
近
代
文
学
の
「
源
氏
物
語
」
受
容
史

ー
研
究
史
概
観
を
中
心
に
|

近
代
文
学
の
作
家
や
作
品
に
お
け
る
「
源
氏
物
語
」
の
受
容
の
様
相
に
つ
い
て

は
既
に
多
く
の
諸
家
の
指
摘
と
言
及
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
総
体
的
な
受
容
史

を
目
指
し
て
の
も
の
は
少
な
く
、
私
な
り
の
文
献
整
理
を
し
て
み
る
こ
と
も
無
意

味
で
は
あ
る
ま
い
と
考
え
て
簡
単
な
展
望
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
。
そ
こ
か
ら
「
源

氏
物
語
」
受
容
の
近
代
文
学
的
特
徴
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
も

と
よ
り
、
遺
漏
も
多
々
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
ご
指
摘
、
ご
批
判
を
お
願
い
し
た

t，，¥ 

樋
口
二
来
の
作
品
と
「
源
氏
物
語
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
関
良
一
氏
の
指
摘
が

一
も
と
」
(
明
治
二
四
年
一
月
)

にあ
っる

て一
関葉
氏初
は期
次の
の習
よ作
う未
に定
述稿
べ「
てか
いれ
る?尾
。ムイtニ

近代文学の「源氏物語J受容史

(
前
略
)
落
脱
し
た
わ
が
身
の
上
の
嘆
き
、
人
並
み
に
結
婚
し
た
い
と
い

う
願
い
と
、
そ
れ
は
所
詮
叶
わ
ぬ
望
み
だ
と
い
う
諦
め
と
の
自
問
自
答
を
表

白
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
桐
壷
の
更
衣
の
里
方
な
り
、
夕
顔
の
宿
な
り

に
似
た
、
『
源
氏
物
語
』
ふ
う
の
世
界
を
籍
り
て
表
白
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

が
特
徴
で
そ
う
い
う
行
き
方
は
、
後
の
彼
女
の
い
く
つ
か
の
作
品
の
原
型
に

な
っ
た
と
も
言
え
る
。
女
主
人
公
が
夕
顔
、
「
つ
や
」
が
右
近
と
い
う
役
ど

こ
ろ
で
、
「
さ
し
も
茂
か
る
八
重
む
ぐ
ら
い
に
さ
わ
ら
ぬ
は
来
る
年
月
ぞ
か

坂

根

俊

英
ママ

し
」
と
い
う
情
景
・
修
辞
は
、
も
ち
ろ
ん
桐
壷
の
巻
の
靭
負
の
令
婦
が

t
き

更
衣
の
母
を
訪
れ
る
一
節
を
ふ
ま
え
て
お
り
、
観
音
詣
で
の
条
り
は
、
玉
量

の
巻
で
、
玉
量
が
初
瀬
詣
で
の
途
次
、
今
は
源
氏
の
侍
女
と
な
っ
て
い
る
右

近
に
出
会
っ
た
と
い
う
趣
向
を
ふ
ま
え
た
も
の
だ
ろ
う
。

次
に
「
た
け
く
ら
べ
」
(
明
治
二
十
八

1
二
十
九
年
)
の
「
源
氏
物
語
」
的
手

法
と
し
て
関
氏
は
次
の
よ
う
な
点
を
あ
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
折
り
ふ
し
の

移
り
変
わ
り
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
年
中
行
事
の
描
写
に
か
ら
め
て
登
場
人
物
た

ち
の
心
情
な
り
運
命
な
り
の
変
転
を
描
い
て
い
る
点
、
各
章
が
お
お
む
ね
一
場
面

に
ま
と
め
ら
れ
、
い
わ
ば
絵
巻
ふ
う
、
絵
調
ふ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
点
(
事

実
、
の
ち
に
木
村
荘
八
に
よ
っ
て
『
た
け
く
ら
べ
画
巻
』
が
作
ら
れ
た
て
各
章

が
端
役
|
|
む
し
ろ
作
者
の
代
弁
者
で
あ
る
、
筋
と
無
関
係
な
も
ろ
も
ろ
の
人
物

の
口
上
で
書
き
記
さ
れ
て
い
る
点
、
そ
れ
に
か
ら
ん
で
、
い
わ
ゆ
る
草
子
地
が
女

こ
と
ば
で
、
ふ
ん
だ
ん
に
敬
語
を
用
い
て
記
さ
れ
て
い
る
点
、
全
編
が
「
:
:
:
と

ぞ
」
の
語
で
結
ぼ
れ
て
い
る
点
、
作
中
の
主
要
人
物
の
運
命
が
未
解
決
の
ま
ま
「
余
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情
」
を
残
し
て
い
る
点
な
ど
」
で
あ
る
。

「
た
け
く
ら
べ
」
本
文
に
お
い
て
「
源
氏
物
語
」
の
登
場
人
物
を
直
接
に
踏
ま

え
た
語
り
は
第
十
二
章
冒
頭
の
次
の
笛
所
に
み
ら
れ
る
。

信
如
が
何
時
も
田
町
へ
通
ふ
時
、
通
ら
で
も
事
は
済
め
ど
も
、
一
一
首
は
ゾ
近



近代文学の「源氏物語J受容史

道
の
土
手
々
前
に
、
仮
初
の
格
子
門
、
の
ぞ
け
ば
鞍
馬
の
石
燈
飽
に
萩
の
袖

垣
し
を
ら
し
う
見
え
て
、
縁
先
に
巻
き
た
る
簾
の
さ
ま
も
な
つ
か
し
う
、
中

が
ら
す
の
障
子
の
う
ち
に
は
今
様
の
按
察
の
後
室
が
数
珠
を
つ
ま
ぐ
っ
て
、

冠
つ
切
り
の
若
紫
も
立
出
る
や
と
思
は
る
』
、
そ
の
一
ト
構
へ
が
大
黒
屋
の

寮
な
り
。

こ
の
顕
著
な
部
分
の
ほ
か
に
関
氏
は
「
第
十
一
章
の
結
び
が
、
「
雨
夜
の
品
定

め
」
を
斡
旋
し
て
」
い
る
と
述
べ
、
さ
ら
に
「
第
十
五
章
の
初
潮
を
見
た
美
登
利

の
「
ま
だ
結
ひ
こ
め
ぬ
前
後
の
毛
の
濡
れ
て
見
ゆ
る
」
の
あ
た
り
が
、
葵
の
巻
の

紫
の
「
新
枕
」
の
次
ぎ
の
日
の
「
御
余
を
引
き
や
り
給
へ
れ
ば
、
汗
に
お
し
ひ
た

し
て
、
額
髭
も
い
た
う
濡
れ
給
へ
り
」
を
か
す
め
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
、
美
登
利
の
「
宿
世
」
脱
出
願
望
と
「
暗
い
、
粛
条
た
る
情
調
」
に
氏
は
字

治
十
帖
の
結
び
に
通
う
も
の
を
み
て
い
る
。

つ
ま
り
、
美
登
利
が
信
如
を
慕
い
な

が
ら
彼
を
避
け
、
正
太
郎
と
親
し
ん
で
し
ま
う
と
い
う
筋
立
て
が
、
字
治
十
帖
の

浮
舟
を
中
心
と
す
る
薫
と
匂
宮
の
関
係
に
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

次
に
尾
崎
紅
葉
と
「
源
氏
物
語
」
の
関
係
を
み
て
み
よ
う
。
紅
葉
が
「
源
氏
物

語
」
を
熱
心
に
読
ん
で
い
た
こ
と
は
村
岡
典
嗣
氏
が
紹
介
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ

る
と
、
紅
葉
は
明
治
二
十
八
年
二
月
初
旬
に
読
み
始
め
、
四
月
十
九
日
午
後
二
時

に
「
夢
の
浮
橋
」
を
読
み
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
二
ヶ
月
あ
ま
り
の
聞
に
三
十
数

回
か
け
て
読
ん
で
い
る
。
そ
の
後
再
読
に
か
か
っ
た
が
、
今
度
は
桐
壷
の
巻
だ
け

で
止
め
て
い
る
。
読
む
と
き
は
夜
更
か
し
を
し
た
り
、
徹
夜
を
し
た
り
し
て
読
ん

で
い
る
。
村
岡
氏
に
よ
る
と
そ
の
圏
点
の
跡
か
ら
み
て
、
紅
葉
は
専
ら
「
修
辞
的

趣
向
的
の
美
所
妙
所
」
に
心
を
惹
か
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に

紅
葉
の
「
源
氏
」
受
容
は
彼
の
小
説
「
多
情
多
恨
」
(
明
治
二
十
九
年
)
に
そ
の

反
映
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
紅
葉
が
、
「
大
作
も
の
に
取
り
か
』
っ
た
と

い
ふ
こ
と
に
、
影
響
が
認
め
ら
れ
る
」
と
氏
は
言
う
.
そ
し
て
「
そ
も
そ
も
多
情

多
恨
と
は
、
源
氏
物
語
の
本
質
」
で
、
「
類
子
を
先
立
し
た
鷲
見
の
思
慕
情
緒
は
、

ま
さ
し
く
桐
壷
巻
に
お
け
る
帝
の
亡
き
女
御
に
対
す
る
そ
れ
を
偲
ば
せ
る
」
も
の

が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
・

つ
ま
り
紅
葉
は
「
桐
壷
」
だ
け
を
思
い
切
り
長
く
書
い

て
み
よ
う
と
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

「
多
情
多
恨
」
と
「
源
氏
」
と
の
関
係
を
伊
狩
章
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

お
類
は
桐
壷
更
衣
で
、
お
種
は
弘
徽
殿
女
御
と
藤
壷
女
御
と
の
性
格
を
つ

き
ま
ぜ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
前
篇
の
、
柳
之
助
の
嫌
う
お
種
の
性
格

つ

ん

あ

わ

れ

か

ど

の
「
無
愛
想
で
」
「
昂
然
と
し
て
、
愛
憐
の
無
さ
さ
う
な
、
何
処
か
に
圭
角

一
か
ら
十
ま
で
彼
の
気
に
適

の
あ
る
、
男
ら
し
い
理
屈
で
も
言
ひ
さ
う
な
、

は
ぬ
も
の
」
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
弘
徽
殿
女
御
の
「
い
と
お
し
立
ち
、
か
ど

か
ど
し
き
と
こ
ろ
も
の
し
た
ま
ふ
御
方
」
に
合
致
し
、
後
篇
に
い
た
っ
て
お

種
が
に
わ
か
に
好
ま
し
く
頼
り
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
帝
が
新
た
に
亡
き
桐
壷

に
生
き
写
し
の
藤
壷
を
得
て
生
気
を
と
り
も
ど
す
箇
条
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
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ろ
う
。
(
中
略
)

柳
之
助
が
亡
妻
の
肖
像
画
に
執
着
す
る
と
こ
ろ
は
、
桐
壷
帝
が
「
亭
子
院

か

か

た

ち

の
描
か
れ
た
長
恨
歌
の
御
絵
」
に
執
着
し
「
絵
に
描
け
る
楊
貴
妃
の
容
貌
」

を
見
て
は
亡
き
更
衣
を
偲
ぶ
と
こ
ろ
と
全
く
同
一
の
趣
向
と
言
っ
て
も
よ

v) 次
に
「
金
色
夜
叉
」
(
明
治
三
十

5
三
十
五
年
)
と
「
源
氏
」
と
の
関
係
に
つ

い
て
村
岡
氏
は
文
章
上
の
影
響
を
指
摘
し
て
い
る
。
「
金
色
夜
叉
」
の
雅
文
体
の

地
の
文
に
お
け
る
景
情
一
致
の
筆
致
や
女
性
の
容
貌
描
写
の
細
か
さ
、
文
章
の
律

動
な
ど
の
共
通
性
を
あ
げ
て
い
る
。



長
塚
節
の
「
土
」
(
明
治
四
十
三
年
)
と
「
源
氏
物
語
」
の
関
係
に
つ
い
て
は

関
谷
由
美
子
氏
の
論
及
が
あ
る
.
氏
は
「
『
土
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
お
つ
ぎ
の
魅
力
の

本
質
は
何
と
い
っ
て
も
彼
女
の
背
景
に
、
常
に
亡
き
母
お
品
を
努
採
さ
せ
る
複
合

美
に
あ
る
」
と
述
べ
、
「
お
品
・
お
つ
ぎ
の
二
重
像
は
、
文
学
史
的
伝
統
の
上
に

置
い
て
眺
め
た
時
、
紛
れ
も
な
く
一
つ
の
美
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と

が
『
源
氏
物
語
』
を
参
照
枠
と
し
て
明
ら
か
に
な
る
」
と
言
う
。
そ
し
て
『
源
氏
』

か
ら
『
多
情
多
恨
』
へ
と
結
ぼ
れ
て
い
る
物
語
文
学
の
伝
統
を
二
つ
の
要
素
に
お

い
て
『
土
』
も
継
承
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
「
愛
妻
の
死
か
ら
始
ま

る
〈
亡
妻
物
〉
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
〈
お
品
・
お
つ
ぎ
の
複
合
像
〉
に
よ
る
〈
紫

の
ゆ
か
り
〉
の
物
語
で
あ
る
こ
と
」
の
ニ
点
で
あ
る
。
「
『
土
』
は
、
桐
壷
帝
や
光

源
氏
が
ま
さ
に
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
愛
妻
と
の
死
別
の
悲
し
み
に
耐
え
な
い

男
が
、
妻
に
生
写
し
の
〈
ゆ
か
り
の
女
〉
を
愛
し
て
し
ま
う
物
語
な
の
で
あ
る
」

と
氏
は
述
べ
て
い
る
。

志
賀
直
哉
の
「
暗
夜
行
路
」
(
大
正
十
年
5
昭
和
十
二
年
)
と
「
源
氏
物
語
」

近代文学の「源氏物語」受容史

の
関
係
に
つ
い
て
は
二
世
代
に
わ
た
る
イ
ン
セ
ス
ト
の
照
応
す
な
わ
ち
藤
壷
物

語
、
女
三
の
宮
物
語
の
照
応
と
の
類
似
が
認
め
ら
れ
る
が
、
関
氏
に
よ
れ
ば
、
「
影

響
」
で
は
な
く
「
暗
合
」
と
呼
ぶ
べ
き
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

谷
崎
潤
一
郎
と
「
源
氏
物
語
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
秦
恒
平
氏
の
『
谷
崎
潤
一

郎
|
〈
源
氏
物
語
〉
体
験
』
が
詳
し
い
。
「
源
氏
」
の
パ
ロ
デ
ィ
と
も
み
ら
れ
る

「
痴
人
の
愛
」
(
大
正
十
三

1
十
四
年
)
は
氏
に
よ
れ
ば
、
谷
崎
の
光
源
氏
に
対

す
る
反
感
が
制
作
動
機
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
「
ど
う
も
源
氏
と
い
う
男
に
は

変
に
如
才
の
な
い
と
こ
ろ
の
あ
る
の
が
私
に
は
気
に
喰
わ
な
い
」
(
「
に
く
ま
れ

口
」
)
と
谷
崎
は
述
べ
、
光
源
氏
の
女
性
に
対
す
る
態
度
に
も
反
接
し
て
い
た
と

い
う
・
河
合
譲
治
と
ナ
オ
ミ
の
関
係
は
光
源
氏
と
若
紫
に
対
応
す
る
が
、
ナ
オ
ミ

と
譲
治
の
関
係
が
逆
転
し
、
譲
治
が
ナ
オ
ミ
に
翻
弄
さ
れ
る
展
開
は
源
氏
へ
の
「
し

っ
ぺ
い
返
し
」
だ
と
秦
氏
は
述
べ
て
い
る
。

谷
崎
の
「
少
将
滋
幹
の
母
」
(
昭
和
二
十
四

1
二
十
五
年
)
の
冒
頭
部
に
は
「
源

氏
物
語
」
末
摘
花
の
巻
か
ら
の
引
用
が
み
ら
れ
る
。
引
用
に
続
け
て
語
り
手
は
「
こ

れ
は
源
氏
が
わ
ざ
と
自
分
の
鼻
の
あ
た
ま
へ
紅
を
塗
っ
て
、
い
く
ら
拭
い
て
も
取

れ
な
い
ふ
り
を
し
て
見
せ
る
の
で
、
当
時
十
一
歳
の
紫
の
上
が
気
を
按
ん
で
、
紙

を
濡
ら
し
て
手
づ
か
ら
源
氏
の
鼻
の
あ
た
ま
を
拭
い
て
や
ら
う
と
す
る
時
に
、
「
平

中
の
や
う
に
墨
を
塗
ら
れ
た
ら
困
り
ま
す
よ
、
赤
い
の
は
ま
だ
我
慢
し
ま
す
が
」

と
、
源
氏
が
冗
談
を
云
ふ
の
で
あ
る
」
と
解
説
す
る
。
こ
こ
で
は
平
中
の
墨
塗
り

の
話
が
好
色
漢
の
失
敗
談
と
し
て
、
既
に
紫
式
部
の
時
代
に
一
般
に
琉
布
し
て
い

た
こ
と
を
例
証
す
る
た
め
に
「
源
氏
物
語
」
が
引
か
れ
て
い
る
。
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次
に
、
谷
崎
の
「
夢
の
浮
橋
」
(
昭
和
三
十
四
年
)
と
「
源
氏
物
語
」
と
の
関

係
を
秦
氏
の
論
に
基
づ
い
て
述
べ
よ
う
。
ま
ず
、
題
名
自
体
が
、
「
源
氏
」
最
終

巻
の
名
に
由
来
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
小
説
の
冒
頭
は
次
の
よ
う
に
語

ら
れ
る
。
「
五
十
四
帖
を
読
み
終
り
侍
り
て
/
ほ
と
』
ぎ
す
五
位
の
庵
に
来
暗
く

京
/
渡
り
を
へ
た
る
夢
の
う
き
は
し
/
こ
の
詞
書
を
伴
ふ
一
首
は
私
の
母
の
詠
で

あ
る
。
」
つ
ま
り
、
「
夢
の
う
き
は
し
」
を
「
渡
り
を
へ
た
」
と
い
う
こ
と
は
、
「
源

イ
メ
ー
ジ

氏
物
語
」
五
十
四
帖
を
読
み
終
え
た
と
い
う
読
書
体
験
あ
る
い
は
想
像
体
験
を
象

徴
的
比
喰
的
に
表
現
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
こ

の
小
説
の
内
容
全
体
が
主
人
公
「
私
」
の
「
夢
」
の
よ
う
な
体
験
そ
の
も
の
で
あ

る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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詳
し
い
内
容
追
跡
は
省
略
す
る
が
、
谷
崎
の
「
母
恋
い
」

の
テ

l
マ
は
こ
の
作

品
で
「
近
親
相
姦
」

H

「
母
子
相
姦
」
と
い
う
「
究
極
へ
到
達
」
し
た
と
言
わ
れ

て
い
る
。
継
母
と
息
子
と
の
不
倫
な
関
係
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
お
い
て
こ
の
作
品

は
「
源
氏
物
語
」
の
藤
壷
と
光
源
氏
の
関
係
と
共
通
し
て
い
る
。
さ
ら
に
秦
氏
は
、

表
面
上
は
、
継
母
と
父
と
の
間
の
子
と
し
て
生
ま
れ
る
武
と
い
う
「
私
」
の
異
母

弟
は
実
は
主
人
公
「
私
」
と
継
母
と
の
間
の
子
で
あ
る
と
読
み
解
い
て
い
る
。
噂

と
し
て
は
こ
の
こ
と
は
小
説
の
中
で
暖
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
真
相
も
そ
う
で
あ

る
と
い
う
読
み
を
氏
は
説
得
的
に
論
証
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
読
む
こ
と
に
よ

っ
て
「
源
氏
物
語
」
と
の
共
通
性
は
結
果
的
に
色
濃
く
な
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
小
説
の
「
武
」
は
光
源
氏
と
藤
壷
と
の
聞
に
生
ま
れ
た
冷
泉
帝
に
相
当
す
る
。

ま
た
、
妻
の
沢
子
に
あ
た
る
女
性
は
葵
の
上
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
秦
氏
に
よ
れ

ば
、
「
谷
崎
は
、
札
の
生
母
の
死
を
彼
六
歳
の
時
と
し
て
い
る
が
、
桐
壷
更
衣
の

死
も
ま
た
光
源
氏
が
六
歳
の
時
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
札
の
父
が
二
度
め
の
妻
を

迎
え
る
の
は
札
が
尋
常
二
、
三
年
の
時
期
へ
か
け
て
で
あ
り
、
藤
壷
女
御
が
桐
壷

更
衣
を
忘
れ
か
ね
て
い
る
帝
の
も
と
へ
形
代
か
の
よ
う
に
入
内
す
る
の
も
光
源
氏

の
八
、
九
歳
の
頃
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
共
に
生
母
の
三
回
忌
頃
に
相
当
し
て

い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
「
武
」
は
冷
泉
帝
で
あ
る
と
同
時

に
若
紫
で
も
あ
る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
里
親
か
ら
奪
う
よ
う
に
連
れ
て
き
た
こ

と
、
そ
の
そ
ば
に
乳
母
が
つ
い
て
い
る
こ
と
、
若
紫
が
藤
壷
と
面
差
し
が
似
て
い

る
の
と
同
じ
く
、
武
も
母
の
形
見
ら
し
く
顔
が
そ
っ
く
り
で
あ
る
こ
と
等
で
あ
る
。

し
か
し
、
性
の
違
い
を
超
え
た
こ
の
対
応
関
係
は
興
味
深
く
は
あ
る
が
、
そ
こ
ま

で
言
え
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
も
残
る
。

「
夢
の
浮
橋
」
に
対
す
る
泰
氏
の
謎
解
き
的
な
真
相
解
明
に
対
し
て
、
塩
崎
文

「
「
真
実
」
と
は
何
か
、
(
中
略
)
そ
ん
な
も
の
は
初
め
か
ら
な
い
」
あ
る

雄
氏
は

の
物
語
行
為
だ
け
で
あ
る
」
と
述
べ
て
こ
の
作
品
に
つ
い
て
卓
抜

な
論
を
展
開
し
て
い
る
。

の
は
「
〈
私
〉

塩
崎
氏
は
父
の
臨
終
の
譜
語
「
ゆ
め
の
:
:
:
ゆ
め
の
:
:
:
」
「
:
:
:
う
き
は
し

:
:
:
う
き
は
し
:
:
:
」
に
つ
い
て
、
こ
の
「
譜
語
は
、
源
氏
の
一
作
中
人
物
浮
舟

の
悔
恨
に
満
ち
た
こ
と
ば

l
l
「
昔
の
こ
と
思
ひ
出
づ
れ
ど
、
さ
ら
に
お
ぽ
ゆ
る

こ
と
も
な
く
、
あ
や
し
う
、
い
か
な
り
け
る
夢
に
か
と
の
み
、
心
も
得
ず
な
む
。
」

な
ぞ
ら

に
わ
が
身
を
擬
え
た
と
こ
ろ
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

谷
崎
の
「
細
雪
」
(
悶
和
一
八

1
二
三
年
)
と
「
源
氏
物
語
」
と
の
関
係
に
つ

い
て
は
吉
田
精
一
氏
が
七
つ
の
共
通
性
を
あ
げ
て
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
を
要
約

す
る
と
、
第
一
に
、
材
料
、
素
材
、
生
活
雰
囲
気
の
点
で
共
通
す
る
。
複
雑
多
面

な
美
的
文
化
、
都
市
生
活
の
エ
ン
ジ
ョ
イ
ぷ
り
は
、
平
安
朝
の
宮
廷
的
風
流
の
「
み

や
び
」
に
匹
敵
す
る
。
第
二
に
、
主
要
人
物
が
女
性
で
美
し
く
理
想
化
さ
れ
て
い

る
点
。
第
三
に
、
挿
話
的
構
成
の
点
。
第
四
に
、
「
無
目
的
」
の
小
説
で
あ
る
点
。

第
五
に
「
物
の
あ
は
れ
」
と
い
う
情
緒
の
共
通
性
。
第
六
に
、
表
現
に
お
け
る
共

通
性
。
蔓
延
体
と
も
い
う
べ
き
息
の
長
い
文
体
。
第
七
に
、
自
然
と
生
活
、
季
節

と
感
情
、
感
覚
の
微
妙
な
ま
じ
り
合
い
で
あ
る
。
季
節
感
を
肉
体
化
し
て
表
現
し

て
い
る
点
。
こ
の
よ
う
に
両
者
の
関
係
は
具
体
的
内
容
の
対
応
で
は
な
く
、
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般

的
共
通
性
に
留
ま
っ
て
い
る
点
で

「
夢
の
浮
橋
」
と
異
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

里
見
弾
の
「
多
情
仏
心
」
(
大
正
十
一

1
十
二
年
)
と
「
源
氏
物
語
」

に
つ
い
て
関
良
一
氏
は
「
信
之
の
対
女
性
関
係
の
あ
り
か
た
や
、
薄
倖
の
芸
妓
里

い
か
に
も
「
大
正
源
氏
」
と
い

の
関
係

つ奴
たが
趣幽
が霊
あに
」な

るっ
とて
述現
べれ
てる
いと
るTい
。旦う

趣
向

は

「
多
情
仏
心
」
は
主
人
公
藤
代
信
之
の
女
性



遍
歴
を
描
い
て
多
様
豊
富
な
恋
愛
模
様
が
展
開
さ
れ
る
が
、
彼
は
多
情
の
う
ち
に

だも

がま
作さ
弓歪号 、ー

示き

翠2
Lζ ま
物 t~

雪量
き

をる
意ァ
識 E
K を

4 、、 IL'
い健

全 E
U し
か T

Z言
か E
E草
寺 τ
zz 
b:る

川
端
康
成
と
「
源
氏
物
語
」
の
関
係
に
つ
い
て
も
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
。

「
千
羽
鶴
」
(
昭
和
二
四

1
二
六
年
)
の
三
谷
菊
治
は
亡
父
の
愛
人
太
田
夫
人

と
関
係
を
持
ち
、
太
田
夫
人
の
死
後
、
菊
治
は
そ
の
娘
文
子
に
惹
か
れ
、
母
親
(
太

の
面
影
の
あ
る
文
子
を
も
抱
い
て
し
ま
う
。
が
、
文
子
は
そ
の
後
、
失

田
夫
人
)

践
し
、
菊
治
は
稲
村
ゆ
き
子
と
結
婚
す
る
。
そ
う
し
た
プ
ロ
ッ
ト
を
た
ど
る
だ
け

で
も
「
源
氏
」
と
の
照
応
関
係
が
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

構
成
の
類
似
に
つ
い
て
も
よ
く
指
摘
さ
れ
る
。
例
え
ば
長
谷
川
泉
氏
は
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

そ
の
構
成
は
、
あ
き
ら
か
に
「
源
氏
物
語
」
に
お
け
る
が
ご
と
く
無
構
築

一
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
そ
れ
自
体
の
生
霊
の
よ
う
に
光
を
あ
げ
て
、
次

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
連
絡
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
聞
に
緊
密
不
可
分
の
体
系
は
な

的
で
、

ぃ
。
「
雪
国
」
を
は
じ
め
「
千
羽
鶴
」
に
し
て
も
「
山
の
音
」
に
し
て
も
、

い
つ
ど
こ
で
終
わ
っ
て
も
、
そ
れ
で
不
都
合
は
な
い
か
の
よ
う
な
主
題
も
筋
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の
発
展
も
、
お
よ
そ
分
析
的
な
考
究
の
対
象
た
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
か
の
ご

と
く
揮
融
し
て
し
ま
っ
て
い
る
構
成
で
あ
る
。
「
源
氏
物
語
」

の
構
成
に
お

い
て
、

そ
の
典
型
を
私
た
ち
は
知
実
に
発
見
す
る
。

「
山
の
音
」
(
昭
和
二
四

1
二
九
年
)
に
つ
い
て
磯
貝
英
夫
氏
も
「
短
編
の
集

大
成
と
い
っ
た
構
成
の
上
で
も
、
不
倫
な
主
題
を
芸
術
的
に
昇
率
さ
せ
て
い
る
点

で
も
、
ま
た
、
人
間
関
係
を
自
然
調
詠
に
ぼ
か
し
こ
む
文
章
技
巧
の
上
で
も
、
『
源

氏
物
語
』
的
に
伝
統
の
濃
い
作
品
」
と
述
べ
て
い
る
。

川
端
康
成
に
は
「
浮
舟
」
〈
昭
和
二
三
年
)
と
い
う
翻
案
的
小
説
が
あ
る
が
、

そ
の
小
説
に
つ
い
て
は
原
典
と
の
比
較
、
改
変
の
考
察
を
含
ん
だ
呉
羽
長
氏
の
論

が
あ
針
ゼ
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
川
端
は
「
原
文
に
な
い
色
好
み
性
|
|
禁
忌
を
犯

し
て
情
感
の
ま
ま
に
男
性
に
接
し
よ
う
と
す
る
度
合
い
の
強
さ
|
|
」
を
浮
舟
に

意
図
的
に
付
与
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
呉
氏
は
川
端
の
「
美
し
さ

と
哀
し
み
と
」
に
も
「
源
氏
物
語
」

の
受
容
を
認
め
、
作
中
人
物
け
い
子
に
は
タ

顔
・
浮
舟
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
一
休
書
に

お
い
て
得
ら
れ
た
川
端
の
魔
界
の
観
念
は
、
『
源
氏
物
語
』
ヒ
ロ
イ
ン
の
も
つ
浪

漫
性
と
悲
し
み
の
深
さ
に
よ
っ
て
創
作
の
力
を
与
え
ら
れ
た
」
と
言
う
。

堀
辰
雄
と
「
源
氏
物
語
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
高
橋
恵
子
氏
の
整
理
が
あ
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
随
筆
で
の
言
及
や
「
物
語
の
女
」
の
扉
に
お
け
る
「
紫
式
部
日
記
」

か
ら
の
引
用
等
の
こ
と
は
あ
る
が
、
本
格
的
な
小
説
化
は
不
妊
に
終
わ
っ
た
よ
う
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で
あ
る
。

円
地
文
子
の
「
女
面
」
(
昭
和
三
三
年
)
は
「
一
必
女
」
的
女
性
が
登
場
す
る
が
、

作
者
は
平
安
朝
の
古
典
か
ら
亙
女
や
生
霊
に
早
く
か
ら
興
味
を
持
ち
、
霊
媒
や
物

の
怪
に
心
を
寄
せ
て
い
る
。
「
女
面
」
の
栂
尾
三
重
子
の
よ
う
な
亙
女
的
女
性
像

は
す
で
に
短
篇
「
原
罪
」
に
も
登
場
し
て
い
る
。
三
重
子
は
「
表
が
静
か
に
見
え

る
山
の
湖
の
底
に
水
が
強
い
力
で
滝
の
あ
る
方
へ
動
い
て
い
る
よ
う
に
、
じ
っ
と

し
た
ま
ま
で
自
分
の
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
こ
と
は
ち
ゃ
ん
と
そ
の
方
向
へ
動
か

し
て
い
く
力
」
を
持
っ
て
い
る
「
能
面
の
女
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
三
重
子

と
「
源
氏
物
語
」
の
中
の
六
条
御
息
所
の
亙
女
的
性
格
は
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
三

重
子
は
六
条
御
息
所
の
現
代
版
と
い
え
る
が
、

一
方
で
ま
た
、
夫
以
外
の
子
供
を



近代文学の「源氏物語J受容史

産
み
、
そ
の
秘
密
を
知
っ
て
い
る
の
が
彼
女
自
身
と
忠
実
な
老
女
の
二
人
き
り
だ

と
い
う
点
は
藤
壷
の
女
御
と
も
似
て
い
る
。

こ
の
小
説
と
「
源
氏
物
語
」
と
の
関
係
は
次
の
場
面
に
も
う
か
が
え
る
。

「
栂
尾
三
重
子
の
と
こ
ろ
で
滋
賀
県
の
弟
子
が
聾
を
た
く
さ
ん
届
け
て
来
た

と
い
う
の
で
、
夕
方
か
ら
宵
に
か
け
て
座
敷
の
縁
側
に
盤
簡
を
い
く
つ
も
釣
る
し
、

庭
へ
も
、
費
を
放
し
て
、
一
四
五
人
の
男
女
が
集
ま
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
」
と
い

う
場
面
で
あ
る
。
「
三
重
子
の
発
案
で
源
氏
物
語
の
『
畳
の
巻
』
を
国
文
の
棋
野

教
授
に
話
し
て
も
ら
」
う
。
そ
の
時
、
医
師
で
民
俗
学
の
ジ
レ
ッ
タ
ン
ト
で
も
あ

る
三
瓶
は
「
横
野
さ
ん
の
講
義
は
色
気
が
あ
る
か
ら
な
、
棋
野
さ
ん
自
身
、
自
分

が
皆
兵
部
卿
で
泰
子
さ
ん
を
玉
量
に
見
立
て
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
ぜ
」
と
苦
虫
ノ
。

「
棋
野
教
授
が
泰
子
に
眼
を
か
け
て
い
て
、
と
き
ど
き
呆
れ
る
よ
う
な
露
骨
な
求

愛
を
見
せ
る
」
と
も
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
部
分
的
に
「
源
氏
物
語
・
鐙
の
巻
」

と
の
関
係
が
み
ら
れ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
よ
り
重
要
な
の
は
三
重
子
が
雑
誌
『
清
涜
」
に
発
表
し
た
「
野

々
宮
記
」
と
い
う
か
な
り
長
い
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
作
者
の
源

氏
物
語
論
と
み
て
も
よ
か
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
内
容
を
重
点
的
に
追
跡
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
三
重
子
(
円
地
文
子
)

の
源
氏
物
語
女
性
観
を
み
よ
う
。

「
野
々
宮
と
い
う
と
こ
ろ
は
洛
西
の
嵯
峨
野
に
あ
っ
て
源
氏
物
語
な
ど
に
よ
っ

て
人
の
知
る
よ
う
に
、
昔
内
親
王
や
王
女
が
伊
勢
大
神
宮
に
仕
え
る
斎
宮
と
な
っ

て
下
向
さ
れ
る
前
に
私
邸
を
離
れ
て
潔
斎
を
さ
れ
る
神
聖
な
場
所
と
さ
れ
て
い
た

そ
う
で
あ
る
」
と
書
き
出
さ
れ
る
。
続
い
て
、
「
伊
勢
の
斎
宮
に
皇
統
の
王
女
が

選
ば
れ
た
の
は
古
来
神
の
託
宣
を
伝
え
る
霊
媒
が
女
性
に
多
か
っ
た
た
め
の
亙
女

的
な
意
味
が
伝
わ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
「
野
々
宮
記
」
の
筆

者
「
私
」
〈
三
重
子
)
は
野
々
宮
神
社
の
斎
宮
宮
祉
を
訪
れ
る
が
、
そ
こ
に
執
着

す
る
理
由
を
六
条
御
息
所
へ
の
深
い
愛
着
の
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
六
条
御
息
所

は
「
古
代
か
ら
の
伝
統
的
な
亙
女
的
存
在
」
と
し
て
、
源
氏
を
動
か
し
て
い
る
と

い
う
。
筆
者
の
「
私
」
は
次
に
御
息
所
を
藤
壷
と
比
較
し
て
「
藤
壷
が
男
の
中
に

自
分
を
溶
解
し
切
る
こ
と
で
、
男
と
和
解
し
た
自
分
を
育
て
て
行
く
女
で
あ
る
の

に
反
し
て
御
息
所
の
内
に
は
男
と
溶
け
あ
っ
て
行
け
な
い
鮮
明
す
ぎ
る
魂
が
存
在

し
て
い
た
」
と
違
い
を
述
べ
る
。
そ
し
て
「
御
息
所
と
源
氏
と
の
恋
愛
を
不
幸
な

溶
け
合
え
な
い
も
の
に
し
た
の
は
御
息
所
の
中
に
、
重
く
沈
殿
し
て
い
る
自
我
が

源
氏
の
眼
も
あ
ゃ
な
男
の
情
緒
に
よ
っ
て
も
つ
い
に
染
め
か
え
る
こ
と
の
で
き
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
同
時
に
そ
の
根
強
い
自
我
は
い
っ
さ
い
の
行
動
を
制
約

さ
れ
た
当
時
の
最
高
貴
族
階
級
の
女
性
の
教
義
の
中
で
惣
霊
的
な
も
の
と
し
て
、

発
展
し
て
行
く
よ
り
仕
方
の
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
記
す
。
ま
た
、
「
藤

壷
の
宮
や
紫
の
上
が
男
を
ゆ
る
す
苦
し
み
の
中
に
自
分
の
す
べ
て
を
溶
解
し
て
男

の
中
に
永
遠
の
花
を
咲
か
せ
る
女
で
あ
る
な
ら
ば
、
六
条
御
息
所
は
男
の
中
に
摩

滅
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
自
我
に
身
を
焼
き
な
が
ら
、
現
実
の
い
か
な
る
行
動
に

も
よ
ら
ず
、
患
霊
的
な
能
力
に
よ
っ
て
、
自
分
の
意
志
を
必
ず
他
に
伝
え
、
そ
れ

り
ょ
う
の
お
ん
な

を
遂
行
さ
せ
ね
ば
や
ま
ぬ
霊
女
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
手
紙
に
つ
い
て
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筆
者
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

源
氏
が
須
磨
に
諦
居
し
て
い
た
と
き
、

み
ち
の
く
紙
に
何
枚
と
な
く
書
き
続
け

た
情
緒
纏
綿
た
る
長
い
手
紙
を
御
息
所
は
送
る
。
筆
者
「
私
」
は
御
息
所
に
「
強

い
自
我
」
だ
け
で
な
く
こ
の
長
文
に
見
え
る
彼
女
の
「
美
し
い
好
惰
性
」
を
見
逃

し
て
い
な
い
。
手
紙
に
つ
い
て
筆
者
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

こ
こ
で
は
御
息
所
の
主
我
的
な
愛
情
は
気
味
悪
い
想
霊
作
用
に
は
陥
ら

ず
、
美
し
い
持
情
に
溶
け
て
文
学
性
を
強
調
す
る
。
御
息
所
の
自
我
が
哲
学

的
に
個
我
と
彼
我
と
を
究
明
し
よ
う
と
も
せ
ず
、
宗
教
的
な
諦
観
も
得
ら
れ



ず
、
持
情
と
愚
霊
と
の
聞
を
訪
僅
し
て
い
る
の
は
特
徴
的
で
あ
る
。

次
に
筆
者
は
明
石
の
上
に
つ
い
て
論
評
す
る
。
「
明
石
の
上
の
謙
遜
は
強
い
自

我
の
反
動
と
し
て
の
劣
等
感
」
で
あ
る
と
述
べ
、
花
散
里
の
柔
軟
な
性
格
と
の
違

い
を
指
摘
す
る
。
明
石
の
上
の
愛
情
は
「
大
乗
的
な
理
智
に
磨
か
れ
て
い
る
」
と

も
い
い
、
「
一
面
か
ら
は
自
分
を
客
観
し
て
見
ら
れ
る
冷
静
さ
と
功
利
性
を
も
っ

近代文学の「源氏物語」受容史

て
い
る
」
と
述
べ
る
。
そ
し
て
御
息
所
と
比
較
し
て
、
「
こ
の
常
識
的
な
理
智
は

御
息
所
の
よ
う
に
想
霊
的
に
自
我
を
放
散
せ
ず
、
持
情
性
を
巧
み
に
美
化
し
て
自

分
を
整
え
る
様
式
に
し
た
」
と
述
べ
る
。
明
石
の
上
と
御
息
所
の
共
通
点
と
し
て

は
文
章
を
書
く
才
能
に
長
じ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
明
石
の

上
に
も
「
抑
制
さ
れ
た
自
我
が
知
ら
ず
知
ら
ず
頭
を
も
た
げ
て
」
く
る
時
が
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
、
「
思
い
み
だ
れ
て
い
て
、
身
を
動
か
す
こ
と
も
で
き
な
い
」
明

石
の
上
の
態
度
は
、
六
条
御
息
所
の
「
重
す
ぎ
る
情
緒
」
と
よ
く
似
通
っ
て
い
る

と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
ヱ
ハ
条
御
息
所
と
共
通
す
る
男
に
頼
り
き
ら
な
い
女
の

独
立
性
:
:
:
底
に
あ
る
遅
し
さ
」
を
も
筆
者
は
明
石
の
上
に
み
る
。

次
に
秋
好
中
宮
と
御
息
所
を
対
比
さ
せ
、
「
御
息
所
と
前
東
宮
の
聞
の
皇
女
で

あ
る
秋
好
中
宮
は
御
息
所
の
還
し
い
主
我
性
を
伝
え
ず
に
高
雅
な
情
趣
の
面
を
発

展
さ
せ
た
典
型
で
あ
る
」
と
述
べ
、
「
秋
好
中
宮
は
つ
ま
り
御
息
所
の
性
格
か
ら

愚
霊
的
な
烈
し
さ
を
ぬ
き
と
っ
た
情
緒
的
な
貴
族
女
性
で
あ
る
し
、
明
石
の
上
は

身
分
の
低
い
こ
と
に
自
我
を
抑
制
し
て
、
常
識
の
世
界
に
生
き
た
現
実
的
な
女
性

で
あ
る
」
と
結
論
事
つ
け
る
。

次
に
筆
者
は
紫
式
部
の
「
亡
き
人
に
明
言
を
か
け
て
煩
ふ
も
己
が
心
の
見
に
や

は
あ
ら
ぬ
」
と
い
う
歌
を
と
り
あ
げ
て
、
「
こ
れ
を
み
る
と
想
霊
が
信
じ
ら
れ
て

い
た
時
代
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
霊
媒
的
な
も
の
を
信
ぜ
ず
物
怪
を
、
当
事
者
自
身

の
良
心
の
反
作
用
で
あ
る
と
み
て
い
る
式
部
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
面
が
あ
ら
わ
さ
れ

て
い
る
」
と
述
べ
る
。
続
い
て
、
「
す
る
と
、
源
氏
の
作
者
は
、
自
分
の
信
恵
し

が
た
い
も
の
を
物
語
の
上
に
ど
う
し
て
あ
あ
も
生
々
し
く
力
強
く
表
現
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
」
と
い
う
聞
を
発
し
て
、
「
お
そ
ら
く
は
女
性
の
抑
制
さ
れ
た
自
我
の

極
限
を
伝
統
的
な
亙
女
的
能
力
に
統
一
し
て
、
男
性
に
対
峠
さ
せ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
」
と
論
じ
る
。
そ
し
て
「
女
性
の
思
女
的
な
能
力
は
、
現
在
で
は

ま
っ
た
く
地
に
萎
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
女
が
男
を
動
か
す
力
の
中
に
は

そ
う
い
う
も
の
は
多
分
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
言
い
、
男
が
「
永

遠
に
恐
れ
る
女
性
」
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
六
条
御
息
所
を
位
置
づ
け
る
。

「
野
々
宮
記
」
の
こ
う
し
た
六
条
御
息
所
論
が
、
ど
れ
だ
け
の
独
自
性
を
持
つ

も
の
か
私
の
判
断
に
余
る
が
、
特
徴
的
な
こ
と
は
と
か
く
悪
役
的
に
見
ら
れ
が
ち

な
御
息
所
の
女
性
と
し
て
の
立
場
を
共
感
的
に
救
い
出
し
、
彼
女
の
魂
に
男
と
溶

け
あ
え
な
い
自
我
を
見
い
だ
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
重
く
沈
殿
し
て
い
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る
自
我
」
と
か
「
男
の
中
に
摩
滅
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
自
我
」
と
か
「
抑
制
さ

れ
た
自
我
」
と
か
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
だ
が
、
そ
う
し
た
「
自
我
」
の
発
見
こ
そ

作
者
円
地
文
子
の
見
方
で
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
こ
に
こ
そ

御
息
所
と
「
女
面
」
の
三
重
子
を
つ
な
ぐ
共
通
の
糸
が
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

妾
を
も
っ
夫
へ
の
復
讐
と
し
て
三
重
子
は
夫
以
外
の
男
性
の
子
を
産
ん
で
い
る
。

須
波
敏
子
氏
は
「
三
重
子
の
復
讐
は
、
家
制
度
の
タ
ブ
ー
に
ま
つ
こ
う
か
ら
挑
戦

し
た
も
の
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
円
地
文
子
の
作
品
系
列
に
関
連
さ
せ
て

言
え
ば
、
こ
の
前
の
作
品
「
女
坂
」
(
昭
和
三
二
年
)
の
白
川
倫
の
果
た
せ
な
か

っ
た
男
へ
の
復
讐
を
三
重
子
は
実
行
し
た
と
い
え
る
。
「
女
坂
」
の
白
川
倫
は
死

の
間
際
に
な
っ
て
「
私
が
死
ん
で
も
決
し
て
お
葬
式
な
ん
ぞ
出
し
て
く
だ
さ
い
ま

す
な
。
死
骸
を
品
川
の
沖
ヘ
持
っ
て
行
っ
て
、
海
へ
ざ
ん
ぶ
り
捨
て
て
く
だ
さ
れ

ば
た
く
さ
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
遺
言
し
て
「
倣
岸
な
」
夫
の
行
友
の
自
我
に
ひ



近代文学の「源氏物語」受容史

び
割
れ
を
与
え
る
。
「
女
坂
」
は
作
者
の
母
方
の
祖
母
に
題
材
を
取
り
、
封
建
的

な
家
族
制
度
の
犠
牲
と
な
る
妻
の
座
に
お
か
れ
た
女
性
の
死
に
際
の
最
後
の
一
句

を
唯
一
の
反
抗
と
し
て
終
わ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
女
面
」
は
抑
圧
さ
れ
た
女
の

自
我
が
目
に
見
え
な
い
霊
の
力
を
も
っ
て
他
の
女
や
男
た
ち
を
操
っ
て
動
か
し
て

ゆ
く
不
気
味
で
妖
し
い
物
語
な
の
で
あ
る
。
小
笠
原
美
子
氏
は
「
三
重
子
の
勝
利

は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
母
系
の
父
系
へ
の
勝
利
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

円
地
文
子
の
「
花
散
里
」
(
昭
和
三
十
二

1
三
十
五
年
)
と
「
源
氏
物
語
」
と

の
関
係
に
つ
い
て
は
呉
羽
長
氏
の
論
考
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
説
明
し

よ
う
。
「
『
源
氏
物
語
』
の
花
散
里
の
君
は
桐
壷
帝
の
女
御
麗
景
殿
の
妹
で
、
容
姿

は
す
ぐ
れ
な
い
が
、
人
柄
の
良
さ
で
源
氏
の
信
頼
を
得
て
い
る
。
「
花
散
里
」
巻

以
降
登
場
し
、
源
氏
の
訪
れ
が
希
に
な
っ
て
も
彼
を
頼
っ
て
関
係
を
絶
や
さ
ず
、

「
松
風
」
巻
で
二
条
東
院
に
移
り
住
む
。
後
に
タ
霧
の
養
母
と
な
り
六
条
院
の
夏

の
御
殿
を
与
え
ら
れ
て
玉
量
を
後
見
し
、
ま
た
タ
霧
の
藤
典
侍
腹
の
子
ど
も
た
ち

を
養
育
し
て
安
定
し
た
老
後
を
過
ご
し
て
い
る
。
」
円
地
文
子
の
「
花
散
里
」
は
、

「
初
老
に
入
ろ
う
と
す
る
三
人
の
女
性
が
自
己
に
与
え
ら
れ
た
境
遇
の
中
で
女
性

と
し
て
の
可
能
性
を
開
花
さ
せ
よ
う
と
す
る
姿
を
描
く
作
品
で
あ
る
。
」
そ
の
う

ち
、
も
と
舞
踊
家
で
現
在
由
利
朔
郎
と
い
う
実
業
家
の
妾
に
な
っ
て
い
る
鹿
野
艶

子
が
花
散
里
に
当
た
る
。
「
控
え
め
で
鷹
揚
で
、
相
手
の
男
性
の
愛
情
が
決
し
て

自
分
に
大
き
な
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
な
い
と
い
う
境
遇
の
中
に
甘
ん
じ
自
足
し

て
生
き
る
姿
」
に
お
い
て
両
者
は
共
通
す
る
。
「
艶
子
は
由
利
が
面
倒
を
観
る
四

人
の
妻
妾
の
一
人
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
境
遇
に
対
し
不
満
を
持
た
ず
、
自
ら
進

ん
で
由
利
の
愛
を
受
け
入
れ
よ
う
と
し
て
自
分
の
仕
事
の
舞
踊
か
ら
も
縁
を
切
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
艶
子
の
将
来
を
考
え
て
、
由
利
は
、
花
散
里
の
君
が
源

氏
の
子
夕
霧
を
養
子
に
し
た
と
同
様
、
自
分
の
子
、
慧
を
養
子
と
し
て
預
け
よ
う

と
す
る
。
し
か
し
、
艶
子
は
そ
う
し
た
あ
り
方
に
強
い
反
感
を
も
ち
、
慧
を
預
か

り
つ
つ
も
由
利
と
の
純
粋
な
愛
に
打
算
的
要
因
の
入
り
込
む
の
を
潔
し
と
し
な

ぃ
。
『
源
氏
物
語
』
の
花
散
里
の
君
は
タ
霧
を
快
く
養
子
に
す
る
の
で
あ
る
が
、

円
地
の
描
く
艶
子
に
は
そ
れ
と
異
な
る
一
面
が
現
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
『
源
氏
物

語
』
の
枠
を
借
り
な
が
ら
、
そ
の
枠
内
で
円
地
は
彼
女
の
標
梼
す
る
女
の
美
し
く

生
き
る
意
地
を
形
象
化
し
よ
う
と
し
た
と
思
わ
れ
る
」
と
呉
氏
は
述
べ
て
い
る
。

舟
橋
聖
一
の
「
好
き
な
女
の
胸
飾
り
」
(
昭
和
四
十
二
年
)
と
「
源
氏
物
語
」

の
関
係
に
つ
い
て
は
藤
井
淑
禎
氏
の
論
考
が
あ
る
の
で
、
要
約
的
に
紹
介
す
る
。

『
源
氏
物
語
』
の
藤
壷
を
め
ぐ
る
部
分
を
換
骨
奪
胎
し
た
こ
の
現
代
小
説
は
岩
永

森
男
が
光
源
氏
、
杉
原
康
方
が
桐
壷
帝
、
新
妻
蒔
子
が
藤
壷
の
宮
、
に
当
た
る
。

だ
が
、
森
男
は
源
氏
ほ
ど
多
彩
な
女
性
経
験
を
す
る
わ
け
で
は
な
い
.
こ
の
小
説

の
構
造
は
森
男
の
卒
業
論
文
の
対
象
と
し
て
の
足
利
時
代
と
太
平
洋
戦
争
後
の
現

在
と
が
重
ね
ら
れ
る
形
で
重
層
的
な
組
み
立
て
に
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
応
仁

の
乱
と
太
平
洋
戦
争
が
重
ね
ら
れ
、
戦
争
の
惨
禍
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
対

抗
し
て
文
化
を
守
る
と
い
う
構
図
で
、
過
去
と
現
在
が
重
ね
ら
れ
、
実
陸
の
文
化

活
動
と
森
男
の
文
学
研
究
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
第
七
章
で
は
「
源
氏
物
語
」
を

「
淫
媒
の
書
」
と
し
て
御
所
か
ら
追
放
し
た
江
戸
初
期
の
後
光
明
天
皇
が
語
ら
れ
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そ
れ
は
た
だ
ち
に
太
平
洋
戦
争
下
に
お
け
る
「
源
氏
物
語
」
弾
圧
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
に
繋
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
戦
時
下
の
「
源
氏
物
語
」
に
対
す
る
弾
圧
の

極
端
な
例
と
し
て
「
光
源
氏
と
藤
壷
の
不
倫
を
書
い
た
部
分
を
削
除
し
、
そ
こ
を

読
者
大
衆
の
目
に
ふ
れ
な
い
よ
う
に
工
作
し
た
」
こ
と
が
紹
介
さ
れ
る
。
石
川
丈

山
が
塾
居
し
た
京
都
の
詩
仙
堂
に
旅
し
た
と
き
、
森
男
と
蒔
子
は
急
接
近
す
る
が
、

る
が
、



そ
の
時
森
男
は
自
分
た
ち
の
不
倫
を
源
氏
と
藤
壷
の
ケ

l
ス
に
重
ね
て
理
性
で
は

「
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
」
と
感
じ
る
。
第
二
十
六
章
の
油
壷
の
杉
原
家
の

バ
ン
ガ
ロ
ー
で
二
人
は
結
ぼ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
最
初
の
姦
通
場
面
は
実

は
「
源
氏
物
語
」

の
欠
落
部
分
に
対
す
る
作
者
の
補
充
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
桐

壷
の
巻
と
帯
木
の
巻
と
の
間
に
あ
る
何
年
間
か
の
空
白
を
舟
橋
聖
一
は
そ
こ
に
欠

け
た
巻
が
存
在
す
る
と
い
う
立
場
を
取
っ
て
い
る
。
こ
の
欠
け
た
ラ
ブ
シ
ー
ン
を

補
つ
意

で図
はを

込
藤め
壷て
が 作
桐 者
壷 は
の惑
更男l
衣 と
に蒔
息子
ーの

ミ警
穆蕩
氏面
の 丈

?晶
昼て
さ士い
、る
て
も「
よ源
い氏

物
語
」

ほ
ど
で
あ
っ
た
の
で
、
桐
壷
惰
は
「
な
疎
み
た
ま
ひ
そ
」
と
か
「
ら
う
た
く
し
た

ま
へ
」
等
と
言
っ
て
、
二
人
を
近
づ
け
よ
う
と
し
た
こ
と
が
過
ち
の
誘
い
水
と
な

っ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
、
康
方
は
「
子
供
の
と
き
か
ら
可
愛
が
っ
て
い
た
青
年
」

森
男
と
「
最
愛
の
妻
」
と
を
近
付
け
よ
う
と
し
た
こ
と
が
キ
ツ
カ
ケ
と
な
っ
て
二

人
は
接
近
し
て
い
る
。
二
人
が
結
ぼ
れ
た
後
、
蒔
子
は
妊
娠
す
る
が
、
そ
の
こ
と

は
二
人
を
脅
か
す
。
蒔
子
は
本
能
的
に
森
男
の
子
で
あ
る
こ
と
を
察
知
す
る
が
、

近代文学の「源氏物語」受容史

森
男
に
対
し
て
は
康
方
の
子
で
あ
る
と
宣
言
す
る
。
こ
の
表
面
上
の
言
い
繕
い
と

真
相
と
の
差
も
「
源
氏
物
語
」
と
共
通
す
る
こ
と
で
あ
る
。
森
男
は
蒔
子
の
態
度

に
彼
女
の
利
己
的
な
面
を
み
る
が
、
同
時
に
自
分
の
中
に
も
愛
に
お
け
る
利
己
主

義
が
潜
ん
で
い
る
の
を
自
覚
す
る
。
こ
の
愛
に
お
け
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
い
う
問
題

を
含
む
点
が
、
「
源
氏
物
語
」
に
は
な
い
現
代
的
テ

l
マ
と
い
え
る
。
以
上
の
指

摘
の
ほ
か
さ
ら
に
藤
井
氏
は
、
「
こ
の
作
品
を
彩
る
多
彩
な
女
性
群
像
は
、
「
雨
夜

の
品
定
め
」
的
女
性
造
型
と
考
え
て
い
い
」
と
述
べ
、
ま
た
ど
ち
ら
も
「
独
特
の

回
想
的
世
界
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
」
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

三
島
・
由
紀
夫
の
「
豊
鏡
の
海
」
(
昭
和
国
十

1
四
十
六
年
)
と
「
源
氏
物
語
」

と
の
関
係
に
つ
い
て
は
藤
井
貞
和
氏
の
見
解
が
あ
る
の
で
、
紹
介
す
る
。

「
天
人
五
衰
」
の
最
終
章
に
お
い
て
本
多
繁
邦
は
綾
倉
聡
子
を
月
修
寺
に
訪
ね

る
.
本
多
は
癌
に
お
か
さ
れ
た
重
い
病
の
身
を
押
し
て
、
門
跡
と
な
っ
て
い
る
聡

子
に
会
い
に
行
く
。
本
多
は
松
枝
清
顕
に
対
す
る
聡
子
の
思
い
を
尋
ね
る
が
、
聡

子
の
答
え
は
、
「
松
枝
消
顕
さ
ん
と
い
う
方
は
お
名
を
聞
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
ん
な
方
は
も
と
も
と
あ
ら
し
や
ら
な
か
っ
た
の
と
違
い
ま
す
か
?
何
や
ら

本
多
さ
ん
が
あ
る
や
う
に
思
う
て
あ
ら
し
や
っ
て
、
実
は
は
じ
め
か
ら
、
ど
こ
に

も
お
ら
れ
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
?
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

「
諒
氏
物
語
」
夢
浮
橋
の
巻
で
失
践
し
、
出
家
し
た
浮
舟
を
よ
う
や
く
探
し
当
て

た
薫
の
君
は
使
者
を
立
て
て
文
を
送
る
。
し
か
し
、
浮
舟
は
会
見
を
拒
否
し
て
、

「
昔
の
こ
と
お
も
ひ
い
づ
れ
ど
、
さ
ら
に
お
ぼ
ゆ
る
こ
と
な
く
、
あ
や
し
う
、

しミ

か
な
る
夢
に
か
と
の
み
、
心
も
え
ず
な
む
」
と
し
ら
を
切
る
。
出
家
し
た
女
性
が

決
し
て
俗
界
に
戻
ろ
う
と
し
な
い
姿
に
お
い
て
両
者
は
共
通
す
る
。

三
島
と
「
源
氏
物
語
」
の
関
係
に
つ
い
て
小
嶋
菜
温
子
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

-211-

日
本
的
な
〈
み
や
び
〉
を
標
梼
し
た
三
島
の
理
念
の
基
軸
は
、
「
文
化
概

念
と
し
て
の
天
皇
」
に
あ
る
。
そ
し
て
三
島
は
そ
の
根
拠
の
ひ
と
つ
を
、
『
源

氏
物
語
』
の
典
雅
な
美
的
側
面
に
置
い
た
。
す
な
わ
ち
『
源
氏
物
語
』
の
狸

雑
で
反
社
会
的
な
側
面
に
つ
い
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
棚
上
げ
す
る
に
ま
か
せ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
戦
時
下
の
国
体
の
論
法
と
な
ん
ら
変
わ
る
と
こ
ろ

ま
主
、
;

'
t
ィ
J'ν

中
村
真
一
郎
の
長
編
五
部
作
「
死
の
影
の
下
に
」
(
昭
和
一
一
一
一

1
二
七
年
)
や

「
四
季
」
四
部
作
(
昭
和
五
十
1
五
十
九
年
)
は
「
源
氏
物
語
」
と
マ
ル
セ
ル
・



近代文学の「源氏物語j受容史

ブ
ル
ー
ス
ト
の
文
学
的
方
法
を
融
合
し
た
も
の
と
い
わ
れ
て
日
が
が
、
具
体
的
内

容
に
お
け
る
照
応
は
ま
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
作
家
が
「
源
氏
物
語
」
を
受
容
し
て
作
品
化
し
て
い

る
が
、
特
に
好
ん
で
取
材
さ
れ
た
物
語
系
列
と
し
て
は
藤
壷
物
語
、
若
紫
物
語
、

浮
舟
物
語
、
六
条
御
息
所
物
語
等
が
あ
げ
ら
れ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
、
受
容
史
の
名
に
も
値
し
な
い
粗
雑
な
見
取
り
図
で
あ
り
、
均
衡
を
失
し

て
や
や
詳
し
く
「
女
面
」
に
つ
い
て
触
れ
た
ほ
か
は
諸
家
の
論
の
紹
介
に
終
始
し

て
し
ま
っ
た
が
、
大
方
の
ご
宥
恕
を
お
願
い
し
て
掴
筆
す
る
。

な
お
、
こ
こ
で
は
与
謝
野
晶
子
、
谷
崎
潤
一
郎
、
円
地
文
子
、
瀬
戸
内
寂
聴
、

田
辺
聖
子
等
の

「
源
氏
物
語
」
現
代
語
訳
の
仕
事
に
つ
い
て
は
扱
わ
な
か
っ
た
。
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八
年
九
月

(η)
小
笠
原
美
子
「
円
地
文
子
|
人
と
文
学
」
『
門
地
文
子
の
世
界
』
所
収
創
林
社

一
九
八
一
年
九
月

(
児
)
注

(
M
)
に
同
じ
・

(ω)
藤
井
淑
禎
「
舟
橋
聖
一
と
『
源
氏
物
語
』
」
『
解
釈
と
鑑
賞
特
集
古
典
文
学

と
近
代
の
作
家
』
所
収
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叢
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