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一
 
一
場 E

◆
東
京
都
内
。
信
子
・
俊
吉
の
紹
介
。
大
学
時
代
の
回
想
。 

◆
ナ
レ
ー
タ
ー 

 
信
子
の
ぶ
こ

は
 
女
子
大
学

じ
ょ
し
だ
い
が
く

に
い
た
時と
き

か
ら
、
才
媛
さ
い
え
ん

の
名
声
め
い
せ
い

を
担�
�

っ
て
い
た
。 

彼
女
か
の
じ
ょ

が
 
早
晩
そ
う
ば
ん

作
家
さ
っ
か

と
し
て
 
文
壇
ぶ
ん
だ
ん

に
打う

っ
て
出で

る
事こ
と

は
、
殆
ほ
と
ん
ど

誰だ
れ

も 

疑う
た
が

わ
な
か
っ
た
。
中な
か

に
は
 
彼
女
か
の
じ
ょ

が
在
学
中

ざ
い
が
く
ち
ゅ
う

、
既す
で

に
 
三
百
何
枚

さ
ん
び
ゃ
く
な
ん
ま
い

か
の 

自
叙
伝
体

じ
じ
ょ
で
ん
た
い

小
説
し
ょ
う
せ
つ

を
書か

き
上あ

げ
た 
な
ど
と
吹
聴
ふ
い
ち
ょ
う

し
て
歩あ
る

く
も
の
も�

あ
っ
た
。 

が
、
学
校
が
っ
こ
う

を
卒
業
そ
つ
ぎ
ょ
う

し
て
見み

る
と
、
ま
だ
女
学
校

じ
ょ
が
っ
こ
う

も
出で

て
い
な
い
妹
い
も
う
と

の
照
子
て
る
こ

と 

彼
女
か
の
じ
ょ

と
を
抱か
か

え
て
、
後
家
�

�

を
立た

て
通と
お

し
て
来き

た
母は
は

の
手
前
て
ま
え

も
、
そ
う
は 

我
儘
9
�
-
-

を
云い

わ
れ
な
い
、
複
雑
ふ
く
ざ
つ

な
事
情
じ
じ
ょ
う

も�
な
い
で
は�
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
彼
女
か
の
じ
ょ

は
  

創
作
そ
う
さ
く

を
始は
じ

め
る
前ま
え

に
、
ま
ず
世
間
せ
け
ん

の
習
慣
し
ゅ
う
か
ん

通ど
お

り
、
縁
談
え
ん
だ
ん

か
ら�
き
め
て
か
か
る
べ
く 

余
儀
よ
ぎ

な
く
さ
れ
た
。 

 
彼
女
か
の
じ
ょ

に
は
 
俊
吉
し
ゅ
ん
き
ち

と
云い

う
従
兄
い
と
こ

が
あ
っ
た
。
彼か
れ

は
 
当
時
と
う
じ

ま
だ
大
学
だ
い
が
く

の
文
科
ぶ
ん
か

に 

籍せ
き

を
置お

い
て
い
た
が
、
や
は
り
 
将
来
し
ょ
う
ら
い

は�
作
家
さ
っ
か

仲
間
な
か
ま

に
身み

を
投と
う

ず
る
意
志
い
し

が 

あ
る
ら
し
か
っ
た
。
信
子
の
ぶ
こ

は
こ
の
従
兄
い
と
こ

の
大
学
生

だ
い
が
く
せ
い

と
、
昔む
か
し

か
ら
親し
た

し
く 

往
来
お
う
ら
い

し
て
い
た
。
そ
れ
が
 
互た
が
い

に
文
学
ぶ
ん
が
く

と
云い

う
共
通
き
ょ
う
つ
う

の
話
題
わ
だ
い

が
出
来
で
き

て
か
ら
は
、 

愈
い
よ
い
よ

親し
た

し
み
が
増ま

し
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
唯た
だ

、
彼か
れ

は
信
子
の
ぶ
こ

と
違ち
が

っ
て
、 

当
世
と
う
せ
い

流
行
り
ゅ
う
こ
う

の
ト
ル
ス
ト
イ
ズ
ム
な
ど
に
は
 
一
向
い
っ
こ
う

敬
意
け
い
い

を
表あ
ら
わ

さ
な
か
っ
た
。 

そ
う
し
て
始
終
し
じ
ゅ
う 

フ
ラ
ン
ス
仕
込
じ
こ

み
の
皮
肉
ひ
に
く

や
警
句
け
い
く

ば
か
り
並な
ら

べ
て
い
た
。 

こ
う
云い

う
俊
吉
し
ゅ
ん
き
ち

の
冷
笑
的

れ
い
し
ょ
う
て
き

な
態
度
た
い
ど

は
、
時
々
と
き
ど
き

 
万
事
ば
ん
じ

真
面
目

ま
じ
め

な
信
子
の
ぶ
こ

を 

怒お
こ

ら
せ
て
し
ま
う
事こ
と

が
あ
っ
た
。
が
、
彼
女
か
の
じ
ょ

は
怒お
こ

り
な
が
ら
も
 
俊
吉
し
ゅ
ん
き
ち

の
皮
肉
ひ
に
く

や 

警
句
け
い
く

の
中な
か

に
、
何な
に

か
軽
蔑
�
�
*
�

出
来
で
き

な
い
も
の
を
感か
ん

じ
な
い
訳わ
け

に
は
行い
か
な
か
っ
た
。 
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だ
か
ら
 
彼
女
か
の
じ
ょ

は
 
在
学
中

ざ
い
が
く
ち
ゅ
う

も
、
彼か
れ

と
一い
っ

し
ょ
に
展
覧
会

て
ん
ら
ん
か
い

や
音
楽
会

お
ん
が
く
か
い

へ 
行い

く
事こ
と

が
稀ま
れ

で
は
な
か
っ
た
。
尤
0
A
�
0

 
大
抵
た
い
て
い

そ
ん
な
時と
き

に
は
、
妹
い
も
う
と

の
照
子
て
る
こ

も 

同
伴
�
A
�
D

で
あ
っ
た
。
彼
等
か
れ
ら

三
人
さ
ん
に
ん

は
 
行い

き
も
返か
え

り
も
、
気
兼
き
が

ね
な
く
笑わ
ら

っ
た
り 

話は
な

し
た
り
し
た
。
が
、
妹
い
も
う
と

の
照
子
て
る
こ

だ
け
は
、
時
々
と
き
ど
き 

話は
な
し

の
圏
外
け
ん
が
い

へ
置お

き
ざ
り
に 

さ
れ
る
事こ
と

も
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
照
子
て
る
こ

は
 
子
供
こ
ど
も

ら
し
く
、
飾
窓
か
ざ
り
ま
ど

の
中な
か

の
パ
ラ
ソ
ル
や 

絹き
ぬ

の
シ
ョ
ー
ル
を
覗の
ぞ

き
歩あ
る

い
て
、
格
別
か
く
べ
つ
 
閑
却
か
ん
き
ゃ
く

さ
れ
た
事こ
と

を
不
平
ふ
へ
い

に
思お
も

っ
て
も 

い
な
い
ら
し
か
っ
た
。
信
子
の
ぶ
こ

は
し
か
し
 
そ
れ
に
気き
が
つ
く
と
、
必
�
�
4
�

話
頭
わ
と
う

を
転
換
て
ん
か
ん

し
て
、

す
ぐ
に
又ま
た 

元も
と

の
通と
お

り
 
妹
い
も
う
と

に
も
口く
ち

を
き
か
せ
よ
う
と
し
た
。
そ
の
癖く
せ
 
ま
ず
照
子
て
る
こ

を 

忘わ
す

れ
る
も
の
は
、
何
時
い
つ

も
 
信
子
の
ぶ
こ

自
身
じ
し
ん

で
あ
っ
た
。
俊
吉
し
ゅ
ん
き
ち

は
 
す
べ
て
に 

無
頓
着

む
と
ん
じ
ゃ
く

な
の
か
、
不
相
変

�
�
�
9
4
�

気き

の
利き

い
た
冗
談
じ
ょ
う
だ
ん

ば
か
り
投な

げ
つ
け
な
が
ら
、 

目め
ま
ぐ
る
し
い
往
来
お
う
ら
い

の
人
通
ひ
と
ど
お

り
の
中な
か

を
、
大
股
お
お
ま
た

に
ゆ
っ
く
り
歩あ
る

い
て
行い
っ
た
。…

…
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一
 
二
場 E

◆
大
学
卒
業
後
。
信
子
の
結
婚
と
周
囲
の
反
応
。 

◆
ナ
レ
ー
タ
ー 

 
信
子
の
ぶ
こ

と
従
兄
い
と
こ

と
の
間あ
い
だ

が
ら
は
、
勿
論
も
ち
ろ
ん

誰だ
れ

の
眼め

に
見み

て
も
、
来き
た

る
べ
き
彼
等
か
れ
ら

の 

結
婚
け
っ
こ
ん

を
予
想
よ
そ
う

さ
せ
る
の
に
十
分
じ
ゅ
う
ぶ
ん

で
あ
っ
た
。
同
窓
ど
う
そ
う

た
ち
は
 
彼
女
か
の
じ
ょ

の
未
来
み
ら
い

を 

て
ん
で
に
羨う
ら
や

ん
だ
り
妬!
�

ん
だ
り
し
た
。
殊こ
と

に
俊
吉
し
ゅ
ん
き
ち

を
知し

ら
な
い
も
の
は
、 

（
滑
稽
こ
っ
け
い

と
云い

う
よ
り
外ほ
か

は
な
い
が
、）
一
層
い
っ
そ
う

こ
れ
が
甚
#
�
#
�

し
か
っ
た
。
信
子
の
ぶ
こ

も
亦ま
た
  

一
方
い
っ
ぽ
う

で
は
彼
等
か
れ
ら

の
推
測
す
い
そ
く

を
打う

ち
消け

し
な
が
ら
、
他
方
た
ほ
う

で
は
そ
の
確た
し
か

な
事こ
と

を
  

そ
れ
と
な
く
故
意
こ
い

に
仄+
"
/

か
せ
た
り
し
た
。
従し
た
が

っ
て
 
同
窓
ど
う
そ
う

た
ち
の
頭あ
た
ま

の
中な
か

に
は
、 

彼
等
か
れ
ら

が
学
校
が
っ
こ
う

を
出で

る
ま
で
の
間あ
い
だ

に
、
何
時
い
つ

か
彼
女
か
の
じ
ょ

と
俊
吉
し
ゅ
ん
き
ち

と
の
姿す
が
た

が
、 

恰�
�
�

も
新
婦
新
郎

し
ん
ぷ
し
ん
ろ
う

の
写
真
し
ゃ
し
ん

の
如ご
と

く
、
一い
っ

し
ょ
に 

は
っ
き
り
焼や

き
つ
け
ら
れ
て
い
た
。 

 
所と
こ
ろ

が
 
学
校
が
っ
こ
う

を
卒
業
そ
つ
ぎ
ょ
う

す
る
と
、
信
子
の
ぶ
こ

は
彼
等
か
れ
ら

の
予
期
よ
き

に
反は
ん

し
て
、
大
阪
お
お
さ
か

の 

或あ
る

商
事
会
社

し
ょ
う
じ
が
い
し
ゃ

へ
近
頃
ち
か
ご
ろ

勤
務
き
ん
む

す
る
事こ
と

に
な
っ
た
、
高
商
こ
う
し
ょ
う

出
身
し
ゅ
っ
し
ん

の
青
年
せ
い
ね
ん

と
、
突
然
と
つ
ぜ
ん 

結
婚
け
っ
こ
ん

し
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
し
て
 
式
後
し
き
ご

二
三
日

に
さ
ん
に
ち

し
て
か
ら
、
新
夫
し
ん
ぷ

と
一い
っ

し
ょ
に
  

勤つ
と

め
先さ

き
の
大
阪
お
お
さ
か

へ
向む

け
て
立た

っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
時と
き 

中
央
停
車
場

ち
ゅ
う
お
う
て
い
し
ゃ
ば

へ 

見
送
み
お
く

り
に
行い

っ
た
も
の
の
話は
な
し

に
よ
る
と
、
信
子
の
ぶ
こ

は
 
何
時
い
つ

も
と
変か
わ

り
な
く
、 

晴は
れ
晴ば
れ
し
た
微
笑
び
し
ょ
う

を
浮う
か

べ
な
が
ら
、
と
も
す
れ
ば
涙な
み
だ

を
落お
と

し
勝が
ち
な
妹
い
も
う
と

の
照
子
て
る
こ

を
  

い
ろ
い
ろ
と
慰な
ぐ
さ

め
て
い
た
 
と
云い
う
事こ
と

で
あ
っ
た
。 

 
同
窓
ど
う
そ
う

た
ち
は
皆み
な

不
思
議

ふ
し
ぎ

が
っ
た
。
そ
の
不
思
議

ふ
し
ぎ

が
る
心こ
こ
ろ

の
中な
か

に
は
、
妙み
ょ
う

に 

嬉う
れ

し
い
感
情
か
ん
じ
ょ
う

と
、
前ま
え

と
は
全
然
ぜ
ん
ぜ
ん

違ち
が

っ
た
意
味
い
み

で
 
妬ね
た

ま
し
い
感
情
か
ん
じ
ょ
う

と
が
交ま
じ

っ
て
い
た
。 

或
者
あ
る
も
の

は
彼
女
か
の
じ
ょ

を
信
頼
し
ん
ら
い

し
て
、
す
べ
て
を
母
親
は
は
お
や

の
意
志
い
し

に
帰き

し
た
。 

又ま
た

或あ
る

も
の
は
彼
女
か
の
じ
ょ

を
疑う
た
が

っ
て
、
心こ
こ
ろ

が
わ
り
が
し
た
と
も
云い

い
ふ
ら
し
た
。 
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が
、
そ
れ
ら
の
解
釈
か
い
し
ゃ
く

が
結
局
け
っ
き
ょ
く

想
像
そ
う
ぞ
う

に
過す

ぎ
な
い
事こ
と

は
、
彼
等
か
れ
ら

自
身
じ
し
ん

さ
え 

知し

ら
な
い
訳わ
け

で
は
な
か
っ
た
。
彼
女
か
の
じ
ょ

は
な
ぜ
俊
吉
し
ゅ
ん
き
ち

と
結
婚
け
っ
こ
ん

し
な
か
っ
た
か
？
  

彼
等
か
れ
ら

は
 
そ
の
後あ
と

暫し
ば
ら

く
の
間あ
い
だ

、
よ
る
と
さ
わ
る
と
 
重
大
じ
ゅ
う
だ
い

ら
し
く
、
必
�
�
4
� 

こ
の
疑
問
ぎ
も
ん

を
話
題
わ
だ
い

に
し
た
。
そ
う
し
て
彼
是
�
7

7

二
月
ふ
た
つ
き

ば
か
り
経た

つ
と―

― 

全ま
っ
た

く
信
子
の
ぶ
こ

を
忘わ
す

れ
て
し
ま
っ
た
。
勿
論
も
ち
ろ
ん

 
彼
女
か
の
じ
ょ

が
書か

く
筈は
ず

だ
っ
た 

長
篇
ち
ょ
う
へ
ん

小
説
し
ょ
う
せ
つ

の
噂う
わ
さ

な
ぞ
も
。 
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一
 
三
場 E

◆
大
阪
郊
外
。
信
子
の
新
居
。
照
子
か
ら
の
手
紙
を
読
む
。 

◆
ナ
レ
ー
タ
ー
・
照
子 

 
信
子
の
ぶ
こ

は
そ
の
間あ
い
だ

に
 
大
阪
お
お
さ
か

の
郊
外
こ
う
が
い

へ
、
幸
福
こ
う
ふ
く

な
る
べ
き
新
家
庭

し
ん
か
て
い

を
つ
く
っ
た
。 

彼
等
か
れ
ら

の
家い
え

は
 
そ
の
界
隈
�
�
9
�

で
も
最も
っ
と

も
閑
静
か
ん
せ
い

な
松
林
ま
つ
ば
や
し

に
あ
っ
た
。 

松
脂
-
�
1
�

の
匂に
お
い

と
日ひ

の
光ひ
か
り

と
、―

―

そ
れ
が
何
時
い
つ

で
も
 
夫お
っ
と

の
留
守
る
す

は
、 

二
階
建

に
か
い
だ
て

の
新あ
た
ら

し
い
借
家
し
ゃ
く
や

の
中な
か

に
、
活�

き
活い

き
し
た
沈
黙
ち
ん
も
く

を
領り
ょ
う

し
て
い
た
。 

信
子
の
ぶ
こ

は
そ
う
云い

う
寂さ
び

し
い
午
後
ご
ご

、
時
々
と
き
ど
き

理
由
り
ゆ
う

も
な
く
気き

が
沈し
ず

む
と
、 

き
っ
と
 
針
箱
は
り
ば
こ

の
引
出
ひ
き
だ

し
を
開あ

け
て
は
、
そ
の
底そ
こ

に
畳た
た

ん
で
し
ま
っ
て
あ
る 

桃
色
も
も
い
ろ

の
書
簡
箋

し
ょ
か
ん
せ
ん

を
ひ
ろ
げ
て
見み

た
、
書
簡
箋

し
ょ
か
ん
せ
ん

の
上う
え

に
は
こ
ん
な
事こ
と

が
、 

細
々
ほ
そ
ぼ
そ

ペ
ン
で
書か
い
て
あ
っ
た
。 

照
子 

「――

も
う
 
今
日
き
ょ
う

か
ぎ
り
御
姉
様

お
ね
え
さ
ま

と
御
一
ご
い
っ

し
ょ
に
い
る
事こ
と

が
出
来
で
き

な
い
と 

思お
も

う
と
、
こ
れ
を
書か

い
て
い
る
間あ
い
だ

で
さ
え
、
止と

め
度ど

な
く
涙な
み
だ

が
溢あ
ふ

れ
て
来き

ま
す
。 

御
姉
様

お
ね
え
さ
ま

。
ど
う
か
、
ど
う
か
 
私
わ
た
く
し

を
御
赦
�
2
6

し
下く
だ

さ
い
。
照
子
て
る
こ

は
勿
体
も
っ
た
い

な
い
御
姉
様

お
ね
え
さ
ま

の 

犠
牲
ぎ
せ
い

の
前ま
え

に
、
何な
ん

と
申も
う

し
上あ
げ
て
好よ
い
か
も
わ
か
ら
ず
に
居お
り
ま
す
。 

照
子 

「
御
姉
様

お
ね
え
さ
ま

は
 
私
わ
た
く
し

の
為た
め

に
、
今
度
こ
ん
ど

の
御
縁
談

ご
え
ん
だ
ん

を
御お

き
め
に
な
り
ま
し
た
。 

そ
う
で
は
な
い
と
仰
有
お
っ
し
ゃ

っ
て
も
、
私
わ
た
く
し

に
は
よ
く
わ
か
っ
て
居お

り
ま
す
。
何
時
い
つ

ぞ
や 

御
一
ご
い
っ

し
ょ
に
帝
劇
て
い
げ
き

を
見
物
け
ん
ぶ
つ

し
た
晩ば
ん

、
御
姉
様

お
ね
え
さ
ま

は
 
私
わ
た
く
し

に
 
俊し
ゅ
ん

さ
ん
は
好す

き
か
と 

御
尋
�

�

き
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
又ま
た
 
好す

き
な
ら
ば
、
御
姉
様

お
ね
え
さ
ま

が
き
っ
と
骨ほ
ね

を 

折お
る
か
ら
、
俊し
ゅ
ん

さ
ん
の
所と
こ
ろ

へ
行い
け
と
も
仰
有
お
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
。
あ
の
時と
き

も
う
御
姉
様

お
ね
え
さ
ま

は
、 

私
わ
た
く
し

が
俊し
ゅ
ん

さ
ん
に
差
上
さ
し
あ

げ
る
筈は
ず

の
手
紙
て
が
み

を
読よ

ん
で
い
ら
し
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

あ
の
手
紙
て
が
み

が
な
く
な
っ
た
時と
き

、
ほ
ん
と
う
に
私
わ
た
く
し

は
御
姉
様

お
ね
え
さ
ま

を
御
恨
�
�
4

め
し
く
思お
も

い
ま
し
た
。 
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（
御
免
ご
め
ん

遊あ
そ

ば
せ
。
こ
の
事こ
と

だ
け
で
も
 
私
わ
た
く
し

は
 
ど
の
位く
ら
い

申も
う

し
訳わ
け

が
な
い
か 

わ
か
り
ま
せ
ん
。）
で
す
か
ら
そ
の
晩ば
ん

も
 
私
わ
た
く
し

に
は
、
御
姉
様

お
ね
え
さ
ま

の
親
切
し
ん
せ
つ

な
御
言
葉

お
こ
と
ば

も
、 

皮
肉
ひ
に
く

の
よ
う
な
気き

さ
え
致い
た

し
ま
し
た
。
私
わ
た
く
し

が
 
怒お
こ

っ
て
 
御
返
事

お
へ
ん
じ

ら
し
い 

御
返
事

お
へ
ん
じ

も
碌8



に
致い
た

さ
な
か
っ
た
事こ
と

は
、
も
ち
ろ
ん
御
忘
お
わ
す

れ
に
な
り
も
 
な
さ
り
ま
す
ま
い
。 

け
れ
ど
も
あ
れ
か
ら
二
三
日

に
さ
ん
に
ち

経た
っ
て
、
御
姉
様

お
ね
え
さ
ま

の
御
縁
談

ご
え
ん
だ
ん

が
急き
ゅ
う

に
き
ま
っ
て
し
ま
っ
た
時と
き

、 

私
わ
た
く
し

は
そ
れ
こ
そ
 
死し

ん
で
で
も
、
御
詫
お
わ

び
を
し
よ
う
か
と
思お
も

い
ま
し
た
。 

御
姉
様

お
ね
え
さ
ま

も
俊し
ゅ
ん

さ
ん
が
御
好
お
す

き
な
の
で 
ご
ざ
い
ま
す
も
の
。（
御
隠
お
か
く

し
に
な
っ
て
は
い
や
。 

私
わ
た
く
し

は
よ
く
存ぞ
ん

じ
て
居お

り
ま
し
て
よ
。）
私
わ
た
く
し

の
事こ
と

さ
え
御お

か
ま
い
に 

な
ら
な
け
れ
ば 

き
っ
と
御
自
分

ご
じ
ぶ
ん

が
俊し
ゅ
ん

さ
ん
の
所と
こ
ろ

へ
い
ら
し
っ
た
の
に 

違ち
が

い
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
御
姉
様

お
ね
え
さ
ま

は
 
私
わ
た
く
し

に
、
俊し
ゅ
ん

さ
ん
な
ぞ
は 

思お
も

っ
て
い
な
い
と
、
何
度
な
ん
ど

も
繰
返
く
り
か
え

し
て
仰
有
お
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
。
そ
う
し
て
 
と
う
と
う
  

心こ
こ
ろ

に
も
な
い
御
結
婚

ご
け
っ
こ
ん

を
な
す
っ
て
御お
し
ま
い
に
な
り
ま
し
た
。
私
わ
た
く
し

の
大
事
だ
い
じ

な
御
姉
様

お
ね
え
さ
ま

。 

私
わ
た
く
し

が
今
日
き
ょ
う

 
鶏
に
わ
と
り

を
抱だ

い
て
来き

て
、
大
阪
お
お
さ
か

へ
い
ら
っ
し
ゃ
る
御
姉
様

お
ね
え
さ
ま

に
、 

御
挨
拶

ご
あ
い
さ
つ

を
な
さ
い
と
申も
う

し
た
事こ
と

を
ま
だ
覚お
ぼ

え
て
い
ら
し
っ
て
？
 
私
わ
た
く
し

は 

飼か

っ
て
い
る
鶏
に
わ
と
り

に
も
、
私
わ
た
く
し

と
一い
っ

し
ょ
に
御
姉
様

お
ね
え
さ
ま

へ
御
詫
お
わ

び
を
申も
う

し
て 

貰も
ら

い
た
か
っ
た
の
。
そ
う
し
た
ら
、
何な
ん

に
も
御
存
知

ご
ぞ
ん
じ

な
い
御
母
様

お
か
あ
さ
ま

ま
で 

御
泣
お
な

き
に
な
り
ま
し
た
の
ね
。 

照
子 

「
御
姉
様

お
ね
え
さ
ま

。
も
う
明
日
あ
す

は
大
阪
お
お
さ
か

へ
い
ら
し
っ
て
御お

し
ま
い
な
さ
る
で
し
ょ
う
。 

け
れ
ど
も
ど
う
か
 
何
時
い
つ

ま
で
も
、
御
姉
様

お
ね
え
さ
ま

の
照
子
て
る
こ

を
見
捨
み
す

て
ず
に
頂
戴
ち
ょ
う
だ
い

、 

照
子
て
る
こ

は
 
毎
朝
ま
い
あ
さ

鶏
に
わ
と
り

に
餌え
さ

を
や
り
な
が
ら
、
御
姉
様

お
ね
え
さ
ま

の
事こ
と

を
思お
も

い
出だ

し
て
、 

誰だ
れ

に
も
知し
れ
ず
泣な
い
て
い
ま
す
。…

…

」 

 
信
子
の
ぶ
こ

は
 
こ
の
少
女
し
ょ
う
じ
ょ

ら
し
い
手
紙
て
が
み

を
読よ

む
毎ご
と

に
、
必
�
�
4
�

涙な
み
だ

が
滲�
�

ん
で
来き

た
。 
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殊こ
と

に
 
中
央
停
車
場

ち
ゅ
う
お
う
て
い
し
ゃ
ば

か
ら
汽
車
き
し
ゃ

に
乗の

ろ
う
と
す
る
間
際
ま
ぎ
わ

、
そ
っ
と
こ
の
手
紙
て
が
み

を 
彼
女
か
の
じ
ょ

に
渡わ
た

し
た
照
子
て
る
こ

の
姿す
が
た

を
思お
も

い
出だ
す
と
、
何な
ん

と
も
云い
わ
れ
ず
に
い
じ
ら
し
か
っ
た
。 

が
、
彼
女
か
の
じ
ょ

の
結
婚
け
っ
こ
ん

は
 
果は
た

し
て
妹
い
も
う
と

の
想
像
そ
う
ぞ
う

通ど
お

り
、
全
然
ぜ
ん
ぜ
ん

犠
牲
ぎ
せ
い

的て
き

な
そ
れ
で 

あ
ろ
う
か
。
そ
う
疑
う
た
が
い

を
挾は
さ

む
事こ
と

は
、
涙な
み
だ

の
後あ
と

の
彼
女
か
の
じ
ょ

の
心こ
こ
ろ

へ
、
重
苦
お
も
く
る

し
い 

気
持
き
も

ち
を
拡ひ
ろ

げ
勝が

ち
で
あ
っ
た
。
信
子
の
ぶ
こ

は
 
こ
の
重
苦
お
も
く
る

し
さ
を
避さ

け
る
為た
め

に
、 

大
抵
た
い
て
い

は
じ
っ
と
快
こ
こ
ろ
よ

い
感
傷
か
ん
し
ょ
う

の
中な
か

に
浸ひ
た

っ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
に
 
外そ
と

の 

松
林
ま
つ
ば
や
し

へ
一
面
い
ち
め
ん

に
当あ
た

っ
た
日ひ

の
光ひ
か
り

が
、
だ
ん
だ
ん
黄き

ば
ん
だ
暮
方
く
れ
が
た

の
色い
ろ

に 

変か
わ

っ
て
行い
く
の
を
眺な
が

め
な
が
ら
。 
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二
 
一
場 E

◆
信
子
と
夫
の
新
婚
生
活
の
様
子
。 

◆
ナ
レ
ー
タ
ー
・
夫 

 
結
婚
け
っ
こ
ん

後ご

 
彼
是
�
7

7

三
月
み
つ
き

ば
か
り
は
、
あ
ら
ゆ
る
新
婚
し
ん
こ
ん

の
夫
婦
ふ
う
ふ

の
如ご
と

く
、
彼
等
か
れ
ら

も
亦ま
た
  

幸
福
こ
う
ふ
く

な
日ひ
を
送お
く

っ
た
。 

 
夫お
っ
と

は
 
何
処
�



か
女
性
的

じ
ょ
せ
い
て
き

な
、
口
数
く
ち
か
ず

を
利�

か
な
い
人
物
じ
ん
ぶ
つ

で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
  

毎
日
ま
い
に
ち

会
社
か
い
し
ゃ

か
ら
帰か
え

っ
て
来く

る
と
、
必
か
な
ら
ず

晩
飯
後

ば
ん
め
し
ご

の
何
時
間

な
ん
じ
か
ん

か
は
、
信
子
の
ぶ
こ

と
一い
っ

し
ょ
に 

過す
ご

す
事こ
と

に
し
て
い
た
。
信
子
の
ぶ
こ

は
 
編
物
あ
み
も
の

の
針は
り

を
動う
ご

か
し
な
が
ら
、
近
頃
ち
か
ご
ろ

世
間
せ
け
ん

に 

騒さ
わ

が
れ
て
い
る
小
説
し
ょ
う
せ
つ

や
戯
曲
ぎ
き
ょ
く

の
話は
な
し

な
ど
も
し
た
。
そ
の
話は
な
し

の
中な
か

に
は
  

時と
き

に
よ
る
と
、
基
督
教

;
?
=
>
�
D
�

の
匂に
お
い

の
す
る
女
子
じ
ょ
し

大
学
だ
い
が
く

趣
味
し
ゅ
み

の
人
生
観

じ
ん
せ
い
か
ん

が 

織お

り
こ
ま
れ
て
い
る
事こ
と

も
あ
っ
た
。
夫お
っ
と

は
 
晩
酌
ば
ん
し
ゃ
く

の
頬ほ
ほ

を
赤あ
か

ら
め
た
儘ま
ま

、 

読よ

み
か
け
た
夕
刊
ゆ
う
か
ん

を
膝ひ
ざ

へ
の
せ
て
、
珍め
ず
ら

し
そ
う
に
耳み
み

を
傾か
た
む

け
て
い
た
。 

が
、
彼か
れ

自
身
じ
し
ん

の
意
見
い
け
ん

ら
し
い
も
の
は
、
一
言
ひ
と
こ
と

も
加く
わ

え
た
事こ
と

が
な
か
っ
た
。 

 
彼
等
か
れ
ら

は
又ま
た
 
殆
+
�
:
�

日
曜
に
ち
よ
う

毎ご
と

に
、
大
阪
お
お
さ
か

や
そ
の
近
郊
き
ん
こ
う

の
遊
覧
地

ゆ
う
ら
ん
ち

へ
 
気
散
き
さ
ん

じ
な 

一
日
い
ち
に
ち

を
暮く
ら

し
に
行い

っ
た
。
信
子
の
ぶ
こ

は
 
汽
車
き
し
ゃ

電
車
で
ん
し
ゃ

へ
乗の

る
度た
び

に
、
何
処
ど
こ

で
も 

飲
食
い
ん
し
ょ
く

す
る
事こ
と

を
憚#
$

か
ら
な
い
関
西
人

か
ん
さ
い
じ
ん

が
 
皆み
な

卑い
や

し
く
見み

え
た
。
そ
れ
だ
け 

お
と
な
し
い
夫お
っ
と

の
態
度
た
い
ど

が
、
格
段
か
く
だ
ん

に
上
品
じ
ょ
う
ひ
ん

な
の
を
嬉う
れ

し
く
感か
ん

じ
た
。
実
際
じ
っ
さ
い

身
綺
麗

み
ぎ
れ
い

な 

夫お
っ
と

の
姿す
が
た

は
、
そ
う
云い

う
人
中
ひ
と
な
か

に
交ま
じ

っ
て
い
る
と
、
帽
子
ぼ
う
し

か
ら
も
、
背
広
せ
び
ろ

か
ら
も
、 

或あ
る
い

は
又ま
た

 
赤
皮
あ
か
が
わ

の
編
上
あ
み
あ

げ
か
ら
も
、
化
粧
石
鹸

け
し
ょ
う
せ
っ
け
ん

の
匂に
お
い

に
似に

た
、
一
種
い
っ
し
ゅ
  

清
新
せ
い
し
ん

な
雰
囲
気

(
:
�
�

を
放
散
ほ
う
さ
ん

さ
せ
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
殊こ
と

に
夏な
つ

の
休
暇
き
ゅ
う
か

中ち
ゅ
う

、 

舞
子
-
�


ま
で
足あ
し

を
延の
ば

し
た
時と
き

に
は
、
同お
な

じ
茶
屋
ち
ゃ
や

に
来
合
き
あ
わ

せ
た
夫お
っ
と

の
同
僚
ど
う
り
ょ
う

た
ち
に 

比く
ら

べ
て
見み
て
、
一
層
い
っ
そ
う

誇ほ
こ

り
が
ま
し
い
よ
う
な
心こ
こ
ろ

も
ち
が
せ
ず
に
は 

い
ら
れ
な
か
っ
た
。 



  

10 │ 劇団ののと読む 芥川龍之介『秋』 

が
、
夫お
っ
と

は
そ
の
下
卑
�

'

た
同
僚
ど
う
り
ょ
う

た
ち
に
、
存
外
ぞ
ん
が
い

親し
た

し
み
を
持も
っ
て
い
る
ら
し
か
っ
た
。 

 
そ
の
内う
ち

に
信
子
の
ぶ
こ

は
 
長な
が

い
間あ
い
だ

、
捨す

て
て
あ
っ
た
創
作
そ
う
さ
く

を
思お
も

い
出だ

し
た
。 

そ
こ
で
 
夫お
っ
と

の
留
守
る
す

の
内う
ち

だ
け
、
一
二
時
間

い
ち
に
じ
か
ん

ず
つ
机つ
く
え

に
向む
か

う
事こ
と

に
し
た
。 

夫お
っ
と

は
そ
の
話は
な
し

を
聞き
く
と
、 

夫 

「
愈
�
3
�
3

女
流
じ
ょ
り
ゅ
う

作
家
さ
っ
か

に
な
る
か
ね
。」 

と
云い

っ
て
、
や
さ
し
い
口く
ち

も
と
に
薄
笑
う
す
わ
ら

い
を
見み

せ
た
。
し
か
し
 
机つ
く
え

に
は 

向む
か

う
に
し
て
も
、
思お
も

い
の
外ほ
か

ペ
ン
は
進す
す

ま
な
か
っ
た
。
彼
女
か
の
じ
ょ

は
ぼ
ん
や
り 

頬
杖
ほ
お
づ
え

を
つ
い
て
、
炎
天
え
ん
て
ん

の
松
林
ま
つ
ば
や
し

の
蝉せ
み

の
声こ
え

に
、
我わ
れ

知し

れ
ず
耳み
み

を
傾か
た
む

け
て
い
る 

彼
女
か
の
じ
ょ

自
身
じ
し
ん

を
見み

出い
だ

し
勝が
ち
で
あ
っ
た
。 
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二
 
二
場 E

◆
初
秋
。
夫
の
言
動
の
変
化
。 

◆
ナ
レ
ー
タ
ー
・
信
子
・
夫 

 
所と
こ
ろ

が
 
残
暑
ざ
ん
し
ょ

が
初
秋
し
ょ
し
ゅ
う

へ
振ふ

り
変か
わ

ろ
う
と
す
る
時
分
じ
ぶ
ん

、
夫お
っ
と

は
 
或
日
あ
る
ひ
  

会
社
か
い
し
ゃ

の
出で

が
け
に
、
汗あ
せ

じ
み
た
襟え
り

を
取
変
と
り
か

え
よ
う
と
し
た
。
が
、
生
憎
�
�
�



 
襟え
り

は 

一
本
い
っ
ぽ
ん

残の
こ

ら
ず
 
洗
濯
屋

せ
ん
た
く
や

の
手て

に
渡わ
た

っ
て
い
た
。
夫お
っ
と

は
日
頃
ひ
ご
ろ

身
綺
麗

み
ぎ
れ
い

な
だ
け
に
、 

不
快
ふ
か
い

ら
し
く
 
顔か
お

を
曇く
も

ら
せ
た
。
そ
う
し
て
 
ズ
ボ
ン
吊つ
り

を
掛か
け
な
が
ら
、 

夫 

「
小
説
し
ょ
う
せ
つ

ば
か
り
書か
い
て
い
ち
ゃ
困こ
ま

る
。」 

と
 
何
時
い
つ

に
な
く
厭
味
い
や
み

を
云い

っ
た
。
信
子
の
ぶ
こ

は
 
黙だ
ま

っ
て
眼め

を
伏ふ

せ
て
、
上
衣
う
わ
ぎ

の
埃ほ
こ
り

を 

払は
ら

っ
て
い
た
。 

 
そ
れ
か
ら
二
三
日

に
さ
ん
に
ち

過す
ぎ
た
或
夜
あ
る
よ

、
夫お
っ
と

は
 
夕
刊
ゆ
う
か
ん

に
出で
て
い
た
食
糧

し
ょ
く
り
ょ
う

問
題
も
ん
だ
い

か
ら
、 

月
々
つ
き
づ
き

の
経
費
け
い
ひ

を
も
う
少す
こ

し
軽
減
け
い
げ
ん

出
来
で
き

な
い
も
の
か
と
云い
い
出だ
し
た
。 

夫 

「
お
前ま
え

だ
っ
て
 
何
時
い
つ

ま
で
も
女
学
生

じ
ょ
が
く
せ
い

じ
ゃ
あ
る
ま
い
し
。」 

―
―

そ
ん
な
事こ
と

も
口く
ち

へ
出だ

し
た
。
信
子
の
ぶ
こ

は
 
気き

の
な
い
返
事
へ
ん
じ

を
し
な
が
ら
、 

夫お
っ
と

の
襟
飾
え
り
か
ざ
り

の
絽
刺
8

�

し
を
し
て
い
た
。
す
る
と
夫お
っ
と

は
 
意
外
い
が
い

な
位く
ら
い

執
拗
し
つ
よ
う

に
、 

夫 

「
そ
の
襟
飾
え
り
か
ざ
り

に
し
て
も
さ
、
買か
う
方ほ
う

が
反�
�

っ
て
安や
す

く
つ
く
じ
ゃ
な
い
か
。」 

と
、
や
は
り
ね
ち
ね
ち
し
た
調
子
ち
ょ
う
し

で
云い
っ
た
。
彼
女
か
の
じ
ょ

は
猶
更
�
�
�
4

口く
ち

が
利き
け
な
く
な
っ
た
。 

夫お
っ
と

も
 
し
ま
い
に
は
白し
ら

け
た
顔か
お

を
し
て
、
つ
ま
ら
な
そ
う
に
 
商
売
し
ょ
う
ば
い

向む

き
の 

雑
誌
ざ
っ
し

か
何な
に

か
ば
か
り
読よ

ん
で
い
た
。
が
、
寝
室
し
ん
し
つ

の
電
燈
で
ん
と
う

を
消け

し
て
か
ら
、
信
子
の
ぶ
こ

は 

夫お
っ
と

に
背せ
を
向む
け
た
儘ま
ま

、 

信
子 

「
も
う
小
説
し
ょ
う
せ
つ

な
ん
ぞ
書か
き
ま
せ
ん
。」 

と
、
囁さ
さ
や

く
よ
う
な
声こ
え

で
云い

っ
た
。
夫お
っ
と

は
そ
れ
で
も
黙だ
ま

っ
て
い
た
。 
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暫し
ば
ら

く
し
て
彼
女
か
の
じ
ょ

は
、
同お
な

じ
言
葉
こ
と
ば

を
 
前ま
え

よ
り
も
か
す
か
に
繰
返
く
り
か
え

し
た
。 

そ
れ
か
ら
間ま
も
な
く
 
泣な
く
声こ
え

が
洩も
れ
た
。
夫お
っ
と

は
 
二
言
ふ
た
こ
と

三
言
み
こ
と
 
彼
女
か
の
じ
ょ

を
叱し
か

っ
た
。 

そ
の
後あ
と

で
も
 
彼
女
か
の
じ
ょ

の
啜
泣
�
�
5
�

き
は
、
ま
だ
絶た

え
絶だ

え
に
聞き
こ

え
て
い
た
。
が
、
信
子
の
ぶ
こ

は 

何
時
い
つ

の
間ま
に
か
、
し
っ
か
り
と
夫お
っ
と

に
す
が
っ
て
い
た
。…

…
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二
 
三
場 E

◆
夫
の
不
機
嫌
と
仲
直
り
の
繰
り
返
し
。 

◆
ナ
レ
ー
タ
ー
・
夫 

 
翌
日
よ
く
じ
つ
 
彼
等
か
れ
ら

は
又ま
た

元も
と

の
通と
お

り
、
仲な
か

の
好よ
い
夫
婦
ふ
う
ふ

に
返か
え

っ
て
い
た
。 

 
と
思お
も

う
と
今
度
こ
ん
ど

は
十
二
時

じ
ゅ
う
に
じ

過す

ぎ
て
も
、
ま
だ
夫お
っ
と

が
会
社
か
い
し
ゃ

か
ら
帰か
え

っ
て
来こ

な
い 

晩ば
ん

が
あ
っ
た
。
し
か
も
 
漸3
�
1

く
帰か
え

っ
て
来く
る
と
、
雨
外
套

�
-
�
�
�
�

も
一
人
ひ
と
り

で
は
脱ぬ
げ
な
い
程ほ
ど

、 

酒
臭
さ
け
く
さ

い
匂に
お
い

を
呼
吸
こ
き
ゅ
う

し
て
い
た
。
信
子
の
ぶ
こ

は
眉ま
ゆ

を
ひ
そ
め
な
が
ら
、
甲
斐
甲
斐

�

�

�

�

し
く 

夫お
っ
と

に
着
換
き
か

え
さ
せ
た
。
夫お
っ
と

は
そ
れ
に
も
関か
か
わ

ら
ず
、
ま
わ
ら
な
い
舌し
た

で 

皮
肉
ひ
に
く

さ
え
云い
っ
た
。 

夫 

「
今
夜
こ
ん
や

は
僕ぼ
く

が
帰か
え

ら
な
か
っ
た
か
ら
、
余よ
っ
程ぽ
ど

小
説
し
ょ
う
せ
つ

が
捗
取
#
�
�

っ
た
ろ
う
。」 

――

そ
う
云い
う
言
葉
こ
と
ば

が
、
何
度
な
ん
ど

と
な
く
 
女お
ん
な

の
よ
う
な
口く
ち

か
ら
出で
た
。
彼
女
か
の
じ
ょ

は
そ
の
晩ば
ん 

床と
こ

に
は
い
る
と
、
思お
も

わ
ず
 
涙な
み
だ

が
ほ
ろ
ほ
ろ
落お
ち
た
。 

信
子 

こ
ん
な
処と
こ
ろ

を
照
子
て
る
こ

が
見み

た
ら
、
ど
ん
な
に
一い
っ

し
ょ
に
泣な

い
て
く
れ
る
で 

あ
ろ
う
。
照
子
て
る
こ

。
照
子
て
る
こ

。
私わ
た
し

が
便た
よ

り
に
思お
も

う
の
は
、
た
っ
た
お
前ま
え

一
人
ひ
と
り

ぎ
り
だ
。 

―
―

信
子
の
ぶ
こ

は
度
々
た
び
た
び

 
心こ
こ
ろ

の
中な
か

で
こ
う
妹
い
も
う
と

に
呼よ

び
か
け
な
が
ら
、 

夫お
っ
と

の
酒
臭
さ
け
く
さ

い
寝
息
ね
い
き

に
苦く
る

し
ま
さ
れ
て
、
殆
+
�
:
�

夜
中
よ
る
じ
ゅ
う
 
ま
ん
じ
り
と
も
せ
ず
に
、 

寝
返
ね
が
え

り
ば
か
り
打う
っ
て
い
た
。 

 
が
、
そ
れ
も
亦ま
た

翌
日
よ
く
じ
つ

に
な
る
と
、
自
然
し
ぜ
ん

と
仲
直
な
か
な
お

り
が
出
来
で
き

上あ
が

っ
て
い
た
。 
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二
 
四
場 E

◆
秋
。
信
子
が
雑
誌
に
俊
吉
の
投
稿
を
発
見
。
夫
に
媚
び
る
こ
と
を
覚
え
る
。 

◆
ナ
レ
ー
タ
ー
・
夫 

 
そ
ん
な
事こ
と

が
何
度
な
ん
ど

か
繰
返
く
り
か
え

さ
れ
る
内う
ち

に
、
だ
ん
だ
ん
秋あ
き

が
深ふ
か

く
な
っ
て
来き

た
。 

信
子
の
ぶ
こ

は
 
何
時
い
つ

か
 
机つ
く
え

に
向む
か

っ
て
、
ペ
ン
を
執と

る
事こ
と

が
稀ま
れ

に
な
っ
た
。 

そ
の
時と
き

に
は 

も
う
 
夫お
っ
と

の
方ほ
う

も
、
前
程
ま
え
ほ
ど

彼
女
か
の
じ
ょ

の
文
学
ぶ
ん
が
く

談だ
ん

を
珍め
ず
ら

し
が
ら
な
い
よ
う
に

な
っ
て
い
た
。
彼
等
か
れ
ら

は
夜
毎
よ
ご
と

に
長
火
鉢

な
が
ひ
ば
ち

を
隔へ
だ

て
て
、
瑣
末
�
-
�

な
 
家
庭
か
て
い

の 

経
済
け
い
ざ
い

の
話は
な
し

に
 
時
間
じ
か
ん

を
殺こ
ろ

す
事こ
と

を
覚お
ぼ

え
出だ
し
た
。
そ
の
上う
え
 
又ま
た
 
こ
う
云い
う
話
題
わ
だ
い

は
、 

少す
く
な

く
と
も
 
晩
酌
ば
ん
し
ゃ
く

後ご

の
夫お
っ
と

に
と
っ
て
、
最も
っ
と

も
興
味
き
ょ
う
み

が
あ
る
ら
し
か
っ
た
。 

そ
れ
で
も
信
子
の
ぶ
こ

は
気き
の
毒ど
く

そ
う
に
、
時
々
と
き
ど
き

夫お
っ
と

の
顔
色
か
お
い
ろ

を
窺�
�
�

っ
て
見み
る
事こ
と

が
あ
っ
た
。 

が
、
彼か
れ

は
何な
に

も
知し

ら
ず
、
近
頃
ち
か
ご
ろ

延の
ば

し
た
髭ひ
げ

を
噛か

み
な
が
ら
、
何
時
い
つ

も
よ
り
余
程
よ
ほ
ど 

快
活
か
い
か
つ

に
、 

夫 

「
こ
れ
で
子
供
こ
ど
も

で
も
出
来
で
き

て
見み
る
と―

―

」 

な
ぞ
と
、
考か
ん
が

え
考か
ん
が

え
話は
な

し
て
い
た
。 

 
す
る
と
 
そ
の
頃こ
ろ

か
ら
月
々
つ
き
づ
き

の
雑
誌
ざ
っ
し

に
、
従
兄
�
�


の
名
前
な
ま
え

が
見み

え
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

信
子
の
ぶ
こ

は
結
婚
け
っ
こ
ん

後ご

 
忘わ
す

れ
た
よ
う
に
、
俊
吉
し
ゅ
ん
き
ち

と
の
文
通
ぶ
ん
つ
う

を
絶た

っ
て
い
た
。
唯た
だ

、 

彼か
れ

の
動
静
ど
う
せ
い

は
、――

大
学
だ
い
が
く

の
文
科
ぶ
ん
か

を
卒
業
そ
つ
ぎ
ょ
う

し
た
と
か
、
同
人
ど
う
じ
ん

雑
誌
ざ
っ
し

を
始は
じ

め
た
と
か 

云い

う
事こ
と

は
、
妹
い
も
う
と

か
ら
手
紙
て
が
み

で
知し

る
だ
け
で
あ
っ
た
。
又ま
た
 
そ
れ
以
上
い
じ
ょ
う

彼か
れ

の
事こ
と

を 

知し
り
た
い
と
云い
う
気き
も
起お
こ

さ
な
か
っ
た
。
が
、
彼か
れ

の
小
説
し
ょ
う
せ
つ

が
雑
誌
ざ
っ
し

に
載の
っ
て
い
る
の
を 

見み

る
と
、
懐な
つ
か

し
さ
は
昔む
か
し

と
同お
な

じ
で
あ
っ
た
。
彼
女
か
の
じ
ょ

は
そ
の
頁ペ
ー
ジ

を
は
ぐ
り
な
が
ら 

何
度
な
ん
ど

も
独ひ
と

り
微
笑
び
し
ょ
う

を
洩も

ら
し
た
。
俊
吉
し
ゅ
ん
き
ち

は
 
や
は
り
小
説
し
ょ
う
せ
つ

の
中な
か

で
も
、 

冷
笑
れ
い
し
ょ
う

と
諧
謔
�
�
	
B



と
の
二ふ
た

つ
の
武
器
ぶ
き

を
 
宮
本
み
や
も
と

武
蔵
む
さ
し

の
よ
う
に
使つ
か

っ
て
い
た
。 
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彼
女
か
の
じ
ょ

に
は
し
か
し
 
気き

の
せ
い
か
、
そ
の
軽
快
け
い
か
い

な
皮
肉
ひ
に
く

の
後�
�
8

に
、
何な
に

か
今い
ま

ま
で
の 

従
兄
い
と
こ

に
は
な
い
、
寂さ
び

し
そ
う
な
捨
鉢
�
�
$
�

の
調
子
ち
ょ
う
し

が
潜ひ
そ

ん
で
い
る
よ
う
に
思お
も

わ
れ
た
。 

と
同
時
ど
う
じ

に
 
そ
う
思お
も

う
事こ
と

が
、
後う
し
ろ

め
た
い
よ
う
な
気き
も
し
な
い
で
は
な
か
っ
た
。 

 
信
子
の
ぶ
こ

は
そ
れ
以
来
い
ら
い
 
夫お
っ
と

に
対た
い

し
て
、
一
層
い
っ
そ
う

優や
さ

し
く
振
舞
ふ
る
ま

う
よ
う
に
な
っ
た
。 

夫お
っ
と

は
 
夜
寒
よ
さ
む

の
長
火
鉢

な
が
ひ
ば
ち

の
向む
こ

う
に
、
何
時
い
つ

も
晴は

れ
晴ば

れ
と
微
笑
び
し
ょ
う

し
て
い
る
彼
女
か
の
じ
ょ

の 

顔か
お

を
見み

出い
だ

し
た
。
そ
の
顔か
お

は
以
前
い
ぜ
ん

よ
り
若
々
わ
か
わ
か

し
く
、
化
粧
け
し
ょ
う

を
し
て
い
る
の
が 

常つ
ね

で
あ
っ
た
。
彼
女
か
の
じ
ょ

は
 
針
仕
事

は
り
し
ご
と

の
店み
せ

を
拡ひ
ろ

げ
な
が
ら
、
彼
等
か
れ
ら

が
東
京
と
う
き
ょ
う

で 

式し
き

を
挙あ

げ
た
当
時
と
う
じ

の
記
憶
き
お
く

な
ぞ
も
話は
な

し
た
り
し
た
。
夫お
っ
と

に
は
 
そ
の
記
憶
き
お
く

の 

細こ
ま

か
い
の
が
、
意
外
い
が
い

で
も
あ
り
、
嬉う
れ

し
そ
う
で
も
あ
っ
た
。 

夫 

「
お
前ま
え

は
よ
く
そ
ん
な
事こ
と

ま
で
覚お
ぼ

え
て
い
る
ね
。」 

――

夫お
っ
と

に
こ
う
調
戯
�
4
�

わ
れ
る
と
、
信
子
の
ぶ
こ

は
必
�
�
4
�

無
言
む
ご
ん

の
儘ま
ま

、
眼め

に
だ
け
媚
'

の
あ
る 

返
事
へ
ん
じ

を
見み
せ
た
。
が
、
何
故
な
ぜ

そ
れ
程ほ
ど

忘わ
す

れ
ず
に
い
る
か
、
彼
女
か
の
じ
ょ

自
身
じ
し
ん

も
 
心こ
こ
ろ

の
内う
ち

で
は
、 

不
思
議

ふ
し
ぎ

に
思お
も

う
事こ
と

が
度
々
た
び
た
び

あ
っ
た
。 
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二
 
五
場 E

◆
照
子
と
俊
吉
の
結
婚
の
知
ら
せ
を
受
け
る
。 

◆
ナ
レ
ー
タ
ー
・
信
子
・
夫 

 
そ
れ
か
ら
程ほ
ど

な
く
、
母は
は

の
手
紙
て
が
み

が
、
信
子
の
ぶ
こ

に
妹
い
も
う
と

の
結
納
2
�
"
�

が
済す

ん
だ
と
云い

う
事こ
と

を 

報ほ
う

じ
て
来き

た
。
そ
の
手
紙
て
が
み

の
中な
か

に
は
又ま
た

、
俊
吉
し
ゅ
ん
き
ち

が
照
子
て
る
こ

を
迎む
か

え
る
為た
め

に
、 

山や
ま

の
手て

の
 
或あ
る

郊
外
こ
う
が
い

へ
新
居
し
ん
き
ょ

を
設も
う

け
た
事こ
と

も
 
つ
け
加く
わ

え
て
あ
っ
た
。 

彼
女
か
の
じ
ょ

は
 
早
速
さ
っ
そ
く

母は
は

と
妹
い
も
う
と

と
へ
、
長な
が

い
祝い
わ

い
の
手
紙
て
が
み

を
書か
い
た
。 

信
子 

「
何
分
な
に
ぶ
ん

当
方
と
う
ほ
う

は
無
人
む
じ
ん

故ゆ
え

、
式し
き

に
は
不
本
意

ふ
ほ
ん
い

な
が
ら
参ま
い

り
か
ね
候そ
う
ら

え
ど
も…

…

」 

そ
ん
な
文
句
も
ん
く

を
書か

い
て
い
る
内う
ち

に
、（
彼
女
か
の
じ
ょ

に
は
何
故
な
ぜ

か
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、） 

筆ふ
で

の
渋し
ぶ

る
事こ
と

も
再
三
さ
い
さ
ん

あ
っ
た
。
す
る
と
 
彼
女
か
の
じ
ょ

は
眼め
を
挙あ
げ
て
、
必
�
�
4
�

外そ
と

の
松
林
ま
つ
ば
や
し

を 

眺な
が

め
た
。
松ま
つ

は
 
初
冬
し
ょ
と
う

の
空そ
ら

の
下し
た

に
、
簇
々
�
�
�
�

と
蒼
黒
あ
お
ぐ
ろ

く
茂し
げ

っ
て
い
た
。 

 
そ
の
晩ば
ん
 
信
子
の
ぶ
こ

と
夫お
っ
と

と
は
、
照
子
て
る
こ

の
結
婚
け
っ
こ
ん

を
話
題
わ
だ
い

に
し
た
。
夫お
っ
と

は
 
何
時
い
つ

も
の 

薄
笑
う
す
わ
ら

い
を
浮う
か

べ
な
が
ら
、
彼
女
か
の
じ
ょ

が
妹
い
も
う
と

の
口
真
似

く
ち
ま
ね

を
す
る
の
を
、
面
白
お
も
し
ろ

そ
う
に 

聞き

い
て
い
た
。
が
、
彼
女
か
の
じ
ょ

に
は
何な
ん

と
な
く
、
彼
女
か
の
じ
ょ

自
身
じ
し
ん

に
照
子
て
る
こ

の
事こ
と

を 

話は
な

し
て
い
る
よ
う
な
心こ
こ
ろ

も
ち
が
し
た
。 

夫 

「
ど
れ
、
寝ね
る
か
な
。」 

―
―

二
三
に
さ
ん

時
間
じ
か
ん

の
後の
ち

、
夫お
っ
と

は
柔
1
9
4
�

な
髭ひ
げ

を
撫な

で
な
が
ら
、
大
儀
た
い
ぎ

そ
う
に 

長
火
鉢

な
が
ひ
ば
ち

の
前ま
え

を
離は
な

れ
た
。
信
子
の
ぶ
こ

は
 
ま
だ
妹
い
も
う
と

へ
祝い
わ

っ
て
や
る
品し
な

を
決け
っ

し
兼か

ね
て
、 

火
箸
ひ
ば
し

で
灰
文
字

は
い
も
じ

を
書か
い
て
い
た
が
、
こ
の
時と
き

急き
ゅ
う

に
顔か
お

を
挙あ
げ
て
、 

信
子 

「
で
も
妙み
ょ
う

な
も
の
ね
、
私わ
た
し

に
も
弟
お
と
う
と

が
一
人
ひ
と
り

出
来
で
き

る
の
だ
と
思お
も

う
と
。」 

と
云い
っ
た
。 

夫 

「
当あ
た

り
前ま
え

じ
ゃ
な
い
か
、
妹
い
も
う
と

も
い
る
ん
だ
か
ら
。」 
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――
彼
女
か
の
じ
ょ

は
夫お
っ
と

に
こ
う
云い

わ
れ
て
も
、
考
か
ん
が
え

深ぶ
か

い
眼め

つ
き
を
し
た
儘ま
ま

、
何な
ん

と
も 

返
事
へ
ん
じ

を
し
な
か
っ
た
。 

 
照
子
て
る
こ

と
俊
吉
し
ゅ
ん
き
ち

と
は
、
師
走
�
9
�

の
中
旬

ち
ゅ
う
じ
ゅ
ん

に
式し
き

を
挙あ
げ
た
。
当
日
と
う
じ
つ

は
 
午&
6

少す
こ

し
前ま
え

か
ら
、 

ち
ら
ち
ら
白し
ろ

い
物も
の

が
落お

ち
始は
じ

め
た
。
信
子
の
ぶ
こ

は
 
独ひ
と

り
午ひ
る

の
食
事
し
ょ
く
じ

を
す
ま
せ
た
後あ
と

、 

何
時
い
つ

ま
で
も
そ
の
時と
き

の
魚さ
か
な

の
匂に
お
い

が
、
口く
ち

に
つ
い
て
離は
な

れ
な
か
っ
た
。 

信
子 

「
東
京
と
う
き
ょ
う

も
雪ゆ
き

が
降ふ
っ
て
い
る
か
し
ら
。」 

――

こ
ん
な
事こ
と

を
考か
ん
が

え
な
が
ら
、
信
子
の
ぶ
こ

は
じ
っ
と
 
う
す
暗ぐ
ら

い
茶ち
ゃ

の
間ま

の
長
火
鉢

な
が
ひ
ば
ち

に 

も
た
れ
て
い
た
。
雪ゆ
き

が
愈
�
3
�
3

烈は
げ

し
く
な
っ
た
。
が
、
口
中
こ
う
ち
ゅ
う

の
生
臭
な
ま
ぐ
さ

さ
は
、
や
は
り 

執
念
�
C
�
!

く
消き
え
な
か
っ
た
。…

…
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三
 
一
場 E

◆
翌
年
の
秋
。
東
京
郊
外
。
信
子
、
照
子
と
俊
吉
の
新
居
を
訪
問
。 

◆
ナ
レ
ー
タ
ー
・
信
子
・
俊
吉 

 
信
子
の
ぶ
こ

は
 
そ
の
翌
年
よ
く
と
し

の
秋あ
き

、
社
命
し
ゃ
め
い

を
帯お

び
た
夫お
っ
と

と
一い
っ

し
ょ
に
、
久ひ
さ

し
ぶ
り
で 

東
京
と
う
き
ょ
う

の
土つ
ち

を
踏ふ

ん
だ
。
が
、
短み
じ
か

い
日
限
に
ち
げ
ん

内な
い

に
、
果は
た

す
べ
き
用
向
よ
う
む

き
の
多お
お

か
っ
た 

夫お
っ
と

は
、
唯た
だ

彼
女
か
の
じ
ょ

の
母
親
は
は
お
や

の
所と
こ
ろ

へ
、
来�

匆
々
�
�
�
�

顔か
お

を
出だ
し
た
時と
き

の
外ほ
か

は
、
殆
ほ
と
ん
ど

一
日
い
ち
に
ち

も
  

彼
女
か
の
じ
ょ

を
つ
れ
て
、
外
出
が
い
し
ゅ
つ

す
る
機
会
き
か
い

を
見
出
み
い
だ

さ
な
か
っ
た
。
彼
女
か
の
じ
ょ

は
そ
こ
で
  

妹
夫
婦

い
も
う
と
ふ
う
ふ

の
郊
外
こ
う
が
い

の
新
居
し
ん
き
ょ

を
尋た
ず

ね
る
時と
き

も
、
新
開
地

し
ん
か
い
ち

じ
み
た
電
車
で
ん
し
ゃ

の
終
点
し
ゅ
う
て
ん

か
ら
、 

た
っ
た
一
人
ひ
と
り

俥

6
-

に
揺ゆ
ら
れ
て
行い
っ
た
。 

 
彼
等
か
れ
ら

の
家い
え

は
、
町
並
ま
ち
な
み

が
葱
畑
!
	
$
�
�

に
移う
つ

る
近ち
か

く
に
あ
っ
た
。
し
か
し
  

隣
近
所

と
な
り
き
ん
じ
ょ

に
は
、
い
ず
れ
も
借
家
し
ゃ
く
や

ら
し
い
新
築
し
ん
ち
く

が
、
せ
せ
こ
ま
し
く
軒の
き

を
並な
ら

べ
て
い
た
。 

の
き
打う

ち
の
門も
ん

、
要�
�
/

も
ち
の
垣か
き

、
そ
れ
か
ら
竿さ
お

に
干ほ

し
た
洗
濯
物

せ
ん
た
く
も
の

、――
す
べ
て
が 

ど
の
家い
え

も
変か
わ

り
は
な
か
っ
た
。
こ
の
平
凡
へ
い
ぼ
ん

な
住
居
�
-
�

の
容
子
3
�
�

は
、
多
少
た
し
ょ
う

信
子
の
ぶ
こ

を 

失
望
し
つ
ぼ
う

さ
せ
た
。 

 
が
、
彼
女
か
の
じ
ょ

が
案
内
あ
ん
な
い

を
求も
と

め
た
時と
き

、
声こ
え

に
応お
う

じ
て
出で

て
来き

た
の
は
、
意
外
い
が
い

に
も 

従
兄
い
と
こ

の
方ほ
う

で
あ
っ
た
。
俊
吉
し
ゅ
ん
き
ち

は
 
以
前
い
ぜ
ん

と
同お
な

じ
よ
う
に
、
こ
の
珍
客
ち
ん
き
ゃ
く

の
顔か
お

を
見み
る
と
、 

俊
吉 

「
や
あ
。」 

と
快
活
か
い
か
つ

な
声こ
え

を
挙あ

げ
た
。
彼
女
か
の
じ
ょ

は
 
彼か
れ

が
何
時
い
つ

の
間ま

に
か
、
い
が
栗
頭
ぐ
り
あ
た
ま

で 

な
く
な
っ
た
の
を
見み
た
。 

信
子 

「
暫し
ば

ら
く
。」 

俊
吉 

「
さ
あ
、
御
上
お
あ
が

り
。
生
憎
�
�
�



僕ぼ
く

一
人
ひ
と
り

だ
が
。」 

信
子 

「
照
子
て
る
こ

は
？
 
留
守
る
す

？
」 
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俊
吉 

「
使つ
か
い

に
行い
っ
た
。
女
中
じ
ょ
ち
ゅ
う

も
。」 

―
―

信
子
の
ぶ
こ

は
 
妙み
ょ
う

に
恥は
ず
か

し
さ
を
感か
ん

じ
な
が
ら
、
派
手
は
で

な
裏う
ら

の
つ
い
た
上
衣
<
@
>

を 

そ
っ
と
玄
関
げ
ん
か
ん

の
隅す
み

に
脱ぬ
い
だ
。 

 
俊
吉
し
ゅ
ん
き
ち

は
 
彼
女
か
の
じ
ょ

を
書
斎
し
ょ
さ
い

兼け
ん

客
間
き
ゃ
く
ま

の
八
畳
は
ち
じ
ょ
う

へ
坐す
わ

ら
せ
た
。
座
敷
ざ
し
き

の
中な
か

に
は
  

何
処
ど
こ

を
見み

て
も
、
本ほ
ん

ば
か
り
乱
雑
ら
ん
ざ
つ

に
積つ

ん
で
あ
っ
た
。
殊こ
と

に
 
午
後
ご
ご

の 

日ひ

の
当あ
た

っ
た
障
子
し
ょ
う
じ

際ぎ
わ

の
、
小ち
い

さ
な
紫
檀
�
�
:

の
机つ
く
え

の
ま
わ
り
に
は
、
新
聞
し
ん
ぶ
ん

雑
誌
ざ
っ
し

や 

原
稿
げ
ん
こ
う

用
紙
よ
う
し

が
、
手て

の
つ
け
よ
う
も
な
い
程ほ
ど

散ち

ら
か
っ
て
い
た
。
そ
の
中な
か

に
  

若わ
か

い
細
君
さ
い
く
ん

の
存
在
そ
ん
ざ
い

を
語か
た

っ
て
い
る
も
の
は
、
唯た
だ
 
床と
こ

の
間ま

の
壁か
べ

に
立た

て
か
け
た
、 

新あ
た
ら

し
い
一
面
い
ち
め
ん

の
琴こ
と

だ
け
で
あ
っ
た
。
信
子
の
ぶ
こ

は
 
こ
う
云い

う
周
囲
し
ゅ
う
い

か
ら
、
暫し
ば

ら
く 

物も
の

珍め
ず
ら

し
い
眼め
を
離は
な

さ
な
か
っ
た
。 

俊
吉 

「
来く

る
こ
と
は
手
紙
て
が
み

で
知し

っ
て
い
た
け
れ
ど
、
今
日
き
ょ
う

来こ

よ
う
と
は 

思お
も

わ
な
か
っ
た
。」 

――

俊
吉
し
ゅ
ん
き
ち

は
 
巻
煙
草

ま
き
た
ば
こ

へ
火ひ
を
つ
け
る
と
、
さ
す
が
に
懐な
つ
か

し
そ
う
な
眼め
つ
き
を
し
た
。 

俊
吉 

「
ど
う
で
す
、
大
阪
お
お
さ
か

の
御
生
活

ご
せ
い
か
つ

は
？
」 

信
子 

「
俊し
ゅ
ん

さ
ん
こ
そ
如
何
�
�
�

？
 
幸
福
こ
う
ふ
く

？
」 

――

信
子
の
ぶ
こ

も
亦ま
た
 
二
言
ふ
た
こ
と

三
言
み
こ
と

話は
な

す
内う
ち

に
、
や
は
り
 
昔む
か
し

の
よ
う
な
懐な
つ
か

し
さ
が
、 

よ
み
返が
え

っ
て
来く
る
の
を
意
識
い
し
き

し
た
。
文
通
ぶ
ん
つ
う

さ
え
碌ろ
く

に
し
な
か
っ
た
、
彼
是
�
7

7

二
年
に
ね
ん

越ご
し
の 

気き
ま
ず
い
記
憶
き
お
く

は
、
思お
も

っ
た
よ
り
彼
女
か
の
じ
ょ

を
煩わ
ず
ら

わ
さ
な
か
っ
た
。 

 
彼
等
か
れ
ら

は
 
一ひ
と

つ
火
鉢
ひ
ば
ち

に
手て

を
か
ざ
し
な
が
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
事こ
と

を
話は
な

し
合あ

っ
た
。 

俊
吉
し
ゅ
ん
き
ち

の
小
説
し
ょ
う
せ
つ

だ
の
、
共
通
き
ょ
う
つ
う

な
知
人
ち
じ
ん

の
噂う
わ
さ

だ
の
、
東
京
と
う
き
ょ
う

と
大
阪
お
お
さ
か

と
の 

比
較
ひ
か
く

だ
の
、
話
題
わ
だ
い

は
 
い
く
ら
話は
な

し
て
も
、
尽つ

き
な
い
位く
ら
い

沢
山
た
く
さ
ん

あ
っ
た
。 

が
、
二
人
ふ
た
り

と
も
 
云い
い
合あ
わ

せ
た
よ
う
に
、
全
然
ぜ
ん
ぜ
ん

暮く
ら

し
向む
き
の
問
題
も
ん
だ
い

に
は
触ふ
れ
な
か
っ
た
。 
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そ
れ
が
 
信
子
の
ぶ
こ

に
は
 
一
層
い
っ
そ
う

従
兄
い
と
こ

と
、
話は
な

し
て
い
る
と
云い
う
感か
ん

じ
を
強つ
よ

く
さ
せ
た
。 

 
時
々
と
き
ど
き

は
し
か
し
 
沈
黙
ち
ん
も
く

が
、
二
人
ふ
た
り

の
間あ
い
だ

に
来く
る
事こ
と

も
あ
っ
た
。
そ
の
度た
び

に
彼
女
か
の
じ
ょ

は 

微
笑
び
し
ょ
う

し
た
儘ま
ま

、
眼め

を
火
鉢
ひ
ば
ち

の
灰は
い

に
落お
と

し
た
。
其
処
そ
こ

に
は
 
待ま

つ
と
は
云い

え
な
い
程ほ
ど

、 

か
す
か
に
何な
に

か
を
待ま

つ
心こ
こ
ろ

も
ち
が
あ
っ
た
。
す
る
と
 
故
意
こ
い

か
偶
然
ぐ
う
ぜ
ん

か
、
俊
吉
し
ゅ
ん
き
ち

は 

す
ぐ
に
話
題
わ
だ
い

を
見み
つ
け
て
、
何
時
い
つ

も
そ
の
心こ
こ
ろ

も
ち
を
打う
ち
破や
ぶ

っ
た
。
彼
女
か
の
じ
ょ

は
 
次
第
し
だ
い

に
  

従
兄
い
と
こ

の
顔か
お

を
窺�
�
�

わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
が
、
彼か
れ

は
 
平
然
へ
い
ぜ
ん

と
巻
煙
草

ま
き
た
ば
こ

の 

煙け
む
り

を
呼
吸
こ
き
ゅ
う

し
な
が
ら
、
格
別
か
く
べ
つ

不
自
然

ふ
し
ぜ
ん

な
表
情

ひ
ょ
う
じ
ょ
う

を
装よ
そ
お

っ
て
い
る
気
色
�
�
�

も 

見み
え
な
か
っ
た
。 
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三
 
二
場 E

◆
照
子
が
帰
宅
す
る
。 

◆
ナ
レ
ー
タ
ー
・
信
子
・
照
子
・
俊
吉 

 
そ
の
内う
ち

に
 
照
子
て
る
こ

が
帰か
え

っ
て
来き

た
。
彼
女
か
の
じ
ょ

は
 
姉あ
ね

の
顔か
お

を
見み

る
と
、 

手て

を
と
り
合あ

わ
な
い
ば
か
り
に
嬉う
れ

し
が
っ
た
。
信
子
の
ぶ
こ

も
 
唇
く
ち
び
る

は
笑わ
ら

い
な
が
ら
、 

眼め

に
は
何
時
い
つ

か
も
う
涙な
み
だ

が
あ
っ
た
。
二
人
ふ
た
り

は
 
暫し
ば
ら

く
は
俊
吉
し
ゅ
ん
き
ち

も
忘わ
す

れ
て
、 

去
年
き
ょ
ね
ん

以
来
い
ら
い

の
生
活
せ
い
か
つ

を
 
互た
が
い

に
尋た
ず

ね
た
り
尋た
ず

ね
ら
れ
た
り
し
て
い
た
。 

殊こ
と

に
照
子
て
る
こ

は
 
活い

き
活い

き
と
、
血ち

の
色い
ろ

を
頬ほ
ほ

に
透す

か
せ
な
が
ら
、
今い
ま

で
も 

飼か

っ
て
い
る
鶏
に
わ
と
り

の
事こ
と

ま
で
、
話は
な

し
て
聞き

か
せ
る
事こ
と

を
忘わ
す

れ
な
か
っ
た
。 

俊
吉
し
ゅ
ん
き
ち

は
巻
煙
草

ま
き
た
ば
こ

を
啣

9

え
た
儘ま
ま

、
満
足
ま
ん
ぞ
く

そ
う
に
二
人
ふ
た
り

を
眺な
が

め
て
、
不
相
変

�
�
�
9
4
� 

に
や
に
や
笑わ
ら

っ
て
い
た
。 

 
其
処
そ
こ

へ
 
女
中
じ
ょ
ち
ゅ
う

も
帰か
え

っ
て
来き
た
。
俊
吉
し
ゅ
ん
き
ち

は
 
そ
の
女
中
じ
ょ
ち
ゅ
う

の
手て
か
ら
、
何
枚
な
ん
ま
い

か
の 

端
書
#
�
�

を
受
取
う
け
と

る
と
、
早
速
さ
っ
そ
く

側そ
ば

の
机つ
く
え

へ
向む
か

っ
て
、
せ
っ
せ
と
ペ
ン
を
動う
ご

か
し
始は
じ

め
た
。 

照
子
て
る
こ

は
 
女
中
じ
ょ
ち
ゅ
う

も
留
守
る
す

だ
っ
た
事こ
と

が
、
意
外
い
が
い

ら
し
い
気
色
け
し
き

を
見み
せ
た
。 

照
子 

「
じ
ゃ
 
御
姉
様

お
ね
え
さ
ま

が
い
ら
し
っ
た
時と
き

は
、
誰だ
れ

も
家い
え

に
い
な
か
っ
た
の
。」 

信
子 

「
え
え
、
俊し
ゅ
ん

さ
ん
だ
け
。」 

―
―

信
子
の
ぶ
こ

は
こ
う
答こ
た

え
る
事こ
と

が
、
平
気
へ
い
き

を
強�

い
る
よ
う
な
心こ
こ
ろ

も
ち
が
し
た
。 

す
る
と
 
俊
吉
し
ゅ
ん
き
ち

が
向む
こ

う
を
向む
い
た
な
り
、 

俊
吉 

「
旦
那
様

だ
ん
な
さ
ま

に
感
謝
か
ん
し
ゃ

し
ろ
。
そ
の
茶ち
ゃ

も
僕ぼ
く

が
入い
れ
た
ん
だ
。」 

と
云い

っ
た
。
照
子
て
る
こ

は
姉あ
ね

と
眼め

を
見み

合あ
わ

せ
て
、
悪
戯
�
�
�
4

そ
う
に
く
す
り
と
笑わ
ら

っ
た
。 

が
、
夫お
っ
と

に
は
わ
ざ
と
ら
し
く
、
何な
ん

と
も
返
事
へ
ん
じ

を
し
な
か
っ
た
。 
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三
 
三
場 E

◆
同
日
夜
。
三
人
で
夕
食
を
共
に
す
る 

◆
ナ
レ
ー
タ
ー
・
信
子
・
照
子
・
俊
吉 

 
間ま

も
な
く
 
信
子
の
ぶ
こ

は
、
妹
い
も
う
と

夫
婦
ふ
う
ふ

と
一い
っ

し
ょ
に
、
晩
飯
ば
ん
め
し

の
食
卓
し
ょ
く
た
く

を 

囲か
こ

む
こ
と
に
な
っ
た
。
照
子
て
る
こ

の
説
明
せ
つ
め
い

す
る
所と
こ
ろ

に
よ
る
と
、
膳ぜ
ん

に
上の
ぼ

っ
た
玉
子
た
ま
ご

は 

皆み
な

、
家い
え

の
鶏
に
わ
と
り

が
産う

ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
俊
吉
し
ゅ
ん
き
ち

は
 
信
子
の
ぶ
こ

に
葡
萄
酒

ぶ
ど
う
し
ゅ

を 

す
す
め
な
が
ら
、 

俊
吉 

「
人
間
に
ん
げ
ん

の
生
活
せ
い
か
つ

は
掠
奪
5
B


�
�

で
持も
っ
て
い
る
ん
だ
ね
。
小し
ょ
う

は
こ
の
玉
子
た
ま
ご

か
ら
」 

―
―

な
ぞ
と
社
会
主
義

�
B
�
�
�
C
	

じ
み
た
理
窟
り
く
つ

を
並な
ら

べ
た
り
し
た
。
そ
の
癖く
せ
 
此
処
こ
こ

に
い
る 

三
人
さ
ん
に
ん

の
中な
か

で
、
一
番
い
ち
ば
ん

玉
子
た
ま
ご

に
愛
着
あ
い
ち
ゃ
く

の
あ
る
の
は
 
俊
吉
し
ゅ
ん
き
ち

自
身
じ
し
ん

に
違ち
が

い
な
か
っ
た
。 

照
子
て
る
こ

は
 
そ
れ
が
可
笑
お
か

し
い
と
云い

っ
て
、
子
供
こ
ど
も

の
よ
う
な
笑わ
ら

い
声ご
え

を
立た

て
た
。 

信
子
の
ぶ
こ

は
 
こ
う
云い

う
食
卓
し
ょ
く
た
く

の
空
気
く
う
き

に
も
、
遠
い
松
林
ま
つ
ば
や
し

の
中な
か

に
あ
る
、
寂さ
び

し
い 

茶ち
ゃ

の
間ま
の
暮
方
く
れ
が
た

を
思お
も

い
出だ
さ
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
。 

 
話は
な
し

は
 
食
後
し
ょ
く
ご

の
果
物
く
だ
も
の

を
荒あ
ら

し
た
後あ
と

も
尽つ
き
な
か
っ
た
。
微
酔
び
す
い

を
帯お
び
た
俊
吉
し
ゅ
ん
き
ち

は
、 

夜
長
よ
な
が

の
電
燈
で
ん
と
う

の
下し
た

に
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
、
盛さ
か
ん

に
 
彼か
れ

一
流
い
ち
り
ゅ
う

の
詭
弁
�
*
:

を
弄ろ
う

し
た
。 

そ
の
談
論
風
発

だ
ん
ろ
ん
ふ
う
は
つ

が
、
も
う
一
度
い
ち
ど

信
子
の
ぶ
こ

を
若
返
わ
か
が
え

ら
せ
た
。
彼
女
か
の
じ
ょ

は
熱ね
つ

の
あ
る 

眼め
つ
き
を
し
て
、 

信
子 

「
私わ
た
し

も
 
小
説
し
ょ
う
せ
つ

を
書か
き
出だ
そ
う
か
し
ら
。」 

と
云い

っ
た
。
す
る
と
従
兄
い
と
こ

は
 
返
事
へ
ん
じ

を
す
る
代か
わ

り
に
、
グ
ー
ル
モ
ン
の
警
句
け
い
く

を 

抛ほ
う

り
つ
け
た
。
そ
れ
は 

俊
吉 

「
ミ
ュ
ー
ズ
た
ち
は
女お
ん
な

だ
か
ら
、
彼
等
か
れ
ら

を
自
由
じ
ゆ
う

に
虜�
5


に
す
る
も
の
は
、 

男お
と
こ

だ
け
だ
。」 
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と
云い

う
言
葉
こ
と
ば

で
あ
っ
た
。
信
子
の
ぶ
こ

と
照
子
て
る
こ

と
は
 
同
盟
ど
う
め
い

し
て
、
グ
ー
ル
モ
ン
の
権
威
け
ん
い

を 
認み
と

め
な
か
っ
た
。 

照
子 

「
じ
ゃ
 
女お
ん
な

で
な
け
り
ゃ
、
音
楽
家

お
ん
が
く
か

に
な
れ
な
く
っ
て
？
 
ア
ポ
ロ
は
男お
と
こ

じ
ゃ 

あ
り
ま
せ
ん
か
。」 

―
―

照
子
て
る
こ

は
 
真
面
目

ま
じ
め

に
こ
ん
な
事こ
と

ま
で
云い
っ
た
。 
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三
 
四
場 E

◆
同
日
夜
更
け
。
信
子
と
俊
吉
が
二
人
で
庭
を
散
歩
す
る
。 

◆
ナ
レ
ー
タ
ー
・
信
子
・
俊
吉 

 
そ
の
暇ひ
ま

に
 
夜よ
が
更ふ
け
た
。
信
子
の
ぶ
こ

は
 
と
う
と
う
泊と
ま

る
事こ
と

に
な
っ
た
。 

 
寝ね
る
前ま
え

に
 
俊
吉
し
ゅ
ん
き
ち

は
、
縁
側
え
ん
が
わ

の
雨
戸
あ
ま
ど

を
一
枚
い
ち
ま
い

開あ
け
て
、
寝
間
着

ね
ま
き

の
儘ま
ま 

狭せ
ま

い
庭に
わ

へ 

下お
り
た
。
そ
れ
か
ら
 
誰だ
れ

を
呼よ
ぶ
と
も
な
く 

俊
吉 

「
ち
ょ
い
と
出で
て
御
覧
ご
ら
ん

。
好よ
い
月つ
き

だ
か
ら
。」 

と
声こ
え

を
か
け
た
。
信
子
の
ぶ
こ

は
 
独ひ
と

り
 
彼か
れ

の
後あ
と

か
ら
、
沓
脱


�
 
	

の
庭に
わ

下
駄
げ
た

へ
足あ
し

を
下お
ろ

し
た
。 

足
袋
た
び

を
脱ぬ
い
だ
彼
女
か
の
じ
ょ

の
足あ
し

に
は
、
冷つ
め

た
い
露つ
ゆ

の
感か
ん

じ
が
あ
っ
た
。 

 
月つ
き

は
 
庭に
わ

の
隅す
み

に
あ
る
、
痩や
せ
が
れ
た
檜&
"
�

の
梢こ
ず
え

に
あ
っ
た
。
従
兄
い
と
こ

は
そ
の
檜ひ
の
き

の 

下し
た

に
立た
っ
て
、
う
す
明あ
か
る

い
夜
空
よ
ぞ
ら

を
眺な
が

め
て
い
た
。 

信
子 

「
大た
い

へ
ん
草く
さ

が
生は
え
て
い
る
の
ね
。」 

――

信
子
の
ぶ
こ

は
 
荒あ
れ
た
庭に
わ

を
 
気
味
き
み

悪わ
る

そ
う
に
、
怯�

ず
怯お
ず
彼か
れ

の
い
る
方ほ
う

へ
歩あ
ゆ

み
寄よ
っ
た
。

が
、
彼か
れ

は
や
は
り
空そ
ら

を
見み
な
が
ら
、 

俊
吉 

「
十
三
夜

じ
ゅ
う
さ
ん
や

か
な
。」 

と
呟�
)
1

い
た
だ
け
で
あ
っ
た
。 

 
暫し
ば
ら

く
沈
黙
ち
ん
も
く

が
続つ
づ

い
た
後あ
と

、
俊
吉
し
ゅ
ん
き
ち

は
静し
ず
か

に
眼め
を
返か
え

し
て
、 

俊
吉 

「
鶏
小
屋

�
5
�
1

へ
行い
っ
て
見み
よ
う
か
。」 

と
云い
っ
た
。
信
子
の
ぶ
こ

は
 
黙だ
ま

っ
て
頷�
�
�

い
た
。
鶏
小
屋

と
り
ご
や

は
 
丁
度
ち
ょ
う
ど
 
檜ひ
の
き

と
は
反
対
は
ん
た
い

の
庭に
わ

の 

隅す
み

に
あ
っ
た
。
二
人
ふ
た
り

は
肩か
た

を
並な
ら

べ
な
が
ら
、
ゆ
っ
く
り
其
処
そ
こ

ま
で
歩あ
る

い
て
行い

っ
た
。 

し
か
し
 
蓆
囲
.
�
8
�


い
の
内う
ち

に
は
、
唯た
だ
 
鶏
に
わ
と
り

の
匂に
お
い

の
す
る
、
朧�
,
8

げ
な
光ひ
か
り

と
影か
げ

ば
か
り 

が
あ
っ
た
。
俊
吉
し
ゅ
ん
き
ち

は
 
そ
の
小
屋
こ
や

を
覗の
ぞ

い
て
見み
て
、
殆
+
�
:
�

独ひ
と

り
言ご
と

か
と
思お
も

う
よ
う
に
、 
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俊
吉 

「
寝ね
て
い
る
。」 

と
 
彼
女
か
の
じ
ょ

に
囁�
�
1

い
た
。 

信
子 

「
玉
子
た
ま
ご

を
人ひ
と

に
取と
ら
れ
た
鶏
に
わ
と
り

が
。」 

―
―

信
子
の
ぶ
こ

は
 
草く
さ

の
中な
か

に
佇�
�
�

ん
だ
儘ま
ま

、
そ
う
考か
ん
が

え
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。…

…
 

 
二
人
ふ
た
り

が
庭に
わ

か
ら
返か
え

っ
て
来く

る
と
、
照
子
て
る
こ

は
 
夫お
っ
と

の
机つ
く
え

の
前ま
え

に
、
ぼ
ん
や
り 

電
燈
で
ん
と
う

を
眺な
が

め
て
い
た
。
青あ
お

い
横よ
こ

ば
い
が
た
っ
た
一ひ
と

つ
、
笠か
さ

に
這は
っ
て
い
る
電
燈
で
ん
と
う

を
。 
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四
 
一
場 E

◆
翌
日
。
俊
吉
が
外
出
。
信
子
と
照
子
で
留
守
番
す
る
。 

◆
ナ
レ
ー
タ
ー
・
信
子
・
照
子
・
俊
吉 

 
翌
朝
よ
く
あ
さ
 
俊
吉
し
ゅ
ん
き
ち

は
 
一
張
羅

い
っ
ち
ょ
う
ら

の
背
広
せ
び
ろ

を
着き

て
、
食
後
し
ょ
く
ご

匆
々
�
�
�
�

 
玄
関
げ
ん
か
ん

へ
行い

っ
た
。 

何な
ん

で
も
 
亡
友
ぼ
う
ゆ
う

の
一
周
忌

い
っ
し
ゅ
う
き

の
墓
参
ぼ
さ
ん

を
す
る
の
だ
と
か
云い
う
事こ
と

で
あ
っ
た
。 

俊
吉 

「
好い

い
か
い
。
待ま

っ
て
い
る
ん
だ
ぜ
。
午
頃
&
6
�
8

ま
で
に
ゃ
 
き
っ
と
帰か
え

っ
て 

来く
る
か
ら
。」 

――

彼か
れ

は
 
外
套
が
い
と
う

を
ひ
っ
か
け
な
が
ら
、
こ
う
信
子
の
ぶ
こ

に
念ね
ん

を
押お

し
た
。
が
、
彼
女
か
の
じ
ょ

は
  

華
奢
�
B
�
B

な
手て

に
 
彼か
れ

の
中
折
�
�
�
7

を
持も

っ
た
儘ま
ま

、
黙だ
ま

っ
て
微
笑
び
し
ょ
う

し
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。 

 
照
子
て
る
こ

は
 
夫お
っ
と

を
送お
く

り
出だ
す
と
、
姉あ
ね

を
長
火
鉢

な
が
ひ
ば
ち

の
向む
こ

う
に
招し
ょ
う

じ
て
、
ま
め
ま
め
し
く 

茶ち
ゃ

を
す
す
め
な
ど
し
た
。
隣と
な
り

の
奥お
く

さ
ん
の
話は
な
し

、
訪
問

ほ
う
も
ん

記
者
き
し
ゃ

の
話は
な
し

、
そ
れ
か
ら
  

俊
吉
し
ゅ
ん
き
ち

と
見み
に
行い
っ
た
或あ
る

外
国
が
い
こ
く

の
歌
劇
団

か
げ
き
だ
ん

の
話は
な
し

、――

そ
の
外ほ
か

愉
快
ゆ
か
い

な
る
べ
き
話
題
わ
だ
い

が
、 

彼
女
か
の
じ
ょ

に
は
 
ま
だ
い
ろ
い
ろ
あ
る
ら
し
か
っ
た
。
が
、
信
子
の
ぶ
こ

の
心こ
こ
ろ

は
沈し
ず

ん
で
い
た
。 

彼
女
か
の
じ
ょ

は
 
ふ
と
気き

が
つ
く
と
、
何
時
い
つ

も
好い

い
加
減
か
げ
ん

な
返
事
へ
ん
じ

ば
か
り
し
て
い
る 

彼
女
か
の
じ
ょ

自
身
じ
し
ん

が
其
処
そ
こ

に
あ
っ
た
。
そ
れ
が
と
う
と
う 

し
ま
い
に
は
、
照
子
て
る
こ

の
眼め

に
さ
え 

止と
ま

る
よ
う
に
な
っ
た
。
妹
い
も
う
と

は
 
心
配
し
ん
ぱ
い

そ
う
に
彼
女
か
の
じ
ょ

の
顔か
お

を
覗の
ぞ

き
こ
ん
で
、 

照
子 

「
ど
う
し
て
？
」 

と
尋た
ず

ね
て
く
れ
た
り
し
た
。
し
か
し
 
信
子
の
ぶ
こ

に
も
 
ど
う
し
た
の
だ
か
、 

は
っ
き
り
し
た
事こ
と

は
わ
か
ら
な
か
っ
た
。 
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四
 
二
場 E

◆
同
日
の
午
前
中
。
信
子
と
照
子
の
関
係
が
崩
れ
は
じ
め
る
。 

◆
ナ
レ
ー
タ
ー
・
信
子
・
照
子 

 
柱
時
計

は
し
ら
ど
け
い

が
十
時
じ
ゅ
う
じ

を
打う
っ
た
時と
き

、
信
子
の
ぶ
こ

は
 
懶0
"
�

そ
う
な
眼め
を
挙あ
げ
て
、 

信
子 

「
俊し
ゅ
ん

さ
ん
は
 
中
々
な
か
な
か

帰か
え

り
そ
う
も
な
い
わ
ね
。」 

と
云い

っ
た
。
照
子
て
る
こ

も
 
姉あ
ね

の
言
葉
こ
と
ば

に
つ
れ
て
、
ち
ょ
い
と
時
計
と
け
い

を
仰あ
お

い
だ
が
、 

こ
れ
は
存
外
ぞ
ん
が
い

冷
淡
れ
い
た
ん

に
、 

照
子 

「
ま
だ―

―

」 

と
だ
け
し
か
答こ
た

え
な
か
っ
た
。
信
子
の
ぶ
こ

に
は
そ
の
言
葉
こ
と
ば

の
中な
か

に
、
夫お
っ
と

の
愛あ
い

に 

飽あ

き
足た

り
て
い
る
新
妻
に
い
づ
ま

の
心こ
こ
ろ

が
あ
る
よ
う
な
気き

が
し
た
。
そ
う
思お
も

う
と
愈
�
3
�
3

  

彼
女
か
の
じ
ょ

の
気き
も
ち
は
、
憂
欝
ゆ
う
う
つ

に
傾か
た
む

か
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。 

信
子 

「
照て
る

さ
ん
は
幸
福
こ
う
ふ
く

ね
。」 

―
―

信
子
の
ぶ
こ

は
 
頤�
�

を
半
襟
は
ん
え
り

に
埋う
ず

め
な
が
ら
、
冗
談
じ
ょ
う
だ
ん

の
よ
う
に
こ
う
云い

っ
た
。 

が
、
自
然
し
ぜ
ん

と
其
処
そ
こ

へ
忍し
の

び
こ
ん
だ
、
真
面
目

ま
じ
め

な
羨
望
�
:
,
�

の
調
子
ち
ょ
う
し

だ
け
は
、
ど
う
す
る
事こ
と

も 

出
来
で
き

な
か
っ
た
。
照
子
て
る
こ

は
し
か
し
 
無
邪
気

む
じ
ゃ
き

ら
し
く
、
や
は
り
活い

き
活い

き
と 

微
笑
び
し
ょ
う

し
な
が
ら
、 

照
子 

「
覚お
ぼ

え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
。」 

と
睨�
4

む
真
似
ま
ね

を
し
た
。
そ
れ
か
ら
す
ぐ
に
又ま
た 

照
子 

「
御
姉
様

お
ね
え
さ
ま

だ
っ
て
幸
福
こ
う
ふ
く

の
癖く
せ

に
。」 

と
、
甘あ
ま

え
る
よ
う
に
つ
け
加く
わ

え
た
。
そ
の
言
葉
こ
と
ば

が
ぴ
し
り
と
信
子
の
ぶ
こ

を
打
っ
た
。 

 
彼
女
か
の
じ
ょ

は
 
心こ
こ
ろ

も
ち
瞼-
)
�

を
上あ
げ
て
、 

信
子 

「
そ
う
思お
も

っ
て
？
」 
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と
問と

い
返か
え

し
た
。
問と

い
返か
え

し
て
、
す
ぐ
に
後
悔
こ
う
か
い

し
た
。
照
子
て
る
こ

は
 
一
瞬
い
っ
し
ゅ
ん

間か
ん 

妙み
ょ
う

な
顔か
お

を
し
て
、
姉あ
ね

と
眼め
を
見み

合あ
わ

せ
た
。
そ
の
顔か
お

に
も
亦ま
た
 
蔽お
お

い
難が
た

い
後
悔
こ
う
か
い

の
心こ
こ
ろ

が 

動う
ご

い
て
い
た
。
信
子
の
ぶ
こ

は
 
強し
い
て
微
笑
び
し
ょ
う

し
た
。―

―
 

信
子 

「
そ
う
思お
も

わ
れ
る
だ
け
で
も
幸
福
こ
う
ふ
く

ね
。」 

 
二
人
ふ
た
り

の
間あ
い
だ

に
は
 
沈
黙
ち
ん
も
く

が
来き

た
。
彼
等
か
れ
ら

は
 
柱
時
計

は
し
ら
ど
け
い

の
時と
き

を
刻き
ざ

む
下し
た

に
、 

長
火
鉢

な
が
ひ
ば
ち

の
鉄
瓶
て
つ
び
ん

が
た
ぎ
る
音お
と

を
 
聞き
く
と
も
な
く
聞き
き
澄す
ま
せ
て
い
た
。 

照
子 

「
で
も
 
御
兄
様

お
に
い
さ
ま

は
御
優
お
や
さ

し
く
は
な
く
っ
て
？
」 

――

や
が
て
 
照
子
て
る
こ

は
 
小ち
い

さ
な
声こ
え

で
、
恐お
そ

る
恐お
そ

る
こ
う
尋た
ず

ね
た
。
そ
の
声こ
え

の
中な
か

に
は 

明あ
き
ら

か
に
、
気き

の
毒ど
く

そ
う
な
響ひ
び
き

が
籠こ
も

っ
て
い
た
、
が
、
こ
の
場
合
ば
あ
い
 
信
子
の
ぶ
こ

の
心こ
こ
ろ

は
、 

何な
に

よ
り
も
憐
憫
7
:
'
:

を
反
撥
#
:
%
�

し
た
。
彼
女
か
の
じ
ょ

は
 
新
聞
し
ん
ぶ
ん

を
膝ひ
ざ

の
上う
え

へ
の
せ
て
、 

そ
れ
に
眼め

を
落お
と

し
た
な
り
、
わ
ざ
と
 
何な
ん

と
も
答こ
た

え
な
か
っ
た
。 

新
聞
し
ん
ぶ
ん

に
は
 
大
阪
お
お
さ
か

と
同お
な

じ
よ
う
に
、
米
価
べ
い
か

問
題
も
ん
だ
い

が
掲か
か

げ
て
あ
っ
た
。 

 
そ
の
内う
ち

に
 
静し
ず
か

な
茶ち
ゃ

の
間ま

の
中な
か

に
は
、
か
す
か
に
 
人ひ
と

の
泣な

く
け
は
い
が 

聞き
こ

え
出だ

し
た
。
信
子
の
ぶ
こ

は
 
新
聞
し
ん
ぶ
ん

か
ら
眼め

を
離は
な

し
て
、
袂た
も
と

を
顔か
お

に
当あ

て
た
妹
い
も
う
と

を
  

長
火
鉢

な
が
ひ
ば
ち

の
向む
こ

う
に
見み

出い
だ

し
た
。 

信
子 

「
泣な
か
な
く
っ
た
っ
て
好い
い
の
よ
。」 

――

照
子
て
る
こ

は
姉あ
ね

に
そ
う
慰な
ぐ
さ

め
ら
れ
て
も
、
容
易
よ
う
い

に
泣な

き
止や

も
う
と
は
し
な
か
っ
た
。 

信
子
の
ぶ
こ

は
 
残
酷
ざ
ん
こ
く

な
喜よ
ろ
こ

び
を
感か
ん

じ
な
が
ら
、
暫し
ば
ら

く
は
 
妹
い
も
う
と

の
震ふ
る

え
る
肩か
た

へ
  

無
言
む
ご
ん

の
視
線
し
せ
ん

を
注そ
そ

い
で
い
た
。
そ
れ
か
ら
 
女
中
じ
ょ
ち
ゅ
う

の
耳み
み

を
憚#
$
�

る
よ
う
に
、 

照
子
て
る
こ

の
方ほ
う

へ
顔か
お

を
や
り
な
が
ら
、 

信
子 

「
悪わ
る
か
っ
た
ら
、
私わ
た
し

が
あ
や
ま
る
わ
。
私わ
た
し

は
 
照て
る

さ
ん
さ
え
幸
福
こ
う
ふ
く

な
ら
、 

何な
に

よ
り
難
有
�
5
�
�

い
と
思お
も

っ
て
い
る
の
。
ほ
ん
と
う
よ
。
俊し
ゅ
ん

さ
ん
が
照て
る

さ
ん
を 



  

29 │ 劇団ののと読む 芥川龍之介『秋』 

愛あ
い

し
て
い
て
く
れ
れ
ば―

―

」 
と
、
低ひ
く

い
声こ
え

で
云い

い
続
け
た
。
云い

い
続つ
づ

け
る
内う
ち

に
、
彼
女
か
の
じ
ょ

の
声こ
え

も
、 

彼
女
か
の
じ
ょ

自
身
じ
し
ん

の
言
葉
こ
と
ば

に
動う
ご

か
さ
れ
て
、
だ
ん
だ
ん
感
傷
か
ん
し
ょ
う

的て
き

に
な
り
始は
じ

め
た
。 

す
る
と
突
然
と
つ
ぜ
ん
 
照
子
て
る
こ

は
袖そ
で

を
落お
と

し
て
、
涙な
み
だ

に
濡ぬ

れ
て
い
る
顔か
お

を
挙あ

げ
た
。 

彼
女
か
の
じ
ょ

の
眼め

の
中な
か

に
は
、
意
外
い
が
い

な
事こ
と

に
、
悲か
な

し
み
も
怒い
か

り
も
見み

え
な
か
っ
た
。 

が
、
唯た
だ

、
抑お
さ

え
切き
れ
な
い
嫉
妬
し
っ
と

の
情じ
ょ
う

が
、
燃も
え
る
よ
う
に
瞳ひ
と
み

を
火
照
+

�

ら
せ
て
い
た
。 

照
子 

「
じ
ゃ
御
姉
様

お
ね
え
さ
ま

は―
―

御
姉
様

お
ね
え
さ
ま

は
 
何
故
な
ぜ
 
昨
夜
さ
く
や

も―
―

」 

照
子
て
る
こ

は
 
皆み
な

ま
で
云い

わ
な
い
内う
ち

に
、
又ま
た
 
顔か
お

を
袖そ
で

に
埋う
ず

め
て
、
発
作
的

ほ
っ
さ
て
き

に
 
烈は
げ

し
く 

泣な
き
始は
じ

め
た
。…

…
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四
 
三
場 E

◆
同
日
春
頃
。
信
子
、
東
京
を
発
と
う
と
す
る
。 

◆
ナ
レ
ー
タ
ー
・
信
子 

 
二
三
に
さ
ん

時
間
じ
か
ん

の
後の
ち

、
信
子
の
ぶ
こ

は
 
電
車
で
ん
し
ゃ

の
終
点
し
ゅ
う
て
ん

に
急い
そ

ぐ
べ
く
、
幌
俥
ほ
ろ
ぐ
る
ま

の
上う
え

に 

揺ゆ

ら
れ
て
い
た
。
彼
女
か
の
じ
ょ

の
眼め

に
は
い
る
外そ
と

の
世
界
せ
か
い

は
、
前
部
ぜ
ん
ぶ

の
幌ほ
ろ

を
切き

り
ぬ
い
た
、 

四
角
し
か
く

な
セ
ル
ロ
イ
ド
の
窓ま
ど

だ
け
で
あ
っ
た
。
其
処
そ
こ

に
は
 
場
末
ば
す
え

ら
し
い
家
々
い
え
い
え

と 

色い
ろ

づ
い
た
雑
木
ぞ
う
き

の
梢こ
ず
え

と
が
、
徐
�
0
.
8

に
 
し
か
も
絶た

え
間ま

な
く
、
後う
し
ろ

へ
後う
し
ろ

へ
と 

流な
が

れ
て
行い
っ
た
。
も
し
 
そ
の
中な
か

に
 
一ひ
と

つ
で
も
動う
ご

か
な
い
も
の
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
  

薄
雲
う
す
ぐ
も

を
漂た
だ
よ

わ
せ
た
、
冷ひ
や

や
か
な
秋あ
き

の
空そ
ら

だ
け
で
あ
っ
た
。 

 
彼
女
か
の
じ
ょ

の
心こ
こ
ろ

は
 
静し
ず

か
で
あ
っ
た
。
が
、
そ
の
静し
ず

か
さ
を
支
配
し
は
い

す
る
も
の
は
、
寂さ
び

し
い 

諦あ
き
ら

め
に
外ほ
か

な
ら
な
か
っ
た
。
照
子
て
る
こ

の
発
作
ほ
っ
さ

が
終お
わ

っ
た
後あ
と

、
和
解
わ
か
い

は
 
新あ
た
ら

し
い 

涙な
み
だ

と
共と
も

に
、
容
易
�
1
�

く
 
二
人
ふ
た
り

を
 
元も
と

の
通と
お

り
 
仲な
か

の
好よ

い
姉
妹
し
ま
い

に
返か
え

し
て
い
た
。 

し
か
し
 
事
実
じ
じ
つ

は
事
実
じ
じ
つ

と
し
て
、
今い
ま

で
も
信
子
の
ぶ
こ

の
心こ
こ
ろ

を
離は
な

れ
な
か
っ
た
。 

彼
女
か
の
じ
ょ

は
 
従
兄
い
と
こ

の
帰か
え

り
も
待ま

た
ず
 
こ
の
俥
上
し
ゃ
じ
ょ
う

に
身み

を
託た
く

し
た
時と
き

、
既す
で

に
  

妹
い
も
う
と

と
は
永
久
え
い
き
ゅ
う

に
他
人
た
に
ん

に
な
っ
た
よ
う
な
心こ
こ
ろ

も
ち
が
、
意
地
悪

い
じ
わ
る

く
 
彼
女
か
の
じ
ょ

の 

胸む
ね

の
中な
か

に
氷こ
お
り

を
張は
ら
せ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。―

―
 

 
信
子
の
ぶ
こ

は
 
ふ
と
眼め

を
挙あ

げ
た
。
そ
の
時と
き
 
セ
ル
ロ
イ
ド
の
窓ま
ど

の
中な
か

に
は
、 

ご
み
ご
み
し
た
町ま
ち

を
歩あ
る

い
て
来く

る
、
杖つ
え

を
抱か
か

え
た
従
兄
い
と
こ

の
姿す
が
た

が
見み

え
た
。
彼
女
か
の
じ
ょ

の 

心こ
こ
ろ

は
動
揺
ど
う
よ
う

し
た
。
俥く
る
ま

を
止と
め
よ
う
か
。
そ
れ
と
も
こ
の
儘ま
ま

行い
き
違ち
が

お
う
か
。
彼
女
か
の
じ
ょ

は 

動
悸
�
�
�

を
抑お
さ

え
な
が
ら
、
暫し
ば
ら

く
は
唯た
だ
 
幌ほ
ろ

の
下し
た

に
、
空.
�

し
い
逡
巡

し
ゅ
ん
じ
ゅ
ん

を
重か
さ

ね
て
い
た
。 

が
、
俊
吉
し
ゅ
ん
き
ち

と
彼
女
か
の
じ
ょ

と
の
距
離
き
ょ
り

は
、
見み

る
見み

る
内う
ち

に
近ち
か

く
な
っ
て
来き

た
。
彼か
れ

は
  

薄
日
う
す
び

の
光ひ
か
り

を
浴あ
び
て
、
水
溜
み
ず
た
ま

り
の
多お
お

い
往
来
お
う
ら
い

に
 
ゆ
っ
く
り
と
靴く
つ

を
運は
こ

ん
で
い
た
。 
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信
子 

「
俊し
ゅ
ん

さ
ん
。」 

―
―

そ
う
云い

う
声こ
え

が
 
一
瞬
間

い
っ
し
ゅ
ん
か
ん

、
信
子
の
ぶ
こ

の
唇
く
ち
び
る

か
ら
洩も

れ
よ
う
と
し
た
。 

実
際
じ
っ
さ
い
 
俊
吉
し
ゅ
ん
き
ち

は
 
そ
の
時と
き

も
う
、
彼
女
か
の
じ
ょ

の
俥く
る
ま

の
す
ぐ
側そ
ば

に
、
見み

慣な

れ
た
姿す
が
た

を 

現あ
ら
わ

し
て
い
た
。
が
、
彼
女
か
の
じ
ょ

は
又ま
た

た
め
ら
っ
た
。
そ
の
暇ひ
ま

に
 
何な
に

も
知し
ら
な
い
彼か
れ

は
、 

と
う
と
う
こ
の
幌
俥
ほ
ろ
く
る
ま

と
す
れ
違ち
が

っ
た
。
薄
濁
う
す
に
ご

っ
た
空そ
ら

、
疎-
$

ら
な
屋
並
や
な
み

、
高た
か

い
木
々
き
ぎ

の 

黄き

ば
ん
だ
梢こ
ず
え

、―
―

後あ
と

に
は
 
不
相
変

�
�
�
9
4
�

人
通
ひ
と
ど
お

り
の
少す
く
な

い
 
場
末
ば
す
え

の
町ま
ち

が 

あ
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。 

信
子 

「
秋あ
き―

―

」 

 
信
子
の
ぶ
こ

は
 
う
す
ら
寒さ
む

い
幌ほ
ろ

の
下し
た

に
、
全
身
ぜ
ん
し
ん

で
寂さ
び

し
さ
を
感か
ん

じ
な
が
ら
、 

し
み
じ
み
 
こ
う
思お
も

わ
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
。 

〈
完
〉
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語彙 
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１-１場 

女子大学じょしだいがく：明治時代、女子にも教
育が必要であるという考えが西洋
から流入しました。女性の教育の
必要に目を向けたキリスト教の宣
教師たちの支援によって、多くの
私立女子大学が設立されました。
教育内容は、英文学をはじめ、教
養、良妻賢母教育、医学など多岐
に渡りました。�

才媛さいえん：教養が高い女性。また、才
能のある女性のことです。 

文壇ぶんだん：小説や随筆などを書いてい
る作家や評論家のコミュニティー
のことです。文学界ともいいま
す。�

自叙体小説じじょたいしょうせつ：「私は○○した」の
ように、登場人物が自ら話す形式
で書かれた小説のことです。 

女学校じょがっこう：明治時代から第二次世界
大戦後の学制改革まで存在した、

旧制の女子教育機関です。時代に
よって種類や制度が多少変遷しま
す。初等教育を終えた 10代を中心
とする女性が、中等教育・高等教
育を受けました。現代でも、高校
や大学の卒業式で振り袖と袴

はかま
を身

に付ける女子生徒・学生が多いで
すね。これは、大正時代の女学生
のトレードマークである、大きな
リボンと葡萄茶

え び ち ゃ
の袴 姿
はかますがた

から来て
います。�

後家ご け ：夫と死別した独身女性のこ
とです。「後家を立て通す」とは、
再婚せずに後家のままでいつづけ
ることです。�

縁談えんだん：大正時代の結婚は、自由恋
愛はまだ少なく、親の意向で決め
られることがほとんどでした。大
正 9年に行われた調査によると、
平均初婚年齢は男性で 25.0歳、女
性で 21.2歳。大学を卒業した信子
は、21～23歳と推測されるので、
適齢期だったといえるでしょう。�

文科ぶ ん か：大学で人文科学や社会科学
を専攻する学科や学部です。文学
科のみを指す場合もあります。東
京大学などの総合大学の一部に、
学科名として残っています。�

当世とうせい：現代やいまどき、という意
味です。いまふうの文化や考え方
を、「当世風」といったりします。�

トルストイズム：「トルストイ主
義」ともいいます。ロシアの小説
家・思想家であるトルストイが始
めた運動で、人類愛と勤労、自己
犠牲を中心とする生活をおくるこ
とによって、より良い世界を作ろ
うとする運動です。日本では、明
治時代から大正時代にかけて、
武者小路
むしゃのこうじ

実篤
さねあつ
などをはじめとする

文学者や社会主義者を夢中にさ
せ、庶民にも大きな影響を与えま
した。特に、日露戦争の際には、
芸術家たちの反戦運動のモチベー
ションとなりました。 

�

フランス仕込じ こ みの皮肉ひ に くや警句け い く：
警句とは、「急がば回れ」のよう
に、短い表現で、物事の真理を言
い当てた言葉のことです。箴言

しんげん
と

もいいます。明治時代以降、日本
でもフランス文学が多く読まれる
ようになりました。なかでも、
『ラ・ロシュフコー箴言集』は、芥
川龍之介の愛読書でした。ラ・ロ
シュフコーは、「偽善とは、悪徳が
美徳に対してささげる賛辞であ
る」「女は永くその最初の人を守っ
ている。ただし、第二の人ができ
ないかぎりは。」といった、現実を
皮肉たっぷりにこき下ろした箴言
を多く残しました。 

閑却かんきゃくする：いいかげんに放って
おくことです。�

話頭わ と うを転換てんかんする：「話頭」とは話
題のことです。「話頭を転じる」で
話題を変えることを意味します。 
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１-２場 

高商出身こうしょうしゅっしん：高商は、高等商業学
校の略で、商業・商学を学ぶため
の旧制専門学校（現代の大学に相
当）です。信子の夫が卒業したと
思われる東京高商は、一橋大学の
前身で、官立高商の中でもトップ
レベルの学校でしたから、彼がビ
ジネスエリートであることがうか
がえます。�

中央停車場ちゅうおうていしゃば：現在の東京駅です。
明治時代には、次々に鉄道が敷か
れ、それらを結ぶための中央停車
場を建設する構想が持ち上がりま
す。そして、大正 3年に開業した
際に、「東京駅」と命名されまし
た。「秋」は大正 9年発表ですか
ら、当時は開業したての最先端な
雰囲気だったことでしょう。 

１-３場 

針箱はりばこ：裁縫用具を入れる箱です。

現代でいう裁縫箱です。当時は引
き出しがいくつかついた箱状のも
のが一般的でした。�

書簡箋しょかんせん：便箋のことです。面白い
ことに、芥川龍之介の作品「三つ
の窓」「葱」にも桃色の書簡箋が出
てきます。芥川龍之介にとって、
女性の使う便箋のイメージは、桃
色だったのかもしれません。�

骨ほねを折お る：人を助けるために、力
を尽くすことです。�

鶏にわとり：鶏は戦国時代にヨーロッパ
から伝わり、江戸時代に卵や肉が
食されるようになりました。明治

時代には国内で養鶏が奨励され、
名古屋コーチンなどの新しい品種
が作られました。 

暮方くれがた：日が沈み、あたりが暗くな
る頃、つまり日暮れ時です。�

２-１場 

基督教きりすときょうの匂においのする女子大学じょしだいがく

趣味し ゅ みの人生観じんせいかん：信子が通ってい
たのは、キリスト教系の私立女子
大だったのでしょう。ここでは、
そのような思想に対し「少女趣
味」という評価、また、流行のト
ルストイズムや学校で教えられた
思想の受け売りを語る信子を、俊
吉に近い目線から揶揄

や ゆ
していると

考えられます。�

遊覧地ゆうら ん ち：観光地のことです。�

気散き さ んじ：気楽なことです。 

編上あ み あげ：編み上げ靴、つまりブー
ツのことです。大正時代、多くの

サラリーマンは家では和装、職場
では洋装をしていました。しか
し、夫は休日も洋風の編み上げ靴
を履いていることから、当時にし
ては先進的な服装をしていたよう
です。�

化粧石鹸けしょうせっけん：洗顔用の質の良い石鹸
です。�

清新せいしん：新しくてさわやかなことで
す。�

舞子ま い こ：神戸市垂水たるみ
区にある地区

で、現在は明石海峡大橋の始点に
なっています。淡路島を望む景色
が絶景で、「舞子の浜」として古く
から有名でした。明治時代には、
明治天皇や有栖川宮

ありすがわのみや
がよく訪れ、

明治 21年に有栖川宮別邸が建てら
れてからは、政治家や実業家の別
荘地になりました。�

茶屋ち ゃ や：観光客や旅人がお茶やお菓
子で一休みするためのお店です。�

下卑げ び る：下品なことです。 

▼針箱 
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２-２場 

襟えり：大正時代の男性のワイシャツ
は、一般的にスタンドカラー（詰
め襟）の本体の上から、着脱式の
角襟を付けて着用していました。
昭和 10年頃、はじめからカフスや
襟が付いたワイシャツが定着しま
す。�

洗濯屋せんた く や：クリーニング屋の前身で
す。家々から洗濯物を集めて洗う
洗濯屋は、江戸時代から存在して
いました。当時は洗濯機がなかっ
たため、石鹸と重曹を使って、手
洗いしていました。�

ズボン吊つり：ズボンを履く時に、ズ
ボンがずり落ちないように両肩に
掛けるベル
トのことで
す。サスペ
ンダーとも
言います。�

食糧問題しょくりょうもんだい：明治時代以降におけ
る人口の急増や、シベリア出兵、
輸入米の激減により、大正時代の
日本は米不足に悩まされていまし
た。米不足から米価が高騰し、大
正 7年には庶民が暴動を起こすな
ど米騒動が起きました。�

襟飾えりかざり：洋服の襟周りにつける飾
り、つまりネクタイやリボンのこ
とです。�

絽刺ろ ざ し：絽刺しは刺繍ししゅう
の技法の一

種で、着物や羽織に多く使われま
した。明治時代には一旦廃れてし
まいますが、大正時代に復活、婚
礼用の帯などに施されました。男
性物では、煙草入れや財布などに
も使われ、おしゃれな男性の持ち
物として人気があったようです。 

２-３場 

雨外套あまがいとう：雨天時に着るコート、つ
まりレインコートのことです。レ

インコートといっても、当時は布
でできていました。�

女おんなのような口くち：信子の夫は、身
なりに気を遣う人物です。また、
ネチネチと嫌味を言います。こう
いった彼の性質を、この時代の通
念として、また作者の持つ個人的
な女性観から、「女性的だ」「女々
しい」と悪く捉えての比喩です。
男女二元論的であり、差別的な表
現と言えます。�

まんじりともせずに：少しも眠
らずに、うとうともせずに、とい
う意味です。 

２-４場 

長火鉢ながひ ば ち：火鉢は、中に灰を入れ、
炭火で暖を取る暖房器具です。火
鉢にはいろいろな形や材質があり
ますが、長火鉢は長方形の木製の
箱でできていました。�

気き の毒どくそうに：現代では、相手

に同情しているようすを表すこと
が多いですが、ここではきまりが
悪かったり、相手にすまなく思っ
たりするようすです。�

�

同人雑誌どうじんざっし：まだ売れていない作家
が、仲間どうしで資金と原稿を持
ち寄り、出版した雑誌です。明治
時代以降、『文學界

ぶんがくかい
』や『青鞜

せいとう
』

『白樺
しらかば
』など多くの同人雑誌が発行

され、大正時代末には 1000誌を超
える数が発行されました。�

はぐる：はいでめくることです。
「布団をはぐる」「ページをはぐ
る」のように使います。�

▲長火鉢と鉄瓶 

▼ズボン吊 
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諧謔かいぎゃく：気の利いた冗談やユーモア
のことです。�

宮本武蔵みやもとむさし：江戸時代の剣豪で、刀
を２本使う二天一流兵法の開祖と
して有名です。２つの武器を巧み
に扱うようすを宮本武蔵にたとえ
ています。�

捨鉢すてばち：思いどおりにいかず、やけ
になることです。�

店みせを広ひろげる：いろいろな物をそこ
らじゅうに並べることです。現在
は一部地域でしか使われないよう
です。 

２-５場 

結納ゆいのう：婚約成立の証として、男性
側の家から女性側の家へお金を渡
したり、反対に女性側の家から男
性側の家へ御礼の品を渡したりす
る、一種の儀式のことです。庶民
が結納を行うようになったのは、
明治時代のことで、戦後まで広く

行われていました。現代では、結
納をせずに済ますカップルも増え
ており、結納を行う人は 1～３割
程度になっているようです。�

山やまの手て の或ある郊外こうがい：東京の麻布、
赤坂、四谷、本郷のあたりは「山
の手」と呼ばれ、下町に比べ、標
高が少し高くなっています。江戸
時代までは武家屋敷があり、明治
時代以降には官僚や軍人などの住
宅が集中しました。�

候そうらえども：「候う」は「ある」の
丁寧語で、「あります」「ございま
す」という意味。つまり、「候えど
も」は「ありますが」「ございます
が」という意味になります。「ござ
います」「ます」の代わりに「候」
を使って書く文を「候文」と言
い、手紙などでよく使われまし
た。�

簇簇そうそうと：群がって集まっているよ
うすです。�

大儀た い ぎ：疲れてだるいことを指しま
す。�

火箸ひ ば し：火鉢などで燃えている炭を
移動したりするのに使う、金属製
の箸です。�

灰文字は い も じ：火箸で灰をなぞると、砂
浜を指でなぞったときのように、
跡が残ります。このようにして、
火鉢に敷いた灰に書いた字だから
灰文字です。�

師走し わ す：12月の異名です。�

執念しゅうねく：「執念深く」「しつこく」
という意味です。 

３-１場 

日限にちげん：決められた期間のこと、ま
たは期限のことです。この場合
は、夫の出張期間のことを指しま
す。�

匆々そうそう：「怱々」とも書きます。忙

しいことや慌ただしいことです。
「来匆々」とは「来てすぐに」とい
う意味です。�

新開地しんか い ち：新しく開けた市街地のこ
とです。当時の東京郊外は、新興
住宅地といったところでしょう
か。神戸市の「新開地」や伊勢市
の「しんがい」、さいたま市の「し
びらき」など、地名として残って
いるところもあります。�

俥くるま：人が引く車、人力車のことで
す。明治時代に駕籠

か ご
に代わる交通

手段として普及しました。「俥」
は、人力車を表すために作られた
漢字です（実際は中国の古い漢字
として存在していましたが）。現代
では浅草などで観光用として見る
ことができます。（幌付きの人力車
は、4-3場「幌俥」の項参照）�

せせこましい：ゆとりがなく、
窮屈なことです。�

のき打う ちの門もん：この言葉は、辞
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書でも建築関係の書籍でも見つけ
られませんでした。芥川による造
語ではないかと考えられます。軒

のき

（屋根）のついた門ではないかと思
われます。※ご存知でしたら情報
をお寄せください 

要かなめもちの垣かき：「要黐かなめもち
」という種

類の木で作った生け垣のことで
す。若葉と落葉前の葉は赤く、木
全体が赤く染まります。また、春
の終わりには、白い小さな花を咲
かせます。現代でもよく生け垣な
どに使われます。�

いが栗頭ぐりあたま：髪を短く刈った頭の
ことです。トゲトゲした栗の殻に
似ていることからそう呼びます。�

女中じょちゅう：江戸時代、裕福な武家や農
家には住み込みの使用人がいまし
た。武家では、裁縫や習い事を
し、花嫁修業の意味合いが強いも
のでした。明治時代になると、中
流家庭にも、住み込みで家事や子
守をする女性の雇用が広まりまし

た。�

裏うら：服の裏地のことです。�

紫檀し た ん：床柱や家具に用いられる、
木目のきれいな樹です。磨くとつ
やがでて、硬くて丈夫なことか
ら、昔から高級木材とされてきま
した。�

一面いちめんの琴こと：琴は、平安時代から伝
わる日本の伝統的な弦楽器です。
明治時代には女性のお稽古事とし
て一般家庭にも普及しました。
「面」は琴を数える時の単位です。�

巻煙草まきた ば こ：現代で「タバコ」と聞い
た時に真っ先に連想する、煙草

たばこ
を

紙で巻いたものです。日本では江
戸時代から煙管を使った喫煙が一
般的でしたが、大正時代には、少
ない道具で手軽に喫煙できる紙巻
煙草が広く普
及しました。 

３-３場 

葡萄酒ぶどう し ゅ：ぶどうで作ったお酒、つ
まりワインのことです。日本で
は、室町時代にはじめてヨーロッ
パから伝わり、明治時代に入って
から、国内での生産がはじまりま
した。�

社会主義しゃかいしゅぎ：社会主義は、様々な格
差を産む資本主義に反対し、生産
手段や財産を社会全体で管理する
ことで、万人が平等な社会を作ろ
うとする考え方です。誰かが勝者
になることを良しとしないため、
お金持ちや権力者に対して批判的
であることが多いです。�

果物くだものを荒あ らす：食べ物などを、
あちこちつついて食べることで
す。大皿に盛り、三人でつついた
のでしょうか。�

微酔び す いを帯お びる：「微酔」とは、ほ
ろ酔いのことです。俊吉は、軽く
酔っているようです。�

談論風発だんろんふうはつ：話や議論を活発に行う
こと、話し合いが盛り上がること
です。�

グールモン：フランス人の批評
家、詩人、小説家です。男女につ
いての格言を多く残しています。�

「ミューズたちは女おんなだから、
彼等か れ らを自由じ ゆ うに虜とりこにするもの
は、男おとこだけだ。」：「ミューズ」
はギリシャ神話に登場する、芸術
を司る女神です。芸術の女神に愛
されることができるのは男性だ
け、つまり芸に秀でるのは男性だ
けだ、という意味です。「優れた、
または名を成した芸術家、政治
家、科学者は男性ばかりだ」とい
う議論は、歴史上、たびたび行わ
れてきました。�

「女おんなでなけりゃ、音楽家おんが く かになれ
なくって？ アポロは男おとこじゃ
ありませんか。」：「アポロ」はギ
リシャ神話に登場する音楽を司る
男神です。ミューズに愛されるの

▼巻煙草 
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が男性だけならば、アポロに愛さ
れて音楽に秀でるのは女性だけな
のか（そうではないでしょう？）、
という高度な返しです。 

３-４場 

沓脱くつぬぎ：玄関と土間の間、縁側と庭
の間などにある、履物を着脱する
場所です。一般的に、平たい大き
な石が使用されます。�

庭下駄に わ げ た：庭を歩くための、簡単な
つくりの下駄です。�

足袋た び ：日本の伝統的な衣類で、和
装の際、足に履きます。主に木綿
の布でできており、小鉤

こはぜ
と呼ばれ

る特有の留め具で固定します。下
駄など鼻緒のついた履物を履くた
めに、指先がふたつに分かれた形

をしています。足先に力が入りや
すいため、最近では「足袋ソック
ス」といって、足袋の形をした靴
下も売られていますね。�

十三夜じゅうさんや：新月から 13日目の月の
ことです。十五夜が満月ですか
ら、かなり円に近い形をしていま
す。そのため、明かりがなくて
も、庭を歩ける程度には明るさが
あります。�

蓆むしろ：わらや竹などを編んで作った
敷物。敷物に使う「ござ」も、蓆
でできています。簡単な小屋の壁
代わりに使うこともありました。 

横よこばい：体長数ミリの昆虫です。
横にずれながら歩くようすから、
横ばいの名がつきました。明かり
に寄る習性があります。黄色っぽ
い見た目のものは、バナナムシと

呼んだ
りしま
す。 

４-１場 

外套がいとう：西洋のオーバーコート。防
寒用のアウターです。�

中折なかおれ：頭頂部の中央が縦に織り込
まれた帽子です。第二次世界大戦
前までよく使用され、公務員や会
社員に人気でした。�

訪問記者ほうもんきしゃ：辞書や明治・大正時代
の言葉を集めた辞典を当たりまし
たが、見つけられませんでした。
が、当時、新聞社の依頼を受けて
取材やインタビューをする記者が
いたそうです。ここでは、俊吉に
インタビューをしに来た記者のこ
とを指すのではないかと推測され
ます。※ご存知でしたら情報をお
寄せください 

歌劇団かげき だ ん：日本では宝塚歌劇団が有
名ですが、「歌劇」というと一般に
オペラのことを指します。照子が
観に行ったのは外国の歌劇団です
が、大正時代には浅草でオペラや
ミュージカルが盛んに上演され、
「浅草オペラ」と呼ばれました。 

４-２場 

懶ものうい：通常、「物憂い」と書きま
す。動くのも面倒なほど気がふさ
いでいたり、憂鬱だったりするよ
うすです。�

半襟はんえり：汚れを防ぐために、和服の
襟の上に重ねる襟です。特に大正
時代の女性たちは非常に派手な色
柄の着物や帯を身に付けており、

▶外套 

▼沓脱と庭下駄 

▼ヨコバイ 

▼半襟 
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同じく派手な半襟を幅広めに出し
て見せ、その組み合わせを楽しみ
ました。�

鉄瓶てつびん：お湯をわかすための道具
で、ヤカンを一回り小さくしたよ
うな形をしています。ヤカンと違
い、鉄製なので、重くどっしりと
しています。（図は 2-4場「長火
鉢」の項参照）�

憐憫れんびん：同情することです。�

米価問題べいかもんだい：⇒食糧問題�

袂たもと：和服の袖そでの、袋のように垂れ
た、いわゆる「袖の下」の部分で
す。江戸時
代、この部
分に隠すよ
うにこっそ
りと品物や
金銭を渡し
たことか
ら、今でも
賄賂のこと

を「袖の下」と言いますね。 

４-３場 

幌俥ほろぐるま：簡単な屋根のついた人力車
です。当時は、日よけや雨よけの
ために幌がついているのが一般的
でした。�

セルロイド：プラスチックの一種
で、写真のフィルムや眼鏡のフレ
ーム、おもちゃなどに広く使われ
ました。燃えやすい素材のため、
ポリエチレンなどの合成樹脂素材
に取って代わられました。�

場末ば す え：繁華街の中心から離れた場

所のことです。繁華街の端で、少
し寂しい印象を受けます。�

逡 巡しゅんじゅん：決断したり行動したりす
ることをためらうことです。 

▼袂 

▼幌車 



 

 

附録 

解説 



照 子

母 親

既に小説を書いただろう、すぐに作家に
なるだろう、などと噂する。
信子と俊吉の仲を羨み、結婚を予想。夫と
結婚するとまた様々な憶測が飛び交う。

▼何かと注目される存在。
▼本当に作家になる素養があったか不明。

まだ女学校を卒業していない。
鶏を大事にしている。

昔から仲が良かったが、文学という共通
の話題もできる。

▼弥生には縁談があったが、芥川は求婚。
結局、家族の猛反対で破談に。大失恋。

展覧会や音楽会に 3人で出掛ける。
照子は置いて行かれがち。
置いて行くのは信子！

い
　
　
　
と
　
　
　
こ

姉　　　　　妹

後家を立て通してたきた。
実際には登場しない。

大学卒業後すぐに結婚。大阪へ移住。家計を助けるためもあった。
しかし本当に全ては犠牲的な決断だったのかと言われると…？ 

▼実際、俊吉と恋愛関係ではないし、好意を伝えたこともない。
▼当時の駆け出しの作家は売れないバンドマンのようなもの。
信子はしっかり勝ち組と結婚。

好意。
憧れ？

結婚後、照子からの手紙を日々の心の
支えに。
照子が俊吉を好きなことを察していた。

姉として慕う。憧れ？ 尊敬？
信子は自分に俊吉を譲って結婚したと
推測し、感謝。罪悪感も。

▼信子が俊吉を好きかどうかは不明確。

芥川には、吉田弥生という初恋の女性がいましたが、彼女に失恋した後、妻の塚本文子に出会います。
ここでは、芥川龍之介が自分自身を俊吉に投影していると仮定して、人物相関図を場面ごとに追ってみます！

見所
冒頭から、長い間、主人公であるはずの信子の心情や主観が全く語られず、人物像や関係性は全て、客観的
事実と周囲の憶測で描写されます。妙な現実感を与えつつ、読者が登場人物に感情移入しすぎず適度な距離を
置くとも言えます。

朗読を楽しむポイント
会話が出て来ません。語りの腕の見せ所。早口にならないよう、注意しましょう。
照子の手紙は、長い独白です。姉への強い思いを、瑞々しくたっぷりと表現しましょう。

信 子
女子大学で文学を学ぶ。

▼弥生は、青山女学院英文科卒
の聡明な女性だった。

周 囲 
大学生など若い仲間？

夫
高商を卒業したエリートサラ
リーマン。

▼弥生は、芥川と破談になって
すぐ、陸軍将校の金田一光
男と結婚。夫のモデルは光男？

俊 吉
大学の文学科。作家を目指す。
流行の思想には興味なく、独
自路線。

▼もしかして芥川自身？　理
想の自分？

どう思っているか
分からない。
具体的な記載なし。

い
　
　
と
　
　
こ
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親　　子

登場人物と、その相関図が出揃います。

親　
　子

夫の死後、女手一つで育てる。夫の死後、女手一つで育てる。

夫　　　　　婦

友 人 た ち ？　　



照 子

母 親
結婚後、信子は存在自体を
忘れられる。

▼所詮、世間とはそんなもの？

文通も絶える。

▼直接やりとりしていないから余計に
感傷的に？

夫
　
　
婦
　
　
に

他の関西人と違って身綺麗、大人しい、清潔。

▼夫を理想化して結婚を肯定しようとした？
▼本当は物足りない？

夫との関係に悩むと、こんな時に
理解してくれるのは照子だけだ、
と懐かしむ。心の支え。

雑誌に俊吉の投稿したものを見るように。
そこには以前と違う作風、（信子が結婚
したことによる）寂しさや、やけっぱちな
節があるように読み取る。

▼信子がそう思っているだけ？
▼芥川は、弥生と破談になってすぐ、
体調を崩す。「エゴイズムと無縁の愛情
はありうるのか」というテーマにハマる。

結婚（春）、新婚生活（夏）、関係性が変化（秋）、俊吉と照子が結婚（冬）と、全ての季節が巡ります。

キーワード
【シャツの襟】毎日着る白い糊の利いたシャツと飾り襟は、夫のこだわりや不変性を象徴しているようです。
【松】家から見える松の木は、1年中黒々と茂っており、大阪での生活を半永久的に思わせます。
【雪・魚の生臭さ】俊吉と照子の結婚に対する、信子の複雑な心情を巧みに表現しています。

朗読を楽しむポイント
夫は、機嫌が良い時も悪い時も、上品さを保ちましょう。決して悪気のある人物ではないと思われます。
内心思っていることをはっきり言わず、何かを期待して意味深長に言葉を紡ぐ信子と、それに気付かずに
凡庸に会話を進める夫との、掛け違いを意識してみてください。

信 子
夫の留守に小説を書くが、
筆は進まない。
夫に思想や文化を語る。
（キリスト教の匂いのする女子
大学趣味の人生観）

▼信子の芸術は “受け売り”
“かぶれ” とバカにしたニュ
アンス？
▼芥川が出会った官能的な
人妻がモデルになったとも
言われる。雑誌掲載バージョン
にはそちらの方が色濃く出て
おり、現在の『秋』は弥生の
影響が強いと思われる。

周 囲 

夫
“女性的”で無口。
夕刊や雑誌を読む。経済に
最も関心を持つ。
シャツの襟やヒゲなど、身だ
しなみに気を遣う。

▼明治時代は筋肉的で雄々
しい男性像。大正時代は洗練
された新しい男性像？　量産
型夫の代表？
▼現代の不倫ドラマに登場
する夫の元祖のよう。
▼芥川は、刺激のない男を
選んだ弥生が退屈し、後悔
したと信じたい？

俊 吉
雑誌に投稿を始める。

▼芥川は、弥生に失恋後、『鼻』
を執筆。夏目漱石に称賛され、
作家を目指す。

結婚することに。理由や経緯
は記載なし。

▼芥川は、弥生に失恋した後、
文子に会い、好意を持ち、
数年後に結婚する。

劇団ののと読む　芥川龍之介『秋』- 解説 (2)

信子と夫の、大阪での夫婦生活を描いています。

照子の結婚を知らせて来る。

信子の機微に鈍感。
信子の文化的な話にはコメントしない。
家事をしてくれないと困る。

幸せな新婚生活。よく出掛けていた。
やがて夫は信子の家事について嫌味を言う。酔って帰るように。
仲が悪いわけではない。
俊吉のことを思い出すようになってから、夫に従順に。媚びる。
針仕事をする。化粧をする。

▼夫への反省？　それとも内心でくすぶり始める浮気心？

手紙で近況を知らせる。

義 

理 

の 

姉 

弟 

に



照 子

母 親

琴を弾く、近所付き合いが
ある。観劇をするなど、充実
した暮らしをしている。
相変わらず鶏を大事にして
いる。
俊吉の影響か、文化的な知識
を付けて来ており、2人の話
について来て、気の利いた
切り返しをしたりするまでに。

▼俊吉と信子の関係へのコン
プレックスの1つは、芸術へ
の理解度だった？

偶然、家で2人きりに。話は尽きないが、
暮らし向きには触れない。
夜、2人で月を見て、庭歩きする。

泣いている照子に対して、「俊吉さんがあなた
を愛していれば良い」と言い聞かせながら、
「残酷な喜び」を感じる。

▼俊吉と照子の家庭も、照子自身も、自分
抜きで確立されて見えた。永久に大阪の家で
夫と生きて行く立場だと悟った信子は、俊吉
への疑念を植え付け、照子を呪縛、照子の
感情をもう1度支配下に置こうとした？

大学卒業・結婚から約1年半ぶりの “秋” に、3人が再会します。

キーワード
【鶏】照子が愛する鶏。卵を人間に取られる、略奪の象徴として描かれている？
【横這い（ヨコバイ）】家に入り込んだ害虫を象徴している？

朗読を楽しむポイント
俊吉は、作為的ではなく、基本的には快活に読んだ方が、むしろミステリアスに感じるのではないでしょうか。
ただし、夜の庭でのシーンは、しっとりと雰囲気を出しましょう。
信子と照子の会話は、沈黙の間の使い方もポイントになります。女中に怪しまれない声のトーンも工夫どころ。
ラストシーン、信子の「俊さん」と「秋」はヒロイン感たっぷりに、ドラマチックに読むと、締まります。

信 子
夫の出張について東京へ。
俊吉と照子の新居を訪問。
若返った気持になり、執筆
への熱が甦る。

夫
東京で仕事。忙しい。

俊 吉
作家として仕事を始めている
らしい。家で仕事をする。
葡萄酒を飲み、語る。楽し
そう。

▼思わせぶり？　人たらし？

昨冬に結婚して
半年以上～1年
未満。
山の手の郊外に
新居を構える。

劇団ののと読む　芥川龍之介『秋』- 解説 (3)

信子が俊吉・照子を訪問、関係が複雑に。

2人きりになり動揺。俊吉
に何かを期待。
▼自分から何か言うわけ
ではない。

結局、どう思っているか
分からない。具体的な記載
なし。

▼「芥川は、自分の伴侶は
文学に理解のある人でなく
て良いと言っていた」と
言われている。文子は
芥川の数ある女性問題に
不満を言わず、家事育児
に専念し仕事を支えた。

会社の用事で忙しく、
2人では出掛けられず。
実家には2人で訪問。

2人の間に特別な結びつきがあるのではないかと疑い、不安に。
姉は姉で夫と幸せな結婚生活を送っていると信じていた。

▼俊吉と結婚しても、超えられない壁がある？
▼改めて、信子への罪悪感や劣等感を自覚する？

女 中
信子の家庭はエリートだが女中がいない。作家は
安定しない職業だが、女中がいる。

▼信子の“籠の鳥”感、照子の充実感の対比を強調？
▼セリフはないが、俊吉と信子が 2人きりになった
ことを「女中さえ不在」と強調する効果、信子と
照子の一触即発状態に禁断の緊張感を増す効果？

俊吉の留守に2人で話し、気まずい空気に。仲直りしたが、
信子は寂しい諦めと共に、永久に他人になったように感じる。

信子に対し、特に緊張や裏の
意図など無い様子。

▼信子と照子の水面下の葛藤に、
気付いているのかいないのか？
▼信子が小説を書こうかしらと
言うが、返事しない。俊吉の
文学は仕事で、所詮信子の文学
は “にわか”と言いたい？　弥生
への当て付け？

▼この話の主軸は、信子を中心に、
自意識、エゴイズム、自尊心、支配
欲、依存心などと言える？
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