
菊
地
大
提
出

学
位
申
請
論
文
（
課
程
博
士
）

『
孫
呉
政
権
の
研
究
』
審
査
要
旨

論
文
の
内
容
の
要
旨

本
稿
は
第
一
篇
「
曹
魏
の
正
統
性
と
孫
呉
の
位
置
」・
第
二
篇
「
孫
呉
政
権
の
対
外
政
策
」・

第
三
篇
「
孫
呉
政
権
後
期
の
実
態
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。

第
一
篇
で
は
、
孫
権
の
即
位
に
お
け
る
正
統
性
の
論
理
を
闡
明
し
よ
う
と
す
る
。

第
一
章
「
曹
操
と
殊
礼
」
で
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
漢
魏
交
代
期
の
曹
操
礼
遇
の
上
昇
の
経

過
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
曹
操
は
漢
の
功
臣
と
し
て
増
封
に
与
り
、
つ
い
で
蕭
何
の
故
事
の

「
賛
拝
不
名
」「
入
朝
不
趨
」「
剣
履
上
殿
」
と
い
う
待
遇
を
受
け
る
が
、
王
莽
の
時
か
ら
蕭
何

の
殊
礼
の
故
事
に
「
賛
拝
不
名
」
が
加
わ
る
の
で
あ
っ
て
、
曹
操
に
対
す
る
「
蕭
何
の
故
事
」

は
む
し
ろ
漢
臣
か
ら
脱
却
す
る
起
点
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
翌
年
の
九
錫
の
礼
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は
、
漢
の
二
十
等
爵
制
を
越
え
る
た
め
に
五
等
爵
を
導
入
し
て
魏
公
に
任
命
し
た
こ
と
と
共

に
、
諸
侯
王
国
に
準
じ
る
魏
国
の
建
設
を
認
め
る
も
の
で
、
曹
操
は
実
質
的
に
諸
侯
王
と
な
っ

た
。
そ
し
て
、
後
漢
光
武
帝
の
「
東
海
王
彊
の
故
事
」
、
及
び
前
漢
景
帝
の
「
梁
王
武
の
故
事
」

に
よ
っ
て
諸
侯
王
と
し
て
の
優
待
を
確
実
に
す
る
が
、
後
者
は
皇
位
継
承
資
格
者
に
擬
え
る
も

の
で
、
曹
操
が
漢
王
朝
を
継
承
す
る
拠
り
所
と
な
っ
た
と
い
う
。
そ
の
半
年
後
の
冕
十
二
旒
等

の
礼
遇
は
曹
操
を
諸
侯
王
と
は
別
格
の
存
在
と
す
る
殊
礼
で
あ
り
、
曹
操
は
天
子
の
領
域
に
最

接
近
す
る
こ
と
と
な
っ
た
、
と
指
摘
す
る
。

第
二
章
「
漢
魏
禅
譲
過
程
と
文
帝
の
即
位
」
で
は
、『
三
国
志
』
文
帝
紀
・
裴
松
之
注
所
引

『
袁
宏
漢
紀
』・
袁
宏
『
後
漢
紀
』・
裴
注
所
引
『
献
帝
伝
』
等
の
諸
文
献
を
参
照
し
て
、
魏
の

文
帝
の
即
位
の
過
程
を
精
査
す
る
。
漢
・
魏
い
ず
れ
の
立
場
で
も
、
献
帝
が
曹
丕
に
帝
位
を
譲

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
延
康
元
年
（
二
二
〇
）
一
〇
月
乙
卯
（
一
三
日
）
の
冊
書
が
重
要
な

意
義
を
持
っ
た
。
曹
丕
が
ま
だ
皇
帝
位
に
つ
い
て
い
な
い
こ
の
時
点
で
魏
の
家
臣
団
の
呼
称
は

「
殿
下
」
か
ら
「
陛
下
」
へ
と
変
化
し
て
お
り
、
魏
の
側
で
は
既
に
曹
丕
を
皇
帝
と
し
て
位
置
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づ
け
て
い
た
。
よ
っ
て
、
こ
の
冊
書
に
漢
魏
禅
譲
過
程
の
一
つ
の
画
期
が
あ
り
、
そ
の
論
拠
は

『
献
帝
伝
』
に
見
え
る
一
〇
月
辛
亥
（
九
日
）
の
太
史
丞
許
芝
の
上
奏
に
あ
る
、
と
指
摘
す

る
。第

三
章
「
孫
権
の
即
位
と
そ
の
論
理
」
で
は
、
魏
の
文
帝
の
即
位
と
比
較
し
た
呉
の
孫
権
の

即
位
の
特
色
を
論
ず
る
。
孫
権
は
当
初
は
漢
室
の
匡
輔
を
政
権
の
理
念
と
し
た
が
、
劉
備
が
即

位
す
る
と
魏
に
臣
従
し
た
。
し
か
し
、
劉
備
の
死
後
に
蜀
と
同
盟
を
締
結
し
、
魏
と
の
関
係
を

解
消
し
て
北
伐
に
向
け
た
共
闘
体
制
を
形
成
し
た
。
明
帝
が
即
位
し
て
諸
葛
亮
が
北
伐
を
開
始

し
、
魏
が
江
南
に
意
を
注
ぐ
こ
と
が
困
難
に
な
る
と
孫
権
即
位
の
好
機
が
到
来
し
た
が
、
曹
丕

に
は
後
漢
の
献
帝
に
よ
る
皇
帝
任
命
の
冊
書
の
発
布
と
い
う
正
統
性
が
あ
り
、
劉
備
に
は
劉
氏

の
血
筋
と
い
う
正
統
性
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
自
身
の
即
位
の
妥
当
性
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
孫
権
の
告
天
文
に
は
、
魏
の
論
理
を
否
認
す
る
と
い
う
明
確
な
論
理
が
働
い
て
い

る
。
孫
権
は
曹
丕
か
ら
呉
王
に
封
建
さ
れ
て
い
た
が
、
曹
丕
の
即
位
を
否
認
す
る
こ
と
で
自
ら

帝
位
に
即
く
こ
と
と
の
整
合
性
を
図
っ
た
、
と
論
ず
る
。
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第
二
篇
で
は
、
魏
と
の
対
立
が
明
確
と
な
っ
た
呉
の
対
外
政
策
の
実
態
及
び
特
質
を
検
討
す

る
。第

一
章
「
孫
呉
政
権
と
東
ア
ジ
ア
地
域
」
で
は
、
皇
帝
に
な
っ
て
以
後
の
孫
権
の
公
孫
氏
や

高
句
麗
に
対
す
る
外
交
を
論
ず
る
。
遼
東
の
公
孫
氏
に
対
し
て
は
軍
馬
の
確
保
と
魏
へ
の
牽
制

を
目
指
し
て
使
者
や
人
員
を
派
遣
し
、
高
句
麗
に
は
公
孫
氏
の
牽
制
及
び
こ
れ
に
代
わ
る
馬
の

供
給
源
と
し
て
使
者
を
派
遣
し
た
が
、
魏
の
軍
事
力
に
よ
っ
て
そ
の
働
き
か
け
は
挫
折
し
た
。

ま
た
、
台
湾
に
比
定
さ
れ
る
夷
洲
や
種
子
島
に
比
定
さ
れ
る
亶
洲
に
対
し
て
も
、
魏
に
対
抗
す

る
上
で
建
国
直
後
に
軍
を
派
遣
し
た
が
、
や
は
り
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
そ
の
後
、
孫
権
は
東
ア

ジ
ア
を
中
心
と
す
る
国
際
秩
序
の
形
成
を
断
念
し
、
対
外
政
策
の
比
重
を
南
海
地
域
に
移
し
て

い
く
、
と
指
摘
す
る
。

第
二
章
「
孫
呉
政
権
の
荊
州
・
交
州
統
治
と
南
海
地
域
」
で
は
、
呉
の
南
海
地
域
に
向
け
た

対
外
政
策
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
魏
の
文
帝
は
孫
権
に
対
し
て
交
州
の
監
督
権
を
付
与
し
、
孫

呉
政
権
は
荊
州
と
交
州
と
を
支
配
す
る
体
制
を
樹
立
し
た
。孫
権
は
交
州
の
平
定
を
推
し
進
め
、
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南
海
や
益
州
南
部
を
通
し
て
域
外
の
産
物
の
獲
得
を
図
っ
た
。
交
州
刺
史
の
呂
岱
は
部
下
を
南

海
方
面
に
派
遣
し
た
が
、
そ
れ
は
中
国
南
方
の
主
権
者
で
あ
る
孫
権
が
皇
帝
と
な
っ
た
事
実
の

周
知
を
意
図
し
て
い
た
。
東
北
方
面
で
魏
が
優
勢
に
な
る
と
孫
権
は
珠
崖
・
�
耳
へ
派
兵
し
て

郡
を
設
置
し
、
南
海
ル
ー
ト
の
利
益
に
積
極
的
に
関
与
し
て
扶
南
と
の
関
係
強
化
を
目
指
し

た
。
し
か
し
、
孫
呉
の
南
海
交
易
利
権
へ
の
参
画
と
扶
南
へ
の
接
近
と
は
、
呉
の
領
域
に
隣
接

し
南
海
ル
ー
ト
に
近
接
す
る
林
邑
に
警
戒
さ
れ
、
三
世
紀
半
ば
以
降
の
林
邑
の
日
南
郡
侵
攻
を

招
い
た
。
孫
権
は
早
期
の
北
伐
は
困
難
で
あ
る
と
し
て
中
長
期
的
な
ス
パ
ン
に
よ
る
自
国
の
発

展
強
化
を
目
指
し
、
南
海
地
域
と
の
外
交
を
展
開
し
た
、
と
結
論
す
る
。

第
三
編
で
は
、
孫
権
の
治
世
の
後
半
か
ら
孫
晧
の
治
世
の
時
期
に
関
わ
る
問
題
に
目
を
向
け

る
。
第
一
章
「
孫
呉
政
権
と
国
史
『
呉
書
』
の
編
纂
」
で
は
、
曹
丕
が
建
国
し
て
黄
初
と
改
元

し
て
も
孫
呉
政
権
が
な
お
漢
の
建
安
の
年
号
を
用
い
て
い
た
こ
と
等
、
孫
権
の
死
後
か
ら
孫
亮

の
治
世
に
か
け
て
編
纂
さ
れ
た
『
呉
書
』
の
体
裁
は
漢
の
歴
史
や
伝
統
の
護
持
と
い
う
孫
権
の

理
念
を
反
映
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
頃
か
ら
孫
氏
の
宗
廟
が
整
備
さ
れ
は
じ
め
、
孫
権
以
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降
の
呉
の
国
家
体
制
の
確
立
、
宣
揚
を
意
識
し
た
動
き
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
国
史
を
通

じ
て
呉
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
正
統
性
を
明
示
す
る
動
き
も
出
て
き
た
、
と
指
摘
す
る
。

第
二
章
「
孫
晧
と
『
嘉
興
元
年
』
鏡
」
で
は
、
嘉
興
元
年
鏡
を
年
号
に
基
づ
い
て
西
涼
鏡
と

は
せ
ず
、
嘉
興
元
年
は
呉
の
嘉
禾
六
年
（
二
三
七
）
の
追
改
で
あ
る
と
す
る
王
仲
殊
氏
の
説
に

対
し
、
孫
晧
が
甘
露
元
年
（
二
六
五
）
に
武
昌
に
遷
都
し
、
そ
の
翌
年
の
宝
鼎
元
年
に
呉
興
郡

を
設
置
し
て
、
父
の
孫
和
に
対
す
る
祭
祀
を
強
化
す
る
中
で
製
造
さ
せ
た
鏡
で
あ
る
、
と
の
説

を
提
示
す
る
。
そ
の
背
景
に
は
孫
権
―
孫
和
（
即
位
は
せ
ず
）
―
孫
晧
と
い
う
継
承
関
係
が
正

統
で
あ
る
こ
と
を
表
明
す
る
孫
晧
の
思
惑
が
あ
っ
た
。
孫
晧
は
、
蜀
の
滅
亡
、
魏
晉
の
交
代
と

い
う
国
際
情
勢
の
変
動
に
あ
っ
て
、
呉
に
お
け
る
自
身
の
正
統
性
に
関
わ
る
父
の
位
置
付
け
に

執
心
す
る
一
方
、
曽
祖
父
の
孫
堅
以
来
重
視
し
て
き
た
漢
の
護
持
に
拘
泥
せ
ず
、
独
自
の
王
朝

と
し
て
孫
呉
政
権
の
立
場
を
主
張
し
よ
う
と
し
た
、
と
評
価
す
る
。

終
章
「
本
稿
の
総
括
と
今
後
の
展
望
」
で
は
、
本
稿
全
体
の
論
証
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に

要
約
す
る
。
漢
と
の
繋
が
り
の
乏
し
い
孫
権
は
、
曹
丕
の
即
位
の
論
理
の
批
判
を
通
じ
て
自
身
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の
即
位
の
論
理
を
捻
出
し
た
。
即
位
当
初
は
北
伐
に
よ
る
中
原
の
回
復
を
念
頭
に
、
東
ア
ジ
ア

地
域
に
向
け
た
働
き
か
け
を
推
進
し
た
。
そ
れ
が
困
難
に
な
る
と
対
外
政
策
を
南
海
地
域
に
集

中
し
、
漢
室
の
復
興
を
国
是
と
す
る
こ
と
は
無
く
な
っ
た
。
孫
呉
政
権
は
漢
を
相
対
化
し
得
る

ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
、
東
方
・
南
方
が
海
に
直
面
す
る
環
境
を
基
礎
に
展
開
し
た
政
治
権
力
で
あ
っ

た
、
と
結
ぶ
。論

文
審
査
の
結
果
の
要
旨

本
稿
は
、
孫
呉
政
権
の
歴
史
的
特
質
と
い
う
課
題
に
取
り
組
ん
だ
最
初
の
本
格
的
論
文
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
。『
三
国
志
』
の
呉
書
の
記
述
は
極
め
て
少
な
く
、
ま
た
、
裴
松
之
注
所
引

の
史
料
な
ど
の
関
連
史
料
も
豊
富
で
は
な
い
。
近
年
で
は
長
沙
の
走
馬
楼
呉
簡
が
出
土
し
た

が
、
こ
の
呉
簡
を
駆
使
し
て
呉
の
歴
史
が
描
け
る
だ
け
の
研
究
は
ま
だ
蓄
積
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
だ
け
に
、
本
稿
の
課
題
の
達
成
に
は
種
々
の
困
難
が
予
想
さ
れ
る
。
本
稿
が
そ
の
課
題
を
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完
全
に
克
服
し
た
と
ま
で
は
言
い
難
い
が
、
困
難
な
問
題
に
一
定
の
筋
を
通
そ
う
と
し
た
努
力

は
高
く
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、
本
稿
の
評
価
す
べ
き
点
及
び
問
題
点
に
つ
い
て
挙

げ
て
い
き
た
い
。

第
一
篇
は
孫
権
の
即
位
に
お
け
る
正
統
性
の
論
理
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
第
一
章

「
曹
操
と
殊
礼
」・
第
二
章
「
漢
魏
禅
譲
過
程
と
文
帝
の
即
位
」
は
こ
れ
ま
で
も
多
く
の
論
文

で
論
じ
ら
れ
た
問
題
を
取
り
上
げ
て
お
り
、
従
来
の
諸
論
文
と
の
論
述
の
重
複
は
否
め
な
い
。

し
か
し
、
菊
地
氏
の
意
図
や
主
眼
は
、
第
三
章
の
孫
権
の
即
位
の
論
理
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

に
曹
操
及
び
魏
の
文
帝
の
地
位
上
昇
の
過
程
と
論
理
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
り
、
第
一

章
・
第
二
章
の
置
か
れ
た
理
由
も
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
第
二
章
の
結
論
は
延
康
元

年
一
〇
月
乙
卯
の
冊
書
の
重
要
性
の
指
摘
に
止
ま
っ
て
お
り
、
多
く
の
論
文
に
言
及
し
な
が
ら

そ
れ
に
関
わ
る
論
争
の
決
着
を
つ
け
る
よ
う
に
試
み
て
は
い
な
い
。
第
一
章
及
び
第
二
章
の
論

証
は
第
三
章
に
関
連
す
る
部
分
に
限
定
し
、
両
方
で
一
章
分
の
長
さ
に
す
る
位
の
方
が
、
論
の

展
開
は
判
り
易
く
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
第
三
章
は
孫
権
の
建
国
の
論
理
を
探
っ
た
も
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の
で
、
禅
譲
や
正
統
な
血
筋
の
標
榜
と
い
う
有
力
な
論
理
を
持
た
な
い
点
に
、
正
統
な
国
家
と

し
て
の
呉
の
問
題
点
が
あ
る
と
い
う
着
眼
点
は
優
れ
て
い
る
。
問
題
提
起
と
し
て
の
意
義
は
充

分
具
え
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
二
篇
は
、
呉
の
建
国
と
外
交
と
の
関
係
を
追
及
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
章
「
孫
呉
政
権

と
東
ア
ジ
ア
地
域
」
は
、
こ
れ
ま
で
も
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
問
題
で
あ
る
。
そ
う
し
た
研

究
史
の
情
況
は
第
一
篇
第
一
章
の
場
合
と
似
て
お
り
、
菊
地
氏
の
論
証
に
特
に
斬
新
な
点
が
あ

る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
た
だ
し
、
夷
洲
や
亶
洲
に
関
す
る
論
述
は
、
最
近
で
は
余
り
見
ら
れ
な

い
観
点
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
章
「
孫
呉
政
権
の
荊
州
・

交
州
統
治
と
南
海
地
域
」
で
は
、
東
ア
ジ
ア
地
域
と
の
交
渉
に
捗
々
し
い
成
果
の
挙
げ
ら
れ
な

か
っ
た
孫
呉
の
、
南
海
地
域
と
の
交
渉
を
具
体
的
に
論
ず
る
。
唐
代
ま
で
の
中
国
と
南
海
地
域

と
の
交
渉
に
つ
い
て
は
、
関
連
す
る
文
献
が
乏
し
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
殊
に
政
治
的
交
渉
に
具

体
的
な
成
果
が
乏
し
か
っ
た
。
例
え
ば
林
邑
と
の
交
渉
に
つ
い
て
は
、
こ
の
時
代
に
つ
い
て
も

『
梁
書
』
な
ど
に
眼
を
通
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
菊
地
氏
は
『
水
経
注
』『
太
平
御
覧
』

─ ９ ─



そ
の
他
に
引
か
れ
た
零
細
な
史
料
も
丹
念
に
収
集
し
、
こ
の
難
し
い
テ
ー
マ
に
よ
く
筋
を
通
し

て
い
る
と
思
う
。
本
章
は
、
菊
地
氏
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
が
最
も
よ
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
好

論
と
し
て
評
価
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
三
編
で
は
、
従
来
の
研
究
が
と
も
す
れ
ば
孫
権
在
位
中
の
問
題
に
終
始
し
て
い
た
の
に
対

し
、
孫
呉
の
存
続
期
間
の
後
半
期
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
孫
権
の
治
世
の
後
半
か

ら
孫
晧
の
治
世
の
時
期
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
。
第
一
章
「
孫
呉
政
権
と
国
史
『
呉
書
』
の
編

纂
」
で
は
、
孫
晧
の
時
の
『
呉
書
』
編
纂
の
過
程
を
追
い
な
が
ら
、
孫
晧
に
は
皇
帝
と
は
な
ら

な
か
っ
た
父
の
孫
和
か
ら
自
分
に
至
る
権
威
継
承
の
正
統
性
の
課
題
を
解
決
す
る
と
と
も
に
、

漢
の
歴
史
や
伝
統
の
護
持
と
い
う
孫
権
の
理
念
か
ら
離
れ
て
、
孫
権
あ
る
い
は
孫
堅
以
来
の
呉

の
正
統
性
を
打
ち
立
て
よ
う
と
す
る
問
題
意
識
が
あ
っ
た
、
と
指
摘
す
る
。
ま
た
こ
の
こ
と
か

ら
、
従
来
暴
君
と
の
み
評
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
孫
晧
の
治
世
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
検
討
す

べ
き
こ
と
を
問
題
提
起
す
る
。
本
章
を
単
独
の
論
文
と
し
て
見
る
と
、
本
稿
の
他
の
論
文
と
の

関
係
は
や
や
把
握
し
に
く
い
が
、
以
上
の
よ
う
に
位
置
附
け
て
み
る
と
、
本
章
と
そ
の
他
の
論
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文
と
の
関
連
も
よ
く
理
解
で
き
る
。
本
章
は
単
独
の
論
文
と
し
て
は
や
や
短
い
が
、
そ
の
問
題

提
起
は
充
分
に
評
価
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
第
二
章
「
孫
晧
と
『
嘉
興
元
年
』
鏡
」

は
、
こ
れ
を
西
涼
の
嘉
興
元
年
（
四
一
七
）
の
鏡
で
は
な
く
呉
鏡
と
す
る
王
仲
殊
氏
の
見
解
に

示
唆
を
受
け
て
、『
呉
書
』
の
編
纂
と
同
様
に
父
の
顕
彰
を
図
っ
た
孫
晧
作
成
に
関
わ
る
鏡
で

あ
る
、
と
い
う
。
呉
の
年
号
と
し
て
嘉
興
元
年
は
存
在
し
な
い
の
で
、
こ
の
見
解
に
対
し
て
は

異
論
も
あ
り
得
よ
う
。
し
か
し
嘉
興
元
年
鏡
は
複
数
枚
出
土
し
て
お
り
、
呉
の
初
年
の
黄
龍
元

年
（
二
二
九
）
の
紀
年
を
持
つ
鏡
は
呉
後
半
期
の
政
権
が
孫
権
を
顕
彰
す
る
た
め
に
作
ら
せ
た

追
頌
鏡
で
あ
る
と
い
う
岡
村
秀
典
氏
の
見
解
も
あ
る
（
本
章
註
〈
１１
〉
参
照
）。
日
本
か
ら
は

年
号
の
存
在
し
な
い
魏
の
景
初
四
年
鏡
も
出
土
し
て
い
る
の
で
、
嘉
興
元
年
鏡
の
意
義
に
つ
い

て
も
、
菊
地
氏
の
提
言
を
受
け
て
今
後
さ
ら
に
検
討
を
重
ね
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

初
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
は
関
連
史
料
の
極
め
て
少
な
い
孫
呉
政
権
の
歴
史
的
特
質
の

解
明
に
挑
ん
だ
最
初
の
本
格
的
論
文
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
こ
と
に
前
半
に
は
従
来
の
論
文

と
の
重
複
も
目
立
ち
、
本
稿
の
筋
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
は
さ
ら
に
論
述
を
工
夫
す
べ
き
で
あ

─ １１ ─



っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
零
細
な
史
料
を
点
綴
し
て
こ
れ
だ
け
の
孫
呉
史
を
構
成
し
た

努
力
は
高
く
評
価
で
き
る
。
よ
っ
て
、
本
論
文
提
出
者
菊
地
大
は
、
博
士
（
歴
史
学
）
の
学
位

を
授
与
さ
れ
る
資
格
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

平
成
二
十
七
年
二
月
十
四
日

主
査

國
學
院
大
學
教
授

金

子

修

一

◯印

副
査

國
學
院
大
學
教
授

樋

口

秀

実

◯印

副
査

駒
澤
大
学
准
教
授

石

井

仁

◯印
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菊
地

大

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
（
歴
史

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

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
日

学
力
確
認
担
当
者

主
査

國
學
院
大
學
教
授

金

子

修

一

◯印

副
査

國
學
院
大
學
教
授

樋

口

秀

実

◯印

副
査

駒
澤
大
学
准
教
授

石

井

仁

◯印

─ １３ ─


