
か
の
大
惨
劇
の
九
月
十
一
日
の
あ
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
開
か
れ
た
詩
の

朗
読
会
で
は
、W

.H
.A
uden

の
「
一
九
三
九
年
九
月
一
日
」（Septem

ber

1,
1939

）
が
頻
繁
に
選
ば
れ
た
そ
う
で
あ
る
。
オ
ー
デ
ン
が
取
り
上
げ
た

日
は
、
申
す
ま
で
も
な
く
、
ヒ
ト
ラ
ー
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
侵
略
を
始
め
た
日

で
、
第
二
次
世
界
大
戦
が
正
式
に
始
ま
っ
た
日
と
さ
れ
る
が
、
詩
は
、
侵

略
の
ニ
ュ
ー
ス
を
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
は
五
十
二
丁
目
の
居
酒
屋
で
聞
い
た
時

の
こ
と
を
述
べ
る
。

し
か
し
、
黒
煙
を
挙
げ
、
火
を
噴
く
「
双
子
の
タ
ワ
ー
」
を
ア
パ
ー
ト

の
屋
上
か
ら
眺
め
、
ず
ぬ
け
て
明
る
い
陽
光
の
中
を
行
き
来
す
る
人
た
ち

を
身
近
に
し
て
ぼ
く
が
思
い
出
し
た
の
は
、
オ
ー
デ
ン
の
別
の
詩
で
あ
っ

た
。
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
に
行
っ
て
い
る
時
に
作
っ
た
詩
の
一
つ
、M

usée
des

B
eaux

A
rts

が
そ
れ
だ
。
最
終
連
で
ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
の
絵
「
イ
カ
ル
ス
」

（「
イ
カ
ル
ス
の
墜
落
を
持
つ
風
景
」
と
も
）
に
焦
点
を
当
て
た
、
苦
し
み

（suffering

）
や
惨
劇
（disaster

）
と
、
そ
の
周
辺
で
続
け
ら
れ
る
日
常
生

活
と
の
乖
離
を
描
く
名
作
で
あ
る
。

こ
の
詩
を
若
い
と
も
だ
ち
の
た
め
に
訳
し
て
い
て
、
は
た
と
戸
惑
っ
た

と
こ
ろ
が
あ
る
。the

expensive
delicate

ship

と
い
う
表
現
が
そ
れ
だ
。

結
局
、
い
つ
も
の
原
文
忠
実
主
義
で
「
高
価
で
繊
細
な
船
」
と
し
た
の
だ

が
、
他
の
訳
者
は
ど
う
し
て
い
る
か
。
歌
人
の
石
井
辰
彦
さ
ん
にE

m
ail

で
尋
ね
る
と
、「
美
術
館
」
と
い
う
中
桐
雅
夫
訳
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は

「
ぜ
い
た
く
で
優
美
な
船
」
と
あ
る
と
い
う
（
訳
は
一
九
九
三
年
思
潮
社

刊
沢
崎
順
之
助
編
『
オ
ー
デ
ン
詩
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
）。

ぼ
く
も
そ
の
よ
う
な
表
現
を
考
え
た
が
、そ
れ
な
ら
原
文
はthe

luxurious

elegantship
と
、
韻
律
的
に
も
問
題
の
な
い
表
現
が
可
能
な
は
ず
、
と

結
論
し
た
。
翻
訳
は
往
々
に
し
て
そ
の
よ
う
な
憶
測
と
迷
い
で
成
り
立
っ

て
い
る
│
│

The
expensive

delicate
ship
│
│
新
訳
源
氏
物
語

佐

藤

紘

彰
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と
い
う
の
が
導
入
部
と
な
る
か
ど
う
か
、『
源
氏
物
語
』
は
日
本
文
学

の
、
ま
さ
にthe

expensive
delicate

ship

と
言
っ
て
差
し
支
え
な
い
と

思
う
。
今
度
、
そ
の
第
三
の
英
訳
が
出
た
。
訳
者
はR

oyallTyler

、
出

版
元
はV

iking

で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
を
最
初
に
英
訳
し
た
人
は
、
ご
存
知A

rthurW
aley

、

訳
は
一
九
二
五
年
か
ら
一
九
三
三
年
ま
で
六
巻
に
わ
け
て
出
た
と
書
誌
に

あ
る
。
い
ま
、
そ
の
よ
う
に
出
版
年
を
記
し
て
み
て
、
ち
ょ
っ
と
し
た
疑

問
が
湧
く
。
角
川
文
庫
に
収
め
る
與
謝
野
晶
子
の
『
源
氏
物
語
』
訳
の
上

巻
に
池
田
亀
鑑
が
「
源
氏
物
語
と
晶
子
源
氏
」
と
い
う
あ
と
が
き
を
つ
け
、

「
晶
子
夫
人
が
源
氏
物
語
の
現
代
語
訳
に
着
手
せ
ら
れ
た
の
は
、
明
治
の

末
年
で
、
夫
人
が
三
十
歳
を
少
し
越
え
ら
れ
た
こ
ろ
で
あ
っ
た
ら
し
い
」

と
し
、「
そ
の
当
時
は
湖
月
抄
よ
り
ほ
か
に
適
当
な
参
考
書
は
な
か
っ
た

の
で
あ
り
、
一
通
り
全
巻
を
通
読
す
る
だ
け
で
も
容
易
な
ら
ぬ
仕
事
で

あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
か
ら
だ
。『
湖
月
抄
』
は
北
村
季
吟
が
一
六
七
三

年
に
完
成
し
た
注
釈
書
と
い
う
。
こ
れ
は
一
八
九
〇
年
に
は
活
字
に
な
っ

た
ら
し
い
が
、
手
持
ち
の
『
八
代
集
抄
』
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
注
釈
は
痒

い
と
こ
ろ
に
手
が
届
く
と
こ
ろ
か
ら
程
遠
い
と
思
わ
れ
る
。

と
す
れ
ば
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
は
、
大
正
の
末
に
ど
ん
な
注
釈
書
を
も
っ
て

『
源
氏
物
語
』
に
臨
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
ウ
ェ
イ
リ
ー
は
、『
紫
式
部
日

記
』
を
序
文
に
大
き
く
取
り
入
れ
、
脚
注
に
そ
の
出
版
社
と
し
て
博
文
館

を
挙
げ
て
い
な
が
ら
、
肝
心
の
物
語
の
テ
キ
ス
ト
に
何
を
使
っ
た
か
は
記

し
て
い
な
い
。「
源
氏
物
語
・
刊
行
書
籍
一
覧
」
と
い
う
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

で
、
同
じ
博
文
館
の
も
の
を
見
る
と
、
一
九
一
六
年
、『
校
定
源
氏
物
語

詳
解
・
５
冊
（
花
宴
ま
で
）』
と
い
う
の
が
あ
る
が
、
い
ま
、
そ
の
「
詳

解
」
が
ど
の
程
度
の
も
の
か
は
推
定
の
す
べ
が
な
く
、
そ
れ
に
ま
た
、
池

田
亀
鑑
は
「
当
時
」
に
そ
の
こ
ろ
ま
で
を
含
ん
で
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

「（
日
本
の
）
古
文
は
易
し
い
文
法
と
限
ら
れ
た
語
彙
を
持
つ
か
ら
、
そ
れ

を
習
得
す
る
に
は
二
三
カ
月
あ
れ
ば
十
分since

the
classical

language

has
an
easy

gram
m
ar
and

lim
ited

vocabulary,
a
few

m
onths

should

suffice
for

the
m
astering

of
it

」
と
言
い
放
っ
た
こ
と
で
名
高
い
ウ
ェ
イ

リ
ー
に
と
っ
て
、
日
本
語
は
現
代
語
も
古
語
も
等
し
く
外
国
語
で
あ
り
、

日
本
人
の
よ
う
に
古
文
は
苦
手
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
と
し
て

も
、
現
在
の
よ
う
に
懇
切
丁
寧
な
注
釈
書
が
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の

源
氏
訳
は
偉
業
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。「
源
氏
物
語
は
、
日
本
人
な
ら
、

誰
に
で
も
、
す
ら
す
ら
読
解
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
言
う
山
岸

徳
平
す
ら
、「
け
れ
ど
も
、
文
章
に
色
々
の
抵
抗
が
あ
っ
て
、
誰
に
も
、

そ
う
す
ら
す
ら
と
は
、
読
解
し
難
い
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
九

五
八
年
、
岩
波
の
日
本
古
典
文
学
体
系
『
源
氏
物
語
』
校
注
全
五
巻
の
う

ち
第
一
巻
を
終
え
た
時
の
弁
で
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
の
訳
か
ら
四
半
世
紀
た
っ

て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
山
岸
源
氏
は
、
物
語
の
中
の
発
言
者
や
発
言
の
相
手

を
テ
キ
ス
ト
内
で
示
し
、
ま
た
会
話
や
独
語
を
括
弧
で
括
る
な
ど
し
て
、

原
文
の
曖
昧
模
糊
と
し
た
と
こ
ろ
を
そ
れ
だ
け
鮮
明
に
し
た
こ
と
が
特
筆

す
べ
き
点
ら
し
い
。

第
二
の
訳
を
し
た
の
はE

dw
ard

G
.Seidensticker

。
こ
の
学
者
が
有

名
な
日
本
の
古
典
の
訳
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
い
う
記
事
がT

he
N
ew

York
Tim

es

に
出
て
、
そ
れ
を
読
ん
だ
時
の
こ
と
を
、
ぼ
く
は
今
で
も
覚
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え
て
い
る
が
、
出
版
は
一
九
七
六
年
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
のK

nopf

と
ロ

ン
ド
ン
のSecker

and
W
arburg

か
ら
時
を
同
じ
く
し
て
日
の
目
を
見
た
。

サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
カ
ー
は
、
そ
の
序
文
で
、
テ
ク
ス
ト
と
し
て
主
に
山
岸

源
氏
を
使
っ
た
と
言
い
、
そ
の
他
、
玉
上
琢
彌
の
評
釈
と
当
時
出
版
の
途

次
に
あ
っ
た
小
学
館
の
日
本
古
典
文
学
全
集
の
も
の
を
、
ま
た
、
現
代
日

本
語
へ
の
訳
と
し
て
は
、
與
謝
野
晶
子
、
谷
崎
潤
一
郎
、
円
地
文
子
の
も

の
を
参
考
に
し
た
と
言
っ
て
い
る
。

そ
の
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
カ
ー
は
、
先
行
す
る
ウ
ェ
イ
リ
ー
の
訳
に
つ
い

て
、
こ
れ
は
自
分
に
と
っ
て
「
日
本
文
学
へ
の
入
門
書m

y
introduction

to
Japanese

literature

」
と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
何
度
読
み
返
し
た

か
分
か
ら
な
い
。
偉
大
な
文
学
作
品
の
訳
は
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
よ
い
が
、

そ
ん
な
わ
け
だ
か
ら
新
た
な
訳
を
す
る
の
は
「
冒
涜sacrilege

」
の
よ
う

な
気
が
し
た
。
し
か
し
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
は
第
三
十
八
章
を
一
つ
省
略
し
て

い
る
ば
か
り
で
な
く
、
他
に
も「
非
常
に
大
胆
に
切
り
捨
て
排
除
し
たcuts

and
expurgates

very
boldly

」
部
分
が
あ
る
。
逆
に
、「
増
幅am

plify

」

し
「
潤
色em

broider

」
を
施
す
。
そ
れ
が
い
か
ほ
ど
か
は
、「
大
胆
に
縮

小
さ
れ
た
ウ
ェ
イ
リ
ー
の
翻
訳boldly

abridged
W
aley

translation

」
よ

り
も
自
分
の
完
訳
の
方
が
総
語
数
が
少
な
い
こ
と
か
ら
知
ら
れ
よ
う
、
と

記
す
。
こ
の
総
語
数
う
ん
ぬ
ん
は
、
ぼ
く
が
詩
歌
の
訳
で
よ
く
用
い
る
考

え
な
の
で
、
こ
こ
で
は
、
以
下
、
こ
の
尺
度
を
使
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。

サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
カ
ー
の
発
言
で
一
つ
注
目
さ
れ
る
の
は
、
紫
式
部
の

文
体
に
つ
い
て
の
言
葉
だ
ろ
う
。
ウ
ェ
イ
リ
ー
訳
の
「
リ
ズ
ム
」
に
比
べ

る
と
、
紫
式
部
の
そ
れ
は
「
も
っ
と
テ
キ
パ
キ
と
し
、
よ
り
寡
黙
で
あ
り
、

言
葉
を
経
済
的
に
用
い
、
長
々
と
説
明
す
る
こ
と
が
少
な
いbrisker

and

m
ore

laconic,
m
ore

econom
ical

of
w
ords

and
less

given
to
elabora-

tion

」
と
言
う
の
だ
。
ぼ
く
の
よ
う
に
、
高
校
の
古
文
の
ク
ラ
ス
で
、
文

体
上
『
源
氏
物
語
』
と
い
え
ば
『
枕
草
子
』
と
対
比
さ
る
べ
き
も
の
と

習
っ
て
以
来
、
そ
れ
を
金
科
玉
条
と
考
え
て
い
る
者
に
と
っ
て
、
こ
れ
は

驚
き
と
映
る
。
少
な
く
と
も
戦
中
生
ま
れ
の
ぼ
く
ら
の
世
代
は
、
そ
れ
に

似
た
対
比
と
し
て
、
現
代
日
本
文
学
で
は
谷
崎
潤
一
郎
と
川
端
康
成
が
あ

る
と
教
わ
り
、
そ
れ
か
ら
英
文
学
に
進
ん
だ
人
はW

illiam
Faulkner

と

E
rnest

H
em
ingw

ay

が
同
じ
よ
う
に
対
比
さ
れ
る
と
学
ん
だ
は
ず
だ
。
そ

れ
な
の
に
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
カ
ー
は
紫
式
部
の
文
体
が
テ
キ
パ
キ
し
て

い
る
と
言
い
、
ト
ー
ン
で
も
リ
ズ
ム
で
も
自
分
の
訳
の
方
が
紫
式
部
に
近

い
と
い
う
の
で
あ
る
。

第
三
の
英
訳
者
タ
イ
ラ
ー
は
、
そ
の
序
文
で
、
開
口
一
番
、
も
っ
と
人

を
驚
か
す
こ
と
を
言
う
。
い
わ
く
、「『
源
氏
物
語
』
は
日
本
で
千
年
前
に

書
か
れ
た
が
、
こ
ん
に
ち
で
も
誰
も
が
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
注
釈
は
役

に
立
つ
が
必
要
で
は
な
いT

he
Tale

of
G
enji

w
as
w
ritten

a
thousand

years
ago

in
Japan,butanyone

can
read

it
today.T

he
notes

are
useful

butnotrequired

」

幸
い
、
と
い
う
べ
き
か
、
タ
イ
ラ
ー
は
序
文
の
後
の
方
で
、T

he
L
an-

guage
of
G
enji

と
い
う
項
目
を
設
け
て
冒
頭
の
発
言
を
大
幅
に
修
正
し

て
い
る
。
い
わ
く
、「
こ
の
物
語
の
文
体
は
論
ず
る
ま
で
も
な
く
偉
大
な

文
学
的
成
果
だ
が
、
そ
れ
は
ま
た
非
常
に
難
し
い
も
の
で
も
あ
るT

he

style
of
the

tale
is
indisputably

a
great

liteary
achievem

ent,
but

it
is

The expensive delicate ship
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also
difficult

」
と
し
、「（
文
章
内
で
）
名
前
（
を
出
す
こ
と
）
は
稀
で
あ

り
、
動
詞
が
明
示
さ
れ
た
主
語
を
持
つ
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
れ
ま

で
八
百
年
の
源
氏
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
依
然
、
こ
の
言
葉
、
あ
の

行
為
を
別
人
の
も
の
と
す
べ
き
だ
と
論
ず
る
こ
と
は
可
能
で
あ
るN

am
es

are
rare,

and
verbs

seldom
have

a
stated

subject.A
fter

eight
hundred

years
of
G
enji

scholarship,it
is
still

possible
to
argue

that
this

or
that

speech
or
action

should
be
attributed

to
som

eone
else

」
と
し
て
い
る

の
だ
。

そ
し
て
自
分
の
訳
に
つ
い
て
は
、
原
文
の
「
淀
み
な
い
流
れthe
even-

ness
of
flow

」
を
英
語
で
再
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
長
い
文
章
を

維
持
す
る
こ
と
は
で
き
る
し
、
婉
曲
語
法
を
再
現
す
る
こ
と
も
で
き
る
と

す
る
。
た
だ
し
、
タ
イ
ラ
ー
は
、
新
日
本
文
学
古
典
体
系
の
『
源
氏
物

語
』
の
校
注
者
の
一
人
と
な
っ
た
藤
井
貞
和
な
ど
が
唱
え
、
ア
メ
リ
カ
の

日
本
文
学
者
の
中
に
もR

ichard
O
kada

な
ど
共
鳴
者
を
持
つ
「
物
語
に

お
け
る
現
在
話
法
」
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
英
語
で
は
適
切
で
な
い
と
退

け
る
（
現
在
話
法
を
英
訳
に
移
植
す
る
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
は
、
一
九

九
六
年
サ
イ
マ
ル
出
版
会
刊
拙
著
『
訳
せ
な
い
も
の
』
で
あ
る
程
度
述
べ

た
の
で
参
照
い
た
だ
き
た
い
│
│
と
言
い
た
い
が
、
同
著
は
出
版
社
の
倒

産
と
と
も
に
ゾ
ッ
キ
本
に
な
っ
た
）。

タ
イ
ラ
ー
は
、
先
行
英
訳
の
存
在
に
は
触
れ
る
が
、
評
価
は
く
だ
さ
な

い
。以

上
、
三
つ
の
訳
を
並
べ
て
体
裁
の
み
を
み
る
と
、
脚
注
は
、
ウ
ェ
イ

リ
ー
と
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
カ
ー
に
少
な
く
、
タ
イ
ラ
ー
に
多
い
（
サ
イ
デ

ン
ス
テ
ィ
カ
ー
は
、
出
版
社
の
要
請
で
脚
注
を
最
低
限
に
し
た
と
記
し
て

い
る
）。
挿
し
絵
は
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
カ
ー
と
タ
イ
ラ
ー
に
あ
り
、
タ
イ

ラ
ー
は
、
更
に
、
京
都
近
辺
の
地
図
、
都
の
平
面
図
、
物
語
で
語
ら
れ
る

出
来
事
の
年
代
的
経
過
、
用
語
集
、
衣
類
と
色
彩
の
説
明
、
官
職
の
説
明
、

更
に
は
短
い
な
が
ら
参
考
文
献
を
掲
げ
る
。
そ
う
し
た
点
で
、
タ
イ
ラ
ー

の
訳
は
日
本
語
の
注
釈
書
に
近
く
な
る
。
違
い
は
、
日
本
語
の
注
釈
書
で

は
解
釈
が
頭
注
な
ど
に
回
さ
れ
る
の
が
、
英
語
で
は
訳
に
な
る
こ
と
だ
。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
ぼ
く
が
訳
し
た
文
章
に
添
え
た
原
文
を
見
て
、「
佐

藤
の
翻
訳
は
何
事
か
」
と
笑
い
だ
す
人
が
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
そ

れ
は
冒
頭
の
オ
ー
デ
ン
の
詞
章
の
拙
訳
か
ら
も
言
え
る
こ
と
に
違
い
な
く
、

だ
か
ら
、
以
下
少
し
だ
け
比
較
の
た
め
に
引
く
源
氏
訳
で
も
、
ぼ
く
は
揚

げ
足
を
と
る
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
。
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
カ
ー
は
、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
の
講
演
で
、
英
語
を
理
解
す
る
日
本
の
学
者
が
自
分
の
英
訳
を
取

り
上
げ
て
は
細
々
ケ
チ
を
つ
け
る
と
、
苛
立
ち
と
も
侮
蔑
と
も
つ
か
ぬ
も

の
を
表
明
し
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
中
公
文
庫
に
収
め
る
谷
崎
潤
一
郎

訳
第
一
巻
の
解
説
で
、
池
田
弥
三
郎
が
、
冒
頭
の
部
分
だ
け
な
が
ら
引
い

て
い
る
谷
崎
の
三
種
の
訳
か
ら
も
分
か
る
通
り
、
訳
は
同
じ
人
が
や
っ
て

も
、
そ
の
た
び
ご
と
に
変
わ
る
。
日
本
古
典
詩
歌
の
大
家E

arl
M
iner

先

生
が
、「
詩
の
訳
は
そ
の
時
の
気
分
次
第
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
が
あ

る
が
、
散
文
の
場
合
は
尚
更
そ
う
で
あ
ろ
う
。

で
、
ま
ず
、
そ
の
冒
頭
の
部
分
を
引
い
て
み
よ
う
。
こ
の
部
分
、
ぼ
く

ら
の
世
代
は
暗
記
さ
せ
ら
れ
た
が
、
山
岸
源
氏
で
は
こ
う
あ
る
。
小
文
字
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で
入
れ
て
あ
る
主
語
そ
の
他
の
傍
注
は
省
く
。

と
き

い
づ
れ
の
御
時
に
か
。
女
御
・
更
衣
あ
ま
た
さ
ぶ
ら
ひ
給
ひ
け
る

き
は

と
き

な
か
に
、
い
と
、
や
む
ご
と
な
き
際
に
は
あ
ら
ぬ
が
、
す
ぐ
れ
て
時

た
ま

め
き
給
ふ
あ
り
け
り
。

は
じ
め
よ
り
、「
わ
れ
は
」
と
、
思
ひ
あ
が
り
給
へ
る
御
か
た
が

た
、
め
ざ
ま
し
き
者
に
お
と
し
め
そ
ね
み
た
ま
ふ
。
お
な
じ
程
、
そ

ら
ふ

や
す

れ
よ
り
下
臈
の
更
衣
た
ち
は
、
ま
し
て
、
安
か
ら
ず
。

ウ
ェ
イ
リ
ー

A
t
the

C
ourt

of
an
E
m
peror

(he
lived

it
m
atters

not
w
hen)

there

w
as
am
ong

the
m
any

gentlew
om
en
of
the
W
ardrobe

and
C
ham

ber
one,

w
ho
though

she
w
as
not

of
very

high
rank

w
as
favoured

far
beyond

all
the

rest;
so
that

the
great

ladies
of
the

Palace,
each

of
w
hom

had

secretly
hoped

that
she

herself
w
ould

be
chosen,

looked
w
ith

scorn

and
hatred

upon
the

upstart
w
ho
had

dispelled
their

dream
s.
Still

less

w
ere

her
form

er
com

panions,
the

m
inor

ladies
of
the

W
ardrobe,

con-

tentto
see

her
raised

so
far
above

them
.

サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
カ
ー

In
a
certain

reign
there

w
as
a
lady

not
of
the

first
rank

w
hom

the

em
peror

loved
m
ore

than
any

of
the

others.
T
he
grand

ladies
w
ith

high
am
bitions

thought
her

a
presum

ptuous
upstart,

and
lesser

ladies

w
ere

stillm
ore

resentful.

タ
イ
ラ
ー

In
a
certain

reign
(w
hose

can
it
have

been?)
som

eone
of
no
very

great
rank,

am
ong

all
H
is
M
ajesty's

C
onsorts

and
Intim

ates,
enjoyed

exceptionalfavor.T
hose

others
w
ho
had

alw
ays

assum
ed
thatpride

of

place
w
as
properly

theirs
despised

her
as
a
dreadfulw

om
an,w

hile
the

lesser
Intim

ates
w
ere

unhappier
still.

い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
驚
く
の
は
量
の
格
差
、
な
か
ん
ず
く
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
と
サ
イ
デ
ン

ス
テ
ィ
カ
ー
と
の
量
の
格
差
で
あ
る
。
ウ
ェ
イ
リ
ー
は
九
十
四
語
、
サ
イ

デ
ン
ス
テ
ィ
カ
ー
は
四
十
一
語
と
半
分
以
下
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

一
読
す
る
と
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
が
原
文
を
な
ぞ
っ
て
い
る
よ
う
な
雰
囲
気
を

醸
し
出
す
の
に
対
し
て
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
カ
ー
は
原
文
を
要
約
し
た
の

み
と
の
印
象
を
与
え
る
。
確
か
に
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
に
は
増
幅
が
あ
り
、
潤

色
が
あ
る
。「
め
ざ
ま
し
き
者
」
を
「
彼
女
た
ち
の
夢
を
な
い
が
し
ろ
に

し
た
成
り
上
が
り
者the

upstart
w
ho
had

dispelled
their

dream
s

」
と

す
る
の
は
、
名
訳
と
す
る
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
一
方
、
訳
し
す
ぎ
と

も
言
え
な
く
は
な
い
。「
自
分
た
ち
よ
り
は
る
か
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
の

を
見
てto

see
her

raised
so
far
above

them

」
は
原
文
に
は
な
い
。

他
方
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
カ
ー
は
、
女
御
も
更
衣
も
、
そ
れ
ら
の
人
た

ち
が
た
く
さ
ん
い
る
こ
と
も
、
示
さ
な
い
。
ま
た
、
入
内
し
た
時
か
ら

The expensive delicate ship
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「
わ
れ
こ
そ
は
」
と
思
っ
て
い
た
人
た
ち
が
い
た
と
い
う
雰
囲
気
も
出
し

得
て
お
ら
ず
、「
お
な
じ
程
」（
同
格
の
人
た
ち
）
と
い
う
の
も
省
い
て
あ

る
。
谷
崎
は
自
分
の
訳
の
方
針
と
し
て
、「
少
な
く
と
も
、
原
文
に
あ
る

字
句
で
訳
文
の
方
に
そ
れ
に
該
当
す
る
部
分
が
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
こ

と
は
な
い
よ
う
に
」
し
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
観
点
か
ら
す
れ

ば
、
こ
の
部
分
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
カ
ー
は
落
第
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の

訳
が
出
た
時
、
ぼ
く
の
非
公
式
の
英
語
の
先
生
で
、
い
ま
は
亡
きM

iss

E
leanorW

olff

が
「
ウ
ェ
イ
リ
ー
訳
の
方
が
は
る
か
に
優
れ
て
い
る
」
と

述
べ
た
の
は
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
カ
ー
の
訳
が
あ
ま
り
に
も
あ
っ
け
ら
か

ん
と
し
て
い
る
の
で
、
こ
ん
な
は
ず
は
な
か
ろ
う
と
い
う
、
日
本
語
を
ほ

と
ん
ど
知
ら
な
い
人
の
直
感
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
、
少
な
く
と

も
こ
の
部
分
に
限
っ
て
言
え
ば
、
原
文
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
も
正
し
い
と

の
印
象
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
タ
イ
ラ
ー
は
五
十
一
語
、
つ
ま
り
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
の

お
よ
そ
五
十
五
％
の
言
葉
数
で
、
原
文
の
言
う
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
言
い
得

て
い
る
。
落
ち
て
い
る
の
は
、「
お
な
じ
程
」
の
み
の
よ
う
で
あ
る
。
ひ

と
つ
、「
更
衣
」
にIntim

ate

を
当
て
て
い
る
の
に
は
つ
ま
づ
く
人
が
い

る
か
も
し
れ
な
い
。
浅
井
虎
夫
の
『
女
官
通
解
』
に
、「
更
衣
と
名
づ
く

ゆ
え
ん

お
ん
ぞ

か

る
所
以
は
、
天
子
の
御
衣
を
更
う
る
に
よ
り
て
な
り
」
と
あ
る
か
ら
、

「
親
密
な
人
」に
は
ち
が
い
な
い
が
、
官
職
名
の
一
つ
で
あ
れ
ば
、Intim

ate

は
適
切
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。O

.E
.D
.

に
は
そ
の
よ
う
な
意
味
を

示
し
て
い
な
い
。
た
だ
、
タ
イ
ラ
ー
は
官
位
そ
の
他
で
腐
心
し
て
い
る
よ

う
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
あ
れ
こ
れ
い
う
筋
合
い
の
も
の
で
は
な
い
の
か

も
し
れ
な
い
。

次
に
、
わ
が
友D

oris
B
argen

が
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
物
の
怪
の

役
割
を
論
ず
る
書A

W
om

an's
W
eapon:

Spirit
Possession

in
T
he

Tale

of
G
enji

(U
niversity

of
H
aw
aii
Press,1997)

で
、
蘊
蓄
を
傾
け
て
論
じ

た
夕
顔
の
死
の
と
こ
ろ
を
引
い
て
み
よ
う
。
バ
ー
ゲ
ン
さ
ん
は
、
初
め
は

ア
メ
リ
カ
文
学
を
研
究
し
て
博
士
号
を
取
得
し
な
が
ら
、『
源
氏
物
語
』

に
取
り
憑
か
れ
、
爾
来
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
大
学
ア
マ
ス
ト
校
で
日
本
文

学
を
教
え
て
い
る
ド
イ
ツ
人
の
鬼
才
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
原
文
を
小
学
館

の
日
本
古
典
文
学
全
集
に
収
め
る
阿
部
秋
生
、
秋
山
虔
、
今
井
源
衛
校

注
・
訳
の
も
の
か
ら
引
く
。
源
氏
が
寝
入
り
ざ
ま
に
枕
元
に
「
い
と
お
か

と
の
い

し
げ
な
る
女
」
を
見
て
、
部
屋
を
出
、
宿
直
の
も
の
を
起
こ
し
て
、
戻
っ

て
く
る
。

さ
ぐ

帰
り
入
り
て
探
り
た
ま
へ
ば
、
女
君
は
さ
な
が
ら
臥
し
て
、
右
近

は
か
た
は
ら
に
う
つ
伏
し
臥
し
た
り
。
源
氏
「
こ
は
な
ぞ
、
あ
な
も

お

の
狂
ほ
し
の
物
怖
ぢ
や
。
荒
れ
た
る
所
は
、
狐
な
ど
や
う
の
も
の
の
、

人
を
お
び
や
か
さ
ん
と
て
、
け
恐
ろ
し
う
思
は
す
る
な
ら
ん
。
ま
ろ

あ
れ
ば
、
さ
や
う
の
も
の
に
は
お
ど
さ
れ
じ
」
と
て
、
引
き
起
こ
し

た
ま
ふ
。
右
近
「
い
と
う
た
て
、
乱
り
心
地
の
あ
し
う
は
べ
れ
ば
、

う
つ
伏
し
臥
し
て
は
べ
る
や
。
御
前
こ
そ
わ
り
な
く
思
さ
る
ら
め
」

と
言
え
ば
、「
そ
よ
、
な
ど
か
う
は
」
と
て
、
か
い
探
り
た
ま
ふ
に
、

い
き息

も
せ
ず
。
引
き
動
か
し
た
ま
へ
ど
、
な
よ
な
よ
と
し
て
、
我
に
も

あ
ら
ぬ
さ
ま
な
れ
ば
、
い
と
い
た
く
若
び
た
る
人
に
て
、
物
に
け
ど
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し
そ
く

も

ら
れ
ぬ
る
な
め
り
と
、
せ
む
か
た
な
き
心
地
し
た
ま
ふ
。
紙
燭
持
て

き
ち
や
う

参
れ
り
。
右
近
も
動
く
べ
き
さ
ま
に
も
あ
ら
ね
ば
、
近
き
御
几
帳
を

も

引
き
寄
せ
て
、
源
氏
「
な
ほ
持
も
て
参
れ
」
と
、
の
た
ま
ふ
。
例
な

な
げ
し

ら
ぬ
こ
と
に
て
、
御
前
近
く
も
え
参
ら
ぬ
つ
つ
ま
し
さ
に
、
長
押
に

も

こ

も
え
の
ぼ
ら
ず
。
源
氏
「
な
ほ
持
て
来
や
。
所
に
従
ひ
て
こ
そ
」
と

て
、
召
し
寄
せ
て
、
見
た
ま
へ
ば
、
た
だ
こ
の
枕
上
に
夢
に
見
え
つ

か
た
ち

る
容
貌
し
た
る
女
、
面
影
に
見
え
て
、
ふ
と
消
え
失
せ
ぬ
。

ウ
ェ
イ
リ
ー

H
e
groped

his
w
ay
back

into
the

room
.
She

w
as
lying

just
as
he

had
lefther,w

ith
U
kon

face
dow

nw
ards

beside
her.`W

hatare
you

doing

there?'he
cried.`H

ave
you

gone
m
ad
w
ith
fright?

Y
ou
have

heard
no

doubt
that

in
such

lonely
places

as
this

fox-spirits
som

etim
es
try

to

cast
a
spell

upon
m
en.

B
ut,
dear

people,
you

need
not

fear.
I
have

com
e
back,

and
w
ill
not

let
such

creatures
harm

you.'A
nd
so
saying

he
dragged

U
kon

from
the

bed.`O
h,Sir,'she

said,`I
feltso

queer
and

frightened
that

I
fell

flat
dow

n
upon

m
y
face;

and
w
hat

m
y
poor

lady

m
ust

be
going

through
I
dare

not
think.'

`T
hen

try
not

to
add

to
her

fright,'said
G
enji,and

pushing
her

aside,bentover
the

prostrate
form

.

T
he
girl

w
as
scarcely

breathing.
H
e
touched

her;
she

w
as
quite

lim
p.

She
did

notknow
him

.

Perhaps
som

e
accursed

thing,
som

e
dem

on
had

tried
to
snatch

her
spirit

aw
ay;

she
w
as
so
tim
id,

so
childishly

helpless.
T
he
m
an

cam
e
w
ith
the

candle.
U
kon

w
as
still

too
frightened

to
m
ove.

G
enji

placed
a
screen

so
as
to
hide

the
bed

and
called

the
m
an
to
him

.Itw
as

of
course

contrary
to
etiquette

that
he
should

serve
G
enji

him
self

and

he
hesitated

in
em
barrassm

ent,not
venturing

even
to
ascend

the
dais.

`C
om
e
here,'

said
G
enji

im
patiently;

`use
your

com
m
on-sense.'

R
e-

luctantly
the

m
an
gave

him
the

light,and
as
he
held

ittow
ard

the
bed,

he
saw

for
a
m
om
ent

the
figure

w
hich

had
stood

there
in
his

dream

stillhovering
beside

the
pillow

;suddenly
itvanished.

サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
カ
ー

H
e
felthis

w
ay
back

inside.T
he
girlw

as
as
before,and

U
kon

lay

face
dow

n
ather

side.

™W
hat

is
this?

Y
ou're

a
fool

to
let
yourself

be
so
frightened.A

re

you
w
orried

about
the

fox
spirits

that
com

e
out

and
play

tricks
in
de-

serted
houses?

B
utyou

needn'tw
orry.T

hey
w
on'tcom

e
near

m
e.∫
H
e

pulled
her

to
her

knees.

™I'm
not

feeling
at
all
w
ell.

T
hat's

w
hy
I
w
as
lying

dow
n.
M
y

poor
lady

m
ustbe

terrified.∫

™She
is
indeed.A

nd
I
can'tthink

w
hy.∫

H
e
reached

for
the

girl.She
w
as
not

breathing.H
e
lifted

her
and

she
w
as
lim
p
in
his

arm
s.T

here
w
as
no
sign

of
life.

She
had

seem
ed

as
defenseless

as
a
child,

and
no
doubt

som
e
evil

pow
er
had

taken

possession
of
her.H

e
could

think
of
nothing

to
do.A

m
an
cam

e
w
ith
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a
torch.U

kon
w
as
notprepared

to
m
ove,and

G
enji

him
self

pulled
up

curtain
fram

es
to
hide

the
girl.

™B
ring

the
lightcloser.∫

It
w
as
a
m
ost

unusual
order.

N
ot
ordinarily

perm
itted

at
G
enji's

side,the
m
an
hesitated

to
cross

the
threshold.

™C
om
e,
com

e,
bring

it
here!

T
here

is
a
tim
e
and

place
for

cere-

m
ony.∫In

the
torchlight

he
had

a
fleeting

glim
pse

of
a
figure

by
the

girl's
pillow

.Itw
as
the

w
om
an
in
his
dream

.Itfaded
aw
ay
like

an
ap-

parition
in
an
old

rom
ance.

タ
イ
ラ
ー

H
e
w
ent

back
in
and

felt
his

w
ay
to
her.

She
still

lay
w
ith
U
kon

prostrate
beside

her.
™W
hat

is
this?

Fear
like

yours
is
folly!∫

he

scolded
U
kon.™In

em
pty

houses,foxes
and

w
hatnot

shock
people

by

giving
them

a
good

fright

│yes,that
is
it.W

e
w
ill
not

have
the

likes

of
them

threatening
us
as
long

as
I
am

here.∫
H
e
m
ade

her
situp.

™M
y
lord,

I
w
as
only

lying
that

w
ay
because

I
feel

so
ill.

M
y

poor
lady

m
ustbe

quite
terrified.∫

™Y
es,butw

hy
should

she
...?∫

H
e
felther;she

w
as
notbreathing.

H
e
shook

her,
but

she
w
as
lim
p
and

obviously
unconscious,

and
he

saw
helplessly

that,childlike
as
she

w
as,a

spirithad
taken

her.

T
he
hand

torch
cam

e.
U
kon

w
as
in
no
condition

to
m
ove,

and

G
enjidrew

up
the

curtain
thatstood

nearby.

™B
ring

itcloser!∫
he
ordered.R

eluctantto
approach

his
lord

further

in
this

crisis,the
m
an
had

stopped
short

of
entering

the
room

.
™B
ring

ithere,I
tellyou!

H
ave

som
e
sense!∫

N
ow
in
the
torchlightG

enjisaw
ather

pillow
,before

the
apparition

vanished,the
w
om
an
in
his
dream

.

こ
の
段
、
ひ
と
つ
面
白
い
の
は
、
冒
頭
の
「
探
る
」
と
い
う
言
葉
で
あ

る
。
源
氏
は
部
屋
に
「
帰
り
入
り
て
」
と
あ
る
か
ら
、
探
っ
た
の
は
部
屋

で
は
な
く
、
し
と
ね
に
寝
て
い
る
夕
顔
に
違
い
な
い
の
を
、
ウ
ェ
イ
リ
ー

も
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
カ
ー
も
、
暗
い
部
屋
を
探
っ
た
よ
う
に
し
て
い
る
。

こ
れ
は
二
人
が
古
典
的
な
紳
士
で
、
寝
て
い
る
女
を
ま
さ
ぐ
る
と
い
う
よ

う
こ
と
を
源
氏
に
さ
せ
た
く
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

さ
て
、
訳
は
、「
せ
む
か
た
な
き
心
地
し
た
ま
ふ
」
の
意
味
を
ウ
ェ
イ

リ
ー
が
取
り
違
え
た
ら
し
い
こ
と
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
カ
ー
が
、
最
後
の

と
こ
ろ
を
、
続
く
「
昔
の
物
語
な
ど
に
こ
そ
か
か
る
こ
と
は
聞
け
」
に
紛

れ
込
ま
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
そ
れ
か
ら
タ
イ
ラ
ー
のin

this
crisis

が

「
例
な
ら
ぬ
こ
と
」
の
訳
と
す
れ
ば
、
独
自
の
解
釈
に
基
づ
い
て
い
る
ら

し
い
こ
と
を
除
い
て
、
三
者
に
意
味
の
上
で
大
き
な
揺
れ
は
な
い
。
そ
う

で
あ
れ
ば
こ
そ
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
が
二
百
七
十
一
語
を
使
っ
て
い
る
と
こ
ろ

を
、
タ
イ
ラ
ー
は
百
九
十
九
語
と
、
二
十
六
％
以
上
も
少
な
い
語
数
で
原

文
を
な
ぞ
り
え
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
（
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
カ
ー
は
二
百

三
十
語
を
用
い
て
、
二
人
の
中
間
に
あ
た
る
）。
も
っ
と
も
、
ウ
ェ
イ
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リ
ー
は
、
源
氏
が
几
帳
を
引
き
寄
せ
た
理
由
、
紙
燭
を
持
っ
て
き
た
男
が

躊
躇
し
た
理
由
を
優
雅
に
説
明
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
こ
と
が
語
数
を
増

や
す
理
由
の
一
つ
と
な
る
こ
と
は
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
。
ち
な
み
に
、

几
帳
の
方
は
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
カ
ー
も
、
そ
う
、
谷
崎
も
、
説
明
を
加

え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
山
岸
や
阿
部
そ
の
他
が
頭
注
に
回
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
、
そ
の
よ
う
に
し
て
考
え
て
み
る
と
、
タ
イ
ラ
ー
の
訳
を
の
み
読
む

人
は
、
源
氏
の
所
作
の
意
味
が
と
っ
さ
に
は
つ
か
め
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
章
の
題
は
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
がY
ugao

、
サ
イ
デ
ン
ス

テ
ィ
カ
ー
がE

vening
Faces

、
タ
イ
ラ
ー
がTw
ilightB

eauty

と
し
て
い

る
。
こ
れ
は
、
夕
顔
を
辞
書
で
見
る
と
、bottle

gourd

ま
た
はcalabash

と
出
て
く
る
か
ら
、
こ
れ
で
は
風
情
が
な
い
と
の
判
断
が
あ
っ
た
に
ち
が

い
な
い
。
こ
れ
は
染
料
を
と
る
植
物
の
「
む
ら
さ
き
」
がgrom

w
ell

、

「
卯
の
花
」
がdeutzia

と
あ
ま
り
詩
的
で
な
い
名
前
で
翻
訳
者
を
困
ら
せ

る
の
に
似
て
い
る
。

た
だ
、
夕
顔
はm

oonflow
er

と
呼
ぶ
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
の
に
、
そ

れ
も
避
け
た
か
っ
た
の
か
、
三
訳
者
と
も
そ
れ
ぞ
れ
の
手
だ
て
を
使
っ
て

み
ず
い
じ
ん

い
る
。
す
な
わ
ち
、
御
随
身
が
源
氏
に
そ
の
名
を
告
げ
る
、「
か
の
白
く

咲
け
る
を
な
む
、
夕
顔
と
申
し
は
べ
る
。
花
の
名
は
人
め
き
て
、
か
う
あ

や
し
き
垣
根
に
な
ん
咲
き
は
べ
る
」
と
い
う
言
葉
を
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
は
、

`T
hey

are
called

Y
ugao,

™E
vening

Faces,∫'
said

one
of
his

servants

told
him

;`how
strange

to
find

so
lovely

a
crow

d
clustering

on
this

de-

serted
w
all!'

と
し
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
カ
ー
は
、™T

he
w
hite

flow
ers
far

off
yonder

are
know

n
as
`evening

faces,'∫
he
said.

™A
very

hum
an

nam
e

│and
w
hat

a
shabby

place
they

have
picked

to
bloom

in.∫

と

し
てevening

faces

に
脚
注
を
つ
け
、Y u≈gao,

L
agenaria

siceraria,
a

kind
of
gourd

と
す
る
。
タ
イ
ラ
ー
は
、™M

y
lord,

they
call

that
w
hite

flow
er
`tw
ilight

beauty.'T
he
nam

e
m
akes

it
sound

like
a
lord

or
lady,

but
here

it
is
bloom

ing
on
the

pitiful
fence!∫

と
訳
す
が
、
そ
の
脚
注
で

も
、
章
ご
と
に
加
え
て
あ
る
題
の
説
明
で
も
、
こ
れ
がgourd

で
あ
る
こ

と
は
お
く
び
に
も
出
さ
な
い
。

そ
れ
は
、
こ
の
巻
名
の
由
来
と
な
る
、
夕
顔
が
源
氏
に
贈
る
歌
、「
心

あ
て
に
そ
れ
か
と
ぞ
見
る
白
露
の
光
そ
へ
た
る
夕
顔
の
花
」
に
つ
い
て
も

言
え
る
。
面
白
い
の
は
、
こ
の
歌
で
夕
顔
に
た
と
え
ら
れ
て
い
る
の
が
、

こ
の
部
分
の
ヒ
ロ
イ
ン
（「
女
君
」）
で
は
な
く
、
源
氏
で
あ
る
こ
と
だ
が
、

こ
の
歌
を
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
は
地
の
文
に
折
り
込
ん
で
、™T

he
flow

er
that

puzzled
you

w
as
but

the
Yugao,

strange
beyond

know
ing

in
its
dress

of
shining

dew
∫

と
訳
し
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
カ
ー
は
、
地
の
文
か
ら
離

し
、I

think
I
need

notask
w
hose

face
itis,

So
bright,this

evening
face,in

the
shining

dew
.

と
訳
す
。
タ
イ
ラ
ー
は
、
こ
れ
も
地
の
文
か
ら
離
し
て
、

A
ta

guess
I
see

thatyou
m
ay
indeed

be
he:

the
lightsilver

dew

The expensive delicate ship
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brings
to
clothe

in
loveliness

a
tw
ilightbeauty

flow
er.

と
、
イ
タ
リ
ッ
ク
に
し
、
セ
ン
タ
リ
ン
グ
に
し
て
出
す
。

そ
し
て
、
そ
う
、
こ
の
よ
う
に
歌
の
訳
を
引
い
て
み
る
と
、
ウ
ェ
イ

リ
ー
が
歌
の
意
味
を
取
り
違
え
た
ら
し
い
こ
と
と
は
別
に
、
源
氏
が
夕
顔

の
死
を
発
見
す
る
く
だ
り
で
は
タ
イ
ラ
ー
の
語
数
が
い
ち
ば
ん
少
な
い
の

に
、
歌
の
訳
で
は
い
ち
ば
ん
多
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
れ
は

当
然
で
、
タ
イ
ラ
ー
は
、序
文
に
お
い
て
、英
訳
で
は
五
七
五
七
七
の
シ
ラ

ブ
ル
数
を
踏
襲
す
る
と
宣
言
し
た
上
で
、「
こ
の
シ
ラ
ブ
ル
数
を
英
訳
で

再
現
す
る
と
シ
ラ
ブ
ル
数
の
多
い
日
本
語
よ
り
多
く
の
言
葉
を
必
要
と
す

る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
（O

bserving
[syllabic

count]
often

requires
m
ore

w
ords

in
translation

than
the

polysyllabic

original
readily

supplies

）。
そ
れ
は
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
、
こ
の
歌
の

場
合
、
シ
ラ
ブ
ル
数
を
揃
え
る
た
め
に
何
と
冗
舌
に
な
っ
て
い
る
こ
と

か
！
「
心
あ
て
に
そ
れ
か
と
ぞ
見
る
」
をA
ta
guess

I
see

thatyou
m
ay

indeed
be

he

と
す
る
の
は
、
意
味
の
上
で
は
正
し
く
と
も
、
き
わ
め
て

も
っ
て
遠
回
し
の
言
い
方
だ
し
、「
光
そ
へ
た
る
」
をbrings

to
clothe

in

loveliness

と
す
る
の
は
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
カ
ー
流
に
言
え
ば
、
テ
キ

パ
キ
と
し
た
原
文
を
、
堪
え
難
く
も
甘
っ
た
る
い
も
の
に
し
て
し
ま
う
。

そ
れ
か
ら
、「
白
露
」
をsilver

dew

と
す
る
の
は
危
険
で
あ
る
。

し
ろ
が
ね

「
白
金
」
は
『
万
葉
集
』
に
も
出
て
く
る
か
ら
、
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
古
典

詩
歌
に
存
在
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
が
「
露
」
の
形
容
に
使
わ

れ
た
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。
タ
イ
ラ
ー
は
そ
の
よ
う
な
こ

と
は
先
刻
承
知
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
短
い
句
で
す
ら
、
シ
ラ
ブ
ル
数
揃

え
に
選
ん
だ
と
考
え
る
ほ
か
な
い
。

そ
こ
で
、
最
後
に
、
タ
イ
ラ
ー
が
全
部
で
七
百
九
十
五
首
あ
る
と
す
る

歌
の
訳
を
、
も
う
二
つ
ほ
ど
見
る
べ
く
、「
鈴
虫
」
の
章
の
一
節
を
閲
し

よ
う
。
こ
の
章
は
、『
源
氏
物
語
』
を
た
な
ご
こ
ろ
の
よ
う
に
知
悉
し
た

石
井
辰
彦
さ
ん
が
「
幽
玄
の
き
わ
み
」
と
す
る
章
で
、
源
氏
と
冷
泉
院
と

の
対
面
の
場
を
大
蔵
省
が
二
千
円
札
の
図
柄
に
使
っ
た
こ
と
か
ら
、
石
井

さ
ん
を
し
て
「
父
の
弟
」
と
題
す
る
連
作
を
も
の
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た

が
、
こ
の
歌
人
に
と
っ
て
は
痛
恨
の
き
わ
み
で
あ
ろ
う
か
、
先
に
触
れ
た
、

ウ
ェ
イ
リ
ー
が
省
い
た
と
い
う
第
三
十
八
章
が
、
ま
さ
に
こ
の
「
鈴
虫
」

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
こ
で
は
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
カ
ー
と
タ
イ
ラ
ー
し
か

引
け
な
い
。
源
氏
が
女
三
の
宮
そ
の
他
を
相
手
に
、「
鈴
虫
の
宴
」
を
し

よ
う
と
言
っ
て
い
る
時
に
、
冷
泉
院
か
ら
「
遊
び
に
き
ま
せ
ん
か
」
と

言
っ
て
く
る
と
こ
ろ
で
、
原
文
は
省
く
。

サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
カ
ー

G
enji

suggested
that

the
w
hole

night
be
given

over
to
adm

iring

the
bellcricket.H

e
had

justfinished
his
second

cup
of
w
ine,how

ever,

w
hen

a
m
essage

cam
e
from

the
R
eizei

em
peror.

D
isappointed

at
the

sudden
cancellation

of
the

palace
fete,

K
o≈bai

and
Shikibu

no
Tay u≈

had
appeared

at
the

R
eizei

Palace,
bringing

w
ith

them
som

e
of
the

m
ore

talented
poets

of
the

day.
T
hey

had
heard

that
Y
u≈giri

and
the

others
w
ere

atR
okuj o≈.

124



™Itdoes
notforget,the

m
oon

of
the

autum
n
night,

A
corner

rem
ote

from
thatrealm

above
the

clouds.

™D
o
please

com
e,if

you
have

no
other

com
m
itm
ents.∫

E
ven

though
he
in
fact

had
few

com
m
itm
ents

these
days

and
the

R
eizeiem

peror
w
as
living

in
quietretirem

ent,G
enjiseldom

w
entvis-

iting.
It
w
as
sad

that
the

em
peror

should
have

found
it
necessary

to

send
for
him

.D
espite

the
suddenness

of
the

invitation
he
im
m
ediately

began
m
aking

ready.

™In
your

cloud
realm

the
m
oonlightis

as
alw
ays,

A
nd
here

w
e
see

thatautum
n
m
eans

neglect.∫

タ
イ
ラ
ー

™L
et
us
spend

tonight
honoring

the
bell

cricket,∫
he
said.

T
he

w
ine

cup
had

gone
round

tw
ice

w
hen

a
m
essage

cam
e
from

R
etired

E
m
peror

R
eizei.T

he
L
eft
G
rand

C
ontroller

and
the

C
om
m
issioner

of

C
erem

onial,
disappointed

by
the

sudden
cancellation

of
the

m
usic

at

the
palace,

had
arrived

w
ith
a
group

of
likem

inded
com

panions,
and

H
is
E
m
inence

had
justlearned

thatthe
C
om
m
ander

and
severalothers

w
ere

atR
okuj o≈.

™
E
ven

w
here

I
live,far

rem
oved

from
thatrealm

high
above

the
clouds,

the
m
oon

stillrem
em
bers

m
e
on

a
lovely

autum
n
night.

`O
h,thatI

m
ightonly

show
...'∫

H
is
E
m
inence

had
w
ritten.

™A
s
I
am
,I
have

few
claim

s
on
m
y
tim
e,butI

hardly
call

on
him

anym
ore

now
thathe

has
taken

up
a
life

of
quiet

retirem
ent,and

I
am

afraid
he
w
ishes

to
rem

ind
m
e
that

he
finds

m
e
rem

iss,∫
G
enji

ex-

plained,preparing
to
set
off
despite

the
appearance

of
acting

precipi-

tately.™
Your

m
oon

as
before

shines
aloftfor

allto
see,high

above

the
clouds,

w
hile

such
is
this

hom
e
of
m
ine

that
for

m
e
autum

n
has

changed.∫

こ
こ
で
、
地
の
文
、
二
三
の
こ
と
に
気
づ
く
。

ま
ず
、
タ
イ
ラ
ー
は
官
位
を
訳
し
て
い
る
。L

eft
G
rand

C
ontroller

は

左
代
弁
、Com

m
issionerofC

erem
onial

は
式
部
大
輔
、Com

m
ander

は

大
将
。
左
代
弁
を
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
カ
ー
がK

o≈bai

と
し
て
い
る
の
は
、

サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
カ
ー
が
訳
を
や
っ
て
い
る
時
に
阿
部
等
の
校
注
本
（
第

四
巻
）
が
で
て
、
そ
の
頭
注
に
「
柏
木
の
弟
。
後
の
紅
梅
大
臣
」
と
あ
っ

た
か
ら
か
ど
う
か
。
大
将
を
夕
霧
と
し
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
夕
霧
だ
か

ら
だ
が
、
タ
イ
ラ
ー
が
そ
れ
を
避
け
た
の
は
、
原
文
が
人
に
そ
の
官
職
で

The expensive delicate ship
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触
れ
る
場
合
に
は
そ
の
よ
う
に
す
る
と
い
う
方
針
に
基
づ
く
。
そ
の
夕
霧

な
ど
の
こ
と
を
「
聞
こ
し
め
し
」
た
の
は
冷
泉
院
の
よ
う
だ
か
ら
、
サ
イ

デ
ン
ス
テ
ィ
カ
ー
の
よ
う
にthey

と
し
た
の
で
は
誤
り
だ
ろ
う
。

そ
れ
か
ら
、
最
初
の
歌
に
続
く
部
分
の
訳
が
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
カ
ー
と

タ
イ
ラ
ー
で
は
大
幅
に
異
な
る
。
こ
れ
は
、
原
文
に
「
同
じ
く
は
」
と
あ

る
部
分
だ
が
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
カ
ー
は
山
岸
の
「
こ
こ
に
参
ら
せ
給

へ
」
と
い
う
傍
注
を
そ
の
ま
ま
採
っ
た
。
タ
イ
ラ
ー
は
、
こ
れ
が
後
撰
集

の
「
あ
た
ら
夜
の
月
と
花
と
を
同
じ
く
は
あ
は
れ
知
れ
ら
む
人
に
見
せ
ば

や
」
と
い
う
阿
部
等
の
指
摘
を
採
っ
て
、
そ
れ
を
脚
注
に
添
え
て
い
る
。

與
謝
野
晶
子
は
こ
の
歌
を
そ
の
ま
ま
訳
に
添
え
て
い
る
が
、
谷
崎
は
山
岸

ほ
う

と
同
じ
で
、
単
に
「
同
じ
こ
と
な
ら
私
の
方
で
」
と
し
て
い
る
。

そ
こ
で
歌
だ
が
、
最
初
の
は
「
雲
の
上
を
か
け
は
な
れ
た
る
住
み
か
に

も
も
の
忘
れ
せ
ぬ
秋
の
夜
の
月
」
で
、「
秋
の
夜
の
月
は
退
位
し
た
私
の

住
み
家
も
忘
れ
な
い
」
と
い
う
意
味
、
二
番
目
の
は
「
月
影
は
お
な
じ
雲

井
に
見
え
な
が
ら
わ
が
宿
か
ら
の
秋
ぞ
か
は
れ
る
」
で
、「
月
は
同
じ
よ

う
に
空
に
見
え
る
が
、
私
の
家
の
せ
い
で
、
秋
は
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
」

と
い
う
意
味
ら
し
い
。
意
味
ら
し
い
、
と
い
う
の
は
、
ぼ
く
に
は
「
か
ら

の
」
の
意
味
が
い
く
ら
注
釈
書
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
も
の
み
込
め
な
い
か

ら
だ
が
、「
雲
井
」
は
「
内
裏
」
の
意
味
で
も
あ
る
か
ら
、
上
の
句
は

「
月
は
内
裏
で
も
退
位
し
た
後
の
住
み
家
で
も
同
じ
に
見
え
る
が
」
と
の

意
味
に
も
と
れ
る
と
い
う
。

と
す
れ
ば
、
最
初
の
歌
の
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
カ
ー
の
訳
は
、「
住
み
か
」

を
な
ぜcorner

と
し
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
ほ
か
は
、
か
な
り
ス
ト
レ
ー

ト
に
意
味
を
伝
え
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
タ
イ
ラ
ー
の
訳
は
、
意
味

は
間
違
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
が
、
訳
と
い
わ
ん
よ
り
解
釈
に

近
い
。
二
番
目
の
歌
の
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
カ
ー
の
訳
は
、「
見
え
な
が
ら
」

の
位
置
を
置
き
ち
が
え
た
よ
う
な
感
じ
と
と
も
に
、neglect

と
し
た
の

は
「
秋
」
に
「
厭
き
」
の
意
味
を
込
め
た
こ
と
は
分
か
っ
て
も
、
そ
れ
が

正
し
い
の
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
。
タ
イ
ラ
ー
の
訳
は
、
最
初
の
歌
の
訳

と
同
じ
で
、
意
味
は
そ
れ
で
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
訳
で
は
な
く
解

釈
で
あ
る
。
か
り
に
日
本
語
に
直
し
て
み
る
と
、「
あ
な
た
の
月
は
以
前

と
同
じ
く
す
べ
て
の
人
が
見
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
、
雲
の
上
に
高
く
、

高
々
と
照
っ
て
い
る
が
、
私
の
こ
の
家
は
私
に
と
っ
て
秋
が
変
わ
っ
て
し

ま
っ
た
ほ
ど
の
有
り
さ
ま
だ
」
と
な
ろ
う
。

日
本
の
古
典
詩
歌
の
英
訳
の
分
野
に
は
、
他
の
言
語
の
詩
歌
の
分
野
と

同
じ
く
、「
わ
れ
は
」
と
思
う
人
た
ち
が
た
く
さ
ん
居
て
、
そ
の
全
て
を

満
足
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
だ
ろ
う
。
早
い
話
、
こ
と
は
五
七
五
七
七
と

い
う
詩
形
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。
ふ
つ
う

の
学
者
が
や
る
よ
う
に
五
句
か
ら
成
る
か
ら
五
行
詩
と
す
べ
き
か
、
サ
イ

デ
ン
ス
テ
ィ
カ
ー
や
タ
イ
ラ
ー
の
よ
う
に
、
上
の
句
、
下
の
句
と
い
う
表

現
が
あ
る
か
ら
二
行
詩
と
す
べ
き
な
の
か
。
は
た
ま
た
、
シ
ラ
ブ
ル
数
は

ど
う
す
べ
き
か
。
そ
ん
な
こ
と
を
承
知
で
、
こ
こ
で
タ
イ
ラ
ー
の
選
ん
だ

や
り
方
は
、
ぼ
く
に
は
皮
肉
と
映
る
。
タ
イ
ラ
ー
は
、
こ
と
散
文
に
関
す

る
限
り
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
の
訳
の
増
幅
や
潤
色
を
避
け
よ
う
と
し
た
サ
イ
デ

ン
ス
テ
ィ
カ
ー
よ
り
も
少
な
い
言
葉
数
で
原
意
を
か
な
り
正
確
に
再
現
し

て
い
る
よ
う
な
の
に
、
歌
の
訳
で
は
散
文
に
お
け
る
ウ
ェ
イ
リ
ー
よ
り
も

126



奔
放
に
な
る
。
こ
こ
で
や
っ
た
よ
う
に
翻
訳
の
善
し
悪
し
を
語
数
で
う
ん

ぬ
ん
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
馬
鹿
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
部
分
、
タ

イ
ラ
ー
の
訳
は
全
体
を
み
る
と
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
カ
ー
の
訳
よ
り
語
数
が

多
い
け
れ
ど
も
、
歌
二
首
を
除
く
と
、
語
数
が
少
な
く
な
る
。

こ
れ
ら
三
つ
の
英
訳
を
前
に
し
て
、
結
論
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
だ

ろ
う
か
。

訳
の
正
確
さ
で
は
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
が
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
カ
ー
に
凌
駕
さ

れ
た
と
す
れ
ば
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
カ
ー
は
タ
イ
ラ
ー
に
凌
駕
さ
れ
た
と

い
え
る
。
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
カ
ー
を
こ
れ
ま
で
テ
ク
ス
ト
と
し
て
用
い
、

タ
イ
ラ
ー
の
訳
を
一
行
一
行
読
ん
だ
友
人
の
学
者
が
、
タ
イ
ラ
ー
は
物
語

の
終
り
の
方
で
一
ヵ
所
大
き
な
間
違
い
を
犯
し
て
い
る
と
報
じ
て
き
た
が
、

ソ
連
名
代
の
翻
訳
家K

ornei
C
hukovsky

が
言
っ
た
よ
う
に
、「
誤
り
は

誰
で
も
犯
す
」。
だ
が
、
ぼ
く
が
部
分
的
に
閲
し
た
と
こ
ろ
か
ら
言
え
ば
、

タ
イ
ラ
ー
は
誤
訳
が
少
な
く
、
漏
れ
も
少
な
い
。
こ
れ
は
、『
源
氏
物
語
』

の
よ
う
に
、
注
釈
が
年
々
増
え
、
他
方
、
タ
イ
ラ
ー
に
と
っ
て
は
、
ウ
ェ

イ
リ
ー
と
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
カ
ー
の
訳
が
存
在
し
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

当
然
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ぼ
く
の
つ
た
な
い
英
語
で
判
断
す
れ
ば
、
ト
ー

ン
や
リ
ズ
ム
や
言
葉
遣
い
（diction

）
で
も
、
タ
イ
ラ
ー
は
サ
イ
デ
ン
ス

テ
ィ
カ
ー
を
凌
ぐ
よ
う
に
思
う
。
も
ち
ろ
ん
、
タ
イ
ラ
ー
の
歌
の
訳
は
、

ぼ
く
に
と
っ
て
は
、
そ
の
伝
で
は
な
い
。

そ
れ
で
も
、
既
に
七
十
年
ほ
ど
前
に
で
き
た
ウ
ェ
イ
リ
ー
の
訳
は
、
二

十
五
年
前
の
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
カ
ー
の
訳
と
併
存
し
て
き
た
の
と
同
じ
よ

う
に
、
新
し
い
タ
イ
ラ
ー
の
訳
と
も
平
行
し
て
存
在
し
続
け
る
に
ち
が
い

な
い
。
そ
れ
は
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
の
、
少
し
古
び
た
、
い
わ
ゆ
る
「
ヴ
ィ
ク

ト
リ
ア
朝
の
英
語
」
の
方
が
千
年
前
の
古
典
に
ふ
さ
わ
し
い
と
し
て
愛
で

る
読
者
が
い
続
け
る
と
思
え
る
か
ら
だ
。
ま
た
、
ぼ
く
に
と
っ
て
は
時
折

ス
タ
ッ
カ
ー
ト
を
思
わ
せ
る
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
カ
ー
の
訳
を
好
む
人
が
い

て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
一
つ
に
は
、
タ
イ
ラ
ー
が
登
場
人
物

を
官
位
そ
の
他
で
言
及
し
て
あ
る
と
こ
ろ
は
そ
の
よ
う
に
す
る
、
遠
回
し

な
描
写
は
で
き
る
だ
け
遠
回
し
に
す
る
決
意
が
あ
る
か
ら
で
、
そ
れ
よ
り
、

サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
カ
ー
の
直
接
的
な
方
法
を
好
む
読
者
が
い
る
こ
と
は
、

予
想
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
か
ら
だ
。
最
新
の
源
氏
和
訳
者
の
瀬
戸
内
寂

聴
は
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
余
勢
を
か
っ
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
講
演
、

自
分
は
原
文
で
は
特
定
し
な
い
行
為
そ
の
他
の
説
明
を
訳
に
加
え
た
と
述

べ
た
が
、
そ
う
い
う
翻
案
は
別
に
し
て
、
原
文
に
沿
っ
て
訳
し
た
結
果
と

し
て
の
晶
子
源
氏
を
よ
し
と
す
る
か
、
谷
崎
源
氏
を
よ
し
と
す
る
か
は
、

読
者
の
好
み
の
問
題
で
あ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。

（
二
〇
〇
一
年
十
一
月
二
十
六
日
）

The expensive delicate ship
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