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五
味
知
子
君
博
士
学
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

論
文
題
目

明
清
時
代
の
女
性
に
対
す
る
社
会
認
識

―
―
裁
判
史
料
を
中
心
に

論
文
概
要

本
研
究
は
中
国
の
伝
統
社
会
に
あ
っ
て
女
性
は
い
か
な
る
存
在
で
あ
っ

た
か
と
い
う
問
題
を
歴
史
文
献
の
批
判
的
考
察
を
通
し
て
実
証
的
に
解
明

し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
特
徴
は
、
明
清
時
代
の
「
貞
節
」
を

め
ぐ
る
裁
判
史
料
に
示
さ
れ
た
女
性
像
は
特
有
の
レ
ト
リ
ッ
ク
で
構
築
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
と
の
前
提
に
立
ち
、
そ
の
よ
う
な
史
料
が
い
か
に
書
か

れ
た
か
と
い
う
背
景
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
上
で
、
当
時
の
女
性
の
あ
り
方

と
女
性
に
対
す
る
社
会
認
識
の
あ
り
方
に
迫
る
姿
勢
に
あ
る
。

本
編
全
体
は
三
部
六
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
一
部
「「
誣
姦
」

を
通
し
て
み
た
貞
節
に
関
わ
る
裁
判
」
で
は
積
極
的
に
相
手
の
性
的
品
行

を
中
傷
す
る
「
誣
姦
」
と
い
う
行
為
の
分
析
を
通
じ
て
明
清
時
代
の
貞
節

観
や
訴
訟
の
特
色
を
論
じ
る
。
第
二
部
「
女
性
を
め
ぐ
る
裁
判
と
社
会
問

題
に
対
す
る
地
方
官
の
態
度
」
で
は
地
方
官
側
に
焦
点
を
絞
り
、
彼
ら
が

担
当
地
域
の
女
性
に
関
わ
る
各
種
の
問
題
に
ど
の
よ
う
な
眼
差
し
を
向
け

た
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
三
部
「
配
偶
者
殺
人
と
そ
の
冤
罪
事
件
に
お

け
る
男
女
の
イ
メ
ー
ジ
」
で
は
配
偶
者
殺
人
事
件
に
関
す
る
裁
判
に
お
け

る
男
・
女
に
対
す
る
認
識
の
相
違
を
追
う
。
そ
し
て
終
章
で
は
各
章
に
お

い
て
検
討
し
た
結
果
得
ら
れ
た
前
近
代
中
国
社
会
の
特
徴
に
つ
い
て
考
え

る
。
な
お
、
巻
末
に
は
二
編
の
論
考
を
補
論
と
し
て
付
す
。
全
体
の
構
成

は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

序
章
�
明
清
時
代
の
女
性
と
貞
節
を
め
ぐ
る
裁
判
の
研
究

（
１
）
前
近
代
中
国
の
女
性
と
貞
節

（
２
）
貞
節
を
め
ぐ
る
裁
判
に
関
す
る
研
究
史
の
整
理

（
３
）
目
的

（
４
）
構
成

第
一
部
「
誣
姦
」
を
通
し
て
見
た
貞
節
に
関
わ
る
裁
判

第
一
章
「
誣
姦
」
の
意
味
す
る
も
の
―
―
判
牘
・
官
箴
書
の
記
述
か
ら

は
じ
め
に

１『
資
治
新
書
』
お
よ
び
『
資
治
新
書
二
集
』
の
中
の
「
誣
姦
」

（
１
）
李
漁
の
見
解

（
２
）
李
漁
が
分
類
し
た
「
誣
姦
」
案
件

２
官
箴
書
か
ら
見
た
「
誣
姦
」

（
１
）
誣
告

（
２
）「
誣
姦
」

３
判
牘
か
ら
見
た
「
誣
姦
」

（
１
）
判
牘
に
描
か
れ
た
「
誣
姦
」
の
特
徴

（
２
）
妻
の
姦
通
、
妻
へ
の
強
姦
未
遂
の
誣
告

（
３
）「
誣
姦
」
の
判
牘
と
訴
訟
を
起
こ
す
人
々

お
わ
り
に

彙

報

五
〇
七

彙

報

一
五
三
（

）



第
二
章
「
誣
姦
」
と
貞
節

―
―
明
代
晩
期
か
ら
清
代
前
期
の
判
牘
を
中
心
に

は
じ
め
に

１「
誣
姦
」
と
裁
判

（
１
）
関
連
す
る
法
規
定

（
２
）
裁
く
側
の
誣
告
に
対
す
る
認
識

（
３
）
訴
訟
を
起
こ
す
側
の
誣
告
へ
の
認
識

２
重
大
案
件
中
の
「
誣
姦
」

（
１
）
殺
人
発
生
と
誣
告

（
２
）
強
姦
未
遂
隠
し
の
た
め
の
誣
告

（
３
）
重
大
事
件
の
裁
き
と
動
機
の
解
明

３
軽
微
な
案
件
中
の
「
誣
姦
」

（
１
）
姦
通
・
婚
姻
関
係
紛
糾
と
関
わ
り
の
あ
る
「
誣
姦
」

（
２
）
姦
通
・
婚
姻
と
無
関
係
な
「
誣
姦
」

お
わ
り
に

第
二
部

女
性
を
め
ぐ
る
裁
判
と
社
会
問
題
に
対
す
る
地
方
官
の
態
度

第
三
章
「
貞
節
」
が
問
わ
れ
る
と
き

―
―『
問
心
一
隅
』
に
見
る
知
県
の
裁
判
を
中
心
に

は
じ
め
に

１
胡
学
醇
と
博
平
県
の
「
列
女
」

２
重
大
案
件
中
の
「
貞
節
」

（
１
）「
李
馬
氏
案
略
」

（
２
）
李
馬
氏
の
イ
メ
ー
ジ
の
変
遷

（
３
）
重
大
案
件
中
の
「
貞
節
」

３
軽
微
な
案
件
中
の
「
貞
節
」

（
１
）「
�
詞
怕
質
」

（
２
）「
逐
婦
明
冤
」

（
３
）「
貞
節
」
が
判
定
さ
れ
る
と
き

お
わ
り
に

第
四
章

地
方
官
か
ら
見
た
女
性
を
め
ぐ
る
社
会
問
題

―
―
張
五
偉
を
事
例
と
し
て

は
じ
め
に

１
張
五
偉
の
官
歴
と
著
作

（
１
）
張
五
偉
の
官
歴

（
２
）
地
方
官
の
著
作
に
見
る
女
性
関
連
の
記
事

２
溺
女
問
題

（
１
）
袁
州
府
の
溺
女
問
題
に
つ
い
て
の
認
識

（
２
）
袁
州
府
の
育
嬰
堂

（
３
）
袁
州
府
に
お
け
る
育
児
補
助
金
の
給
付

（
４
）
湖
南
の
溺
女
問
題
と
育
嬰
堂

３
裁
判

（
１
）
訴
訟
を
起
こ
す
女
性

（
２
）
女
性
の
犯
罪

４
労
働
と
日
常

（
１
）
官
媒

史

学

第
八
一
巻

第
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号

一
五
四
（
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〇
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（
２
）
娼
婦

（
３
）
屋
外
労
働

お
わ
り
に

第
三
部

配
偶
者
殺
人
と
そ
の
冤
罪
事
件
に
お
け
る
男
女
の
イ
メ
ー
ジ

第
五
章

配
偶
者
殺
人
の
記
録
に
見
る
女
性
像

は
じ
め
に

１
配
偶
者
殺
人
の
加
害
者
と
傾
向

（
１
）
配
偶
者
殺
人
の
傾
向

（
２
）
裁
く
側
か
ら
見
た
殺
人
と
姦
通
の
関
係

２
姦
通
後
の
夫
殺
害
事
件

（
１
）
妻
と
姦
夫
の
共
謀
に
よ
る
夫
殺
害
事
件

（
２
）
夫
が
姦
通
を
容
認
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
妻
と
姦
夫
の
共

謀
殺
人

３
姦
夫
に
よ
る
夫
殺
害
事
件

お
わ
り
に

第
六
章

夫
殺
し
冤
罪
事
件
と
メ
デ
ィ
ア
―
―
楊
乃
武
と
小
白
菜

は
じ
め
に

１
楊
乃
武
案
と
地
域

（
１
）
楊
乃
武
案
の
概
要

（
２
）
当
時
の
余
杭

（
３
）『
申
報
』
と
浙
江
知
識
人

２
楊
月
楼
案
―
―
上
海
の
裁
判
と
メ
デ
ィ
ア

（
１
）
楊
月
楼
案
の
概
要

（
２
）
楊
月
楼
案
の
報
道

３
楊
乃
武
案
の
報
道
―
―
英
字
紙
と
『
申
報
』
の
比
較

（
１
）
楊
乃
武
案
発
生
か
ら
二
度
目
の
京
控
の
前
ま
で

（
２
）
二
度
目
の
京
控
以
降
の
報
道

（
３
）
浙
江
籍
の
京
官
に
よ
る
申
し
立
て
以
降
の
報
道

（
４
）
刑
部
で
の
取
り
調
べ
以
降

４
楊
乃
武
案
の
そ
の
後

お
わ
り
に

終
章

補
論
一

書
評
『
纏
足
の
靴
―
―
小
さ
な
足
の
文
化
史
』

補
論
二

明
清
中
国
女
性
史
研
究
の
動
向

―
―
二
〇
〇
五
年
か
ら
二
〇
〇
九
年
を
中
心
に

は
じ
め
に

１
貞
節
と
女
性
の
意
識

２
裁
判
・
法
律

３
家
庭
に
お
け
る
婦
女
の
地
位
・
権
利

４
女
性
と
宗
教
・
文
化

お
わ
り
に

引
用
文
献
一
覧

五
〇
九

彙

報

一
五
五
（

）



最
初
に
本
研
究
の
論
点
の
概
要
を
各
章
ご
と
に
紹
介
す
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
伝
統
中
国
で
は
宋
代
に
お
い
て
朱
子
学
が
中
国
人
の

倫
理
観
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
以
来
、
妻
が
夫
に
対
し
て
操
を
正
し
く

守
る
「
貞
節
」
は
立
派
な
価
値
概
念
と
し
て
重
視
さ
れ
、
か
つ
称
揚
さ
れ

て
き
た
。
と
り
わ
け
明
清
時
代
は
貞
節
へ
の
賛
美
が
最
高
潮
に
達
し
た
時

代
だ
と
い
わ
れ
、
歴
史
文
献
に
は
そ
の
よ
う
な
行
動
を
取
っ
た
と
さ
れ
る

極
め
て
貞
淑
な
女
性
が
多
く
現
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
同
時
代
の

歴
史
文
献
に
は
対
照
的
に
極
め
て
淫
蕩
な
女
性
も
同
様
に
多
く
現
れ
る
。

本
研
究
の
序
章
で
は
こ
の
よ
う
に
歴
史
文
献
中
の
女
性
像
が
な
に
ゆ
え
二

極
化
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
に
関
心
を
持
ち
、
こ
の
問
題
を
解
く
に

は
当
時
の
「
貞
節
」
を
め
ぐ
る
裁
判
の
あ
り
方
を
見
て
い
く
必
要
が
あ
る

と
の
考
え
の
も
と
、
独
自
の
方
法
論
を
提
言
す
る
。

第
一
章
で
は
、
地
方
官
の
裁
判
記
録
文
集
で
あ
る
判
牘
と
行
政
指
南
書

で
あ
る
官
箴
書
と
い
う
二
種
類
の
史
料
か
ら
「
誣
姦
」
の
持
つ
意
味
を
分

析
す
る
。
誣
告
で
人
を
罪
に
陥
れ
た
者
は
そ
の
罪
と
同
じ
程
度
の
刑
を
受

け
る
こ
と
が
原
則
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
軽
微
な
案
件
で
は
そ
れ

が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
は
「
誣
姦
」
に
は
意
図
的
な

誣
告
の
ほ
か
に
訴
訟
受
理
を
目
的
と
し
た
誇
張
や
捏
造
を
伴
う
根
拠
の
な

い
憶
測
が
含
ま
れ
て
お
り
、
両
者
を
明
確
に
識
別
す
る
の
は
困
難
だ
っ
た

こ
と
に
よ
る
。
そ
の
た
め
裁
判
官
で
あ
る
地
方
官
は
原
則
を
遵
守
す
れ
ば

厳
し
す
ぎ
る
処
分
に
な
る
が
、
厳
し
い
処
分
を
し
な
け
れ
ば
誣
告
が
増
え

る
と
い
う
葛
藤
の
も
と
、「
誣
姦
」
に
対
し
て
は
総
合
的
な
状
況
を
勘
案

し
て
寛
厳
取
り
混
ぜ
た
判
決
を
下
す
傾
向
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
訴
訟

マ
ニ
ュ
ア
ル
な
ど
を
通
し
て
民
間
に
も
認
知
さ
れ
て
お
り
、「
誣
姦
」
は

訴
状
を
作
成
す
る
際
の
表
現
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
一
部
と
し
て
パ
タ
ー
ン
化
さ

れ
て
い
た
、
と
説
く
。

第
二
章
で
は
、
明
代
末
期
か
ら
清
代
前
期
ま
で
の
判
牘
を
用
い
て
「
誣

姦
」
の
目
的
や
そ
れ
を
行
う
人
び
と
の
「
貞
節
」
に
対
す
る
考
え
方
に
つ

い
て
検
討
す
る
。「
誣
姦
」
に
よ
り
訴
訟
相
手
に
性
的
品
行
の
悪
さ
を
押

し
付
け
る
こ
と
は
、
彼
ら
に
「
淫
蕩
な
悪
人
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
、
反

対
に
自
ら
に
「
貞
淑
な
善
人
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
築
い
て
裁
判
を
有
利
に
展

開
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
裁
判
史
料
中
の
女
性
像
が
貞
淑
と
淫

蕩
と
に
二
極
化
す
る
一
因
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
誣
姦
」
を
行
う
人
び

と
は
「
貞
節
」
と
い
う
規
範
を
遵
守
せ
ず
、
自
ら
の
信
念
に
し
て
い
な
か

っ
た
に
せ
よ
、
少
な
く
と
も
当
時
の
社
会
に
貞
淑
は
善
、
淫
蕩
は
悪
と
い

う
価
値
概
念
が
存
在
す
る
こ
と
を
理
解
し
、
そ
れ
が
裁
判
に
お
い
て
重
視

さ
れ
る
規
範
に
な
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
、
と
論
じ
る
。

第
三
章
で
は
、
一
九
世
紀
中
葉
に
著
さ
れ
た
一
つ
の
裁
判
記
録
文
集
を

通
し
て
地
方
官
が
重
大
な
案
件
と
軽
微
な
案
件
の
中
で
「
貞
節
」
に
関
わ

る
問
題
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
た
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
殺
人
が
絡
む
重

大
な
案
件
は
地
方
官
だ
け
の
判
断
で
処
理
で
き
る
も
の
で
な
く
、
上
級
審

に
当
た
る
官
僚
を
納
得
さ
せ
る
に
は
当
事
者
の
動
機
と
行
動
、
事
件
の
結

果
に
矛
盾
が
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
貞
淑
・
淫
蕩
の
事
実
に
つ
い

て
も
是
非
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
他
方
、
上
級
へ
の
報

告
を
要
さ
な
い
軽
微
な
案
件
で
は
、
地
方
官
は
自
ら
の
判
断
の
も
と
、
極

力
「
貞
節
」
の
問
題
に
触
れ
る
こ
と
を
避
け
、
争
い
の
原
因
を
他
に
求
め

て
現
実
的
に
解
決
す
る
途
を
選
ぶ
傾
向
が
あ
っ
た
、
と
述
べ
る
。

第
四
章
で
は
、
一
八
世
紀
末
一
九
世
紀
初
に
各
地
の
地
方
官
を
歴
任
し

史

学

第
八
一
巻
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一
五
六
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た
張
五
偉
と
い
う
人
物
の
著
述
を
通
し
て
、
溺
女
、
す
な
わ
ち
女
児
の
間

引
き
風
潮
や
女
性
労
働
な
ど
、
裁
判
に
止
ま
ら
な
い
女
性
を
め
ぐ
る
社
会

問
題
に
対
し
て
地
方
官
が
い
か
な
る
見
識
を
持
っ
て
い
た
か
を
明
ら
か
に

す
る
。
そ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
具
体
的
な
問
題
は
清
代
の
地
方
官
に
共

通
し
た
関
心
事
で
あ
っ
た
が
、
張
五
偉
は
単
に
理
想
論
を
述
べ
た
り
一
般

的
な
説
諭
を
繰
り
返
し
た
り
す
る
だ
け
で
な
く
、
実
態
を
観
察
し
て
得
た

具
体
的
な
問
題
意
識
に
立
っ
て
い
た
こ
と
に
特
徴
が
あ
り
、
そ
れ
は
彼
が

科
挙
出
身
の
官
僚
で
な
く
、
地
方
官
を
地
道
に
務
め
続
け
た
こ
と
に
よ
っ

て
培
わ
れ
た
資
質
に
起
因
す
る
も
の
だ
っ
た
、
と
考
え
る
。

第
五
章
で
は
、『
刑
科
題
本
』（
司
法
行
政
を
担
当
す
る
中
央
部
署
・
刑

部
に
よ
る
地
方
社
会
で
発
生
し
た
人
命
に
関
わ
る
事
件
に
つ
い
て
の
上
奏

原
本
）
を
用
い
て
、
清
代
地
方
社
会
に
お
け
る
配
偶
者
間
殺
人
と
そ
の
裁

き
の
あ
り
方
に
つ
い
て
問
う
と
と
も
に
、
そ
の
中
で
加
害
者
と
な
っ
た
女

性
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
た
か
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
。
当
時
の
社

会
に
あ
っ
て
は
夫
が
殺
さ
れ
る
背
景
に
は
妻
の
姦
通
が
存
在
す
る
と
見
な

す
傾
向
が
あ
り
、
裁
く
側
も
そ
れ
を
強
く
意
識
し
て
い
た
た
め
、
判
決
だ

け
を
見
れ
ば
「
清
代
の
中
国
に
は
自
己
の
欲
望
の
た
め
に
は
夫
の
殺
害
を

も
辞
さ
な
い
女
性
が
多
か
っ
た
」
と
の
画
一
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
す
る
。

し
か
し
、
裁
判
の
過
程
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
情
報
を
仔
細
に
検
討
す
れ
ば
、

女
性
た
ち
が
他
の
方
法
で
は
不
本
意
な
婚
姻
生
活
か
ら
抜
け
出
せ
な
か
っ

た
こ
と
、
親
な
ど
周
囲
の
人
物
の
脅
迫
に
よ
っ
て
や
む
な
く
夫
殺
害
に
加

担
し
た
こ
と
な
ど
の
事
実
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
配
偶
者
殺
人
の
本
質
を

見
極
め
る
に
は
単
に
裁
判
の
結
果
だ
け
を
見
る
の
で
は
な
く
事
件
の
内
容

に
迫
る
こ
と
が
必
要
だ
と
、
訴
え
る
。

第
六
章
で
は
、
第
五
章
で
取
り
上
げ
た
傾
向
ゆ
え
に
明
清
時
代
の
中
国

で
は
珍
し
く
な
か
っ
た
夫
殺
し
冤
罪
事
件
が
、
清
末
に
新
し
く
登
場
し
た

新
聞
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
報
道
さ
れ
、
そ
れ
が
冤
罪

事
件
解
決
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
か
を
論
じ
る
。
こ
の
事
件
に
つ
い
て
の

報
道
は
人
々
の
強
い
関
心
を
引
き
起
こ
し
、
こ
れ
を
契
機
に
中
国
の
裁
判

の
問
題
や
西
洋
の
法
廷
の
長
所
に
つ
い
て
の
記
事
が
発
表
さ
れ
る
な
ど
、

社
会
変
革
に
も
つ
な
が
る
よ
う
な
報
道
が
な
さ
れ
た
。
ま
た
外
国
か
ら
の

批
判
、
地
域
エ
リ
ー
ト
の
団
結
、
世
論
の
高
ま
り
な
ど
も
北
京
の
官
僚
を

動
か
す
原
動
力
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
発
生
に
お
い
て
は
伝
統
的
な
夫
殺
し

冤
罪
の
様
相
を
ま
と
っ
た
事
件
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
解
決
お
よ
び
結
果
は

す
ぐ
れ
て
近
代
的
な
要
素
に
影
響
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
、
と
評
す
る
。

本
研
究
は
以
上
の
分
析
を
通
じ
て
次
の
よ
う
な
結
論
を
導
く
。

「
誣
姦
」
と
い
う
行
為
は
明
清
時
代
に
お
い
て
「
貞
節
」
が
重
要
な
規

範
で
あ
る
と
い
う
認
識
と
活
発
な
訴
訟
と
い
う
風
潮
と
が
あ
い
ま
っ
て
盛

ん
に
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
裁
く
地
方
官
は
そ
れ
が
軽
微
な
案
件

で
あ
る
限
り
貞
節
問
題
に
は
で
き
る
だ
け
触
れ
ず
当
事
者
た
ち
が
争
う
本

質
の
問
題
だ
け
を
追
究
す
る
こ
と
に
し
、
結
果
と
し
て
「
誣
姦
」
し
た
者

に
対
し
て
正
式
な
誣
告
罪
へ
の
適
用
を
回
避
し
た
。

他
方
、
重
大
な
案
件
に
つ
い
て
は
、
地
方
官
は
貞
節
問
題
に
決
着
を
つ

け
ざ
る
を
得
ず
、
そ
れ
が
裁
判
史
料
中
に
極
端
な
貞
淑
と
極
端
な
淫
蕩
と

い
う
両
極
の
女
性
像
を
出
現
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。

清
末
に
至
っ
て
も
殺
人
事
件
で
は
妻
の
姦
通
を
疑
う
風
潮
は
変
わ
ら
ず
、

結
果
と
し
て
冤
罪
事
件
を
引
き
起
こ
し
た
が
、
そ
の
解
決
に
は
新
聞
に
よ

る
報
道
や
世
論
の
高
ま
り
な
ど
、
新
し
い
時
代
に
よ
る
変
化
が
顕
著
に
見
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ら
れ
た
。

な
お
補
論
一
で
は
、
纏
足
を
め
ぐ
る
女
性
の
精
神
的
側
面
を
描
き
出
し

た
ド
ロ
シ
ー
・
コ
ウ
著
『
纏
足
の
靴
―
―
小
さ
な
足
の
文
化
史
』
に
対
す

る
書
評
を
、
ま
た
補
論
二
で
は
、
二
〇
〇
五
年
か
ら
二
〇
〇
九
年
を
中
心

に
し
た
明
清
中
国
女
性
史
の
研
究
動
向
を
、
と
も
に
本
論
に
密
接
に
関
わ

る
も
の
と
し
て
収
録
し
て
い
る
。

審
査
要
旨

近
年
明
清
時
代
の
女
性
史
研
究
が
活
発
に
行
わ
れ
て
い
る
英
語
圏
や
漢

語
圏
の
学
界
に
比
較
し
て
日
本
で
は
当
該
分
野
の
研
究
は
若
干
手
薄
な
感

を
免
れ
な
い
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
五
味
君
は
明
清
女
性
史
研
究
を
専
攻
す

る
気
鋭
の
若
手
研
究
者
と
し
て
精
力
的
な
研
究
活
動
を
行
っ
て
お
り
、
こ

れ
ま
で
に
公
表
し
た
各
論
文
や
各
研
究
報
告
で
は
好
評
を
博
し
て
き
た
。

五
味
君
は
、
一
方
で
は
英
語
圏
・
漢
語
圏
の
明
清
女
性
史
研
究
の
蓄
積

を
十
分
に
把
握
・
消
化
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
批
判
的
観
点
に
立
脚
し
、

他
方
で
は
日
本
の
学
界
で
厚
い
実
績
を
誇
っ
て
き
た
明
清
時
代
の
裁
判
に

関
す
る
研
究
を
踏
ま
え
、
こ
れ
を
切
り
口
に
し
て
描
き
出
さ
れ
る
明
清
女

性
史
研
究
の
斬
新
な
一
面
を
切
り
開
こ
う
と
し
て
き
た
。
本
研
究
は
五
味

君
が
こ
れ
ま
で
に
公
表
し
て
き
た
諸
論
文
を
中
心
と
し
、「
貞
節
」
を
め

ぐ
る
言
説
の
分
析
を
基
軸
に
一
つ
の
体
系
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

本
研
究
が
高
く
評
価
し
う
る
点
と
し
て
以
下
の
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ま
ず
本
研
究
の
特
色
は
、
史
料
に
示
さ
れ
た
内
容
を
そ
の
ま
ま
単
純
に

「
史
実
」
の
反
映
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
史
料
が
い

か
に
記
さ
れ
た
か
と
い
う
事
情
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
上
で
、
当
時
の
女
性

に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
汲
み
取
ろ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
と
り
わ
け

裁
判
史
料
に
見
ら
れ
る
特
有
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
う
し

た
史
料
に
示
さ
れ
た
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
が
構
築
さ
れ
る
構
造
を
解
析
し
た

こ
と
は
、
明
清
社
会
史
研
究
と
中
国
女
性
史
研
究
に
新
た
な
視
点
を
提
供

し
た
と
い
え
よ
う
。

裁
判
史
料
を
法
制
史
研
究
の
分
野
の
み
な
ら
ず
、
社
会
史
研
究
の
史
料

と
し
て
活
用
す
る
研
究
に
関
し
て
は
と
り
わ
け
近
年
で
は
比
較
的
多
く
の

成
果
が
見
ら
れ
る
が
、
裁
判
の
過
程
や
判
決
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
直
接

扱
い
、
裁
判
に
関
わ
る
地
方
官
、
原
告
・
被
告
や
そ
の
関
係
者
の
心
性
に

ま
で
踏
み
込
ん
だ
研
究
は
あ
ま
り
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
本
研
究
は
こ
の

方
法
に
よ
っ
て
社
会
史
・
民
衆
史
の
特
殊
な
細
密
画
を
描
く
こ
と
を
可
能

に
し
た
。

前
述
の
よ
う
に
、
近
年
英
語
圏
や
漢
語
圏
で
は
明
清
時
代
の
女
性
史
研

究
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
が
、
史
料
的
な
制
約
を
伴
っ
て
か
、
な
お
観
念

的
な
主
張
の
域
を
脱
し
て
い
な
い
感
が
あ
る
。
本
研
究
は
判
牘
の
他
、
官

箴
書
、
行
政
文
書
原
本
、
新
聞
な
ど
幅
広
く
膨
大
な
裁
判
史
料
を
博
捜
し
、

精
緻
な
実
証
に
よ
っ
て
従
来
の
研
究
に
�
実
体
�
と
し
て
の
生
命
力
を
吹

き
込
ん
だ
。

例
え
ば
、
伝
統
中
国
に
あ
っ
て
は
誣
告
が
厳
格
に
適
用
さ
れ
な
い
場
合

が
あ
る
こ
と
は
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
だ
が
、
そ
れ
が
「
誣

姦
」
と
い
う
性
的
中
傷
に
か
ら
む
場
合
、
重
大
な
案
件
と
軽
微
な
案
件
と

で
は
誣
告
罪
に
対
す
る
適
用
が
異
な
っ
て
い
た
事
実
を
明
ら
か
に
し
た
こ

と
、
必
要
で
な
け
れ
ば
地
方
官
は
「
貞
節
」
問
題
の
判
定
を
回
避
す
る
傾

向
が
あ
っ
た
こ
と
、
他
方
で
「
貞
節
」
が
当
時
の
多
数
派
の
人
々
に
よ
っ

史
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て
共
有
さ
れ
て
い
た
価
値
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
そ
れ
を
利
用
し
た
レ
ト
リ
ッ

ク
が
裁
判
史
料
に
よ
く
見
ら
れ
る
点
を
指
摘
し
た
こ
と
、
こ
れ
ら
は
い
ず

れ
も
実
証
に
基
づ
い
て
初
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
事
柄
で
あ
り
、
そ
の
卓

見
は
十
分
に
説
得
力
を
持
つ
。
ま
た
、
第
６
章
は
清
末
の
一
つ
の
事
件
を

『
申
報
』
と
い
う
華
字
紙
と
『
ノ
ー
ス
チ
ャ
イ
ナ
デ
イ
リ
ー
ニ
ュ
ー
ス
』

と
い
う
英
字
紙
で
の
取
り
上
げ
方
の
比
較
を
通
し
て
そ
の
性
格
を
丹
念
に

追
究
し
た
力
作
で
あ
り
、
五
味
君
の
研
究
者
と
し
て
の
将
来
性
を
予
見
せ

し
め
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
、
評
価
で
き
る
点
は
多
々
あ
る
。
と
は
い
え
本
研
究
が
提
出
期
限

に
し
ば
ら
れ
た
課
程
博
士
学
位
請
求
論
文
で
あ
る
が
ゆ
え
に
な
お
次
の
よ

う
な
若
干
の
問
題
点
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。

１

本
研
究
は
裁
判
史
料
の
新
た
な
分
析
方
法
を
提
示
し
て
明
清
史
研
究

の
方
法
論
に
一
石
を
投
じ
る
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
序
章
で
は

そ
の
ア
ッ
ピ
ー
ル
度
が
弱
い
感
じ
を
受
け
る
。
も
う
少
し
従
来
の
研
究
の

あ
り
方
を
強
く
批
判
し
、
問
題
点
を
明
確
に
す
る
方
が
よ
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
ま
た
、
各
章
の
構
成
に
論
理
的
な
つ
な
が
り
の
甘
さ
が
見
ら
れ
、

そ
れ
が
本
研
究
全
体
と
し
て
の
論
理
性
を
い
く
ら
か
弱
め
て
い
る
。
結
論

に
も
ま
た
各
章
の
ま
と
め
だ
け
に
止
ま
ら
な
い
主
張
が
あ
っ
て
も
よ
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
五
味
君
の
謙
虚
さ
に
由
来
す
る

も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
謙
虚
さ
は
研
究
に
お
い
て
は
時
と
し
て
長
所
に
な

ら
な
い
こ
と
を
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

２

伝
統
中
国
の
裁
判
一
般
の
特
徴
と
し
て
、
当
該
犯
罪
事
実
の
認
定
と

量
刑
の
問
題
を
超
え
て
、
む
し
ろ
当
事
者
の
日
頃
の
品
行
が
焦
点
化
さ
れ

や
す
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
中
国
の
裁
判
制
度
の
基
本
的
特
徴

に
関
る
こ
と
で
あ
り
、
当
事
者
が
男
性
で
あ
る
か
女
性
で
あ
る
か
を
問
わ

な
い
問
題
で
あ
る
。
本
研
究
で
扱
っ
た
「
貞
節
」
の
問
題
も
そ
の
一
環
で

あ
る
た
め
、
明
清
時
代
の
裁
判
一
般
の
性
格
に
つ
い
て
自
身
の
見
解
を
明

確
に
し
、
そ
の
中
で
こ
の
問
題
を
位
置
づ
け
た
方
が
よ
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
。

３

こ
こ
で
扱
う
問
題
は
明
清
時
代
に
お
け
る
中
国
全
体
を
対
象
に
し
て

い
る
が
、「
貞
節
」
の
観
念
に
は
時
代
と
地
域
と
に
お
い
て
差
異
が
認
め

ら
れ
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
五
味
君
自
身
、「
誣
姦
」
の
事
例
が
顕
著
に

な
る
の
は
明
末
で
あ
り
、
そ
れ
は
女
性
の
「
貞
節
」
に
対
し
て
も
か
つ
て

な
い
意
義
づ
け
が
な
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
が
、
そ

の
こ
と
が
本
研
究
に
十
分
反
映
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
ま
た
、
中

国
は
地
域
的
な
多
様
性
を
有
し
て
お
り
、「
貞
節
」
や
訴
訟
に
対
し
て
重

き
を
お
く
地
域
と
そ
う
で
な
い
地
域
に
あ
っ
て
は
「
貞
節
」
を
め
ぐ
る
訴

訟
や
裁
判
の
あ
り
方
も
お
の
ず
か
ら
異
な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
の

問
題
に
時
代
性
・
地
域
性
を
考
慮
す
る
こ
と
は
今
後
の
大
き
な
課
題
と
な

ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
本
研
究
に
は
ま
だ
い
く
つ
か
の
残
さ
れ
た
問
題
点
が
存
在

す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
研
究
が
提
示
し
た
多
く
の
論
点
が
従
来
の
明

清
史
研
究
に
新
風
を
送
り
込
ん
だ
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
り
、
そ

れ
は
十
分
評
価
す
る
に
値
す
る
。
五
味
君
は
今
後
伝
統
中
国
の
社
会
構
造

全
体
に
視
野
を
広
げ
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
対
す
る
本
格
的
な
実
態
究
明

に
研
究
を
深
化
さ
せ
て
い
く
予
定
で
あ
る
と
い
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
研
究
は
新
時
代
の
日
本
の
中
国
明
清
史
研
究
を
背

負
っ
て
立
つ
有
望
な
若
手
研
究
者
の
一
人
が
著
し
た
魅
力
溢
れ
る
研
究
で

五
一
三

彙

報

一
五
九
（

）



藤
田

佳
希

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
審
査
委
員
一
同
は
本
研
究
が
博
士
（
史
学
）
の
学
位
を

授
与
す
る
に
相
応
し
い
も
の
と
判
断
す
る
。

論
文
審
査
担
当
者

主
査

慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
教
授
・
博
士
（
文
学
）・
同
大
学
院
文
学

研
究
科
委
員

山
本

英
史

副
査

お
茶
の
水
女
子
大
学
大
学
院
人
間
文
化
創
成
科
学
研
究
科
教
授

岸
本

美
緒

副
査

東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
准
教
授
・
博
士
（
文
学
）

吉
澤
誠
一
郎

二
〇
一
一
年
度
修
士
論
文
要
旨

〔
日
本
史
学
専
攻
〕

日
本
古
代
史
料
に
見
え
る
「
武
」

『
続
日
本
紀
』
養
老
五
年
正
月
甲
戌
の
詔
に
は
、「
武
士
」
と
い
う
語
が

登
場
す
る
。
こ
の
「
武
士
」
に
つ
い
て
、
中
世
的
武
士
の
源
流
で
あ
る
と

す
る
説
と
、
中
世
的
武
士
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
単
に
武
官
を
指
す
と
す

る
説
が
あ
る
。
現
在
で
は
後
者
が
有
力
と
な
っ
て
い
る
が
、「
武
士
」
の

用
例
は
『
続
日
本
紀
』
以
外
の
史
料
に
も
登
場
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
用

例
も
含
め
て
「
武
士
」
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
本
稿
で

は
「
武
士
」
の
用
例
を
詳
細
に
検
討
し
た
。
と
こ
ろ
で
、「
武
士
」
の
用

例
は
極
め
て
少
な
い
た
め
、「
武
」
一
字
に
着
目
し
て
六
国
史
を
検
討
す

る
こ
と
も
行
っ
た
。
こ
の
検
討
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
史
編
纂
者
及

び
朝
廷
が
「
武
」
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
て
い
た
の
か
が
明
ら
か
に
な

る
。
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
奈
良
時
代
に
は
重
要
な
も
の
と
さ
れ
た
が
、

平
安
時
代
の
嵯
峨
朝
に
な
る
と
、
文
章
経
国
思
想
の
影
響
を
受
け
て
、

「
武
」
は
蔑
ろ
に
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

の
こ
と
を
示
す
具
体
的
な
史
料
は
存
在
せ
ず
、
実
際
に
「
武
」
が
見
下
さ

れ
て
い
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
変
化
の
中
で
、「
武

史

学

第
八
一
巻

第
三
号

一
六
〇
（
五
一
四
）


