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一
場

上�
◆
東
京
郊
外
。
大
庭
家
の
紹
介
。 

◆
ナ
レ
ー
タ
ー 

大
庭
真
蔵
と
い
う
会
社
員

	

	

は 

東
京
郊
外	
に
住
ん
で 

京
橋
区
辺
の
事
務
所
に 

通
っ
て
い
た
が
、
電
車
の
停
留
所

	

ま
で
半
里
以
上
	

も
あ
る
の
を
、
毎
朝
	

 

欠
か
さ
ず
テ
ク
テ
ク
歩
い
て 

運
動
に
は
ち
ょ
う
ど
可	
い
と
言	
っ
て
い
た
。
温
厚
し
い 

性
質
だ
か
ら
 
会
社
	

で
も
受
が
可
か
っ
た
。 

家
族
は
 
六
十
七
八
に
な
る
極
く
丈
夫
な
老
母
、
二
十
九
に
な
る
細
君
	

、
細
君
	

の 

妹
	

の
お
清
、 

七
歳
に
な
る
娘
の
礼	
ち
ゃ
ん
 
こ
れ
に
五
六
年
前
か
ら
居	
る
お
徳 

と
い
う
女
中
、
以
上
	

五
人
に
 
主
人
の
真
蔵
を
加
え
て
  
都
合
六
人
で
あ
っ
た
。 

細
君
	

は
病
身
で
あ
る
か
ら
 
余
り
家
事
に
関
係	
し
な
い
。
台
所
元

	

の
事
は
重
に 

お
清
と
お
徳
が
行
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
小
ま
め
な
老
母
が
手
伝
て
い
た
の
で
あ
る
。 

別
け
て
も
女
中
の
お
徳
は
 
年
こ
そ
未
だ
二
十
三
で
あ
る
が
 
私
は
お
宅 

に
一
生

	

奉
公
を
し
ま
す
と
い
う
意
気
込

	

で
 
権
力
が
仲
々
強
い
、 

老
母 

す
ら
時
々
 
こ
の
女
中
の
言	
う
こ
と
を
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
事
も
あ
っ
た
。 

我
儘
過
る
と
お
清
か
ら
苦
情
の
出
る
場
合	
も
あ
っ
た
が
、
何
し
ろ
お
徳
は
お
家
大
事

	

	

 

と
一
生

	

懸
命	
な
の
だ
か
ら
 
結
極
は
 
お
徳
の
勝
利
に
帰
す
る
の
で
あ
っ
た
。 
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二
場

 
◆
九
月
〜
十
一
月
。
大
庭
家
の
隣
。
植
木
屋
夫
婦
の
紹
介
。
木
戸
を
作
っ
た
経
緯
。 

◆
ナ
レ
ー
タ
ー 

生
垣
	

一
つ
隔
て
て
 
物
置
同
然
の
小
屋
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
植
木
屋
夫
婦
が
暮
し
て 

い
る
。
亭
主
	

が
二
十
七
八
で
、
女
房
は
お
徳
と
同
年
輩
位
	

	

、
そ
し
て
こ
の 

隣
交
際	
の
女
性
二
人
は
 
互
	

に
負
け
ず
劣
ら
ず
喋
舌
り
合
っ
て
い
た
。 

初
め
植
木
屋
夫
婦
が
引
越
し
て
来
た
時
、
井
戸
	

が
な
い
の
で
何
卒
か
水
を 

汲
ま
し
て
く
れ
と
 
大
庭
家
に
依
頼
み
に
来
た
。
大
庭
の
家	
で
は
 
そ
れ
は
道
理
な 

こ
と
だ
と
承
諾
し
て
や
っ
た
。
そ
れ
か
ら
か
れ
こ
れ
二
月
ば
か
り
経
つ
と
、
今
度
は 

生
垣
	

を
三
尺
ば
か
り
開
放
さ
し
て
く
れ
ろ
、
そ
う
す
れ
ば
一
々
	

	

御
門
へ 

迂
廻
ら
ん
で
も
済
む
か
ら
 
と
頼
み
に
来
た
。
こ
れ
に
は
 
大
庭
家
で
も
大
分	 

苦
情
が
あ
っ
た
、
殊
に
お
徳
は
 
盗
棒
の
入
口
	

を
造
え
る
よ
う
な
も
の
だ
と 

主
張
し
た
。
が
、
し
か
し
 
主
人
真
蔵
の
平
常
の
優
し
い
心
か
ら
 
遂	
に
こ
れ
を 

許
す
こ
と
に
な
っ
た
。
其
方
で
木
戸
を
丈
夫
に
造
り
、
開
閉
を
厳
重
に 

す
る
と
い
う
条
件
で
あ
っ
た
が
、
植
木
屋
は
 
其
処
ら
の
籔
か
ら
青
竹
を
切
っ
て 

来
て
、
こ
れ
に
杉
の
葉
な
ど
交
ぜ
加
え
て
 
無
細
工	
の
木
戸
を
造
く
っ
て
了
っ
た
。 
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三
場

�
◆
十
一
月 
日
中
。
井
戸
端
に
て
。
お
徳
と
お
源
に
よ
る
炭
と
泥
棒
の
世
間
話
。 

◆
ナ
レ
ー
タ
ー
・
お
徳
・
お
源 

出
来
上
っ
た
の
を
見
て
お
徳
は 

お
徳

� 

「
こ
れ
が
木
戸
だ
ろ
う
か
、
掛
金
は
何
処
に
在
る
の
。
こ
ん
な
木
戸
な
ん
か 

有
る
も
無
い
も
同
じ
こ
と
だ
」 

と
 
大
声
で
言	
っ
た
。 

植
木
屋
の
女
房
の
お
源
は
、
こ
れ
を
聞
き
つ
け 

お
源�

� 

「
そ
れ
で
沢
山
だ
、ど
う
せ
私
共
の
力
で
 
大
工	
さ
ん
の
作
る
よ
う
な
立
派 

な
木
戸
が
出
来
る
も
の
か
」 

と
 
井
戸
辺

	

で
釡
の
底
を
洗
い
な
が
ら
言	
っ
た
。 

お
徳

� 

「
そ
れ
じ
ゃ
ア
大
工	
さ
ん
を
頼
め
ば
可	
い
」 

と
お
徳
は
 
お
源
の
言
葉
が
癪
に
触
り
、
植
木
屋
の
貧
乏
な
こ
と
を
知
り 

な
が
ら
言	
っ
た
。 

お
源 �

� 

「
頼
ま
れ
る
位
	

な
ら
頼
む
サ
」 

と
お
源
は
軽
く
言	
っ
た
。 

お
徳

� 

「
頼
む
と
来
る
よ
」 

と
 
お
徳
は
猶
一
つ
皮
肉
を
言	
っ
た
。 

お
源
は
負
け
ぬ
気
性
だ
か
ら
、
こ
れ
に
は
む
っ
と
し
た
が
、
大
庭
家
に
於
け
る
お
徳
の 

勢
力
	

を
知
っ
て
い
る
か
ら
、
逆
ら
っ
て
は
損
と
虫
を
圧
え
て 
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お
源�

� 
「
ま
ア
そ
れ
で
勘
弁
し
て
お
く
れ
よ
。
出
入	
り
す
る
も
の
は
重
に
私
ば
か
り 

だ
か
ら
 
私
さ
え
開
閉
に
気
を
附
け
り
ゃ
ア
大
丈
夫

	

だ
よ
。
ど
う
せ
本
式
の
盗
棒 

な
ら
垣
根
だ
っ
て
御
門
だ
っ
て
越
す
か
ら
 
木
戸
な
ん
か
何
に
も
な
り
ゃ
ア
仕
な
い 

か
ら
ね
」 

と
 
半
分
折
れ
て
出
た
の
で
 
お
徳 

お
徳 

� 

「
そ
う
言	
え
ば
そ
う
さ
。
だ
か
ら
お
前
さ
ん
さ
え
開
閉
を
厳
重
に
仕
て 

お
く
れ
な
ら
先
ア
安
心
だ
が
、
お
前
さ
ん
も
知
っ
て
る
だ
ろ
う
 
此
里
は
コ
ソ
コ
ソ 

泥
棒
や
屑
屋
の
悪
い
奴
が
漂
行
す
る
か
ら
 
油
断
も
間
際
も
な
り
や
仕
な
い
。 

そ
ら
 
近
頃
出
来
た
パ
ン
屋
の
隣
に
 
河
井	
様
て
軍
人
さ
ん
が
あ
る
だ
ろ
う
。 

彼
家
じ
ゃ
ア
二
三
日
前
に
 
買
立
	

の
銅
の
大
き
な
金
盥
	

を
ち
ょ
ろ
り
と
盗
ら
れ
た 

そ
う
だ
か
ら
ね
え
」 

お
源 �

� 

「
ま
ア
ど
う
し
て
」 

と
お
源
は
 
水
を
汲
む
手
を
一
寸
休
め
て
振
り
向
い
た
。 

お
徳

� 

「
井
戸
辺

	

に
出
て
い
た
の
を
、
女
中
が
屋
後
に
干
物
に
往	
っ
た
ぽ
っ
ち
り
の 

間
に
盗
ら
れ
た
の
だ
と
サ
。
矢
張
 
木
戸
が
少
し
ば
か
し
開
い
て
い
た
の
だ
と
サ
」 

お
源�

� 

「
ま
ア
、
真
実
に
油
断
が
な
ら
な
い
ね
。
大
丈
夫

	

 
私
は
気
を
附
け
る
が 

お
徳
さ
ん
も
 
盗
ら
れ
そ
う
な
も
の
は
少
時
で
も
戸
外
に
放
棄
っ
て
置
か
ん
よ
う
に 

な
さ
い
よ
」 

お
徳 

� 

「
私
は
ま
ア
そ
ん
な
こ
と
は
仕
な
い
積
り
だ
が
、
そ
れ
で
も
、
ツ
イ
忘
れ
る 

こ
と
が
有
る
か
ら
ね
、
お
前
さ
ん
も
屑
屋
な
ん
か
に
気
を
附
け
て
お
く
れ
よ
。 
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木
戸
か
ら
入	
る
に
ゃ
 
是
非
お
前
さ
ん
 
宅
の
前
を
通
る
の
だ
か
ら
ね
」 

お
源 �

� 

「
え
え
 
気
を
附
け
る
と
も
ね
。
盗
ら
れ
る
日
に
ゃ
 
薪
一
本
	

だ
っ
て
炭
一
片 

だ
っ
て
馬
鹿
々
々
し
い
か
ら
ね
」 

お
徳

� 

「
そ
う
だ
と
も
。
炭
一
片
と
お
言	
い
だ
け
れ
ど
、
ど
う
だ
ろ
う
 
こ
の
頃
の 

炭
の
高
価
い
こ
と
は
。
一
俵

	

八
十
五
銭
の
佐
倉
が
あ
れ
だ
よ
」 

と
お
徳
は
 
井
戸
	

か
ら
台
所
口

	

へ
続
く
軒
下
に
並
べ
て
あ
る
炭
俵
の
一
を 

指
し
て
、 

お
徳

� 

「
幾
干
	

入	
て
る
も
の
か
ね
。
ほ
ん
と
に
一
片
何
銭
に
当
く
だ
ろ
う
。 

ま
る
で
お
銭
を
涼
炉
で
燃
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
サ
。
土
竈
だ
っ
て
堅
炭 

だ
っ
て
 
悉
な
去
年
の
倍	
と
言	
っ
て
も
可	
い
位
	

だ
か
ら
ね
」 

と
 
お
徳
は
嘆
息	
ま
じ
り
に 

お
徳 

� 

「
真
実
に
や
り
き
れ
や
仕
な
い
」 

お
源 �

� 

「
そ
れ
に
御
宅
は
御
人
数
も
多
い
ん
だ
か
ら
 
入
用
	

こ
と
も
入
用
	

サ
ね
。
私
の 

と
こ
な
ん
か
二
人
き
り
だ
か
ら
 
幾
干
	

も
入
用
	

ア
仕
な
い
。
そ
れ
で
も
三
銭
五
銭 

と
計
量
炭
を
毎
日
	

の
よ
う
に
買
う
ん
だ
か
ら
ね
、
全
く
や
り
き
れ
や
仕
な
い
」 

お
徳

� 

「
全
く
骨
だ
ね
」 

と
お
徳
は
優
し
く
言	
っ
た
。 

以
上
	

 
炭
の
噂
ま
で
来
る
と
 
二
人
は
最
初
	

の
木
戸
の
事
は
最
早
口
に 

出
さ
な
い
で
 
何
時
	

し
か
元
の
お
徳
お
源
に
立
還
り
 
ぺ
ち
ゃ
く
ち
ゃ
と
仲
善
く 

喋
舌
り
合
っ
て
い
た
と
こ
ろ
は
埒
も
無
い
。�
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四
場

�
◆
十
一
月�
同
日
夕
方
。
井
戸
端
。
真
蔵
が
木
戸
の
様
子
を
見
る
。�

◆
ナ
レ
ー
タ
ー
・
真
蔵
・
お
徳�

十
一
月
	

の
末
だ
か
ら
 
日
は
短
い
盛
で
、
主
人
真
蔵
が
会
社
	

か
ら
帰
っ
た 

の
は
 
最
早
暮
れ
が
か
り
で
あ
っ
た
。
木
戸
が
出
来
た
と
聞
い
て
 
洋
服
の
ま
ま
下
駄
を 

突
掛
け
 
勝
手
元
の
庭
へ
廻
わ
り
、
暫
時
は
木
戸
を
見
て
た
だ
微
笑
し
て
い
た
が
、 

お
徳
が
傍
か
ら 

お
徳 

� 

「
旦
那
様
 
大
変
	

な
木
戸
で
、
御
座
い
ま
し
ょ
う
」 

と
言	
っ
た
の
で 

真
蔵

�
�
�
� 

「
こ
れ
は
植
木
屋
さ
ん
が
作
ら
え
た
の
か
」 

お
徳 

� 

「
そ
う
で
御
座
い
ま
す
」 

真
蔵

�
�
�
� 

「
随
分
	

妙
な
木
戸
だ
が
、
し
か
し
植
木
屋
さ
ん
に
し
ち
ゃ
ア
良
く
出
来
て
る
」 

と
 
手
を
掛
け
て
揺
振
っ
て
み
て 

真
蔵

�
�
�
� 

「
案
外	
丈
夫
そ
う
だ
。
ま
ア
 
こ
れ
で
も
可	
い
、
無
い
よ
り
か
増
だ
ろ
う
。 

そ
の
内
大
工	
を
頼
ん
で
 
本
当
に
作
ら
す
こ
と
に
仕
よ
う
」 

と
言	
っ
て 

真
蔵

�
�
�
� 

「
竹
で
作
え
て
も
 
木
戸
は
木
戸
だ
、
ハ
、
ハ
ハ
ハ
ハ
」 

と
笑
い
な
が
ら
 
屋
内
へ
入	
っ
た
。 
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五
場

�
◆
十
一
月�
同
日
夕
方
。
植
木
屋
家
に
て
。
お
源
の
独
り
言
。�

◆
ナ
レ
ー
タ
ー
・
お
源�

お
源
は
 
こ
れ
を
自
分
の
宅
で
聞
い
て
い
て
、
く
す
く
す
と
独
で
笑
い
な
が
ら
、 

お
源�

� 

「
真
実
に
 
能
く
物
の
解
る
旦
那
だ
よ
。
第
一
	
	

 
あ
ん
な
心
持
の
優
い
人 

っ
た
ら
め
っ
た
に
有
り
や
仕
な
い
。
彼
家
じ
ゃ
奥
様
も
好
い
方
だ
し
 
御
隠
居
様

	

 

も
小
ま
め
に
ち
ょ
こ
ま
か
な
さ
る
が
 
人
柄
は
極
く
好
い
方
だ
し
、
お
清
様
は
 
出
戻
り 

だ
け
に
何
処
か
執
拗
れ
て
る
が
、
然
し
気
質
は
優
し
い
方
だ
し
」 

と
思
い
つ
づ
け
て
来
て
 
ハ
タ
と
 
お
徳
の
今
日
昼
間
の
皮
肉
を
回
想	
し
て 

お
源 �

� 

「
水
の
世
話
に
さ
え
な
ら
な
き
ゃ 

如
彼
奴
に
口
な
ん
か
利
か
し
や 

仕
な
い
ん
だ
け
ど
、
房
州
の
田
舎
者
奴

	

が
、
可
愛	
が
っ
て
頂	
だ
き
ゃ
可	
い
気
に 

な
り
ゃ
ア
が
っ
て
 
ど
う
だ
ろ
う
あ
の
図
々
し
い
案
梅	
は
」 

と
 
お
徳
の
先
刻
の
言
葉
を
思
い
出
し
、 

お
源�

� 

「
大
変
	

な
木
戸
で
し
ょ
う
 
だ
っ
て
、
あ
れ
で
難
癖
を
附
け
る
積
り
が 

合
憎
	

と
旦
那
が
お
取
上
に
相
成	
ら
ん
か
ら
可	
い
気
味
だ
 
愚
態
ア
見
や
ア
が
れ
だ
」 

と
 
又
つ
と
気
を
変
え
て 

お
源�

� 

「
だ
け
ど
感
心
と
言	
え
ば
感
心
だ
よ
 
容
色
も
悪
く
は
な
し
 
年
だ
っ
て 

私
と
同
じ
な
ら
 
未
だ
い
く
ら
だ
っ
て
嫁
に
い
か
れ
る
の
に
、
あ
あ
や
っ
て
一
生

	

 

懸
命	
に
奉
公
し
て
い
る
ん
だ
か
ら
ね
。
全
く
 
普
通
の
女
に
ゃ
真
似
が
出
来
な
い
よ
。 

そ
れ
に
恐
し
い
正
直
者
だ
か
ら
 
大
庭
様
で
も
彼
女
に
任
か
し
て
置
き
ゃ 
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間
違
は
な
い
サ…

…

」 

こ
ん
な
事
を
思
い
な
が
ら
 
お
源
は
洋
燈
を
点
火
て
、
火
鉢
に
炭
を
注
ご
う
と
し
て 

炭
が
一
片
も
な
い
の
に
気
が
着
き
、
舌
鼓
を
し
て
 
古
ぼ
け
た
薬
鑵
に
手
を 

触
っ
て
み
た
が
 
湯
は
冷
め
て
い
な
い
の
で
安
心
し
て 

お
源 �

� 

「
お
湯
の
熱
い
中
に
早
く
帰
っ
て
来
れ
ば
可	
い
。
然
し
 
今
日
も
し
か 

前
借
し
て
来
て
く
れ
な
い
と
 
今
夜
も
明
日
も
火
な
し
だ
。
火
ぐ
ら
い
木
葉
を 

拾
っ
て
来
て
も
間
に
合
う
が
、
明
日
食
う
お
米
が
有
り
や
仕
な
い
」 

と
 
今
度
は
舌
鼓
の
代
に
 
力
の
な
い
嘆
息	
を
洩
し
た
。 

頭
髪
を
乱
し
て
、
血
の
色
の
な
い
顔
を
し
て
、
薄
暗
い
洋
燈
の
陰
に
し
ょ
ん
ぼ
り 

坐
っ
て
い
る
こ
の
時
の
お
源
の
姿
は
 
随
分
	

憐
な
様
で
あ
っ
た
。 
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六
場

�
◆
十
一
月 
同
日
夜
。
植
木
屋
家
に
て
。
磯
吉
の
夕
飯
。 

◆
ナ
レ
ー
タ
ー
・
お
源
・
磯
吉 

其
所
へ
の
っ
そ
り
帰
っ
て
来
た
の
が
 
亭
主
	

の
磯
吉
	

で
あ
る
。
お
源
は
 
単
直
	

 

前
借
の
金
の
こ
と
を
訊
い
た
。
磯	
は
黙
っ
て
腹
掛
か
ら
財
布	
を
出
し
て 

お
源
に
渡
し
た
。 

お
源
は
中
を
査
め
て 

お
源 �

� 

「
た
っ
た
二
円
」 

磯
吉

�


�
� 

「
あ
あ
」 

お
源 �

� 

「
二
円
ば
か
し
仕
方
が
無
い
じ
ゃ
ア
な
い
か
。
ど
う
せ
前
借
す
る
ん
だ
も
の 

五
円
も
借
り
て
来
れ
ば
可	
い
の
に
」 

磯
吉

�


�
� 

「
だ
っ
て
貸
さ
な
き
ゃ
仕
方
が
な
い
」 

お
源 �

� 

「
そ
れ
ゃ
そ
う
だ
け
ど 

能
く
頼
め
ば
親
方
だ
っ
て
五
円
位
	

貸
し
て 

く
れ
そ
う
な
も
の
だ
。
こ
れ
を
御
覧
」 

と
 
お
源
は
 
空
虚
の
炭
籠
を
見
せ
て 

お
源�

� 

「
炭
だ
っ
て
こ
れ
だ
ろ
う
。今
夜
お
米
を
買
っ
た
ら
幾
干
	

も
残
り
や
仕
な
い…

…

」 

磯	
は
黙
っ
て
煙
草
を
ふ
か
し
て
い
た
が
、
煙
管
を
ポ
ン
と
強
く
打
い
て
、
膳
を
引
寄
せ 

手
盛
で
飯
を
食
い
初
め
た
。
た
だ
白
湯
を
打
か
け
て
ザ
ク
ザ
ク
流
し
込
む
の
だ
が
、 

そ
れ
が
如
何
	

に
も
美
味
そ
う
で
あ
っ
た
。 

お
源
は
 
亭
主
	

の
こ
の
所
為
に
気
を
呑
れ
て
 
黙
っ
て
見
て
い
た
が
 
山
盛
五
六
杯	 
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食
っ
て
、
未
だ
止
め
そ
う
も
な
い
の
で
 
呆
れ
も
し
、
可
笑
く
も
な
り 

お
源 �

� 

「
お
前
さ
ん
 
そ
ん
な
に
お
腹
が
空
い
た
の
」 

磯	
は
更
に
一
椀
	

	

盛
け
な
が
ら 

磯
吉

�


�
� 

「
俺
は
今
日
 
半
食
を
食
わ
な
い
の
だ
」 

お
源 �

� 

「
ど
う
し
て
」 

磯
吉

�


�
� 

「
今
日
彼
時
か
ら
往	
っ
た
ら
 
親
方
が
厭	
な
顔
を
し
て
 
こ
の
多
忙
	

し
い
中
を 

何
で
遅
く
来
る
と
小
言
を
言	
っ
た
か
ら
、
実
は
こ
れ
こ
れ
だ
っ
て
木
戸
の
一
件
	

を
話
す 

と
、
そ
ん
な
事
は
手
前
の
勝
手
だ
っ
て
言	
や
ア
が
る
、
糞
忌
々
	

	

し
い
か
ら
そ
れ
か
ら 

グ
ン
グ
ン
仕
事
に
掛
っ
て
 
二
時
過
ぎ
に
な
る
と
お
茶
飯
が
出
た
が
、
俺
は
見
向
も 

仕
な
い
ん
だ
。お
女
中
が
来
て
 
今
日
は
お
美
味
	

い
海
苔
巻
だ
か
ら
早
や
く
来
て
食
べ
ろ 

と
言	
っ
た
が
 
当
頭
俺
は
往	
か
な
い
で
 
仕
事
を
仕
続
け
て
や
っ
た
の
だ
。 

そ
ん
な
こ
ん
な
で
 
前
借
の
こ
と
親
方
に
言	
い
出
す
の
は
全
く
厭	
だ
っ
た
け
ど
、 

言	
わ
な
い
じ
ゃ
お
ら
れ
ん
か
ら
 
帰
り
が
け
に
五
円
貸
し
て
く
れ
ろ
と
言	
う
と
、 

へ
ん
 
仕
事
は
怠
け
て
前
借
か
、
俺
も
手
前
の
図
々
し
い
の
に
は
敵
わ
ん
よ
、 

そ
ら
こ
れ
で
可
か
ろ
う
 
っ
て
二
円
出
し
て
与
こ
し
た
の
だ
。仕
方
が
無
い
じ
ゃ
ア
な
い
か
」 

と
 
磯	
は
 
腹
の
空
い
た
訳
と
 
二
円
外
前
借
が
出
来
な
か
っ
た
理
由
を
一
遍
	

に 

話
し
て
了
っ
た
。
そ
し
て
話
し
了
っ
た
こ
ろ
 
漸
と
箸
を
置
い
た
。 

全
体	
 
磯
吉
	

は
無
口
の
男
で
 
又
た
口
の
利
き
よ
う
も
下
手
だ
が
 
ど
う
か
す
る
と 

啖
火
交
り
で
 
今	
の
よ
う
に
威
勢
	

	

の
可	
い
物
の
言	
い
振
を
す
る
こ
と
も
あ
る
、 

お
源
に
は
 
こ
れ
が
頗
る
嬉
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
然
し
お
源
に
は
 
連
添
て
か
ら 
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足
掛
三
年
に
も
な
る
が
 
未
だ
 
磯
吉
	

は
怠
惰
者
だ
か
働
人
だ
か
 
判
断
が 

着
か
ん
の
で
あ
る
。
東
京
女
の
気
ま
ぐ
れ
者
に
は
そ
れ
で
済
で
ゆ
く
の
で
、 

三
日
も
四
日
も
仕
事
を
休
む
、
ど
う
か
す
る
と
十
日
も
休
む
、
け
れ
ど
 
サ
ア
と
な
れ
ば 

人
三
倍	
も
働
く
の
が
宅
の
磯	
様
だ
と
心
得
て
い
る
、
だ
か
ら
 
サ
ア
と
な
れ
ば 

困
り
や
仕
な
い
と
信
じ
て
い
る
。
然
し
 
何
処
ま
で
行	
っ
た
ら
そ
の
「
サ
ア
」
だ
か 

そ
ん
な
こ
と
は
お
源
も
考
え
た
こ
と
は
な
い
。 

又
た
お
源
は
 
磯	
さ
ん
は
イ
ザ
と
な
れ
ば
 
随
分
	

人
の
出
来
な
い
思
	

き
っ
た
大
胆
	

 

な
こ
と
を
す
る
男
だ
と
 
頼
も
し
が
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
 
そ
う
ば
か
し
思
え
ん
こ
と 

も
あ
る
。
そ
の
実
案
外	
意
久
地

	

の
な
い
男
か
し
ら
と
思
う
場
合	
も
あ
る
が
、
そ
れ
は 

一
文
	

な
し
に
な
っ
て
困
り
抜	
た
時
な
ど
で
、
そ
う
思
う
と
情
な
く
な
る
か
ら 

な
る
べ
く
そ
れ
は
自
分
で
打
消
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
実
際	
磯
吉
	

は
 
所
謂
	

る 

「
解
ら
ん
男
」
で
、
大
庭
の
女
連
は
何
と
な
く
薄
気
味
悪
く
思
っ
て
い
た
。 

だ
か
ら
 
お
徳
ま
で
が
 
磯	
に
は
憚
る
風
が
あ
る
。
こ
れ
が
お
源
に
は
言	
う
に 

言	
わ
れ
な
い
得
意	
な
の
で
、お
徳
が
こ
の
風
を
見
せ
た
時
、お
清
が
磯	
に
丁
寧
	

	

な
言
葉 

を
使
っ
た
時
な
ど
 
嬉
さ
が
込
上
げ
て
来
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
結
極
 
の
べ
つ 

貧
乏
の
仕
飽
を
し
て
、
働
き
盛
り
で
あ
り
な
が
ら
世
帯	
ら
し
い
世
帯	
も
持
た
ず
、 

何
時
	

も
 
物
置
か
古
倉
の
隅
の
よ
う
な
所
ば
か
り
に
住
ん
で
い
る
、 

従
っ
て
お
源
も
 
何
時
	

し
か
植
木
屋
の
女
房
連
か
ら
 
解
ら
ん
女
だ
、 

つ
ま
り
 
馬
鹿
だ
と
せ
ら
れ
て
い
た
の
だ
。�
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七
場

�
◆
十
二
月�
同
日
夜
。
植
木
屋
の
家
に
て
。
就
寝
。�

◆
ナ
レ
ー
タ
ー
・
お
源
・
磯
吉�

磯
吉
	

の
食
事
が
済
む
と
 
お
源
は
笊
を
持
て
駈
出
し
て
出
た
が
、
や
が
て
量
炭
を 

買
て
来
て
、
火
を
起
し
な
が
ら
 
今
日
お
徳
と
木
戸
の
こ
と
で
言	
い
あ
っ
た
こ
と
、 

旦
那
が
木
戸
を
見
て
言	
っ
た
言
葉
な
ど
を
べ
ら
べ
ら
喋
舌
て
聞
か
し
た
が
、
磯	
は 

「
そ
う
か
」
と
も
言	
わ
な
か
っ
た
。 

そ
の
う
ち
 
磯	
が
眠
そ
う
に
大
欠
伸
を
し
た
の
で
、
お
源
は
 
垢
染
た
煎
餅
布
団
	

 

を
一
枚
	

	

敷
い
て
 
一
枚
	

	

被
け
て
 
二
人
一
緒
	

に
一
個
身
体
の
よ
う
に
な
っ
て
 
首
を 

縮
め
て
寝
て
了
っ
た
。
壁
の
隙
間
や
床
下
か
ら
寒
い
夜
風
が
吹
き
こ
む
の
で 

二
人
は
手
足
も
縮
め
ら
れ
る
だ
け
縮
め
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
磯	
の
背
部
は
 
半
分 

外
に
露
出
て
い
た
。 
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八
場

中�
◆
十
二
月 
十
二
時
。
大
庭
家
。
留
守
番
の
真
蔵
と
お
清
。
炭
を
盗
む
お
源
を
目
撃
。 

◆
ナ
レ
ー
タ
ー
・
真
蔵
・
お
清
・
お
源 

十
二
月
に
入	
る
と
急
に
寒
気
が
増
し
て
 
霜
柱
は
立
つ
、
氷
は
張
る
、 

東
京
の
郊
外	
は
突
然
に
冬
の
特
色
を
発
揮
し
て
、
流
行
の
郊
外	
生
活
	

に 

か
ぶ
れ
て
初
て
郊
外	
に
住
ん
だ
連
中
を
 
喫
驚
さ
し
た
。
然
し
 
大
庭
真
蔵
は 

慣
れ
た
も
の
で
、
長
靴
を
穿
い
て
 
厚
い
外
套
	

を
着
て
平
気	
で
通
勤
し
て
い
た
が
、 

最
初
	

の
日
曜
日
は
 
空
青
々
と
晴
れ
、
日
が
煌
々
と
輝
や
い
て
、
そ
よ
吹
く
風
も 

な
く
、
小
春
日
和
が
又
立
返
っ
た
よ
う
な
の
で
、
真
蔵
と
お
清
は
留
守
居
番
	

、 

老
母
と
細
君
	

は
 
礼	
ち
ゃ
ん
と
お
徳
を
連
て
 
下
町
に
買	
物
に
出
掛
け
た
。 

郊
外	
か
ら
下
町
へ
出
る
の
は
 
東
京
へ
行	
く
と
称
し
て
 
出
慣
れ
ぬ
女
連
は 

外
出
の
仕
度
に
一
騒
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
 
老
母
を
初
め
細
君
	

 
娘
、 

お
徳
ま
で
の
着
変
や
ら
何
か
に
一
し
き
り
騒
し
か
っ
た
の
が
、
出
て
去	
っ
た
後
は 

一
時
	

に
森
と
な
っ
て
 
家
内
は
人
気
が
絶
た
よ
う
に
な
っ
た
。 

真
蔵
は
 
銘
仙
	

の
褞
袍
の
上
へ
兵
古
帯
を
巻
き
つ
け
た
ま
ま
 
日
射
の
可	
い 

自
分
の
書
斎	
に
寝
転
ん
で
新
聞
を
読
ん
で
い
た
が
 
お
午
時
前
に
な
る
と
退
屈
	

に 

な
り
、
書
斎	
を
出
て
縁
辺
を
ぶ
ら
ぶ
ら
歩
い
て
い
る
と 

お
清�

� 

「
兄
様
	

」 

と
 
障
子
越
し
に
 
お
清
が
声
を
か
け
た
。 

真
蔵

�
�
�
� 

「
何
で
す
」 
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お
清�

� 
「
お
ホ
ホ
ホ
ホ
 
『
何
で
す
』
だ
っ
て
。
お
午
食
は
何
に
も
有
り
ま
せ
ん
よ
」 

真
蔵

�
�
�
� 

「
か
し
こ
参	
り
ま
し
た
」 

お
清�

� 

「
お
ホ
ホ
ホ
ホ
 
『
か
し
こ
参	
り
ま
し
た
』
 
だ
っ
て
 
真
実
に
何
に
も 

な
い
ん
で
す
よ
」 

其
処
で
真
蔵
は
 
お
清
の
居	
る
部
屋
の
障
子
を
開
け
る
と
、
内
で
は
お
清 

が
せ
っ
せ
と
針
仕
事
を
し
て
い
る
。 

真
蔵

�
�
�
� 

「
大
変
	

勉
強
だ
ね
」 

お
清�

� 

「
礼	
ち
ゃ
ん
の
被
布
で
す
よ
、
良	
い
柄
で
し
ょ
う
」 

真
蔵
は
 
そ
れ
に
は
応
え
ず
、
其
処
辺
を
見
廻
わ
し
て
い
た
が
、 

真
蔵

�
�
�
� 

「
も
少
し
日
射
の
好
い
部
屋
で
縫
っ
た
ら
可
さ
そ
う
な
も
の
だ
な
。 

そ
し
て
火
鉢
も
な
い
じ
ゃ
な
い
か
」 

お
清 �

� 

「
未
だ
手
が
凍
結
る
ほ
ど
で
も
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
そ
れ
に
 
こ
の
節
は
御
倹
約 

と
い
う
こ
と
に
決
定
た
の
で
す
か
ら
」 

真
蔵

�
�
�
� 

「
何
の
御
倹
約
だ
ろ
う
」 

お
清 �

� 

「
炭
で
す
」 

真
蔵

�
�
�
� 

「
炭
は
 
な
る
ほ
ど
 
高
価
な
っ
た
に
違
	

な
い
が
 
宅
で
急
に
そ
れ
を 

節
約
す
る
ほ
ど
の
こ
と
は
な
か
ろ
う
」 

真
蔵
は
 
衣
食
	

台
所
元

	

の
こ
と
な
ど
一
切
	

関
係	
し
な
い
か
ら
 
何
も
知
ら
な
い 

の
で
あ
る
。 

お
清�

� 

「
ど
う
し
て
兄
様
	

、
十
一
月
	

で
さ
え
 
一
月
の
炭
の
代	
が
お
米
の 
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代	
よ
り
か
余
程
上
な
ん
で
す
も
の
。こ
れ
か
ら
十
二
、
一	
、二
と
 
先
ず
三
月
が
炭
の 

要	
る
盛
で
す
か
ら
 
倹
約
出
来
る
だ
け
仕
な
い
と
大
変
	

で
す
よ
。
お
徳
が
朝
か
ら 

晩
ま
で
炭
が
要	
る
 
炭
が
高
価
い
て
 
泣
言
ば
か
り
言	
う
の
も
無
理
は
あ
り
ま
せ
ん
わ
」 

真
蔵

�
�
�
� 

「
だ
っ
て
 
炭
を
倹
約
し
て
風
邪
で
も
引	
ち
ゃ
何
も
な
り
や
仕
な
い
」 

お
清 �

� 

「
ま
さ
か
 
そ
ん
な
こ
と
は
有
り
ま
せ
ん
わ
」 

真
蔵

�
�
�
� 

「
し
か
し
 
今
日
は
好
い
案
排	
に
暖
か
い
ね
。
母
上
で
も
今
日
は 

大
丈
夫

	

だ
ろ
う
」 

と
 
両
手
を
伸
し
て
大
欠
伸
を
し
て 

真
蔵

�
�
�
� 

「
何
時
か
し
ら
ん
」 

お
清 �

� 

「
最
早
直
ぐ
十
二
時
で
し
ょ
う
よ
。
お
午
食
に
し
ま
し
ょ
う
か
」 

真
蔵

�
�
�
� 

「
イ
ヤ
 
未
だ
腹
が
一
向
	

空
か
ん
。
会
社
	

だ
と
午
食
の
弁
当
が
待
遠
い 

よ
う
だ
け
ど
な
ア
」 

と
言	
い
な
が
ら
其
処
を
出
て
 
勝
手
の
座
敷
か
ら
女
中
部
屋
ま
で
覗
き
こ
ん
だ
。 

女
中
部
屋
な
ど
 
従
来
入	
っ
た
こ
と
も
無
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
見
る
と
高
窓 

が
二
尺
ば
か
り
開
け
放
し
に
な
っ
て
る
の
で
、
何
心
な
く
其
処
か
ら
首
を
ひ
ょ
い 

と
出
す
と
、
直
ぐ
眼
下
に
隣
の
お
源
が
居	
て
、
お
源
が
我
知
ら
ず
見
上
た
顔 

と
 
ぴ
た
り
出
会
っ
た
。 

お
源
は
 
サ
と
顔
を
真
赤
に
し
て
 
狼
狽
き
っ
た
声
を
漸
と
出
し
て 

お
源 �

� 

「
お
宅
で
は
こ
う
い
う
上
等
の
炭
を
お
使
い
な
さ
る
ん
で
す
も
の
、 

堪
り
ま
せ
ん
わ
ね
」 
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と
 
佐
倉
の
切
炭
を
手
に
持
て
い
た
が
、
そ
れ
を
手
玉
に
取
り
だ
し
た
。
窓
の
下
は 

炭
俵
が
口
を
開
け
た
ま
ま
並
べ
て
あ
る
場
処
で
、
お
源
が
木
戸
か
ら
井
戸
辺

	

に 

ゆ
く
に
は
 
是
非
 
こ
の
傍
を
通
る
の
で
あ
る
。 

真
蔵
も
 
一
寸
狼
狽
い
て
答
に
窮
し
た
が 

真
蔵

�
�
�
� 

「
炭
の
こ
と
は
 
私
共
に
解
ら
ん
で…

…

」 

と
 
莞
爾
微
笑
て
 
そ
の
ま
ま
首
を
引
込
め
て
了
っ
た
。 

真
蔵
は
 
直
ぐ
書
斎	
に
返
っ
て
 
お
源
の
所
為
に
就	
て
考
が
え
た
が
 
判
断
が 

容
易	
に
着
な
い
。
お
源
は
炭
を
盗
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
は
 
先
ず
最
初
	

に 

来
る
判
断
だ
け
れ
ど
、
真
蔵
は
 
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
確
信
す
る
こ
と
が
出
来
な
い 

の
で
あ
る
。
実
際	
 
た
だ
炭
を
見
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
、
通
り
が
か
り
だ
か
ら 

ツ
イ
手
に
取
っ
て
見
て
い
る
と
こ
ろ
を
 
不
意	
に
他
人
か
ら
瞰
下
さ
れ
て
 
理
由
も
な
く 

顔
を
赤
ら
め
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
ま
し
て
自
分
が
見
た
の
だ
か
ら
 
狼
狽
え
た
の
か
も 

知
れ
な
い
。
と
考
え
れ
ば
 
考
え
ら
れ
ん
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。
真
蔵
は 

な
る
べ
く
後
の
方
に
判
断
し
た
い
の
で
、
遂	
に
そ
う
心
で
決
定
て
 
と
も
か
く 

何
人
に
も
こ
の
事
は
言	
わ
ん
こ
と
に
し
た
。し
か
し
 
万
一
も
し
盗
ん
で
い
た
と
す
る
と 

放
下
っ
て
置
い
て
は
後
が
悪
か
ろ
う
と
も
思
っ
た
が
、一
度
	

見
ら
れ
た
ら
、と
て
も
悪
事

を
続
行
る
こ
と
は
得
為
す
ま
い
と
考
え
た
か
ら
 
尚
お
更
ら
 
こ
の
事
は 

口
外	
し
な
い
方
が
本
当
だ
と
信
じ
た
。 

ど
ち
ら
に
し
て
も
 
お
徳
が
言	
っ
た
通
り
、
彼
処
へ
竹
の
木
戸
を
植
木
屋
に 

作
ら
し
た
の
は
 
策
の
得
た
る
も
の
で
な
か
っ
た
と
思
っ
た
。 
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九
場

�
�
十
二
月�
同
日
午
後
三
時
過
ぎ
。
大
庭
家
。
家
族
会
議
。�

�
ナ
レ
ー
タ
ー
・
真
蔵
・
お
徳
・
細
君
・
老
母
・
お
清�

午
後
三
時
過
ぎ
て
 
下
町
行
の
一
行
	

は
 
ぞ
ろ
ぞ
ろ
帰
宅
っ
て
来
た
。
一
同
	

が 

茶
の
間
に
集
ま
っ
て
 
が
や
が
や
と
 
今
日
の
見
聞
を
今	
一
度
	

繰
返
し
て
話
合
う 

の
で
あ
っ
た
。お
清
は
勿
論
、
真
蔵
も
引
出
さ
れ
て
 
相
槌
	

を
打
っ
て
聞
か
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
。 

礼	
ち
ゃ
ん
が
新
橋
の
勧
工
場
で
大
き
な
人
形
を
強
請
っ
て
困
ら
し
た
の
、 

電
車
の
中
に
泥
酔
者	
が
居	
て
衆
人
を
苦
し
め
た
の
、
真
蔵
に
向
て
細
君
	

が
、 

所
天
は
寒
む
が
り
坊
だ
か
ら
 
大	
徳
で
上
等
飛
切
の
舶
来	
の
シ
ャ
ツ
を
買
っ
て 

来
た
の
、
下
町
へ
出
る
と
 
ど
う
し
て
も
思
っ
た
よ
り
か
余
計	
に
お
金
を
使
う
だ
の
、 

そ
れ
か
ら
そ
れ
と
留
度
が
な
い
。
そ
し
て
 
聞
く
者
よ
り
か
 
喋
舌
て
い
る
連
中
の 

方
が
 
余
程
面
白
そ
う
で
あ
っ
た
。 

先
ず
 
こ
の
が
や
が
や
が
一
頻
止
む
と
 
お
徳
は
 
急
に
何
か
思
い
出
し
た
よ
う 

に
起
て
勝
手
口
を
出
た
が
 
暫
時
し
て
返
っ
て
来
て
、
妙
に
真
面
目
な
顔
を
し
て
  

眼
を
円
く
し
て
、 

お
徳

� 

「
ま
ア
驚
い
た
！
」 

と
低
い
声
で
言	
っ
て
、
人
々
の
顔
を
き
ょ
ろ
き
ょ
ろ
見
廻
わ
し
た
。 

人
々
も
 
何
事
が
起
っ
た
か
と
 
お
徳
の
顔
を
見
る
。 

お
徳 

� 

「
ま
ア
驚
い
た
！
」 
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と
今	
一
度
	

言	
っ
て
、 

お
徳 

� 

「
お
清
様
は
今
日
 
屋
外
の
炭
を
お
出
し
に
な
り
や
仕
ま
せ
ん
ね
？
」 

と
訊
い
た
。 

お
清�

� 

「
否		
、
私
は
炭
籠
の
炭
ほ
か
使
な
い
よ
」 

お
徳 

� 

「
そ
う
ら
解
っ
た
、
私
は
去
日	
か
ら
 
ど
う
も
炭
の
無
く
な
り
か
た
が 

変
だ
、
如
何
	

に
炭
屋
が
巧
計
を
し
て
底
ば
か
し
厚
く
す
る
か
ら
っ
て
 
こ
う
も
急
に 

無
く
な
る
筈
が
な
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
御
座
い
ま
す
よ
。
そ
れ
で
私
は 

想
当
	

っ
て
る
事
が
あ
る
か
ら
 
昨
日
 
お
源
さ
ん
の
留
守
に
 
障
子
の
破
目
か
ら 

内
を
ち
ょ
い
と
覗
い
て
見
た
の
で
御
座
い
ま
す
よ
。
そ
う
す
る
と
ど
う
で
し
ょ
う
」 

と
、
一
段
	

声
を
低
め 

お
徳

� 

「
あ
の
破
火
鉢
に
佐
倉
が
二
片
 
ち
ゃ
ん
と
埋	
っ
て
 
灰	
が
被
け
て 

有
る
じ
ゃ
ア
御
座
い
ま
せ
ん
か
。
そ
れ
を
見
て
 
私
は
最
早
必
定
そ
う
だ
と
決
定
て 

御
隠
居
様

	

に
先
ず
申
上
げ
て
み
よ
う
か
と
思
い
ま
し
た
が
、
一
つ
係
蹄
を
か
け
て 

此
方
で
験
め
し
た
上
と
考
が
え
ま
し
た
か
ら
 
今
日
行
っ
て
試
た
の
で
御
座
い
ま
す
よ
」 

と
 
お
徳
は
に
や
り
笑
っ
た
。 

お
清�

� 

「
ど
ん
な
係
蹄
を
か
け
た
の
？
」 

と
 
お
清
が
心
配	
そ
う
に
訊
い
た
。 

お
徳

� 

「
今
日
出
る
前
に
 
上
に
並
ん
だ
炭
に
一
々
	

	

 
符
号
を
附
け
て
置
い
た
の
で 

御
座
い
ま
す
。
そ
れ
が
ど
う
で
し
ょ
う
、
今	
見
る
と
 
符
号
を
附
け
た
佐
倉
が
四
個 

そ
っ
く
り
無
く
な
っ
て
い
る
の
で
御
座
い
ま
す
。
そ
し
て
 
土
竈
は
大
き
な
の
を
二
個 
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上
に
出
し
て
符
号
を
附
け
て
置
い
た
ら
 
そ
れ
も
無
い
の
で
す
」 

お
清 �

� 

「
ま
ア
 
ど
う
し
た
と
云	
う
の
だ
ろ
う
」 

お
清
は
呆
れ
て
了
っ
た
。 

老
母
と
細
君
	

は
 
顔
見
合
し
て
黙
っ
て
い
る
。
真
蔵
は
 
偖
は
愈
々
	

	

と
思
っ
た
が
  

今
日
見
た
事
を
打
明
け
る
だ
け
は
 
矢
張
見
合
わ
し
た
。
つ
ま
り
真
蔵
に
は
  

そ
う
ま
で
す
る
に
忍
び
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

お
徳

� 

「
で
御
座
い
ま
す
か
ら
 
炭
泥
棒
は
何
人
だ
か
最
早
解
っ
て
ま
す
。 

ど
う
致	
し
ま
し
ょ
う
」 

と
 
お
徳
は
 
人
々
が
こ
の
大
事
件
	

を
喫
驚
し
て
 
ご
う
ご
う
と
論
評
を
初
め
て 

く
れ
る
だ
ろ
う
と
予
期
し
て
い
た
の
が
、
お
清
が
声
を
出
し
て
く
れ
た
外
、
旦
那
を 

初
め
 
後
の
人
は
黙
っ
て
い
る
の
で
 
少
し
張
合	
が
抜
け
た
調
子
で
 
こ
う
問
う
た
。 

暫
時
く
誰
も
黙
っ
て
い
た
が 

お
清 �

� 

「
ど
う
す
る
ッ
て
、
ど
う
す
る
の
？
」 

と
 
お
清
が
問
い
返
し
た
、 

お
徳
は
 
少
々
焦
急
た
く
な
り
、 

お
徳

� 

「
炭
を
で
す
よ
。
炭
を
あ
の
ま
ま
に
し
て
置
け
ば
こ
れ
か
ら
幾
干
	

で
も 

取
ら
れ
ま
す
」 

真
蔵

�
�
�
� 

「
台
所
	

の
縁
の
下
は
ど
う
だ
」 

と
 
真
蔵
は
 
放
擲
っ
て
置
い
て
も
 
お
源
が
今
後
容
易	
に
盗
み
得
ぬ
こ
と
を
知
っ
て 

い
る
け
れ
ど
、
そ
の
理
由
を
打
明
け
な
い
と
決
心
て
る
か
ら
、
仕
様
事
な
し
に 
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こ
う
言	
っ
た
。 

お
徳 

� 

「
充
満
	

	

で
御
座
い
ま
す
」 

と
 
お
徳
は
一
言
で
拒
絶
し
た
。 

真
蔵

�
�
�
� 

「
そ
う
か
」 

真
蔵
は
黙
っ
て
了
う
。 

細
君

�
�
�
� 

「
そ
れ
じ
ゃ
 
こ
う
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
お
徳
の
部
屋
の
戸
棚
の
下
を
明
け
て
  

当
分
と
も
か
く
 
彼
処
へ
炭
を
入	
れ
る
こ
と
に
し
た
ら
。
そ
し
て
 
お
徳
の
所
有
品
は
  

中
の
部
屋
の
戸
棚
を
整
理
け
て
入	
れ
た
ら
」 

と
 
細
君
	

が
一
案
	

を
出
し
た
。 

お
徳 

� 

「
そ
れ
じ
ゃ
ア
 
そ
う
致	
し
ま
し
ょ
う
」 

と
 
お
徳
は
直
ぐ
賛
成	
し
た
。 

細
君

�
�
�
� 

「
お
徳
に
は
 
少
し
気
の
毒
だ
け
れ
ど
」 

と
 
細
君
	

は
附
加
し
た
。 

お
徳

� 

「
否		
、
私
は
『
中
の
部
屋
』
の
お
戸
棚
へ
衣
類
を
入	
れ
さ
し
て
頂	

け
れ
ば
  

尚
お
結
構
で
御
座	
ま
す
」 

老
母

�

�

� 

「
そ
れ
じ
ゃ
先
あ
 
そ
う
決
定
る
と
し
て
、
全
体	
 
物
置
を
早
く
作
れ
と 

い
う
の
に
 
真
蔵
が
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
い
る
か
ら
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。 

物
置
さ
え
あ
れ
ば
何
の
こ
と
も
な
い
の
に
」 

と
 
老
母
が
漸
と
口
を
利	
た
と
思
っ
た
ら
 
物
置
の
愚
痴
。 

真
蔵
は
頭
を
掻
い
て
笑
っ
た
。 
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お
徳

� 
「
否		
、こ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
も
、竹
の
木
戸
の
お
蔭
で
御
座
い
ま
す
よ
、 

で
す
か
ら
私
は
 
彼
処
を
開
け
さ
す
の
は
泥
棒
の
入
口
	

を
作
え
る
よ
う
な
も
の
だ 

と
申
し
た
の
で
御
座
い
ま
す
。
今	
と
な
れ
ゃ
 
泥
棒
が
泥
棒
の
出
入
口
	

を
作
え
た 

よ
う
な
も
の
だ
」 

と
 
お
徳
が
思
わ
ず
地
声
の
高
い
調
子
で
言	
っ
た
の
で
 
老
母
は
急
に 

老
母

�

�

� 

「
静
に
、
静
に
、
そ
ん
な
大
き
な
声
を
し
て
 
聴
れ
た
ら
ど
う
し
ま
す
。 

私
も
彼
処
を
開
け
さ
す
の
は
厭	
じ
ゃ
ッ
た
が
 
開
け
て
了
っ
た
今	
 
急
に
ど
う
も 

な
ら
ん
。
今	

急
に
彼
処
を
塞
げ
ば
 
角
が
立
て
面
白
く
な
い
。
植
木
屋
さ
ん
も
  

何
時
	

ま
で
あ
ん
な
物
置
小
屋
み
た
よ
う
な
所
に
も
居	
ら
れ
ん
で
 
移
転
な
り
ど
う
な
り 

す
る
だ
ろ
う
。
そ
し
た
ら
彼
所
を
塞
ぐ
こ
と
に
し
て
 
今	
は
唯
だ
 
何
に
も
言	
わ
ん
で
  

知
ら
ん
顔
を
仕
て
る
、
お
徳
も
決
し
て
 
お
源
さ
ん
に
炭
の
話
な
ど
仕
ち
ゃ 

な
り
ま
せ
ん
ぞ
。
現
に
盗
ん
だ
と
こ
ろ
を
見
た
の
で
は
な
し
 
又
 
高
が 

少
し
ば
か
し
の
炭
を
盗
ら
れ
た
か
ら
っ
て
 
そ
れ
を
荒
立
て
て
彼
人
者
だ
ち
に 

怨
恨
れ
た
ら
 
猶
お
損
に
な
り
ま
す
ぞ
。
真
実
に
」 

と
 
老
母
は
 
老
母
だ
け
の
心
配	
を
諄
々
と
説	
た
。 

お
清�

� 

「
真
実
に
そ
う
よ
。
お
徳
は
ど
う
か
す
る
と
譏
謔
を
言	
い
兼
な
い
が
  

お
源
さ
ん
に
そ
ん
な
こ
と
で
も
す
る
と
大
変
	

よ
、
反
対
に
物
言		
を
附
け
ら
れ
て
  

ど
ん
な
目
に
遇
う
か
も
知
れ
ん
よ
、
私
は
あ
の
亭
主
	

の
磯	
が
 
気
味
が
悪
く
っ
て 

成
ら
ん
の
よ
。
変
妙
来	
な
男
ね
え
。
あ
ん
な
奴
に
限
っ
て
 
向
う
不
見
に
人
に 

喰
っ
て
か
か
る
よ
」 
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と
 
お
清
も
老
母
と
同
じ
心
配	
。
老
母
も
 
磯
吉
	

の
こ
と
は
口
に
は
出
さ
な
か
っ
た 

が
 
心
に
は
無
論
 
そ
れ
が
有
た
の
で
あ
る
。 

真
蔵

�
�
�
� 

「
何
に
 
あ
の
男
だ
っ
て
 
唯
の
男
サ
」 

と
 
真
蔵
は
起
上
が
り
な
が
ら 

真
蔵

�
�
�
� 

「
然
ど
も
先
ア
 
関
係
わ
ん
が
可	
い
」 
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十
場

�
�
十
二
月�
同
日
夕
方
。
夕
飯
の
支
度
。�

�
ナ
レ
ー
タ
ー�

真
蔵
は
自
分
の
書
斎	
に
引
込
み
、炭
問
題	
も
一
段
落

	

着
い
た
の
で
、お
徳
と
お
清
は 

大
急
	

で
夕
御
飯
の
仕
度
に
取
掛
っ
た
。 

お
徳
は
 
お
源
が
ど
ん
な
顔
を
し
て
現
わ
れ
る
か
と
内
々
	

	

待
て
い
た
が
、 

平
常
	

も
夕
方
に
は
必
然
水
を
汲
み
に
来
る
の
が
 
姿
も
見
せ
な
い
の
で
 
不
思
議
に 

思
っ
て
い
た
。 

日
が
暮
て
一
時
間

	

も
経
て
か
ら
 
磯
吉
	

が
水
を
汲
み
に
来
た
。 
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十
一
場
 
下�

�
十
二
月�
同
日
午
後
〜
夕
方
。
植
木
屋
の
家
に
て
。
お
源
の
独
り
言
。�

�
ナ
レ
ー
タ
ー�

お
源
は
 
真
蔵
に
見
ら
れ
て
も
巧
く
誤
魔
化
し
得
た
と
思
っ
た
。ち
ょ
う
ど
 
真
蔵
が 

窓
か
ら
見
下
し
た
時
は
 
土
竈
炭
を
袂
に
入	
れ
 
佐
倉
炭
を
前
掛
に
包
ん
で
左
の 

手
圧
え
、
更
に
一
個
取
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
元
来	
性
質
の
良	
い
  

邪
推	
な
ど
の
無
い
旦
那
だ
か
ら
 
多
分
気
が
附
か
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
信
じ
た
。 

け
れ
ど
夕
方
に
な
っ
て
 
ど
う
し
て
も
水
を
汲
み
に
ゆ
く
気
に
な
れ
な
い
。 

そ
こ
で
 
磯
吉
	

が
仕
事
か
ら
帰
る
前
に
 
布
団
を
被
っ
て
寝
て
了
っ
た
。 

寝
た
っ
て
眠
む
ら
れ
は
仕
な
い
。
垢
染
た
煎
餅
布
団
	

で
も
 
夜
は
磯
吉
	

と
二
人
で 

寝
る
か
ら
互
	

の
体
温
	

で
寒
気
も
凌
げ
る
が
 
一
人
で
は
板	
の
よ
う
に 

し
ゃ
ち
っ
張
っ
て
身
に
着
か
な
い
で
 
起
き
て
い
る
よ
り
も
一	
倍	
寒
く
感
ず
る
。 

ぶ
る
ぶ
る
慄
え
そ
う
に
な
る
の
で
 
手
足
を
縮
め
ら
れ
る
だ
け
縮
め
て
丸
く
な
っ
た 

と
こ
ろ
を
見
る
と
 
人
が
寝
て
る
と
は
承
知
ん
位
	

だ
。 

色
々
	

	

考
え
る
と
 
厭
悪
	

な
心
地
が
し
て
来
た
。
貧
乏
に
は
慣
れ
て
る
が
 
お
源
も 

未
だ
泥
棒
に
は
慣
れ
な
い
。
先
達
か
ら
ち
ょ
く
ち
ょ
く
盗
ん
だ
炭
の
高
こ
そ
多
く 

な
い
が
 
確
的
に
人
目
を
忍
ん
で
他
の
物
を
取
っ
た
の
は
 
今
度
が
最
初
	

で
あ
る 

か
ら
 
一
念
	

其
処
へ
ゆ
く
と
 
今	
ま
で
に
な
い
不
安
を
覚
え
て
来
る
。
こ
の
不
安
の 

内
に
は
 
恐
怖
も
羞
恥
も
籠
っ
て
い
た
。
眼
前
に
 
ま
ざ
ま
ざ
と
今
日
の
事
が 

浮
ん
で
来
る
、見
下
し
た
旦
那
の
顔
が
 
判
然
出
て
来
る
、そ
し
て
 
テ
レ
隠
し
に
炭
を
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手
玉
に
取
っ
た
時
の
こ
と
を
思
う
と
 
顔
か
ら
火
が
出
る
よ
う
に
感
じ
た
。 

お
源 �

� 

「
真
実
に
ど
う
し
た
ん
だ
ろ
う
」 

と
 
お
源
は
思
わ
ず
叫
ん
だ
。
そ
し
て
 
徐
々
逆
上
気
味
に
な
っ
て
来
た
。 

お
源�

� 

「
も
し
か
知
れ
た
ら
ど
う
す
る
」。 

お
源 �

� 

「
知
れ
る
も
の
か
 
あ
の
旦
那
は
性
質
が
良	
い
も
の
」。 

お
源 �

� 

「
性
質
の
良	
い
は
当
に
な
ら
な
い
」。 

お
源�

� 

「
性
質
の
善
良
	

	

の
は
魯
鈍
だ
」。 

と
 
促
急
込
ん
で
独
問
答
を
し
て
い
た
が 

お
源 �

� 

「
魯
鈍
だ
、
魯
鈍
だ
、
大
魯
鈍
だ
」 

と
 
思
わ
ず
又
叫
ん
で 

お
源�

� 

「
フ
ン
 
何
が
知
れ
る
も
ん
か
」 

と
 
添
足
し
た
。 
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十
二
場

�
�
十
二
月�
同
日
夜
。
植
木
屋
の
家
に
て
。
泣
く
お
源
。�

�
ナ
レ
ー
タ
ー
・
お
源
・
磯
吉�

そ
し
て
布
団
か
ら
首
を
出
し
て
見
る
と
 
日
が
暮
れ
て
 
入
口
	

の
障
子
戸
に
月
が 

射
し
て
い
る
。け
れ
ど
も
 
起
き
て
洋
燈
を
点
け
よ
う
と
も
仕
な
い
で
、直
ぐ
首
を
引
込
て
  

又
た
丸
く
な
っ
て
了
っ
た
。
そ
こ
へ
 
磯
吉
	

が
帰
っ
て
来
た
。 

頭
が
割
れ
る
よ
う
に
痛	
む
の
で
寝
た
の
だ
と
聞
い
て
 
磯	
は
 
別
に
怒
り
も
せ
ず
  

驚
き
も
せ
ず
 
自
分
で
燈
を
点
け
、
薬
罐
が
微
温
湯
だ
か
ら
火
鉢
に
炭
を
足
し
、 

水
も
汲
み
に
行	
っ
た
。
湯
の
沸
騰
る
を
待
つ
間
は
 
煙
草
を
パ
ク
パ
ク
吹
し
て
い
た
が 

磯
吉

�


�
� 

「
ど
う
痛	
む
ん
だ
」
  

返
事
が
な
い
の
で
、
磯	
は
 
丸
く
凸
起
っ
た
布
団
を
少
時
く
熟
と
視
て
い
た
が 

磯
吉

�


�
� 

「
オ
イ
 
ど
う
痛	
む
ん
だ
イ
」
  

相	
変
ら
ず
返
事
が
な
い
の
で
 
磯	
は
黙
っ
て
了
っ
た
。そ
の
中 

湯
が
沸
騰	
て
来
た
か
ら
  

例	
の
通
り
氷
の
よ
う
に
冷
た
飯
へ
白
湯
を
注
け
て
 
沢
庵
を
バ
リ
バ
リ
、
待
ち 

兼
た
風
に
食
い
初
め
た
。
布
団
の
中
で
お
源
が
啜
泣
す
る
声
が
聞
え
た
が
  

磯	
に
は
 
香
物
を
噛
む
音
と
 
飯
を
流
し
込
む
音
と
、
美
味
い
の
で
夢
中
に 

な
っ
て
い
る
の
と
で
 
聞
え
な
か
っ
た
、
そ
し
て
飯
を
食
い
終
っ
た
こ
ろ
に
は
  

啜
泣
の
声
も
止
ん
だ
の
で
あ
る
。
磯	
が
火
鉢
の
縁
を
忽
々
叩
き
初
め
る
や
  

布
団
が
む
く
む
く
動
い
て
い
た
が
、
や
が
て
お
源
が
 
半
分
布
団
に
巻
纏
っ
て
其
処
へ 

坐
っ
た
。
前
が
開	
て
膝
頭
が
少
し
出
て
い
て
も
 
合
そ
う
と
も
仕
な
い
、
見
る
と
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逆
上
せ
て
顔
を
赤
く
し
て
 
眼
は
涙
に
潤
み
、
頻
り
に
啜
泣
を
為
て
い
る
。 

磯
吉

�


�
� 

「
ど
う
し
た
と
云	
う
の
だ
、
え
？
」 

と
磯	
は
問
う
た
が
、
こ
の
男
の
持
前
と
し
て
 
驚
い
て
狼
狽
え
た
様
子
は
少
し
も 

見
え
な
い
。 

お
源 �

� 

「
磯	
さ
ん
 
私
は
最
早
つ
く
づ
く
厭	
に
な
っ
た
」 

と
言	
い
出
し
て
 
お
源
は
涙
声
に
な
り 

お
源�

� 

「
お
前
さ
ん
と
同
棲
	

に
な
っ
て
か
ら
三
年
に
な
る
が
、
そ
の
間	
 
真
実
に 

食
う
や
食
わ
ず
で
 
今
日
は
と
思
っ
た
日
は
一
日
	

だ
っ
て
有
り
や
し
な
い
よ
。 

私
だ
っ
て
 
何
も
楽
を
仕
様
と
は
思
わ
ん
け
れ
ど
、
こ
れ
じ
ゃ
余
り
だ
と
思
う
わ
。 

お
前
さ
ん
 
こ
れ
じ
ゃ
乞
食
も
同
然
じ
ゃ
無
い
か
。お
前
さ
ん
そ
う
は
思
わ
な
い
の
？
」 

磯	
は
黙
っ
て
い
る
。 

お
源 �

� 

「
こ
れ
じ
ゃ
唯
だ
 
食
っ
て
生	
き
て
る
だ
け
じ
ゃ
な
い
か
。
饑
死
す
る
者
は 

世
間
に
滅
多
に
あ
り
や
仕
な
い
か
ら
、
食
っ
て
生	
き
て
る
だ
け
な
ら
誰
だ
っ
て
す
る
よ
。 

そ
れ
じ
ゃ
余
り
情
な
い
と
私
は
思
う
わ
」 

涙
を
袖
で
拭	
て 

お
源�

� 

「
お
前
さ
ん
だ
っ
て
立
派
な
職
人
じ
ゃ
な
い
か
、
そ
れ
に
 
唯
た
二
人
き
り
の 

生
活
だ
よ
。
そ
れ
が
ど
う
だ
ろ
う
、
の
べ
つ
貧
乏
の
仕
通
し
で
 
そ
の
貧
乏
も
唯
の 

貧
乏
じ
ゃ
無
い
よ
。
満
足
な
家	
に
は
一
度
	

だ
っ
て
住
ま
な
い
で
 
何
時
	

で
も
こ
ん
な 

物
置
か―
―

」 

磯
吉

�


�
� 

「
何
を
何
時
	

ま
で
べ
ら
べ
ら
喋
舌
て
る
ん
だ
い
」 
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と
磯	
は
 
矢
張
お
源
の
方
は
向
な
い
で
、
手
荒
く
煙
管
を
撃
い
て
言	
っ
た
。 

お
源 �

� 

「
お
前
さ
ん
 
怒
る
な
ら
何
程
	

で
も
お
怒
り
。
今
夜
と
い
う
今
夜
は
 
私
は 

ど
う
あ
っ
て
も
 
言	
う
だ
け
言	
う
よ
」 

と
 
お
源
は
急
促
込
ん
で
言	
っ
た
。 

磯
吉

�


�
� 

「
貧
乏
が
好
き
な
者
は
な
い
よ
」 

お
源 �

� 

「
そ
ん
な
ら
何
故
お
前
さ
ん
 
月
の
中
十
日
は
必
然
休
む
の
？
 
お
前
さ
ん
は 

お
酒
は
呑
な
い
し
 
外
に
道
楽
は
な
し
 
満
足
に
仕
事
に
出
て
さ
え
お
く
れ
な
ら
  

如
斯
貧
乏
は
仕
な
い
ん
だ
よ
。―

―

」 

磯	
は
 
火
鉢
の
灰	
を
見
つ
め
て
黙
っ
て
い
る
。 

お
源 �

� 

「
だ
か
ら
 
お
前
さ
ん
が
も
少
し
精	
出
し
て
お
く
れ
な
ら
 
こ
の
節
の
よ
う
に
  

計
量
炭
も
ろ
く
に
買
な
い
よ
う
な
 
情
な
い…

…

」 

お
源
は
 
布
団
へ
打
伏
し
て
泣
き
だ
し
た
。 
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十
三
場

�
�
十
二
月�
同
日
夜
。
炭
を
盗
む
磯
吉
。�

�
ナ
レ
ー
タ
ー�

磯
吉
	

は
 
ふ
い
と
起
っ
て
土
間
に
下
り
て
麻
裏
を
突
掛
け
る
や
 
戸
外
へ
飛
び
出
し
た
。 

戸
外
は
月
冴
え
て
風
は
な
い
が
、
骨
身
に
徹
え
る
寒
さ
に
 
磯	
は
大
急	
ぎ
で
新
開	
の 

通
へ
出
て
、
七
八
丁
も
ゆ
く
と
 
金
次
と
い
う
仲
間
が
居	
る
、
其
家
を
訪
ね
て
、 

十
時
過
ま
で
金
次
と
将
棋
を
指
し
て
遊
ん
だ
が
 
帰
掛
に
 
一
寸 

一
円
	

貸
せ
と 

頼
ん
だ
。
明
日
な
ら
出
来
る
が
 
今
夜
は
一
文
	

も
な
い
と
謝
絶
ら
れ
た
。 

帰
路
に
炭
屋
が
あ
る
。
こ
の
店
は
 
酒
も
薪
も
量
炭
も
売
り
、
大
庭
も 

こ
の
店
か
ら
炭
薪
を
取
り
、お
源
も
 
此
店
へ
炭
を
買
い
に
来
る
の
で
あ
る
。新
開
地	
は 

店
を
早
く
終
う
の
で
 
こ
の
店
も
最
早
閉
っ
て
い
た
。
磯	
は
 
少
時
く
此
店
の
前
を 

迂
路
々
々
し
て
い
た
が
 
急
に
 
店
の
軒
下
に
積
で
あ
る
炭
俵
の
一
個
を
ひ
ょ
い 

と
肩
に
乗
て
 
直
ぐ
横
の
田
甫
道
に
外
て
了
っ
た
。 

大
急
	

で
帰
宅
っ
て
 
土
間
に
ど
し
り
と
俵
を
下
し
た
音
に
、
泣
き
寝
入	
に 

寝
入	
っ
て
い
た
お
源
は
 
眼
を
覚
し
た
が
 
声
を
出
な
か
っ
た
。
そ
し
て
 
今	
の
は 

何
の
響
と
も
気
に
留
め
な
か
っ
た
。
磯	
も
そ
の
ま
ま
 
お
源
の
後
か
ら
布
団
の
中
に 

潜
り
込
ん
だ
。 
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十
四
場

�
�
十
二
月�
翌
朝
。
植
木
屋
の
家
に
て
。
朝
食
の
支
度
。�

�
ナ
レ
ー
タ
ー
・
お
源
・
磯
吉�

翌
朝
に
な
っ
て
 
お
源
は
炭
俵
に
気
が
着
き
、
喫
驚
し
て 

お
源�

� 

「
磯	
さ
ん
 
こ
れ
は
ど
う
し
た
の
、
こ
の
炭
俵
は
？
」 

磯
吉

�


�
� 

「
買
っ
て
来
た
の
サ
」 

と
 
磯	
は
布
団
を
被
っ
て
る
ま
ま
答
え
た
。
朝
飯
が
出
来
る
ま
で
は
 
磯	
は
床
を 

出
な
い
の
で
あ
る
。 

お
源�

� 

「
何
店
で
買
っ
た
の
？
」 

磯
吉

�


�
� 

「
何
処
だ
っ
て
可	
い
じ
ゃ
な
い
か
」 

お
源 �

� 

「
聞
い
た
っ
て
可	
い
じ
ゃ
な
い
か
」 

磯
吉

�


�
� 

「
初
公
の
近
所
の
店
だ
よ
」 

お
源 �

� 

「
ま
ア
 
ど
う
し
て
そ
ん
な
遠
く
で
買
っ
た
の
。…

…

オ
ヤ
 
お
前
さ
ん
今
日 

お
米
を
買
う
お
銭
を
 
費
っ
て
了
や
ア
し
ま
い
ね
」 

磯	
は
起
上
っ
て 

磯
吉

�


�
� 

「
お
前
が
 
や
れ
量
炭
も
買
え
ん
だ
の
ッ
て
八
か
間
し
く
言	
う
か
ら
 
昨
夜 

金
公
の
家	
へ
往	
っ
て
借
り
よ
う
と
し
て
 
無	
っ
て
や
が
る
。
そ
れ
か
ら
直
ぐ
初
公
の 

家
へ
往	
っ
た
の
だ
。
炭
を
買
う
か
ら
少
ば
か
り
貸
せ
と
い
っ
た
ら
 
一
俵

	

位
	

な
ら 

俺
家
の
酒
屋
で
取
っ
て
往	
け
と
大
な
こ
と
言	
う
か
ら
 
直
ぐ
其
家
で
 
初
公
の 

名
前
で
持
て
来
た
の
だ
。
そ
れ
だ
け
あ
れ
ば
四
五
日
は
保
る
だ
ろ
う
」 



 劇団ののと読む 国木田独歩「竹の木戸」 

─ 31 ─ 

お
源�

� 
「
ま
ア
 
そ
う
」 

と
言	
っ
て
 
お
源
は
よ
ろ
こ
ん
だ
。
直
ぐ
口
を
明
け
て
見
た
か
っ
た
け
れ
ど
、
先
ア
後
の 

事
と
、
せ
っ
せ
と
朝
飯
の
仕
度
を
し
な
が
ら 

お
源�

� 

「
え
、
四
五
日
ど
こ
ろ
か
 
自
宅
な
ら
十
日
も
あ
る
よ
」 

昨
夜
 
磯
吉
	

が
飛
出
し
た
後
で
 
お
源
は
色
々
	

	

に
思
い
難
ん
だ
末
が
、
亭
主
	

に 

精	
出
せ
と
勧
め
る
以
上
	

、
自
分
も
気
を
腐
ら
し
て
寝
て
い
ち
ゃ
何
も
な
ら
な
い
、 

又
た
 
お
隣
へ
も
顔
を
出
さ
ん
と
却
て
疑
が
わ
れ
る
と
 
こ
う
考
え
た
の
で
あ
る
。 
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十
五
場

�
�
十
二
月�
翌
日
朝
。
井
戸
端
に
て
。�

�
ナ
レ
ー
タ
ー
・
お
源
・
お
清
・
お
徳
・
増
屋�

其
処
で
 
平
常
	

の
通
り
 
弁
当
持
た
せ
て
磯
吉
	

を
出
し
て
や
り
、
自
分
も
飯
を
食
べ
て
  

一
通
片
附	
た
と
こ
ろ
で
 
バ
ケ
ツ
を
持
っ
て
木
戸
を
開
け
た
。 

お
清
と
お
徳
が
 
外
に
出
て
い
た
。
お
清
は
 
お
源
を
見
て 

お
清 �

� 

「
お
源
さ
ん
 
大
変
	

顔
色	
が
悪
い
ね
、
ど
う
か
仕
た
の
」 

お
源 �

� 

「
昨
日
か
ら
 
少
し
風
邪
を
引	
た
も
ん
で
す
か
ら…

…

」 

お
清�

� 

「
用
心
な
さ
い
よ
、
そ
れ
は
不
可
	

い
」 

お
徳
は 

お
徳 

� 

「
お
早
う
」 

と
口
早
に
挨
拶
	

し
た
き
り
 
何
も
言	
わ
な
い
、
そ
し
て
お
源
が
炭
俵
の
並
べ
て 

な
い
の
に
気
が
着
き
 
顔
色	
を
変
え
て
眼
を
ぎ
ょ
ろ
ぎ
ょ
ろ
さ
し
て
い
る
の
を
見
て
、 

に
や
り
笑
っ
た
。お
源
は
又
た
 
早
く
も
こ
れ
を
看
取
り
 
お
徳
の
顔
を
睨
み
つ
け
た
。 

お
徳
は
 
こ
う
睨
み
つ
け
ら
れ
た
と
な
る
と
最
早
喧
嘩
だ
、何
か
甚
い
皮
肉
を
言	
い
た
い 

が
 
お
清
が
傍
に
居	
る
の
で
辛
棒
し
て
い
る
と
 
十
八
九
に
な
る
増
屋
の
御
用
聞
が
  

木
戸
の
方
か
ら
入	
て
来
た
。
増
屋
と
は
 
昨
夜
磯
吉
	

が
炭
を
盗
ん
だ
店
で
あ
る
。 

増
屋

�

	

� 

「
皆
様
 
お
早
う
御
座
い
ま
す
」 

と
 
挨
拶
	

す
る
や
、
昨
日
ま
で
戸
外
に
並
べ
て
あ
っ
た
炭
俵
が
一
個
見
え
な
い
の
で 

増
屋

�

	

� 

「
オ
ヤ
 
炭
は
何
処
へ
片
附
け
た
の
で
す
か
」 
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お
徳
は
 
待
っ
て
た
と
い
う
調
子
で 

お
徳 

� 

「
あ
ア
 
悉
皆
内
へ
入	
ち
ゃ
っ
た
よ
。
外
へ
置
く
と
ど
う
も
物
騒
だ
か
ら
ね
。 

今	
の
高
価
い
炭
を
 
一
片
だ
っ
て
盗
ら
れ
ち
ゃ
 
馬
鹿
々
々
し
い
や
ね
」 

と
お
源
を
見
る
、
お
清
は
お
徳
を
睨
む
、
お
源
は
水
を
汲
ん
で
 
二
歩
三
歩 

歩
る
き
出
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。 

増
屋

�

	

� 

「
全
く
物
騒
で
す
よ
、
私
の
店
で
は
 
昨
夜
 
当
到
 
一
俵

	

 

盗
す
ま
れ
ま
し
た
」 

お
清�

� 

「
ど
う
し
て
」 

と
 
お
清
が
問
う
た
。 

増
屋

�

	

� 

「
戸
外
に
積
ん
だ
ま
ま
、
平
時
	

放
下
っ
て
置
く
か
ら
で
す
」 

お
徳

� 

「
何
炭
を
盗
ら
れ
た
の
」 

と
 
お
徳
は
 
執
着
く
お
源
を
見
な
が
ら
聞
い
た
。 

増
屋

�

	

� 

「
上
等
の
佐
倉
炭
で
す
」 

お
源
は
 
こ
れ
等
の
問
答
を
聞
き
な
が
ら
、
歯
を
喰
い
し
ば
っ
て
、
踉
蹌
い
て
木
戸
の 

外
に
出
た
。 

土
間
に
入	
る
や
 
バ
ケ
ツ
を
投
る
よ
う
に
置
い
て
 
大
急	
ぎ
で
炭
俵
の
口
を
開
け
て 

見
た
。 

お
源�

� 

「
ま
ア
 
佐
倉
炭
だ
よ
！
」 

と
 
思
わ
ず
叫
ん
だ
。�
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十
六
場

�
�
十
二
月�
翌
日
夕
方
。
井
戸
端
に
て
。�

�
ナ
レ
ー
タ
ー
・
お
清�

お
徳
は
 
老
母
か
ら
も
細
君
	

か
ら
も
、
み
っ
し
り
叱
ら
れ
た
。
お
清
は
 
日
の
暮
に 

な
っ
て
も
お
源
の
姿
が
見
え
な
い
の
で
 
心
配	
し
て
 
御
気
慊
取
り
と
風
邪
見
舞	
と
を 

兼
ね
て
 
お
源
を
訪
ね
た
。
内
が
余
り
寂
然
し
て
お
る
の
で 

お
清 �

� 

「
お
源
さ
ん
、
お
源
さ
ん
」 

と
呼
ん
で
み
た
。
返
事
が
な
い
の
で
 
可
恐
々
々
な
が
ら
障
子
戸
を
開
け
る
と
 
お
源
は
  

炭
俵
を
脚
継
に
し
た
ら
し
く
 
土
間
の
真
中
の
梁
へ
細
帯
を
か
け
て
 
死
で
い
た
。 
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十
七
場

�
�
十
二
月�
二
日
後
〜
二
月
。�

�
ナ
レ
ー
タ
ー�

二
日
経
っ
て
 
竹
の
木
戸
が
破
壊
さ
れ
た
。
そ
し
て
 
生
垣
	

が
以
前
の
様
に
復
帰
っ
た
。 

そ
れ
か
ら
二
月
経
過
と
 
磯
吉
	

は
 
お
源
と
同
年
輩
の
女
を
女
房
に
持
っ
て
、 

渋
谷
村
に
住
ん
で
い
た
が
、
矢
張
 
豚
小
屋
同
然
の
住
宅	
で
あ
っ
た
。 

 

<

完
〉



 

 

  

  

附録 
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1場 
京橋区きょうばしく辺あたり：東京駅のすぐ東南に
位置する地区です。東京駅は、当
時から同じ姿で同じ場所にありま
した。現在、京橋区は統合されて
中央区になっていて、東京メトロ
京橋駅があります。明治時代から
東京駅周辺は立派な都市でした。�

会社員かいしゃいん：明治時代、日露戦争に勝
利した日本は景気が良くなり、特
に東京は急速に発展しました。都
市化にともなって会社がたくさん
できたので、日雇い労働者と違っ
て月給で働く「サラリーマン」が
登場します。現代では「しがない

サラリーマン」という言葉もあり
ますが、当時の企業は基本的に大
手だったため、官僚や医者と同様
にエリートでした。家族総出で働
くことが一般的だった時代に、１
人の給料でも家族を養えるほど裕
福です。しかし、せっかくお金を
蓄えても、混み合った都会に住ん
でいては小さな家しか持てませ
ん。そこで、郊外に庭付きのマイ
ホームを所有することが流行しま
した。西洋人のようにシャツとネ
クタイ、帽子、眼鏡、革カバン、
懐中時計、万年筆などを身に付け
て通勤しました。�

郊外こうがい：都市の中心から少し離れ
た、人口の多い地域を指します。
独歩は、たびたび東京郊外を訪
れ、随筆「武蔵野

む さ し の
」に以下のよう

に記しています。 

「武蔵野を除いて日本に このやう
な処がどこにあるか。-中略- 林と
野とが かくもよく入り乱れて 生
活と自然がこのやうに密接してい
る処
ところ
がどこにあるか」 

戦後、東京郊外も随分と発達しま
したが、まだまだ住宅街に混じっ
て緑地や公園などが多く残ってい
ます。都会と違う緑豊かな中に
人々の生活が息づいた環境は、独
歩の目に大変魅力的に映ったよう
です。 

電車でんしゃ：明治時代、西洋から取り入
れた馬車により交通の便が確立さ
れました。しかし、道路の破損や
馬糞
ばふん
が問題になり、馬車に代わっ

て路面電車が発達しました。当初
は蒸気機関車が使われましたが、
東京は木造住宅が密集しており、

機関車が出す火の粉や煙が危険だ
ったため、都市部を中心に電化が
進められました。 

停留所ていりゅうじょ：信号機による管理が行わ
れている駅を停車場

ていしゃば
、管理されな

いものを停留所といいます。バス
や路面電車が止まるのは停留所で
す。この作品の舞台である「郊
外」がどの場所なのか、特定の地
名が明記されていないため、真蔵

しんぞう

が通勤に使ったのが路面電車かど
うか定かではありません。�

半里はんみちぐらい：「里り」は、昔の距離
の単位です。1里＝4km。ここでは
「半里

はんり
」なので、半分の約 2km。徒

歩では 25分ほどかかります。真蔵
しんぞう

は毎朝良い運動をしていたようで
すね。 

細君さいくん：自分の妻を謙遜けんそん
して呼ぶ言

葉です。または同輩以下の他人の
妻を呼ぶ時に使います。 

女中じょちゅう：江戸時代、裕福な武家や農
▲会社員の持ち物 
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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。 

都合つ ご う：「合計で」「合わせて」とい
う意味です。 

奉公ほうこう：大きな家に、多くは住み込
みで働くことです。貧しい家の子
どもが、食いぶちを減らすため
に、幼いうちから奉公に出される
こともありました。�

お家大事いえだ い じ：「お家」はもともと、
江戸時代の大名・武家などの一族
を指した言葉です。一般に、人々
だけでなく財産・名誉など脈々と
受け継がれた物すべてを含みま
す。使用人でありながら「お家大
事」と大庭

お お ば
家のことを思うお徳

とく
の

意気込みが感じられます。 

2場 

井戸い ど ：水道が整備されるまでは、
井戸から水をくみ上げていまし
た。水を家の中まで運ぶのは大変
なので、井戸端で鍋を洗ったり衣
服を洗濯したりしました。何軒か
で共用されることもありました。�

三さん尺じゃくばかり：昔の長さの単位
「尺貫法

しゃっかんほう
」に基づく測り方です。1

尺
しゃく
＝約 30cm。3尺は 90cmほど。

現代の一般的な住宅のトイレのド
アが 60cmほどです。 

3場�
釜かま：米や雑炊を炊く鍋なべです。現代

でも炊飯器の宣伝で「釜で炊いた
ようなごはん」といううたい文句
がありますね。 

虫むしを圧おさえる：欲望をおさえること
です。「腹の虫」など、昔は体の中
にさまざまな問題を引き起こす虫
がいると考えられていました。 

屑屋く ず や：ゴミ・廃品を回収する仕事
で、当時は身分の低い日雇い労働
者だったようです。 

パン屋や ：明治時代に西洋からパン
が流入し、中村屋や木村屋をはじ
めとするパン屋ができ、人々の食
生活に取り込まれていきました。 

銅あかの大きな金盥かねだらい：銅を「あか」
と呼ぶのは金属を色味で呼ぶ言い

方です。銅を「あかがね」、銀を
「しろがね」、金を「こがね」と呼
びます。金盥は、大きな洗面器の
ような形状で、地面に置いて水を
張り、洗濯や皿洗い、体を洗うの
に使用しました。 

ちょろり：わずかな間に、人目を
盗んで手早く何かをする様子を表
す擬態語です。 

ぽっちり： ほんの少し」「わずか
ばかり」という意味です。「ちょっ
ぴり」のような言葉です。 

うっちゃる：作中には何度か違う
漢字で登場しますが、すべて同じ
言葉です。通常「打ち遣

や
る」と書

きます。「投げ捨てる」「放置す
る」という意味です。作中では
「置きっ放しにする」意味で使われ
ています。現代では静岡県の方言
として残っています。 

是非ぜ ひ ：「是ぜ」は正しいこと、「非ひ」
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は間違っていること。「是が非で
も」は、「正しいことが間違ってい
ても」ということになりますの
で、「何がどうあっても」という意
味です。ここでは「必ず」という
意味です。 

一俵いっぴょう八十五銭はちじゅうごせん：「銭せん」は円より小
さなお金の単位です。100銭＝1

円。普段の生活では使用しません
が、為替

かわせ
のニュースなどで見かけ

る機会がありますね。明治時代は
貨幣価値の変動が激しいため、正
確に「85銭は今でいう何円」と換
算することは困難ですが、1銭を
今の 100～200円として、1円＝1

万～2万円程度と考えておくと、
感覚がつかみやすいかもしれませ
ん。 

佐倉さ く ら：炭の名産地、千葉県の佐倉
で作られた炭です。 

炭俵すみだわら：俵たわらは、わらを円柱形に編
んで作った袋です。炭俵は、束の
炭を俵に入れたもので、屋外や土

間などに、焚き付けに使う道具と
一緒に積んで
おきました。
現代ではイン
テリアにする
愛好家もいる
そうです。 

涼炉しちりん：本来、涼炉りょうろ
は茶道の道具で

す。ここでは「しちりん」と読ま
せていますが、七輪は中に炭を入
れて上に網を置
き、もち・肉・
魚などを焼く調
理器具です。涼
炉の大きいもの
は、確かに七輪
に似ています。�

土竈ど が ま：土竃は炭焼き窯がまの一種です
が、ここでは土竃で作った「土竈

� � �

炭
��

」のことです。ポロポロともろ
いため、火が点きやすく、火おこ
しに最適な炭でした。�

堅炭かたずみ：カシ・ナラ・クリなどから

できた堅い炭で、火持ちが良いと
いう特徴があります。 

三銭五銭さんせんごせん：3銭
せん
は今で言う 300～

600円、5銭は 500～1, 000円ぐら
いです。 

計量炭はかり ず み：前出の炭 俵すみだわら
で買う方法

だけではなく、バラで量り売りし
てもらう方法がありました。
大庭家
お お ば け

は俵で注文していますが、
植木屋夫婦は貧しいためにまとめ
買いができず、お源

げん
は籠
かご
を持って

炭を買いに行っています。 

骨ほねだ：「骨が折れる」つまり「苦
労をする」という意味です。 

埒らちも無な い：「とりとめがない」「ま
とまりがない」という意味です。 

4場 

洋服ようふくのまま：明治時代、ほとんど
の人が仕事では洋装、自宅では和
装をしていました。真蔵

しんぞう
が洋服の

まま庭に出て来たというのは、会

社から帰ってすぐ、和装に着替え
て一息つく間も惜しんで木戸を見
に来たことを表しています。�

突つ っ掛か ける：草履ぞうり
や下駄

げ た
などを、

足の指先に素早く引っかけるよう
に履くことです。今でもかかとの
ないサンダルを「突っ掛けサンダ
ル」などと言いますね。 

勝手元かって も と：台所のことを「勝手」
「お勝手」と呼びました。女性が勝
手に使用できる場所ということで
そう呼ばれはじめたという説があ
ります。勝手元は、台所の方、台
所の辺りのことです。 

5場 

御隠居様ごいんきょさま：家の主が、生前に、家
督（一家のリーダー）を相続人に
譲ることを「隠居する」といいま
す。この場合は、息子の真蔵

しんぞう
に戸

主の立場と権利を譲った老母を指
しています。�

案梅あんばい：物事の調子や加減のことで
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す。梅酢を作る時の塩加減
「塩梅

えんばい
」と、上手く処置・配置する

「按排
あんばい
」が転じた「案配

あんばい
」の漢字が

混ざった表現です。

出戻で も どり：一度嫁いだ女性が、夫と
の離縁や死別により実家に帰るこ
とです。家を出て戻るので「出戻
り」と言います。また、その女性
本人のことを指すこともありま
す。当時離婚は一般的ではなかっ
たため、出戻りはあまり良くない
印象を持たれていました。�

房州ぼうしゅう：明治になって都道府県が置
かれる前、千葉県の南端は
「安房国

あわのくに
」と呼ばれていました。そ

のため安房国の「房」の字を取っ
て「房州」と呼びます。同じよう
に、山梨近辺は「甲斐国

かいのくに
」なので

「甲州
こうしゅう

」などと呼ばれます。日本
国内であっても「お国はどこ？」
「お国柄だね」などと言うのは、そ
の名残です。現在の千葉県の中程
に「上総国

かずさのくに
」、北部に「下総国

しもうさのくに
」

があったためそれらを合わせ、
房総半島
ぼうそうはんとう

と呼ばれます。 

つと：「急に」「突然に」「ふい
に」という意味です。「ふと」に似
た言葉です。 

容色きりょう：「顔かたち」「見た目」とい
う意味です。通常「器量」と書き
ます。江戸時代には美しい人を
「きりょうよし」と呼びました。 

洋燈ラ ン プ：照明器具。明治に入り、一
般家庭にも石油ランプが普及しま
した。 

火鉢ひ ば ち：中に灰を入れ、炭火で暖を
取る暖房器具です。お湯を沸かす
など、簡単な調理もできます。陶

や木、金属などで作られていま
す。 

薬罐や か ん：現代と同様、湯沸かしに使
用しました。当時は今で言う鉄瓶

てつびん

に近いような素材や形状でした。 

6場 

腹掛は ら がけ：植木屋さんや大工さんが
着た下着です。エプロンのような
形で、背中側
でひもを結び
ました。昔話
に登場する金
太郎が着てい
る赤い衣服、
まさにあれが
腹掛けです。 

財布さ い ふ：皮や布で作られ、江戸時代
のものでも現代の財布にかなり近
い形をしているものもあります。
布で作った巾着袋を首からひもで
提げる形状のものもあります。
磯吉
いそきち
が使用していたのは、そのよ

うな簡易なものかもしれません。 

二円に え ん・五円ご え ん：当時の職人の所得を
参考にすると、恐らく磯吉

いそきち
のひと

月分の給料が 5～10円ほどだった
と考えられます。 

炭籠すみとり：「すみかご」と読むことも
あります。当面使う分の炭を数
本、室内に置いておくための入れ
物です。 

煙管き せ る：江戸時代に一般的に使われ
るようになった、喫煙道具です。

欧米で使われたパイプと似た形を
しています。両端が金属でできて

◀煙管�

▲火鉢と薬罐�

▲腹掛け 

▲炭籠 
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いて、間の軸（管）は主に竹や木
でできています。 

膳ぜん：1人分の食器と食物を載せる
小さな台です。�

手盛て も り：自分でごはんをお茶碗に
盛ることです。妻であるお源

げん
がよ

そうことを前提としているようで
すね。慣用句として、「自分の好き
なように物事を進めること」「自分
勝手に自己の利益を図ること」と
いう意味もあります。 

全体ぜんたい：「大体」と同じ。 

啖呵た ん か：歯切れ良く鋭い言葉。現代
でも、鋭い言葉で喧嘩腰

けんかごし
に話すこ

とを「啖呵を切る」と言います

ね。 

頗すこぶる：「非常に」「大いに」「大
変」「たいそう」などと同じ意味で
す。 

サアとなれば：「いざとなれば」
「いよいよの時は」という意味で
す。 

女連おんなれん：「女性陣」という意味で
す。 

憚はばかる：「差し控える」「遠慮す
る」「ためらう」という意味です。 

女房連かかあ れ ん：奥様方の集まり。婦人会
やママ友の集まりのような感じで
しょうか。 

7場 

煎餅布団せんべいぶとん：綿が少なくて、ぺちゃ
んこにつぶれた薄い布団のことで
す。植木屋夫婦は、フカフカした
高級な寝具を買ったり、綿を打ち
直したりするお金がないのです

ね。 

8場 

突然だしぬけに：通常「出し抜け」と書き
ます。字のとおり、「突然に」「い
きなり」という意味です。�

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。�

小春日和こ は る び よ り：晩
秋から冬の、
寒い日が続い
た後に突然訪れる、温かく穏やか
な日のことを指します。「春」とつ
きますが、春には「小春日和」と
は言いません。 

下町したまち：地域や切り口によって、意
味合いが変わりますが、通常は標
高が低い場所にある歓楽街や商工
業地域などを指します。ここでは
東京における下町で、浅草

あさくさ
・

新橋
����

・日本橋
にほんばし

・京橋
きょうばし

・本所
ほんじょ
・

深川
ふかがわ
・下谷

した や
・神田

かんだ
などが挙げられ

ます。下町には職人・商人・漁
師・芸人などが集まりました。一
方、高台は「山の手」と呼ばれ、
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
の家が集中しました。 

銘仙めいせん：平織りの絹織物きぬおりもの
の生地で、

大正・昭和に女性の着物の生地と
して流行しました。 

褞袍ど て ら：半纏はんてん
と同じ綿入れですが、

丈が膝下
ひざした
まであります。�

兵児帯へ こ お び：よく使われる角帯かくおび
と違

い、柔らかいシワシワの布ででき

◀膳�

外套▶ 

褞袍▶�
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ていて、簡易に結ぶことができま
す。現代では子どもの浴衣

ゆかた
によく

使われますね。 

縁辺えんがわ：通常「縁側」と書きます。
当時の日本家屋における、部屋の
周りをぐるりと囲んだ、半屋外の
板敷きの通路です。縁側からは庭
が臨めます。 

勉強べんきょう：ここでは「学問をする」の
ではなく「物事に精を出す」とい
う意味です。 

被布ひ ふ ：もともとは、茶人や俳人な
ど男性が好んで着物の上に着た防
寒やほこり除けの着物です。後に
女性や子どもの外出時にも使用さ

れるようになりました。現代で
は、七五三で女の子が着ているの
をよく見かけます。 

凍結か じ ける：通常「悴かじける」と書きま
す。ここでは、寒さで手がかじか
むことを指しています。 

御倹約ごけん や く：無駄を省いて費用を切り
詰めることです。「節約」とよく似
た意味です。�

座敷ざ し き：畳敷きの部屋のこと。「勝
手の座敷」とあるので、台所に面
している畳敷きの部分を指してい
ると思われます。�

女中じょちゅう部屋べ や ：女中が住み込みで寝
起きする部屋です。家によって違
うので一概には言えませんが、3

畳ほどの和室が一般的でした。日
当たりが悪い、畳の縁がない、雨
戸がないなど、他の部屋より設

しつら
え

がやや劣ることが多いようです。 

高窓たかまど：壁の高い位置にある、煙出
しや明かり採りのための窓です。
ただ、真蔵

しんぞう
が壁際に立って外を見

下ろせるほどの高さなので、それ
ほど高くない位置に付いている窓
であるか、または天井が低い部屋
だと思われます。 

二に 尺しゃく：2尺
しゃく
＝60cmほど。�

何心なにごころなく：「なんとなく」という
意味です。�

我知わ れ しらず：「自分でも知らないう
ちに」「無意識に」という意味で
す。 

切炭きりずみ：使用しやすい大きさにカッ
トされた炭のことです。�

手玉て だ まに取る：「手遊びする」こ
と。「お手玉」と同じです。現代で
は、人の心や行動をコントロール
したりもてあそんだりするよう
な、悪い意味で使われることが多
いですね。�

得為え すまい：漢文の書き下し文。
「得為

え す
まい」が正しいのではないか

と考えられます。「できないだろ
う」「するまい」「まさかしないだ
ろう」という意味です。 

策さくの得え たるものではない：「良
い考えではない」「良いポリシーで
はない」という意味です。 

9場 
茶ちゃの間：明治後期、家の中心部に
ある部屋が「お茶の間」として、
家族が集まる生活の中心の部屋と
なりました。�

新橋しんばし：東京の代表的な下町です。
東京駅より南に 2.3km、徒歩 30分
ほど。当時の新橋駅は、現在の
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汐留
しおどめ
駅の位置にありました。 

勧工場かんこ う ば：勧行場とも。大きな建物
の中に店舗ごとの小さなブースが
並んでいて、西洋や中東のバザー
ルのような雰囲気があります。当
初、西洋技術の紹介や国内産業の
発展を目的として設置された「内
国勧業博覧会」の残り物を販売す
る施設でした。当時のお店は主に
交渉による販売だったので、店頭
に直接陳列された商品を選べるの
が珍しく、人気を博しました。こ
の作品の時代は最盛期で、東京に
20以上存在しましたが、やがて粗
悪品が増え、百貨店の登場によっ
て衰退しました。 

寒さむがり坊ぼう：「寒がり屋さん」とい
う意味です。 

大徳だいとく：江戸時代後期に創業した
「大徳」という名前の衣類屋さんが
ありますが、それを指しているか
どうか、定かではありません。 

舶来はくらい：外国から船で輸入したもの
のことです。当時は空輸がないの
で、当然、すべて船で運ばれて来
ます。輸入品を「舶来品」と言い
ました。�

留度と め どがない：「止め処がない」「留
まることを知らない」という意味
です。�

勝手口かって ぐ ち：台所の出入口、または台
所から外に通じる出入口のことで
す。 

破火鉢やぶれひばち
�おそらく、植木屋夫婦は

貧しく、火鉢にヒビや割れ目があ
ったのだと思われます。�

埋い かる�「うずめてある」という
意味です。炭が長持ちするよう
に、火鉢

ひばち
の中の灰

はい
に埋

う
めておくこ

とです。�

偖さては愈々いよいよ：「それではとうとう」
というような意味です。真蔵

しんぞう
は、

タイミングを計
はか
っているようで

す。�

ごうごうと：「嗷嗷ごうごう
と」と書きま

す。口やかましく、騒々しく話す
様子です。 

忍しのびなかった：「我慢がまん
できない」

「耐
た
えられない」という意味です。

「そうまでするに忍
しの
びなかった」と

いうのは「そこまではできなかっ
た」という意味です。�

仕様事しょう こ となしに： 仕方
しかた
なしに」

「しょうがなく」という意味です。�

中なかの部屋へ や ：家の、中ほどに位置す
る部屋のことです。 

猶な お：「引き続き」「相変わらず」
という意味もありますが、ここで
は「さらに」「もっと」「いっそ
う」という意味で使用されていま
す。�

諄 々じゅんじゅんと：しつこく繰り返す、
「ぐずぐずと」「くどくどと」とい
う意味です。�

譏謔あてこすり：通常 て擦り」と書き

ます。「当て付け」と同じ意味で、
遠回しな嫌味を言うことです。
「譏」は「そしる」、「謔」は「たわ
むれる」という意味の漢字です。 

物言も の いを附つ けられる：「クレームを
付けられる」「文句を言われる」と
いう意味です。「反対

あべこべ
に」とあるの

で、お清
きよ
は「逆ギレされたら大変

よ」と心配しています。�

変妙来へんみょうらい：この言葉の使用例が他で
見当たらないため正確なことは分
かりませんが、お清は「奇妙な」
「おかしな」という意味で使ってい
ることは間違いありません。江戸
時代に、奇妙な様子を表す
「変評来

	

」という形容詞があり、
それが訛ったものであると考えら
れます。 

向むこう不見み ず ：通常「向こう見ず」と
書きます。先のことを考えずに行
動することです。 
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11場�
袂たもと：和服の袖そでの、袋のように垂れ
た部分です。いわゆる「袖の下」
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

わいろ
のこと

を「袖の下」と言いますね。�

前掛ま え かけ：和装の上から着けるエプ
ロンです。「前垂

まえだ
れ」とも呼びま

す。昭和時代以降は帯の上から着
けていますが、江戸時代や明治時
代の写真を見ると、お端折

はしょ
りの下

で腰紐
こしひも
のように結んでいたようで

す。�

しゃっちっ張�る： 鯱 張
しゃちほこば

る」
「しゃちこばる」「しゃっちょこば
る」の別の言い方です。名古屋城
の天守閣に付いているので有名な
「しゃちほこ」は、頭は虎

とら
、体は魚

で、尾ひれが天に向かって大きく
反り上がっています。この姿か
ら、緊張して固くなる様子を指し
ます。ここでは、お源が掛けてい
る布団の綿が薄くて固いため、板
のように平らなってしまい、体に
貼り付かない様子を形容していま
す。�

一倍いちばい：「他と比べ、いっそう」と
いう意味です。本来「倍」という
漢字そのものが「×2」を表してい
るので、西洋の数学の概念が持ち
込まれるまで、「1倍」は現代にお
ける「2倍」を意味していまし
た。 

高たか：「分量」という意味です。�

一念いちねん：「深くそのことを思うと」
という意味です。 

促急込せ き こ んで：「いらだって」「心が
せいて」「ひどく急いで」という意
味です。 

独問答ひとりもんどう：「問答」は「問うことと
答えること」で、もともとは仏教
の修行を指す言葉です。ここで
は、お源

げん
が 1人で「ああでもない

こうでもない」と思案しているこ
とを指します。 

12場 
燈ひ ：この「燈」という字は、暖房
や調理の火ではなく、灯りを指し
ます。ここでは、ランプのことで
す。�

香物こうのもの：日本には、茶道・華道など
と同じように、香木をたいて香り
をかぎ分ける香道という貴族の遊
びがありました。その際、鼻を通
したり、口の臭気を取り除いたり
するリセットのために、大根の漬
け物を食べました。「お新香

しんこ
」の

「香」もここから来ています。磯吉
いそきち

はたくあんを食べていますが、た
くあんも大根の漬け物で、
沢庵宗彭
たくあんそうほう

が考案したとされていま
す。�

前まえが開あ いて膝頭ひざがしらが少すこし出で てい
ても合あ わそうとも仕し ない：和装
では、脚が見えるのははしたない
ことですから、お源

げん
が裾

すそ
を直す気

力や余裕がない状態だということ
を表しています。�

乞食こ じ き：食物や金銭を恵んでもら
い、生活する人のことです。差別
的に使われたため、現代では使用
されません。 

饑死かつじに：正しくは「かつえじに」と
読みます。「飢え死に」「餓死」と
いう意味です。�

のべつ：「絶え間なく」「ひっきり
なしに」という意味です。 

煙管き せ るを撃はたいて：磯吉いそきち
は火鉢の縁

で煙管をコツコツとたたいていま
す。煙草の先の灰を指でたたいて
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灰皿に落としますが、煙管も、草
を詰めた火皿に燃えかすの灰がた
まるので、専用の煙草盆や火鉢に
落としていました。 

道楽どうらく：仕事とは別に持っている趣
味のことです。美術品の収集など
高尚な趣味を指すこともあります
が、ここでは、色事（風俗）や博
打（ギャンブル）を指していると
思われます。 

精出せ い だしておくれなら：お源げんは
「せっせと働いてくれたら」という
意味で言っています。 

13場�
土間ど ま ：日本家屋において、床がな
く土がむき出しになっている箇所

のことです。台所や玄関などに土
間がありました。 

麻裏� � � �：草履ぞうり
の裏側に、麻紐

あさひも
が固く

編まれているものです。�

新開しんかい／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。 

七八丁しちはっちょう：1丁
ちょう
＝110mなので、約

800mです。徒歩 10分ほどです。
明治時代の人はよく歩き、足が速
いので、磯吉

いそきち
の足ではもっと早い

かもしれませんね。 

一円いちえん：1万～2万円ほど。 

14場 
初公はつこう・金公きんこう：ニックネームとし
て、親しみを込め、名前の 1文字
目に「公」を付けています。

「金次
きんじ
」は「金公」、恐らく「初

公」も「初太郎」や「初之助」な
どという名前なのでしょう。「忠犬
ハチ公」が有名ですね。警察を
「ポリ公」、教師を「先公」など、
見下して言うことの方が増え、現
代ではあまり良い意味にとられま
せん。�

お銭あし：お金のことです。まるで足
が生えているかのように早く流通
するため、そう呼ばれました。も
ともと、宮中に仕える女性たちが
使う女房言葉が広まったもので
す。 

15場 
弁当べんとう：今も愛好者がいる曲げ輪っ
ぱや竹籠の弁当箱は、江戸時代か
らあったものです。 

御用聞ご よ う きき：お店の注文を受ける人
のことです。昭和のころまで、酒
屋や炭屋の御用聞きが定期的に勝
手口を訪れ、注文を取りに来まし
た。「そろそろ足りなくなるころだ
ろう」というタイミングで次の注
文を取ることで、上手に、継続的
に売っていたのです。有名なの
は、テレビアニメ「サザエさん」
に登場する三河屋

み か わ や
のサブちゃんで

すね。昭和のころまでは、豆腐・
納豆・あさり・しじみ・パン・
竿竹
さおだけ
など、朝から頻繁に行商が通

りました。 

執念しゅうねく： 執念深く」「しつこく」
という意味です。 

16場 
脚あし継つ ぎ：高い所に届かない時に踏
み台にするものです。�

梁はり：垂直の柱の上に水平に渡し、
屋根を支える材です。�

細帯ほそおび：現代において、浴衣ゆかた
によく

◀麻裏�
▲弁当箱 
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使われる半幅帯
はんはばおび

より、更に数セン
チ幅が狭い帯のことです。 

17場�
渋谷村しぶや む ら：現在の東京都渋谷区。独 

歩は、1896年（明治 29年）から
渋谷村に住んでいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《例２》明治時代、書斎のある家 
千駄木にあった、森鴎外、夏目漱石が住んだことで有名な家です。 
家の中に風呂と脱衣所があり、様式のドアが見受けられます。 
主人の書斎、家族が集まる茶の間などができました。 

参考資料 
明治期の間取り 

《例1》江戸時代、農家 
江戸時代後期、東京都三鷹市に建てられた典型的な農家、吉野家です。 
台所が大きく、囲炉裏があります。 



 

 

附録 

解説 
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主人公の真蔵は、人柄の良いサラリーマンです。
明治時代には大企業しか存在しなかったので、会社員といえば、エリー
ト。医者や官僚に並ぶ裕福な職業でした。「しがないサラリーマン」なん
ていなかったのです。
真蔵は1軒家を持ち、妻、娘、母、血の繋がらない妻の妹を養って、さら
に住み込みの女中を雇っています。お店や農家では女性や子どもも一緒に
働きますが、大庭家は真蔵の稼ぎだけで余裕があるようです。

東京の都市部は、江戸時代の頃から小さな家が密集していました。明治時
代のお金持ちの間では、都会から少し離れ、野や林など自然の残る広々し
た土地に、庭付きのマイホームを持つことが流行しました。真蔵も郊外で
のんびり生活し、都市部に通勤しています。
大勢の人が住むようになれば当然、周囲にお店ができます。庭の手入れを
する植木屋、家を建てる大工も。郊外では、昔からいる農家の人たち、移
住してきたお金持ち、商人や職人などが混ざって暮らすようになります。

明治時代、水道と蛇口はまだまだ普及していません。生活用水は井戸水が
メインです。
新しい井戸を掘るには、結構な労力と費用が掛かります。井戸を持ってい
ない植木屋夫婦は、大庭家の庭にある井戸を借りることになりました。

自分たちの財産や高い生活水準をしっかり守るために、わざわざ郊外に土
地を持って住んでいるわけですから、庭を囲っている生け垣に、よその人
が簡単に庭に出入りできる穴を開けるというのは、抵抗があったのでしょ
う。「お家大事」とはこのことです。

明治時代、職業による貧富の差は、現代よりも明確なものでした。裕福な
サラリーマンの一家と、その日暮らしの職人夫婦……普段、滅多に交わる
ことのない世界同士が、「竹の木戸」という通用口で結ばれることになっ
たのです。

「」の中ではない文は、丁寧に、ゆっくりと、聞いてい
る人を思い浮かべながら、その相手に情報を伝えるよ
うに読みましょう。

1場・2場　主な登場人物が紹介されます 

　明治時代のサラリーマンはお金持ちだった！ 

　東京郊外ってどんなところ？ 

　第1のライフライン：井戸水 
 

　大庭家の女性陣は何故反対したの？ 

　竹の木戸は異世界をつなぐドアだった！ 

　朗読を楽しむポイント！ 

 地 の 文 
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植木屋夫婦が大庭家の隣に引っ越して来たのは、9月でした。2ヶ月が経
ち、大庭家の女中＝お徳と、植木屋の妻＝お源は、随分と親しく話してい
ます。さすが同世代の女性同士、仲良くなるのも早いですね。まさに “井
戸端会議” を楽しんでいるようです。
そして11月といえば、だんだん日が短くなって、寒さが深まって来る時期
です。

この日はちょうど、大庭家との庭の境目に、竹の木戸ができた日です。

お徳とお源が何気なくしている世間話ですが、実はこの物語の大筋に関わ
る布石となっています。
話題は、「最近、炭の価格が高騰したこと」と「最近、ご近所で泥棒が出
ること」です。

炭は、明治時代、最も価格が安定しなかったものの1つでした。
火鉢などの暖房器具、土窯などの調理器具に使用します。現代に置き換え
ると、ガソリン、灯油、ガス、電気などに代わるエネルギー源です。

　第2のライフライン：炭 
 

3場　ライバル同士のお徳とお源の会話です 

　「11月」という上手な設定 

　サラッと出てくる布石に注目！ 
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ライフラインである井戸水や炭を、苦労せず手に入れられる大庭家。そこ
に仕えるお徳は、ギリギリの生活をしているお源に、繰り返し嫌味を言い
ます。磯吉が作った木戸の出来にも不満があるようです。
お源は、実は負けず嫌いな性格のようで、悔しい気持ち、言い返したい気
持ちがありますが、できません。お徳は、女中にもかかわらず、大庭家の
中で結構な発言力を持っているので、お徳を敵に回すと、井戸を使わせて
もらえなくなるかもしれないからです。
一見、同い年で仲良しの友人同士に見える2人ですが、立場が微妙に違う
ようです。

「大変な木戸でしょう？」と問うお徳。「大変酷い」のか「大変素晴らし
い」のかどちらか言わないところがミソです。真蔵は「これは植木屋さん
が作ったのか？」とうまくかわしています。

最初は木戸の近くにいて、井戸にいるお源に聞こえるよ
うに大きな声で嫌味を言っています。
仲良しだけど、意地悪が混ざっています。お源にどんな
気分になってもらいたくて喋っているのか想像すると、
語尾の調子などが変わって来るでしょう。
小さい女の子同士のケンカを思い浮かべると、演じや
すいのではないでしょうか。

井戸で、釜の底を洗いながら会話しています。しゃがん
で何かをこすっていると、どんな発声になるでしょう？
洗う手を止め、振り返って話す時は、どんな風に間を取
るでしょう？
お徳の嫌味に耐えて、冷静を保とうとしています。ずっ
とギスギスするのではなく、最後に仲良く話すことも
忘れずに。

「木戸を作ること」「開け閉めを厳重にすること」を条件に、植木屋夫婦
は、大庭家の井戸を使用することが許されました。
植木屋夫婦は大工を依頼するお金がないため、夫の磯吉が作りました。2
場では、材料にそこらへんのヤブから切り出してきた青竹と、杉の葉を
使っていることが書かれ、「不細工の木戸」と形容されています。3場で
お徳は「掛け金はどこにあるの？」と言っています。どうやら、あまり出
来は良くないようですね。防犯の意味はあるのでしょうか。井戸を貸して
もらっているのに、なんだか誠意が感じられないような気がします。

真蔵から批判を引き出そうと、様子をうかがうように
読んでみましょう。

お徳の意図に惑わされることなく、マイペースに、おお
らかに。
笑い声を自然に表現できるといいですね。

　朗読を楽しむポイント！ 

　お　徳 

　お　源 

4場　真蔵とお徳が竹の木戸を品評します 

　残念！ お徳 期待はずれ 

　朗読を楽しむポイント！ 

　お徳のしつこいマウンティング 

　お　徳 

　真　蔵 

　どんな木戸？ 
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お源は、磯吉が仕事から帰って来るまで、独り、台所で仕事をしながら、
あれこれ思案することが多いようです。1人で考え事をすると、短時間
に、ネガティブになったりポジティブになったり、思考が行き来します。
お源もコロコロと考え方が変わります。

お源は1人で喋っていて、会話の相手がいません。単調
にならないよう、気分の変わり目で声のトーンやスピー
ドなど、雰囲気を変えてみましょう。

お源は、自分と同じような身分のはずのお徳が、立派な家で働き、一目置
かれていることに、複雑な気持ちを抱いています。「調子に乗っている」
という腹立たしさ、妬ましさと、尊敬や感心が入り交じっています。お互
い、何かにつけて気になる存在のようです。

お徳と真蔵が庭で交わした会話は、家の中にいるお源に丸聞こえでした。
明治維新直後、日本中を旅したイザベラ・バードは、この筒抜けの音に悩
まされ続けます。深夜まで鳴り響く三味線や宴会の音は、石造りの家に住
む欧米人には慣れないものでした。そして、音のプライバシーは無いの
に、玄関や廊下などあちらこちらに障子や衝立（ついたて）などの目隠し
を置いていることを、大変不思議に感じたようです。襖越し、障子越しの
会話も、姿の見えない相手と話すことは、居心地が悪かったようです。

秋の夕暮れという時間帯は、物悲しさ、貧しさ、孤独感、寒さ、儚さなど
を強調するのに、大変効果的です。お源は夕方1人でいることが多いで
す。薄暗いランプや沈み掛けの夕陽が作る長い陰は、照明効果です。炭が
もうひときれも残っていないことで、夕方から夜の寒さを予期させます。
舌打ちし、髪の毛が乱れ、血の気のない顔をしているお源には、思わず同
情したくなりますね。

お源は、大庭家の人たちに対して、概ね好感を抱いているようです。

5場　お源の1人タイムです 

　和室の音は丸聞こえ 

　「夕方」はお源の時間 

　大庭家に対する評価は良好 

真蔵：理解がある。心持ちが優
しい。あんな人は滅多にいない。 

老母：小まめでちょこまかする
が、人柄はごくいい。 

細君：よい方 

お清：出戻りだからどこかひねく
れているが、気立ては優しい。 

　お徳に対する評価は別枠です！ 

房州（千葉県）出身の田舎
者。 
図々しい。 
可愛がられていい気になっ
ている。 
 

感心。 
見た目は悪くない。 
年頃で嫁にいけるのに一生
懸命奉公している。 
恐ろしい正直者だから、任
せておけば間違いない。 

 
 

　お源の1人思案 

　朗読を楽しむポイント！ 

　お　徳 
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この夫婦は毎日このように暮らしているのではないかと思わせる場面で
す。
お源は家事をしているので「炭やお米が足りなくなったらどうしよう」と
いう実感があり、焦っています。
磯吉は本能に任せ、働く、食べる、煙草を吸う、寝る、という生活を淡々
と送っているようです。

恋する相手を、ついつい理想化したり過大評価したりしてしまうのはよく
あることです。しかし、お源が描いている磯吉像は現実の磯吉や周囲の人
たちが見ている磯吉像とは、どこか掛け離れているように感じられます。

お源は、自ら磯吉との生活を選んでいるため、周囲から「バカだ」と言わ
れ、孤立しています。磯吉が仕事に行っている間は、ずっと独りで家にい
ます。磯吉と結婚してから数年間、非常に狭い世界の中で、客観的な価値
観に触れずに生きていると考えられます。

磯吉はもりもり食べますね。茶碗に置き換えると1日大盛10杯程度。明治
時代には、梅干しや漬け物の他には、現代のような豊富なおかずがなく、
お米がメインでした。大正・昭和に入ると台所の設備が進化してメニュー
の種類が増えるので、お米を食べる量が少しずつ減って行きます。
では、どうしてそんなに食べても太らないのか。それは、今のように交通
手段が発達していないので、1日にたくさん歩いていたからだそうです。

6場・7場　植木屋夫婦の日常の様子が見えます 

　チャキチャキお源 vs ノッソリ磯吉 

給料を前借りしてくるように
催促する。 

「竹の木戸を作っていたせい
で遅刻した。遅刻したから親
方に叱られた。叱られたから
あまり貸してもらえなかっ
た」と説明する。 
 

炭を買いに行く。火を起こす。 食事をする。煙草を吸う。 
今日あったことを喋って聞か
せる。 相槌や返事をしない。 

布団を敷く。 あくびをする。 

お　源 磯　吉 

 
 

　恋は盲目？ 

大体、無口。喋り方が下手。 

よく食べる。 

仕事を頻繁に休む（サボる）。 

何を考えているか分からない。
薄気味が悪い。 

世間が見る 磯吉像 

時々、勢い付いてワーッと喋
るのが、嬉しい。 

よく食べる姿に見とれてしま
う（男らしい？ たくましい？ 
微笑ましい？） 

「いざという時は人の3倍ぐ
らい働ける人」「大胆なこと
ができる人」だと思う。それ
がいつなのかはよく分からな
いけど。 

大庭家の人たちが磯吉を怖
がったり敬語を使ったりする
のが、誇らしい。 

 
 

お源の視点からは…？ 

　明治時代の成人男性は1日にお米を5合も食べる！ 
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口数が少なくボソボソ喋る部分と、勢いが付いていっ
きに喋る部分がありますから、少し雰囲気を変えてみま
しょう。
長いセリフの部分は、江戸っ子のようなテンポの良さ
を保ちつつ、早口にならないよう気を付けて、しっか
り相手に出来事を伝えるように読んでみて下さい。
朗らかで物腰の柔らかい真蔵とは違うタイプの、ぶっ
きらぼうな職人気質の男性を演じると、キャラクター
に対比が出て面白くなります。

お源は、お徳と話す時と、磯吉と話す時で、どのように
口調が変わるでしょうか。夕方に独りだった時とは、ど
のようにテンションが変わるでしょうか。
お源は、最初はお金のことで文句を言っていますが、磯
吉が食事をしているのを見て、すっかり気持ちがほぐれ
てしまいます。途中から雰囲気を変えてみましょう。

夕方はお源の時間ですが、夜は、磯吉が帰って来て、植木屋夫婦が描かれ
ます。やはり夜の方が冷え込みが強く描かれ、炭の必要性を強く感じるこ
とができます。

なんだかお源が心配になりますね。毎日貧しくて食べるのもギリギリの生
活、日中は家で黙々と家事をし、夫が帰って来ても心温まる会話があるわ
けではありません。「そんな人生でいいんですか？」と問いたくなりま
す。
たとえば、貧しさを軽減するために、お源は自分が働きに出ることはでき
ないのでしょうか？ いわゆる共働きです。「この時代、女性の身分は低
かったから、就職先を探すのは無理だったのではないか」と考える人もい
るかもしれません。実は、明治時代、女性は立派な労働の担い手でした。
お徳が女中として自立しているように。もちろん、真蔵のように都会の会
社で働くことは難しいかもしれませんが、手仕事などの働き口はたくさん
あったことでしょう。
それでもお源は磯吉に惚れ込んでいて、「磯吉がいつか本気を出すだろ
う。あの人は腕のいい職人なんだ。きっと何とかしてくれるはずだ」とい
う強い期待を持っています。磯吉にすっかり依存しているのです。
依存は、経済的な面だけではなく、精神的な面においても見られます。磯
吉は、無口で不気味なため周囲から敬遠されますが、お源はそれを「威厳
がある」と捉えているようです。磯吉は稼ぎも悪いため、その磯吉を選ん
だお源は、他の植木屋仲間の妻たちから「バカだ」と思われていますが、
本人は、“磯吉の女” であることを自分のステータスだと感じているのでは
ないでしょうか。 今も昔も、どことなく影を背負っている人、ミステリア
スな雰囲気を持つ人、いわゆる “ドS” と呼ばれる高圧的な人などがモテて
しまうようです。
ところで、布団を掛けている磯吉の背中が半分外にはみ出していることに
ついて、皆さんはどう思いますか？ 「お源に掛けてあげているんだ、無言
の優しさ！」と思ったあなたは、お源候補かもしれません……気を付け
て！ 本当に優しかったらちゃんとした布団を買ってくれるはずです。

　朗読を楽しむポイント！ 

　磯　吉 

　お　源 

　お源はダメンズ好き 明治代表かも…!? 　「夜」は植木屋夫婦の時間 
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家に残ったのは、真蔵とお清。
真蔵は、縁側に立ち、障子越しに、部屋の中のお清と会話します。「なん
です？」「かしこまいりました」というのは、わざと気取った口調で返事
をしているのでしょう。姿が見えない中、声や口調でふざけているので
す。日本には昔から、身分の高い主人や客人に、障子や襖の外から声を掛
ける習慣がありますから、そんなことを意識したのかもしれません。お上
品なおふざけですね。
血の繋がらない兄妹の真蔵とお清ですが、こんな風に仲良く会話ができる
なんて、なんとも平和な大庭家です。

12月に入り、少しずつ忍び寄って来ていた寒さが急に本格化します。郊外
では、都市部よりも寒さが厳しいようです。これは今でも同じですね。ま
すます、炭の必要性が現実問題となって来ました。

大庭家では、老母・細君（真蔵の妻）・お徳・礼ちゃんが、下町にお出掛
けです。大はしゃぎでおめかしして、とても楽しそうですね。
大慌ての支度からいっきに静まり返ることで、穏やかな時間の訪れ、これ
から起きることへの緩やかなフォーカスが効いています。

この日は、冬が到来した中でも特別暖かい、「小春日和」です。天気が良
く、うららかな雰囲気ですね。陽の当たる暖かい書斎や縁側、穏やかに充
実した休日を過ごす大庭家の人々の様子が描かれています。
お気付きになりましたでしょうか？ これらは全て、植木屋夫婦が登場する
場面との対比になっているのです。作品を通し、大庭家の人々が登場する
のは、朝から日没前後まで。夕方から夜に描かれる植木屋夫婦と描き分け
られています。まるで別世界のようです。

お清は火鉢を使わずに裁縫をしています。本格的な冬の到来に向け、女性
陣は日々の炭の使用を節制することに決めたのです。家事にピンと来てい
ない真蔵は「風邪を引くぐらいなら節約する必要はない」と考えます。
たしかに、大庭家の経済力なら、節約をしなかったとしても瀕死の生活に
はならないでしょう。本当に追い詰められているわけではありません。ま
た逆に、ちょっとぐらい暖房をしなくても、植木屋夫婦の住む小屋とは
違って家の構造がしっかりしているので、日中は暖かく過ごせるようで
す。これが大庭家の余裕です。

真蔵は、暖かく陽光が差す縁側や部屋から、フラッと台所の方へ、そして
女中部屋の方へ移動します。女中部屋は多くの場合、比較的小さめで日当
たりもそれほど良くありません。明るい場所から薄暗い場所への移動をす
ることで、照明を使ってこれからこれから起こることへグッとフォーカス
しています。

8場　急展開！ 大事件が起きます　 

　都会より寒い郊外の冬 

　真蔵の明治ギャグ？ 

　「ワイワイ」からの「シーン」 

　ファッション節約？ 

　「昼」は大庭家の時間 

　明るいところから暗いところへ 
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何かをごまかそうとして、おどおどと読みましょう。慌
てる様子を表そうとすると、早口になりがちなので、
注意しましょう。
意識的に、気まずい間を作ってみましょう。

真蔵が女中部屋の窓から顔を出すと、そこにはお源が。
お源は、大庭家の井戸を使用する時、自分の家を出て、竹の木戸を通り、
大庭家の裏庭の女中部屋の窓の前を通過して、井戸まで行きます。女中部
屋の窓の下の壁際には、炭俵が積んであります。
必ず通る場所なので、いてもおかしくはないのですが、手に炭を持ってい
るのはおかしいですね。

真蔵と目が合ったお源の反応は、焦った時、ごまかしたい時、恥ずかしい
時、現代のわたしたちでも充分共感できるものです。顔を赤くする、持っ
ていた炭をなんとなく手でもてあそぶ、やっとの思いでうろたえきった声
を出す、なんだか意味の分からないことを言ってしまう……心当たりはあ
りますか？
真蔵も、何と言っていいか分からず、とんちんかんなことを返事をしてい
ます。

真蔵は考えて、以下のような結論を出します。

-盗んでいたと考えるのは簡単だが、その瞬間を目撃したわけではない。
-盗んでいたのだとしたら、炭をそのまま置いておいたらまずいかも。
-でも、今日のことがあるから、さすがにもう盗みはしないだろう。
-はっきりしたことではないので誰にも言わないでおこう。

大変論理的ですね。感情的に決めつけたりはしないのです。

真蔵は、温厚で会社でもウケが良く、家族にも気遣いができます。植木屋
夫婦にも親切に井戸水を提供します。お徳の口車に乗って一緒に批判する
こともありません。
しかし、ここでは、「お徳が言った通り、あそこに竹の木戸を植木屋に作
らせたのは良いことではなかった」と言っています。真蔵は、もしかする
と、できるだけ、もめ事に巻き込まれることを避けているだけなのかもし
れません。

和室で正座してお裁縫しながら喋っているのでしょうか
ら、いい感じに力を抜いて受け答えしましょう。
少し長い文を1人で喋るところがありますが、そういう
時は、誰しも早口になりがちです。慌てず焦らず、真蔵
に伝えたい気持で読んで下さい。

襖越しにふざけ合って喋るところから、襖を開けて真面
目に会話するところへの変化を出してみましょう。
家の中を歩き回ったりあくびをしながら喋ったり、体
勢が変わるところも、表現を工夫してみましょう。

　位置関係を確認 

　人のリアクションは今も昔も一緒？ 

　真蔵の論理的思考は近代化の象徴 

　真蔵は本当に優しい？ 

　朗読を楽しむポイント！ 

　お　清 

　真　蔵　 

　お　源　 
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現代では、「遊ぶ」と言えば渋谷などが思い浮かびますが、山手線ができ
てその周辺が発達するまでは、東京駅周辺、新橋、浅草などが1番の歓楽
街でした。買い物をしたり、見世物を見物したり。呼び込みや物売りの
声、音楽も賑やかに響いていたようです。
大庭家の女性たちは、普段通勤で都会に出ることがありませんでしたか
ら、きっとおしゃれをして張り切って出掛けたのですね。郊外で生活する
者たちにとって、流行の物や輸入品に触れることは刺激的だったことで
しょう。

お買い物から帰って来たみんなは、今日あったことをワーワー喋り、真蔵
とお清は聞き役に回ります。電車の中に酔っぱらいがいたり、子どもがお
人形が欲しいとねだったり、聞く人たちより喋っている人たちの方が楽し
そうなところまで、まるで現代と同じですね。

炭が減っていることを取り沙汰して騒ぎ立てたいお徳と、穏便に済ませた
い大庭家の温度差が浮き彫りになります。

大庭家の人たちは、「炭が少しばかり盗まれてしまったこと」よりも、
「穏やかではないことが起きたこと」に不安を示します。また、今後、植
木屋夫婦ともめることを避けようとしています。
お徳は、大庭家の炭を守ために行動し、騒ぎ立てることで、注目を集めた
かったのかも知れません。お徳は、大庭家で可愛がられている女中ではあ
りますが、根本的には他人です。このシーンでは、身分や教養による思想
の差があぶり出されていると言えます。

細君（真蔵の妻）は、「真蔵が寒がりなので立派な輸入品のシャツを買っ
た」と言っています。また、「下町へ出ると、どうも余計にお金を使って
しまう」という話題も出ています。
大庭家では、お出掛けしたり、買い物をしたりする余裕があることが分か
ります。

9場　大庭家が大人数でワイワイと議論します　　 

　お出掛けは一大イベント 

　お買い物やお喋りは今も昔も変わらない 

　余計なお買い物ができる余裕！ 

　お徳と大庭家の温度差が見える？ 

炭に目印を付けて減り具合を
試してみた。お源の家を覗い
たら、あるはずのない高級な
炭があるのを発見した。 
 

とりあえず炭の場所を移動し
て様子を見よう。 

お　徳 大庭家　 

竹の木戸は、泥棒自らが作っ
た泥棒の入り口。作るべきで
はなかった。 
 
炭をこのままにしておくのは
良くない。なんとかしなけれ
ばならない。 

物置を作ってそこに炭をし
まっておけば、こんな騒ぎに
せずに済んだのに。 

みんなこのことについて、驚
いて、ガンガン議論してほし
い。 

盗んだところを見たわけでは
ないので、お源さんにこのこ
とで何か言ってはいけない。  

 
お源さんに因縁を付けて、夫
の磯吉から仕返しをされたら
どうするのか。 

大きな声で話して、お源さん
に聞こえたらどうするのか。 



�������������	���������


10

長い文章ですが、早口にならないように気を付けま
しょう。「諄々と」マイペースに。
一方、真蔵やお徳などに説教する時は、独り言のよう
にならないよう、相手や周囲を思い浮かべましょう。

少ししか喋らないので、この場面での印象が大変重要
なものとなります。優しく儚げに読んでみましょう。

お徳はお源が炭を盗んだと騒いでいますが、自分もお源の家の中を障子の
破れ目からのぞき見しています。充分まずい！

意味深にならないように、なるべく明るく振る舞ってみ
てはいかがでしょうか。
最後の立ち上がりながらの一言は、このシーンの「締め
のひと言」という雰囲気をしっかりと出します。

この場面の地の文を読むと、「一段声を低め」「地声
の高い調子で」など、たくさん指示が出ていることに
気付きます。色々試してみてくださいね。「高い／低
い」は声量の大小を表していると考えられます。
「まぁ驚いた」とわざと2回言うところ、「するとどう
でしょう」と溜めてから「○○じゃありませんか！」
と結論を言うところなどは、とても劇的ですね。

お清は注意深く様子を見守って発言する人です。他の人
の発言をしっかり受け止め、言葉を選ぶように、丁寧
に話しましょう。
お徳の話を聞く時は自信なさそうに、老母と一緒に磯
吉の話をする時は自信を持つと、変化が出ます。

話の内容だけではなく、誰がどんな話し方をするのかに注目すると、ひと
味違う楽しみ方ができます。
ここで際立つのが、お清のコミュニケーション能力の高さ。騒ぎ始めたお
徳に対し、しばらくみんな様子を見て返事をしようとしませんが、お清が
質問し、事情を理解し、更に他の人たちに繋ごうと試みます。老母がお徳
を叱責すると、その流れに乗って磯吉への嫌悪を口にします。お清は空気
を読む天才です。お清は1度結婚した後、姉の嫁ぎ先の家に来ています
が、この能力によって、台所で上手くやっているのでしょう。
異彩を放っているのは、老母。存在感がありますが、この場面が初登場。
老母は、みんなの話題から少しはずれて、とうとうと持論を展開します。
そういう人、皆さんの周りにもいますか？ しかし、重鎮である老母の言葉
はみんなしっかり受け止めます。隠居様の威厳を感じます。
真蔵は、本当のことを知っていて、しばらくは事の成り行きを見守り、当
たり障りのないことを言います。新しい炭の置き場について「台所の縁の
下はどうだ？」と提案しますが、お徳が「いっぱいでございます」と否定
してしまいます。一家の大黒柱なのに、お徳は容赦がありませんね。
その真蔵を、そっとフォローするように、「では、お徳の部屋に炭を置い
たらどうか」と提案する細君。さすが、妻です。
最後に、磯吉の評判が悪くなって来た時、真蔵は「あの男だって普通の男
だ」と一言残して部屋を去ります。やはり中立を保とうとしています。

　見えてくるみんなのコミュケーション能力 　朗読を楽しむポイント！ 

　真　蔵　 

　お　清　 

　老　母　 

　細　君 

　お　徳 

　家政婦は見た!? 
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この場面は10場の時間よりも前、9場とパラレルで進行しています。ずっ
と時系列に沿って進んで来た規則が崩れるのも10場からです。

ひとりで喋っていますが、考えがコロコロ変わるので、
それに合わせてテンションを変えてみましょう。

お源は誰にも相談せずに1人で考えているので、「うまくごまかせたに違
いない」「やっぱりばれたかもしれない」と思考が行ったり来たりしま
す。とても焦っています。

「10場」まで、真蔵目線で描かれているので、お源が本当に炭を盗んだか
どうかが描かれませんが、ここで、実際に盗んだことが明かされます。こ
こ最近ちょくちょく盗み始めていたのですね。
真蔵が目撃したのは、1つを前掛けに入れ、1つを袖に入れ、もう1つ手に
取ったところでした。
明治時代、窃盗罪は懲役刑でした。「貧乏だから盗みを働いたのに、罰金
が払えるわけない」という理屈です。

普段は、夕方になると、同じく夕飯の準備をするため、お源が井戸水を汲
みに来ます。ところが、いつも来る時間帯にお源が現れず、日没から1時
間も経って現れたのは、なんと磯吉。
一見、何もない日常に戻ったかのような静かな風景の中で、何か小さなほ
ころびが起きていることが分かります。

女性陣は台所へ行って夕飯の準備をし、真蔵は書斎に帰ります。気まずい
家族会議が終わり、いつもの大庭家の夕方の風景が戻ったようです。

想像してみましょう。お徳が台所の窓からじーっと外を見ています。窓の
格子越しに庭が見えます。段々と日が暮れて薄闇になった中、遠くの方に
小さく、磯吉がバケツを持って歩いているのが見えます。それを見るお徳
の目線。
ほんの短い文章ですが、実に映像的な表現です。まるで映画のカメラワー
クのようですね。
このテキストでは文学を声に出して読むことに取り組んでいますが、この
ように映像に起こすことを想像するのも、楽しいのでオススメです。

10場　崩れゆく日常の前兆　　 

　一見 戻りゆく日常 

　日常に差す影 

　映像的な視点 

11場　お源はひとりでパニックになります　　 

　ここだけ！ 時間が前後する 

　明治時代の泥棒は懲役刑です 

　揺れるお源の精神 

　朗読を楽しむポイント！ 

  お　源 



�������������	���������


12

「どう痛むんだ」「どうしたというのだ」など、つい
つい心配して優しく語り掛けてしまいそうですが、磯吉
らしさを出すために、なるべく抑えめに読んでみてくだ
さい。
お源が泣き出した後も、お源の言葉に応えたり遮った
りする時は、怒鳴りすぎないように、少し押し殺して表
現するように気を付けましょう。

磯吉は、一応お源に対して「どう痛むんだ」と質問しています。心配して
いないわけはないのかもしれません。しかし、お源がすすり泣いている声
は、食べ物を噛んでいる音で聞こえていません。お源が起き上がり、泣い
ていると分かった時も、驚いた様子はありません。磯吉は、全く物事に動
じないようです。

磯吉は、お源が起きて来ないことを怒らず、自分で身の回りのことを済ま
せます。やろうと思えば自分でできるようです。

お源は、磯吉に対し、給料を前借りするよう口うるさく催促することはあ
りましたが、この日のように、貧乏生活や磯吉が仕事を休みがちであるこ
とに直接不満をぶつけたのは、初めてのことだったのではないでしょう
か。一緒に暮らすようになってからずっと、気付かずに溜め込んできた不
満が、いっきに爆発してしまったのでしょう。
では、何故、今なのか。これは、お源の中に新しい価値観が生まれたから
だと推測できます。大庭家の隣に住み、交流が進む過程で、お源は裕福な
家庭の余裕ある生活を間近に垣間見ます。加えて、度重なるお徳の嫌味。
この環境では、否応なしに自分の貧しさを思い知らされることでしょう。
お源は、「竹の木戸の向こうの世界」を知り、決して贅沢をしたいと思っ
たのではなく、ただ、明日食べる米があるかどうか心配する生活が異常事
態なのだいう現実に気付いてしまったのです。

磯吉は、お源の訴えに対し、ずっと黙っています。一応「何をいつまでベ
ラベラ喋ってるんだい」「貧乏が好きな者はいないよ」と返事しますが、
具体的な反省点や改善策を挙げるわけではありません。
これだけ言われて、磯吉はどう思っているのでしょうか？ 少しは響いてい
るのでしょうか。文句を言われて腹が立つのでしょうか。全く分かりませ
ん。お源の発言内容よりも、この状況に対して「面倒だな」「早くこの話
を終わらせたいな」と思っている可能性もあります。

泣きながら喋るのは、少し技術がいります。感情に振り
回されると読みが疎かになりますし、綺麗に淡々と読
むと、お源の気持が伝わりません。内容をじっくりと
磯吉に訴えかけるつもりで読んでみましょう。涙の中に
も、「今日こそは言わせてもらう」という強さも見えま
す。
実は、地の文をよく読むと、どこでどのぐらい泣くの
か、どこで泣きやむのか、細かく書いてあります。

12場　お源が涙の訴えを起こします 

　意外と自分でできる磯吉 

　びくともしない男 

　竹の木戸がお源に与えてしまった新しい価値観 

　動じない男 ちょっとだけイライラ!? 

　朗読を楽しむポイント！ 

  お　源 

  磯　吉 
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磯吉は、何も言わず、急に家を出て行きます。そして、友人の家に行って
22時まで将棋をします。現代に置き換えると「夫婦喧嘩の後にプチ家出を
して、1人カラオケ」みたいなものなのでしょうか。

磯吉は、帰り掛けにお金を工面しようとしています。考えはあったようで
す。しかし、自分で稼ぐのではなく、他人から借りようというところがま
だまだ甘いのですが。

最終的には、お金を借りられないため、現物で解決しようと炭を盗んでし
まいます。ここでも、長期的な改善策や目標を立てるのではなく、とりあ
えず今日、お源を満足させて黙らせようとしていることが分かります。

磯吉が炭を盗んだ増屋さんは、薪や炭を売っているお店です。お源はここ
に自分でザルを持って出向き、バラ売りしている炭を量り売りしてもらい
ます。大庭家には店の御用聞きが注文を取りに来て、宅配が来るのです。
もちろん、俵でまとめ買いします。ここにも差が表れています。

磯吉は、朝食の用意が整うまで布団から出ないようです。やれやれです。

お源、昨日の夜は午後からずっと泣いて、夫も謝らずに無言で出て行った
というのに、朝になったら気を取り直してせっせと朝食を作っている辺
り、強いですね。そうでもしないと生きて行けないのかもしれませんね。

磯吉が語った話と、13場で書かれている内容を見比べてみましょう。

やはり、磯吉は嘘を言っていることが分かります。

13場　磯吉がやらかします 

　プチ家出？ 

　目的はあった！ 

　全てはその場しのぎ 

　これでもか！ さりげなく出て来る大庭家との差 

14場　磯吉が大ウソをつきます 

　朝ごはんができるまで起きません 

　お源の立ち直りの速さ 

　磯吉は嘘をついている？ 

金公の家に行き、金を借りよ
うとしたが、ないと言われた。 

金公の家に行き、金を借りよ
うとしたが、ないと言われた。 

磯吉の話 本当の話 

すぐに初公の家に行く。「炭
が必要なら我が家のを持って
行けばいい」と言われた。 

初公の近所の酒店で、初公の
家の炭を譲って貰う。 

初公の家には行っていない。 

自宅の近所の店（増屋）で、
炭を盗む。 
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お源は、大庭家の炭が片付けられていることに気付き、顔色を変えます。
お徳は、お源の表情を見て、にやりと笑います。お源はこれに気付き、お
徳を睨みます。お徳は睨み付けられたので喧嘩したくなります。
この間、全て無言です。すごいですね。どのぐらいの間なのでしょうか。

お徳は、お源の反応を見て、お源が炭を盗んだと分かったのでしょうか。
はなっからお源のしわざだと決め付けていので、「発覚した」というより
「確信を得た」という感じかもしれません。
お清は、きっとお源の反応には気付いていないでしょう。

皆さんは、自分がお源だったとしたら、盗みを目撃された次の日に大庭家
に顔を出せますか？ やはり、お源は強いところもあるように見えます。

一夜明けて気分が変わっていますから、元気に振る舞い
ましょう。

おどおどせず、あくまでも淡々と嘘をつきます。
布団の中と起き上がった後で変化を付けましょう。

お源は、炭の心配もなくなり、精神的には立ち直っているのですが、昨日
の午後、寒い中ずっと寝込んで、その後泣いたので、きっと顔が疲れてい
たのでしょう。よく気の付くお清に心配されてしまいます。

磯吉は、途中まで本当のことを言っていますが、話しながら嘘を思い付い
たのでしょうか。実は違います。お源が「どこで買って来たの？」と尋ね
ると、磯吉は「どこだっていいじゃないか」とごまかそうとします。お源
が更にたたみかけるので、渋々「初公の近所の店だ」と答えます。つま
り、1番最初にした返事が、既に嘘だったのです。
何故すぐに初公の名前を出したのか。お源は「そんなに遠くで？」と不思
議がっていましたね。昨夜、実際に磯吉が移動した距離は金公の家まで
「7, 8丁」つまり1km圏内で、帰り道に増屋があります。「金公に頼んで
増屋で炭を貰った」という設定にすると、お源もよく行く店ですし、バレ
てしまうかもしれません。なので、遠い地域に住んでいる初公の名前を出
したのです。その近所に本当に酒店があるのか、それは分かりません。

　いつからどこからが嘘？ 

　朗読を楽しむポイント！ 

  お　源 

  磯　吉 

15場　盗みが発覚してしまいます 

　顔色が悪い 

　無言の攻防がすごい！ 

　バレてる？ バレてない？ 

　お源のメンタルの強さ 
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ここでも、お源を心配したり、増屋に質問したり、お
徳の様子を見張ったり、その場にいる人たちを繋ぐよ
うに、言葉を出しましょう。

お源を追い詰めるため、増屋と話す時も、お源に聞か
せることを意識し続けます。

増屋は、含みや影を持たず、純粋無垢に、快活に話しま
しょう。
「上等の佐倉です」はゆっくりと、ハッキリと。

お清は、お源の風邪やお徳の態度を心配して来ていま
す。呼び掛けた時点では、死んでいるとは思っていない
ので、深刻になりすぎないよう注意します。

ここで初めて彗星のごとく登場するのが、増屋の青年です。彼は、昨日の
こと、大庭家と植木屋夫婦の関係性、お源とお徳のバチバチなど、何も知
りません。何も知らないからこその破壊力を持っています。彼は、何の悪
気もなく、炭の置き場所を話題に出し、「自分の店から炭俵が盗まれた」
という決定的な話をします。
「上等の佐倉です」……この言葉で、お源は、磯吉が譲り受けたと言って
いた炭が、増屋から盗まれたものだという事実に直面します。

「少し風邪を引いたものですから」は、ごまかしていま
すが、お源の気持は既にすっきりしているので、それほ
ど怪しくする必要はなさそうです。
「まぁ佐倉だよ」はクライマックスなので、驚きと悲
しみをしっかり入れて、聞かせましょう。

やはり、「夕方」はお源の時間……お源は、夕方に亡くなっているのが発
見されます。物悲しさが演出されます。1日のうちのいつ亡くなったのか
は定かではありません。

皮肉なことに、お源は、磯吉が盗んで来た佐倉の炭俵を踏み台にして、首
を吊ります。
家の中に、他に踏み台に出来るような家具がないほど貧しかったことを表
しているとも考えられますし、「お源を死に追いやったのは、磯吉の無責
任さである」という象徴とも捉えられます。

お清は大庭家の人間ですが、真蔵の血筋ではなく、おそらくお徳と最も多
く日々の行動を共にしており、井戸端ではお源と交流があり……と、中立
的な立場で、作者にとって動かしやすいキャラクターであると言えます。

　赤の他人によるトドメ 

　朗読を楽しむポイント！ 

  お　源 

  お　清 

  お　徳 

  増　屋 

16場　お源が亡くなります 

　夕方に発見されるお源 

　発見するのはやっぱりお清 

　自殺に使った踏み台はなんと…… 

　朗読を楽しむポイント！ 

  お　源 
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磯吉は、事件後、特に捕まったり罰せられたりしている様子はありませ
ん。磯吉が自首するとも思えません。世間的には、お源さんが盗みの罪を
恥じて死んだのだと思われているのではないでしょうか。まさに、「死人
に口なし」と言ったところです。

最も衝撃的なのは、2ヶ月後、磯吉が渋谷村に引っ越し、そこで既に新し
い妻と暮らしていることです。しかも、お源と同い年ぐらいです。まる
で、お源の代わりです。やっぱり、磯吉は女を寄せ付けてしまうタイプだ
から苦労せずとも次が見付かるのでしょうか。それとも、こういう時は磯
吉も本気を出して妻を獲得するために動くのでしょうか。
磯吉と新しい妻は、「やっぱり豚小屋同然」の家に住んでいるというので
す。お源との生活に対する反省を生かし「次こそは頑張ろう」というよう
な反省や気概は全く見えません。
わたしたちは、物語のこの最後の文を読み、なんとなく「磯吉は変わら
ず、これからもこのように生きて行くのだろう」と想像します。そして
「第2、第3のお源を生み出して行くのだろう」と、感じざるを得ません。

最後のこの部分は、短いパートで淡々としているので、
サラッと読むと印象に残し、展開について行けませ
ん。しっかり余韻を持たせましょう。

磯吉は、お源と暮らしていたこと、お源が亡くなったことを、どのように
感じていたのでしょうか。淋しかったでしょうか。悲しかったでしょう
か。ショックを受けたでしょうか。動揺したでしょうか。自分の罪がバレ
ずに「しめしめ」と思っているのでしょうか。お源が死んだ時の様子は書
かれていないので、全く分かりません。

わずか2日後、竹の木戸が壊され、生け垣が元通りに植えられます。当然
ですが、いざこざを嫌う大庭家は、事件があったため、磯吉に井戸を使わ
せるのをやめ、近所付き合いを絶ったのでしょう。この出入口を塞ぐこと
は、まるで事件をなかったことにするようなものです。初めからなかった
ことのようにしたいと思っているかもしれません。
もう少し象徴的に捉えるとするならば、大庭家と植木屋夫婦という2つの
異世界を繋ぐ出入口が閉ざされたということです。お源が、狭い社会の中
にいて、大庭家のような生活を知ることなく、磯吉に対する疑問を抱くこ
とはありません。お徳がお源に優越感を感じて自己承認欲求を満たそうと
しなければ、お源は劣等感を抱えることはなかったでしょう。お源が悲し
みや怒りを覚えて噴出させることがなければ、磯吉が炭を盗むことはな
かったでしょう。簡単に盗む先がなければ、お源自身も炭を盗まなかった
でしょう。全ては、決して交わるはずのなかった富める者と貧しき者の世
界が、竹の木戸で繋がったことにより起きた事件だったのです。裕福な者
は裕福に、貧しい者は貧しいまま、2つの隔絶された世界は、交わること
なく平行線で存在し続けるという、絶望的な暗示のように思えます。

17場　全ては元通りに……衝撃のラスト 

　竹の木戸が壊される 

　全てお源の犯行になっているのでは……!? 

　磯吉はお源をどう思っていたのか？ 

　漂うループ感 

　朗読を楽しむポイント！ 

  地 の 文 
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そして、独歩がそこまで予見していたかは分かりませんが、お源と磯吉の
依存関係、お源とお徳の微妙な友人関係など、この作品には、現代人に通
じるテーマがちりばめられています。
登場人物は明治時代の人たちですが、「お徳みたいな人、クラスにいるい
る！」「磯吉みたいな彼氏と付き合ったことがある！」「お清、女子力が
高い！」と、身近に感じられるキャラクターばかりです。

19世紀、フランスのエミール・ゾラを中心に始まり、1900年代、日本で
も流行します。真実を客観的、科学的に描くために、美化しないようにし
ます。淡々とありのままを表現する作風です。
この作品では、貧困問題など時代的、社会的な題材を扱っていますが、著
者自身の意見、主張、理想などは述べられていません。登場人物の視点、
または客観的な視点から、起きた出来事が淡々とつづられます。何を考え
ているかしっかり描かれるのは真蔵とお源のみにとどめられており、キー
パーソンの磯吉の内面は全くと言っていいほど描写されません。お徳につ
いて、企みや端的な感情は表現されますが、心情や葛藤までは掘り下げら
れていません。お源が死んだ後も、詳しい描写はなく、終わってしまいま
す。
議論の余地が与えられているので、我々、後の時代に読んだ人間は、様々
な分析や推論をしてしまうのです。そういう仕掛けになっています。全て
を見せるのではなく、障子の向こう、襖の向こうに隠されている部分があ
るからこそ、人は「ああでもない、こうでもない」と想像して楽しんでし
まうのですね。

議論になる点 

　普遍的なテーマ 

　自然主義の先駆者 

　大庭家と植木屋夫婦の貧富格差 

サラリーマン。収入が高い。 職人。収入が低い。 

大庭家 植木屋夫婦 

「大庭家」という苗字を持つ。 

部屋数が多くしっかりした家。
陽光が差す。 

苗字が登場しない。仲間内で
も苗字で呼び合う習慣がない。 

小屋。すきま風で寒い。 

大家族＋女中でまだ生活に余
裕がある。 2人でカツカツの生活。 

庭に井戸を持つ。 井戸を借りる。 
 

炭・薪は増屋の御用聞きに注
文してまとめ買いする。 

炭・薪は増屋にザルを持って
行って量り売りしてもらう。 

念のために節約する。 米も炭も常に底を突きそう。 

親切で温厚。一方面倒な関わ
りを避ける。近代化した明治
の合理的で洗練された価値観。 

無計画さ、粗暴さがある。短
絡的な思考。親方、友人たち、
隣家の女中との口喧嘩など、
江戸時代の名残を感じる泥臭
い繋がりがある。 

買い物、裁縫、新聞など、文
化的な活動をする。 

仕事と炊事をこなし、食事と
睡眠を取るので精一杯。 

朝～日没の間に描かれる。 大庭家との関わり以外、夕
方～夜に描かれる。 
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お源に同情する声、磯吉を擁護する声など、様々あります。

社会的な羞恥心や倫理観の問題、妻として期待を裏切られた悲しみや不信
感など愛憎の問題、そして生活苦に対する絶望などが考えられます。

こうして見ると「磯吉サイテー！」な感じがしますが、江戸前の職人らし
さを評価する声もあります。また、「真蔵は、本当に心の底から親切なら
お源を救うべきだった。見てみぬふりだ」とする評価もあります。

お徳は、お源がまさか死んでしまうとは予測できていなかったし、形はど
うあれ、友情も感じていたと思われます。身近に自分より弱い者を見付
け、自己承認欲求や自己顕示欲を満たしていたと考えることができます。

　植木屋夫婦の依存関係 

磯吉は腕のいい職人でいつか
本気を出すと信じている。 

お源に責められた結果、仕事
は増やさずに炭を盗んで来て
しまう。 

お　源 磯　吉 

磯吉と一緒にいることを誇ら
しく思っている。磯吉の言動
を気に入っている。 

家事をお源に任せているが、
お源が寝込んだ時は自分です
る。 

お源をどう思っているか分か
らない。お源の死後すぐに新
しい妻と暮らしている。 

自ら働きには出ず、磯吉に期
待する。家事を担当。 

 
 

　何故 お源は死を選んだのか 

1日中、家にいて、大庭家と
しか交流がない。 

職場と家を往復。友人が複数
名いる。 

大庭家の炭を盗んだことがバレ
て逃げられないと思った？ 

磯吉が増屋の炭を盗んだことが
いずれバレると思ったから？ 

自分が盗みを働いたことへの羞
恥心や罪悪感？ 自分への落胆？ 

磯吉が嘘をついたから？ 改善の
見込みがないと知ったから？ 

　真蔵と磯吉の比較 

毎朝欠かさず停留所まで歩く。
真面目で会社でもウケが良い。 

仕事をよく休み、親方から叱
られる。周囲から不気味がら
れる。 

真　蔵 磯　吉 

親切で温厚。 無愛想。無関心。動じない。 

女性たちとユーモアを交えて
話す。話を聞く。相槌を打つ。 

無口。相槌を打たない。返事
をしないこともある。 

台所や女中部屋には滅多に
入ったことがない。家事や家
計にうとい。 

朝食ができるまで布団から出
ないが、必要があれば実は自
分で家事をできる。 

心情が細かく描かれる。 心理描写が皆無。 

熟慮した行動。 

 
 

その場しのぎの短絡的な行動。 

　あそこまでやるか！ お徳の目的は？ 
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