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一
場 

�

◆
ど
こ
か
の
公
園
の
ベ
ン
チ
。
新
聞
記
事
を
探
す
「
私
」。 

 
ど
こ
か
の
公
園
こ
う
え
ん

の
ベ
ン
チ
で
あ
る
。 

 
眼め

の
前ま
え

に
は
一
条
い
ち
じ
ょ
う

の
噴
水
ふ
ん
す
い

が
、
夕
暮
ゆ
う
ぐ
れ

の
青
空
あ
お
ぞ
ら

高た
か

く
高た
か

く
あ
が
っ
て
は
落お

ち
、 

あ
が
っ
て
は
落お
ち
し
て
い
る
。 

 
そ
の
噴
水
ふ
ん
す
い

の
音お
と

を
聞き

き
な
が
ら
、
私わ
た
し

は
二
三
枚

に
さ
ん
ま
い

の
夕
刊
ゆ
う
か
ん

を
拡ひ
ろ

げ
散ち

ら
し
て
い
る
。 

そ
う
し
て
、
ど
の
新
聞
し
ん
ぶ
ん

を
見み

て
も
、
私わ
た
し

が
探さ
が

し
て
い
る
記
事
き
じ

が
見
当
み
あ
た

ら
な
い
こ
と
が 

わ
か
る
と
、
私わ
た
し

は
ニ
ッ
タ
リ
と
冷
笑
れ
い
し
ょ
う

し
な
が
ら
、
ゴ
シ
ャ
ゴ
シ
ャ
に
重か
さ

ね
て 

押お
し
丸ま
る

め
た
。 

 
私わ
た
し

が
探さ
が

し
て
い
る
記
事
き
じ

と
い
う
の
は
 
今い
ま

か
ら
一
箇
月

い
っ
か
げ
つ

ば
か
り
前ま
え

、 

郊
外
こ
う
が
い

の
或あ

る
空
家
あ
き
や

の
中な
か

で
、
私わ
た
し

に
絞し

め
殺こ
ろ

さ
れ
た
 
可
哀
相

か
わ
い
そ
う

な
下
町
娘

し
た
ま
ち
む
す
め

の 

死
体
し
た
い

に
関か
ん

す
る
報
道
ほ
う
ど
う

で
あ
っ
た
。 

 
私わ
た
し

は
、
そ
の
娘む
す
め

と
深ふ
か

い
恋
仲
こ
い
な
か

に
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
或あ
る
夕
方
ゆ
う
が
た

の
こ
と
、 

そ
の
娘む
す
め

が
私わ
た
し

に
会あ

い
に
来き

た
時と
き

の
桃
割
も
も
わ

れ
と
振
袖
ふ
り
そ
で

姿す
が
た

が
、
あ
ん
ま
り 

美う
つ
く

し
過す

ぎ
た
の
で
、
私わ
た
し

は
息
苦
い
き
ぐ
る

し
さ
に
堪た

え
ら
れ
な
く
な
っ
て
、 

彼
女
か
の
じ
ょ

を
郊
外
こ
う
が
い

の×
×

踏
切
ふ
み
き

り
附
近
ふ
き
ん

の
離は
な

れ
家や

に
連つ

れ
込こ

ん
だ
。
そ
う
し
て 

驚お
ど
ろ

き
怪あ
や

し
ん
で
い
る
娘む
す
め

を
、
イ
キ
ナ
リ
一
思
ひ
と
お
も

い
に
絞し

め
殺こ
ろ

し
て
、 

や
っ
と
重
荷
お
も
に

を
卸お
ろ
し
た
よ
う
な
気
持
き
も

ち
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
万
一
ま
ん
い
ち

こ
う
で
も 

し
な
か
っ
た
ら
、
俺お
れ

は
キ
チ
ガ
イ
に
な
っ
た
か
も
知し
れ
な
い
ぞ…

…

と
思お
も

い
な
が
ら…

…

。 

 
そ
れ
か
ら
私わ
た
し

は
、
そ
の
娘む
す
め

の
扱し

帯ご
き
を
解ほ
ど

い
て
、
部
屋
へ
や

の
鴨
居
か
も
い
に
引ひ

っ
か
け
て
、 

縊
死
い
し

を
遂と

げ
た
よ
う
に
装よ
そ
お

わ
せ
て
お
い
た
。
そ
う
し
て
何な
に

喰く

わ
ぬ
顔か
お

を
し
て 

下
宿
げ
し
ゅ
く

に
帰か
え

っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
来
い
ら
い

私わ
た
し

は
、
毎
日
ま
い
に
ち

毎
日
ま
い
に
ち

、 

朝あ
さ

と
晩ば
ん

と
二
度
に
ど

ず
つ
、
お
き
ま
り
の
よ
う
に
こ
の
公
園
こ
う
え
ん

に
来き

て
、 
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こ
の
ベ
ン
チ
に
腰こ
し

を
か
け
て
、
入
口
い
り
ぐ
ち

で
買か

っ
て
来き

た
二
三
枚

に
さ
ん
ま
い

の
朝
刊
ち
ょ
う
か
ん

や
夕
刊
ゆ
う
か
ん

に 
眼め
を
通と
お

す
の
が
、
一ひ
と

つ
の
習
慣
し
ゅ
う
か
ん

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

「
振
袖
娘

ふ
り
そ
で
む
す
め

の
縊
死
い
し

」 

 
と
い
っ
た
よ
う
な
標
題
ひ
ょ
う
だ
い

を
予
期
よ
き

し
な
が
ら…

…

。
そ
う
し
て
、
そ
ん
な
記
事
き
じ

が 

ど
こ
に
も
発
見
は
っ
け
ん

さ
れ
な
い
事こ
と

を
た
し
か
め
る
と
、
そ
の
空
家
あ
き
や

の
上
空
じ
ょ
う
く
う

に
当あ
た

る 

青あ
お

い
青あ
お

い
大
気
た
い
き

の
色い
ろ

を
見
上
み
あ

げ
な
が
ら
、
ニ
ヤ
リ
と
一ひ
と

つ
冷
笑
れ
い
し
ょ
う

を
す
る
の
が
、 

や
は
り
一ひ
と

つ
の
習
慣
し
ゅ
う
か
ん

の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。 

 
今い
ま

も
そ
う
で
あ
っ
た
。
私わ
た
し

は
二
三
枚

に
さ
ん
ま
い

の
新
聞
紙

し
ん
ぶ
ん
し

を
ゴ
シ
ャ
ゴ
シ
ャ
に
丸ま
る

め
て
、 

ベ
ン
チ
の
下し
た

へ
投な

げ
込こ

む
と
、
バ
ッ
ト
を
一
本
い
っ
ぽ
ん

口く
ち

に
啣く
わ
え
な
が
ら
、
そ
の
方
向
ほ
う
こ
う

の 

曇く
も

っ
た
空そ
ら

を
振ふ

り
返か
え

っ
た
。
そ
う
し
て
例れ
い

の
通と
お

り
の
冷
笑
れ
い
し
ょ
う

を
含ふ
く

み
な
が
ら 

マ
ッ
チ
を
擦す
ろ
う
と
し
た
が
、
そ
の
時と
き

に
フ
ト
足
下
あ
し
も
と

に
落お

ち
て
い
る
一
枚
い
ち
ま
い

の
新
聞
紙

し
ん
ぶ
ん
し

が 

眼め
に
付つ
く
と
、
私わ
た
し

は
ハ
ッ
と
し
て
息い
き

を
詰つ
め
た
。 

 
そ
れ
は
や
は
り
同お
な

じ
日
付
ひ
づ

け
の
夕
刊
ゆ
う
か
ん

の
社
会
面

し
ゃ
か
い
め
ん

で
あ
っ
た
が
、
誰だ
れ

か
こ
の
ベ
ン
チ
に 

腰こ
し

を
か
け
た
人ひ
と

が
棄す

て
て
行い

っ
た
も
の
ら
し
い
。
そ
の
ま
ん
中な
か

の
処と
こ
ろ

に
掲だ
し
て
あ
る 

特
種
と
く
だ
ね

ら
し
い
三
段
さ
ん
だ
ん

抜ぬ

き
の
大お
お

き
な
記
事
き
じ

が
、
私わ
た
し

の
眼め

に
電
気
で
ん
き

の
よ
う
に 

飛と
び
付つ
い
て
来き
た
。 

 

 
 
 
 
空
家
あ
き
や

の
怪
死
体

か
い
し
た
い 

 
 
 
 
 ×

×

踏
切
ふ
み
き
り

附
近
ふ
き
ん

の
廃
屋
は
い
お
く

の
中な
か

で 

 
 
 
 
 
死
後
し
ご

約や
く

一
個
い
っ
か

月げ
つ

を
経へ
た
半
骸
骨

は
ん
が
い
こ
つ 

 
 
 
 
会か
い

社
員
し
ゃ
い
ん

ら
し
い
若わ
か

い
背
広
男

せ
び
ろ
お
と
こ 
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二
場 

�

◆
廃
屋
に
向
か
う
「
私
」。 

 
私わ
た
し

は
こ
の
新
聞
し
ん
ぶ
ん

記
事
き
じ

を
掴つ
か

む
と
、
夢
中
む
ち
ゅ
う

で
公
園
こ
う
え
ん

を
飛と

び
出だ

し
た
。 

そ
う
し
て
ど
こ
を
ど
う
し
て
来き

た
も
の
か
、×

×

踏
切
ふ
み
き

り
附
近
ふ
き
ん

の
思お
も

い
出で

深ぶ
か

い 

廃
家
は
い
か

の
前ま
え

に
来き
て
、
茫
然
ぼ
う
ぜ
ん

と
突つ
っ
立た
っ
て
い
た
。 

 
私わ
た
し

は
や
が
て
、
片
手
か
た
て

に
掴つ
か

ん
だ
ま
ま
の
新
聞
紙

し
ん
ぶ
ん
し

に
気き

が
付つ

く
と
、
慌あ
わ

て
て
前
後
ぜ
ん
ご

を 

見み

ま
わ
し
た
。
そ
う
し
て
誰だ
れ

も
通と
お

っ
て
い
な
い
の
を
見
澄
み
す

ま
す
と
、
思お
も

い
切き

っ
て 

表お
も
て

の
扉と
を
開ひ
ら

い
て
中な
か

に
這
入
は
い
っ
た
。 

 
空
家
あ
き
や

の
中な
か

は
殆ほ
と

ん
ど
真
暗
ま
っ
く
ら

で
あ
っ
た
。
そ
の
中な
か

を
探さ
ぐ

り
探さ
ぐ

り
娘む
す
め

の
死
体
し
た
い

を 

吊つ
る
し
て
お
い
た
奥お
く

の
八
畳
は
ち
じ
ょ
う

の
間ま
へ
来き
て
、
マ
ッ
チ
を
擦す
っ
て
見み
る
と…

…

。 

私 

「…
…
…
…
…

」 

 …
…

そ
れ
は
紛ま
ご
う
方か
た

な
い
私わ
た
し

の
死
体
し
た
い

で
あ
っ
た
。 

 
バ
ン
ド
を
梁は
り
に
引ひ

っ
か
け
て
、
バ
ッ
ト
を
啣く
わ

え
て
、
右
手
み
ぎ
て

に
マ
ッ
チ
を
、 

左
手
ひ
だ
り
て

に
新
聞
紙

し
ん
ぶ
ん
し

を
掴つ
か

ん
で…

…

。 

 
私わ
た
し

は
驚お
ど
ろ

き
の
余あ
ま

り
気き

が
遠と
お

く
な
っ
て
来き

た
。
マ
ッ
チ
の
燃も

え
さ
し
を 

取と

り
落お
と

し
な
が
ら…

…

こ
れ
は
警
察
け
い
さ
つ

当
局
と
う
き
ょ
く

の
ト
リ
ッ
ク
じ
ゃ
な
い
か…

…
 

と
い
っ
た
よ
う
な
疑う
た
が

い
を
チ
ラ
リ
と
頭あ
た
ま

の
片
隅
か
た
す
み

に
浮う
か
め
か
け
た
よ
う
で
あ
っ
た
が
、 

そ
の
瞬
間
し
ゅ
ん
か
ん

に
、
思お
も

い
も
か
け
な
い
私わ
た
し

の
背
後
う
し
ろ

の
ク
ラ
暗や
み

の
中な
か

か
ら
、 

若わ
か

い
女お
ん
な

の
笑わ
ら

い
声こ
え

が
聞き
こ

え
て
来き
た
。 

 
そ
れ
は
私わ
た
し

が
絞し
め
殺こ
ろ

し
た
彼
女
か
の
じ
ょ

の
声こ
え

に
相
違
そ
う
い

な
か
っ
た
。 

女 

「
オ
ホ
ホ
ホ
ホ
ホ
ホ…

…

あ
た
し
の
思お
も

い
が
、
お
わ
か
り
に
な
っ
て…

…

」 

〈
完
〉
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１場 
縊死体い し た い：首を吊って死んだ遺体の
ことです。首を吊ったり、くくっ
たりして死ぬことを縊死

い し
と言いま

す。�

一条いちじょう：「条」は、川や道、布、煙
など細長いものを数えるときに使
います。噴水の噴き出す様子が細
長く見えるため、「一条」と数えて
います。 

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。
都市に働きに出る人々のための住
宅地が広がっていることが多いで
す。 

桃割も も われ：女性の日本髪のひとつで
す。10代後半の少女がよく結って
いたもので、頭の後ろで髪をまと
め、2つの輪を作ります。まげの
形が桃を半分に割った形に見える
ことから「桃割れ」と呼ばれまし
た。少女らしさを感じる髪型だっ

たのでしょう。昭和時代に入って
からも、戦前までは日常的に結わ
れることがあったようです。 

振袖ふりそで：江戸時代に発展した、袖そでが
長い女性用の着物です。成人前の
未婚女性の普段着でした。現代で
も、未婚の女性の晴れ着として、
成人式や卒業式などでよく着られ
ますね。 

扱帯しご き：しごき帯のことで、通常
「志古着帯

し ご き お び
」と表記します。もとも

とは、女性が着物の裾
すそ
を身長に合

わせてたくし上げるために使用し

た帯です。現代では、七五三、成
人式、結婚式など盛装

せいそう
時に、飾り

として使用します。通常の帯の下
で腰に締め、体の前または後ろで
蝶
ちょう
結びをして垂らすのが一般的で

す。 

キチガイ：通常「気違い」「気狂
い」と書きます。精神が平常と異
なる状態になり、常識から外れた
言動をとることや、そうしたこと
をする人を言います。現代では不
適切な言葉とされ、使われていま

せん。 

鴨居か も い：住宅の一部で、ふすまや障
子をはめるために溝が設けられた
枠の上側を指します。下側は「敷
居」と呼びます。木でできている
ことが多いです。 

バット：「ゴールデンバット」（英
語で「金色のコウモリ」という意
味）の略で、日本製タバコの銘柄
です。です。明治 39（1906）年に
発売され、現在でも販売されてい
ます。「ピー
ス」や「朝
日」といった
高級銘柄に対
して、「ゴール
デンバット」
は安さが売り
でした。 

特種とくだね：新聞や雑誌で、一社だけが
抜け駆けして手に入れたニュース
のことです。スクープとも言いま
す。 

◀桃割れ 

▲振袖・扱き帯 

▲バット 
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三段抜さんだ ん ぬき：新聞の紙面で、記事を
大きく扱うために、三段分を使っ
て見出しを組むことです。 

電気で ん きのように飛と び付つ く：「電気の
ように」という慣用句はありませ
んが、例えば「電光石火のごと
く」は、稲妻や閃光のイメージか
ら、ほんの短い間や素早い動作を
表します。ここでは、記事の内容
が、主人公の目に、一瞬にして、
閃光のごとく目に飛び込んで来た
様子を表しているとようです。 

２場 
見澄み す ます：注意深く、よく見るこ
と、見極めることです。�

バンド：英語で、帯のことです。
体に巻き付け、衣類を固定するた
めの物です。ここでは、ズボンの
ベルトか、ズボン吊り（サスペン
ダー）を指していると考えられま
す。 

燃も えさし：途中まで燃えること、
燃え切らずに残ることです。「燃え
止し」と表記することもありま
す。 

浮う かめる：「浮かむ」という動詞
の活用形です。「浮かむ」は「浮か
ぶ」、「浮かめる」は「浮かんでい
る」または「浮かべる」という意
味です。 
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