
 
 

博
士
学
位
論
文
（
『
院
政
時
代
文
章
様
式
史
論
考
』
）
要
略 

  

本
論
文
で
は
、
主
に
院
政
時
代
に
お
け
る
日
本
語
の
文
章
の
文
章
様
式(

＝
一
般
に
言
う
「
文

体
」
、
ま
た
「
類
型
的
文
体
」) 

に
つ
い
て
考
察
す
る
。 

 

「
第
一
部
」
で
は
、
主
に
説
話
集
今
昔
物
語
集
の
文
章
の
特
質
に
つ
い
て
の
べ
る
。
こ
の

文
献
を
特
に
取
り
あ
げ
る
理
由
は
、
こ
の
文
献
が
、
わ
が
国
の
古
代
・
中
世
に
に
お
け
る
、

ほ
と
ん
ど
最
初
に
し
て
最
大
の
漢
字
片
仮
名
ま
じ
り
文
の
そ
れ
と
し
て
、
ま
た
出
典
文
献
の

多
種
多
様
さ
か
ら
し
て
、
日
本
の
漢
字
仮
名
混
じ
り
文
の
成
立
・
発
展
を
か
ん
が
え
る
に
あ

た
っ
て
、
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。 

  

今
昔
物
語
集
に
つ
い
て
、
戦
前
で
は
、
そ
の
前
半
部
分
に
存
す
る
漢
文
訓
読
体
と
後
半
部

分
に
存
す
る
和
文
体
の
対
立
が
注
目
さ
れ
た
。
さ
ら
に
戦
後
に
は
、
接
続
助
詞
的
な
「
間
（
あ

ひ
だ
）
」
の
発
見
に
よ
っ
て
、
集
全
体
に
ま
た
が
る
語
法
の
存
在
も
指
摘
さ
れ
て
、
そ
の
基
本

的
な
文
体
は
〈
変
体
漢
文
〉
体
か
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

し
か
し
、
本
論
文
で
は
、
今
昔
に
は
変
体
漢
文
体
の
ほ
か
に
、
和
文
体
か
、
そ
れ
に
近
い

俗
語
的
な
文
体
が
文
献
全
般
に
分
布
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
基
本
的
な
文
体
が
か
な
ら

ず
し
も
変
体
漢
文
体
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
（
第
一
章
・
第
四
章
） 

  

ま
た
、
右
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
和
文
調
の
文
章
で
書
か
れ
た
説
話
集
宇
治
拾
遺
物
語
と

今
昔
物
語
集
の
共
通
説
話
を
比
較
す
る
と
、
宇
治
拾
遺
に
対
し
て
今
昔
が
別
の
語
・
語
法
で

対
応
す
る
例
が
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
（
例
、「
い
と
ど
」
と
「
弥
ヨ
」
あ
る
い
は

「
お
り
」
と
「
時
」
）
。
こ
の
現
象
は
一
見
、
和
文
調
と
漢
文
訓
読
調
乃
至
は
変
体
漢
文
調
と

の
対
応
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
平
安
時
代
の
和
文
の
資
料
で
は
、
「
い
よ
い
よ
」
「
と
き
」

も
か
な
り
の
割
合
で
使
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
漢
文
訓
読
調
の
語
と
は
言
え
な
い
。
し

か
も
、
院
政
時
代
ご
ろ
か
ら
鎌
倉
時
代
の
漢
字
片
仮
名
文
の
説
話
集
な
ど
に
は
、「
イ
ヨ
イ
ヨ
」

「
ト
キ
」
を
主
用
す
る
も
の
が
お
お
く
、
今
昔
に
お
け
る
「
弥
ヨ
」「
時
」
の
主
用
は
そ
の
よ

う
な
文
献
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
今
昔
の
基
本
的
な
文
体
が
、
漢
文
訓
読
調
乃
至
は
変

体
漢
文
調
で
あ
る
こ
と
を
し
め
す
も
の
で
な
い
と
か
ん
が
え
る
こ
と
も
で
き
る
こ
と
を
の
べ

る
。
（
第
二
章
・
第
三
章
・
第
六
章
） 

 

つ
ぎ
に
、
今
昔
物
語
集
の
基
本
的
文
体
が
変
体
漢
文
体
で
あ
る
と
い
う
説
の
う
ま
れ
る
も

と
と
な
っ
た
「
間
（
あ
ひ
だ
）
」
の
語
法
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
が
「
な
に
か
特
に
注
意
す
べ

き
こ
と
が
つ
ぎ
に
お
こ
る
」
こ
と
予
告
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
結
果
、

今
昔
物
語
集
に
お
け
る
「
活
用
語
連
体
形
＋
間
」
や
「
而
ル
間
」
の
多
用
は
、
む
し
ろ
修
辞

的
な
理
由
に
よ
り
今
昔
で
多
用
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
か
な
ら
ず
し
も
文
体
的
な
理
由
に
よ

り
今
昔
に
あ
ら
わ
れ
る
の
で
は
な
い
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
こ
と
を
の
べ
る
。
（
第
五
章
） 

  

以
上
、
こ
こ
ま
で
の
「
第
一
部
」
で
は
、
宇
治
拾
遺
物
語
と
今
昔
物
語
集
の
対
応
語
の
典

型
的
と
お
も
わ
れ
る
例
を
中
心
に
と
り
あ
げ
た
が
、
第
七
章
で
は
、
宇
治
拾
遺
物
語
と
今
昔

物
語
集
の
共
通
説
話
の
文
章
を
比
較
し
た
ば
あ
い
に
、
ど
の
よ
う
な
語
の
対
応
関
係
が
見
い



だ
さ
れ
る
か
を
網
羅
的
に
し
め
す
。
そ
こ
で
指
摘
さ
れ
る
対
応
例
の
な
か
に
は
、
当
時
の
和

文
語
と
漢
文
訓
読
語
の
対
応
の
例
も
お
お
く
、
そ
れ
ら
に
よ
り
、
院
政
時
代
ご
ろ
一
般
的
に

は
ど
の
よ
う
な
語
彙
・
語
法
が
和
文
調
と
漢
文
訓
読
調
の
対
立
関
係
に
あ
る
か
知
ら
れ
る
。 

 

し
か
し
、
そ
れ
ら
以
外
に
、
そ
の
よ
う
な
種
類
の
対
応
関
係
と
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
例

も
お
お
く
見
い
だ
さ
れ
、
宇
治
と
今
昔
の
文
章
様
式
的
な
関
係
が
、
か
な
ら
ず
し
も
和
文
調

と
漢
文
訓
読
調
乃
至
は
変
体
漢
文
調
と
の
対
立
で
は
な
い
こ
と
を
う
ら
づ
け
る
。 

  

最
後
の
第
八
章
で
は
、
こ
こ
ま
で
の
論
述
の
と
る
方
法
と
は
ち
が
い
、
今
昔
物
語
集
の
出

典
と
な
っ
て
い
る
和
漢
の
漢
文
文
献
中
の
結
果
補
語
「
訖
」
「
畢
」
「
了
」
な
ど
が
、
今
昔
の

文
章
中
で
ど
の
よ
う
に
あ
つ
か
わ
れ
て
い
る
か
を
調
査
す
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
は
、
そ
れ

ら
の
結
果
補
語
は
、
漢
文
訓
読
式
に
逐
語
訳
さ
れ
る
の
で
な
く
、
翻
訳
に
近
い
か
た
ち
で
日

本
語
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。 

 

「
第
二
部
」
で
は
、
第
一
部
で
「
間
」
を
め
ぐ
っ
て
あ
つ
か
っ
た
〈
変
体
漢
文
〉
と
は
、

い
か
な
る
日
本
漢
文
で
あ
る
の
か
、
す
な
わ
ち
日
本
語
の
文
章
様
式
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な

特
徴
を
有
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
そ
の
一
面
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。 

  

正
格
漢
文
・
変
体
漢
文
を
と
わ
ず
、
日
本
漢
文
は
、
基
本
的
・
表
面
的
に
は
漢
土
の
漢
文

の
語
彙
・
語
法
に
よ
り
な
り
た
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
実
際
に
は
、
漢
文
訓
読
を
背

景
に
も
っ
て
、
漢
語
法
に
つ
い
て
の
知
識
と
漢
字
の
訓
で
あ
る
日
本
語
を
利
用
し
て
、〈
漢
文
〉

を
書
く
も
の
で
あ
る
。 

 

そ
の
た
め
、
日
本
漢
文
に
お
い
て
は
、
用
法
や
訓
が
多
様
な
漢
字
に
つ
い
て
は
、
そ
の
訓

法
が
、
読
み
手
に
よ
り
、
書
き
手
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
と
か
な
ら
ず
し
も
合
致
し
な
い
も
の

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
、
院
政
時
代
に
付
訓
さ
れ
た
二
つ
の
写
本
が
の
こ
る
『
将
門
記
』
に

よ
り
実
証
的
に
論
ず
る
。
（
第
一
章
） 

  

ま
た
、〈
変
体
漢
文
〉
は
「
和
化
漢
文
」
と
も
よ
ば
れ
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
日

本
語
の
訓
の
影
響
に
よ
っ
て
日
本
語
風
に
く
ず
れ
た
漢
語
法
や
、
敬
語
や
日
本
語
に
対
す
る

宛
字
の
語
な
ど
の
、
本
来
の
中
国
の
漢
文
に
は
な
い
要
素
を
含
有
す
る
漢
文
に
な
っ
て
い
る

と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
従
来
の
変
体
漢
文
研
究
は
、
そ
の
よ
う
な
、
本
来
の
中
国
の
漢
文
に

は
な
い
要
素
を
探
索
・
発
見
し
、
お
お
き
な
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
に
し
て
研
究
さ
れ
て
き
た
変
体
漢
文
に
つ
い
て
の
結
論
の
内

容
に
つ
い
て
は
、
不
十
分
な
点
が
存
す
る
と
論
者
は
か
ん
が
え
る
。
そ
れ
は
、
従
来
の
変
体

漢
文
研
究
で
は
、〈
漢
文
〉
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
、
古
代
中
国
の
経
史
の
類
の
文
章
や
そ

れ
を
追
復
し
た
擬
古
文
の
〈
古
文
〉
を
か
ん
が
え
る
こ
と
が
お
お
く
、
研
究
の
比
較
基
準
と

す
る
漢
文
を
、
そ
の
よ
う
な
も
の
に
か
ぎ
っ
て
い
た
と
お
も
わ
れ
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

「
白
話
」「
白
話
文
」
と
よ
ば
れ
る
、
中
国
の
各
時
代
に
見
ら
れ
る
俗
語
的
・
口
語
的
な
要
素

を
ふ
く
ん
だ
漢
文
に
は
、
ほ
と
ん
ど
注
意
を
は
ら
っ
て
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

変
体
漢
文
に
取
り
い
れ
ら
れ
て
い
る
白
話
語
を
日
本
語
的
な
要
素
で
あ
る
と
見
あ
や
ま
る
こ

と
も
多
か
っ
た
。
本
論
文
で
は
、
そ
の
よ
う
な
語
・
語
法
で
六
朝
時
代
の
白
話
語
と
し
て
、「
間
」



「
了
」
「
併
」
を
指
摘
す
る
。
（
第
二
章
・
第
四
章
・
第
七
章
） 

  

さ
ら
に
、
そ
の
三
つ
の
白
話
語
的
な
要
素
が
日
本
の
変
体
漢
文
で
独
自
な
変
化
を
と
げ
た

こ
と
を
あ
き
ら
か
に
す
る
。
（
第
四
章
・
第
六
章
・
第
八
章
） 

 

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
白
話
的
要
素
の
唐
時
代
語
の
例
と
し
て
、
補
語
の
「
得
」
と
「
多

少
・
争
・
早
晩
」
の
三
つ
の
疑
問
詞
を
指
摘
す
る
。
（
第
九
章
・
第
十
章
） 

 

「
第
三
部
」
で
は
、『
色
葉
字
類
抄
』
に
つ
い
て
論
ず
る
。
院
政
時
代
の
最
末
期
に
作
成
さ

れ
た
こ
の
辞
書
に
つ
い
て
は
、
変
体
漢
文
を
作
成
す
る
た
め
の
も
の
と
す
る
か
ん
が
え
か
た

が
戦
前
よ
り
お
こ
な
わ
れ
て
、
通
説
と
な
っ
て
現
在
に
い
た
っ
て
い
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
特
に
三
巻
本
色
葉
字
類
抄
の
辞
字
門
・
人
事
門
の
項
目
に
お
け
る
登
載

字
・
語
句
の
お
お
さ
と
、
一
見
し
て
の
そ
の
程
度
の
た
か
さ
か
ら
し
て
、
こ
の
よ
う
な
か
ん

が
え
か
た
が
本
当
に
た
だ
し
い
も
の
か
ど
う
か
、
う
た
が
い
を
さ
し
は
さ
む
余
地
が
あ
る
よ

う
に
お
も
わ
れ
る
。
第
三
部
で
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
ら
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め

て
、
こ
の
辞
書
が
ど
の
よ
う
な
文
章
を
書
く
た
め
の
も
の
と
し
て
作
成
さ
れ
た
か
を
、
実
証

的
に
考
察
し
て
ゆ
く
。 

  

第
一
章
で
は
、
前
田
家
蔵
三
巻
本
色
葉
字
類
抄
の
辞
字
門
と
人
事
門
の
各
項
目
に
収
集
さ

れ
て
い
る
漢
字
に
、
朱
筆
の
合
点
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
の
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
調
査
す
る
。 

 

そ
の
調
査
結
果
か
ら
は
、
各
項
目
の
合
点
つ
き
漢
字
に
は
、
変
体
漢
文
の
用
字
に
合
致
す

る
も
の
の
ほ
か
、
変
体
漢
文
に
用
例
が
見
い
だ
さ
れ
な
い
と
判
断
さ
れ
る
も
の
が
、
そ
れ
よ

り
も
は
る
か
に
多
数
存
在
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
合
点
は
、
変
体
漢
文
の

用
字
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
よ
り
も
修
辞
性
の
つ
よ
い
、
詩
や
四
六
駢
儷
文
な
ど
の
文
学
的
な

漢
文
の
用
字
も
し
め
し
て
お
り
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
性
格
の
方
が
つ
よ
い
の
で
は
な
い
か

と
い
う
疑
念
が
生
ず
る
。 

  

第
二
章
で
は
、
第
一
章
に
し
め
し
た
か
ん
が
え
か
た
、
お
よ
び
第
二
部
の
第
九
・
十
章
で

指
摘
し
た
、
語
や
語
法
に
白
氏
文
集
か
ら
と
お
も
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
し
て
、

三
巻
本
色
葉
字
類
抄
に
は
そ
の
ほ
か
に
も
白
氏
文
集
か
ら
の
用
字
や
熟
語
が
収
載
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
か
ん
が
え
、
そ
の
探
索
を
お
こ
な
う
。 

 

そ
こ
で
は
、
院
政
時
代
の
実
際
の
訓
点
本
で
あ
る
神
田
本
白
氏
文
集
の
巻
三
・
巻
四
を
も

ち
い
る
が
、
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た
結
果
な
ど
を
参
考
に
し
て
、
鎌
倉
時
代

初
期
加
点
の
金
沢
本
白
氏
文
集
に
よ
っ
て
、
色
葉
字
類
抄
に
お
け
る
白
氏
文
集
出
典
の
語
句

を
見
つ
け
だ
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
に
よ
り
、
三
巻
本
色
葉
字
類
抄
に
は
、
白
氏
文
集
の
訓
点
本

か
ら
の
語
句
が
相
当
数
収
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
実
と
な
り
、
こ
の
辞
書
が
単
に
変
体
漢

文
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
か
ん
が
え
か
た
は
成
立
し
が
た
く
な
る
。 

  

第
三
章
で
は
、
第
二
章
で
白
氏
文
集
か
ら
の
出
典
項
目
が
存
す
る
こ
と
の
一
つ
の
う
ら
づ

け
の
材
料
と
し
て
使
用
し
た
、
中
国
で
の
出
版
物
『
唐
五
代
語
言
詞
典
』
を
、
白
話
語
調
査

の
た
め
に
さ
ら
に
利
用
で
き
る
文
献
と
か
ん
が
え
て
、
三
巻
本
色
葉
字
類
抄
の
な
か
に
白
氏

文
集
か
ら
の
そ
れ
を
中
心
と
す
る
唐
時
代
の
白
話
語
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
。 



 
そ
の
結
果
、
三
巻
本
色
葉
字
類
抄
か
ら
は
唐
時
代
の
白
話
語
的
な
語
句
が
か
な
り
多
数
見

い
だ
さ
れ
、
そ
の
こ
と
も
こ
の
辞
書
が
変
体
漢
文
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る

と
判
断
さ
れ
る
。 

  

第
四
章
は
、
第
二
章
で
調
査
し
た
単
字
の
中
に
、
そ
の
下
部
に
割
注
が
付
さ
れ
、
そ
の
割

注
が
白
氏
文
集
の
文
面
で
あ
る
も
の
が
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
に
も
と
づ
く
論
考
で
あ
る
。
こ

の
章
で
は
、
そ
の
よ
う
な
類
例
を
も
と
め
て
調
査
を
拡
大
し
、
中
国
の
叢
書
『
四
部
叢
刊
』

のCD
-RO

M

版
を
利
用
す
る
と
い
う
方
法
も
く
わ
え
て
、
〈
割
注
〉
か
ら
も
色
葉
字
類
抄
に

存
在
す
る
白
氏
文
集
の
語
句
と
、
日
本
で
も
ふ
る
く
か
ら
重
ん
じ
ら
れ
た
『
文
選
』
か
ら
の

多
く
語
句
を
見
い
だ
す
。 


