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三

佐
藤
秀
成
君
博
士
学
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

論
文
題
目
「
鎌
倉
幕
府
文
書
行
政
論
」

論
文
の
構
成
と
概
要

　

佐
藤
秀
成
君
の
博
士
学
位
請
求
論
文
「
鎌
倉
幕
府
文
書
行
政
論
」
は
、

鎌
倉
幕
府
の
発
給
文
書
な
ら
び
に
そ
の
関
連
文
書
の
古
文
書
学
的
な
検
討

を
通
じ
て
、
鎌
倉
幕
府
の
行
政
機
関
と
し
て
の
諸
相
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　

関
東
発
給
文
書

　

第
一
章　

将
軍
家
下
文
に
関
す
る
一
考
察

　

第
二
章　

鎌
倉
幕
府
前
期
発
給
文
書
と
執
権
制

　

第
三
章　

下
知
状
に
よ
る
安
堵
・
充
行

　

第
四
章　

関
東
御
教
書
再
考

第
二
部　

地
方
機
関
関
連
文
書

　

第
一
章　

発
給
文
書
の
伝
達
経
路
に
見
る
六
波
羅
探
題

　

第
二
章　

発
給
文
書
に
見
る
鎮
西
探
題
の
諸
権
限

　

第
三
章　

防
長
守
護
考

　

第
四
章　

陸
奥
国
統
治

第
三
部　

御
恩
と
奉
公
の
一
側
面

　

第
一
章　

和
与
状
裏
封
と
譲
状
外
題
安
堵

　

第
二
章　

鎌
倉
時
代
軍
事
関
係
文
書

終
章

　

序
章
で
先
行
研
究
を
整
理
し
、
文
書
を
ベ
ー
ス
と
し
た
実
証
的
検
討
に

よ
っ
て
鎌
倉
幕
府
像
を
自
ず
と
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
を
目
指
す
本
論

文
の
基
本
方
針
を
示
し
た
う
え
で
、
第
一
部
で
は
関
東
、
す
な
わ
ち
鎌
倉

幕
府
本
体
の
発
給
文
書
を
検
討
す
る
。

　

第
一
章
で
は
幕
府
発
給
の
公
文
書
の
う
ち
、
永
続
的
効
力
を
有
す
る
文

書
の
一
つ
で
あ
る
下
文
を
網
羅
的
に
収
集
し
た
上
で
、
そ
の
宛
所
が
「
在

地
住
人
宛
所
型
」
か
ら
「
受
給
者
宛
所
型
」
を
経
て
「
宛
所
空
白
型
」
へ

と
変
化
す
る
と
さ
れ
て
い
た
の
を
否
定
し
て
、「
在
地
住
人
宛
所
型
」
と

「
受
給
者
宛
所
型
」
の
併
用
を
見
出
し
、
そ
の
背
景
を
具
体
的
に
解
き
明

か
し
た
。
第
二
章
で
は
、
下
文
と
同
様
に
「
下
」
か
ら
始
ま
り
、
下
知
状

と
同
様
に
「
下
知
如
件
」
と
書
き
止
め
る
文
書
様
式
を
、
そ
の
機
能
の
分

析
か
ら
下
知
状
と
確
定
し
、
そ
の
発
給
時
期
に
お
け
る
政
治
状
況
か
ら
、

執
権
が
将
軍
権
力
を
凌
駕
す
る
意
図
を
込
め
た
文
書
と
捉
え
る
。
第
三
章

で
は
、
安
堵
・
充
行
に
用
い
ら
れ
た
下
知
状
の
網
羅
的
収
集
に
基
づ
き
、

下
知
状
の
も
う
一
つ
の
用
途
で
あ
る
訴
訟
裁
許
と
安
堵
手
続
に
お
け
る
理

非
判
断
と
の
親
近
性
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
下
知
状
の
用
途
が
次
第
に
裁
許

状
だ
け
に
限
定
さ
れ
て
い
く
方
向
性
を
見
通
す
。
第
四
章
で
は
関
東
の
発

給
に
か
か
る
御
教
書
を
取
り
上
げ
、
そ
の
用
途
・
機
能
を
詳
細
に
検
討
し

た
結
果
、
時
限
的
効
力
を
持
つ
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
従
来
の

見
方
に
反
し
て
、
永
続
的
な
効
力
を
期
待
さ
れ
る
文
書
を
数
多
く
見
出
し
、

下
文
・
下
知
状
に
な
じ
ま
な
い
用
途
に
対
し
て
柔
軟
に
対
応
で
き
る
文
書
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様
式
と
し
て
関
東
御
教
書
が
活
用
さ
れ
た
こ
と
、
そ
の
背
景
に
鎌
倉
幕
府

権
力
の
伸
長
に
伴
う
幕
府
行
政
の
管
轄
範
囲
の
拡
大
が
あ
っ
た
こ
と
を
導

き
出
し
た
。

　

第
二
部
で
は
、
六
波
羅
探
題
を
初
め
と
す
る
地
方
機
関
の
発
給
文
書
等

に
基
づ
い
て
、
鎌
倉
幕
府
に
よ
る
地
方
統
治
の
諸
相
を
検
討
す
る
。
第
一

章
で
は
、
六
波
羅
探
題
の
発
給
文
書
の
伝
達
経
路
を
つ
ぶ
さ
に
確
認
し
た

結
果
、
鎌
倉
幕
府
の
西
国
統
括
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
た
六
波
羅
探
題
の
、

関
東
の
忠
実
な
中
間
統
括
機
関
と
し
て
の
性
格
を
見
出
し
た
。
第
二
章
で

は
鎮
西
探
題
関
連
文
書
を
検
討
し
、
新
た
に
い
く
つ
か
の
権
限
を
確
認
で

き
た
の
を
踏
ま
え
て
、
鎮
西
探
題
を
九
州
全
域
に
お
け
る
最
高
統
治
権
者

と
位
置
づ
け
る
一
方
で
、
六
波
羅
探
題
と
同
様
に
関
東
の
忠
実
な
中
間
統

括
機
関
の
一
面
を
強
調
す
る
。
第
三
章
は
「
長
門
探
題
」
と
俗
称
さ
れ
る

周
防
・
長
門
守
護
の
発
給
・
受
給
文
書
を
網
羅
的
に
収
集
し
、
こ
れ
が
当

該
国
の
単
な
る
守
護
職
で
あ
っ
て
、
探
題
と
呼
ぶ
に
は
相
応
し
く
な
い
と

位
置
づ
け
た
。
第
四
章
で
は
、
鎌
倉
幕
府
に
よ
る
奥
州
統
治
に
つ
い
て
関

連
史
料
か
ら
再
検
討
し
、
奥
州
総
奉
行
と
い
う
ポ
ス
ト
は
臨
時
的
な
も
の

に
終
わ
り
、
鎌
倉
幕
府
の
有
す
る
奥
州
羽
州
地
下
管
領
権
を
背
景
に
、
陸

奥
国
留
守
職
を
世
襲
す
る
伊
沢
氏
（
留
守
氏
）
が
現
地
の
統
治
に
あ
た
っ

た
実
態
を
跡
付
け
た
。

　

第
三
部
で
は
文
書
の
機
能
に
焦
点
を
当
て
、
発
給
主
体
や
文
書
様
式
に

こ
だ
わ
ら
ず
に
、
鎌
倉
幕
府
の
根
本
理
念
で
あ
る
御
恩
と
奉
公
の
関
係
を

文
書
上
に
た
ど
る
こ
と
を
試
み
る
。
第
一
章
で
は
、
訴
訟
当
事
者
間
の
和

議
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
和
与
状
に
幕
府
の
担
当
奉
行
人
が
署
判
を
加

え
る
裏
封
と
、
親
か
ら
子
な
ど
に
所
領
を
譲
る
際
に
作
成
す
る
譲
状
に
執

権
・
連
署
が
署
判
を
加
え
る
譲
与
安
堵
と
を
、
私
文
書
の
公
文
書
化
と
い

う
観
点
か
ら
結
び
つ
け
、
幕
府
の
文
書
行
政
に
お
け
る
処
理
件
数
の
増
加

に
対
応
し
た
措
置
と
評
価
し
、
第
一
部
第
四
章
で
注
目
し
た
御
教
書
の
用

途
拡
大
と
軌
を
一
に
し
た
動
き
と
位
置
づ
け
た
。
第
二
章
で
は
、
先
行
研

究
に
お
い
て
主
に
南
北
朝
の
動
乱
期
に
即
し
て
検
討
さ
れ
て
き
た
軍
事
関

係
文
書
を
、
鎌
倉
幕
府
体
制
下
に
お
け
る
軍
勢
催
促
か
ら
恩
賞
給
付
へ
と

向
か
う
一
連
の
手
続
き
に
沿
っ
て
網
羅
的
に
分
析
・
整
理
し
、
南
北
朝
期

へ
の
先
駆
性
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

終
章
で
は
、
第
一
〜
三
部
に
お
け
る
検
討
の
成
果
を
ま
と
め
直
し
た
上

で
、
発
給
文
書
か
ら
浮
か
び
上
が
る
鎌
倉
幕
府
の
制
度
や
行
政
の
ダ
イ
ナ

ミ
ズ
ム
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
次
代
の
室
町
幕
府
と
の
連
続
性
を
見
通
し
て

い
る
。

審
査
の
要
旨

　

佐
藤
秀
成
君
は
本
学
位
請
求
論
文
に
お
い
て
、
鎌
倉
幕
府
な
ら
び
に
六

波
羅
探
題
・
鎮
西
探
題
な
ど
の
関
係
諸
機
関
の
発
給
文
書
を
収
集
・
整

理
・
分
析
し
、
文
書
を
通
し
て
行
わ
れ
た
政
治
支
配
の
あ
り
方
か
ら
鎌
倉

幕
府
像
を
再
構
築
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
手
法
が
採
ら
れ
た

こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
論
文
の
基
礎
は
網
羅
的
な
史
料
収
集
に

置
か
れ
て
お
り
、
四
十
八
点
の
表
に
ま
と
め
ら
れ
た
そ
の
緻
密
な
作
業
は
、

そ
れ
自
体
が
評
価
に
値
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
作
業
の
結
果
と
し
て

新
た
な
論
点
や
課
題
解
決
の
糸
口
が
見
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ

る
。

　

例
え
ば
第
一
部
第
一
章
で
は
、
鎌
倉
幕
府
発
給
の
下
文
を
収
集
し
た
結
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果
、
宛
所
を
在
地
住
人
と
す
る
型
式
と
文
書
受
給
者
と
す
る
型
式
が
同
時

に
併
用
さ
れ
て
い
た
事
実
を
発
見
し
、
安
堵
対
象
の
所
領
が
単
数
か
複
数

か
に
よ
っ
て
使
い
分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し

て
こ
れ
が
、
四
代
将
軍
頼
経
が
幼
少
で
下
文
を
出
せ
な
い
時
期
に
そ
の
代

役
を
果
た
し
た
下
知
状
が
一
通
で
複
数
所
領
の
譲
与
安
堵
に
対
応
し
て
い

た
の
に
倣
っ
て
、
下
文
の
発
給
再
開
に
際
し
て
導
入
さ
れ
た
様
式
で
あ
り
、

執
権
政
治
の
進
出
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
下
知
状
の
影
響
力
の

大
き
さ
を
物
語
る
と
同
時
に
、
将
軍
の
成
人
に
伴
っ
て
下
文
を
復
活
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
執
権
の
力
の
限
界
を
象
徴
す
る

も
の
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

　

ま
た
第
一
部
第
二
章
で
は
、
論
者
に
よ
り
評
価
の
分
か
れ
て
い
る
中
間

様
式
（
下
文
と
下
知
状
双
方
の
様
式
を
具
備
）
の
文
書
を
網
羅
的
に
収

集
・
整
理
す
る
こ
と
で
、
下
知
状
の
範
疇
で
捉
え
る
べ
き
も
の
と
確
定
さ

せ
た
上
で
、
そ
の
発
給
が
執
権
に
と
っ
て
将
軍
権
力
の
掣
肘
・
凌
駕
が
課

題
と
な
っ
て
い
た
時
期
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
自
身
の
権
限
の
大
き

さ
を
発
給
文
書
上
に
表
現
す
る
意
図
で
、
将
軍
の
発
給
す
る
下
文
の
要
素

を
下
知
状
に
付
加
し
た
文
書
を
用
い
た
の
だ
と
捉
え
た
。

　

こ
こ
に
掲
げ
た
二
つ
の
例
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
発
給
文
書
の

様
式
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
や
変
遷
過
程
を
敏
感
に
捕
捉
し
、
こ
れ
を
鎌
倉
幕
府

の
政
治
レ
ベ
ル
の
歴
史
と
関
連
づ
け
て
背
景
や
意
義
を
解
き
明
か
す
の
が

佐
藤
君
の
本
領
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
「
鎌
倉
幕
府
の
行
政
実
務

に
お
け
る
文
書
の
あ
り
方
に
関
わ
る
議
論
」
に
過
ぎ
な
い
と
解
釈
さ
れ
る

よ
う
な
本
論
文
の
名
は
あ
ま
り
体
を
表
し
て
い
な
い
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ

る
。

　

特
に
第
一
部
第
四
章
で
は
、
も
と
も
と
私
的
書
状
に
起
源
を
も
つ
こ
と

か
ら
時
限
的
な
用
途
に
し
か
使
わ
れ
な
い
と
み
ら
れ
て
き
た
関
東
御
教
書

に
再
検
討
を
加
え
、
法
令
・
補
任
・
安
堵
な
ど
、
永
続
的
効
力
が
期
待
さ

れ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
使
用
例
を
数
多
く
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
、
旧

来
の
固
定
観
念
を
打
破
し
た
上
、
鎌
倉
幕
府
発
給
文
書
の
中
で
下
文
か
ら

下
知
状
へ
、
さ
ら
に
は
関
東
御
教
書
へ
と
、
三
者
併
用
は
さ
れ
な
が
ら
も

文
書
体
系
の
中
心
が
移
行
し
て
い
く
と
見
通
し
た
。
下
文
か
ら
下
知
状
へ

の
移
行
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
で
も
言
及
が
あ
る
が
、
さ
ら
に
関
東
御
教

書
へ
と
い
う
の
は
新
し
い
指
摘
で
、
本
論
文
に
は
先
駆
的
な
意
義
が
認
め

ら
れ
る
。
こ
れ
が
重
要
な
の
は
、
続
く
南
北
朝
期
前
半
に
お
い
て
足
利
尊

氏
・
直
義
兄
弟
が
下
文
や
下
知
状
を
盛
ん
に
用
い
た
後
に
そ
れ
ら
の
発
給

が
次
第
に
衰
え
、
将
軍
家
御
教
書
や
御
判
御
教
書
が
取
っ
て
代
わ
る
に
至

る
と
い
う
室
町
時
代
の
文
書
体
系
の
推
移
と
接
続
さ
せ
て
、
中
世
を
通
じ

て
の
武
家
文
書
の
移
り
変
わ
り
を
大
き
な
時
代
的
枠
組
み
で
捉
え
、
政
治

史
と
の
関
連
に
お
い
て
位
置
づ
け
直
す
出
発
点
と
な
り
得
る
大
き
な
波
及

効
果
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
佐
藤
君
の
研
究
の
ス
ケ
ー
ル
を
端
的
に
物
語

る
章
と
言
っ
て
よ
い
。

　

た
だ
し
、
そ
の
室
町
時
代
と
の
接
続
に
関
し
て
は
終
章
で
簡
単
に
見
通

し
を
述
べ
た
だ
け
で
、
佐
藤
君
自
身
が
本
格
的
に
手
を
つ
け
よ
う
と
し
て

い
な
い
点
は
、
い
さ
さ
か
物
足
り
な
く
感
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
本
論
文

に
お
い
て
行
っ
た
鎌
倉
幕
府
の
発
給
文
書
の
網
羅
的
収
集
と
分
析
と
同
水

準
の
作
業
を
、
室
町
幕
府
に
つ
い
て
実
施
す
る
こ
と
が
現
時
点
で
は
困
難

だ
と
彼
が
判
断
し
た
た
め
と
思
わ
れ
る
が
、
サ
ン
プ
ル
を
限
定
し
て
予
備

的
な
検
討
を
行
う
選
択
肢
は
な
か
っ
た
か
。
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関
係
文
書
の
網
羅
的
収
集
に
基
づ
く
実
証
的
な
分
析
を
旨
と
す
る
方
針

は
、
鎌
倉
幕
府
の
地
方
組
織
を
取
り
扱
う
第
二
部
に
お
い
て
、
六
波
羅
探

題
・
鎮
西
探
題
・
防
長
守
護
な
ど
の
発
給
文
書
・
受
給
文
書
の
分
析
か
ら

そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
に
迫
り
、
あ
わ
せ
て
奥
州
に
つ
い
て
幕
府
支
配
の
あ
り

方
を
史
料
に
即
し
て
丁
寧
に
検
証
し
て
お
き
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
統
合
し

た
全
体
像
を
十
分
に
描
き
切
る
に
至
ら
な
い
と
い
う
踏
み
込
み
の
甘
さ
を

招
い
て
い
る
。
こ
ち
ら
に
関
し
て
も
、
第
一
部
の
鎌
倉
幕
府
本
体
の
発
給

文
書
に
つ
い
て
望
ま
れ
る
の
と
同
様
、
次
代
の
室
町
幕
府
の
地
方
機
関
で

あ
る
鎌
倉
府
や
九
州
探
題
と
の
比
較
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
論
じ
て
欲
し

か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

最
後
の
第
三
部
に
つ
い
て
は
、
第
一
・
二
部
の
補
論
的
な
位
置
づ
け
な

の
で
、
第
三
部
を
通
じ
て
の
総
論
ま
で
期
待
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
が
、

例
え
ば
第
一
章
で
取
り
上
げ
た
外
題
安
堵
と
裏
封
は
、
共
に
鎌
倉
幕
府
の

外
な
い
し
成
立
以
前
か
ら
広
く
行
わ
れ
て
い
た
手
法
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

幕
府
内
で
議
論
を
完
結
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
よ
り
広
い
視
野
か
ら
論
じ
る

余
地
も
あ
っ
た
ろ
う
。
と
は
い
え
、
譲
状
の
外
題
安
堵
と
和
与
状
裏
封
と

の
間
に
影
響
関
係
を
読
み
取
っ
た
の
は
極
め
て
興
味
深
い
視
点
で
、
佐
藤

君
の
能
力
の
高
さ
と
セ
ン
ス
の
鋭
さ
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
は
強
調
し
て
お

き
た
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
直
接
の
分
析
の
対
象
を
鎌
倉
幕
府
と
そ
の
地
方
組
織

に
限
定
し
、
確
実
な
実
証
に
よ
っ
て
発
給
・
受
給
文
書
そ
の
も
の
に
幕
府

の
実
像
を
語
ら
せ
よ
う
と
し
た
彼
の
あ
ま
り
に
も
禁
欲
的
な
研
究
姿
勢
ゆ

え
に
、
な
お
残
さ
れ
た
課
題
は
少
な
く
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
手

堅
い
研
究
に
よ
っ
て
鎌
倉
幕
府
と
そ
の
発
給
文
書
の
研
究
史
に
重
要
な
成

果
を
付
け
加
え
た
本
論
文
の
学
術
的
価
値
は
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
り
、
審
査
員
一
同
は
本
論
文
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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