
第1章　最古の天文観測
　開化程度の最も低い人間
にとっては暦などというも
のの必要がなく、従ってま
た時の尺度を自然界に求め
ようとする機縁にも接しな
いのである。



古代文化的国民の宇宙創造に関する
諸伝説
　最古の人間は疑いもなく狩猟と漁
労によって生活していたであろう。
ただ飢餓に迫られ、しかも狩猟の獲
物の欠乏のために他の栄養物を求め
るような場合に至って、そこで初め
て草木の実や、食用に適する根の類
をも珍重することを覚えたのであろ
う。もっともこれらはただ応急のも
のであって、多分主として婦人たち
がそれで間に合わせなければならな
かったかも知れない。男子らはその
仕留めた野獣や魚の過剰なものより
しか婦人たちには与えなかったろう
と思われるからである。それでこれ
ら民族は野獣の放浪するに従って放
浪しなければならなかった。そうし
て、ただ差し当ったその日その日の
要求ということだけしか考えなかっ
たのである。その後に人間がもう少
し常住一様な栄養品の供給を確保す
るために、なかんずく必要な野獣を
飼い馴らすことを覚えるようになっ
ても、事情はまだ大して変らなかっ

た。ところがこの獣類を飼養するに
は、季節に応じて変ってゆく牧場を
絶えず新たに求める必要があるので、
こういう遊牧民の居所は彼らの家畜
によって定まることになっていった。
決してその逆ではなかったのである。
　しかし人口が増殖してきたために、
気紛れでなしに本式に土地の耕作を
する必要が起るとともに、事情は全
くちがってきた。すなわち、固定し
た住居をもつ必要を生じ、また本来
の目的とする収穫を得るための準備
として一定の季節にいろいろな野良
仕事をしなければならなくなった。
しかるに季節の循環は地球に対する
太陽の位置の変化によるのであるか
ら、この変化を詳しく知ることが望
ましくなってきた。そのうちに間も
なく、季節によっていろいろな星の
出没の時刻の違うことに気が付き、
しかしてこれを正確に観察する方が
ずっと容易であることを知った。す
でに古い昔から、新月と満月との規
則正しい交代が、二九・五三日とい
う短い周期で起るので、これが短い

期間の時の決定に特に好都合なもの
として人間の注意をひいたに相違な
い。この周期に基づいて一月の長さ
を定め、端数を切り上げて三〇日と
した。更にこの一ヶ月を各々一〇日
ずつの三つの期間に区分した。一年
の長さはほぼ一二ヶ月に当るので、
最初はこれを三六〇日と定めたので
あった。

最も美しきまた最も深き考察より成
れる天地創造の諸伝説
　最古の文明は、時の決定、すなわ
ち、暦と最も密接な関係をもってい
る。この決定は非常に規則正しく復
帰する各種の周期的現象に基づくも
のである。既に述べた通り、中でも
太陰の光度の交互変化は自然民に
とっては最も目に付きやすいもので
あった。それは比較的短い期間に同
一の現象が立帰ってくるために特に
そうであったのである。アリアン系
の言語では、計量（Mass）、測定す
る（messen）及び太陰（Mond）の
観念を表わす言葉は同一の語根から
できている。梵語で太陰をマース

（Ms）というが、これは計量者、計
量器（der Messer）の意でラテン
の 月（mensis） 及 び 計 量 器

（mensura）と関係している。我々
の国語でのこの言葉もやはり古くこ

こから導かれてきたものである。す
なわち、太陰はその規則正しくかつ
観察に恰好な光度の輪回のために最
初の測定術の出発点を与えた。一方
また太陰は昔バビロニア人の間では
神々の中での首長と見なされていた
ものである。ある古い楔形文字で記
された古文書に、こんなことがある。

おお、シン（月神）の神よ、汝のみ
ひとり高きよりの光を
汝こそ光を人の世に恵み給わめ、
………………………………………
汝が光は、汝の初めの御子なるシャ
マシュ（太陽）の輝きのごとく麗わ
しく［＃「麗わしく」は底本では「麗
しわく」］、
汝が御前には神々も塵の中に横たわ
る。
おお汝よ、おお運命の支配者よ。

　このシン（Sin）というのは月の
神で、シャマシュ（Shamash）は太
陽神である。紀元前二〇〇〇年ころ
に至って、初めて、以前にあの木星
の支配者であったところの、バビロ
ンでは特別に大事な神様マルドゥク
が、シンやシャマシュに取って代わ
り、自ら太陽神として何よりも崇ば
れるようになったのである。
　もう少し長い周期が望ましくなっ
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はじめに

　先年私がスウェーデンの読者界のために著した一書『宇宙の成
立』“Das Werden der Welten”（Vrldarnas Utveckling）が非常
な好意をもって迎えられたのは誠に感謝に堪えない次第である。
その結果として私は旧知あるいは未知の人々からいろいろな質問
を受けることになった。これらの質問の多くは、現今に比べると
昔は一般に甚だ多様であったところのいろいろの宇宙観の当否に
関するものであった。これに答えるには、有史以前から既にとう
にすべての思索者たちの興味を惹いていた宇宙進化の諸問題に関
するいろいろな考え方の歴史的集成をすれば好都合なわけである。

　ところが今度ある別な事情のために、ニュートンの出現以前に
行われた宇宙開闢論的観念の歴史的発達を調べるような機縁に立
至ったので、このついでにこの方面における私の知識を充実させ
れば、それによって古来各時代における宇宙関係諸問題に対する
見解についての一つのまとまった概念を得ることが可能となった。
この仕事は私にとっては多大な興味のあるものであったので、押
し付けがましいようではあるが、恐らく一般読者においても、こ
の方面に関する吾人の観照が、野蛮な自然民の当初の幼稚なまと
まらない考え方から出発して現代の大規模な思想の殿堂に到達す
るまでに経由してきた道程について、多少の概念を得ることは望
ましいであろうと信じるようになった。ヘッケル（Hckel）が言っ
ているように『ただそれの成り立ち（Werden）によってのみ、成っ
たもの（das Gewordene）が認識される。現象の真の理解を授け
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最古の天文観測



古
代
文
化
的
国
民
の
宇
宙
創
造
に
関
す
る
諸
伝
説
！

　

最
古
の
人
間
は
疑
い
も
な
く
狩
猟
と
漁
労
に
よ
っ
て
生
活
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
飢
餓
に
迫
ら
れ
、

し
か
も
狩
猟
の
獲
物
の
欠
乏
の
た
め
に
他
の
栄
養
物
を
求
め
る
よ
う
な
場
合
に
至
っ
て
、
そ
こ
で
初
め
て

草
木
の
実
や
、
食
用
に
適
す
る
根
の
類
を
も
珍
重
す
る
こ
と
を
覚
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
こ
れ
ら

は
た
だ
応
急
の
も
の
で
あ
っ
て
、
多
分
主
と
し
て
婦
人
た
ち
が
そ
れ
で
間
に
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
男
子
ら
は
そ
の
仕
留
め
た
野
獣
や
魚
の
過
剰
な
も
の
よ
り
し
か
婦
人
た
ち
に
は

与
え
な
か
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
こ
れ
ら
民
族
は
野
獣
の
放
浪
す
る
に
従
っ
て
放

浪
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
し
て
、
た
だ
差
し
当
っ
た
そ
の
日
そ
の
日
の
要
求
と
い
う
こ
と
だ

け
し
か
考
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
に
人
間
が
も
う
少
し
常
住
一
様
な
栄
養
品
の
供
給
を
確
保
す

る
た
め
に
、
な
か
ん
ず
く
必
要
な
野
獣
を
飼
い
馴
ら
す
こ
と
を
覚
え
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
事
情
は
ま
だ

大
し
て
変
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
獣
類
を
飼
養
す
る
に
は
、
季
節
に
応
じ
て
変
っ
て
ゆ
く
牧
場
を

絶
え
ず
新
た
に
求
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ
う
い
う
遊
牧
民
の
居
所
は
彼
ら
の
家
畜
に
よ
っ
て
定
ま
る

こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た
。
決
し
て
そ
の
逆
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
人
口
が
増
殖
し
て
き
た
た
め
に
、
気
紛
れ
で
な
し
に
本
式
に
土
地
の
耕
作
を
す
る
必
要
が
起
る

と
と
も
に
、
事
情
は
全
く
ち
が
っ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
固
定
し
た
住
居
を
も
つ
必
要
を
生
じ
、
ま
た
本

来
の
目
的
と
す
る
収
穫
を
得
る
た
め
の
準
備
と
し
て
一
定
の
季
節
に
い
ろ
い
ろ
な
野
良
仕
事
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
し
か
る
に
季
節
の
循
環
は
地
球
に
対
す
る
太
陽
の
位
置
の
変
化
に
よ
る
の
で
あ
る

か
ら
、こ
の
変
化
を
詳
し
く
知
る
こ
と
が
望
ま
し
く
な
っ
て
き
た
。
そ
の
う
ち
に
間
も
な
く
、季
節
に
よ
っ

て
い
ろ
い
ろ
な
星
の
出
没
の
時
刻
の
違
う
こ
と
に
気
が
付
き
、
し
か
し
て
こ
れ
を
正
確
に
観
察
す
る
方
が

ず
っ
と
容
易
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
す
で
に
古
い
昔
か
ら
、
新
月
と
満
月
と
の
規
則
正
し
い
交
代
が
、

二
九
・
五
三
日
と
い
う
短
い
周
期
で
起
る
の
で
、
こ
れ
が
短
い
期
間
の
時
の
決
定
に
特
に
好
都
合
な
も
の

と
し
て
人
間
の
注
意
を
ひ
い
た
に
相
違
な
い
。
こ
の
周
期
に
基
づ
い
て
一
月
の
長
さ
を
定
め
、
端
数
を
切

り
上
げ
て
三
〇
日
と
し
た
。
更
に
こ
の
一
ヶ
月
を
各
々
一
〇
日
ず
つ
の
三
つ
の
期
間
に
区
分
し
た
。
一
年

の
長
さ
は
ほ
ぼ
一
二
ヶ
月
に
当
る
の
で
、
最
初
は
こ
れ
を
三
六
〇
日
と
定
め
た
の
で
あ
っ
た
。

最
も
美
し
き
ま
た
最
も
深
き
考
察
よ
り
成
れ
る
天
地
創
造
の
諸
伝
説

　

最
古
の
文
明
は
、
時
の
決
定
、
す
な
わ
ち
、
暦
と
最
も
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
決
定
は
非

宇
宙
の
生
成
に
関
す
る
自
然
の
伝
説 
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は
じ
め
に

　

先
年
私
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
読
者
界
の
た
め
に
著
し
た
一
書
『
宇
宙
の
成
立
』“D

as W
erden der 

W
elten

”（V
rldarnas U

tveckling

）
が
非
常
な
好
意
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
の
は
誠
に
感
謝
に
堪
え

な
い
次
第
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
私
は
旧
知
あ
る
い
は
未
知
の
人
々
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
質
問
を
受
け

る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
質
問
の
多
く
は
、
現
今
に
比
べ
る
と
昔
は
一
般
に
甚
だ
多
様
で
あ
っ
た
と

こ
ろ
の
い
ろ
い
ろ
の
宇
宙
観
の
当
否
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
答
え
る
に
は
、
有
史
以
前
か
ら

既
に
と
う
に
す
べ
て
の
思
索
者
た
ち
の
興
味
を
惹
い
て
い
た
宇
宙
進
化
の
諸
問
題
に
関
す
る
い
ろ
い
ろ
な

考
え
方
の
歴
史
的
集
成
を
す
れ
ば
好
都
合
な
わ
け
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
今
度
あ
る
別
な
事
情
の
た
め
に
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
出
現
以
前
に
行
わ
れ
た
宇
宙
開
闢
論
的
観

念
の
歴
史
的
発
達
を
調
べ
る
よ
う
な
機
縁
に
立
至
っ
た
の
で
、
こ
の
つ
い
で
に
こ
の
方
面
に
お
け
る
私
の

知
識
を
充
実
さ
せ
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
古
来
各
時
代
に
お
け
る
宇
宙
関
係
諸
問
題
に
対
す
る
見
解
に
つ

い
て
の
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
概
念
を
得
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
の
仕
事
は
私
に
と
っ
て
は
多
大
な

興
味
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
押
し
付
け
が
ま
し
い
よ
う
で
は
あ
る
が
、
恐
ら
く
一
般
読
者
に
お
い

て
も
、
こ
の
方
面
に
関
す
る
吾
人
の
観
照
が
、
野
蛮
な
自
然
民
の
当
初
の
幼
稚
な
ま
と
ま
ら
な
い
考
え
方

か
ら
出
発
し
て
現
代
の
大
規
模
な
思
想
の
殿
堂
に
到
達
す
る
ま
で
に
経
由
し
て
き
た
道
程
に
つ
い
て
、
多

少
の
概
念
を
得
る
こ
と
は
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う
と
信
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ヘ
ッ
ケ
ル
（H

ckel
）
が
言
っ

て
い
る
よ
う
に
『
た
だ
そ
れ
の
成
り
立
ち
（W
erden

）
に
よ
っ
て
の
み
、
成
っ
た
も
の
（das 

Gew
ordene

）
が
認
識
さ
れ
る
。
現
象
の
真
の
理
解
を
授
け
る
も
の
は
た
だ
そ
れ
の
発
達
の
歴
史
だ
け

で
あ
る
。』

　

こ
の
言
葉
に
は
多
少
の
誇
張
は
あ
る
─
─
た
と
え
ば
現
代
の
化
学
を
理
解
す
る
た
め
に
昔
の
錬
金
術
者

の
あ
ら
ゆ
る
空
想
を
学
び
知
る
こ
と
は
必
要
と
し
な
い
─
─
し
か
し
と
も
か
く
も
、
過
去
に
お
け
る
思
考

様
式
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
自
身
の
時
代
の
観
照
の
仕
方
を
見
る
上
に
多
大
の
光
明
を
与
え
る
と

い
う
効
果
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

最
も
興
味
の
あ
る
の
は
我
々
現
在
の
観
念
の
萌
芽
が
最
古
の
最
不
完
全
な
概
念
形
式
の
中
に
既
に
認
め

ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
観
念
が
そ
の
環
境
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
変
遷
し
て
き
た
宿
命
的
経
路

を
追
跡
し
て
み
る
と
こ
れ
ら
が
い
か
に
い
ろ
い
ろ
の
異
説
と
闘
っ
て
き
た
か
が
分
り
、
ま
た
一
時
は
そ
の

生
長
を
阻
害
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
や
が
て
ま
た
勢
い
よ
く
延
び
立
っ
て
、
そ
の
競
争
者
等
を
日
陰

に
隠
し
、
結
局
た
だ
自
己
独
り
が
生
活
能
力
を
も
つ
も
の
だ
と
い
う
表
章
を
示
し
て
き
た
こ
と
を
知
る
で

あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
比
較
研
究
に
よ
っ
て
我
々
の
現
代
の
見
解
の
如
何
に
健
全
で
あ
る
か
、
い

か
に
信
頼
す
る
に
足
る
か
と
い
う
こ
と
を
一
層
痛
切
に
感
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
研
究
か
ら
ま
た
現
代
に
お
け
る
発
達
が
未
曾
有
の
速
度
で
進
行
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
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最
古
の
天
文
観
測

第1章



　
古
代
文
化
的
国
民
の
宇
宙
創
造
に
関
す
る
諸
伝
説

　

最
古
の
人
間
は
疑
い
も
な
く
狩
猟
と
漁
労
に
よ
っ
て
生
活
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
飢
餓
に
迫
ら
れ
、

し
か
も
狩
猟
の
獲
物
の
欠
乏
の
た
め
に
他
の
栄
養
物
を
求
め
る
よ
う
な
場
合
に
至
っ
て
、
そ
こ
で
初
め
て

草
木
の
実
や
、
食
用
に
適
す
る
根
の
類
を
も
珍
重
す
る
こ
と
を
覚
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
こ
れ
ら

は
た
だ
応
急
の
も
の
で
あ
っ
て
、
多
分
主
と
し
て
婦
人
た
ち
が
そ
れ
で
間
に
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
う
し
て
、
た
だ
差
し
当
っ
た
そ
の
日
そ
の
日
の
要
求
と
い
う
こ
と
だ
け
し
か

考
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
に
人
間
が
も
う
少
し
常
住
一
様
な
栄
養
品
の
供
給
を
確
保
す
る
た
め

に
、
な
か
ん
ず
く
必
要
な
野
獣
を
飼
い
馴
ら
す
こ
と
を
覚
え
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
事
情
は
ま
だ
大
し
て

変
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
獣
類
を
飼
養
す
る
に
は
、
季
節
に
応
じ
て
変
っ
て
ゆ
く
牧
場
を
絶
え
ず

新
た
に
求
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ
う
い
う
遊
牧
民
の
居
所
は
彼
ら
の
家
畜
に
よ
っ
て
定
ま
る
こ
と
に

な
っ
て
い
っ
た
。
決
し
て
そ
の
逆
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
人
口
が
増
殖
し
て
き
た
た
め
に
、
気
紛
れ
で
な
し
に
本
式
に
土
地
の
耕
作
を
す
る
必
要
が
起
る

と
と
も
に
、
事
情
は
全
く
ち
が
っ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
固
定
し
た
住
居
を
も
つ
必
要
を
生
じ
、
ま
た
本

来
の
目
的
と
す
る
収
穫
を
得
る
た
め
の
準
備
と
し
て
一
定
の
季
節
に
い
ろ
い
ろ
な
野
良
仕
事
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
し
か
る
に
季
節
の
循
環
は
地
球
に
対
す
る
太
陽
の
位
置
の
変
化
に
よ
る
の
で
あ
る

か
ら
、こ
の
変
化
を
詳
し
く
知
る
こ
と
が
望
ま
し
く
な
っ
て
き
た
。
そ
の
う
ち
に
間
も
な
く
、季
節
に
よ
っ

て
い
ろ
い
ろ
な
星
の
出
没
の
時
刻
の
違
う
こ
と
に
気
が
付
き
、
し
か
し
て
こ
れ
を
正
確
に
観
察
す
る
方
が

ず
っ
と
容
易
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
す
で
に
古
い
昔
か
ら
、
新
月
と
満
月
と
の
規
則
正
し
い
交
代
が
、

二
九
・
五
三
日
と
い
う
短
い
周
期
で
起
る
の
で
、
こ
れ
が
短
い
期
間
の
時
の
決
定
に
特
に
好
都
合
な
も
の

と
し
て
人
間
の
注
意
を
ひ
い
た
に
相
違
な
い
。
こ
の
周
期
に
基
づ
い
て
一
月
の
長
さ
を
定
め
、
端
数
を
切

り
上
げ
て
三
〇
日
と
し
た
。
更
に
こ
の
一
ヶ
月
を
各
々
一
〇
日
ず
つ
の
三
つ
の
期
間
に
区
分
し
た
。
一
年

の
長
さ
は
ほ
ぼ
一
二
ヶ
月
に
当
る
の
で
、
最
初
は
こ
れ
を
三
六
〇
日
と
定
め
た
の
で
あ
っ
た
。

最
も
美
し
き
ま
た
最
も
深
き
考
察
よ
り
成
れ
る
天
地
創
造
の
諸
伝
説

　

最
古
の
文
明
は
、
時
の
決
定
、
す
な
わ
ち
、
暦
と
最
も
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
決
定
は
非

常
に
規
則
正
し
く
復
帰
す
る
各
種
の
周
期
的
現
象
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
通
り
、
中
で
も

宇
宙
の
生
成
に
関
す
る
自
然
民
の
伝
説
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は
じ
め
に

　

先
年
私
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
読
者
界
の
た
め
に
著
し
た
一
書
『
宇
宙
の
成
立
』“D

as W
erden der 

W
elten

”（V
rldarnas U

tveckling

）
が
非
常
な
好
意
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
の
は
誠
に
感
謝
に
堪
え

な
い
次
第
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
私
は
旧
知
あ
る
い
は
未
知
の
人
々
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
質
問
を
受
け

る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
質
問
の
多
く
は
、
現
今
に
比
べ
る
と
昔
は
一
般
に
甚
だ
多
様
で
あ
っ
た
と

こ
ろ
の
い
ろ
い
ろ
の
宇
宙
観
の
当
否
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
答
え
る
に
は
、
有
史
以
前
か
ら

既
に
と
う
に
す
べ
て
の
思
索
者
た
ち
の
興
味
を
惹
い
て
い
た
宇
宙
進
化
の
諸
問
題
に
関
す
る
い
ろ
い
ろ
な

考
え
方
の
歴
史
的
集
成
を
す
れ
ば
好
都
合
な
わ
け
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
今
度
あ
る
別
な
事
情
の
た
め
に
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
出
現
以
前
に
行
わ
れ
た
宇
宙
開
闢
論
的
観

念
の
歴
史
的
発
達
を
調
べ
る
よ
う
な
機
縁
に
立
至
っ
た
の
で
、
こ
の
つ
い
で
に
こ
の
方
面
に
お
け
る
私
の

知
識
を
充
実
さ
せ
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
古
来
各
時
代
に
お
け
る
宇
宙
関
係
諸
問
題
に
対
す
る
見
解
に
つ

い
て
の
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
概
念
を
得
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
の
仕
事
は
私
に
と
っ
て
は
多
大
な

興
味
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
押
し
付
け
が
ま
し
い
よ
う
で
は
あ
る
が
、
恐
ら
く
一
般
読
者
に
お
い

て
も
、
こ
の
方
面
に
関
す
る
吾
人
の
観
照
が
、
野
蛮
な
自
然
民
の
当
初
の
幼
稚
な
ま
と
ま
ら
な
い
考
え
方

か
ら
出
発
し
て
現
代
の
大
規
模
な
思
想
の
殿
堂
に
到
達
す
る
ま
で
に
経
由
し
て
き
た
道
程
に
つ
い
て
、
多

少
の
概
念
を
得
る
こ
と
は
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う
と
信
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ヘ
ッ
ケ
ル
（H

ckel
）
が
言
っ

て
い
る
よ
う
に
『
た
だ
そ
れ
の
成
り
立
ち
（W
erden

）
に
よ
っ
て
の
み
、
成
っ
た
も
の
（das 

Gew
ordene

）
が
認
識
さ
れ
る
。
現
象
の
真
の
理
解
を
授
け
る
も
の
は
た
だ
そ
れ
の
発
達
の
歴
史
だ
け

で
あ
る
。』

　

こ
の
言
葉
に
は
多
少
の
誇
張
は
あ
る—
—

た
と
え
ば
現
代
の
化
学
を
理
解
す
る
た
め
に
昔
の
錬
金
術
者

の
あ
ら
ゆ
る
空
想
を
学
び
知
る
こ
と
は
必
要
と
し
な
い—

—

し
か
し
と
も
か
く
も
、
過
去
に
お
け
る
思
考

様
式
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
自
身
の
時
代
の
観
照
の
仕
方
を
見
る
上
に
多
大
の
光
明
を
与
え
る
と

い
う
効
果
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

最
も
興
味
の
あ
る
の
は
我
々
現
在
の
観
念
の
萌
芽
が
最
古
の
最
不
完
全
な
概
念
形
式
の
中
に
既
に
認
め

ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
観
念
が
そ
の
環
境
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
変
遷
し
て
き
た
宿
命
的
経
路

を
追
跡
し
て
み
る
と
こ
れ
ら
が
い
か
に
い
ろ
い
ろ
の
異
説
と
闘
っ
て
き
た
か
が
分
り
、
ま
た
一
時
は
そ
の

生
長
を
阻
害
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
や
が
て
ま
た
勢
い
よ
く
延
び
立
っ
て
、
そ
の
競
争
者
等
を
日
陰

に
隠
し
、
結
局
た
だ
自
己
独
り
が
生
活
能
力
を
も
つ
も
の
だ
と
い
う
表
章
を
示
し
て
き
た
こ
と
を
知
る
で

あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
比
較
研
究
に
よ
っ
て
我
々
の
現
代
の
見
解
の
如
何
に
健
全
で
あ
る
か
、
い

か
に
信
頼
す
る
に
足
る
か
と
い
う
こ
と
を
一
層
痛
切
に
感
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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第
1
章
最
古
の
天
文
観
測

開
化
程
度
の
最
も
低
い
人
間
に
と
っ
て
は
暦
な
ど
と
い
う
も
の
の

必
要
が
な
く
、従
っ
て
ま
た
時
の
尺
度
を
自
然
界
に
求
め
よ
う
と



		

古
代
文
化
的
国
民
の
宇
宙
創
造
に
関
す
る
諸
伝
説

　

最
古
の
人
間
は
疑
い
も
な
く
狩
猟
と
漁
労
に
よ
っ
て
生
活

し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
飢
餓
に
迫
ら
れ
、
し
か
も
狩
猟

の
獲
物
の
欠
乏
の
た
め
に
他
の
栄
養
物
を
求
め
る
よ
う
な
場

合
に
至
っ
て
、
そ
こ
で
初
め
て
草
木
の
実
や
、
食
用
に
適
す

る
根
の
類
を
も
珍
重
す
る
こ
と
を
覚
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
こ
れ
ら
は
た
だ
応
急
の
も
の
で
あ
っ
て
、
多
分
主

と
し
て
婦
人
た
ち
が
そ
れ
で
間
に
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
男
子
ら
は
そ
の
仕
留
め
た
野
獣
や

魚
の
過
剰
な
も
の
よ
り
し
か
婦
人
た
ち
に
は
与
え
な
か
っ
た

ろ
う
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
こ
れ
ら
民
族
は
野

獣
の
放
浪
す
る
に
従
っ
て
放
浪
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
う
し
て
、
た
だ
差
し
当
っ
た
そ
の
日
そ
の
日
の
要
求
と
い

う
こ
と
だ
け
し
か
考
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
に
人

間
が
も
う
少
し
常
住
一
様
な
栄
養
品
の
供
給
を
確
保
す
る
た

め
に
、
な
か
ん
ず
く
必
要
な
野
獣
を
飼
い
馴
ら
す
こ
と
を
覚

え
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
事
情
は
ま
だ
大
し
て
変
ら
な
か
っ

た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
獣
類
を
飼
養
す
る
に
は
、
季
節
に
応
じ

て
変
っ
て
ゆ
く
牧
場
を
絶
え
ず
新
た
に
求
め
る
必
要
が
あ
る

の
で
、
こ
う
い
う
遊
牧
民
の
居
所
は
彼
ら
の
家
畜
に
よ
っ
て

定
ま
る
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た
。
決
し
て
そ
の
逆
で
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
人
口
が
増
殖
し
て
き
た
た
め
に
、
気
紛
れ
で
な
し

に
本
式
に
土
地
の
耕
作
を
す
る
必
要
が
起
る
と
と
も
に
、
事

情
は
全
く
ち
が
っ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
固
定
し
た
住
居
を

も
つ
必
要
を
生
じ
、
ま
た
本
来
の
目
的
と
す
る
収
穫
を
得
る

た
め
の
準
備
と
し
て
一
定
の
季
節
に
い
ろ
い
ろ
な
野
良
仕
事

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
し
か
る
に
季
節
の
循
環

は
地
球
に
対
す
る
太
陽
の
位
置
の
変
化
に
よ
る
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
変
化
を
詳
し
く
知
る
こ
と
が
望
ま
し
く
な
っ
て
き

た
。
そ
の
う
ち
に
間
も
な
く
、
季
節
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な

星
の
出
没
の
時
刻
の
違
う
こ
と
に
気
が
付
き
、
し
か
し
て
こ

れ
を
正
確
に
観
察
す
る
方
が
ず
っ
と
容
易
で
あ
る
こ
と
を

知
っ
た
。
す
で
に
古
い
昔
か
ら
、
新
月
と
満
月
と
の
規
則
正

し
い
交
代
が
、
二
九
・
五
三
日
と
い
う
短
い
周
期
で
起
る
の

で
、
こ
れ
が
短
い
期
間
の
時
の
決
定
に
特
に
好
都
合
な
も
の

と
し
て
人
間
の
注
意
を
ひ
い
た
に
相
違
な
い
。
こ
の
周
期
に

基
づ
い
て
一
月
の
長
さ
を
定
め
、
端
数
を
切
り
上
げ
て
三
〇

日
と
し
た
。
更
に
こ
の
一
ヶ
月
を
各
々
一
〇
日
ず
つ
の
三
つ

の
期
間
に
区
分
し
た
。
一
年
の
長
さ
は
ほ
ぼ
一
二
ヶ
月
に
当

る
の
で
、
最
初
は
こ
れ
を
三
六
〇
日
と
定
め
た
の
で
あ
っ
た
。

		

最
も
美
し
き
ま
た
最
も
深
き
考
察
よ
り
成
れ
る
天

地
創
造
の
諸
伝
説

　

最
古
の
文
明
は
、
時
の
決
定
、
す
な
わ
ち
、
暦
と
最
も
密

接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
決
定
は
非
常
に
規
則
正
し

く
復
帰
す
る
各
種
の
周
期
的
現
象
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

既
に
述
べ
た
通
り
、
中
で
も
太
陰
の
光
度
の
交
互
変
化
は
自

然
民
に
と
っ
て
は
最
も
目
に
付
き
や
す
い
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
比
較
的
短
い
期
間
に
同
一
の
現
象
が
立
帰
っ
て
く
る

た
め
に
特
に
そ
う
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ア
リ
ア
ン
系
の
言

語
で
は
、
計
量
（M

ass

）、
測
定
す
る
（m

essen
）
及
び

太
陰
（M

ond

）
の
観
念
を
表
わ
す
言
葉
は
同
一
の
語
根
か

ら
で
き
て
い
る
。
梵
語
で
太
陰
を
マ
ー
ス
（M

s

）
と
い
う
が
、

こ
れ
は
計
量
者
、
計
量
器
（der M

esser

）
の
意
で
ラ
テ

ン
の
月
（m

ensis

）
及
び
計
量
器
（m

ensura

）
と
関
係
し

て
い
る
。
我
々
の
国
語
で
の
こ
の
言
葉
も
や
は
り
古
く
こ
こ

か
ら
導
か
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
太
陰
は
そ

の
規
則
正
し
く
か
つ
観
察
に
恰
好
な
光
度
の
輪
回
の
た
め
に

最
初
の
測
定
術
の
出
発
点
を
与
え
た
。
一
方
ま
た
太
陰
は
昔

バ
ビ
ロ
ニ
ア
人
の
間
で
は
神
々
の
中
で
の
首
長
と
見
な
さ
れ

て
い
た
も
の
で
あ
る
。
あ
る
古
い
楔
形
文
字
で
記
さ
れ
た
古

文
書
に
、
こ
ん
な
こ
と
が
あ
る
。

お
お
、
シ
ン
（
月
神
）
の
神
よ
、
汝
の
み
ひ
と
り
高
き
よ
り

の
光
を

汝
こ
そ
光
を
人
の
世
に
恵
み
給
わ
め
、

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

最
古
の
天
文
観
測

宇
宙
の
生
成
に
関
す
る
自
然
民
の
伝
説
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は
じ
め
に

　

先
年
私
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
読
者
界
の
た
め
に
著
し
た
一
書
『
宇
宙
の
成
立
』“D

as W
erden der 

W
elten

”（V
rldarnas U

tveckling

）
が
非
常
な
好
意
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
の
は
誠
に
感
謝
に
堪
え

な
い
次
第
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
私
は
旧
知
あ
る
い
は
未
知
の
人
々
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
質
問
を
受
け

る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
質
問
の
多
く
は
、
現
今
に
比
べ
る
と
昔
は
一
般
に
甚
だ
多
様
で
あ
っ
た
と

こ
ろ
の
い
ろ
い
ろ
の
宇
宙
観
の
当
否
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
答
え
る
に
は
、
有
史
以
前
か
ら

既
に
と
う
に
す
べ
て
の
思
索
者
た
ち
の
興
味
を
惹
い
て
い
た
宇
宙
進
化
の
諸
問
題
に
関
す
る
い
ろ
い
ろ
な

考
え
方
の
歴
史
的
集
成
を
す
れ
ば
好
都
合
な
わ
け
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
今
度
あ
る
別
な
事
情
の
た
め
に
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
出
現
以
前
に
行
わ
れ
た
宇
宙
開
闢
論
的
観

念
の
歴
史
的
発
達
を
調
べ
る
よ
う
な
機
縁
に
立
至
っ
た
の
で
、
こ
の
つ
い
で
に
こ
の
方
面
に
お
け
る
私
の

知
識
を
充
実
さ
せ
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
古
来
各
時
代
に
お
け
る
宇
宙
関
係
諸
問
題
に
対
す
る
見
解
に
つ

い
て
の
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
概
念
を
得
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
の
仕
事
は
私
に
と
っ
て
は
多
大
な

興
味
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
押
し
付
け
が
ま
し
い
よ
う
で
は
あ
る
が
、
恐
ら
く
一
般
読
者
に
お
い

て
も
、
こ
の
方
面
に
関
す
る
吾
人
の
観
照
が
、
野
蛮
な
自
然
民
の
当
初
の
幼
稚
な
ま
と
ま
ら
な
い
考
え
方

か
ら
出
発
し
て
現
代
の
大
規
模
な
思
想
の
殿
堂
に
到
達
す
る
ま
で
に
経
由
し
て
き
た
道
程
に
つ
い
て
、
多

少
の
概
念
を
得
る
こ
と
は
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う
と
信
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ヘ
ッ
ケ
ル
（H

ckel
）
が
言
っ

て
い
る
よ
う
に
『
た
だ
そ
れ
の
成
り
立
ち
（W

erden

）
に
よ
っ
て
の
み
、
成
っ
た
も
の
（das 

Gew
ordene

）
が
認
識
さ
れ
る
。
現
象
の
真
の
理
解
を
授
け
る
も
の
は
た
だ
そ
れ
の
発
達
の
歴
史
だ
け

で
あ
る
。』

　

こ
の
言
葉
に
は
多
少
の
誇
張
は
あ
る
─
─
た
と
え
ば
現
代
の
化
学
を
理
解
す
る
た
め
に
昔
の
錬
金
術
者

の
あ
ら
ゆ
る
空
想
を
学
び
知
る
こ
と
は
必
要
と
し
な
い
─
─
し
か
し
と
も
か
く
も
、
過
去
に
お
け
る
思
考

様
式
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
自
身
の
時
代
の
観
照
の
仕
方
を
見
る
上
に
多
大
の
光
明
を
与
え
る
と

い
う
効
果
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

最
も
興
味
の
あ
る
の
は
我
々
現
在
の
観
念
の
萌
芽
が
最
古
の
最
不
完
全
な
概
念
形
式
の
中
に
既
に
認
め

ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
観
念
が
そ
の
環
境
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
変
遷
し
て
き
た
宿
命
的
経
路

を
追
跡
し
て
み
る
と
こ
れ
ら
が
い
か
に
い
ろ
い
ろ
の
異
説
と
闘
っ
て
き
た
か
が
分
り
、
ま
た
一
時
は
そ
の

生
長
を
阻
害
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
や
が
て
ま
た
勢
い
よ
く
延
び
立
っ
て
、
そ
の
競
争
者
等
を
日
陰

に
隠
し
、
結
局
た
だ
自
己
独
り
が
生
活
能
力
を
も
つ
も
の
だ
と
い
う
表
章
を
示
し
て
き
た
こ
と
を
知
る
で

あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
比
較
研
究
に
よ
っ
て
我
々
の
現
代
の
見
解
の
如
何
に
健
全
で
あ
る
か
、
い

か
に
信
頼
す
る
に
足
る
か
と
い
う
こ
と
を
一
層
痛
切
に
感
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
研
究
か
ら
ま
た
現
代
に
お
け
る
発
達
が
未
曾
有
の
速
度
で
進
行
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
て

104105
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っていた。次の太子に擬せられておいでになる方で、臣下が御尊
敬申していることも並み並みでなくて、その御人格も堅実な方で
あった。
　源右大臣には何人もの令嬢があって、長女は東宮に侍していて、
競争者もないよい位置を得ているのである。下の令嬢はまた順序
どおりに三の宮がお嫁りになるのであろうと世間も見ているし、
中
ちゅう

宮
ぐう

もそのお心でおありになるのであるが、兵部卿の宮にそのお
心がないのである。恋愛結婚でなければいやであると思っておい
でになるふうなのであった。夕霧の大臣も同じように娘たちを御
兄弟の宮方に嫁

とつ

がせることを世間へはばかっているのであったが、
もし懇望されるなら同意をするのに躊

ちゅう

躇
ちょ

はしないというふうを見
せて、兵部卿の宮に十分の好意を見せていた。大臣の六女は現在
における自信のある貴公子の憧

どう

憬
けい

の的になっていた。
　六条院がおいでにならぬようになってから、夫人がたは皆泣く
泣くそれぞれの家へ移ってしまったのであって、花

はな

散
ちる

里
さと

といわれ
た夫人は遺産として与えられた東の院へ行ったのであった。中宮
は大部分宮中においでになったから、院の中は寂しく人少なにな
ったのを、夕霧の右大臣は、

　平成00年０月
紫式部

・・・・・・・・・・　はじめに　・・・・・・・・・・

　光
ひかるきみ

君がおかくれになったあとに、そのすぐれた美
び

貌
ぼう

を継ぐと見
える人は多くの遺族の中にも求めることが困難であった。院の陛
下はおそれおおくて数に引きたてまつるべきでない。今の帝

みかど

の第
三の宮と、同じ六条院で成長した朱

すざく

雀院の女
にょさん

三の宮
みや

の若君の二
ふたり

人
がとりどりに美貌の名を取っておいでになって、実際すぐれた貴
公子でおありになったが、光源氏がそうであったようにまばゆい
ほどの美男というのではないようである。ただ普通の人としては
まことにりっぱで艶

えん

な姿の備わっている方たちである上に、あら
ゆる条件のそろった身分でおありになることも、光源氏にやや過
ぎていて、人々の尊敬している心が実質以上に美なる人、すぐれ
た人にする傾向があった。紫夫人が特に愛してお育てした方であ
ったから、三の宮は二条の院に住んでおいでになるのである。む
ろん東宮は特別な方として御大切にあそばすのであるが、帝もお
后
きさき

もこの三の宮を非常にお愛しになって、御所の中へお住
すまい

居の御
殿も持たせておありになるが、宮はそれよりも気楽な自邸の生活
をお喜びになって、二条の院におおかたはおいでになるのであっ
た。御元服後は三の宮を兵

ひょうぶきょう

部卿の宮と申し上げるのであった。女
にょ

一
いち

の宮
みや

は六条院の南の町の東の対
たい

を、昔のとおりに部
へ

屋
や

の模様変
えもあそばされずに住んでおいでになって、明け暮れ昔の美しい
養祖母の女

にょ

王
おう

を恋しがっておいでになった。二の宮も同じ六条院
の寝殿を時々行ってお休みになる所にあそばして、御所では梅

うめ

壺
つぼ

をお住居に使っておいでになったが、右大臣の二女をお嫁
めと

りにな
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まいと反省して、宮の恋に同情はしながらも姫君の現在の境遇を
語ろうとしなかった。上

じょうず

手な嘘
うそ

で繕うことはできない性質であっ
たから、表面は良

おっと

人を恨み、深い嫉妬を内に抱いている世間並み
の妻に見られているほかはなかった。
　薫
かおる

の大将は恋人を信じて逢
あ

うことにあせりもせず、待ち遠に思
うであろうと心苦しく思いやりながらも、行動の人目につきやす
い大官になっている身では、何かの名目ができなくては行きにく
い宇治の道であった。「恋しくば来ても見よかし千早振る神のい
さむる道ならなくに」と抽象的に言われたその道よりもこの道の
ほうが困難であると言わねばならない。けれどもそのうちに自分
は十分にその人をいたわる方法を考えている、宇治へ行って見る
時に覚える憂

ゆう

鬱
うつ

を消すためにその人を置いておきたいと思ったの
が最初の考えなのであるから、しばらく滞留していてよい口実を
作り、近いうちにゆるりとした気持ちで行って逢

あ

おう、そうして
当分は隠れた妻としておき、彼女の心にも不安を感じさせないよ
うにしてやり、自分のために非難の声が高く起こらないふうにし
て妻であることを自然に世間へ認めさせるのがよいであろう、に
わかにだれの娘か、いつからというようなことを私議されるのも
煩わしく初めの精神と違ってくる、また二条の院の女

にょ

王
おう

に聞かれ
ても、思い出の山荘から、身代わりの人さえ得ればよかったので
あるというようにつれて出て、昔をもう念頭に置いていないよう
に見えるのも不本意であると思い、恋しい心をおさえているのも、
例の恋に呑

のん

気
き

な性質だったからであろう。しかし京へ迎える家は
用意して、忍んで作らせていた。少し心の暇が少なくなったよう
であるがなお二条の院の夫人に尽くすことは怠らなかった。これ

●第52話　浮舟	 ●

　兵
ひょうぶきょう

部卿の宮は美しい人をほのかに御覧になったあの秋の夕べの
ことをどうしてもお忘れになることができなかった。たいした貴
族の娘ではないらしかったが婉

えん

嬋
ぜん

とした美
び

貌
ぼう

の人であったと、好
色な方であったから、それきり消えるようにいなくなってしまっ
たことを残念でたまらぬように思

おぼ

召
しめ

しては、夫人に対しても、
「何でもない恋の遊戯をしようとするくらいのことにもあなたは
よく嫉

しっ

妬
と

する、そんな人とは思わなかったのに」
　こんなふうにお言いになり、怨

うら

みをお洩
も

らしになるおりおり、
中の君は苦しくてありのままのことを言ってしまおうとも思わな
いではなかったが、妻の一人としての待遇はしていないにもせよ
軽々しい情人とは思わずに愛して、世間の目にはつかぬようにと
宇治へ隠してある妹の姫君のことを、お話ししても宮の御性情で
はそのままにしてお置きにはなれまい、女房にでもそうした関係
を結びたくおなりになった人の所へは無反省にそうした人の実家
へまでもお出かけになるような多情さがおありになるのであるか
ら、これはまして相当に月日もたつ今になっても思い込んでお忘
れになれない相手であっては、必ず醜い事件をお起こしになるで
あろう、ほかから聞いておしまいになればそれはしかたがない、
大将のためにも姫君のためにも不幸になるのを知っておいでにな
っても、それに遠慮のおできになる方ではないから、そうした場
合に姫君が他人でない点で、自分は多く恥を覚えることであろう、
何にもせよ自分のあやまりから悪いほうへ運命の進む動機は作る
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歳
とし

の一つ加わった若君をそばへ置き愛しておいでになった。午
ひる

ご
ろであるが、小さい童女が緑の薄

うす

様
よう

の手紙の大きい形のと、小さ
い髭

ひげ

籠
かご

を小松につけたのと、また別の立
たて

文
ぶみ

の手紙とを持ち、むぞ
うさに走って来て夫人の前へそれを置いた。宮が、
「それはどこからよこしたのか」
　とお言いになった。
「宇治から大

た

輔
ゆう

さんの所に差し上げたいと言ってまいりました使
いが、うろうろとしているのを見たものですから、いつものよう
に大輔さんがまた奥様へお目にかけるお手紙だろうと思いまして、
私、受け取ってまいりました」
　せかせかと早口で申した。
「この籠は金の箔

はく

で塗った籠でございますね、松もほんとうのも
のらしくできた枝ですわ」
　うれしそうな顔で言うのを御覧になって、宮もお笑いになり、
「では私もどんなによくできているかを見よう」

を知っている女房などは不思議にも思うのであったが、世の中と
いうものがようやくわかってきた中の君にはこうした薫の誠意が
認識できるようになり、これこそ恋した人を死後までも長く忘れ
ない深い愛の例にもすべき志であると哀れを覚えさせられること
も少なくないのであった。世の信望を得ていることも多くて、官
位の昇進の目ざましい薫であったから、宮があまりにも真心のな
い態度をお見せになったりする時には、不運な自分である、姉君
の心にきめたままにはなっていないで、陰で多くの煩

はん

悶
もん

をせねば
ならぬ妻になっていると、こんなことも思われた。けれども逢っ
て話などをすることはもうあまりできないようになっていた。宇
治時代と今とはあまりにも年月が隔たり過ぎ、どんな情

じょう

誼
ぎ

を結ん
でいる二人であるとも知らぬ人は、身分のない人たちの間では世
話になった、世話をしたというくらいのことでいつまでも親しみ
合っていて、それが穏当に見える、こうした高い貴族の中では例
のないことであるなどと誹

ひ

謗
ぼう

するかもしれぬという遠慮もあり、
宮が続いてこの交情に疑いを持っておいでになるのが今になって
いよいよ煩わしく思われもする心から、自然うとうとしいふうを
見せていくようになったのであるが、薫のほうではそれにもかか
わらず、好意を持ち続けた。宮も多情な御性質がわざわいして情
けなく夫人をお思わせになるようなことも時々はまじるが若君が
かわいく成長してくるのを御覧になっては、他の人から自分の子
は生まれないかもしれぬと思召し、夫人を尊重あそばすようにな
り、隔てのない妻としてはだれよりもお愛しになるため、以前よ
りは少し物思いをすることの少ない日を中の君は送っていた。
　正月の元日の過ぎたあとで宮は二条の院へ来ておいでになって、
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るであろうしとはばかられるのですが、その山里のお家《うち》
で私に関係のある人がお世話になっているということを聞きまし
たが、事実であるとすれば、そうなるまでの経路などもお話し申
しておきたいと考えていましたうちに、あなたのお弟子にしてい
ただいて尼の戒を授けられたということが伝わってきましたが、
真実でしょうか。まだ年も若くて親などもある人ですから、私の
行き届かない所からなくしたように恨まれてもしかたのない人な
のですが」
　と薫は言った。僧都は予期のとおりあの人はただの家の娘では
なかった。貴

き

女
じょ

であろうとは初めから考えられたことであった。
自身で来てこれほどに言っておられる人であれば、深く愛された
人に違いないと思うと、自分は僧であるにせよ、あまりに分別な
くあの人の望みにまかせて出家をさせてしまったものであると胸
がふさがり、返辞をどうすれば障

さわ

りなく聞こえるであろうと考え
られるのであった。事実をもう皆知っておられるらしい、これだ
けのことがすでにわかっている上で、探りにかかられては何も何
も暴露してしまうはずである、隠してはかえって迷惑が起こるで
あろうという結論を僧都は得て、
「どういうことでこんなことが起こりましたかと、昨年来不思議
にばかり思われていました方のことかと思われます」

　平成00年０月
紫式部

・・・・・・・・・・　おわりに　・・・・・・・・・・

　薫
かおる

は山の延
えんりゃくじ

暦寺に着いて、常のとおりに経巻と仏像の供養を営
んだ。横

よ

川
かわ

の寺へは翌日行ったのであるが、僧
そう

都
ず

は大将の親しい
来
らい

駕
が

を喜んで迎えた。これまでからも祈
き

祷
とう

に関した用でつきあっ
ていたのであるが、特に親しいという間柄にはなっていなかった
ところが、今度の一

いっ

品
ぽん

の宮
みや

の御病気の際に、この僧都が修法を申
し上げて著るしい効果を上げたのを見た時から、大きな尊敬を払
うようになって、以前に増した交情を生じたために、重々しい身
でわざわざこの山寺へ訪ねて来てくれたとしてあらんかぎりの歓

もて

待
なし

をした。ゆるりと落ち着いて話などをしている客に湯
ゆ

漬
づ

けなど
が出された。あたりのやや静かになったころ、
「小野の辺にお知り合いの所がありますか」
　と薫は尋ねた。
「そうです。それは古くなった家なのでございます。私に朽

くち

尼
あま

と
も申すべき母がありまして、京にたいした邸

やしき

があるのでもありま
せんから、私が寺にこもっております間は、近くに来ておれば夜
中でも暁でも何かの時に私が役だつことになるかと思いまして小
野に住ませてあるのでございます」
「あの辺は近年まで住宅も相応にあったそうですが、このごろは
家が少なくなったそうですね」
　と言ったあとで、薫は座を進めて低い声になり、
「確かなこととも思われませんし、またあなたへお尋ねしまして
は、なぜ私がそれを深く知ろうとするのかと不思議にお思いにな
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せ
な
い
よ
き
保
護
者
た
り
え
た
。
そ
れ
で
も
大
官
の
後
援
者
を
持
た
ぬ
更
衣
は
、
何
か
の
場
合
に
い
つ
も
心
細
い
思
い

を
す
る
よ
う
だ
っ
た
。

　
前ぜ
ん

生し
ょ
うの

縁
が
深
か
っ
た
か
、
ま
た
も
な
い
よ
う
な
美
し
い
皇
子
ま
で
が
こ
の
人
か
ら
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
。
寵
姫
を

母
と
し
た
御み

子こ

を
早
く
御
覧
に
な
り
た
い
思お

ぼ

召し
め

し
か
ら
、
正
規
の
日
数
が
立
つ
と
す
ぐ
に
更
衣
｜
母お

や

子こ

を
宮
中
へ
お
招

き
に
な
っ
た
。
小し
ょ
う
お
う
じ

皇
子
は
い
か
な
る
美
な
る
も
の
よ
り
も
美
し
い
お
顔
を
し
て
お
い
で
に
な
っ
た
。
帝
の
第
一
皇
子
は

右
大
臣
の
娘
の
女
御
か
ら
お
生
ま
れ
に
な
っ
て
、
重
い
外が
い

戚せ
き

が
背
景
に
な
っ
て
い
て
、
疑
い
も
な
い
未
来
の
皇
太
子
と

し
て
世
の
人
は
尊
敬
を
さ
さ
げ
て
い
る
が
、
第
二
の
皇
子
の
美び

貌ぼ
う

に
な
ら
ぶ
こ
と
が
お
で
き
に
な
ら
ぬ
た
め
、
そ
れ
は

皇お
う

家け

の
長
子
と
し
て
大
事
に
あ
そ
ば
さ
れ
、
こ
れ
は
御
自
身
の
愛あ

い

子し

と
し
て
非
常
に
大
事
が
っ
て
お
い
で
に
な
っ
た
。

更
衣
は
初
め
か
ら
普
通
の
朝
廷
の
女
官
と
し
て
奉
仕
す
る
ほ
ど
の
軽
い
身
分
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
お
愛
し
に
な
る
あ

ま
り
に
、
そ
の
人
自
身
は
最
高
の
貴き

女じ
ょ

と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
り
っ
ぱ
な
女
で
は
あ
っ
た
が
、
始
終
お
そ
ば
へ
お
置
き

に
な
ろ
う
と
し
て
、
殿
上
で
音
楽
そ
の
他
の
お
催
し
事
を
あ
そ
ば
す
際
に
は
、
だ
れ
よ
り
も
ま
ず
先
に
こ
の
人
を
常
の

御
殿
へ
お
呼
び
に
な
り
、
ま
た
あ
る
時
は
お
引
き
留
め
に
な
っ
て
更
衣
が
夜
の
御
殿
か
ら
朝
の
退
出
が
で
き
ず
そ
の
ま

ま
昼
も
侍
し
て
い
る
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
り
し
た
。

　
平
成
00
年
0
月

紫
式
部

は
じ
め
に

　
ど
の
天
皇
様
の
御み

代よ

で
あ
っ
た
か
、
女に

ょ

御ご

と
か
更こ

う

衣い

と
か
い
わ
れ
る
後こ

う

宮き
ゅ
うが
お
お
ぜ
い
い
た
中
に
、
最
上
の
貴
族
出

身
で
は
な
い
が
深
い
御
｜
愛あ
い

寵ち
ょ
うを
得
て
い
る
人
が
あ
っ
た
。
最
初
か
ら
自
分
こ
そ
は
と
い
う
自
信
と
、
親
兄
弟
の
勢
力

に
恃た
の

む
所
が
あ
っ
て
宮
中
に
は
い
っ
た
女
御
た
ち
か
ら
は
失
敬
な
女
と
し
て
ね
た
ま
れ
た
。
そ
の
人
と
同
等
、
も
し
く

は
そ
れ
よ
り
地
位
の
低
い
更
衣
た
ち
は
ま
し
て
嫉し
っ

妬と

の
焔ほ

の
おを

燃
や
さ
な
い
わ
け
も
な
か
っ
た
。
夜
の
御お

殿と
ど

の
宿と

の
い
ど
こ
ろ

直
所
か

ら
退さ
が

る
朝
、
続
い
て
そ
の
人
ば
か
り
が
召
さ
れ
る
夜
、
目
に
見
耳
に
聞
い
て
口く

ち

惜お

し
が
ら
せ
た
恨
み
の
せ
い
も
あ
っ
た

か
か
ら
だ
が
弱
く
な
っ
て
、
心
細
く
な
っ
た
更
衣
は
多
く
実
家
へ
下
が
っ
て
い
が
ち
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
い
よ
い

よ
帝み
か
どは
こ
の
人
に
ば
か
り
心
を
お
引
か
れ
に
な
る
と
い
う
御
様
子
で
、
人
が
何
と
批
評
を
し
よ
う
と
も
そ
れ
に
御
遠
慮

な
ど
と
い
う
も
の
が
お
で
き
に
な
ら
な
い
。
御
聖
徳
を
伝
え
る
歴
史
の
上
に
も
暗
い
影
の
一
所
残
る
よ
う
な
こ
と
に
も

な
り
か
ね
な
い
状
態
に
な
っ
た
。
高
官
た
ち
も
殿
上
役
人
た
ち
も
困
っ
て
、
御
｜
覚か
く

醒せ
い

に
な
る
の
を
期
し
な
が
ら
、
当

分
は
見
ぬ
顔
を
し
て
い
た
い
と
い
う
態
度
を
と
る
ほ
ど
の
御
｜
寵ち
ょ
う

愛あ
い

ぶ
り
で
あ
っ
た
。
唐
の
国
で
も
こ
の
種
類
の
寵

ち
ょ
う

姫き

、

楊よ
う

家か

の
女じ

ょ

の
出
現
に
よ
っ
て
乱
が
醸か

も

さ
れ
た
な
ど
と
蔭か

げ

で
は
い
わ
れ
る
。
今
や
こ
の
女
性
が
一
天
下
の
煩わ

ざ
わい
だ
と
さ
れ

る
に
至
っ
た
。
馬ば

嵬か
い

の
駅
が
い
つ
再
現
さ
れ
る
か
も
し
れ
ぬ
。
そ
の
人
に
と
っ
て
は
堪
え
が
た
い
よ
う
な
苦
し
い
雰ふ

ん

囲い

気き

の
中
で
も
、
た
だ
深
い
御
愛
情
だ
け
を
た
よ
り
に
し
て
暮
ら
し
て
い
た
。
父
の
大だ

い

納な

言ご
ん

は
も
う
故
人
で
あ
っ
た
。
母

の
未
亡
人
が
生
ま
れ
の
よ
い
見
識
の
あ
る
女
で
、
わ
が
娘
を
現
代
に
勢
力
の
あ
る
派は

手で

な
家
の
娘
た
ち
に
ひ
け
を
と
ら
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源氏物語第５帖　若紫（わかむらさき）源氏18歳

第
五
帖
　
若
紫

　
源
氏
は
瘧

わ
ら
わ

病や
み

に
か
か
っ
て
い
た
。
い
ろ
い
ろ
と
ま
じ
な
い
も
し
、
僧
の
加か

持じ

も
受
け
て
い
た
が
効き

き
め験
が
な
く
て
、
こ

の
病
の
特
徴
で
発
作
的
に
た
び
た
び
起
こ
っ
て
く
る
の
を
あ
る
人
が
、

「
北
山
の
某
な
に
が
しと
い
う
寺
に
非
常
に
上じ

ょ
う
ず手
な
修し

ゅ

験げ
ん

僧そ
う

が
お
り
ま
す
、
去
年
の
夏
こ
の
病
気
が
は
や
り
ま
し
た
時
な
ど
、
ま

じ
な
い
も
効き
き
め果

が
な
く
困
っ
て
い
た
人
が
ず
い
ぶ
ん
救
わ
れ
ま
し
た
。
病
気
を
こ
じ
ら
せ
ま
す
と
癒な

お

り
に
く
く
な
り
ま

す
か
ら
、
早
く
た
め
し
て
ご
ら
ん
に
な
っ
た
ら
い
い
で
し
ょ
う
」

　
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
勧
め
た
の
で
、
源
氏
は
そ
の
山
か
ら
修
験
者
を
自
邸
へ
招
こ
う
と
し
た
。

「
老
体
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
岩が
ん

窟く
つ

を
一
歩
出
る
こ
と
も
む
ず
か
し
い
の
で
す
か
ら
」

　
僧
の
返へ
ん

辞じ

は
こ
ん
な
だ
っ
た
。

「
そ
れ
で
は
し
か
た
が
な
い
、
そ
っ
と
微し
の
び行

で
行
っ
て
み
よ
う
」

　
こ
う
言
っ
て
い
た
源
氏
は
、
親
し
い
家け
い

司し

四
、
五
人
だ
け
を
伴
っ
て
、
夜
明
け
に
京
を
立
っ
て
出
か
け
た
の
で
あ
る
。

郊
外
の
や
や
遠
い
山
で
あ
る
。
こ
れ
は
三
月
の
三
十
日
だ
っ
た
。
京
の
桜
は
も
う
散
っ
て
い
た
が
、
途
中
の
花
は
ま
だ

盛
り
で
、
山
路
を
進
ん
で
行
く
に
し
た
が
っ
て
渓た
に

々だ
に

を
こ
め
た
霞か

す
みに

も
都
の
霞
に
な
い
美
が
あ
っ
た
。
窮き

ゅ
う
く
つ屈な

境
遇
の

源
氏
は
こ
う
し
た
山
歩
き
の
経
験
が
な
く
て
、
何
事
も
皆
珍
し
く
お
も
し
ろ
く
思
わ
れ
た
。
修
験
僧
の
寺
は
身
に
し
む

よ
う
な
清
さ
が
あ
っ
て
、
高
い
峰
を
負
っ
た
巌い
わ

窟や

の
中
に
聖し

ょ
う
に
ん人は

は
い
っ
て
い
た
。

　
源
氏
は
自
身
の
だ
れ
で
あ
る
か
を
言
わ
ず
、
服
装
を
は
じ
め
思
い
切
っ
て
簡
単
に
し
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
迎

え
た
僧
は
言
っ
た
。

「
あ
、
も
っ
た
い
な
い
、
先
日
お
召
し
に
な
り
ま
し
た
方
様
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
ょ
う
。
も
う
私
は
こ
の
世
界
の
こ

と
は
考
え
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
修
験
の
術
も
忘
れ
て
お
り
ま
す
の
に
、
ど
う
し
て
ま
あ
わ
ざ
わ
ざ
お
い
で
く
だ
す
っ

た
の
で
し
ょ
う
」

　
驚
き
な
が
ら
も
笑え
み

を
含
ん
で
源
氏
を
見
て
い
た
。
非
常
に
偉
い
僧
な
の
で
あ
る
。
源
氏
を
形
ど
っ
た
物
を
作
っ
て
、

瘧
病
を
そ
れ
に
移
す
祈き

祷と
う

を
し
た
。
加
持
な
ど
を
し
て
い
る
時
分
に
は
も
う
日
が
高
く
上
っ
て
い
た
。

　
源
氏
は
そ
の
寺
を
出
て
少
し
の
散
歩
を
試
み
た
。
そ
の
辺
を
な
が
め
る
と
、
こ
こ
は
高
い
所
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
こ

こ
こ
に
構
え
ら
れ
た
多
く
の
僧
坊
が
見
渡
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
螺ら

旋せ
ん

状
に
な
っ
た
路み

ち

の
つ
い
た
こ
の
峰
の
す
ぐ
下
に
、

そ
れ
も
ほ
か
の
僧
坊
と
同
じ
小こ

柴し
ば

垣が
き

で
は
あ
る
が
、
目
だ
っ
て
き
れ
い
に
廻め

ぐ

ら
さ
れ
て
い
て
、
よ
い
座
敷
風
の
建
物
と

廊
と
が
優
美
に
組
み
立
て
ら
れ
、
庭
の
作
り
よ
う
な
ど
も
き
わ
め
て
凝こ

っ
た
一
構
え
が
あ
っ
た
。

「
あ
れ
は
だ
れ
の
住
ん
で
い
る
所
な
の
か
ね
」

　
と
源
氏
が
問
う
た
。

「
こ
れ
が
、
某
｜
僧そ
う

都ず

が
も
う
二
年
ほ
ど
引
き
こ
も
っ
て
お
ら
れ
る
坊
で
ご
ざ
い
ま
す
」

「
そ
う
か
、
あ
の
り
っ
ぱ
な
僧
都
、
あ
の
人
の
家
な
ん
だ
ね
。
あ
の
人
に
知
れ
て
は
き
ま
り
が
悪
い
ね
、
こ
ん
な
体
裁

で
来
て
い
て
」

　
な
ど
と
、
源
氏
は
言
っ
た
。
美
し
い
侍
童
な
ど
が
た
く
さ
ん
庭
へ
出
て
来
て
仏
の
閼あ

伽か

棚だ
な

に
水
を
盛
っ
た
り
花
を
供
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こ
か
ら
海
の
ほ
う
を
な
が
め
た
景
色
は
ど
こ
よ
り
も
よ
く

纏ま
と
ま

っ
て
お
り
ま
す
。
前

さ
き
の

播
磨
守
入
道
が
大
事
な
娘
を
住
ま

せ
て
あ
る
家
は
た
い
し
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
二
代
ほ

ど
前
は
大
臣
だ
っ
た
家
筋
で
、
も
っ
と
出
世
す
べ
き
は
ず

の
人
な
ん
で
す
が
、
変
わ
り
者
で
仲
間
の
交
際
な
ん
か
を

も
き
ら
っ
て
近こ
の

衛え

の
中
将
を
捨
て
て
自
分
か
ら
願
っ
て
出

て
な
っ
た
播
磨
守
な
ん
で
す
が
、
国
の
者
に
反
抗
さ
れ
た

り
し
て
、
こ
ん
な
不
名
誉
な
こ
と
に
な
っ
て
は
京
へ
帰
れ

な
い
と
言
っ
て
、
そ
の
時
に
入
道
し
た
人
で
す
が
、
坊
様

に
な
っ
た
の
な
ら
坊
様
ら
し
く
、
深
い
山
の
ほ
う
へ
で
も

行
っ
て
住
め
ば
よ
さ
そ
う
な
も
の
で
す
が
、
名
所
の
明
石

の
浦
な
ど
に
邸
宅
を
構
え
て
お
り
ま
す
。
播
磨
に
は
ず
い

ぶ
ん
坊
様
に
似
合
っ
た
山
な
ん
か
が
多
い
の
で
す
が
ね
、

変
わ
り
者
を
て
ら
っ
て
そ
う
す
る
か
と
い
う
と
そ
れ
に
も

訳
は
あ
る
の
で
す
。
若
い
妻
子
が
寂
し
が
る
だ
ろ
う
と
い

う
思
い
や
り
な
の
で
す
。
そ
ん
な
意
味
で
ず
い
ぶ
ん
贅ぜ
い

沢た
く

に
住す

ま

居い

な
ど
も
作
っ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
先
日
父
の
所
へ
ま

え
た
り
し
て
い
る
の
も
よ
く
見
え
た
。

「
あ
す
こ
の
家
に
女
が
お
り
ま
す
よ
。
あ
の
僧
都
が
よ
も
や
隠
し
妻
を
置
い
て
は
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
で
し
ょ
う
が
、

い
っ
た
い
何
者
で
し
ょ
う
」

　
こ
ん
な
こ
と
を
従
者
が
言
っ
た
。
崖が
け

を
少
し
お
り
て
行
っ
て
の
ぞ
く
人
も
あ
る
。
美
し
い
女
の
子
や
若
い
女
房
や
ら

召
使
の
童
女
や
ら
が
見
え
る
と
言
っ
た
。

　
源
氏
は
寺
へ
帰
っ
て
仏
前
の
勤
め
を
し
な
が
ら
昼
に
な
る
と
も
う
発ほ
っ

作さ

が
起
こ
る
こ
ろ
で
あ
る
が
と
不
安
だ
っ
た
。

「
気
を
お
紛ま
ぎ

ら
し
に
な
っ
て
、
病
気
の
こ
と
を
お
思
い
に
な
ら
な
い
の
が
い
ち
ば
ん
よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
よ
」

　
な
ど
と
人
が
言
う
の
で
、
後
ろ
の
ほ
う
の
山
へ
出
て
今
度
は
京
の
ほ
う
を
な
が
め
た
。
ず
っ
と
遠
く
ま
で
霞か
す

ん
で
い

て
、
山
の
近
い
木
立
ち
な
ど
は
淡
く
煙
っ
て
見
え
た
。

「
絵
に
よ
く
似
て
い
る
。
こ
ん
な
所
に
住
め
ば
人
間
の
穢き
た
ない
感
情
な
ど
は
起
こ
し
よ
う
が
な
い
だ
ろ
う
」

　
と
源
氏
が
言
う
と
、

「
こ
の
山
な
ど
は
ま
だ
浅
い
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
地
方
の
海
岸
の
風
景
や
山
の
景け

色し
き

を
お
目
に
か
け
ま
し
た
ら
、
そ

の
自
然
か
ら
お
得え

に
な
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
絵
が
ず
い
ぶ
ん
御
上
達
な
さ
い
ま
す
で
し
ょ
う
と
思
い
ま
す
。
富
士
、

そ
れ
か
ら
何
々
山
」

　
こ
ん
な
話
を
す
る
者
が
あ
っ
た
。
ま
た
西
の
ほ
う
の
国
々
の
す
ぐ
れ
た
風
景
を
言
っ
て
、
浦
々
の
名
を
た
く
さ
ん
並

べ
立
て
る
者
も
あ
っ
た
り
し
て
、
だ
れ
も
皆
病
へ
の
関
心
か
ら
源
氏
を
放
そ
う
と
努
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
近
い
所
で
は
播は
り

磨ま

の
明あ

か

石し

の
浦
が
よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
特
別
に
変
わ
っ
た
よ
さ
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
た
だ
そ
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常
の
新
春
に
変
わ
っ
た
こ
と
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

　
女
房
な
ど
も
長
く
夫
人
に
仕
え
た
者
は
ま
だ
喪
服
の
濃
い
色
を
改
め
ず
に
い
て
、
な
お
醒さ

ま
し
が
た
い
悲
し
み
に
お

ぼ
れ
て
い
た
。
他
の
夫
人
た
ち
の
所
へ
お
出
か
け
に
な
る
こ
と
が
な
く
て
、
院
が
常
に
こ
ち
ら
で
ば
か
り
暮
ら
し
て
お

い
で
に
な
る
こ
と
だ
け
を
皆
慰
め
に
し
て
い
た
。
こ
れ
ま
で
執
心
が
お
あ
り
に
な
る
の
で
も
な
く
、
時
々
情
人
ら
し
く

お
扱
い
に
な
っ
た
人
た
ち
に
対
し
て
は
独
居
を
あ
そ
ば
す
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
か
え
っ
て
冷
淡
に
お
な
り
に
な
っ
て
、

他
の
人
た
ち
へ
の
ご
と
く
主
従
と
し
て
お
親
し
み
に
な
る
だ
け
で
、
夜
も
だ
れ
か
れ
と
幾
人
も
寝
室
へ
侍は
べ

ら
せ
て
、
御

退
屈
さ
か
ら
夫
人
の
在
世
中
の
話
な
ど
を
あ
そ
ば
し
た
り
し
た
。
次
第
に
恋
愛
か
ら
超
越
し
て
お
し
ま
い
に
な
っ
た
院

は
、
ま
だ
こ
う
し
た
純
粋
な
お
心
に
な
れ
な
か
っ
た
時
代
に
、
怨う
ら

め
し
そ
う
な
様
子
が
お
り
お
り
夫
人
に
見
え
た
こ
と

な
ど
も
お
思
い
出
し
に
な
っ
て
、
な
ぜ
戯
れ
事
に
せ
よ
、
ま
た
運
命
が
し
か
ら
し
め
た
に
せ
よ
、
そ
う
し
た
誘
惑
に
自

分
が
打
ち
勝
ち
え
な
い
で
、
あ
の
人
を
苦
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
、
聡そ
う

明め
い

な
人
で
あ
っ
た
か
ら
、
十
分
の
理
解
は
持
っ
て

い
な
が
ら
も
、
あ
く
ま
で
怨
み
き
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
て
、
ど
の
人
と
交
渉
の
生
じ
た
場
合
に
も
一
度
ず
つ
は
ど
う

な
る
こ
と
か
と
不
安
に
お
び
え
た
ふ
う
が
見
え
た
と
院
は
回
顧
あ
そ
ば
さ
れ
て
、
そ
う
し
た
煩は
ん

悶も
ん

を
女に

ょ

王お
う

に
さ
せ
た
こ

と
を
後
悔
さ
れ
る
思
い
が
胸
か
ら
あ
ふ
れ
出
る
よ
う
に
お
感
じ
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。

　
平
成
00
年
0
月

紫
式
部
名

お
わ
り
に

　
春
の
光
を
御
覧
に
な
っ
て
も
、
六
条
院
の
暗
い
お
気
持
ち
が
改
ま
る
も
の
で
も
な
い
の
に
、
表
へ
は
新
年
の
賀
を
申

し
入
れ
る
人
た
ち
が
続
い
て
参
入
す
る
の
を
院
は
お
加
減
が
悪
い
よ
う
に
お
見
せ
に
な
っ
て
、
御み

簾す

の
中
に
ば
か
り
お

い
で
に
な
っ
た
。
兵ひ
ょ
う
ぶ
き
ょ
う

部
卿
の
宮
の
お
い
で
に
な
っ
た
時
に
だ
け
は
お
居
間
の
ほ
う
で
お
会
い
に
な
ろ
う
と
い
う
気
持
ち

に
お
な
り
に
な
っ
て
、
ま
ず
歌
を
お
取
り
次
が
せ
に
な
っ
た
。

　
　
　
わ
が
宿
は
　
花
も
て
は
や
す
　
人
も
な
し
　
何
に
か
春
の
　
訪た

づ

ね
き
つ
ら
ん

　
宮
は
涙
ぐ
ん
で
お
し
ま
い
に
な
っ
て
、

　
　
　
香
を
と
め
て
　
来
つ
る
か
ひ
な
く
　
お
ほ
か
た
の
　
花
の
便た

よ

り
と
　
言
ひ
や
な
す
べ
き

　
と
返
し
を
申
さ
れ
た
。
紅
梅
の
木
の
下
を
通
っ
て
対
の
ほ
う
へ
歩
い
て
お
い
で
に
な
る
宮
の
、
御
｜
風ふ

う

采さ
い

の
な
つ
か

し
い
の
を
御
覧
に
な
っ
て
も
、
今
で
は
こ
の
人
以
外
に
紅
梅
の
美
と
並
べ
て
よ
い
人
も
存
在
し
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る

と
院
は
お
思
い
に
な
っ
た
。
花
は
ほ
の
か
に
開
い
て
美
し
い
紅
を
見
せ
て
い
た
。
音
楽
の
遊
び
を
さ
れ
る
の
で
も
な
く
、
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小林参三郎が創立した日本人病院

明治三十年代のハワイにおける日本人医師たち



一

　　
一
八
九
九
（
明
治
三
十
二
）
年
七
月
二
十
八
日
夕
─
─
。

　
ホ
ノ
ル
ル
の
日
本
人
牧
師
、
奥
村
多
喜
衛
の
家
で
、
谷
村
カ
ツ
の
歓
迎
会
が
催
さ
れ
た
。

　
開
け
放
た
れ
た
白
い
縁
ど
り
の
窓
か
ら
、
よ
う
や
く
涼
し
く
な
っ
た
風
が
流
れ
込
み
、
汗
ば
ん
だ
カ
ツ

の
肌
を
撫
で
て
い
っ
た
。

　
ま
だ
、
外
は
明
る
い
。
ハ
ワ
イ
の
黄
昏
は
、
名
曲
の
終
わ
り
の
フ
ェ
ル
マ
ー
タ
の
よ
う
に
美
し
く
長
い
。

　
再
び
、
白
い
レ
ー
ス
状
の
カ
ー
テ
ン
が
大
き
く
揺
れ
、
少
し
強
め
の
甘
い
香
り
の
風
が
奥
村
の
瀟
洒
な

家
の
中
を
通
り
過
ぎ
て
い
き
、
部
屋
の
隅
に
置
か
れ
た
花
瓶
の
中
の
ブ
ー
ゲ
ン
ビ
リ
ア
の
花
弁
を
揺
す
っ

た
。

　
リ
ビ
ン
グ
の
洋
風
の
テ
ー
ブ
ル
に
は
、
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
や
マ
ン
ゴ
ー
な
ど
、
カ
ツ
が
そ
れ
ま
で
に
見
た

こ
と
も
な
い
よ
う
な
色
と
り
ど
り
の
南
国
の
果
実
が
竹
の
籠
に
盛
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
向
こ
う
の
ダ
イ
ニ

ン
グ
・
テ
ー
ブ
ル
に
は
、
タ
ロ
イ
モ
の
ペ
ー
ス
ト
「
ポ
イ
」、
蒸
し
料
理
「
ラ
ウ
ラ
ウ
」、
そ
れ
に
「
ル
ア

ウ
」
と
い
う
コ
コ
ナ
ッ
ツ
シ
チ
ュ
ー
な
ど
、質
素
な
が
ら
も
、さ
ま
ざ
ま
な
家
庭
料
理
が
用
意
さ
れ
て
あ
っ

た
。

「
本
日
、
香
港
号
で
来
布
さ
れ
ま
し
た
谷
村
カ
ツ
さ
ん
で
す
。
こ
う
し
て
巡
り
合
え
た
こ
と
を
神
に
感
謝

し
ま
す
」
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髪
を
オ
ー
ル
バ
ッ
ク
に
き
ち
ん
と
整
え
、
効
き
す
ぎ
る
ほ
ど
ノ
リ
の
効
い
た
白
い
半
袖
シ
ャ
ツ
姿
の
奥

村
が
十
字
を
切
り
な
が
ら
、
そ
の
日
の
参
加
者
た
ち
に
日
本
か
ら
の
来
訪
者
カ
ツ
を
紹
介
す
る
と
、
ま
わ

り
か
ら
大
き
な
拍
手
が
湧
い
た
。

　
そ
の
中
に
は
、
も
ち
ろ
ん
、
神
田
重
英
、
ス
エ
夫
妻
も
い
た
。

　
カ
ツ
を
歓
迎
し
た
奥
村
多
喜
衛
は
、
一
八
六
五
（
慶
応
元
）
年
、
土
佐
藩
士
奥
村
又
十
郎
の
長
男
と
し

て
、
高
知
県
安
芸
郡
に
生
ま
れ
た
。
藩
主
山
内
容
堂
の
諮
問
役
で
、
漢
学
者
で
あ
っ
た
父
か
ら
武
士
の
教

育
を
受
け
て
育
っ
た
が
、
明
治
に
入
る
と
、
文
明
開
化
に
目
覚
め
、
一
八
八
八
（
明
治
二
十
一
）
年
、

二
十
三
歳
で
大
阪
教
会
で
洗
礼
を
受
け
た
。

　
一
八
九
〇
（
明
治
二
十
三
）
年
、
同
志
社
神
学
校
に
入
学
し
た
が
、
在
学
中
か
ら
日
本
人
移
民
が
多
く

い
る
ハ
ワ
イ
で
の
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
の
意
義
を
知
り
、
神
学
校
を
卒
業
す
る
と
単
身
ハ
ワ
イ
に
渡
っ
た
。

　
そ
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
牧
師
と
し
て
伝
道
に
専
念
す
る
か
た
わ
ら
、
日
本
人
の
子
供
の
た
め
に
幼
稚

園
、
小
学
校
を
創
設
し
た
男
で
あ
っ
た
。

「
谷
村
カ
ツ
で
す
。
神
田
ス
エ
の
姉
で
す
。
ど
う
か
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
」

　
カ
ツ
が
丁
寧
に
腰
を
折
る
と
同
時
に
、
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
の
フ
ラ
ッ
シ
ュ
が
ポ
ン
と
音
を
立
て
、
閃
光
が

一
瞬
、
あ
た
り
を
明
る
く
し
た
。
ハ
ワ
イ
「
や
ま
と
新
聞
」
の
カ
メ
ラ
マ
ン
が
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切
っ
た
瞬

間
で
あ
っ
た
。

「
粗
餐
で
す
が
、
ど
う
ぞ
、
テ
ー
ブ
ル
の
ま
わ
り
に
お
集
ま
り
く
だ
さ
い
」
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