
簗
瀬
大
輔

博
士
学
位
申
請
論
文
（
課
程
博
士
）

『
中
世
東
国
の
地
域
と
環
境
』
審
査
要
旨

論
文
の
内
容
の
要
旨

本
論
文
は
、
中
世
後
期
の
東
国
に
お
け
る
地
域
の
成
り
立
ち
を
、
地
域
認
識
、
政
治
的
重
層

性
、
近
世
社
会
と
の
連
続
性
と
い
う
三
つ
の
観
点
か
ら
解
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
い
ず
れ
の
章
も
自
然
環
境
を
媒
介
に
し
て
そ
の
視
点
か
ら
社
会
・
政
治
を
見
る
と
い
う

方
法
に
徹
し
て
い
る
。

第
一
部
は
「
利
根
川
を
め
ぐ
る
関
東
の
地
域
構
造
」
と
題
し
て
、「
中
世
上
野
の
地
域
構
造

と
利
根
川
」、「
戦
国
大
名
の
国
境
政
策
と
利
根
川
」、「
中
世
関
東
の
地
域
認
識
と
利
根
川
」
の

三
章
に
分
け
、
利
根
川
の
隔
絶
性
に
起
因
す
る
関
東
の
東
西
区
分
を
問
題
に
し
て
い
る
。

こ
れ
は
十
六
世
紀
の
大
名
層
が
共
有
す
る
「
河
東
」「
河
西
」
な
ど
の
空
間
認
識
か
ら
発
想
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さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、こ
の
認
識
は
十
五
世
紀
ま
で
に
利
根
川
上
流
域
に
成
立
す
る
「
東
上
野
」

「
西
上
野
」
と
い
う
地
域
認
識
と
密
接
に
対
応
し
て
い
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
応
永
三
十
四
年

（
一
四
二
七
）
の
洪
水
を
ピ
ー
ク
に
想
定
さ
れ
る
利
根
川
西
遷
と
い
う
自
然
的
条
件
の
変
化
と
、

十
五
世
紀
後
半
の
内
乱
期
に
関
東
の
二
つ
の
政
治
的
求
心
力
（
鎌
倉
公
方
と
関
東
管
領
）
が
関

東
南
部
（
鎌
倉
）
か
ら
北
部
（
古
河
と
五
十
子
）
に
移
っ
た
と
い
う
歴
史
的
条
件
の
変
化
が
、

東
西
観
念
定
着
の
画
期
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
。

第
二
部
は
「
横
瀬
・
長
尾
領
国
と
両
毛
国
境
河
川
地
域
」
と
題
し
て
、「
新
田
荘
の
国
境
河

川
地
域
」、「
新
田
領
の
形
成
と
渡
良
瀬
川
」、「
渡
良
瀬
川
の
洪
水
と
水
運
」
の
三
章
と
、
さ
ら

に
補
論
と
し
て
「
中
世
仏
教
の
地
域
的
展
開
と
利
根
川
」
を
配
置
し
て
、
東
西
関
東
の
境
界
地

域
に
領
域
支
配
を
展
開
し
た
新
田
岩
松
氏
・
横
瀬
氏
・
長
尾
氏
の
特
殊
性
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
十
五
世
紀
の
上
野
国
新
田
荘
に
領
域
支
配
を
展
開
し
た
岩
松
氏
の
権
力
が
、
上

野
と
武
蔵
の
国
境
地
域
を
拠
点
に
活
動
す
る
一
揆
的
な
領
主
層
（
猪
俣
党
）
に
支
え
ら
れ
て
い

た
こ
と
、
中
で
も
利
根
川
（
上
武
国
境
）
と
渡
良
瀬
川
（
両
毛
国
境
）
の
各
渡
河
点
を
押
さ
え
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た
横
瀬
氏
が
次
第
に
自
立
し
て
い
く
こ
と
、
そ
し
て
横
瀬
氏
が
足
利
長
尾
氏
と
協
調
し
て
渡
良

瀬
川
の
流
域
機
能
を
独
自
に
掌
握
し
、
遂
に
主
家
岩
松
氏
を
お
さ
え
て
両
毛
国
境
河
川
地
域
に

固
有
の
領
域
支
配
を
展
開
し
た
こ
と
等
を
明
ら
か
に
し
、
下
剋
上
的
な
政
治
的
運
動
を
自
然
的

条
件
と
の
関
係
性
の
中
で
と
ら
え
直
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
戦
国
末
期
の
人
び
と
が
こ
の
地
域

を
「
東
北
」
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
、
岩
松
・
横
瀬
・
長
尾
氏
が
上
武
・
両
毛
国
境

地
域
で
展
開
し
た
領
域
支
配
の
成
立
が
、
伝
統
的
な
「
東
西
」
に
「
北
（
北
関
東
）」
を
意
識

さ
せ
る
こ
と
に
な
る
画
期
で
あ
っ
た
と
総
括
す
る
。

ま
た
第
二
部
と
第
三
部
の
間
に
収
め
ら
れ
た
補
論
「
中
世
仏
教
の
地
域
的
展
開
と
利
根
川
」

は
、
親
鸞
が
廻
心
し
た
場
と
し
て
重
要
な
上
野
国
佐
貫
荘
の
地
の
、
鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
の
宗

教
事
情
を
解
明
し
た
論
文
で
あ
る
。
従
来
、
あ
ま
り
か
え
り
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
地
で

あ
る
が
、
こ
の
地
が
関
東
を
東
西
、
そ
し
て
南
北
で
分
け
た
と
き
に
そ
の
つ
な
ぎ
の
地
域
と
な

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

第
三
部
は
「
林
産
資
源
の
利
用
と
地
域
社
会
の
形
成
」
と
題
し
て
、「
中
世
村
落
に
お
け
る
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平
地
林
の
機
能
と
景
観
」、「
戦
国
期
桐
生
領
の
林
産
資
源
と
生
業
」、「
中
世
の
屋
敷
林
と
境
内

林
」
の
三
章
に
分
け
、
林
産
資
源
の
管
理
と
利
用
を
め
ぐ
る
家
や
公
権
と
の
か
か
わ
り
か
ら
地

域
に
お
け
る
「
公
共
」
の
展
開
を
問
題
に
し
て
い
る
。

具
体
的
に
は
平
地
の
新
田
領
と
、
山
地
が
卓
越
す
る
桐
生
領
の
林
産
資
源
の
産
出
方
法
の
相

違
、
調
達
方
法
の
特
色
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
来
的
に
は
生
産
領
域
と
し
て

位
置
付
け
る
必
要
の
な
い
屋
敷
・
境
内
が
、
実
際
に
は
林
産
資
源
の
供
給
地
と
し
て
中
世
を
通

じ
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
も
明
ら
か
に
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
中
近
世
移
行
期
の
地
域
社
会

に
お
け
る
家
の
成
り
立
ち
を
展
望
し
て
い
る
。

本
論
文
の
特
徴
は
、
二
つ
の
視
角
と
方
法
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
一
つ

は
領
域
支
配
に
よ
っ
て
生
じ
る
地
域
の
成
り
立
ち
を
大
名
の
地
域
と
地
域
領
主
（
国
人
）
の
地

域
に
分
け
、
双
方
の
関
係
性
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
点
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、

利
根
川
を
障
壁
と
し
て
強
く
認
識
し
た
の
は
む
し
ろ
大
名
層
で
あ
っ
た
が
、
大
河
川
の
融
通
性

に
依
拠
し
た
国
人
層
に
よ
る
固
有
の
領
域
、
つ
ま
り
国
境
河
川
地
域
の
支
配
に
焦
点
を
あ
て
る
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こ
と
で
大
名
層
の
地
域
観
を
相
対
化
し
よ
う
と
し
た
。

も
う
一
つ
は
、
資
源
利
用
を
契
機
と
し
て
生
じ
る
地
域
の
成
り
立
ち
を
私
的
領
域
に
対
す
る

公
権
力
の
介
入
と
い
う
観
点
か
ら
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
点
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
資
源
の

生
産
・
管
理
機
能
を
私
的
な
も
の
と
し
、
調
達
・
利
用
す
る
側
面
を
公
的
な
も
の
と
し
、
双
方

を
連
携
す
る
シ
ス
テ
ム
、
す
な
わ
ち
資
源
の
再
分
配
機
能
と
し
て
「
公
共
」
が
成
立
し
て
い
く

こ
と
に
注
目
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
時
代
の
地
域
統
合
が
、
自
然
条
件
に
対
応
し
た
既
存
の
地

域
を
「
公
共
」
の
論
理
で
取
り
込
み
な
が
ら
は
じ
め
て
達
成
で
き
た
も
の
と
し
て
、
や
は
り
大

名
権
力
や
公
権
を
相
対
化
し
て
い
る
。

以
上
、
本
論
文
は
、
中
世
の
東
国
を
中
心
に
、
自
然
的
条
件
と
し
て
の
河
川
と
樹
林
に
着
目

し
、
自
然
条
件
へ
の
人
間
社
会
の
対
応
と
い
う
論
理
の
な
か
で
中
世
の
地
域
形
成
を
見
直
そ
う

と
し
た
も
の
で
あ
る
。
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論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

本
論
文
提
出
者
の
簗
瀬
大
輔
は
、
國
學
院
大
學
卒
業
後
、
群
馬
県
立
高
等
学
校
教
諭
、
群
馬

県
立
歴
史
博
物
館
学
芸
員
等
を
勤
め
る
中
で
、
群
馬
県
内
を
中
心
と
し
て
広
く
東
日
本
の
社
会

・
生
活
・
文
化
の
歴
史
を
調
査
研
究
し
、
そ
の
成
果
を
教
育
に
生
か
し
、
ま
た
文
化
財
の
保
護

に
あ
た
っ
て
き
て
お
り
、
そ
の
キ
ャ
リ
ア
は
す
で
に
二
五
年
を
超
え
て
い
る
。
本
論
文
は
、
そ

う
し
た
調
査
・
研
究
の
中
で
得
た
知
見
と
博
捜
し
た
史
料
を
も
と
に
、
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
論
文
は
、
文
献
史
料
だ
け
で
な
く
、
歴
史
地
理
学
、
民
俗
学
の

成
果
を
も
取
り
入
れ
て
、
中
世
後
期
東
国
の
地
域
構
造
に
つ
い
て
の
総
合
的
な
把
握
を
め
ざ
し

た
野
心
的
な
研
究
成
果
と
な
っ
た
。

本
論
文
は
、
領
主
論
、
政
治
史
、
軍
事
史
の
み
な
ら
ず
、
環
境
史
、
林
業
・
林
産
資
源
に
か

か
わ
る
先
行
研
究
と
史
資
料
を
網
羅
的
に
収
集
し
、
読
み
込
み
、
ま
た
現
地
を
踏
査
す
る
な
ど

の
作
業
に
よ
り
、
利
根
川
と
い
う
関
東
の
最
大
河
川
が
も
た
ら
し
た
上
野
・
関
東
の
東
西
の
地
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域
区
分
・
地
域
認
識
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
上
野
に
お
け
る
利
根

川
流
路
の
西
遷
の
年
代
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
と
陸
上
交
通
の
変
化
、
つ
ま
り
上
野
大
道
の
活

性
化
を
関
連
付
け
て
と
ら
え
た
点
は
興
味
深
い
。
そ
し
て
叙
上
の
よ
う
な
地
域
区
分
が
十
五
世

紀
半
ば
に
始
ま
る
内
乱
を
機
に
明
確
に
認
知
さ
れ
て
い
く
と
主
張
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
主
張
を
証
明
す
る
た
め
に
、
第
一
部
・
第
二
部
で
は
、
利
根
川
の
流
路
西
遷
後

の
旧
流
路
低
地
帯
の
地
域
の
領
主
を
「
境
目
の
領
主
」
と
規
定
し
、
そ
の
動
向
を
明
ら
か
に
し
、

ま
た
関
東
平
野
内
部
の
大
河
の
境
界
性
に
注
目
し
、「
越
河
」
が
利
根
川
を
越
え
る
こ
と
を
意

味
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
説
得
力
が
あ
る
。
そ
し
て
、
利
根
川
、
渡
良
瀬
川
の
渡

河
点
を
明
確
に
し
、「
渡
河
域
」
と
い
う
語
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
国
境
河
川
地
域
の
領
主

層
の
活
動
や
経
済
基
盤
を
明
ら
か
に
し
た
点
は
、
評
価
で
き
る
。

と
り
わ
け
、
渡
良
瀬
川
に
注
目
し
て
、「
山
田
郡
南
部
地
域
」「
両
毛
国
境
河
川
地
域
」
を
具

体
的
に
分
析
し
た
成
果
は
重
要
で
、
そ
れ
ら
と
横
瀬
氏
、
長
尾
氏
の
領
国
形
成
を
関
連
さ
せ
た

分
析
も
評
価
で
き
る
と
い
え
よ
う
。
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ま
た
第
二
部
の
補
論
で
あ
る
「
中
世
仏
教
の
地
域
的
展
開
と
利
根
川
」
は
、
親
鸞
が
廻
心
し

た
場
と
さ
れ
て
仏
教
史
上
重
要
な
上
野
国
佐
貫
荘
の
地
の
、
鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
の
宗
教
事
情

を
解
明
し
た
論
文
で
あ
る
。
従
来
、
あ
ま
り
具
体
的
に
述
べ
た
論
文
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
が
、

こ
の
地
が
関
東
を
東
西
、
そ
し
て
南
北
で
分
け
た
と
き
に
そ
の
つ
な
ぎ
の
地
域
と
な
る
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で
、
当
時
の
親
鸞
を
支
え
た
東
国
の
信
者
た
ち
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て

も
、
新
た
な
解
明
が
進
む
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
第
三
部
で
は
、
上
野
に
お
け
る
平
地
林
、
山
林
資
源
の
育
成
・
利
用
の
実
態
を
史
料

か
ら
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
こ
に
資
源
性
と
象
徴
性
と
い
う
視
点
か
ら
の
分

析
を
加
え
た
こ
と
、
戦
国
期
地
域
社
会
論
に
結
び
付
け
よ
う
と
し
た
こ
と
は
意
欲
的
で
、
今
後

の
展
開
が
期
待
さ
れ
る
と
い
え
る
。

た
だ
、
本
論
文
に
も
残
さ
れ
た
課
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

中
世
の
関
東
を
東
西
に
区
分
す
る
こ
と
は
、
本
論
文
の
も
っ
と
も
大
き
な
問
題
提
起
の
一
つ

で
、
重
要
な
論
点
だ
が
、
東
西
の
地
域
区
分
に
関
す
る
過
去
の
研
究
の
問
い
直
し
が
十
分
で
な
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い
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
、「
古
河
公
方
領
国
」
と
い
っ
た
他
人
の
使
っ
た
用
語
を
あ
ま
り
厳

密
な
検
討
を
加
え
な
い
ま
ま
安
易
に
借
用
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
結
果
、
地
域
内
部
の
分
析
、

地
域
の
側
か
ら
の
具
体
的
な
分
析
が
も
っ
と
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
、
指
摘
し
て
お
く

べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
今
後
に
実
証
の
課
題
が
残
さ
れ
た
と
い
え
る
。

ま
た
、
第
三
部
を
中
心
と
し
た
山
林
資
源
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
ま
だ
史
料
の
収
集
も
十
分
と

は
い
え
ず
、
今
後
の
検
討
に
ゆ
だ
ね
る
べ
き
点
も
多
く
、
ま
た
そ
れ
ま
で
の
第
一
部
、
第
二
部

と
は
史
料
の
性
格
も
大
き
く
変
わ
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
、
議
論
を
連
続
さ
せ
る

た
め
の
配
慮
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
河
川
を
挟
ん
だ
両
岸
地
域
の
あ
り
か
た
を
描
い
て
い
く
た
め
に
は
、
矢
場
な
ど
の

こ
れ
ま
で
あ
ま
り
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
渡
河
点
、
渡
し
場
の
具
体
的
な
姿
や
、
渡
し
場
と
つ

な
が
る
陸
上
交
通
路
の
性
格
付
け
な
ど
も
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の

た
め
に
は
、
歴
史
考
古
学
の
成
果
の
有
無
な
ど
に
も
、
も
っ
と
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
と
い

え
よ
う
。

─ ９ ─



以
上
、
今
後
の
研
究
の
一
層
の
進
展
に
期
待
す
べ
き
点
も
残
さ
れ
る
と
は
い
え
、
中
世
後
期

社
会
を
日
本
の
地
域
形
成
史
上
の
画
期
と
し
て
こ
れ
ま
で
に
無
い
視
点
か
ら
捉
え
直
そ
う
と
し

た
点
は
き
わ
め
て
独
創
的
で
あ
り
、
本
論
文
の
提
出
者
簗
瀬
大
輔
は
、
博
士
（
歴
史
学
）
の
学

位
を
授
与
せ
ら
れ
る
資
格
が
あ
る
も
の
と
認
め
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
十
五
日
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師
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副
査

東
京
大
学
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教
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學
院
大
學
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学
院
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任
講
師
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雅
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