け
る
係
り
結
び
の
崩
壊
現
象
に
つ
い
て
調
査
し
、「
ぞ
」

「
な
む
」
の
そ
れ
に
は
、
「
…
の
（
が
）
…
連
体
形
＋
な
り
」
に
並
行
的
な
句
型
が
み
ら
れ
る

こ
と
を
指
摘
す
る
。

　
　
　
　
　
論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

　
申
請
論
文
は
、
助
動
詞
「
ら
む
」
の
学
説
史
を
整
理
し
た
上
で
、中
世
以
後
の
和
歌
の
「
ら
む
」

の
実
態
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。「
ら
む
」
の
学
説
史
を
丁
寧
に
辿
り
な
が
ら
、改
め
て
「
ら
む
」

の
機
能
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
、
中
世
以
後
の
和
歌
の
「
ら
む
」
の
実
態
と
、
中
世
、
近
世

初
期
の
「
て
に
を
は
書
」
の
記
述
と
を
照
合
し
た
こ
と
は
、
評
価
に
値
す
る
。
特
に
、
中
世

以
後
の
和
歌
の
言
語
は
、
こ
れ
ま
で
日
本
語
学
的
な
調
査
、
考
察
が
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
来

な
か
っ
た
。
ま
た
、
「
て
に
を
は
書
」
の
研
究
は
多
い
が
、
そ
の
記
述
が
、
同
時
代
の
和
歌
の
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－ 7 － － 6 －

実
際
の
詠
歌
と
適
合
し
て
い
る
か
否
か
を
照
合
す
る
と
い
う
作
業
は
従
来
欠
落
し
て
い
た
視

点
で
あ
り
、
こ
の
着
眼
点
は
高
く
評
価
さ
れ
る
。

　
第
一
部
は
「
ら
む
」
の
学
説
史
を
丁
寧
に
辿
る
も
の
で
あ
る
が
、「
ら
む
」
の
よ
う
に
所
説

の
多
い
も
の
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
作
業
は
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
中
で
三
矢
重
松
、

松
尾
捨
治
郎
の
提
起
し
た
「
新
説
」
に
つ
い
て
改
め
て
光
を
当
て
て
い
る
。
学
説
史
の
検
討

は
網
羅
的
に
な
さ
れ
て
い
る
が
、
例
え
ば
大
鹿
薫
久
（
一
九
九
七
）「
助
動
詞
「
ら
し
」
に
つ

い
て
」
（
『
語
文
』
六
七
）
な
ど
、
表
題
に
「
ら
む
」
と
な
い
も
の
の
、
論
考
の
中
で
「
ら
む
」

に
触
れ
て
い
る
よ
う
な
研
究
に
も
目
が
配
ら
れ
る
と
良
か
っ
た
と
惜
し
ま
れ
る
。
第
二
章
で

は
、
「
新
説
」
へ
の
批
判
と
し
て
な
さ
れ
た
「
さ
れ
ば
や
」「
さ
れ
ば
に
や
」
が
補
わ
れ
る
と

す
る
説
に
つ
い
て
、
「
文
章
中
明
示
さ
れ
て
い
る
内
容
を
「
さ
れ
ば
」
と
原
因
推
量
に
す
る
条

件
文
を
構
成
す
る
と
見
る
か
、
疑
問
副
詞
に
よ
り
疑
問
の
不
定
条
件
文
を
構
成
す
る
と
見
る

か
の
相
違
に
な
っ
て
く
る
」、「
事
こ
こ
に
至
る
と
、「
新
説
」
と
「
旧
説
」
と
の
間
隔
は
驚
く

ほ
ど
接
近
し
て
く
る
」
（
第
二
章
一
一
頁
）
と
述
べ
る
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
三
矢
、
松

尾
の
「
新
説
」
は
「
静
心
な
く
」
の
部
分
を
未
定
の
事
態
と
み
る
も
の
で
、
文
中
の
語
句
を
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す
べ
て
既
定
の
事
態
と
把
握
す
る
「
さ
れ
ば
（
に
）
や
」
挿
入
説
と
は
根
本
的
に
異
な
る
の

で
は
な
い
か
。
申
請
者
は
、
第
三
章
で
、
野
村
剛
史
の
所
説
を
主
な
根
拠
と
し
て
「
新
説
」

を
否
定
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
が
、
今
回
整
理
し
た
学
説
史
の
検
討
の
上
に
立
ち
つ
つ
、
仮

に
松
尾
捨
治
郎
の
「
新
説
」
を
固
持
し
て
「
ら
む
」
の
全
例
に
当
た
っ
た
ら
、
ど
う
い
う
風

景
が
現
れ
る
の
か
、
「
新
説
」
を
活
か
す
こ
と
で
「
ら
む
」
の
理
解
に
新
た
な
視
点
が
得
ら
れ

な
い
か
、
一
度
は
そ
う
い
う
作
業
仮
説
も
試
み
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

今
日
の
「
ら
む
」
の
想
像
焦
点
に
つ
い
て
の
理
解
が
、「「
新
説
」
を
生
ん
だ
焦
点
整
理
の
体

系
の
中
か
ら
発
生
し
、
「
旧
説
」
の
持
っ
て
い
た
非
合
理
性
を
批
判
し
て
登
場
し
た
「
新
説
」

に
内
在
す
る
非
合
理
性
を
剔
抉
し
え
た
も
の
で
あ
る
。」（
第
三
章
一
四
頁
）
と
い
う
理
解
は
、

研
究
史
を
丹
念
に
た
ど
る
こ
と
で
初
め
て
得
ら
れ
た
理
解
と
い
え
よ
う
。

　
第
二
部
は
、
日
本
語
学
的
な
調
査
が
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
中
世
撰
集
の
言
語
を
調

査
し
た
点
に
、
先
駆
性
が
認
め
ら
れ
る
。
時
代
が
下
る
ご
と
に
「
ら
む
」
は
疑
問
語
と
の
共

起
に
傾
斜
し
て
ゆ
く
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
最
後
の
勅
撰
和
歌
集
『
新
続
古
今
和
歌
集
』

で
は
九
四
％
に
も
達
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
そ
の
過
程
で
中
世
・
近
世
の
「
て
に
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を
は
書
」
の
記
述
と
の
関
連
を
指
摘
し
た
こ
と
も
、
新
機
軸
と
い
え
る
。
今
後
の
課
題
と
い

う
こ
と
に
な
る
が
、
「
ら
む
」
以
外
の
語
法
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
る
の
か
、
気

に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
第
六
章
一
一
頁
に
掲
示
さ
れ
て
い
る
「
い
づ
く
に
も
衣
う

つ
な
り
秋
風
や
里
を
ば
か
れ
ず
夜
さ
む
な
る
ら
む
」（
新
続
古
今
和
歌
集
）
は
も
は
や
「
や
」

と
「
ら
む
」
の
呼
応
が
な
さ
れ
ず
、
こ
れ
は
「
や
―
ら
む
」
が
セ
ッ
ト
と
し
て
形
骸
化
し
た

こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
申
請
者
は
こ
の
後
、
第
八
章
で
「
の
」
や
「
こ
そ
」
に
関
心
を
寄

せ
て
ゆ
く
の
だ
が
、
そ
れ
よ
り
も
、
あ
き
ら
か
に
文
語
化
し
た
「
や
」
の
実
態
を
追
う
べ
き

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、第
六
章
で
は
、京
極
派
の
「
ら
む
」
へ
の
関
心
の
低
さ
が
『
菊

葉
和
歌
集
』
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
と
し
、「
は
ね
て
に
は
の
事
」
の
記
事
を
含
む
『
姉
小
路

式
』
の
担
い
手
は
二
条
派
の
人
々
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
し
て
い
る
。
同
書
の
二
条
派
と

の
関
連
は
従
来
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
傍
証
と
し
て
面
白
い
立
論
で
あ
る
。

　
第
三
部
は
今
川
氏
真
の
詠
作
に
お
け
る
「
ら
む
」
を
調
査
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
川
氏
真
は
、

歌
人
と
し
て
は
い
わ
ば
“
素
人
”（
非
専
門
歌
人
）
で
あ
っ
て
、
冷
泉
家
に
作
歌
の
指
導
を
受

け
た
人
物
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
人
物
の
詠
歌
を
取
り
上
げ
た
視
点
が
斬
新
で
あ
る
。
そ
し
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て
、「
ら
む
」
と
疑
問
語
と
の
共
起
例
が
、
中
世
期
の
勅
撰
和
歌
集
に
比
べ
て
低
い
こ
と
か
ら
、

「
一
つ
の
憶
説
」
と
し
な
が
ら
も
、
こ
れ
は
冷
泉
家
流
の
語
法
を
示
す
も
の
で
は
な
い
か
と
述

べ
る
。
俄
に
賛
同
す
る
こ
と
は
躊
躇
せ
ら
れ
る
が
、「
作
風
」
と
し
て
は
京
極
派
な
ど
顕
著
な

特
色
を
見
せ
る
の
で
あ
り
、
作
風
の
み
な
ら
ず
、
語
法
、
特
に
文
語
化
し
た
語
法
に
あ
っ
て
は
、

家
流
に
よ
る
差
異
も
あ
る
か
も
知
れ
ず
、
今
後
の
課
題
と
し
て
面
白
い
視
点
が
提
出
さ
れ
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
本
論
文
の
成
果
は
評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
特
に
、
中
世
和
歌
の
語

法
研
究
を
試
み
た
点
、
て
に
を
は
書
の
記
述
と
中
世
和
歌
の
実
際
の
詠
歌
の
語
法
を
照
ら
し

合
わ
せ
た
点
は
、
今
後
の
中
世
文
語
の
研
究
、
歌
学
の
研
究
に
斬
新
な
視
点
を
提
起
し
た
も

の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
上
に
よ
り
、
本
論
文
の
提
出
者
色
川
大
輔
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
二
年
十
一
月
二
十
八
日

主
　
査

　
　
國
學
院
大
學
教
授

　
　
小

　
田

　
　
　
勝

　
㊞

　

副
　
査

　
　
國
學
院
大
學
教
授

　
　
諸

　
星

　
美
智
直

　
㊞

　

副
　
査

　
　
國
學
院
大
學
教
授

　
　
吉

　
田

　
永

　
弘

　
㊞
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色
川

　
大
輔

　
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
問
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
二
年
十
一
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
学
力
確
認
担
当
者

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

副
　
査
　
　
國
學
院
大
學
教
授
　
　
諸
　
星
　
美
智
直
　
㊞
　

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