
「
若
い
息
子
」
と

野
上
弥
生
子
と
フ
ラ
ン
ク

「
若
い
息
子
」
は
昭
和
七
(
-
九
三
二
）
年
十
二
月
一
日
発
行
の
「
中
央
公
論
j

第
匹
十
七
年
第
十
三
号
に
掲
載
さ
れ
、
翌
八
年
七
月
十
七
日
に
単
行
本
と
し
て
岩
波

書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
「
若
い
息
子
」
は
、
前
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
真
知
子
」
、

さ
ら
に
は
、
彼
女
の
代
表
作
の
一
っ
「
迷
路
」
（
原
型
の
「
黒
い
行
列
」
は
昭
和
十

四
年
十
一
月
一
日
発
行
の
「
中
央
公
論
」
第
五
十
一
年
十
一
号
に
掲
載
さ
れ
た
。
）

と
同
じ
く
、
知
的
か
つ
良
心
的
な
若
者
と
社
会
主
義
と
の
関
わ
り
を
テ
ー
マ
と
し
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
渡
辺
澄
子
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
若
い
息
子
j

は
「
真

知
子
」
と
「
迷
路
」
の
「
橋
渡
し
」
の
役
割
を
果
す
作
品
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で

き
る
。

「
若
い
息
子
」
は
と
も
に
禰
生
子
の
代
表
作
と
い
わ
れ
る
「
真
知
子
」
「
迷

路
」
の
二
作
品
の
中
間
の
時
期
で
あ
る
昭
和
七
年
十
二
月
「
中
央
公
論
」
に
発
表

さ
れ
た
中
篇
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
作
品
は
、
昭
和
初
年
の
左
翼
思
想
の
シ
ュ

ト
ゥ
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
グ
の
な
か
に
身
を
お
い
て
苦
悩
し
た
若
い
世
代
の

姿
を
描
い
た
も
の
と
し
て
い
わ
ば
連
作
と
も
い
え
る
。
「
真
知
子
」
の
主
人
公
真

野
上
弥
生
子
と
フ
ラ
ン
ク
・
ヴ
ェ
デ
キ
ン
ト
（
二
）

ヴ
ェ
デ
キ
ン
ト

『
春
の
目
ざ
め
』

と
こ
ろ
で
、
『
真
知
子
j

と
「
若
い
息
子
」
は
そ
の
主
題
に
お
い
て
ば
か
り
で
は

な
く
、
小
説
の
骨
組
み
を
或
る
西
欧
文
学
作
品
に
負
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て

も
共
通
点
を
有
し
て
い
る
。
「
真
知
子
」
が
ジ
ェ
イ
ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
「
高
慢

と
偏
見
」
を
下
敷
き
と
し
て
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
は
、
拙
稿
「
漱
石
と
豊
一

郎
・
弥
生
子
-
P
r
i
d
e
 
a
n
d
 
P
r
e
j
u
d
i
c
e
を
め
ぐ
っ
て
ー
(2)

」
等
に
お
い
て
す
で
に

指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
で
は
、
「
若
い
息
子
」
は
ど
の
よ
う
な
作
品
を
粉
本
と

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
作
品
中
に
見
え
る
「
メ
ル
ピ

オ
ー
ル
」
と
「
ヴ
ェ
ン
ド
ラ
」
と
い
う
外
国
語
の
人
名
で
あ
る
。

秩
父
高
等
学
校
の
学
生
工
藤
圭
次
は
社
会
主
義
思
想
に
共
鳴
を
覚
え
な
が
ら
、
自

分
が
最
重
要
視
す
る
知
識
を
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
と
し
て
軽
蔑
す
る
学
生
運
動
家
た
ち
に

必
ず
し
も
同
調
で
き
な
い
。
た
だ
、
「
図
ぬ
け
た
頭
脳
と
男
ら
し
い
冷
静
な
性
情
」

． 
知
子
の
男
性
版
が
「
若
い
息
子
」
の
主
人
公
工
藤
圭
次
で
あ
り
、
や
が
て
「
迷

路
」
の
菅
野
省
一
―
―
へ
と
発
展
し
て
い
く
。
し
た
が
っ
て
「
若
い
息
子
」
は
そ
の
書

か
れ
た
時
期
か
ら
だ
け
で
な
く
「
真
知
子
」
と
「
迷
路
」
の
橋
渡
し
を
な
す
作
品

で
あ
ろ
う
か
と
思
う

(
1
)
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の
持
ち
主
で
あ
る
滝
村
に
は
一
目
置
い
て
い
る
。
圭
次
は
滝
村
の
求
め
に
応
じ
て
、

R
.
s
[
読
書
会
]
に
参
加
し
、
労
働
争
議
支
援
資
金
を
提
供
す
る
。
そ
の
資
金
を

基
に
滝
村
は
ス
ト
ラ
イ
キ
支
持
の
ビ
ラ
を
駅
や
工
場
や
学
校
の
校
庭
に
撒
布
す
る
が
、

ま
も
な
く
逮
捕
さ
れ
て
し
ま
う
。
圭
次
も
資
金
提
供
の
件
は
露
見
し
な
か
っ
た
も
の

の、

R
.
S
へ
数
度
参
加
し
た
廉
で
逮
捕
さ
れ
る
。
し
か
し
、
圭
次
は
肺
門
淋
巴
腺

に
異
常
が
あ
る
と
の
理
由
で
七
日
間
の
勾
留
の
の
ち
釈
放
さ
れ
る
。
圭
次
は
転
地
療

養
を
兼
ね
て
、
北
軽
井
沢
と
お
ぼ
し
き
高
原
に
あ
る
貸
し
別
荘
で
八
月
を
過
ご
す
。

そ
の
間
、
圭
次
は
「
山
の
家
の
日
記
」
と
題
す
る
日
記
を
つ
け
る
が
、
日
記
の
最
後

に
は
次
ぎ
の
よ
う
な
文
章
が
記
さ
れ
て
い
る
。

ー
親
愛
な
メ
ル
ヒ
オ
ー
ル
よ
。
今
日
僕
が
つ
ひ
に
僕
で
あ
り
え
て
、
君
に
な
ら

な
か
っ
た
の
は
、
不
思
議
な
く
ら
ゐ
だ
。

し
か
し
い
ま
の
日
本
の
学
校
や
家
庭
は
、
僕
が
あ
の
瞬
間
君
に
な
っ
た
と
し
て

も
、
お
そ
ら
く
僕
を
退
校
さ
せ
た
り
、
感
化
院
に
送
っ
た
り
は
し
な
い
で
あ
ら
う
。

君
が
不
幸
に
し
て
犯
し
た
罪
悪
は
、
一
冊
の
書
物
を
ひ
そ
か
に
勉
強
し
あ
ふ
こ
と

や
、
貧
し
い
労
働
者
に
パ
ン
を
買
ふ
に
足
り
る
賃
銭
を
払
は
せ
よ
う
で
は
な
い
か
、

と
書
い
た
簡
単
な
紙
ぎ
れ
を
撒
く
こ
と
に
較
べ
れ
ば
、
殆
ん
ど
罪
で
は
な
い
の
だ

か
ら
。同

じ
意
味
か
ら
、
彼
女
の
親
た
ち
も
彼
女
が
ヴ
ェ
ン
ド
ラ
で
あ
っ
た
代
り
、
軽

井
沢
の
テ
ニ
ス
場
を
う
ろ
つ
き
廻
る
間
に
、
恋
か
ら
で
も
、
ま
た
確
乎
と
し
た
慾

情
か
ら
で
も
な
く
、
た
だ
ほ
ん
の
暇
の
も
た
せ
る
好
奇
心
か
ら
ー
あ
た
か
も
あ
の

手
紙
の
情
人
の
場
合
の
ご
と
き
ー
碧
い
眼
の
赤
ん
坊
の
母
と
な
る
や
う
な
事
が
生

じ
た
と
し
て
も
、

R
.
S
で
も
、
ビ
ラ
撒
き
で
も
な
か
っ
た
と
云
ふ
理
由
で
、
父

も
母
も
た
や
す
く
そ
の
恥
を
忘
れ
得
る
だ
ら
う
。

し
か
も
わ
れ
わ
れ
若
い
も
の
は
、
今
は
た
だ
二
つ
の
道
し
か
持
つ
て
ゐ
な
い
。

君
の
や
う
に
感
化
院
に
行
く
か
。
或
は
ま
た
留
置
場
を
え
ら
ぶ
か
°
|
（
3
)

圭
次
が
「
親
愛
な
メ
ル
ビ
オ
ー
ル
」
と
呼
び
か
け
て
い
る
「
メ
ル
ヒ
オ
ー
ル
」
と

は
フ
ラ
ン
ク
・
ヴ
ェ
デ
キ
ン
ト

(Frank
W
e
d
e
k
i
n
d
 `
 
1
8
6
4
 ,
 19
1
8
)

の
代
表
的
戯
曲

「
春
の
目
ざ
め
J

(
F
r蓉
lings

E
r
w
a
c
h
e
n
,
 
1
8
9
0
)

の
主
人
公
名
で
あ
る
。
メ
ル

ビ
オ
ル
・
ガ
ボ
ル
は
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
[
ド
イ
ツ
の
高
等
中
学
校
]
の
優
秀
な
生
徒
で

あ
る
。
彼
は
性
に
も
強
い
関
心
を
抱
い
て
お
り
、
第
二
幕
第
二
場
で
、
親
し
く
な
っ

た
ヴ
ェ
ン
ド
ラ
・
ベ
ル
ク
マ
ン
と
い
う
少
女
と
乾
草
棚
の
上
で
肉
体
関
係
を
結
ぶ
。

圭
次
も
別
荘
を
訪
ね
て
き
た
美
し
い
従
妹
初
子
と
同
じ
よ
う
な
関
係
に
な
り
か
け
る

が
、
辛
う
じ
て
踏
み
と
ど
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
「
君
に
な
ら
な
か
っ
た
」
と
は
こ

の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
弥
生
子
が
「
若
い
息
子
」
の
中
で
「
春
の
目

ざ
め
」
な
い
し
そ
の
登
場
人
物
に
言
及
し
て
い
る
の
は
こ
の
箇
所
だ
け
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
「
春
の
目
ざ
め
」
を
読
ん
だ
こ
と
が
な
い
読
者
に
は
、
メ
ル
ビ
オ
ル
ヘ

呼
び
か
け
た
こ
の
箇
所
は
非
常
に
唐
突
に
思
え
る
で
あ
ろ
う
し
、
圭
次
が
「
今
日
僕

が
つ
ひ
に
僕
で
あ
り
え
て
、
君
に
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
不
思
議
な
く
ら
ゐ
だ
。
」

と
い
う
文
章
で
何
を
言
お
う
と
し
て
い
る
か
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
弥
生
子
は
な
ぜ
作
品
名
に
言
及
し
な
か
っ
た
の
か
。
第
一
の
理
由
と
し
て
、

圭
次
に
「
「
春
の
目
ざ
め
」
の
主
人
公
で
あ
る
メ
ル
ヒ
オ
ー
ル
よ
」
と
書
か
せ
る
こ

と
は
ひ
ど
く
不
自
然
で
あ
る
と
の
作
家
的
判
断
が
働
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第

二
の
理
由
は
、
「
親
愛
な
メ
ル
ヒ
オ
ー
ル
よ
」
と
い
う
呼
び
か
け
の
言
葉
の
中
に
見

出
せ
よ
う
。
こ
の
呼
び
か
け
は
圭
次
が
「
春
の
目
ざ
め
」
に
親
し
ん
で
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
、
弥
生
子
自
身
が
そ
う
で
あ
っ
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
事
実
、
弥
生
子
は
「
若
い
息
子
」
執
筆
以
前
に
「
春
の
目
ざ
め
」
を
何

度
も
読
ん
で
お
り
、
そ
の
内
容
を
自
家
薬
龍
中
の
も
の
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

「
若
い
息
子
」
が
「
中
央
公
論
」
に
掲
載
さ
れ
た
昭
和
七
(
-
九
一
―
―
二
）
年
十
二
月

一
日
以
前
に
、
弥
生
子
が
作
品
や
日
記
の
中
で
「
春
の
目
ざ
め
」
に
言
及
し
て
い
る

箇
所
を
抜
き
出
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。



野
上
弥
生
子
と
フ
ラ
ン
ク
・
ヴ
ェ
デ
キ
ン
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（
二
）

④
大
正
十
三
年
四
月

二
十
五
日

③
大
正
十
三
年
三
月

二
十
九
日

②
大
正
十
二
年
八
月

二
十
二
日

①
大
正
五
年
十
一
月

五
日 年

月

日

年
表

「
父
さ
ん
の
春
の
目
ざ
め
の
訳
文
を
見
る
。
ウ
ェ
デ

キ
ン
ト
の
オ
気
換
発
は
気
も
ち
が
よ
い
。
里
見
ト
ン
先

生
の
こ
の
頃
ね
ら
っ
た
も
の
と
比
較
し
て
見
て
、
う
で

の
冴
え
を
殊
に
か
ん
ず
る
。
こ
ん
な
材
料
で
ち
つ
と
も

醜
悪
な
気
が
し
な
い
の
が
先
ず
何
よ
り
大
成
功
む
し
ろ

美
し
い
か
な
し
み
に
打
た
れ
る
。
こ
の
清
ら
か
な
可
愛

年
少
者
た
ち
を
苦
し
め
る
性
の
力
が
憎
く
な
る
位
で
あ

る
。
女
の
子
ど
も
た
ち
も
実
に
自
然
に
ほ
が
ら
か
に
描

き
出
さ
れ
て
ゐ
る
。
大
力
腕
と
お
も
ふ
。
」
[
-
四

0
頁
]

「
岩
波
さ
ん
春
の
目
ざ
め
そ
の
他
の
用
事
で
来

訪
。
'
」
[
一
三

0
頁
]

「
明
日
出
立
の
決
心
を
す
る
。
た
ゞ
し
兄
さ
ん
は
訳

し
か
け
の
春
の
目
ざ
め
を
仕
あ
げ
て
し
ま
ふ
ま
で
ゐ
る

こ
と
に
す
る
°
」
[
「
日
記
一
」
(
5
)

、
六
七
頁
]

「
ー
何
虞
よ
り
来
り
て
何
虞
へ
行
く
を
知
ら
ず
ー

斯
ん
な
聖
書
の
句
だ
の
、
又
「
春
の
目
ざ
め
」
の
中

の
ヴ
ェ
ン
ド
ラ
と
お
母
様
と
の
封
話
だ
の
、
次
ぎ
次
ぎ

に
取
り
留
め
も
な
い
思
ひ
が
頭
の
中
を
通
り
過
ぎ
ま
し

た
。
で
も
そ
れ
も
一
瞬
の
間
で
、
曾
代
子
は
頓
て
う
と

う
と
と
眠
り
に
落
ち
ま
し
た
°
」
[
「
新
し
き
命
」

3
、

二
十
八
頁
]

「
春
の
目
ざ
め
」
言
及
箇
所

（傍線引用者）
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①
の
文
章
は
「
新
し
き
命
j

(
岩
波
書
店
、
大
正
五
年
十
一
月
五
日
）
収
録
の
短

編
「
新
し
き
命
」
の
最
後
の
一
節
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
弥
生
子
が
次
男
（
茂
吉

郎
）
を
出
産
し
た
と
き
の
体
験
を
基
に
し
て
書
か
れ
た
短
編
で
あ
る
。
物
語
の
後
半

は
陣
痛
で
病
院
に
入
院
し
て
か
ら
、
激
し
い
苦
痛
の
う
ち
に
無
事
男
の
子
を
出
産
す

る
ま
で
の
経
緯
と
、
見
舞
い
に
来
て
く
れ
た
夫
と
の
短
い
会
話
か
ら
な
っ
て
い
る
。

夫
は
風
呂
敷
の
中
に
入
っ
た
「
一
箱
の
西
洋
菓
子
と
、
色
鉛
筆
の
一
組
と
、
ブ
リ
キ

細
工
の
兵
隊
」
を
持
参
す
る
。
そ
れ
は
「
赤
ん
坊
か
ら
の
お
土
産
」
と
し
て
、
翌
日

見
舞
い
に
来
る
長
男
の
友
雄
[
決
定
版
で
は
友
こ
に
贈
ら
れ
る
は
ず
に
な
つ
て
い

る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
短
編
は
次
の
文
章
で
終
っ
て
い
る
。

友
雄
に
は
い
つ
か
そ
の
内
に
小
さ
い
赤
ん
坊
が
、
彼
の
友
達
と
し
て
現
は
れ
る

か
も
知
れ
な
い
、
と
云
ふ
事
が
知
ら
さ
れ
て
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
赤
ん
坊
は
天
か

ら
来
る
、
而
し
て
そ
の
時
お
土
産
と
し
て
お
菓
子
と
色
鉛
筆
と
ブ
リ
キ
細
工
の
兵

隊
を
屹
度
持
つ
て
来
る
筈
だ
と
豫
言
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

「
そ
の
赤
ん
坊
、
天
か
ら
何
に
乗
っ
て
来
る
の
。
」

と
云
ふ
事
は
友
雄
の
奇
抜
な
空
想
の
封
象
に
な
り
ま
し
た
。
鶴
、
孔
雀
、
雁
、
鳩
、

雀
、
邪
、
彼
は
自
分
の
意
識
に
上
る
限
り
の
翼
あ
る
も
の
を
敷
へ
て
見
ま
し
た
。

あ
の
高
い
空
か
ら
来
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
ど
れ
か
そ
ん
な
烏
に
乗
っ
て
来
る
よ
り

外
に
方
法
は
な
い
と
信
じ
て
ゐ
ま
し
た
。
（
中
略
）

明
日
い
よ
い
よ
こ
の
小
さ
い
新
人
を
見
た
時
、
何
虐
か
ら
ど
う
し
て
来
た
、
と

尋
ね
ら
れ
た
ら
、
曾
代
子
は
矢
張
り
天
か
ら
孔
雀
に
乗
っ
て
、
と
で
も
答
へ
な
け

れ
ば
な
り
ま
す
ま
い
。
嘘
を
つ
く
積
り
も
な
く
、
欺
す
積
り
も
な
い
が
、
今
の
場

合
そ
れ
が
一
番
適
嘗
な
返
事
だ
と
思
は
れ
ま
す
。
生
成
の
本
源
に
遡
つ
て
人
間
の

運
命
と
い
ふ
こ
と
を
深
く
考
へ
て
見
や
う
と
す
る
と
、
曾
代
子
自
身
に
す
ら
、
こ

の
小
さ
い
人
間
が
果
し
て
何
虐
か
ら
来
た
の
か
は
、
絶
封
に
分
り
得
な
い
の
で
あ

り
ま
す
も
の
。

ー
何
虐
よ
り
来
り
て
何
虞
へ
行
く
を
知
ら
ず
ー

斯
ん
な
聖
書
の
句
だ
の
、
又
「
春
の
目
ざ
め
」
の
中
の
ヴ
ェ
ン
ド
ラ
と
お
母
親

と
の
封
話
だ
の
、
次
ぎ
次
ぎ
に
取
り
留
め
も
な
い
思
ひ
が
頭
の
中
を
通
り
過
ぎ
ま

し
た
。
で
も
そ
れ
も
一
瞬
の
間
で
、
曾
代
子
は
頓
て
う
と
う
と
と
眠
り
に
落
ち
ま

し
た

(
6
)
0

こ
の
一
節
に
見
え
る
ヴ
ェ
ン
ド
ラ
は
圭
次
の
「
山
の
家
の
日
記
」
に
記
さ
れ
て
い

る
ヴ
ェ
ン
ド
ラ
と
同
一
人
物
で
あ
る
。
彼
女
は
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
に
通
う
少
女
で
、
十

四
オ
に
な
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
「
春
の
目
ざ
め
」
第
二
幕
第
二
場
で
、
母
親
の
ベ

ル
ク
マ
ン
夫
人
は
長
女
の
イ
ナ
に
三
人
目
の
赤
ん
坊
が
生
ま
れ
た
の
で
、
ヴ
ェ
ン
ド

ラ
に
お
祝
い
の
品
を
持
っ
て
行
く
よ
う
命
じ
る
。
以
前
か
ら
ど
う
し
て
子
供
が
生
ま

れ
る
の
か
強
い
好
奇
心
を
抱
い
て
い
た
ヴ
ェ
ン
ド
ラ
は
母
親
に
そ
の
こ
と
を
訊
ね
る
。

ベ
ル
ク
マ
ン
夫
人
は
「
鶴
の
鳥
が
置
い
て
行
っ
た
」
と
答
え
る
。
し
か
し
、
ヴ
ニ
ン

ド
ラ
は
そ
ん
な
話
を
信
じ
る
ほ
ど
子
供
で
は
な
い
。
款
拗
に
食
い
下
が
る
ヴ
ニ
ン
ド

ラ
に
、
ベ
ル
ク
マ
ン
夫
人
は
し
か
た
な
く
「
子
供
の
欲
し
い
時
は
ね
ー
男
と
ね
ー
ー

男
と
結
婚
を
す
る
の
・
・
・
・
愛
す
る
ん
だ
よ
ー
愛
す
る
ん
だ
よ
。
ー
誰
で
も
一
人

だ
け
は
男
を
愛
す
る
こ
と
が
出
来
る
ん
だ
よ
！
有
り
つ
た
け
の
心
を
こ
め
て
愛
す

る
ん
だ
よ
。
さ
う
ね
ー
何
と
云
っ
た
ら
い
、
か
知
ら
？
（
略
）
お
前
の
年
頃
ぢ
や

ま
だ
愛
す
る
こ
と
な
ん
ぞ
出
来
な
い
ん
だ
よ
。

．
．
．
．
 
ね
、
分
っ
た
ね

(
7
)
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」

と
曖
昧
な
答
え
を
与
え
る
。
「
新
し
き
命
」
の
「
ヴ
ェ
ン
ド
ラ
と
母
親
と
の
対
話
」

と
は
特
に
こ
の
場
面
に
お
け
る
ヴ
ェ
ン
ド
ラ
と
ベ
ル
ク
マ
ン
夫
人
の
や
り
取
り
を
指

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

で
は
、
弥
生
子
の
読
ん
だ
「
春
の
目
ざ
め
」
は
ド
イ
ツ
語
原
書
、
英
訳
書
、
邦
訳

書
の
い
ず
れ
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
筆
者
は
邦
訳
書
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
弥
生
子
の

夫
豊
一
郎
（
雅
号
は
臼
川
）
は
「
春
の
目
ざ
め
」
を
「
春
の
目
ざ
め
ー
少
年
悲
劇

|
」
の
タ
イ
ト
ル
で
大
正
三
年
六
月
二
十
六
日
に
東
亜
堂
書
房
よ
り
刊
行
し
て
い
る
。

そ
の
「
は
し
が
き
」
に
「
此
の
翻
繹
の
完
成
し
た
の
は
去
年
の
秋
で
あ
り
ま
し
た
」

と
あ
る
。
こ
の
「
は
し
が
き
」
は
「
一
九
一
四
年
五
月
東
京
に
て
」
書
か
れ
た
も

の
で
あ
る
か
ら
、
「
去
年
の
秋
」
と
は
一
九
一
三
年
、
す
な
わ
ち
大
正
二
年
の
秋
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
弥
生
子
の
「
新
し
き
命
」
の
最
後
に
は
「
大
正
二
年
十

四



月
」
と
い
う
脱
稿
年
と
月
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
次
男
茂
吉
郎
の
誕
生
年
月
日
が
大

正
二
年
九
月
十
日
で
あ
る
か
ら
、
弥
生
子
が
こ
の
短
絹
を
執
筆
し
た
時
期
は
大
正
二

年
九
月
十
日
か
ら
十
月
の
間
と
考
え
ら
れ
る
。

弥
生
子
の
日
記
は
大
正
十
二
年
七
月
一
―
-
+
―
日
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
ゆ
え
、
そ
れ

以
前
の
こ
と
は
詳
ら
か
で
な
い
が
、
彼
女
の
日
記
を
読
む
と
、
彼
女
が
夫
の
訳
し
た
作

品
を
刊
行
前
に
読
ん
だ
り
、
訳
文
の
校
正
を
手
伝
っ
た
り
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

た
と
え
ば
、
大
正
十
五
年
七
月
三
十
一
日
の
日
記
に
「
高
慢
と
偏
見
の
校
正
を
す
る
。

ペ
ン
バ
リ
の
邸
を
エ
リ
ザ
ベ
ス
が
見
物
に
行
っ
て
ゐ
る
と
ダ
ー
シ
ー
に
出
逢
ふ
と
こ

ろ
で
あ
る
。
今
ま
で
色
ん
な
角
度
で
屈
折
し
て
ゐ
た
二
人
の
関
係
が
い
よ
い
よ
最
後

の
了
解
に
到
し
よ
う
と
す
る
前
の
最
も
興
味
あ
る
場
面
で
あ
る
。
い
つ
も
お
も
ふ
こ

と
で
あ
る
が
、
長
編
を
書
く
な
ら
こ
の
イ
キ
で
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
で
行
け
ば

本
格
小
説
[
で
]
あ
る
と
共
に
ヽ
ょ
き
意
味
で
の
通
俗
小
説
と
も
な
り
得
る
の
で
あ

る
。
斯
う
云
ふ
と
り
あ
っ
か
ひ
方
で
一
っ
長
い
も
の
を
書
い
て
見
度
い

(
8
)
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」
と

記
し
て
い
る
。
弥
生
子
が
校
正
し
て
い
る
「
高
慢
と
偏
見
」
と
は
、
国
民
文
庫
刊
行

会
が
大
正
十
四
年
六
月
か
ら
刊
行
を
開
始
し
た
「
世
界
名
作
大
観
」
と
い
う
名
称
の

世
界
文
学
全
集
の
た
め
に
夫
豊
一
郎
が
訳
し
た
ジ
ェ
イ
ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の

P
r
i
d
e
 
a
n
d
 P
r
e
j
u
d
i
c
e

の
訳
稿
（
第
一
章
＼
第
四
十
三
章
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
ケ

月
後
の
大
正
十
五
年
八
月
三
十
日
に
「
世
界
名
作
大
観
」
第
一
部
（
英
國
篇
）
第
八

巻
、
ジ
エ
ー
ン
・
オ
ー
ス
チ
ン
著
、
野
上
豊
一
郎
諜
「
高
慢
と
偏
見
」
上
巻
と
し
て

刊
行
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
七
月
三
十
一
日
に
弥
生
子
が
記
し
て
い
る
感
想
ー
「
斯

う
云
ふ
と
り
あ
っ
か
ひ
方
で
一
っ
長
い
も
の
を
書
い
て
見
度
い
。
」
は
、
彼
女
の
長

い
作
家
生
活
の
中
で
も
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
二

つ
の
思
い
が
弥
生
子
に
初
め
て
の
長
編
小
説
を
試
み
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
最
初
の
長
編
小
説
と
は
「
真
知
子
」
で
あ
り
、
そ
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
の

が
「
高
慢
と
偏
見
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

「
高
慢
と
偏
見
」
の
場
合
同
様
、
大
正
二
年
の
秋
に
豊
一
郎
が
完
成
し
た
「
春
の

目
ざ
め
」
の
校
正
を
弥
生
子
が
手
伝
っ
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

校
正
を
兼
ね
て
こ
の
作
品
を
読
ん
だ
と
き
、
強
い
感
銘
を
受
け
、
そ
の
ゆ
え
に
「
新

野
上
弥
生
子
と
フ
ラ
ン
ク
・
ヴ
ェ
デ
キ
ン
ト
（
二
）

五

し
き
命
」
の
結
末
で
「
春
の
目
ざ
め
」
に
言
及
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
豊
一
郎

は
「
春
の
目
ざ
め
」
を
東
亜
堂
書
房
か
ら
刊
行
す
る
以
前
に
、
雑
誌
「
モ
ザ
イ
ク
j

に
、
明
治
四
十
五
年
七
月
一
日
、
同
年
八
月
一
日
、
大
正
元
年
十
一
月
一
日
の
三
回

に
亙
り
「
春
の
目
ざ
め
j

を
分
載
し
て
い
た
(
9
)

。
弥
生
子
は
こ
の
訳
も
読
ん
で
い

た
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
彼
女
は
「
新
し
き
命
」
執
筆
以
前
に
『
春
の
目
ざ
め
」

の
訳
を
二
度
読
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。

②
は
大
正
十
二
年
八
月
二
十
二
日
の
弥
生
子
の
日
記
の
一
節
で
あ
る
。
弥
生
子
は

大
正
十
二
年
七
月
三
十
一
日
か
ら
八
月
二
十
三
日
ま
で
、
家
族
と
と
も
に
日
光
湯
元

温
泉
で
一
夏
を
過
ご
し
た
。
「
兄
さ
ん
」
と
は
夫
豊
一
郎
の
こ
と
で
あ
り
、
「
春
の

目
ざ
め
」
と
は
フ
ラ
ン
ク
・
ヴ
ェ
デ
キ
ン
ト
「
春
の
目
ざ
め
」
で
あ
る
。
豊
一
郎
は

「
春
の
目
ざ
め
j

を
翌
十
三
年
九
月
二
十
日
に
岩
波
書
店
か
ら
刊
行
し
て
い
る
。
そ

の
「
は
し
が
き
」
か
ら
、
豊
一
郎
が
大
正
十
二
年
に
「
春
の
目
ざ
め
』
を
改
訳
し
た

理
由
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

-
「
春
の
目
ざ
め
」
の
翻
諄
著
作
櫂
拉
び
に
上
演
櫂
に
つ
い
て
は
、
私
は
諄

本
を
出
す
前
の
年
に
、
嘗
時
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
ゐ
た
ヴ
ェ
デ
キ
ン
ト
に
手
紙
で
交
渉

し
て
、
そ
れ
を
輿
へ
ら
れ
た
。
併
し
私
の
初
め
の
翻
諜
は
彼
の
厚
意
に
酬
い
る
に

十
分
な
も
の
と
は
思
へ
な
く
な
っ
て
束
た
。
私
は
そ
れ
を
撥
棄
し
て
新
し
く
作
り

直
さ
う
と
考
へ
た
。
そ
れ
か
ら
暇
暇
に
手
を
入
れ
た
り
も
し
て
ゐ
た
。
終
に
昨
年

の
夏
日
光
湯
元
滞
在
中
に
こ
れ
を
仕
上
げ
た

(
I
O
)
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豊
一
郎
は
十
年
前
の
大
正
三
年
に
刊
行
し
た
東
亜
堂
書
房
版
「
春
の
目
ざ
め
j

の

訳
文
に
満
足
で
き
ず
、
「
暇
暇
に
手
を
入
れ
た
り
」
し
な
が
ら
、
「
昨
年
の
夏
」
、

す
な
わ
ち
大
正
十
二
年
の
夏
「
日
光
湯
元
滞
在
中
」
に
完
成
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

③
は
大
正
十
三
年
三
月
二
十
九
日
の
日
記
の
一
文
で
あ
る
。
「
岩
波
さ
ん
」
と
は

岩
波
書
店
社
主
岩
波
茂
雄
で
あ
る
。
こ
の
年
の
九
月
二
十
日
に
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
豊
一
郎
訳
「
春
の
目
ざ
め
」
等
に
つ
い
て
訪
問
し
た
よ
う
で
あ
る
。

④
は
大
正
十
三
年
四
月
二
十
五
日
の
日
記
の
一
節
で
あ
る
。
「
父
さ
ん
」
と
は
夫



豊一郎である。「春の目ざめの訳文を見る。」とは九月二十日刊行予定

の「春の目ざめ」の訳文を弥生子が校正しているという意味である。

「ウェデキントのオ気換発は気もちがよい。」「うでの冴えを殊にかん

ずる。」「大力腕とおもふ。」から、弥生子が「春の目ざめ」を高く評

価していることがわかる。．

⑤、⑥により、弥生子が大正十三年四月二十七日に『春の目ざめ」の

訳文の校正を完了したことが分かる。なお、この校正により、弥生子は

「春の目ざめ」を少なくとも一一一度読んだことになる。

⑦。すでに述べたように、岩波版「春の目ざめ」は大正十三年九月二

十日に刊行された。その初版の印税が四百四十八円であったということ

であろう。ちなみに、「春の目ざめ」初版の定価は一円六十銭であった。

印税が定価の十分の一とすれば、初版発行部数は二千八百部となる。

⑧から、大正十四年五月二十三日に、弥生子が築地小劇場に「春の目

ざめ」を見に行ったことが分かる。築地小劇場は大正十四年五月に第二

十八回公演作品として「春の目ざめ」を上演している。大笹吉雄によれ

ば、「「三人姉妹」[第二+七回公演作品として大正十四年五月初めに

本邦初演されたー引用者注]の後は竹内良作のメルヒオル、友田恭助の

モリッツ、山本安英のヴェンドラ等で「春の目ざめ」（ヴェデキント作

野上豊一郎訳青山杉作演出）で上演され、大詰に登場する仮面の紳

士役は内村喜与作名で小山内薫が演じた(11)0」という。弥生子が五月

二十三日に見た「春の目ざめ」はこの第二十八回公演のものであろう。

また、この日の日記の一節「これはヴェデキントの手腕だとおもふ。」

からも、弥生子がこの戯曲を高く評価していたと知れる。この日の観劇

を、読んだ回数に加えるなら、これで弥生子は「春の目ざめ」を実質的

には四度読んだことになる。なお、豊一郎訳を用いて「春の目ざめ」を

日本で初めては上演したのは「踏路社」（青山杉作、村田実、木村修吉

郎の三人が大正六年に結成した劇団）の第三回公演（大正六年九月芸術

倶楽部）であった0[青山杉作舞台監督、演出者踏路社、花房静子が
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ヴ
ェ
ン
ド
ラ
、
村
田
実
が
モ
ー
リ
ッ
ツ
、
青
山
杉
作
が
教
師
ク
リ
ー
ゲ
ン
ト
ー
ト
、

岸
田
辰
弥
が
仮
面
の
人
を
演
じ
た
(
1
2
)
0
]

弥
生
子
が
踏
路
社
が
上
演
し
た
「
春
の

目
ざ
め
」
を
見
て
い
た
可
能
性
も
あ
り
う
る
。

以
上
の
事
柄
を
表
に
す
れ
ば
以
下
の
通
り
で
あ
る
。



野上弥生子とフランク・ヴェデキント（二）
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ゞ
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嬰
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゜
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整
弥
生

「春の目ざめ」とは夫の訳した岩波版「春の目ざめ」であろう。では、

何の参考にしようとして「春の目ざめ」を読んでいるのだろうか。昭和

六年三月三十日前後の日記を見ると、弥生子が新たに或る作品の執筆を

思い立ち、その構想を練り始めたことが分かる。
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旦
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次に、年表一の最後の⑨について見ていきたい。大正十四年五月二十

三日、築地小劇場に「春の目ざめ」を観劇に行ってから七年後の昭和六

年三月三十日の日記に、弥生子は「春の目ざめを通読。あんまり参考に
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年
表
三

昭
和
六
年
一
月
十

九
日 年

月

日

年
表
四

昭
和
六
年
六
月
三
日
の
日
記
に
あ
る
「
か
ら
ん
！
か
ら
ん
！
か
ら
ん
！
」
は
「
若

い
息
子
」
の
書
出
し
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
昭
和
六
年
三
月
二
十
一
日
以
降
の
日

記
に
記
さ
れ
て
い
る
「
頭
の
中
に
あ
る
仕
事
」
「
書
き
度
い
も
の
」
等
が
「
若
い
息

子
」
を
指
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
「
春
の
目
ざ

め
」
は
昭
和
初
期
の
高
等
学
校
に
お
け
る
学
生
運
動
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
弥
生

子
が
「
若
い
息
子
」
の
構
想
を
得
た
と
思
わ
れ
る
昭
和
六
年
三
月
二
十
一
日
以
前
の

日
記
を
見
て
い
く
と
、
一
ヶ
月
前
ほ
ど
か
ら
、
弥
生
子
の
次
男
茂
吉
郎
の
通
う
東
京

高
等
学
校
が
学
生
騒
動
で
大
揺
れ
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

「
こ
の
頃
は
午
前
は
真
知
子
の
直
し
に
費
や
し
て
ゐ

る
（
略
）

こ
の
ご
ろ
自
分
の
最
も
深
い
関
心
事
は
モ
キ
[
茂
吉

郎
l

の
学
校
の
こ
と
で
あ
る
。
三
年
生
の
数
名
か
暮
れ

の
市
電
の
さ
わ
ぎ
に
ビ
ラ
ま
き
を
し
、
そ
れ
か
ら
た
ぐ

り
出
さ
れ
て
代
こ
幡
署
に
あ
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
に

対
す
る
学
校
の
態
度
が
露
骨
に
官
僚
的
で
不
親
切
を
き

は
め
て
ゐ
る
。
モ
キ
が
毎
日
学
校
か
ら
帰
る
と
そ
れ
に

つ
き
い
ろ
い
ろ
土
産
話
を
し
て
く
れ
る
。

ク
ラ
ス
か
ら
委
員
を
え
ら
び
、
寄
附
金
を
つ
の
り
、

そ
れ
で
さ
し
入
れ
も
の
を
し
て
や
り
逢
ひ
に
行
っ
た
ら

泣
い
て
ゐ
た
と
云
ふ
。
そ
れ
を
き
い
た
時
涙
が
な
が
れ

て
仕
方
が
な
か
っ
た
。

「
東
高
の
騒
動
」
及
び
「
若
い
息
子
」
関
連
事
項

ノ‘

（
傍
線
引
用
者
）



昭
和
六
年
二
月

十
五
日

昭
和
六
年
二
月

十
一
日

若
い
友
だ
ち
が
そ
れ
ほ
ど
友
情
を
つ
く
す
の
を
よ
そ

に
見
て
、
そ
れ
に
対
し
て
ど
こ
ま
で
も
面
倒
を
見
て
や

つ
て
よ
い
筈
の
生
徒
主
事
等
が
、
学
校
の
恥
を
さ
ら
し

た
も
の
と
し
て
敵
視
す
る
の
は
な
ん
と
誤
っ
た
了
見
で

あ
ら
う
。
主
事
等
は
今
度
の
事
件
に
よ
っ
て
完
全
に
生

徒
の
信
頼
を
失
ふ
で
あ
ら
う
。
彼
等
が
口
で
こ
れ
ま
で

と
い
た
道
徳
的
な
言
葉
が
す
べ
て
空
な
言
葉
で
あ
っ
た

こ
と
を
生
徒
に
教
へ
る
で
あ
ら
う
°
」
[
「
日
記

―
―
-
」
、
一
七
ニ
ー
三
頁
]

「
東
高
の
処
炉
学
生
五
十
三
名
、
う
ち
退
学
一
名
、

諭
ホ
退
学
十
三
名
、
あ
と
は
キ
ン
シ
ン
。
こ
の
処
分
は

過
酷
で
あ
り
、
ま
た
不
公
平
で
あ
る
。
（
略
）

東
高
は
斯
ん
な
事
情
に
ま
で
切
逼
し
て
も
中
々
ス
ト

ラ
イ
キ
ま
で
に
は
行
か
な
い
ら
し
く
、
ひ
と
び
と
が
箇

人
主
義
で
あ
る
の
と
尋
常
科
と
い
ふ
も
の
が
可
な
り
手

足
ま
ど
ひ
で
あ
る
。
そ
の
日
の
ビ
ラ
ま
き
の
時
で
も
、

あ
ヽ
、
怖
か
っ
た
！
と
云
つ
て
ゐ
る
程
度
の
子
ど
も
が

多
い
の
だ
か
ら
。
」
[
-
九

0
ー
一
頁
]

「
東
高
の
卒
業
生
山
口
安
雄
氏
の
訪
問
を
受
け
る
。

今
度
の
処
分
を
緩
和
す
る
た
め
父
兄
た
ち
の
運
動
を
起

さ
う
と
す
る
に
つ
き
、
発
起
人
と
し
て
父
さ
ん
の
名
前

を
か
り
に
来
た
の
で
あ
る
。

[
欄
外
こ
文
三
乙
と
丙
は
ス
ト
ラ
イ
キ
を
は
じ
め
た

由
、
モ
キ
の
組
で
決
を
取
っ
た
と
こ
ろ
十
対
十
四
で
ス

ト
ラ
イ
キ
を
否
決
さ
れ
結
束
が
出
来
な
い
と
の
こ
と
。

こ
の
際
は
む
し
ろ
や
る
べ
き
で
あ
る
。
」
[
-
九
五

野
上
弥
生
子
と
フ
ラ
ン
ク
・
ヴ
ェ
デ
キ
ン
ト
（
二
）

九

（傍線引用者）
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「
野
上
禰
生
子
全
小
説
六
」
「
大
石
良
雄
・
若
い
息
子
」
（
岩
波
書
店
、
一
九

九
七
年
）
に
付
さ
れ
た
宇
田
健
氏
の
「
解
題
」
に
よ
れ
ば
、
昭
和
五
年
一
月
の
高
等

学
校
長
会
議
で
、
左
翼
学
生
取
締
、
思
想
善
導
、
穏
健
な
研
究
団
体
育
成
の
申
し
合

せ
が
あ
り
、
同
年
二
月
か
ら
一
二
月
に
か
け
て
、
四
高
•
山
形
高
•
水
戸
高
•
福
岡
高

・
八
高
•
静
岡
高
で
生
徒
の
処
分
が
行
わ
れ
、
翌
六
年
二
月
に
は
、
弥
生
子
の
日
記

に
も
あ
る
よ
う
に
、
東
京
高
校
で
五
十
三
名
の
学
生
が
処
分
さ
れ
た
(14)

。
具
体
的

な
経
緯
は
詳
ら
か
で
な
い
が
、
二
月
二
十
一
日
の
日
記
に
、
「
こ
の
処
分
は
過
酷
で

あ
り
、
ま
た
不
公
平
で
あ
る
。
」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
弥
生
子
は
東
京
高
校
の

処
分
に
強
い
憤
り
を
感
じ
て
い
る
。
そ
の
憤
り
か
ら
、
二
十
五
日
の
日
記
に
は
「
こ

の
際
は
[
ス
ト
ラ
イ
キ
を
]
む
し
ろ
や
る
べ
き
で
あ
る
o

」
と
学
生
に
強
硬
な
姿
勢
を

望
み
、
三
月
二
日
の
日
記
に
は
「
ゼ
ネ
・
ス
ト
に
出
来
な
か
っ
た
の
は
、
東
高
の
生

徒
の
恥
辱
で
あ
る
。
」
と
、
失
望
感
を
露
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
弥
生
子
は
東
京

高
校
当
局
と
学
生
と
の
対
立
の
推
移
を
見
つ
め
な
が
ら
、
そ
の
対
立
を
「
春
の
目
ざ

め
」
の
そ
れ
と
重
ね
合
わ
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
春
の
目
ざ
め
」
は
、
少
年
少
女
た
ち
の
自
然
な
「
性
の
目
ざ
め
」
を
親
や
教
師

た
ち
が
不
自
然
に
抑
圧
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
少
年
少
女
の
性
に
対
す
る
好
奇
心
を
歪

め
た
り
、
不
要
な
罪
悪
感
を
抱
か
せ
、
最
終
的
に
彼
等
を
不
幸
に
し
て
い
る
こ
と
に

抗
議
し
よ
う
と
し
た
作
品
で
あ
る
。
弥
生
子
も
大
正
十
四
年
五
月
二
十
三
日
に
築
地

小
劇
場
公
涸
の
「
春
の
目
ざ
め
」
を
見
て
、
同
日
の
日
記
に
、
「
を
と
な
と
呼
ぶ
偽

善
者
の
誤
っ
た
指
導
に
依
つ
て
‘
[
純
な
美
し
い
も
の
が
]
は
か
な
く
お
し
ひ
し
が

れ
て
行
く
悲
哀
に
充
ち
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
記
し
て
い
る
。
「
春
の
目
ざ
め
」
の

内
容
を
熟
知
し
て
い
た
弥
生
子
は
、
少
年
少
女
の
「
性
の
目
覚
め
」
と
そ
れ
を
抑
圧

し
よ
う
と
す
る
学
校
当
局
と
の
対
立
の
代
わ
り
に
、
「
思
想
の
目
覚
め
」
と
そ
れ
を

弾
圧
す
る
学
校
当
局
と
の
対
立
を
テ
ー
マ
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
昭
和
初
期
の
日
本

の
良
心
的
で
正
義
感
の
強
い
若
者
の
社
会
主
義
へ
の
目
覚
め
を
効
果
的
に
描
く
こ
と

が
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
「
春
の
目
ざ
め
j

を
換
骨
奪
胎
し

て
『
若
い
息
子
」
が
生
ま
れ
た
。

「
若
い
息
子
」
執
筆
に
際
し
て
、
弥
生
子
が
「
春
の
目
ざ
め
j

を
ど
の
よ
う
に
参

考
に
し
た
か
、
冒
頭
部
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
、
結
末
の
三
箇
所
に
絞
っ
て
具
体
的
な

見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

『
春
の
目
ざ
め
」
は
、
メ
ル
ヒ
オ
ル
と
ヴ
ェ
ン
ド
ラ
の
物
語
が
交
互
に
絢
い
合
わ

さ
れ
た
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
第
一
幕
第
一
場
は
ヴ
ェ
ン
ド
ラ
と
母
親

と
の
会
話
か
ら
な
り
、
第
一
幕
第
二
場
は
メ
ル
ヒ
オ
ル
と
モ
リ
ッ
ツ
の
散
歩
中
の
会

話
、
第
一
幕
第
三
場
は
ヴ
ェ
ン
ド
ラ
と
友
人
と
の
会
話
、
第
一
幕
第
四
場
は
ギ
ム
ナ

ジ
ウ
ム
の
前
の
遊
園
地
で
の
メ
ル
ピ
オ
ル
と
モ
リ
ッ
ツ
や
そ
の
他
の
友
だ
ち
と
の
会

話

か

ら

な

っ

て

い

る

。

．

こ
れ
に
対
し
て
、
「
若
い
息
子
」
で
は
、
メ
ル
ピ
オ
ル
に
相
当
す
る
工
藤
圭
次
の

物
語
に
焦
点
が
絞
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
若
い
息
子
」
の
第
一
章
は
圭
次

の
学
ぶ
学
校
の
教
室
の
場
面
か
ら
始
ま
り
、
こ
の
章
の
大
部
分
は
滝
村
と
工
藤
圭
次

の
散
歩
中
の
会
話
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
滝
村
と
圭
次
の
散
歩
中
の
会
話
は
、
「
春

の
目
ざ
め
」
第
一
幕
第
二
場
の
メ
ル
ヒ
オ
ル
と
モ
リ
ッ
ツ
の
散
歩
中
の
会
話
を
念
頭

に
置
い
て
構
想
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

会
話
の
内
容
に
つ
い
て
見
る
と
、
「
春
の
目
ざ
め
」
第
一
幕
第
二
場
で
は
、
成
績

不
良
者
の
モ
リ
ッ
ツ
が
メ
ル
ヒ
オ
ル
に
対
し
て
、
落
第
へ
の
不
安
や
自
慰
乃
至
夢
精

の
経
験
と
そ
れ
に
伴
う
罪
悪
感
か
ら
生
じ
る
死
の
恐
怖
に
つ
い
て
語
る
場
面
が
中
心

と
な
っ
て
い
る
。
メ
ル
ヒ
オ
ル
は

'facts
of life'
に
つ
い
て
記
し
た
ノ
ー
ト
を
モ

リ
ッ
ツ
に
手
渡
す
と
約
束
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
メ
ル
ビ
オ
ル
が
「
性
」
に
関
し

て
は
、
モ
リ
ッ
ツ
よ
り
優
位
に
立
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

「
若
い
息
子
」
第
一
章
で
は
、
滝
村
の
圭
次
に
対
す
る

R
.
S
へ
の
参
加
要
請
と
、

R
.
S
参
加
に
踏
み
切
れ
な
い
圭
次
が
そ
の
理
由
を
説
明
す
る
や
り
取
り
か
ら
な
っ

て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
思
想
の
目
ざ
め
」
に
と
も
な
う
圭
次
の
苦
悩
に
焦
点
が
合
わ

さ
れ
て
い
る
。
弥
生
子
は
「
春
[
1
1
性
]
の
目
ざ
め
」
と
「
左
翼
的
思
想
の
目
ざ
め
」

を
換
骨
奪
胎
す
る
こ
と
を
思
い
つ
き
、
「
若
い
息
子
」
を
構
想
し
た
と
先
に
指
摘
し

-J-



た
が
、
こ
の
指
摘
の
妥
当
性
は
、
「
春
の
目
ざ
め
」
第
一
幕
第
二
場
と
「
若
い
息

子
」
第
一
章
の
各
々
の
会
話
内
容
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
「
左
翼
思

想
」
に
関
し
て
、
滝
村
が
優
越
者
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

滝
村
と
の
関
係
に
お
い
て
、
圭
次
は
モ
リ
ッ
ツ
の
位
置
に
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

よ
う
に
、
弥
生
子
は
「
若
い
息
子
」
に
お
い
て
、
社
会
主
義
運
動
に
飛
び
込
む
べ
き

か
否
か
と
送
巡
す
る
人
物
を
主
人
公
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
「
真
知

子
」
の
ヒ
ロ
イ
ン
、
真
知
子
も
同
様
で
あ
り
、
両
作
品
の
主
人
公
像
に
共
通
点
を
見

い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
滝
村
は
こ
れ
以
降
、
主
と
し
て
、
会
話
の
中
や
圭

次
の
意
識
の
中
に
現
れ
、
作
品
の
表
舞
台
に
は
あ
ま
り
登
場
し
て
来
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
二
章
以
降
で
は
、
圭
次
が
主
人
公
と
し
て
メ
ル
ヒ
オ
ル
の
役
割
を
担
う
こ

と
に
な
る
。

「
若
い
息
子
」
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
、
第
六
章
で
あ
る
。
こ
の
章
で
は
、
学
生

た
ち
が
ア
ジ
ト
で
関
東
金
属
組
合

c町
支
部
支
援
の
ビ
ラ
を
作
成
し
、
早
朝
に
鋳
物

工
場
や
駅
や
秩
父
高
校
の
校
庭
に
ビ
ラ
を
撒
く
と
い
う
ゲ
リ
ラ
行
動
に
出
る
。
学
校

の
小
使
が
ビ
ラ
を
発
見
し
、
学
校
の
教
師
た
ち
は
大
い
に
動
揺
す
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
「
春
の
目
ざ
め
」
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
、
第
三
幕
一
場
で
あ
る
。
こ
の
場
面

で
は
、
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
会
議
室
で
モ
リ
ッ
ツ
の
自
殺
を
知
っ
た
学
校
当
局
が
、
宗

教
教
育
省
に
こ
の
事
件
を
知
ら
れ
と
、
学
校
が
一
時
閉
鎖
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と

恐
れ
、
動
揺
す
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
メ
ル
ヒ
オ
ル
が
モ
リ
ッ
ツ
に
挿

絵
入
り
の

'
D
e
r

B
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i
s
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a
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(11 coitus,. sexual intercourse)

と
題
す
る
ノ
ー
ト
を

送
っ
た
こ
と
が
露
見
し
、
メ
ル
ヒ
オ
ル
は
感
化
院
送
り
と
な
る
。
「
若
い
息
子
」
で

も、

R
.
S
に
参
加
し
て
い
た
と
し
て
圭
次
は
留
置
所
へ
送
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

二
つ
の
作
品
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
な
る
事
件
は
各
々
の
主
人
公
を
同
じ
よ
う
な
境

遇
へ
と
至
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
は
、
両
作
品
の
結
末
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
「
若
い
息
子
」
の
最
終
章
で

あ
る
第
八
章
の
前
半
で
は
、
圭
次
が
一
ヶ
月
の
謹
慎
処
分
後
、
寮
生
活
を
始
め
、
退

学
者
の
復
学
運
動
の
主
導
者
と
し
て
活
躍
を
開
始
す
る
姿
が
描
か
れ
る
。
学
校
当
局

は
圭
次
の
こ
の
行
動
に
強
い
不
快
感
を
抱
き
、
圭
次
の
主
任
教
授
を
圭
次
の
母
親
の

野
上
弥
生
子
と
フ
ラ
ン
ク
・
ヴ
ェ
デ
キ
ン
ト
（
二
）

許
に
赴
か
せ
、
学
校
は
断
じ
て
復
学
は
許
さ
な
い
方
針
ゆ
え
、
復
学
運
動
が
進
展
し

て
盟
休
と
な
れ
ば
、
圭
次
は
首
謀
者
と
し
て
厳
重
な
処
分
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
と

警
告
さ
せ
る
。
そ
の
後
、
母
親
は
生
徒
主
事
か
ら
電
話
を
受
け
、
学
生
た
ち
が
学
生

大
会
を
開
催
し
、
事
件
は
重
大
化
し
、
盟
休
は
免
れ
な
い
事
態
に
至
っ
た
ゆ
え
、
圭

次
を
至
急
呼
び
返
し
て
ほ
し
い
旨
の
要
請
を
受
け
る
。
母
親
は
教
師
の
強
い
要
請
を

受
け
、
親
戚
の
一
人
が
危
篤
ゆ
え
至
急
家
に
戻
る
よ
う
に
と
の
電
話
を
寮
に
入
れ
、

圭
次
を
家
に
呼
び
戻
す
。
母
親
は
復
学
運
動
を
止
め
る
よ
う
嘆
願
す
る
が
、
圭
次
は

母
親
の
嘆
願
を
振
り
切
っ
て
、
ス
ト
ラ
イ
キ
ヘ
突
入
し
て
行
く
。

「
春
の
目
ざ
め
j

の
最
後
（
第
三
幕
七
場
）
の
場
面
は
墓
地
で
あ
る
。
そ
の
墓
地

に
、
感
化
院
を
脱
走
し
た
メ
ル
ヒ
オ
ル
が
逃
げ
て
来
る
。
彼
は
ヴ
ェ
ン
ド
ラ
の
墓
に

気
が
つ
き
、
自
責
の
念
に
駆
ら
れ
る
。
（
墓
に
は
「
萎
黄
病
に
て
死
亡
」
の
文
字
が

刻
ま
れ
て
い
る
が
、
彼
女
は
医
者
に
飲
ま
さ
れ
た
堕
胎
剤
が
も
と
で
亡
く
な
っ
た
の

で
あ
る
。
）
す
る
と
、
メ
ル
ヒ
オ
ル
の
目
の
前
に
自
殺
し
た
モ
リ
ッ
ツ
の
亡
霊
が
現

れ
、
し
き
り
に
握
手
を
求
め
る
。
こ
れ
は
「
死
の
誘
惑
」
を
意
味
し
て
い
る
。
先
程

見
た
よ
う
に
、
「
若
い
息
子
」
の
最
終
章
で
は
、
母
親
が
ス
ト
ラ
イ
キ
を
や
め
る
よ

う
に
と
圭
次
に
嘆
願
す
る
。
母
親
の
こ
の
嘆
願
は
「
（
ス
ト
ラ
イ
キ
と
い
う
）
行
動

放
棄
へ
の
誘
い
」
で
あ
る
と
看
倣
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
両
作
品
の
最

後
の
場
面
に
も
、
主
人
公
が
死
や
行
動
放
棄
と
い
っ
た
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
へ
誘
わ

れ
る
と
い
う
共
通
項
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
圭
次
が
母
親
の
嘩
願
を
振

り
切
っ
て
ス
ト
ラ
イ
キ
ヘ
突
入
し
て
行
く
と
い
う
結
末
は
、
「
春
の
目
ざ
め
」
に
お

い
て
、
「
分
別
と
生
」
を
象
徴
す
る
「
仮
面
の
紳
士
」
と
の
会
話
を
通
し
て
、
メ
ル

ヒ
オ
ル
が
「
死
の
誘
惑
」
を
断
ち
切
り
、
分
別
と
生
き
る
力
を
獲
得
す
る
と
い
う
結

末
に
対
応
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
弥
生
子
は
「
若
い
息
子
」
を
描
く
に
際
し
て
、
「
春
の
目
ざ
め
」
が

正
面
切
っ
て
描
こ
う
と
し
た
思
春
期
の
性
の
問
題
を
ま
っ
た
く
無
視
し
た
訳
で
は
な

い
。
「
春
の
目
ざ
め
」
の
ヒ
ロ
イ
ン
、
ヴ
ェ
ン
ド
ラ
・
ベ
ル
ク
マ
ン
を
念
頭
に
置
い

て
造
型
さ
れ
た
初
子
を
通
し
て
、
弥
生
子
は
思
春
期
の
性
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
初

子
は
圭
次
よ
り
一
っ
年
下
の
美
し
い
少
女
で
あ
る
。
彼
女
は
女
学
校
を
卒
業
し
た
と



こ
ろ
で
あ
る
が
、
健
康
上
の
懸
念
か
ら
進
学
せ
ず
、
ま
た
家
が
裕
福
で
働
く
必
要
も

な
か
っ
た
の
で
、
自
宅
と
軽
井
沢
の
別
荘
の
間
を
行
き
来
し
な
が
ら
退
屈
な
日
々
を

送
っ
て
い
る
。
初
子
は
そ
の
退
屈
な
日
々
か
ら
逃
れ
る
た
め
、
見
知
ら
ぬ
男
性
と
手

紙
の
や
り
取
り
を
し
て
い
る
。
第
三
章
で
、
初
子
は
圭
次
と
赤
羽
の
駅
で
待
ち
合
わ

せ
、
自
分
の
秘
密
を
打
ち
明
け
る
。
そ
し
て
、
「
見
知
ら
ぬ
男
性
と
手
紙
の
や
り
取

り
を
し
て
い
る
。
次
の
土
曜
日
、
日
比
谷
公
園
で
あ
る
音
楽
会
で
会
い
た
い
と
言
っ

て
き
た
。
ど
う
す
べ
き
か
。
」
と
助
言
を
求
め
る
。
こ
れ
が
、
二
人
が
作
品
の
中
で

初
め
て
一
緒
に
登
場
す
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
場
面
は
、
「
春
の
目
ざ
め
」
第
一
幕

第
五
場
で
、
メ
ル
ヒ
オ
ル
と
ヴ
ェ
ン
ド
ラ
と
が
森
の
中
で
出
会
い
、
初
め
て
口
を
き

く
場
面
に
対
応
し
て
い
る
。

「
若
い
息
子
」
第
七
章
（
「
圭
次
の
日
記
」
）
で
、
北
軽
井
沢
と
思
わ
れ
る
貸
別

荘
で
肺
門
淋
巴
腺
の
療
養
を
し
て
い
る
圭
次
を
初
子
が
訪
ね
て
来
る
。
散
歩
中
に
タ

立
ち
に
会
い
、
二
人
は
炭
焼
小
屋
へ
飛
び
込
む
。
間
も
な
く
、
圭
次
が
小
屋
か
ら
飛

び
出
し
て
来
る
。
こ
の
場
面
は
、
「
春
の
目
ざ
め
」
の
第
二
幕
第
四
場
に
対
応
し
て

い
る
。
こ
こ
で
は
、
早
熟
で
、
性
に
つ
い
て
も
十
分
な
知
識
を
得
て
い
た
が
、
実
体

験
は
な
か
っ
た
メ
ル
ヒ
オ
ル
が
ヴ
ェ
ン
ド
ラ
と
関
係
を
結
ぶ
場
面
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
弥
生
子
が
「
若
い
息
子
」
の
登
場
人
物
の
性
格
像
、
そ
の
人
間
関
係
、

物
語
の
展
開
等
に
つ
い
て
、
「
春
の
目
ざ
め
」
を
か
な
り
参
考
に
し
た
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
瀬
沼
茂
樹
は
角
川
文
庫
版
「
若
い
息
子
他
二
扁
」
の
「
解
説
」
で
、

こ
の
作
品
が
「
多
分
に
明
快
な
物
語
的
な
叙
述
法
(15)

」
を
と
っ
て
い
る
と
述
べ
て

い
る
が
、
こ
れ
も
「
若
い
息
子
」
が
「
春
の
目
ざ
め
」
を
粉
本
と
し
て
い
る
た
め
に

ほ
か
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

最
後
に
、
両
作
品
の
対
応
関
係
表
を
次
に
掲
げ
て
お
く
。

〔
な
お
、
本
稿
は
日
本
比
較
文
学
会
第
四
十
回
記
念
関
西
大
会
で
口
頭
発
表
し
た
原

稿
を
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
〕

第

一

幕

第

場

の
日
）

ヴ
ェ
ン
ド
ラ
と
友
人
と
の
会
話
。

「
赤
ん
坊
は
ど
う
し
て
出
来
る
の

か
。
」

市
外
（
洪
水
の
後

第
一
幕
第
二
場

方）メ
ル
ヒ
オ
ル
と
モ
リ
ッ
ツ
の
散
歩
中

の
会
話
。

成
績
不
良
者
モ
リ
ッ
ツ
の
落
第
へ
の

不
安
。
自
慰
の
経
験
と
死
の
恐
怖
。

メ
ル
ピ
オ
ル
、

'facts
o
f
 li
f
e
'

に
つ
い

て
記
し
た
ノ
ー
ト
を
モ
リ
ッ
ツ
に
手

渡
す
と
約
束
す
る
。

＊
「
性
の
目
ざ
め
」
に
と
も
な
う
苦

悩゚

戸
外
（
日
曜
の
タ

第
一
幕
第
一
場

居
間

ヴ
ェ
ン
ド
ラ
、
十
四
歳
に
な
る
。
母

親
は
「
大
人
に
な
っ
た
印
」
と
し

て
、
丈
の
長
い
ス
カ
ー
ト
を
は
か
せ

る
が
、
ヴ
ェ
ン
ド
ラ
は
不
満
。

ベ
ル
ク
マ
ン
家
の

「
春
の
目
ざ
め
」

第

一

章

放

課

後

滝
村
と
工
藤
圭
次
の
散
歩
中
の
会

話。滝
村
は
圭
次
に

R
.
s
へ
の
参
加
を

要
請
す
る
。

圭
次
は

R
.
S
参
加
に
踏
み
切
れ
な

い
理
由
を
説
明
す
る
。

＊
「
社
会
主
義
思
想
の
目
ざ
め
」
に

と
も
な
う
苦
悩
。

「
若
い
息
子
」

「
春
の
目
ざ
め
」
と
「
若
い
息
子
」
と
の
対
応
関
係
表



野
上
弥
生
子
と
フ
ラ
ン
ク
・
ヴ
ェ
デ
キ
ン
ト
（
二
）

第
二
幕
第
二
場

居
間

ヴ
ェ
ン
ド
ラ
は
子
供
が
う
ま
れ
る
訳

ベ
ル
ク
マ
ン
家
の

第
二
幕
第
一
場

斎
（
夜
）

モ
リ
ッ
ツ
は
両
親
を
悲
し
ま
せ
た
＜

な
い
ゆ
え
に
、
必
死
で
試
験
勉
強
を

し
て
い
る
と
語
る
。

メ
ル
ヒ
オ
ル
の
書

第

一

幕

第

五

場

森

の

中

照
っ
て
い
る
午
後
）

メ
ル
ビ
オ
ル
と
ヴ
ェ
ン
ド
ラ
が
森
の

中
で
出
会
う
。

ヴ
ェ
ン
ド
ラ
は
貧
し
い
人
々
に
施
し

を

す

る

の

が

好

き

だ

と

語

る

。

ま

た
、
友
人
の
マ
ル
タ
・
ベ
ッ
セ
ル
が

毎
晩
父
親
に
ぶ
た
れ
て
い
る
こ
と
へ

の
同
情
を
示
す
。

（
日
の

第
一
幕
第
四
場

前
の
遊
園
地

モ
リ
ッ
ツ
は
メ
ル
ヒ
オ
ル
た
ち
に
、

「
成
績
簿
を
盗
み
見
て
、
進
級
で
き

る
こ
と
を
知
っ
た
。
落
第
で
あ
れ

ば
、
自
殺
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
。
」

と
語
る
。

ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の

第三章

圭次と初子は赤羽の駅で待ち合

わせる。初子は秘密（見知らぬ

男性と手紙のやり取りをしてい

ること）を打ち明ける。その男

性が次の土曜日に会いたいと

言ってきたが、どうすべきかと

圭次に助言を求める。

リとモ路第 ヴし第 る い リ は 第 とか識早熟 第
こ貝自 へ、／ — 第 を

ツのリヘニ 工の二 ゜とカモニ 母

ッ会 ッ タヽ閤幕七 ンド -中 幕第 要の 行き リツ 幕第 係関を たメつ 得てを で‘ 幕＝ 第 の ス 幕鐙 にi のEl 話o ツと 場

fa必、、ヘ
賢ラ

ノ＇‘ 請のツ五 結ぶ ル Vヽ 性場四 にンニ

その ルイ 川
の 場 を 用費 ＾ 場

か ． 場 る

: ビ た に
らリ ゜

断 を落第室内
場呵 ォ っ

ム工 セ に 畠 ル匹ぃ〗 れ フ 室内

話 ＾ 近
る 工し がて る 口

モい
,-..._ 朝

手面たガ ヴ実も 場呵 が
れ のデ 原草 紙し-ボ ェ体十

召中ル の を て の ル ン験分 翡後
で女 の 〗、 認ほア夫人 ドはな
モ- 小 めしメ ラな知 に

る 圭小屋炭焼初 七章第° 次子
、の

問ヘ訪問圭→ 次

なも 飛び 散歩。の

飛＜ 込む。 中 包日
び に

出し タ立

て ち
来 ゜



第
三
幕
四
場
感
化
院
の
廊
下

メ
ル
ヒ
オ
ル
は
脱
走
の
プ
ラ
ン
を
練

る。

第
七
章
「
圭
次
の
日
記
」

「
高
原
の
家
」
（
軽
井
沢
よ
り
約
一

五

0
メ
ー
ト
ル
高
い
貸
別
荘
）
で
、

第

三

幕

三

場

室

内

第

八

章

ガ
ボ
ル
夫
妻
の
会
話
。
夫
（
判
事
）
父
親
は
圭
次
の
引
き
起
こ
し
た
事
件

は
妻
の
教
育
方
針
が
子
供
を
甘
や
か
を
す
べ
て
母
親
の
責
任
と
し
、
自
分

す
も
の
と
否
定
し
、
メ
ル
ヒ
オ
ル
の
の
名
誉
と
威
信
が
傷
つ
け
ら
れ
た
と

書
い
た
例
の
ノ
ー
ト
は
彼
の
精
神
的
妻
を
責
め
る
。

腐
敗
を
証
す
る
も
の
と
断
ず
る
。

第
三
幕
二
場

（雨）

牧
師
、
校
長
、
モ
リ
ッ
ツ
の
父
親
、

伯
父
た
ち
は
死
ん
だ
モ
ッ
リ
ツ
を
避

難
す
る
。

イ
ル
セ
と
マ
ル
タ
の
二
人
だ
け
が
モ

リ
ッ
ツ
の
墓
に
花
を
手
向
け
る
。

墓
地
の
墓
穴
の
前

第三幕一場ギムナジウムの会第六章

議室早朝、学校の小使が校庭に撒か

モリッツの自殺後の学校での議れたビラを発見する。

論。学校当局は宗教教育省に知この「事件」を聞いて、学校の

られるのを恐れる。教師たちは激しく動揺する。

メルヒオルがモリッツに挿絵入＊「ノート」と「ビラ」の類似

りの―'DerBeischlaf'と題するノー性。（結果的に、メルヒオルは

トを手渡したことが露見する。感化院送りとなり、圭次は留置

所へ入れられる。）

モ＊ るき に‘紳の るよ←生仮→ 求めモリ ヴエ墓地感-夜三第 のエ鍛 とベヴを者医第― 

リカを次第士命うじ -面召ツンに化院 幕七 場面° ルスント 幕六場ニ
母親を てを ンエ 告け が幕五二

ツ と がの ッド逃げ を 話ドる母
ツ得に話 登紳へのラ 脱 場 ‘す しラ° 親場
の る 分 し る場。士 II 亡のて走

文； 葡喜
ては に

握手° 別を ゜ 霊墓を 来し 墓 くな ヴヴ
合メモ← 死一 が るた 場 るれぜ ェ エ

II 与ぇ っルリ＾の現見゜メ ヘ ゜な 性 ンン
死 てピッ II 竺誘れ召 ル 十

ii 
かに ド ド

へ らいォッ-, ' ビ ー つつ ラフ

；れる ルに 分 -f握 オ 月 た い の畠室
し‘ ‘うは消ぇ 別 ルの 盟 のて 娠妊

生ちこと が 深 かす

い ＊イ親しを圭次を 母親者と 生ー 第 ； 母親キのか止 活ケ八章
ヘ嘆しめ はしを月

の突入願を ‘る家教師 て始の ： 

嘆 圭次よに 活躍をめ慎処謹
： 

願し振 のる
I 

の
II て り は嘆門う呼び強 c 腐
行動放棄 行＜。切つ教授 戻し ぃ鮪開復学運 分後 に

て の るo 、要ヨ明を 、 文宙吟

ヘ ス‘警告 復学運 受 動の圭次

の卜や け主は

I 誘 ラ 母 動 ‘ 導 寮

一
四



（
八
木
書
店
、
昭
和
四
十
四
年
）
、

【注】
(
1
)
渡
辺
澄
子
「
野
上
禰
生
子
研
究
」

九
頁
。

(
2
)
田
村
道
美
「
漱
石
と
豊
一
郎
・
弥
生
子
-
P
r
i
d
e
 
a
n
d
 
Prejudice

を
め

ぐ
っ
て
ー
」
（
「
香
川
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
」
第
I
部
第
八
十
四

号
、
平
成
四
年
一
月
）
所
収
。
同
「
野
上
弥
生
子
と
「
世
界
名
作
大
観
」

（
五
）
ー
「
高
慢
と
偏
見
」
上
巻
ー
」
（
「
香
川
大
学
教
育
学
部
研
究
報

告
」
第
I
部
第
九
十
三
号
、
平
成
七
年
一
月
）
。
同
「
野
上
弥
生
子
と
ス
タ

ン
ダ
ー
ル
ー
「
真
知
子
」
と
「
赤
と
黒
」
ー
」
（
「
香
川
大
学
教
育
学
部
研

究
報
告
」
第
I
部
第
一

0
五
号
、
平
成
十
年
十
二
月
）
。

(
3
)

「
野
上
禰
生
子
全
集
」
第
六
巻
「
小
説
六
」
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
一
年
）
、

一
七
0

|
―頁。

(
4
)
野
上
禰
生
子
「
新
し
き
命
」
（
岩
波
書
店
、
大
正
五
年
十
一
月
五
日
）
。

(
5
)

「
野
上
張
生
子
全
集
」
第
II
期
第
一
巻
「
日
記
一
」
（
岩
波
書
店
、
一
九
八

六
年
）
。

(
6
)
野
上
蒲
生
子
「
新
し
き
命
」
、
二
七
ー
八
頁
。

(
7
)
野
上
臼
川
繹
「
春
の
目
ざ
め
ー
少
年
悲
劇
ー
」
（
東
亜
堂
書
房
、
大
正
三

年
）
‘
-
三
一
頁
。

(
8
)

「
野
上
禰
生
子
全
集
」
第
II
期
第
一
巻
「
日
記
一
」
、
四
―
―
ー
ニ
頁
。

(
9
)
昭
和
女
子
大
学
近
代
文
学
研
究
室
編
「
近
代
文
学
研
究
叢
書
」
第
六
十
七
巻

「
森
田
草
平
・
野
上
豊
一
郎
・
草
村
北
星
・
白
柳
秀
湖
」
（
昭
和
女
子
大
学

近
代
文
学
研
究
所
、
平
成
五
年
）
、
「
野
上
豊
一
郎
著
作
年
表
」
、
一
五
三

ー
四
頁
。

(
1
0
)
野
上
臼
川
諄
「
春
の
目
ざ
め
ー
少
年
悲
劇
ー
」
（
岩
波
書
店
、
大
正
十
三

年
）
、
「
は
し
が
き
」
、
一
ー
ニ
頁
。

(
1
1
)
大
笹
吉
雄
「
日
本
現
代
演
劇
史
大
正
・
昭
和
初
期
扁
」

九
八
六
年
）
、
四
八
九
頁
。

(12)

大
笹
吉
雄
「
日
本
現
代
演
劇
史

明
治
・
大
正
」

野
上
弥
生
子
と
フ
ラ
ン
ク
・
ヴ
ェ
デ
キ
ン
ト
（
二
）

一
九
八
五

（
白
水
社
、

（
白
水
社
、

一
五

A
b
s
t
r
a
c
t
 

五 （
岩
波
書
店
、

（
岩
波
書
店
、

年
）
、
三
ニ
ニ
—
三
頁
。

(13)

「
野
上
禰
生
子
全
集
」
第
II
期
第
三
巻
「
日
記
―
―
-
」

七
年
）
、
ニ
―

0
頁。

(14)

「
野
上
禰
生
子
全
小
説
六
」
「
大
石
良
雄
・
若
い
息
子
」

一
九
九
七
年
）
、
「
解
題
」
、
三
七

0
頁。

(15)
野
上
禰
生
子
「
若
い
息
子
他
二
扁
』
（
角
川
文
庫
、
昭
和
二
十
八
年
）
、

「
解
説
」
、
一
九
九
頁
。

w品
ai
M
u
s
u
k
o
 (
T
h
e
 Y
o
u
n
g
 S
o
n
)
 ,
 on

e
 o
f
 the masterpieces o
f
 Y
a
e
k
o
 N
o
g
a
m
i
'
s
 

novels 
written before 
W
o
r
l
d
 W
a
r
 II, 
deals 
with 
the relationship 
b
e
t
w
e
e
n
 a
n
 

intellectual a
n
d
 conscientious y
o
u
n
g
 m
a
n
 a
n
d
 socialism. 
A
s
 S
u
m
i
k
o
 W
a
t
a
n
a
b
e
 

points out, 
Keiji 
K
u
d
o
,
 
the hero o
f
 W
a
k
a
i
 M
u
s
u
k
o
 ,
 is 

the m
a
l
e
 version o
f
 

M
a
c
h
i
k
o
,
 
the 
heroine 
o
f
 M
a
c
h
i
k
o
.
 
T
h
e
 t
w
o
 
novels 
h
a
v
e
 
another 
thing 
in 

c
o
m
m
o
n
.
 T
h
i
s
 is 
the fact 
that 
W
a
k
a
i
 M
u
s
u
k
o
 is 
written b
a
s
e
d
 o
n
 a
 Eu
r
o
p
e
a
n
 

literary w
o
r
k
,
 just as M
a
c
h
i
k
o
 is 
b
a
s
e
d
 o
n
 J
a
n
e
 Austen's Pride a
n
d
 Prejudice. 

T
h
e
 literary w
o
r
k
 is 
F
r
a
n
k
 W
e
d
e
k
i
n
d
'
s
 Fruhling.¥・Erwachen. 

In this paper, 
the characters, 
plots a
n
d
 t
h
e
m
e
s
 in 
W
a
k
a
i
 M
u
s
u
k
o
 a
n
d
 Fruhlings 

E
コv
a
c
h
e
n
are c
o
m
p
a
r
e
d
 a
n
d
 it 
is 
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
 that the f
o
r
m
e
r
 is 
a
n
 adaptation 

o
f
 the 
latter: 
Y
a
e
k
o
 N
o
g
a
m
i
 c
h
a
n
g
e
d
 
the 
t
h
e
m
e
 o
f
 Fruhlings 
E
r
w
a
c
h
e
nー

conflict b
e
t
w
e
e
n
 the y
o
u
n
g
 people's 
sexuality 
a
n
d
 the school authorities trying 

to 
suppress 
this 
natural 
sexual 
desireー

into
the 
conflict 
b
e
t
w
e
e
n
 
y
o
u
n
g
 

intellectuals 
a
w
a
k
e
n
i
n
g
 
to 
socialism 
a
n
d
 
the 
school 
authorities 
ruthlessly 

oppressing 
the 
socialist 
m
o
v
e
m
e
n
t
.
 
B
y
 the 
adaptation 
s
h
e
 
is 
successful 
in 

depicting 
effectively 
the 
internal 
a
n
d
 external 
struggles 
o
f
 intellectual 
y
o
u
n
g
 

p
e
o
p
l
e
 w
i
t
h
 a
 strong sense o
f
 justice in the early S
h
o
w
a
 era. 

一
九
八


