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一
場 �◆

行
方
不
明
に
な
っ
て
い
た
床
太
郎
が
、
７
日
目
の
晩
に
帰
っ
て
く
る 

◆
ナ
レ
ー
タ
ー 

庄
太
郎

し
ょ
う
た
ろ
う

が
女お
ん
な

に
攫さ
ら

わ
れ
て
か
ら
七
日
目

な
の
か
め

の
晩ば
ん

に
ふ
ら
り
と
帰か
え

っ
て
来き

て
、 

急き
ゅ
う

に
熱ね
つ

が
出で
て 

ど
っ
と
、
床と
こ

に
就つ
い
て
い
る
と
云い
っ
て
健け
ん

さ
ん
が
知し
ら
せ
に
来き
た
。 

 
庄し
ょ
う

太
郎
た
ろ
う

は
町
内
ち
ょ
う
な
い

一い
ち

の
好
男
子

こ
う
だ
ん
し

で
、
至
極
し
ご
く

善
良
ぜ
ん
り
ょ
う

な
正
直
者

し
ょ
う
じ
き
も
の

で
あ
る
。 

た
だ
一ひ
と

つ
の
道
楽
ど
う
ら
く

が
あ
る
。
パ
ナ
マ
の
帽
子
ぼ
う
し

を
被か
ぶ

っ
て
、
夕
方
ゆ
う
が
た

に
な
る
と 

水
菓
子
屋

み
ず
が
し
や

の
店
先
み
せ
さ
き

へ
腰こ
し

を
か
け
て
、
往
来
お
う
ら
い

の
女お
ん
な

の
顔か
お

を
眺な
が

め
て
い
る
。
そ
う
し
て 

し
き
り
に
感
心
か
ん
し
ん

し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
に
は
こ
れ
と
云い
う
ほ
ど
の
特
色
と
く
し
ょ
く

も
な
い
。 

 
あ
ま
り
女お
ん
な

が
通と
お

ら
な
い
時と
き

は
、
往
来
お
う
ら
い

を
見み

な
い
で
水
菓
子

み
ず
が
し

を
見み

て
い
る
。 

水
菓
子

み
ず
が
し

に
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
水
蜜
桃

す
い
み
つ
と
う

や
、
林
檎
り
ん
ご

や
、
枇
杷
び
わ

や
、
バ
ナ
ナ
を 

綺
麗
き
れ
い

に
籠か
ご

に
盛も

っ
て
、
す
ぐ
見
舞
物

み
や
げ
も
の

に
持も

っ
て
行い

け
る
よ
う
に
二
列
に
れ
つ

に
並な
ら

べ
て
あ
る
。 

庄し
ょ
う

太
郎
た
ろ
う

は
こ
の
籠か
ご

を
見み

て
は
綺
麗
き
れ
い

だ
と
云い

っ
て
い
る
。
商
売
し
ょ
う
ば
い

を
す
る
な
ら 

水
菓
子
屋

み
ず
が
し
や

に
限か
ぎ

る
と
云い

っ
て
い
る
。
そ
の
く
せ
自
分
じ
ぶ
ん

は
パ
ナ
マ
の
帽
子
ぼ
う
し

を
被か
ぶ

っ
て 

ぶ
ら
ぶ
ら
遊あ
そ

ん
で
い
る
。 

 
こ
の
色い
ろ

が
い
い
と
云い

っ
て
、
夏
蜜
柑

な
つ
み
か
ん

な
ど
を
品
評
ひ
ん
ぴ
ょ
う

す
る
事こ
と

も
あ
る
。
け
れ
ど
も
、 

か
つ
て
銭ぜ
に

を
出だ

し
て
水
菓
子

み
ず
が
し

を
買か

っ
た
事こ
と

が
な
い
。
た
だ
で
は
無
論
む
ろ
ん

食く

わ
な
い
。 

色い
ろ

ば
か
り
賞ほ
め
て
い
る
。 
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二
場 �◆

庄
太
郎
が
、
水
菓
子
を
買
っ
た
女
に
つ
い
て
い
き
、
不
思
議
な
体
験
を
す
る 

◆
ナ
レ
ー
タ
ー
、
庄
太
郎
、
女 

 
あ
る
夕
方
ゆ
う
が
た

一
人
ひ
と
り

の
女お
ん
な

が
、
不
意
ふ
い

に
店
先
み
せ
さ
き

に
立た

っ
た
。
身
分
み
ぶ
ん

の
あ
る
人ひ
と

と
見み

え
て 

立
派
り
っ
ぱ

な
服
装
ふ
く
そ
う

を
し
て
い
る
。
そ
の
着
物
き
も
の

の
色い
ろ

が
ひ
ど
く
庄し
ょ
う

太
郎
た
ろ
う

の
気き

に
入い

っ
た
。 

そ
の
上
庄
う
え
し
ょ
う

太
郎
た
ろ
う

は
大
変
女

た
い
へ
ん
お
ん
な

の
顔か
お

に
感
心
か
ん
し
ん

し
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
大
事
だ
い
じ

な 

パ
ナ
マ
の
帽
子
ぼ
う
し

を
脱と
っ
て
丁
寧
て
い
ね
い

に
挨
拶
あ
い
さ
つ

を
し
た
ら
、
女お
ん
な

は
籠
詰
か
ご
づ
め

の
一
番
い
ち
ば
ん

大お
お

き
い
の
を 

指さ
し
て
、 

女 

こ
れ
を
下く
だ

さ
い 

と
云い

う
ん
で
、
庄し
ょ
う

太
郎
た
ろ
う

は
す
ぐ
そ
の
籠か
ご

を
取と

っ
て
渡わ
た

し
た
。
す
る
と
女お
ん
な

は 

そ
れ
を
ち
ょ
っ
と
提さ
げ
て
見み
て
、 

女 

大
変
た
い
へ
ん

重お
も

い
事こ
と 

と
云い
っ
た
。 

 
庄し
ょ
う

太
郎
た
ろ
う

は
元
来
が
ん
ら
い

閑
人
ひ
ま
じ
ん

の
上う
え

に
、
す
こ
ぶ
る
気
作
き
さ
く

な
男お
と
こ

だ
か
ら
、 

庄
太
郎 

で
は
お
宅た
く

ま
で
持も
っ
て
参ま
い

り
ま
し
ょ
う 

と
云い
っ
て
、
女お
ん
な

と
い
っ
し
ょ
に
水
菓
子
屋

み
ず
が
し
や

を
出で
た
。
そ
れ
ぎ
り
帰か
え

っ
て
来こ
な
か
っ
た
。 

 
い
か
な
庄し
ょ
う

太
郎
た
ろ
う

で
も
、
あ
ん
ま
り
呑
気
の
ん
き

過す
ぎ
る
。
只
事
た
だ
ご
と

じ
ゃ
無な
か
ろ
う
と
云い
っ
て
、 

親
類
し
ん
る
い

や
友
達
と
も
だ
ち

が
騒さ
わ

ぎ
出だ
し
て
い
る
と
、
七
日
目

な
の
か
め

の
晩ば
ん

に
な
っ
て
、
ふ
ら
り
と
帰か
え

っ
て
来き
た
。 

そ
こ
で
大
勢
お
お
ぜ
い

寄よ
っ
て
た
か
っ
て
、 

大
勢 

庄し
ょ
う

さ
ん
ど
こ
へ
行い
っ
て
い
た
ん
だ
い 

と
聞き
く
と
、
庄し
ょ
う

太
郎
た
ろ
う

は 

庄
太
郎 

電
車
で
ん
し
ゃ

へ
乗の
っ
て
山や
ま

へ
行い
っ
た
ん
だ 
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と
答こ
た

え
た
。 

 
何な
ん

で
も
よ
ほ
ど
長な
が

い
電
車
で
ん
し
ゃ

に
違ち
が

い
な
い
。
庄し
ょ
う

太
郎
た
ろ
う

の
云い

う
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、 

電
車
で
ん
し
ゃ

を
下お

り
る
と
す
ぐ
と
原は
ら

へ
出で

た
そ
う
で
あ
る
。
非
常
ひ
じ
ょ
う

に
広ひ
ろ

い
原は
ら

で
、 

ど
こ
を
見
廻
み
ま
わ

し
て
も
青あ
お

い
草く
さ

ば
か
り
生は

え
て
い
た
。
女お
ん
な

と
い
っ
し
ょ
に
草く
さ

の
上う
え

を 

歩あ
る

い
て
行い

く
と
、
急き
ゅ
う

に
絶
壁
き
り
ぎ
し

の
天
辺
て
っ
ぺ
ん

へ
出で

た
。
そ
の
時
女
と
き
お
ん
な

が
庄し
ょ
う

太
郎
た
ろ
う

に
、 

女 

こ
こ
か
ら
飛と
び
込こ
ん
で
御
覧
ご
ら
ん

な
さ
い 

と
云い

っ
た
。
底そ
こ

を
覗の
ぞ

い
て
見み

る
と
、
切
岸
き
り
ぎ
し

は
見み

え
る
が
底そ
こ

は
見み

え
な
い
。
庄し
ょ
う

太
郎
た
ろ
う

は 

ま
た
パ
ナ
マ
の
帽
子
ぼ
う
し

を
脱ぬ
い
で
再
三
さ
い
さ
ん

辞
退
じ
た
い

し
た
。
す
る
と
女お
ん
な

が
、 

女 

も
し
思お
も

い
切き

っ
て
飛と

び
込こ

ま
な
け
れ
ば
、
豚ぶ
た

に
舐な

め
ら
れ
ま
す
が 

好よ
う
ご
ざ
ん
す
か 

と
聞き

い
た
。
庄し
ょ
う

太
郎
た
ろ
う

は
豚ぶ
た

と
雲く
も

右え
衛
門
も
ん

が
大
嫌
だ
い
き
ら
い

だ
っ
た
。
け
れ
ど
も
命い
の
ち

に
は 

易か

え
ら
れ
な
い
と
思お
も

っ
て
、
や
っ
ぱ
り
飛と

び
込こ

む
の
を
見
合
み
あ
わ

せ
て
い
た
。
と
こ
ろ
へ 

豚ぶ
た

が
一
匹
い
っ
ぴ
き

鼻は
な

を
鳴な

ら
し
て
来き

た
。
庄し
ょ
う

太
郎
た
ろ
う

は
仕
方
し
か
た

な
し
に
、
持も

っ
て
い
た
細ほ
そ

い 

檳
榔
樹

び
ん
ろ
う
じ
ゅ

の
洋
杖
ス
テ
ッ
キ

で
、
豚ぶ
た

の
鼻
頭
は
な
づ
ら

を
打ぶ

っ
た
。
豚ぶ
た

は
ぐ
う
と
云い

い
な
が
ら
、
こ
ろ
り
と 

引ひ

っ
繰く

り
返か
え

っ
て
、
絶
壁
ぜ
っ
ぺ
き

の
下し
た

へ
落お

ち
て
行い

っ
た
。
庄し
ょ
う

太
郎
た
ろ
う

は
ほ
っ
と
一ひ

と
息い
き 

接つ

い
で
い
る
と
 
ま
た
一
匹
い
っ
ぴ
き

の
豚ぶ
た

が
大お
お

き
な
鼻は
な

を
庄し
ょ
う

太
郎
た
ろ
う

に
擦す

り
つ
け
に
来き

た
。 

庄
太
郎

し
ょ
う
た
ろ
う

は
や
む
を
え
ず
ま
た
洋
杖
ス
テ
ッ
キ

を
振ふ

り
上あ

げ
た
。
豚ぶ
た

は
ぐ
う
と
鳴な

い
て 

ま
た
真
逆
様

ま
っ
さ
か
さ
ま

に
穴あ
な

の
底そ
こ

へ
転こ
ろ

げ
込こ

ん
だ
。
す
る
と
ま
た
一
匹
い
っ
ぴ
き

あ
ら
わ
れ
た
。 

こ
の
時と
き

庄し
ょ
う

太
郎
た
ろ
う

は
ふ
と
気き

が
つ
い
て
、
向む
こ

う
を
見み

る
と
、
遥は
る
か

の
青あ
お

草
原
く
さ
ば
ら

の 

尽つ

き
る
辺あ
た
り

か
ら
幾
万
匹

い
く
ま
ん
び
き

か
数か
ぞ

え
切き

れ
ぬ
豚ぶ
た

が
、
群む
れ

を
な
し
て
一
直
線

い
っ
ち
ょ
く
せ
ん

に
、 

こ
の
絶
壁
ぜ
っ
ぺ
き

の
上う
え

に
立た

っ
て
い
る
庄し
ょ
う

太
郎
た
ろ
う

を
目
懸
め
が

け
て
鼻は
な

を
鳴な

ら
し
て
く
る
。 

庄
太
郎

し
ょ
う
た
ろ
う

は
心し
ん

か
ら
恐
縮

き
ょ
う
し
ゅ
く

し
た
。
け
れ
ど
も
仕
方
し
か
た

が
な
い
か
ら
、
近
寄
ち
か
よ

っ
て
く
る 
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豚ぶ
た

の
鼻
頭
は
な
づ
ら

を
、
一ひ
と

つ
一ひ
と

つ
丁
寧
て
い
ね
い

に
檳
榔
び
ん
ろ
う

樹じ
ゅ

の
洋
杖
ス
テ
ッ
キ

で
打ぶ

っ
て
い
た
。
不
思
議

ふ
し
ぎ

な
事こ
と

に 
洋
杖
ス
テ
ッ
キ

が
鼻は
な

へ
触さ
わ

り
さ
え
す
れ
ば
豚ぶ
た

は
こ
ろ
り
と
谷た
に

の
底そ
こ

へ
落お
ち
て
行い
く
。
覗の
ぞ

い
て
見み
る
と 

底そ
こ

の
見み

え
な
い
絶
壁
ぜ
っ
ぺ
き

を
、
逆さ
か

さ
に
な
っ
た
豚ぶ
た

が
行
列
ぎ
ょ
う
れ
つ

し
て
落お

ち
て
行い

く
。
自
分
じ
ぶ
ん

が 

こ
の
く
ら
い
多お
お

く
の
豚ぶ
た

を
谷た
に

へ
落お
と

し
た
か
と
思お
も

う
と
、
庄し
ょ
う

太
郎
た
ろ
う

は
我わ
れ

な
が
ら 

怖こ
わ

く
な
っ
た
。
け
れ
ど
も
豚ぶ
た

は
続
々
ぞ
く
ぞ
く

く
る
。
黒
雲
く
ろ
く
も

に
足あ
し

が
生は

え
て
、
青
草
あ
お
く
さ

を 

踏ふ
み
分わ
け
る
よ
う
な
勢い
き
お

い
で
無
尽
蔵

む
じ
ん
ぞ
う

に
鼻は
な

を
鳴な
ら
し
て
く
る
。 

 
庄し
ょ
う

太
郎
た
ろ
う

は
必
死
ひ
っ
し

の
勇ゆ
う

を
ふ
る
っ
て
、
豚
の
鼻
頭
を
七
日
な
の
か

六
晩
む
ば
ん

叩た
た

い
た
。
け
れ
ど
も
、 

と
う
と
う
精
根
せ
い
こ
ん

が
尽つ

き
て
、
手て

が
蒟
蒻
こ
ん
に
ゃ
く

の
よ
う
に
弱よ
わ

っ
て
、
し
ま
い
に
豚ぶ
た

に 

舐な
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
し
て
絶
壁
ぜ
っ
ぺ
き

の
上う
え

へ
倒た
お

れ
た
。 
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三
場 �◆

庄
太
郎
か
ら
聞
い
た
話
を
話
し
終
え
た
健
さ
ん
。 

◆
ナ
レ
ー
タ
ー 

 
健け
ん

さ
ん
は
、
庄し
ょ
う

太
郎
た
ろ
う

の
話は
な
し

を
こ
こ
ま
で
し
て
、
だ
か
ら
あ
ん
ま
り
女お
ん
な

を
見み
る
の
は 

善よ

く
な
い
よ
と
云い

っ
た
。
自
分
じ
ぶ
ん

も
も
っ
と
も
だ
と
思お
も

っ
た
。
け
れ
ど
も
健け
ん

さ
ん
は 

庄し
ょ
う

太
郎
た
ろ
う

の
パ
ナ
マ
の
帽
子
ぼ
う
し

が
貰も
ら

い
た
い
と
云い
っ
て
い
た
。 

 
庄し
ょ
う

太
郎
た
ろ
う

は
助た
す

か
る
ま
い
。
パ
ナ
マ
は
健け
ん

さ
ん
の
も
の
だ
ろ
う
。 

〈
完
〉



 

 

１場 
パナマの帽子ぼ う し：「パナマ帽」と呼
ばれる夏用の帽子です。麦わら帽
子のように植物を編んでつくられ
ています。周囲につばがついてい
て、真ん中がへこんだ形をしてい
ます。戦前、紳士の夏の正装とし
て愛用されていました。�

水菓子み ず が し：果物のことです。果物は
昔、菓子の一種とされていたため
に、「水菓子」と呼ばれました。現
在ではさまざまな果物を安く買う
ことができますが、明治時代、果
物の多くは高価で貴重なものでし
た。 

水蜜桃すいみつとう：桃ももの品種のひとつです。
明治時代に中国から輸入され、栽

培されるようになりました。実が
大きく、ジューシーで、甘いのが
特徴です。現在日本で食べられる
桃は、ほとんどが水蜜桃を品種改
良したものです。それまで日本で
栽培されていた桃は、甘さがほと
んどなかったため、甘い水蜜桃
は、大人気だったようです。 

２場 
閑人ひまじん：暇な人。これといった用事
がなく、昼間からぶらぶらしてい
る人です。庄太郎は働かなくても
食べていける、名家の人なのかも
しれません。 

絶壁きりぎし・切岸きりぎし：切り立った崖のこと
です。「絶壁」は通常、「ぜっぺ
き」と読みます。「断崖絶壁」とい
ったりしますね。「切岸」も崖のこ
とですが、鎌倉時代から戦国時代
にかけて、敵の侵入を防ぐために
人工的に作った崖のことを特に指
す場合もあるようです。 

豚ぶた：イノシシを家畜化した動物で
す。日本でも、弥生時代から豚を
飼育し、食べていたそうです。江
戸時代には豚肉食が一旦下火にな
りましたが、明治時代に入り、再
び一般化しました。きれい好き、
知性の高い生き物としても知られ
ています。 

雲右衛門く も え も ん：明治時代に実在した浪
曲師・桃中軒

とうちゅうけん
雲右衛門
く も え も ん

のことで
す。1万 5千円（現代のお金で１
億円相当）の出演料でレコード盤
に浪曲を吹き込み、後にそのレコ
ード盤をめぐって、ドイツ人と著
作権を争う裁判を起こしたという
記録が残っています。相当な人気
者、かつ先進的な人物であったこ
とがうかがえます。 

檳榔樹びんろうじゅ：インドネシア・マレーシ
アを原産とするヤシの仲間の植物
です。竹のように繊維が束になっ
ていて、とても硬いのが特徴で
す。表面はチョコレートのような

色をしています。種を噛むとリラ
ックスできる作用があるため、タ
バコとして愛用する地域がありま
す。 

黒雲くろくもに足あしが生は える：「黒雲」は、
雨を降らす黒い雲です。「黒雲に足
が生える」というのはこの作品独
特の表現ですが、黒雲は一般的に
塊になって押し寄せてくるもので
すので、一斉に押し寄せる豚の大
群を黒雲にたとえ、それに足が生
えたよう、と表現したのでしょ
う。また、文学において、黒雲は
不吉なことの前触れとしてよく使
われます。 

無尽蔵むじん ぞ う：いくらでもあること、い
くら取ってもなくならないことで
す。 

必死ひ っ しの勇ゆう：「必死」は死にものぐ
るいなこと。「勇」は勇気、いさま
しいこと。つまり、「必死の勇」と
は、死にものぐるいでいさましく
振る舞うことです。 

▼パナマ帽 



劇団ののと読む　夏目漱石『夢十夜』より『第十夜』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 という書き出しで有名な『夢十夜』。夢、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 という体裁をとった十編の短編小説

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 集です。内容はひとつひとつがバラ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  エティに富んでいます。例えば、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なぜか鎌倉時代の仏像師・運慶

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 が明治にあらわれ、その手つきに感化

された主人公も仏像を彫りはじめてみるがまるでモノにならない……という「第六夜」のとぼけた味わい

から、夜中に子供をおぶって延々田んぼと森を歩いたすえ、その子から自分が

殺人者だと告げられる……ホラーテイストの「第三夜」などもあります。

けれどやっぱり白眉は、幕明けの「第一夜」でありましょう。

布団に横たわり「もう死にます」と告げた美しい女。百年後にまた会う約束を交わし、数えきれない日と星が

巡るまで待ちつづける……というロマンティックなこの話。百年経ってやっと一度会う約束は、単純計算で七夕

の１００倍ロマンティックですね。「百年はもう来ていたんだな」と主人公が気づくシーンの美しさはぜひお読み

いただきたいところで、『夢十夜』といえば「第一夜」のイメージだけ持っているかたも多いはずです。

そうして始まった短編集が、このような最後を迎えるとは誰が予想

したでしょう……。快活で怠けもので、綺麗な女性に目のない“庄

太郎”が、美女について行った先で７日間、ブタと格闘しつづける……。はるか地平線からすべてを埋めつくす

ブタの群れ、「だから、あんまり女を見るのはよくないよ」という教訓にもならない一言、 庄太郎への無慈

悲なラストシーンにポンッと突き放されて、まさに夢から覚めるよう。 このふり幅が、しかし『夢十夜』

という短編集のふところの深さでありましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この「ブタの群れ」のイメージには、元になったで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あろうものがあります。それは『新約聖書』の

エピソード。「マルコ 」（５章）、 「ルカ」（８章）、「マタイ」（８章）の、３つもの福音書に載っています。

イエス一行が“ゲラサ人の地”に行くと、おびただしい悪霊にとりつかれた男と出会いました。イエスは

悪霊と話し合いのすえ、近くにいた豚の群れにのりうつることを許可。すると悪霊がとりついた豚たちは

次々と崖から湖へ落ち、溺れ死んでしまった……という、イエスの悪霊払いの力を示す挿話の一つです。

夏目漱石はイギリスへ留学し、英文学を研究していましたから、聖書の知識は並ならずあったでしょう。

ちなみに「マルコ」の記述では豚は２０００匹おり、まさに地平線も埋まりそう。なおこの一連、「マタイ」

　　　　　　　　　　　　　　の記述は少し違い、地名が“ガダラ人の地”、悪霊につかれた男は“２人”

　　　　　　　　　　　　　　　 となっています。中島らもさんの名作小説『ガダラの豚』がこのエピ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ソードから題をとっていたり、悪霊たちの呼び名「レギオン」　（古

　　　　　　　　　　　　　　　　　　代ローマで“軍団”という意味）は、映画『ガメラ』の怪獣の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 名前になったりもしている、有名エピソードなのです。

　

この解説のはじまりでも触れました書き出し、黒澤明監督の映画『夢』でも引用されたこのフ

レーズ　　　　　　　　　　　は、実は使われているのは第一、二、三、五夜だけで、意外に

十編中の半分もありません。（「第九夜」は「こんな悲い話を、夢の中で母から聞た」という

締めなので、加えればちょうど半分ともいえます）

考えてみると、小説といういわば何でもありのフィクションの中で、「夢」を宣言することの

不思議さもありますね。「夢」と言われて読むとなんとなく夏目漱石本人が主人公のような気が

してしまいますが……作品は色んな考えを待っているのかもしれません。

この荒唐無稽な「第十夜」が聖書から喚起されたものだったとは！　とはいえ、それが、なんなのか？　どう素

敵な解釈に結び付けるかは、あなたしだいです！

なお、“庄太郎”は、同名の人物が「第八夜」に登場してい

ます。こちらの話の語り手は散髪を待っている最中。床屋の鏡に映った表通りを、

　庄太郎が女を連れて通る。庄太郎は何時の間にかパナマの帽子を買て被っている。

　女も何時の間に拵らえたものやら。ちょっと解らない。双方とも得意のようであった。

　よく女の顔を見ようと思ううちに通り過ぎてしまった。

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 という、この「女」が「第十夜」の美女なのかも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しれませんし、あるいはまったく別人なのかも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しれません……。ともかく、各編が独立して

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 いる『夢十夜』の中でなぜか、最終話を予告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 するようなシーンが描かれているのでし た。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 意外と大役、漱石は庄太郎に愛着があるんで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しょうか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　起きて見る夢（将

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来の夢？）と違い、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寝て見る夢はあまりにも多様です。そして、人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 に話すほどでもない、わからない、どうしようもな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くでたらめな夢も、

数多く見るものです。今回 は、そんな「人に話すほどでもない夢」

を思い出していただきたく、あえて美しい「第一夜」でなく、

そのような、けったいな「第十夜」を選んだ次第でした。

それではさようなら。

文・イラスト　栗田 ばね
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