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大
薮
海
君
博
士
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

論
文
題
目

室
町
幕
府
と
非
守
護
地
域
権
力

論
文
の
構
成
と
概
要

大
薮
海
君
の
博
士
学
位
請
求
論
文
「
室
町
幕
府
と
非
守
護
地
域
権
力
」

は
、
室
町
幕
府
の
支
配
体
制
や
室
町
・
戦
国
期
の
守
護
職
の
意
義
に
つ
い

て
、
守
護
以
外
の
地
域
権
力
に
注
目
し
つ
つ
論
じ
た
も
の
で
、
そ
の
構
成

は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

序
章

研
究
史
お
よ
び
本
学
位
請
求
論
文
の
目
的
と
構
成

第
一
部

室
町
幕
府
の
支
配
体
制

第
一
章

室
町
時
代
の
「
知
行
主
」
―
「
伊
勢
国
司
」
北
畠
氏
を
例
と

し
て
―

第
二
章

北
朝
・
室
町
幕
府
と
飛
騨
国
司
姉
小
路
氏

第
二
部

非
守
護
地
域
権
力
と
し
て
の
興
福
寺

第
三
章

室
町
幕
府
と
興
福
寺

第
四
章

北
畠
氏
の
宇
陀
郡
支
配
と
興
福
寺
東
門
院

補
論
一

興
福
寺
東
門
院
の
相
承
―
文
明
四
年
北
畠
氏
子
弟
入
室
の
前

提
―

第
三
部

戦
国
期
室
町
幕
府
の
存
立
構
造

第
五
章

戦
国
期
に
お
け
る
武
家
官
位
と
守
護
職

補
論
二
『
朝
倉
家
記
』
収
載
「
英
林
書
付
」
の
記
主
に
つ
い
て

第
六
章

戦
国
期
室
町
幕
府
の
政
治
的
基
盤
と
し
て
の
北
畠
氏

終
章

本
学
位
請
求
論
文
の
成
果
と
課
題

序
章
で
は
、
室
町
幕
府
の
支
配
体
制
に
関
す
る
主
要
な
研
究
史
を
ま
と

め
た
上
で
、
幕
府
の
全
国
支
配
と
地
域
社
会
の
秩
序
と
の
結
節
点
と
し
て

守
護
の
役
割
を
重
視
す
る
室
町
幕
府
―
守
護
体
制
論
を
批
判
し
、
幕
府
か

ら
守
護
職
に
補
任
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
ら
の
支
配
領
域

内
で
守
護
と
同
等
の
権
利
を
行
使
し
て
い
た
非
守
護
地
域
権
力
に
注
目
す

る
。そ

し
て
第
一
部
で
は
、
室
町
幕
府
の
地
方
支
配
が
守
護
に
一
元
化
さ
れ

ず
、
非
守
護
地
域
権
力
を
も
支
配
秩
序
の
一
端
に
組
み
込
ん
で
い
た
こ
と

を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
ず
第
一
章
で
、
伊
勢
国
内
の
二
郡
を
知
行
し
た

「
伊
勢
国
司
」
北
畠
氏
を
取
り
上
げ
て
、
こ
れ
が
一
貫
し
て
守
護
か
ら
独

立
し
た
勢
力
と
し
て
行
動
し
て
お
り
、
幕
府
も
そ
れ
を
認
め
て
守
護
と
は

別
の
命
令
系
統
を
設
定
し
て
い
た
実
態
を
提
示
す
る
。
続
い
て
第
二
章
で

は
、「
飛
騨
国
司
」
と
称
さ
れ
た
姉
小
路
氏
の
存
在
形
態
を
分
析
し
、
そ

の
支
配
が
地
頭
職
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
幕
府
か
ら
も
他
の
国
人
勢
力

と
同
列
に
置
か
れ
て
い
た
事
実
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
じ
く
「
国

司
」
と
呼
ば
れ
な
が
ら
、
守
護
と
同
等
に
扱
わ
れ
て
い
た
北
畠
氏
の
高
い

位
置
づ
け
を
改
め
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
。

さ
ら
に
第
二
部
で
は
、
守
護
が
置
か
れ
ず
、
興
福
寺
が
そ
の
役
割
を
果

た
し
て
い
た
大
和
国
の
室
町
時
代
に
お
け
る
実
態
を
究
明
し
、
興
福
寺
を

非
守
護
地
域
権
力
の
枠
組
み
で
と
ら
え
直
す
。
第
三
章
で
は
、
主
と
し
て

足
利
義
持
・
義
教
期
に
お
け
る
室
町
幕
府
と
興
福
寺
と
の
関
係
を
検
討
し
、

彙
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従
来
言
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
興
福
寺
の
強
固
な
大
和
支
配
を
幕
府
が
突
き

崩
そ
う
と
し
て
介
入
を
繰
り
返
し
た
の
で
は
な
く
、
寺
内
に
お
い
て
も
大

和
国
内
に
対
し
て
も
統
制
力
を
失
い
つ
つ
あ
っ
た
興
福
寺
の
支
援
要
請
を

受
け
て
、
幕
府
が
消
極
的
に
こ
れ
を
支
え
る
と
い
う
構
図
で
あ
っ
た
こ
と

を
指
摘
す
る
。
他
国
の
守
護
と
は
や
や
異
な
り
、
幕
府
の
後
ろ
盾
に
よ
っ

て
辛
う
じ
て
大
和
国
の
支
配
者
と
し
て
の
体
面
を
保
っ
て
い
た
興
福
寺
は
、

南
部
の
宇
陀
郡
・
宇
智
郡
・
吉
野
郡
の
三
つ
の
郡
に
は
支
配
を
及
ぼ
す
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。
第
四
章
で
は
、
こ
の
三
郡
の
内
の
宇
陀
郡

に
つ
い
て
、
室
町
期
に
お
け
る
支
配
者
の
変
遷
を
検
討
し
た
上
で
、
伊
勢

の
北
畠
氏
が
同
郡
に
勢
力
浸
透
を
図
る
に
あ
た
っ
て
、
興
福
寺
の
大
乗
院

門
跡
に
接
近
し
、
そ
の
宇
陀
郡
領
の
代
官
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
足
が
か

り
を
得
て
、
さ
ら
に
子
弟
を
寺
内
の
東
門
院
に
送
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て

影
響
力
を
強
化
し
よ
う
と
し
た
過
程
を
跡
づ
け
る
。
な
お
補
論
一
で
は
、

こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
未
解
明
で
あ
っ
た
興
福
寺
東
門
院
の
歴
史
に
つ
い
て
、

そ
の
成
立
か
ら
説
き
起
こ
し
、
北
畠
氏
が
子
弟
の
入
室
先
に
東
門
院
を
選

ん
だ
背
景
に
踏
み
込
ん
で
い
る
。

第
三
部
で
は
、
戦
国
期
に
お
け
る
守
護
職
の
意
義
を
高
く
評
価
す
る
戦

国
期
守
護
論
に
再
検
討
を
加
え
、
室
町
期
の
室
町
幕
府
―
守
護
体
制
論
と

同
様
、
そ
の
論
が
成
立
し
難
い
こ
と
を
主
張
す
る
。
第
五
章
は
、
応
仁
の

乱
の
一
時
期
に
「
国
司
」
を
称
し
た
越
前
の
朝
倉
孝
景
と
永
禄
年
間
に
飛

騨
国
司
に
補
任
さ
れ
た
飛
騨
の
三
木
氏
の
事
例
に
即
し
て
、
戦
国
期
の
守

護
職
や
武
家
官
位
の
意
義
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
、
特
に
後
者
に
お
い

て
守
護
職
が
、
早
く
か
ら
有
名
無
実
と
な
っ
て
い
た
武
家
官
位
と
同
レ
ベ

ル
の
、
支
配
の
正
統
性
を
主
張
す
る
際
の
選
択
肢
の
一
つ
に
過
ぎ
な
く
な

っ
て
い
た
点
を
強
調
す
る
。
こ
れ
に
続
く
補
論
二
は
、
第
五
章
に
お
け
る

考
察
の
素
材
と
な
っ
た
『
朝
倉
家
記
』
に
収
載
さ
れ
て
い
る
「
英
林
（
朝

倉
孝
景
）
書
付
」
の
史
料
的
性
格
を
明
確
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
六
章

で
は
、
戦
国
期
の
北
畠
氏
が
室
町
幕
府
に
と
っ
て
の
政
治
的
重
要
性
を
高

め
た
結
果
、
中
央
の
政
治
情
勢
の
動
き
と
連
動
し
て
伊
勢
守
護
へ
の
補

任
・
解
任
を
繰
り
返
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
守
護
職
の

有
無
が
北
畠
氏
の
支
配
体
制
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
か
っ
た
事
実
を

指
摘
す
る
。

終
章
で
は
、
第
一
部
の
伊
勢
、
第
二
部
の
大
和
の
よ
う
な
地
理
的
に
幕

府
と
近
い
地
域
に
お
い
て
さ
え
、
北
畠
氏
や
興
福
寺
が
守
護
職
に
依
拠
し

な
い
支
配
を
行
っ
て
い
た
点
を
重
視
し
、
室
町
幕
府
が
守
護
職
補
任
と
い

う
形
式
に
こ
だ
わ
っ
て
お
ら
ず
、
非
守
護
地
域
権
力
を
も
包
摂
し
た
柔
軟

な
体
制
で
あ
っ
た
証
左
と
と
ら
え
、
守
護
な
ど
特
定
の
名
称
を
用
い
ず
に

こ
れ
を
端
的
に
「
室
町
幕
府
体
制
」
と
呼
称
す
る
こ
と
を
提
唱
す
る
。
そ

し
て
、
そ
の
「
室
町
幕
府
体
制
」
が
有
す
る
高
い
柔
軟
性
が
、
情
勢
に
応

じ
た
政
治
的
・
経
済
的
基
盤
の
転
換
を
可
能
に
し
、
室
町
幕
府
を
し
て
長

期
間
に
わ
た
っ
て
存
続
さ
せ
た
の
だ
と
結
論
付
け
た
。

審
査
の
要
旨

大
薮
君
は
、
室
町
幕
府
の
地
方
支
配
を
「
室
町
幕
府
―
守
護
体
制
論
」

の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
を
あ
ま
り
に
も
一
面
的
で
あ
る
と
批
判
し
、
守

護
と
な
ら
ん
で
「
非
守
護
勢
力
」
が
少
な
か
ら
ぬ
比
重
を
占
め
て
い
た
事

実
を
指
摘
し
た
上
で
、「
室
町
幕
府
体
制
」
と
い
う
概
念
で
室
町
幕
府
の

地
方
支
配
体
制
を
捉
え
る
べ
き
こ
と
を
提
起
す
る
。
こ
の
「
室
町
幕
府
体

史

学
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制
」
と
い
う
用
語
か
ら
同
君
の
主
張
す
る
内
容
が
直
接
ど
の
程
度
感
知
で

き
る
か
と
い
う
点
を
含
め
て
若
干
の
問
題
は
残
す
も
の
の
、
大
薮
君
の
展

開
す
る
議
論
そ
の
も
の
は
実
証
的
で
説
得
力
が
あ
り
、
秀
作
と
言
っ
て
よ

い
論
著
で
あ
る
。

大
薮
君
の
研
究
の
出
発
点
と
な
っ
た
の
が
、
北
畠
氏
と
興
福
寺
へ
の
着

目
で
あ
る
。
北
畠
氏
は
伊
勢
国
の
一
部
を
、
興
福
寺
は
大
和
国
の
ほ
と
ん

ど
を
支
配
し
て
い
た
が
、
先
行
研
究
は
守
護
を
地
方
支
配
の
担
い
手
と
み

る
立
場
か
ら
、
そ
れ
ら
を
特
殊
、
あ
る
い
は
例
外
的
な
事
例
と
し
て
き
た
。

こ
の
よ
う
に
特
殊
或
い
は
例
外
な
ど
と
決
め
つ
け
た
瞬
間
に
、
ひ
と
は
一

種
の
思
考
停
止
状
態
に
陥
り
、
そ
の
事
例
を
全
体
の
中
に
位
置
づ
け
た
り
、

他
と
比
較
し
た
り
す
る
こ
と
が
疎
か
に
な
っ
て
し
ま
う
。
大
薮
君
は
、
北

畠
氏
や
興
福
寺
の
あ
り
方
を
必
ず
し
も
特
殊
・
例
外
的
な
も
の
で
は
な
い

と
捉
え
直
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
室
町
幕
府
の
地
方
支
配
の
あ
り
方
を
総

合
的
に
解
明
す
る
た
め
の
新
た
な
道
を
切
り
開
い
た
と
評
価
で
き
よ
う
。

し
か
も
同
君
の
場
合
、
北
畠
氏
・
興
福
寺
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
研
究
に
止
ま

ら
ず
、
一
見
、
性
格
が
ま
っ
た
く
異
な
る
北
畠
氏
と
興
福
寺
の
間
に
「
非

守
護
地
域
勢
力
」
と
い
う
共
通
点
を
見
出
し
、
室
町
幕
府
の
地
方
支
配
の

あ
り
方
全
般
を
論
ず
る
た
め
の
土
台
と
し
て
お
り
、
着
眼
の
鋭
さ
と
問
題

意
識
の
広
が
り
は
際
立
っ
た
も
の
と
言
え
る
。

も
と
も
と
大
薮
君
は
北
畠
氏
を
対
象
に
研
究
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
、
興
福

寺
に
対
象
を
移
し
て
か
ら
東
門
院
に
着
目
し
て
、
興
福
寺
と
北
畠
氏
の
関

係
の
究
明
に
取
り
組
み
、
転
じ
て
朝
倉
氏
の
「
国
司
」
に
注
目
し
た
。
す

な
わ
ち
、
幕
府
を
中
心
に
し
て
、
貴
族
、
寺
院
、
大
名
（
武
士
）
が
主
人

公
と
し
て
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
中
世
社
会
を
構
成
し
た
重
要
な
役

者
（
要
素
）
が
揃
っ
て
出
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
本
論
文
は
、

幕
府
、
寺
院
や
神
社
、
貴
族
、
大
名
あ
る
い
は
武
士
な
ど
と
い
っ
た
個
別

の
対
象
に
関
心
が
限
定
さ
れ
た
研
究
で
は
な
く
、
多
様
な
対
象
を
扱
い
な

が
ら
総
体
的
な
議
論
を
展
開
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
多
様
な

対
象
を
扱
う
た
め
に
は
、
異
な
る
類
型
の
史
料
と
格
闘
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
り
、
決
し
て
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
が
、
大
薮
君
が
そ
の
よ
う
な
障

害
を
苦
も
な
く
克
服
し
て
い
る
点
は
特
筆
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
先
行
研
究

へ
の
目
配
り
も
行
き
届
い
て
お
り
、
北
畠
氏
や
朝
倉
氏
に
関
す
る
も
の
は

も
ち
ろ
ん
、
室
町
幕
府
や
守
護
に
関
す
る
分
厚
い
研
究
史
も
的
確
に
把
握

し
た
上
、
興
福
寺
関
係
の
膨
大
な
研
究
史
ま
で
き
ち
ん
と
押
さ
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
研
究
の
間
口
が
広
い
だ
け
に
、
将
来
さ
ら
に
ス
ケ
ー
ル
の
大

き
な
歴
史
像
を
描
き
出
し
て
く
れ
る
可
能
性
が
感
じ
と
れ
る
。

そ
し
て
、
大
薮
君
の
優
れ
た
研
究
を
支
え
て
い
る
の
が
、
史
料
の
博
捜

と
正
確
な
読
解
で
あ
る
。
例
え
ば
興
福
寺
関
係
で
は
、
奈
良
文
化
財
研
究

所
へ
赴
か
な
い
と
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
興
福
寺
現
蔵
史
料
や
、
天
理
図

書
館
保
井
文
庫
所
蔵
の
写
本
（
異
本
）
な
ど
ま
で
広
範
か
つ
丹
念
に
参
照

し
て
い
る
。
従
来
ま
っ
た
く
解
明
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
東
門
院
の
歴
史
が

復
元
で
き
た
の
も
、
そ
の
賜
物
と
言
え
よ
う
。
北
畠
氏
関
係
の
史
料
も
労

を
厭
わ
ず
現
地
に
足
を
運
ん
で
調
査
し
て
お
り
、
史
料
探
索
に
貪
欲
な
姿

勢
は
高
く
評
価
し
た
い
。
ま
た
、
良
質
な
刊
本
と
し
て
知
ら
れ
る
『
大
乗

院
寺
社
雑
事
記
』
の
記
事
に
つ
い
て
も
、
原
本
の
写
真
に
よ
っ
て
翻
刻
の

誤
り
の
有
無
を
確
認
す
る
な
ど
、
史
料
の
取
扱
い
に
は
真
摯
か
つ
慎
重
で

あ
る
。

史
料
解
釈
の
能
力
も
高
く
、『
満
済
准
后
日
記
』
の
よ
う
に
難
解
な
記

彙

報
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）



録
類
も
確
実
に
読
み
こ
な
し
て
い
る
。
先
行
研
究
が
示
し
た
理
解
を
退
け

て
新
た
な
解
釈
を
提
示
し
た
箇
所
な
ど
、
議
論
の
核
心
を
支
え
る
史
料
解

釈
が
い
く
つ
か
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
適
切
で
あ
る
。
ま
た
、
論
述
も
平
易

で
あ
り
な
が
ら
正
確
か
つ
明
快
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
大
変
読
み
や
す
い

文
章
に
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
若
干
の
問
題
点
を
含
ん
で
は
い
る
が
、
本
論
文
は
室

町
幕
府
の
支
配
構
造
に
関
す
る
研
究
と
し
て
極
め
て
学
術
的
価
値
の
高
い

も
の
で
あ
り
、
審
査
員
一
同
は
、
本
研
究
が
博
士
（
史
学
）
の
学
位
を
授

与
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
判
断
す
る
。
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