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髙
倉
　
明
樹
子
　
提
出
　
学
位
請
求
論
文
（
課
程
博
士
）

　
　
『
源
氏
物
語
詠
歌
表
現
論
』
審
査
要
旨

論
文
の
内
容
の
要
旨

　
髙
倉
明
樹
子
提
出
の
学
位
請
求
論
文
『
源
氏
物
語
詠
歌
表
現
論
』
は
、『
源
氏
物
語
』
に

お
け
る
和
歌
が
詠
ま
れ
る
場
面
を
対
象
と
し
て
、
和
歌
お
よ
び
そ
の
和
歌
が
詠
出
さ
れ
る
物

語
表
現
を
「
詠
歌
表
現
」
と
し
て
と
ら
え
、
と
く
に
物
語
と
和
歌
と
の
連
関
に
注
目
し
な
が

ら
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
詠
歌
を
め
ぐ
る
作
中
人
物
た
ち
の
人
物
造
型
や
物
語
の
表
現

世
界
の
あ
り
よ
う
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
に
は
七
九
五

首
の
和
歌
が
存
す
る
が
、
そ
れ
ら
は
作
中
人
物
た
ち
が
詠
じ
る
か
た
ち
で
示
さ
れ
る
た
め
、

そ
の
作
中
人
物
た
ち
の
詠
歌
行
為
と
と
も
に
語
ら
れ
る
ふ
る
ま
い
や
詠
歌
の
方
法
、
詠
歌
に

至
る
状
況
や
心
情
等
を
ふ
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
和
歌
の
内
容
を
よ
り
正
確
に
と
ら
え
る
こ

と
と
な
る
一
方
、
和
歌
の
内
容
を
と
ら
え
る
こ
と
は
、
当
該
場
面
や
物
語
展
開
を
は
じ
め
、
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物
語
世
界
の
あ
り
方
に
対
す
る
理
解
を
よ
り
深
め
る
こ
と
と
も
な
る
。
本
論
文
は
、
こ
う
し

た
視
座
に
立
ち
、
和
歌
が
詠
ま
れ
る
場
面
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、

和
歌
に
よ
っ
て
詠
者
の
ど
の
よ
う
な
姿
が
明
ら
か
に
な
る
の
か
、
さ
ら
に
和
歌
が
物
語
に
は

た
す
意
義
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
っ
た
問
題
意
識
を
も
っ
て
『
源
氏
物
語
』
を
論
じ

た
も
の
で
あ
る
。

　
本
論
文
は
三
篇
十
章
か
ら
な
り
、
序
と
結
を
付
す
。
第
一
篇
「
贈
与
の
詠
歌
表
現
」
で
は

贈
与
行
為
に
と
も
な
う
詠
歌
表
現
、
第
二
篇
「
転
換
の
詠
歌
表
現
」
で
は
物
語
の
転
換
点
に

あ
た
る
場
面
に
お
け
る
詠
歌
表
現
、
第
三
篇
「
希
求
の
詠
歌
表
現
」
で
は
対
象
を
希
求
す
る

詠
歌
表
現
が
そ
れ
ぞ
れ
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
第
一
篇
第
一
章
「
末
摘
花
の
山
吹
の
袿
─
「
玉
鬘
」
巻
「
き
て
み
れ
ば
」
の
歌
と
の
連
関

─
」
で
は
、「
玉
鬘
」
巻
に
お
い
て
「
山
吹
の
袿
の
袖
口
い
た
く
す
す
け
た
る
を
、
う
つ
ほ

に
て
」
と
さ
れ
る
末
摘
花
の
「
禄
」
を
め
ぐ
る
表
現
を
対
象
と
し
て
、
そ
れ
を
光
源
氏
の
使

者
に
授
け
た
こ
と
の
意
味
を
論
じ
、「
き
て
み
れ
ば
う
ら
み
ら
れ
け
り
唐
衣
か
へ
し
や
り
て

ん
袖
を
ぬ
ら
し
て
」
と
い
う
和
歌
に
託
さ
れ
た
も
の
を
考
察
し
な
が
ら
、
山
吹
の
袿
が
二
十
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年
近
く
前
に
光
源
氏
か
ら
与
え
ら
れ
た
山
吹
の
装
束
を
、
末
摘
花
が
「
禄
」
と
い
う
か
た
ち

で
光
源
氏
に
返
却
し
た
行
為
で
あ
る
と
し
て
、
末
摘
花
の
人
物
造
型
を
と
ら
え
な
お
し
た
。

同
第
二
章
「
末
摘
花
の
祝
儀
の
品
─
「
行
幸
」
巻
「
わ
が
身
こ
そ
」
の
歌
と
の
連
関
─
」
で

は
、「
行
幸
」
巻
に
お
け
る
「
青
鈍
の
細
長
」
等
に
着
目
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
が
玉
鬘
へ
の

祝
儀
の
品
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
末
摘
花
は
、「
わ
が
身
こ
そ
う
ら
み
ら

れ
け
れ
唐
衣
君
が
た
も
と
に
な
れ
ず
と
思
へ
ば
」
の
歌
の
「
君
」
に
玉
鬘
と
光
源
氏
の
両
者

を
含
ま
せ
、
玉
鬘
と
光
源
氏
へ
の
歌
と
し
て
詠
ん
で
い
る
こ
と
を
論
じ
た
。
同
第
三
章
「
源

典
侍
と
帯
─
「
紅
葉
賀
」
巻
「
う
ら
み
て
も
」
の
歌
と
の
連
関
─
」
で
は
、
源
典
侍
が
頭
中

将
の
帯
を
光
源
氏
に
届
け
た
行
為
の
意
図
と
「
う
ら
み
て
も
言
ふ
か
ひ
ぞ
な
き
た
ち
か
さ
ね

引
き
て
か
へ
り
し
波
の
な
ご
り
に
」
の
和
歌
と
の
連
関
性
を
検
討
し
、
源
典
侍
は
頭
中
将
の

帯
と
わ
か
っ
た
う
え
で
光
源
氏
に
送
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　
第
二
編
第
一
章
「「
姫
君
」
を
脱
ぐ
紫
の
上
─
「
須
磨
」
巻
「
浦
人
の
」
の
歌
を
視
点
と

し
て
─
」
で
は
、「
姫
君
」
か
ら
光
源
氏
の
妻
と
な
っ
た
紫
の
上
の
転
換
が
、「
浦
人
の
し
ほ

く
む
袖
に
く
ら
べ
み
よ
波
路
へ
だ
つ
る
夜
の
衣
を
」
の
和
歌
に
あ
る
と
し
つ
つ
、
当
該
和
歌
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が
、「
葵
」
巻
で
の
光
源
氏
か
ら
の
後
朝
の
歌
「
あ
や
な
く
も
隔
て
け
る
か
な
夜
を
重
ね
さ

す
が
に
馴
れ
し
夜
の
衣
を
」
へ
の
返
歌
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
装

束
の
調
製
と
後
朝
の
歌
の
成
立
と
に
よ
っ
て
、
紫
の
上
が
名
実
と
も
に
光
源
氏
の
妻
と
な
っ

た
こ
と
を
論
じ
た
。
同
第
二
章
「
光
源
氏
と
薫
の
歯
─
「
横
笛
」
巻
「
う
き
ふ
し
も
」
の
歌

を
視
点
と
し
て
─
」
で
は
、
筍
に
か
じ
り
つ
く
薫
の
「
歯
」
の
描
写
の
意
義
を
多
角
的
な
視

座
か
ら
論
じ
つ
つ
、
光
源
氏
が
詠
み
か
け
た
「
う
き
ふ
し
も
忘
れ
ず
な
が
ら
く
れ
竹
の
こ
は

棄
て
が
た
き
も
の
に
ぞ
あ
り
け
る
」
の
歌
に
は
親
と
し
て
の
ま
な
ざ
し
が
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
た
。
同
第
三
章
「
夕
霧
の
「
涙
の
玉
」
─
「
御
法
」
巻
「
い
に
し
へ
の
」
の
歌
を
視
点
と

し
て
─
」
で
は
、
紫
の
上
臨
終
後
の
夕
霧
の
姿
が
「
涙
の
玉
を
ば
も
て
消
ち
た
ま
ひ
け
る
」

と
語
ら
れ
る
こ
と
を
起
点
と
し
て
、
紫
の
上
の
面
影
が
「
玉
」
に
内
在
す
る
こ
と
を
読
み
解

き
、夕
霧
が
詠
ん
だ
「
い
に
し
へ
の
秋
の
夕
の
恋
し
き
に
い
ま
は
と
見
え
し
あ
け
ぐ
れ
の
夢
」

の
和
歌
が
、
地
の
文
の
「
ぞ
な
ご
り
さ
へ
う
か
り
け
る
」
に
連
結
す
る
こ
と
の
意
義
に
つ
い

て
論
じ
た
。

　
第
三
篇
第
一
章
「
薫
の
「
身
を
分
く
」
希
求
─
「
匂
兵
部
卿
」
巻
「
お
ぼ
つ
か
な
」
の
歌
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が
意
味
す
る
も
の
─
」
で
は
、
薫
の
「
身
を
分
け
て
し
が
な
」
と
い
う
身
の
分
裂
を
希
求
す

る
姿
が
「
お
ぼ
つ
か
な
誰
に
問
は
ま
し
い
か
に
し
て
は
じ
め
も
は
て
も
知
ら
ぬ
わ
が
身
ぞ
」

と
い
う
和
歌
と
響
き
合
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
、
薫
の
孤
独
が
も
う
一
人
の
自
分
の

出
現
を
望
ま
せ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
同
第
二
章
「
朝
顔
の
花
手
折
る
薫
─
「
宿
木
」
巻
「
今

朝
の
ま
の
」
の
歌
が
意
味
す
る
も
の
─
」
で
は
、「
宿
木
」
巻
に
お
い
て
薫
が
「
今
朝
の
ま

の
色
に
や
め
で
ん
お
く
露
の
消
え
ぬ
に
か
か
る
花
と
見
る
見
る
」
の
和
歌
を
詠
み
な
が
ら
手

折
っ
た
「
朝
顔
」
の
意
義
を
論
じ
、
当
該
和
歌
に
お
け
る
「
朝
顔
」
が
中
の
君
の
比
喩
で
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、「
朝
顔
」
を
折
る
一
方
で
「
女
郎
花
」
を
見
過
ご
す
こ
と
に

薫
の
色
好
み
の
独
自
性
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
。
同
第
三
章「
岩
に
座
る
薫
─「
東

屋
」
巻
「
絶
え
は
て
ぬ
」
の
歌
が
意
味
す
る
も
の
─
」
で
は
、
岩
に
座
る
薫
の
姿
が
大
君
の

魂
を
希
求
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
詠
ま
れ
る
「
絶
え
は
て
ぬ
清
水
に
な
ど
か
な
き
人
の

お
も
か
げ
を
だ
に
と
ど
め
ざ
り
け
ん
」
の
和
歌
が
亡
き
大
君
の
魂
に
呼
び
か
け
た
招
魂
の
歌

で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
同
第
四
章
「
柱
に
歌
を
書
き
つ
け
る
薫
─
「
手
習
」
巻
「
見
し
人

は
」
の
歌
が
意
味
す
る
も
の
─
」
で
は
、「
手
習
」
巻
に
お
い
て
薫
が
宇
治
の
邸
の
柱
に
書
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き
つ
け
る
「
見
し
人
は
影
も
と
ま
ら
ぬ
水
の
上
に
落
ち
そ
ふ
涙
い
と
ど
せ
き
あ
へ
ず
」
の
和

歌
が
、
宇
治
へ
の
再
来
を
希
求
す
る
も
の
で
あ
り
、
浮
舟
に
固
執
す
る
薫
の
執
心
の
表
れ
と

な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　
論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

　
「
源
氏
物
語
詠
歌
表
現
論
」
と
題
す
る
本
論
文
は
、
序
に
お
い
て
「
和
歌
を
詠
む
、
あ
る

い
は
作
る
過
程
と
和
歌
そ
の
も
の
が
、『
源
氏
物
語
』
が
有
す
る
豊
か
な
表
現
性
に
よ
っ
て

ど
の
よ
う
に
支
え
ら
れ
て
詠
出
さ
れ
た
の
か
を
考
究
す
る
も
の
」
と
さ
れ
て
い
る
。『
源
氏

物
語
』
に
は
、
引
歌
を
は
じ
め
、
多
く
の
和
歌
を
ふ
ま
え
た
表
現
が
あ
り
、
そ
れ
が
こ
の
物

語
文
学
の
表
現
の
特
色
と
も
な
っ
て
い
る
が
、
本
論
文
は
そ
う
し
た
こ
と
を
視
野
に
入
れ
つ

つ
、
と
く
に
作
中
人
物
た
ち
が
詠
じ
た
和
歌
お
よ
び
そ
れ
ら
が
詠
じ
ら
れ
る
場
面
に
注
目
す

る
。「
詠
歌
表
現
」
と
い
う
術
語
に
つ
い
て
は
「
和
歌
を
構
成
す
る
表
現
だ
け
で
な
く
、
詠

歌
の
過
程
に
お
い
て
散
文
を
支
え
る
表
現
、
和
歌
の
素
材
と
は
な
ら
な
い
よ
う
な
言
葉
の
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数
々
の
こ
と
を
含
め
て
称
す
る
」
と
し
て
い
る
が
、本
論
文
で
照
ら
し
出
さ
れ
て
く
る
の
は
、

お
の
お
の
の
作
中
人
物
た
ち
が
詠
じ
た
和
歌
の
あ
り
方
お
よ
び
そ
れ
ら
の
和
歌
を
詠
じ
た
作

中
人
物
の
た
ち
の
心
情
や
あ
り
方
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
七
九
五
首
の
和
歌
が
、

個
々
の
作
中
人
物
た
ち
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
で
詠
じ
た
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ

ら
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
は
、
物
語
に
お
け
る
人
物
造
型
や
場
面
構
造
に
と
ど
ま
ら
ず
、

物
語
の
展
開
や
そ
の
世
界
の
あ
り
方
を
考
究
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
歌

を
中
心
と
し
た
物
語
に
は
『
伊
勢
物
語
』
な
ど
の
歌
物
語
が
あ
り
、
今
後
、
そ
う
し
た
も
の

と
の
関
係
に
つ
い
て
も
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、本
論
文
の
方
法
が
『
源
氏
物
語
』

の
表
現
世
界
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
有
効
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
認
め
る
こ
と
が
で
き

る
。「
詠
歌
表
現
」
と
い
う
術
語
は
、
も
ち
ろ
ん
な
じ
み
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
今
後

学
界
に
お
い
て
広
く
認
知
さ
れ
る
よ
う
、
さ
ら
な
る
研
究
の
進
展
を
期
待
す
る
。

　
「
詠
歌
表
現
」
に
着
目
す
る
本
論
文
は
、
物
語
に
お
け
る
表
現
を
丹
念
に
読
み
込
み
こ
と

に
よ
っ
て
論
を
構
築
し
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
方
法
は
物
語
の
新
た
な
姿
を
照
ら
し
出
し
て

く
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
第
一
篇
第
一
章
に
お
い
て
「
す
す
け
た
る
」
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山
吹
の
袿
を
二
十
年
近
く
前
に
光
源
氏
か
ら
与
え
ら
れ
た
山
吹
の
装
束
と
し
、「
禄
」
と
い

う
か
た
ち
で
光
源
氏
に
返
却
し
た
と
と
ら
え
た
う
え
で
、
従
来
「
を
こ
」
者
と
評
さ
れ
る
末

摘
花
を
再
評
価
す
る
論
は
、
そ
も
そ
も
物
語
世
界
に
お
い
て
末
摘
花
は
「
を
こ
」
と
さ
れ
て

い
る
の
か
、
末
摘
花
の
変
わ
ら
ぬ
心
に
気
づ
か
な
い
光
源
氏
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
と

い
う
課
題
は
残
る
も
の
の
、
高
く
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
表
現
の
丹
念
な
読
み
込
み
か
ら
物
語
世
界
を
問
い
直
す
と
い
う
方
法
は
、
第
一
篇
第
二
章

や
第
二
篇
第
一
章
に
も
見
ら
れ
る
が
、
た
と
え
ば
、
第
二
篇
第
一
章
に
お
い
て
「
須
磨
」
巻

に
お
け
る
「
浦
人
の
」
の
歌
が
、「
葵
」
巻
で
の
光
源
氏
か
ら
の
後
朝
の
歌
へ
の
返
歌
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
す
る
の
は
、
あ
ま
り
に
も
時
間
的
懸
隔
が
あ
り
、
婚
姻
の
問
題
に
も

か
か
わ
っ
て
疑
問
を
残
す
。
ま
た
、
第
一
篇
第
三
章
の
よ
う
に
節
ご
と
の
分
析
が
か
な
ら
ず

し
も
論
の
展
開
に
有
機
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
は
い
え
な
い
も
の
や
、
第
二
篇
第
二
章
の

よ
う
に
「
歯
」
に
つ
い
て
の
詳
細
な
調
査
が
論
に
生
か
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
も
の
も

見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
第
三
篇
第
三
章
に
お
け
る
「
紫
の
上
を
思
慕
す
る
夕
霧
の
「
涙
」
の

歴
史
は
、数
珠
の
よ
う
に
繋
が
っ
て
い
る
の
だ
っ
た
」と
い
う
記
述
な
ど
や
や
抽
象
的
に
な
っ
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て
し
ま
っ
て
い
る
部
分
や
、
第
三
篇
第
二
章
に
お
け
る
「
薫
は
朝
顔
の
花
を
折
り
女
郎
花
を

見
過
ご
し
た
」
と
い
う
記
述
な
ど
本
文
の
こ
と
ば
に
十
二
分
に
注
意
を
は
ら
い
な
が
ら
記
述

す
べ
き
部
分
も
見
ら
れ
、
今
後
の
課
題
と
な
ろ
う
。

　
一
方
、
本
論
文
に
は
、
物
語
の
表
現
に
寄
り
添
い
つ
つ
も
、
民
俗
学
等
の
周
辺
諸
科
学
の

研
究
成
果
を
取
り
込
み
な
が
ら
論
じ
よ
う
と
す
る
姿
勢
も
見
ら
れ
、
そ
れ
が
本
論
文
の
独
自

性
を
よ
り
顕
著
な
も
の
に
し
て
い
る
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た
意
味
に
お
い

て
、
第
三
篇
第
三
章
と
第
三
篇
第
四
章
は
、
本
論
文
の
め
ざ
す
と
こ
ろ
を
明
確
に
示
す
も
の

だ
と
い
え
る
が
、
た
だ
、
近
年
に
書
か
れ
た
も
の
に
お
い
て
は
そ
う
し
た
方
向
性
が
や
や
薄

れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
平
安
王
朝
文
学
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、
自
身
の
用
い
て
い

る
方
法
は
研
究
史
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
つ
も
の
か
な
ど
、
つ
ね
に
巨
視
的
な
視

野
を
も
ち
つ
つ
、
本
文
を
構
築
し
て
い
る
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
こ
と
ば
に
十
二
分
に
配
慮
し
な

が
ら
調
査
分
析
を
進
め
る
と
い
う
研
究
姿
勢
を
堅
持
し
て
研
究
を
進
め
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

　
全
体
と
し
て
、
本
論
文
の
問
題
意
識
は
明
確
で
あ
り
、
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
緻

密
な
調
査
分
析
に
よ
り
構
築
さ
れ
る
論
理
展
開
は
安
定
し
て
お
り
、
研
究
内
容
に
独
自
性
を
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認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
論
文
の
提
出
者
髙
倉
明
樹
子
は
、
博
士
（
文
学
）
の
学
位
を
授
与

せ
ら
れ
る
資
格
を
備
え
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

　
　
　
令
和
七
年
二
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
査
　
國
學
院
大
學
教
授
　
　
　
　
　
　
竹
内
　
正
彦
　
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
副
査
　
國
學
院
大
學
教
授
　
　
　
　
　
　
野
中
　
哲
照
　
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
副
査
　
國
學
院
大
學
学
長
　
　
　
　
　
　
針
本
　
正
行
　
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
副
査
　
白
百
合
女
子
大
学
名
誉
教
授
　
　
室
城
　
秀
之
　
㊞


