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糸
賀
茂
男
君
博
士
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

論
文
題
目
「
常
陸
中
世
武
士
団
の
史
的
考
察
」

論
文
の
構
成
と
概
要

糸
賀
茂
男
君
の
博
士
学
位
請
求
論
文
「
常
陸
中
世
武
士
団
の
史
的
考

察
」
は
、
中
世
前
期
の
常
陸
国
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
、
武
士
団
の
形
成

と
発
展
の
歴
史
を
実
証
的
に
究
明
し
た
も
の
で
、
そ
の
構
成
は
以
下
の
通

り
で
あ
る
。

序
章

第
一
部

成
立
期
の
常
陸
中
世
武
士
団

第
一
章

成
立
期
の
常
陸
平
氏

第
二
章

常
陸
平
氏
の
任
官
と
所
伝

第
三
章

常
陸
中
世
武
士
団
の
在
地
基
盤

第
四
章

常
陸
守
護
と
小
田
氏

第
二
部

常
陸
中
世
武
士
団
の
展
開

第
一
章

大
掾
氏
本
拠
と
し
て
の
常
陸
国
府

第
二
章

中
世
陸
奥
の
常
陸
平
氏

第
三
章

八
田
知
重
と
陸
奥
国
小
田
保

第
四
章

宍
戸
氏
支
配
の
展
開

第
三
部

常
陸
中
世
武
士
団
と
史
料

第
一
章

常
陸
平
氏
の
系
譜
を
め
ぐ
っ
て

第
二
章

常
陸
国
田
文
の
史
料
的
性
格

第
三
章
『
真
壁
文
書
』
と
真
壁
氏

第
四
章

中
世
棟
札
と
武
士
団

終
章

序
章
に
お
い
て
、
日
本
史
全
体
の
研
究
進
展
の
た
め
の
地
域
史
研
究
の

重
要
性
を
確
認
し
、
本
学
位
請
求
論
文
に
関
わ
る
研
究
史
を
確
認
し
た
う

え
で
、
第
一
部
で
は
本
論
文
が
主
に
取
り
上
げ
る
常
陸
平
氏
（
大
掾
氏
）

と
八
田
氏
（
小
田
氏
）
の
、
常
陸
の
武
士
団
と
し
て
の
成
立
過
程
を
論
ず

る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
常
陸
平
氏
の
平
安
中
後
期
に
お
け
る
動
向
を
追
跡

し
（
第
一
章
）、
任
官
に
よ
る
国
衙
公
権
と
の
関
わ
り
に
留
意
し
つ
つ
も

（
第
二
章
）、
む
し
ろ
こ
の
系
統
の
諸
氏
が
自
律
的
に
展
開
し
た
本
領
・
新

領
を
中
心
と
す
る
在
地
基
盤
を
重
視
し
、
こ
れ
を
鎌
倉
期
に
入
っ
て
守
護

と
し
て
入
部
し
た
八
田
（
小
田
）
氏
の
常
陸
に
お
け
る
基
盤
形
成
の
遅
れ

と
対
比
的
に
描
く
（
第
三
章
）。
鎌
倉
中
期
に
至
っ
て
よ
う
や
く
常
陸
国

内
に
本
領
を
得
て
小
田
氏
を
称
し
た
後
者
は
、
し
か
し
守
護
職
を
失
い
、

北
条
氏
の
常
陸
進
出
の
圧
力
に
耐
え
な
が
ら
、
辛
う
じ
て
鎌
倉
時
代
を
生

き
抜
く
こ
と
に
な
る
（
第
四
章
）。

第
二
部
で
は
、
常
陸
平
氏
と
八
田
氏
そ
れ
ぞ
れ
の
武
士
団
と
し
て
の
展

開
過
程
を
検
討
す
る
。
第
一
章
で
は
鎌
倉
期
に
お
け
る
常
陸
国
府
の
景
観

や
機
能
の
検
討
か
ら
、
常
陸
平
氏
が
鎌
倉
幕
府
の
下
に
あ
っ
て
も
こ
の
地

を
本
拠
と
し
て
掌
握
し
た
こ
と
を
支
配
拡
大
の
前
提
と
し
て
注
目
し
、
第

二
章
で
は
陸
奥
国
に
お
け
る
常
陸
平
氏
の
活
動
の
痕
跡
を
金
石
文
に
探
る
。

他
方
、
八
田
氏
に
つ
い
て
は
、
第
三
章
で
小
田
氏
の
名
字
の
地
を
陸
奥
国

彙

報

二
一
一
（
四
三
五
）



に
見
出
し
、
上
述
の
常
陸
に
お
け
る
在
地
化
の
遅
れ
を
説
明
し
、
第
四
章

で
は
一
族
で
常
陸
守
護
も
務
め
た
宍
戸
氏
の
成
立
か
ら
鎌
倉
末
ま
で
の
活

動
を
追
跡
し
、
そ
の
居
館
の
探
索
を
通
じ
て
、
西
国
に
遷
っ
た
岩
間
氏
を

含
め
た
族
的
展
開
を
跡
付
け
る
。

第
三
部
で
は
、
常
陸
の
中
世
武
士
団
に
関
わ
る
様
々
な
史
料
に
つ
い
て
、

具
体
的
作
業
を
通
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
取
り
扱
い
方
を
考
え
る
。
第
一
章
で

は
常
陸
平
氏
の
諸
系
図
間
の
異
同
や
一
次
史
料
の
官
職
表
記
と
の
比
較
を

通
じ
て
、
伝
統
的
な
研
究
が
盲
目
的
に
依
拠
し
て
き
た
系
図
史
料
の
危
う

さ
を
示
し
、
第
二
章
で
は
、
中
世
の
土
地
台
帳
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た

田
文
を
俎
上
に
乗
せ
、
常
陸
国
田
文
と
し
て
先
行
研
究
で
取
り
上
げ
ら
れ

て
き
た
二
種
の
史
料
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
諸
写
本
の
詳
細
な
検
討
か

ら
個
別
の
史
料
的
性
格
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
ら
を
す
べ
て
田
文
と
し
て

ひ
と
し
な
み
に
扱
う
こ
と
の
不
適
切
を
あ
ぶ
り
出
す
。
第
三
章
で
は
、
糸

賀
君
自
身
が
長
年
取
り
組
ん
で
き
た
常
陸
平
氏
一
族
の
真
壁
氏
に
つ
い
て
、

そ
の
本
家
に
伝
わ
っ
た
家
伝
史
料
で
は
明
ら
か
に
な
ら
な
か
っ
た
い
く
つ

か
の
新
事
実
に
注
目
し
て
、
庶
流
の
家
伝
文
書
な
ど
の
関
連
史
料
を
含
め

て
総
合
的
に
考
察
す
る
重
要
性
を
説
き
、
第
四
章
で
は
中
世
の
棟
札
が
在

地
領
主
の
支
配
実
態
に
関
わ
る
情
報
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
提
示
し
、
そ

の
重
要
性
を
評
価
す
る
。

終
章
で
は
、
中
央
と
の
結
び
つ
き
を
保
ち
つ
つ
、
地
方
に
お
い
て
私
領

を
形
成
し
て
台
頭
し
た
武
士
団
の
発
生
か
ら
説
き
起
こ
し
、
常
陸
国
南
部

の
常
陸
平
氏
と
北
部
の
佐
竹
氏
を
初
め
と
す
る
武
士
団
の
展
開
の
様
相
を

提
示
し
た
上
で
、
鎌
倉
幕
府
に
任
ぜ
ら
れ
た
守
護
と
し
て
の
八
田
氏
の
入

部
に
言
及
し
、
個
別
の
武
士
団
の
居
館
周
辺
の
景
観
を
描
写
し
て
、
全
体

の
ま
と
め
と
す
る
。

審
査
の
要
旨

糸
賀
茂
男
君
は
、
地
域
に
即
し
た
武
士
団
研
究
と
し
て
石
母
田
正
『
中

世
的
世
界
の
形
成
』
の
学
術
的
意
義
を
高
く
評
価
し
、
在
地
に
領
主
制
的

支
配
を
樹
立
し
た
武
士
が
中
世
社
会
を
主
導
し
た
と
す
る
研
究
視
角
を
継

承
す
る
、
と
自
ら
の
研
究
史
上
の
位
置
を
明
ら
か
に
す
る
。
考
察
対
象
と

し
て
は
常
陸
国
を
取
り
上
げ
、
常
陸
・
茨
城
県
に
お
け
る
地
域
史
研
究
・

編
纂
の
成
果
が
ど
の
よ
う
に
蓄
積
さ
れ
て
い
る
か
点
検
し
た
う
え
で
、
茨

城
県
史
編
纂
以
降
の
研
究
の
広
が
り
を
継
承
し
、
地
域
社
会
の
基
軸
た
る

武
士
団
の
歴
史
像
を
提
示
す
る
こ
と
を
自
ら
の
課
題
と
す
る
。
こ
の
よ
う

に
自
ら
の
研
究
の
枠
組
み
を
明
確
に
定
義
し
、
そ
の
枠
組
み
を
踏
み
外
す

こ
と
な
く
研
究
を
進
め
る
地
に
足
の
着
い
た
ス
タ
イ
ル
が
、
本
学
位
請
求

論
文
の
第
一
の
特
徴
で
あ
る
。

そ
し
て
糸
賀
君
は
、
常
陸
武
士
団
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
系

譜
関
係
を
伝
え
る
系
図
類
の
恣
意
的
利
用
を
批
判
し
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
テ

キ
ス
ト
を
検
討
す
る
。
そ
の
結
果
、
多
く
の
研
究
者
が
利
用
す
る
続
群
書

類
従
所
収
「
常
陸
大
掾
系
図
」
系
は
吉
田
系
馬
場
氏
の
系
統
に
よ
っ
て
潤

色
さ
れ
た
も
の
と
結
論
し
、「
大
掾
」
注
記
も
吟
味
の
必
要
性
を
指
摘
す

る
。
ま
た
常
陸
平
氏
の
成
立
期
に
は
将
門
の
乱
が
あ
る
た
め
、
将
門
が
特

別
視
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
の
を
批
判
し
て
、
常
陸
平
氏
全
体
を
、
本
宗
系

を
中
心
に
す
え
て
研
究
を
進
め
る
べ
き
こ
と
を
述
べ
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ

る
よ
う
な
厳
密
な
史
料
批
判
と
、
そ
れ
を
前
提
と
し
た
信
頼
性
の
高
い
実

証
が
、
本
論
文
の
第
二
の
特
徴
と
言
え
る
。

史

学

第
八
七
巻

第
三
号

二
一
二
（
四
三
六
）



一
般
に
「
〜
氏
研
究
」
と
い
う
通
常
の
個
別
武
士
団
研
究
は
、
や
や
も

す
れ
ば
家
別
文
書
の
分
析
に
偏
重
し
、
近
隣
社
会
か
ら
隔
離
し
た
世
界
を

扱
う
と
い
う
手
法
で
進
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
本
論
文
の
常
陸
平

氏
・
馬
場
氏
研
究
は
そ
れ
ら
と
明
確
に
一
線
を
画
す
る
も
の
で
あ
る
。
常

陸
平
氏
の
馬
場
氏
は
「
常
陸
の
中
世
を
一
貫
し
て
存
続
し
、
根
強
い
領
主

的
基
盤
を
維
持
し
た
」
常
陸
平
氏
流
武
士
団
の
吉
田
氏
系
に
属
し
、
馬
場

資
幹
の
時
に
常
陸
府
中
支
配
権
を
形
成
す
る
が
、
糸
賀
君
は
そ
の
過
程
を

常
陸
守
護
と
し
て
入
部
し
て
き
た
八
田
氏
と
の
政
治
対
立
の
な
か
で
考
察

す
る
。
す
な
わ
ち
、
常
陸
の
建
久
四
年
政
変
に
よ
っ
て
常
陸
平
氏
宗
家
の

多
気
義
幹
が
没
落
す
る
と
い
う
危
機
の
な
か
で
、
馬
場
資
幹
は
茨
城
郡
佐

谷
郷
を
基
盤
に
し
な
が
ら
常
陸
大
掾
職
に
就
き
、
建
暦
二
年
（
一
二
一

四
）
に
は
府
中
地
頭
の
権
限
を
獲
得
し
て
、
筑
波
郡
域
に
勢
力
を
広
げ
て

い
た
守
護
八
田
氏
の
常
陸
大
掾
職
競
望
を
阻
止
し
た
こ
と
を
、
彼
は
詳
し

く
論
述
し
て
い
る
。
個
別
在
地
領
主
の
成
立
も
、
無
人
の
荒
野
を
開
発
す

る
と
い
う
も
の
で
な
く
、
他
系
統
の
武
士
団
と
の
政
治
闘
争
を
伴
っ
て
い

る
こ
と
を
、
具
体
的
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
馬
場
氏
が
作
り
上
げ
た
地
位
は
、
常
陸
平
氏
の
な
か
で
府
中
氏
と

も
言
え
る
も
の
と
、
糸
賀
君
は
位
置
づ
け
る
。
さ
ら
に
馬
場
資
幹
系
と
在

庁
官
人
税
所
氏
（
百
済
氏
）
と
の
婚
姻
が
進
み
、
平
姓
税
所
氏
が
鎌
倉
後

期
に
は
出
現
し
、
百
済
氏
系
税
所
氏
の
も
と
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
国
務
関

係
文
書
が
平
姓
税
所
氏
に
継
承
さ
れ
、
今
日
の
税
所
文
書
と
な
る
と
い
う
。

そ
の
う
ち
の
弘
安
二
年
常
陸
国
作
田
惣
勘
文
案
は
国
務
文
書
の
典
型
で
あ

る
。
ま
た
総
社
宮
文
書
の
全
体
的
考
察
の
も
と
、
発
給
者
が
国
司
（
介
）

や
留
守
所
の
も
の
で
あ
り
、
内
容
的
に
は
総
社
宮
祭
礼
・
造
営
関
係
の
も

の
が
多
い
と
指
摘
す
る
。
ま
た
嘉
元
田
文
に
つ
い
て
は
、
諸
本
の
検
討
か

ら
、
嘉
元
四
年
に
注
進
さ
れ
た
「
常
州
田
文
」
の
案
文
の
一
通
が
税
所
氏

か
ら
真
壁
氏
に
送
付
さ
れ
た
も
の
と
考
え
を
提
示
す
る
。
こ
の
作
業
は
、

常
陸
国
務
文
書
が
、
百
済
氏
系
税
所
氏
か
ら
平
姓
税
所
氏
に
継
承
さ
れ
な

が
ら
蓄
積
を
続
け
、
平
姓
真
壁
氏
な
ど
に
案
文
が
提
供
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
解
明
し
て
い
て
、
研
究
史
を
前
進
さ
せ
た
。
ま
た
真
壁
氏
が
蓄
積
し
伝

え
て
い
る
「
真
壁
文
書
」
に
つ
い
て
は
、
諸
本
を
テ
キ
ス
ト
批
判
し
て
文

書
群
全
体
の
性
格
を
論
述
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
本
論
文
は
、
一
つ

一
つ
の
史
料
群
の
性
格
や
個
別
史
料
の
詳
細
な
分
析
か
ら
多
く
の
新
事
実

を
掘
り
起
こ
し
、
国
衙
と
の
関
係
を
キ
ー
と
し
て
常
陸
平
氏
の
全
体
像
を

見
事
に
描
き
出
し
た
。

ま
た
、
常
陸
大
掾
職
競
望
に
失
敗
し
た
八
田
氏
（
小
田
氏
）
研
究
で
は
、

分
立
し
た
宍
戸
氏
が
常
陸
守
護
家
と
し
て
確
立
し
た
時
期
を
明
確
化
し
た

だ
け
で
な
く
、
小
鶴
（
宍
戸
）
庄
現
地
の
小
字
調
査
等
に
よ
っ
て
守
護
所

を
現
地
比
定
し
、
そ
の
在
地
基
盤
を
推
定
し
て
い
る
。
国
府
へ
の
進
出
に

失
敗
し
た
武
士
団
が
、
国
府
近
在
の
筑
波
郡
に
所
領
を
形
成
し
つ
つ
も
拠

点
を
小
鶴
庄
に
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
事
情
を
、
現
地
を
詳
し
く
考
察
す
る

な
か
で
究
明
し
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
文
献
史
学
的
な
研
究
を
大
い
に

前
進
さ
せ
た
と
評
価
で
き
る
。

そ
の
一
方
で
問
題
点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

常
陸
平
氏
の
馬
場
氏
が
国
府
に
入
り
、
百
済
系
大
掾
氏
と
融
合
し
、
平

姓
大
掾
氏
を
生
み
だ
し
、
在
庁
を
指
揮
し
て
国
務
を
担
い
、
行
政
文
書
を

蓄
積
し
て
、
案
文
が
ひ
ろ
く
一
族
に
利
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
た

こ
と
は
卓
見
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
が
在
地
領
主
の
個
別
の
家
文
書
と
ど

彙

報
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の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
、
必
ず
し
も
十
分
な
点
検
が
及
ん
で
い
な
い
。

真
壁
文
書
と
国
務
と
の
関
係
な
ど
、
検
討
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
本
論
文
で
は
古
文
書
だ
け
で
な
く
、
系
図
類
・
石
造
物
・
棟
札

な
ど
多
彩
な
史
料
を
考
察
に
用
い
て
い
る
が
、
常
陸
大
掾
氏
と
関
係
の
深

い
東
城
寺
経
筒
を
取
り
上
げ
て
い
な
い
。
糸
賀
君
は
常
陸
武
士
団
の
研
究

を
武
士
団
相
互
の
間
に
限
定
し
て
進
め
る
手
法
を
採
っ
て
い
る
の
で
、
宗

教
界
と
武
士
団
と
の
関
係
は
考
察
外
に
置
か
れ
て
い
る
が
、
東
城
寺
を
含

め
た
在
地
の
宗
教
勢
力
が
国
府
周
辺
に
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
こ

れ
が
常
陸
平
氏
の
勢
力
拡
大
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
か
は
重
要
な

論
点
で
あ
ろ
う
。

糸
賀
君
は
、
武
士
団
が
在
地
に
築
く
拠
点
を
狭
い
本
領
だ
け
に
求
め
る

の
で
な
く
、
広
域
的
に
設
定
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
「
在
地
基
盤
」
と
い

う
概
念
を
提
出
し
て
お
り
、
今
後
の
武
士
団
研
究
に
大
き
な
役
割
を
果
た

し
得
る
重
要
な
視
座
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
一
方
で
本
領
内
の
館
・
堀

内
を
「
領
主
館
」
と
呼
ん
で
領
主
支
配
の
拠
点
と
す
る
。
こ
の
「
在
地
基

盤
」
と
「
領
主
館
」
と
は
ど
う
関
係
す
る
の
か
、
併
存
す
る
も
の
か
し
な

い
の
か
、
併
存
す
る
と
し
た
ら
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
な
の
か
、
説
明
が

必
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
領
主
館
」
は
経
済
史
的
視
角
か
ら
出
さ
れ

た
概
念
で
あ
る
が
、
在
地
領
主
の
武
力
が
地
域
社
会
の
な
か
で
ど
の
よ
う

な
意
味
を
持
っ
た
の
か
、
と
い
う
視
角
か
ら
の
具
体
的
考
察
が
す
す
め
ば

「
在
地
基
盤
」
と
の
関
係
に
問
題
が
及
ん
で
、
さ
ら
に
議
論
の
幅
が
広
が

っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
残
さ
れ
た
課
題
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
よ
う
な
望
蜀
の

念
を
抱
か
せ
る
の
も
、
糸
賀
君
が
様
々
な
史
料
を
意
欲
的
に
活
用
し
、
確

か
な
史
料
批
判
と
実
証
の
上
に
奥
行
き
の
あ
る
歴
史
像
を
描
い
て
見
せ
て

い
る
が
ゆ
え
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
相
応
し
い
も
の
と
判
断
す
る
。
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