
大
津
直
子
提
出
学
位
申
請
論
文
（
課
程
博
士
）

『『
源
氏
物
語
』
の
淵
源
』
審
査
要
旨

論
文
の
内
容
の
要
旨

本
申
請
論
文
は
、『
源
氏
物
語
』
の
淵
源
、
深
層
に
つ
い
て
、『
源
氏
物
語
』
が
紡
ぎ
出
す
さ

ま
ざ
ま
な
表
現
の
分
析
を
ふ
ま
え
て
、
人
物
造
型
、
表
現
空
間
、
享
受
な
ど
の
視
点
か
ら
の
論

証
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
申
請
論
文
は
、
序
を
は
じ
め
と
し
て
、
次
の
三
編
十
一
章
及
び
付
編
か
ら
な
り
、
第
一
編

が
『
源
氏
物
語
』
人
物
造
型
論
、
第
二
編
が
『
源
氏
物
語
』
表
現
論
、
第
三
編
が
『
源
氏
物
語
』

享
受
論
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

第
一
編

人
物
造
型
を
構
築
す
る
表
現
と
深
層
（
四
章
）
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第
二
編

物
語
世
界
を
構
築
す
る
表
現
と
深
層
（
四
章
）

第
三
篇
『
源
氏
物
語
』
の
表
現
世
界
と
現
代
語
訳
の
交
渉
（
三
章
）

第
一
編
「
人
物
造
型
を
構
築
す
る
表
現
と
深
層
」
は
、「〈
帯
し
ど
け
な
き
〉
光
源
氏
―
須
磨

に
お
け
る
霊
異
譚
と
の
連
関
―
」
、「
〈
観
魚
〉
を
す
る
冷
泉
帝
―
六
条
院
行
幸
の
表
現
構
造
―
」
、

「
光
源
氏
の
〈
愛
敬
〉
―
第
一
部
世
界
、
第
二
部
世
界
に
ま
た
が
る
人
物
批
評
に
つ
い
て
―
」
、

「〈
し
る
し
の
帯
〉
―
中
の
君
人
物
造
型
の
方
法
―
」
の
四
本
の
論
考
を
通
し
て
、
登
場
人
物

に
固
有
に
用
い
ら
れ
る
表
現
が
言
語
化
さ
れ
て
い
な
い
登
場
人
物
た
ち
の
心
奥
を
暴
く
も
の
で

あ
る
こ
と
を
論
じ
る
。

第
一
章
で
は
、
光
源
氏
の
人
物
造
型
に
つ
い
て
、
須
磨
の
地
の
「
海
見
や
ら
る
る
廊
」
で
勤

行
す
る
〈
帯
し
ど
け
な
き
〉
光
源
氏
を
対
象
と
し
て
、
形
容
詞
「
し
ど
け
な
し
」
の
語
感
を
検

証
し
た
上
で
論
じ
る
。
平
安
時
代
に
海
上
を
往
来
す
る
人
々
が
抱
い
た
海
竜
王
の
俗
信
を
ふ
ま

え
、〈
帯
し
ど
け
な
き
〉
光
源
氏
の
姿
が
異
形
の
物
に
見
入
ら
れ
異
界
へ
連
れ
去
ら
れ
る
危
さ

を
宿
す
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、〈
帯
し
ど
け
な
し
〉
と
い
う
表
現
の
源
泉
が
、
漢
籍
か
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ら
日
本
の
上
代
文
学
へ
と
引
き
継
が
れ
た
「
帯
緩
シ
」
と
い
う
表
現
に
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、

『
源
氏
物
語
』
は
、「
し
ど
け
な
し
」
と
い
う
語
を
選
び
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
異
形
の
も
の

に
見
入
ら
れ
る
美
と
い
う
光
源
氏
の
先
天
的
特
質
と
関
わ
る
表
現
性
を
獲
得
し
た
と
し
た
。
第

二
章
で
は
、
冷
泉
帝
の
人
物
造
型
に
つ
い
て
、
紅
葉
の
賀
に
装
え
て
六
条
院
行
幸
を
行
っ
た
冷

泉
帝
を
対
象
と
し
て
、〈
観
魚
〉
と
い
う
儀
礼
を
検
証
し
た
上
で
論
じ
る
。〈
観
魚
〉
の
源
泉
が
、

天
皇
が
先
帝
や
尊
属
臣
下
に
対
し
て
自
身
の
資
質
を
証
明
す
る
た
め
の
儀
礼
で
あ
り
、『
孝
子

伝
』
に
お
い
て
母
親
の
た
め
に
、
魚
を
求
め
歩
く
話
型
、
求
魚
譚
に
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
冷

泉
帝
の
真
意
と
し
て
、〈
観
魚
〉
を
通
し
て
、
苦
衷
を
抱
い
た
亡
き
母
藤
壺
の
記
憶
を
呼
び
起

こ
し
、
晴
れ
の
場
で
孝
心
を
表
明
す
る
こ
と
が
あ
る
と
し
た
。
第
三
章
で
は
、
光
源
氏
の
人
物

造
型
に
つ
い
て
、
内
大
臣
と
朱
雀
院
の
光
源
氏
批
評
に
見
え
る
〈
愛
敬
〉
と
い
う
表
現
の
検
証

を
通
し
て
論
じ
る
。
漢
語
「
愛
敬
」
が
和
文
脈
に
定
着
す
る
変
遷
を
た
ど
り
、〈
愛
敬
〉
が
、

愛
欲
、
慈
愛
、
儒
教
的
美
徳
の
三
つ
の
系
譜
を
持
つ
こ
と
に
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、

『
源
氏
物
語
』
は
、
各
語
感
を
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
〈
愛
敬
〉
あ
る
人
々
を
無
自
覚
な
ま
ま
他
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者
を
魅
了
し
執
着
を
抱
か
せ
、
時
に
今
あ
る
秩
序
を
崩
壊
さ
せ
る
可
能
性
を
宿
す
人
物
と
し
て

光
源
氏
を
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
内
大
臣
と
朱
雀
院
が
光
源
氏
の
〈
愛
敬
〉
を
語

る
際
に
、
故
桐
壺
院
を
想
起
し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
よ
り
、
秩
序
を
乱
す
光
源
氏
の
資
質
や

桐
壺
院
の
光
源
氏
偏
愛
が
、
政
敵
の
ま
な
ざ
し
を
通
し
て
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
さ
ら

に
は
、
光
源
氏
の
〈
愛
敬
〉
は
、
他
者
の
心
を
観
察
し
乱
そ
う
と
す
る
と
き
に
現
れ
る
も
の
で

あ
り
、
光
源
氏
が
自
ら
の
美
を
自
覚
し
、
壮
年
期
の
彼
の
美
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
と
も
し

た
。
第
四
章
で
は
、
中
の
君
の
人
物
造
型
に
つ
い
て
、
中
の
君
の
〈
し
る
し
の
帯
〉
が
語
ら
れ

た
意
義
、
平
安
文
学
に
お
け
る
出
産
儀
礼
の
表
現
、
平
安
時
代
の
腹
帯
の
習
俗
が
記
さ
れ
た
有

職
故
実
書
な
ど
の
分
析
を
通
し
て
論
じ
る
。〈
し
る
し
の
帯
〉
は
、
匂
宮
、
薫
の
間
で
揺
れ
動

く
中
の
君
の
心
情
に
働
き
か
け
、
姉
大
君
と
は
異
な
る
生
き
方
を
志
向
さ
せ
、
薫
か
ら
遠
ざ
け
、

浮
舟
の
登
場
を
促
す
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
大
君
の
生
前
、
中
の
君
が
勤
行
す
る

際
に
掛
け
帯
を
し
て
い
た
こ
と
と
比
較
し
て
、〈
し
る
し
の
帯
〉
が
、
安
易
に
宇
治
を
離
れ
、

結
婚
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
父
八
の
宮
の
遺
言
に
背
い
た
証
で
あ
り
、
中
の
君
は
、〈
し
る
し
の
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帯
〉
を
締
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
匂
宮
の
妻
と
し
て
の
世
俗
的
な
幸
福
を
希
求
す
る
人
物
へ
と

変
貌
し
た
と
し
た
。

第
二
編
「
物
語
世
界
を
構
築
す
る
表
現
と
深
層
」
は
、「
紀
伊
守
邸
の
〈
泉
〉
―
中
の
品
の

物
語
始
発
の
時
空
―
」、「
須
磨
の
地
と
〈
黒
駒
〉
―
光
源
氏
と
海
人
の
関
係
性
か
ら
―
」、「
二

条
院
〈
雪
ま
ろ
ば
し
〉
―
藤
壺
再
来
の
始
原
的
論
理
―
」、「
六
条
院
〈
釣
殿
〉
―
光
源
氏
に
よ

る
内
大
臣
批
判
の
基
底
―
」
の
四
本
の
論
考
を
通
し
て
、
一
回
的
に
描
か
れ
る
空
間
表
現
が
当

該
場
面
の
深
層
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
論
じ
る
。

第
一
章
で
は
、
六
条
院
以
外
で
は
紀
伊
守
邸
に
の
み
描
か
れ
る
〈
泉
〉
の
始
原
性
の
分
析
を

通
し
て
、
光
源
氏
と
中
の
品
の
女
性
と
の
恋
愛
譚
が
紀
伊
守
邸
か
ら
語
り
起
こ
さ
れ
る
意
義
に

つ
い
て
論
じ
る
。
公
卿
日
記
に
は
、
貴
族
た
ち
が
〈
泉
〉
の
湧
出
を
瑞
兆
と
と
ら
え
、
自
邸
の

〈
泉
〉
を
儀
礼
空
間
と
し
て
珍
重
し
た
こ
と
が
繰
り
返
し
が
記
さ
れ
る
と
い
う
事
実
を
確
認
し

た
上
で
、〈
泉
〉
を
神
聖
視
す
る
発
想
は
、〈
泉
〉
を
生
命
力
復
活
の
霊
水
と
と
ら
え
、
ほ
と
り

に
い
る
人
間
に
覚
醒
を
促
す
聖
性
を
持
つ
と
考
え
る
古
代
の
観
念
に
基
づ
い
て
い
る
と
す
る
。
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ま
た
、
紀
伊
守
邸
の
〈
泉
〉
が
、
光
源
氏
を
「
別
伝
系
」
の
主
人
公
と
し
て
覚
醒
さ
せ
る
空
間

で
あ
っ
た
と
も
し
た
。
第
二
章
で
は
、
古
代
社
会
に
お
け
る
〈
黒
駒
〉
の
始
原
性
と
、
須
磨
と

い
う
土
地
の
歴
史
的
実
在
性
に
関
す
る
分
析
を
通
し
て
、〈
黒
駒
〉
が
『
源
氏
物
語
』
に
一
度

だ
け
語
ら
れ
る
意
義
に
つ
い
て
論
じ
る
。〈
黒
駒
〉
が
、
歴
史
上
、
祈
雨
神
に
働
き
か
け
る
呪

的
な
性
質
を
持
つ
こ
と
か
ら
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
光
源
氏
の
転
機
と
な
る
雨
を
降
ら
す

役
割
を
持
っ
て
い
る
も
の
と
し
た
。
ま
た
、〈
黒
駒
〉
が
蟄
居
す
る
光
源
氏
の
持
ち
物
と
し
て

は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
こ
と
、
須
磨
が
海
人
以
外
の
人
間
が
ほ
と
ん
ど
住
ま
な
い
土
地
と
し
て
語

り
起
こ
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
光
源
氏
と
摂
津
守
を
は
じ
め
と
し
た
貴
族
社
会
の
人

間
と
の
関
係
が
希
薄
化
し
て
い
る
こ
と
に
な
ど
に
も
着
目
し
、
摂
津
国
は
農
耕
の
困
難
な
土
地

で
あ
り
、
平
安
初
期
に
貧
困
ゆ
え
に
過
疎
化
が
進
ん
だ
こ
と
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
牧
を
管
理
す
る

人
間
が
海
上
に
進
出
し
た
こ
と
を
示
す
歴
史
資
料
を
ふ
ま
え
て
、『
源
氏
物
語
』
の
深
層
に
は

〈
黒
駒
〉
を
捧
げ
た
海
人
の
力
が
語
ら
れ
て
い
る
と
し
た
。
第
三
章
で
は
、
女
帯
の
文
芸
性
の

分
析
を
通
し
て
、「
朝
顔
」
巻
末
に
、〈
帯
し
ど
け
な
き
〉
姿
で
〈
雪
ま
ろ
ば
し
〉
を
す
る
女
童
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が
語
ら
れ
る
意
義
に
つ
い
て
論
じ
る
。
女
童
の
〈
帯
〉
の
あ
り
方
に
つ
い
て
実
態
と
は
異
な
る

表
現
が
取
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
ふ
ま
え
て
、『
源
氏
物
語
』
が
、
光
源
氏
の
行
動
原
理

を
形
成
す
る
物
語
の
根
源
と
な
る
魂
を
持
つ
藤
壺
の
亡
霊
を
呼
び
込
む
た
め
に
、
天
の
石
屋
戸

に
お
い
て
裳
の
緒
を
押
し
垂
ら
し
て
天
照
大
神
を
引
き
戻
す
天
宇
受
売
命
と
同
様
の
役
割
を
担

う
女
童
と
い
う
神
話
的
発
想
を
援
用
し
て
い
る
と
し
た
。
第
四
章
で
は
、〈
釣
殿
〉
と
い
う
殿

舎
の
分
析
を
通
し
て
、
他
者
を
悪
し
ざ
ま
に
い
う
こ
と
を
嫌
う
光
源
氏
が
、
内
大
臣
家
の
人
々

の
前
で
唐
突
に
内
大
臣
を
批
判
す
る
意
義
に
つ
い
て
論
じ
る
。〈
釣
殿
〉
は
、
会
談
や
軍
事
基

地
に
用
い
ら
れ
た
古
代
中
国
の
釣
台
を
起
源
と
し
、
日
本
古
代
社
会
に
お
い
て
は
勝
機
を
神
に

問
う
占
い
の
た
め
の
殿
舎
と
し
て
成
立
し
た
と
す
る
。〈
釣
殿
〉
が
寝
殿
造
に
組
み
込
ま
れ
る

際
に
は
、
母
屋
か
ら
遠
く
、
母
屋
の
前
方
に
造
営
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
す
る
。
ま
た
、〈
釣

殿
〉
は
、
閉
鎖
性
を
保
つ
中
国
の
釣
台
と
は
異
な
り
、
敵
と
も
な
り
う
る
正
体
不
明
の
存
在
と

相
対
す
る
外
界
と
の
連
結
点
で
あ
り
、
後
代
は
異
形
の
者
が
立
ち
混
じ
る
芸
能
、
能
舞
台
へ
と

変
容
し
て
ゆ
く
と
も
い
う
。
さ
ら
に
、『
源
氏
物
語
』
が
、〈
釣
殿
〉
と
い
う
空
間
の
意
味
性
を
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援
用
し
な
が
ら
、
他
氏
に
対
す
る
光
源
氏
の
攻
撃
性
と
心
奥
に
潜
む
血
統
意
識
を
浮
か
び
上
が

ら
せ
て
ゆ
く
と
も
し
た
。

第
三
編
「『
源
氏
物
語
』
の
表
現
世
界
と
現
代
語
訳
の
交
渉
」
は
、「〈
旧
訳
〉
の
表
現
世
界

へ
の
階
梯
―
「
薄
二
藍
な
る
帯
」
は
な
ぜ
削
除
さ
れ
た
か
―
」、「
組
み
替
え
ら
れ
る
表
現
世
界

―
〈
旧
訳
〉
か
ら
〈
新
訳
〉
へ
―
」、「
山
田
孝
雄
と
『
源
氏
物
語
』
の
交
渉
」
の
三
本
の
論
考

を
通
し
て
、
昭
和
源
氏
と
称
さ
れ
る
谷
崎
源
氏
を
中
心
に
、『
源
氏
物
語
』
の
内
な
る
生
命
で

あ
り
、
文
化
伝
統
を
発
生
さ
せ
る
原
動
力
で
も
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
語
を
自
ら
の
言
語
生
活
に

引
き
込
む
行
為
で
も
あ
る
、
現
代
語
訳
に
つ
い
て
論
じ
る
。

第
一
章
で
は
、
昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
）
に
刊
行
が
開
始
し
た
〈
旧
訳
〉
に
お
け
る
訳
者

の
創
意
に
つ
い
て
、「
賢
木
」
巻
の
、
密
会
露
見
の
場
面
に
お
い
て
光
源
氏
の
「
薄
二
藍
な
る

帯
」
が
削
除
さ
れ
た
意
義
に
つ
い
て
論
じ
る
。〈
旧
訳
〉
起
筆
時
、
谷
崎
は
、
当
時
の
社
会
通

念
に
抵
触
す
る
危
険
が
あ
る
官
能
的
な
箇
所
を
上
手
く
朧
化
す
る
こ
と
、
む
し
ろ
そ
れ
に
よ
っ

て
物
語
の
「
色
気
」
を
増
幅
さ
せ
る
こ
と
を
書
簡
で
宣
言
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
長
ら
く
削
除
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行
為
の
主
体
と
考
え
ら
れ
て
き
た
校
閲
者
山
田
孝
雄
不
在
の
禁
忌
コ
ー
ド
で
あ
り
、
谷
崎
文
学

の
根
幹
を
も
貫
く
重
要
な
発
想
で
あ
り
、
谷
崎
は
、
古
典
文
学
に
お
け
る
帯
の
文
芸
性
を
ふ
ま

え
て
、「
薄
二
藍
な
る
帯
」
を
削
除
し
た
と
し
た
。
ま
た
、
一
つ
の
言
葉
の
削
除
の
検
証
を
通

し
て
、
原
文
を
基
盤
と
し
な
が
ら
も
、
谷
崎
が
自
ら
の
創
意
を
も
っ
て
『
源
氏
物
語
』
に
挑
み
、

〈
旧
訳
〉
が
谷
崎
独
自
の
表
現
世
界
を
形
成
し
て
い
る
と
も
し
た
。
第
二
章
で
は
、〈
新
訳
〉

草
稿
に
残
る
〈
旧
訳
〉
の
削
除
箇
所
に
な
さ
れ
た
加
筆
行
為
の
検
証
を
通
し
て
、
時
代
性
と
い

う
視
座
で
の
み
捉
え
ら
れ
て
き
た
〈
旧
訳
〉
と
〈
新
訳
〉
二
つ
の
表
現
世
界
の
変
容
に
つ
い
て

論
じ
る
。
谷
崎
は
〈
旧
訳
〉
序
文
で
、
不
敬
箇
所
の
み
を
わ
ず
か
に
削
除
し
た
と
謳
っ
て
い
る

も
の
の
、
実
際
の
数
は
約
四
百
六
十
箇
所
に
も
の
ぼ
り
、
う
ち
六
割
が
不
敬
と
い
う
観
念
に
は

抵
触
し
て
い
な
い
事
実
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
全
削
除
箇
所
の
精
査
に
よ
っ
て
、
同
居
す
る
異
性

に
向
け
た
性
的
な
ま
な
ざ
し
が
伺
え
る
文
脈
に
削
除
が
あ
る
と
い
う
新
た
な
実
態
も
浮
か
び
上

が
り
、
不
敬
と
い
う
発
想
の
限
界
と
、
谷
崎
源
氏
に
は
当
事
者
の
言
説
か
ら
は
見
出
せ
な
い
本

質
が
内
在
し
、
訳
者
の
感
性
の
も
と
生
成
さ
れ
た
〈
旧
訳
〉
が
、
よ
り
原
文
を
重
視
し
学
究
的
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に
生
成
さ
れ
た
〈
新
訳
〉
へ
と
姿
を
変
え
た
と
す
る
。
第
三
章
で
は
、
山
田
孝
雄
の
谷
崎
源
氏

校
閲
の
意
義
に
つ
い
て
、〈
新
訳
〉
草
稿
へ
の
書
き
入
れ
の
調
査
分
析
及
び
自
筆
原
稿
と
の
照

応
を
通
し
て
論
じ
る
。
草
稿
と
自
筆
原
稿
に
お
い
て
は
、
浮
舟
へ
の
思
い
入
れ
と
、
浮
舟
の
精

神
の
葛
藤
に
女
性
読
者
に
対
し
て
生
き
方
を
指
南
す
る
教
導
的
価
値
が
あ
る
と
す
る
考
え
が
示

さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
ま
た
、
不
敬
の
極
点
と
さ
れ
る
光
源
氏
と
藤
壺
の
密
通
を
弁
護
し
、
春

宮
候
補
で
あ
る
匂
宮
に
浮
舟
を
追
い
つ
め
入
水
に
至
ら
し
め
た
責
任
が
あ
る
と
断
罪
し
て
も
い

る
と
し
た
。〈
新
訳
〉
校
閲
で
は
、『
源
氏
物
語
』
の
注
釈
書
を
丁
寧
に
読
み
込
み
、
そ
れ
ら
を

乗
り
越
え
新
し
い
作
品
論
を
展
開
さ
れ
て
い
た
と
す
る
。
さ
ら
に
、
生
前
山
田
が
言
及
を
避
け

た
、
物
語
の
主
題
を
宇
治
十
帖
の
世
界
に
求
め
る
作
品
観
を
確
認
し
た
上
で
、
現
代
に
至
る
ま

で
国
体
論
者
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
に
呪
縛
さ
れ
て
い
る
校
閲
者
山
田
孝
雄
像
を
複
眼
的
に
と
ら

え
る
必
要
性
が
あ
る
と
も
し
た
。
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論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

本
申
請
論
文
は
、『
源
氏
物
語
』
の
淵
源
、
深
層
に
つ
い
て
、
個
々
の
人
物
に
関
わ
る
固
有

の
表
現
、
個
々
の
空
間
を
醸
成
し
、
構
築
す
る
表
現
、
及
び
享
受
と
し
て
の
現
代
語
訳
な
ど
を

具
体
的
な
対
象
と
し
て
、
人
物
造
型
論
、
表
現
空
間
論
、
享
受
論
な
ど
の
視
座
か
ら
明
ら
か
に

し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
一
編
「
人
物
造
型
を
構
築
す
る
表
現
と
深
層
」
で
は
、
光
源
氏
、
冷
泉
帝
、
中
の
君
の
三

人
の
登
場
人
物
を
対
象
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
に
固
有
に
用
い
ら
れ
て
い
る
表
現
が
、
い

か
に
作
中
人
物
の
本
性
を
象
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
く
に

第
二
、
四
章
が
注
目
さ
れ
た
。
第
二
章
「〈
観
魚
〉
を
す
る
冷
泉
帝
―
六
条
院
行
幸
の
表
現
構

造
―
」
で
は
、
冷
泉
帝
の
人
物
造
型
に
つ
い
て
、
藤
裏
葉
巻
巻
末
の
、
朱
雀
帝
と
冷
泉
帝
と
の

贈
答
歌
に
注
目
し
、
二
代
の
帝
が
六
条
院
に
行
幸
し
た
意
義
を
問
い
か
け
、
か
つ
て
の
紅
葉
の

賀
に
装
え
て
、
冷
泉
帝
が
六
条
院
行
幸
を
行
う
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
題
提
起
の
も
と
、
冷
泉
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帝
の
真
意
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
論
は
、「
池
の
魚
を
、
左
近
少
将
と
り
」

が
、
紅
葉
賀
巻
の
朱
雀
院
行
幸
に
は
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
か
ら
、
冷
泉
帝
の
真
意
を
問
い
直

し
、
そ
こ
か
ら
〈
観
魚
〉
と
い
う
儀
礼
、『
孝
子
伝
』
に
お
け
る
「
求
魚
譚
」
を
検
証
し
た
上

で
、
冷
泉
帝
は
、
苦
衷
を
抱
い
た
亡
き
母
藤
壺
の
記
憶
を
呼
び
起
こ
し
、
晴
れ
の
場
で
孝
心
を

表
明
し
た
の
だ
と
結
論
づ
け
る
。〈
観
魚
〉
の
淵
源
を
確
認
し
、
冷
泉
帝
の
内
面
を
暴
い
た
論

と
し
て
は
評
価
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
問
題
の
始
発
と
な
っ
た
冷
泉
帝
の
「
世
の
つ
ね

の
紅
葉
と
や
見
る
い
に
し
へ
の
た
め
し
に
ひ
け
る
庭
の
錦
を
」
の
歌
言
葉
そ
の
も
の
に
、
冷
泉

帝
の
光
源
氏
へ
の
「
孝
心
」
は
内
在
し
て
い
る
の
か
、
直
前
の
光
源
氏
と
太
政
大
臣
の
贈
答
歌

は
第
一
部
の
主
題
、
第
二
部
へ
の
物
語
の
展
開
と
は
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
か
等
の
問

題
に
つ
い
て
の
論
究
が
あ
る
と
、
よ
り
結
論
が
強
化
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
第
四
章

「〈
し
る
し
の
帯
〉
―
中
の
君
人
物
造
型
の
方
法
―
」
で
は
、
ま
ず
、
中
の
君
の
帯
が
、
懐
妊

し
た
身
体
を
特
徴
づ
け
る
〈
し
る
し
の
帯
〉
と
語
ら
れ
た
意
義
を
問
い
か
け
、
平
安
文
学
に
お

け
る
出
産
儀
礼
の
表
現
、
平
安
時
代
の
腹
帯
の
習
俗
が
記
さ
れ
た
有
職
故
実
書
な
ど
の
検
証
を
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通
し
て
、
中
の
君
は
、〈
し
る
し
の
帯
〉
を
締
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
匂
宮
の
妻
と
し
て
の
世

俗
的
な
幸
福
を
希
求
す
る
人
物
へ
と
変
貌
し
た
と
結
論
づ
け
る
。
物
語
の
淵
源
で
あ
る
、
出
産

儀
礼
、
腹
帯
の
習
俗
を
確
認
し
た
上
で
、〈
し
る
し
の
帯
〉
を
締
め
た
中
の
君
と
関
わ
る
�
の

行
動
や
中
の
君
の
心
情
へ
与
え
た
影
響
を
分
析
し
た
研
究
方
法
は
興
味
深
い
。
既
存
の
中
の
君

の
物
語
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
述
べ
た
点
も
評
価
で
き
る
。
た
だ
、〈
し
る
し
の
帯
〉
だ
け
で

は
な
く
、
多
角
的
な
視
点
に
よ
る
中
の
君
の
造
型
方
法
に
つ
い
て
の
論
究
が
ほ
し
い
と
こ
ろ
で

あ
る
。

第
二
編
「
物
語
世
界
を
構
築
す
る
表
現
と
深
層
」
は
、「
紀
伊
守
邸
の
〈
泉
〉」、「
須
磨
の
地

と
〈
黒
駒
〉」、「
二
条
院
〈
雪
ま
ろ
ば
し
〉」、「
六
条
院
〈
釣
殿
〉」
な
ど
を
対
象
と
し
て
、
一

回
的
に
語
ら
れ
る
場
所
や
空
間
表
現
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
の
深
層
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て

い
る
の
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
第
一
、
四
章
が
注
目
さ
れ
た
。
第

一
章
「
紀
伊
守
邸
の
〈
泉
〉」
で
は
、
は
じ
め
に
、
光
源
氏
が
方
違
え
に
赴
い
た
紀
伊
守
邸
で

の
泉
で
酒
を
飲
む
場
面
に
注
目
し
、
光
源
氏
と
中
の
品
の
女
性
と
の
恋
愛
譚
が
紀
伊
守
邸
か
ら
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語
り
起
こ
さ
れ
る
意
義
を
問
い
か
け
、〈
泉
〉
の
始
原
性
、
公
卿
日
記
に
お
け
る
儀
礼
空
間
と

し
て
の
〈
泉
〉
の
歴
史
性
、〈
泉
〉
を
神
聖
視
す
る
発
想
な
ど
の
分
析
を
試
み
、
光
源
氏
が
中

の
品
に
志
向
す
る
背
景
と
し
て
、
人
間
に
覚
醒
を
促
す
聖
性
を
持
つ
〈
泉
〉
の
持
つ
生
命
力
が

あ
る
と
し
た
上
で
、
紀
伊
守
邸
の
〈
泉
〉
は
、
光
源
氏
が
「
別
伝
系
」
の
主
人
公
と
し
て
覚
醒

さ
せ
る
空
間
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
た
。
物
語
の
淵
源
、
源
泉
で
あ
る
、〈
泉
〉
の
始
原
性
、

儀
礼
空
間
と
し
て
の
〈
泉
〉
の
歴
史
性
、
神
聖
性
を
確
認
し
た
上
で
、
光
源
氏
の
色
好
み
と
し

て
の
志
向
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
研
究
方
法
は
首
肯
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
中
の
品
の

女
君
た
ち
と
の
物
語
を
「
別
伝
系
」
と
規
定
し
た
論
理
は
、
帚
木
巻
の
雨
夜
の
品
定
め
を
聞
い

て
藤
壺
の
中
宮
を
思
う
光
源
氏
と
ど
の
よ
う
に
繋
が
る
の
か
と
い
う
問
題
を
孕
む
も
の
と
思
量

さ
れ
る
。
ま
た
、
考
古
資
料
、
絵
巻
な
ど
に
よ
っ
て
鬼
門
を
確
認
す
る
作
業
な
ど
、〈
泉
〉
の

歴
史
的
実
在
性
の
再
検
証
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
第
四
章
「
六
条
院
〈
釣
殿
〉」
で
は
、
常
夏
巻

で
、
光
源
氏
が
涼
を
も
と
め
て
六
条
院
の
〈
釣
殿
〉
に
夕
霧
を
と
も
な
う
場
面
に
注
目
し
、
平

安
時
代
文
学
の
〈
釣
殿
〉、〈
釣
殿
〉
の
始
原
と
し
て
の
中
国
の
「
釣
台
」、
寝
殿
造
に
お
け
る
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〈
釣
殿
〉
の
意
義
な
ど
の
分
析
を
し
た
上
で
、
〈
釣
殿
〉
は
、
閉
鎖
性
を
保
つ
中
国
の
「
釣
台
」

と
は
異
な
り
、
正
体
不
明
の
存
在
と
相
対
す
る
外
界
と
の
連
結
点
で
あ
り
、
『
源
氏
物
語
』
が
、

〈
釣
殿
〉
と
い
う
空
間
の
意
味
性
を
援
用
し
な
が
ら
、
他
氏
に
対
す
る
光
源
氏
の
攻
撃
性
と
心

奥
に
潜
む
血
統
意
識
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
ゆ
く
と
結
論
づ
け
た
。
物
語
の
淵
源
で
あ
る
、

〈
釣
殿
〉
の
始
原
を
確
認
し
た
上
で
、
光
源
氏
の
内
面
に
あ
る
王
族
意
識
を
指
摘
し
た
こ
と
は

意
義
の
あ
る
成
果
と
い
え
よ
う
。

な
お
、
第
一
、
二
編
を
通
し
て
、「
始
原
」、「
深
層
」、「
発
想
」
と
す
る
述
語
と
、
標
題
の

「
淵
源
」
と
は
ど
の
よ
う
に
弁
別
さ
れ
て
い
る
の
か
不
明
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
言
及

も
必
要
で
あ
る
。

第
三
編
「『
源
氏
物
語
』
の
表
現
世
界
と
現
代
語
訳
の
交
渉
」
は
、「〈
旧
訳
〉
の
表
現
世
界

へ
の
階
梯
―
「
薄
二
藍
な
る
帯
」
は
な
ぜ
削
除
さ
れ
た
か
―
」、「
組
み
替
え
ら
れ
る
表
現
世
界

―
〈
旧
訳
〉
か
ら
〈
新
訳
〉
へ
―
」、「
山
田
孝
雄
と
『
源
氏
物
語
』
の
交
渉
」
な
ど
の
論
述
を

通
し
て
、
昭
和
源
氏
と
称
さ
れ
る
谷
崎
源
氏
を
中
心
に
、『
源
氏
物
語
』
と
い
う
古
典
文
学
の
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享
受
と
し
て
の
現
代
語
訳
の
意
義
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。と
く
に
、

第
一
章
「
〈
旧
訳
〉
の
表
現
世
界
へ
の
階
梯
―
「
薄
二
藍
な
る
帯
」
は
な
ぜ
削
除
さ
れ
た
か
―
」

が
注
目
さ
れ
た
。『
源
氏
物
語
』
の
賢
木
巻
の
本
文
、〈
旧
訳
〉
と
を
比
較
検
討
し
た
上
で
、
谷

崎
は
、
古
典
文
学
に
お
け
る
帯
の
文
芸
性
を
ふ
ま
え
て
、「
薄
二
藍
な
る
帯
」
を
削
除
し
、
原

文
を
基
盤
と
し
な
が
ら
も
、
谷
崎
独
自
の
表
現
世
界
を
形
成
し
て
い
る
と
結
論
づ
け
た
。『
源

氏
物
語
』
の
享
受
と
し
て
の
現
代
語
訳
に
つ
い
て
注
目
し
た
点
は
評
価
で
き
る
。
し
か
し
、
本

章
が
、
第
一
編
の
第
一
章
「〈
帯
し
ど
け
な
き
〉
光
源
氏
」、
第
四
章
「〈
し
る
し
の
帯
〉
―
中

の
君
人
物
造
型
の
方
法
―
」
と
の
連
関
性
の
も
と
に
論
じ
る
視
点
が
あ
れ
ば
、
本
申
請
論
文
の

構
成
と
し
て
の
結
構
が
よ
り
明
確
に
な
っ
た
も
の
と
思
量
さ
れ
る
。

右
に
示
し
た
よ
う
に
、
本
申
請
論
文
の
特
徴
、
成
果
は
、
作
中
人
物
に
固
有
の
「
し
ど
け
な

し
」、〈
観
魚
〉、「
愛
敬
」、「
し
る
し
の
帯
」
に
注
目
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
内
在
す
る
古
代
的
な
発

想
と
も
い
う
べ
き
物
語
の
淵
源
を
検
証
し
、
新
た
な
作
中
人
物
論
を
提
起
し
た
こ
と
、
紀
伊
守

邸
の
〈
泉
〉、
六
条
院
の
〈
釣
殿
〉
な
ど
の
空
間
表
現
を
対
象
と
し
て
、
一
回
的
に
語
ら
れ
る
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場
所
や
空
間
が
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
の
淵
源
、
深
層
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
か
を
指
摘
し

た
こ
と
、
谷
崎
源
氏
を
中
心
に
、『
源
氏
物
語
』
と
い
う
古
典
文
学
の
享
受
と
し
て
の
現
代
語

訳
の
意
義
を
論
究
し
た
こ
と
、
な
ど
に
あ
る
と
い
え
る
。

以
上
か
ら
、
本
論
文
提
出
者
大
津
直
子
は
博
士
（
文
学
）
の
学
位
を
授
与
せ
ら
れ
る
資
格
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

平
成
二
十
四
年
二
月
十
六
日

主
査

國
學
院
大
學
教
授

針

本

正

行

◯印

副
査

國
學
院
大
學
教
授

豊

島

秀

範

◯印

副
査

國
學
院
大
學
教
授

秋

澤

亙

◯印
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