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『
女
生
徒
』
（
昭
和
十
四
年
）
に
、
素
材
と
な
っ
た
一
読
者
有
明
淑
（
通

称
淑
子
）
の
日
記
が
存
在
す
る
事
は
、
津
島
美
知
子
に
よ
っ
て
、
昭
和

一
一
十
三
年
に
言
及
さ
れ
て
い
た
が
、
日
記
は
非
公
開
と
さ
れ
て
き
た
た

め
、
作
品
と
素
材
日
記
の
関
係
は
長
い
間
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

平
成
十
二
年
、
津
島
美
知
子
よ
り
日
記
を
寄
託
さ
れ
て
い
た
青
森
県
近
代

（
舷
Ｉ
）

文
学
館
に
よ
っ
て
、
日
記
が
公
開
ざ
れ
詳
細
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

こ
の
た
び
、
私
は
、
『
女
生
徒
』
と
日
記
と
比
較
し
精
査
し
て
み
た
結

果
、
『
女
生
徒
』
は
、
モ
チ
ー
フ
、
表
現
と
も
、
大
部
分
が
有
明
日
記
に

依
拠
し
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
形
で
引
用
さ
れ
て
い
る
部
分
も
あ
る
こ
と

が
判
明
し
た
。
し
か
し
、
文
体
と
内
容
の
再
構
成
に
よ
っ
て
、
『
女
生
徒
』

は
、
一
つ
の
独
立
し
た
作
品
と
し
て
評
価
出
来
る
と
私
は
判
断
す
る
。
太

宰
の
改
変
に
よ
る
、
列
挙
、
体
言
止
め
、
読
点
の
多
用
と
い
っ
た
表
現

は
じ
め
に

太
宰
治
『
俗
天
使
』
論

「
提
造
」
さ
れ
た
手
紙
の
問
題

に
よ
っ
て
、
揺
れ
動
く
語
り
手
「
私
」
と
、
そ
の
意
識
の
移
り
変
わ
り
の

め
ま
ぐ
る
し
さ
が
強
調
さ
れ
た
。
ま
た
、
内
容
に
お
い
て
は
、
約
三
ヶ
月

分
の
日
記
か
ら
取
捨
選
択
し
、
一
日
の
出
来
事
に
再
構
成
さ
れ
た
。
有
明

日
記
か
ら
採
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
太
宰
が
創
作
し
加
え
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
と

は
、
作
品
中
で
見
事
に
調
和
し
、
「
女
生
徒
」
の
夢
想
、
揺
れ
動
く
心
情
、

思
春
期
の
不
安
定
さ
が
強
化
さ
れ
て
い
る
。
『
女
生
徒
』
は
、
有
明
淑
と

い
う
「
女
生
徒
」
の
日
記
に
、
太
宰
が
日
記
か
ら
受
け
た
イ
メ
ー
ジ
と
、

太
宰
の
「
女
生
徒
」
観
が
付
加
さ
れ
た
作
品
だ
と
私
は
考
え
る
。

こ
の
『
女
生
徒
』
の
素
材
と
な
っ
た
日
記
の
作
者
、
あ
る
意
味
で
『
女

生
徒
』
の
モ
デ
ル
と
も
い
え
る
有
明
淑
が
、
太
宰
の
他
の
作
品
に
も
影

響
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
が
『
俗
天
使
』
（
昭
和
十
五
年
）
だ
。
『
俗
天
使
』

に
は
、
太
宰
宛
て
に
送
ら
れ
た
有
明
淑
の
手
紙
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、
前
掲
の
津
島
美
知
子
の
『
女
生
徒
』
成
立
事
情
の
言

及
中
に
指
摘
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ま
で
『
俗
天
使
』
の
先
行
研
究
で
は
、

こ
の
事
実
は
、
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
稿
は
、
こ

櫻
田
俊
子

4４
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太宰治『俗天使』論

と
言
及
し
て
い
る
。
相
馬
正
一
は
、
「
津
島
美
知
子
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ

れ
ば
、
「
俗
天
使
」
（
昭
和
十
五
年
一
月
『
新
潮
上
は
、
一
部
の
人
物
の
呼

称
を
の
ぞ
く
と
ほ
ぼ
淑
子
の
原
文
の
ま
ま
で
あ
る
と
い
う
。
」
と
述
べ
て

（
桃
２
〉

い
る
。
津
島
美
知
子
は
、
後
に
も
「
そ
の
後
Ｓ
子
さ
ん
か
ら
届
い
た
手
紙

（
太
宰
が
「
俗
天
使
」
に
取
り
入
れ
た
手
紙
）
」
（
『
太
宰
治
全
集
第
三
巻
』

「
月
報
」
昭
和
五
十
年
）
と
述
べ
て
お
り
、
有
明
淑
の
手
紙
は
、
そ
の
ま

ま
引
用
、
或
い
は
ほ
ぼ
引
用
に
近
い
状
態
で
、
作
品
に
取
り
入
れ
ら
れ
た

と
判
断
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
俗
天
使
』
の
手
紙
部
分
と
、
有
明
淑
の
日
記
を
比
較
し
て
み
る
と
、

表
記
揺
れ
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
登
場
す
る
人
物
の
共
通
性
な
ど
が
見
ら
れ

る
。
具
体
的
に
い
く
つ
か
示
す
と
、
作
品
中
「
淋
し
」
い
と
「
寂
し
い
」

の
混
用
が
起
こ
っ
て
い
る
が
、
有
明
日
記
で
も
同
様
の
混
用
が
あ
る
。

『
女
生
徒
』
で
も
同
様
に
混
用
さ
れ
て
い
る
。
手
紙
中
の
「
銀
座
の
ロ
ー

ヤ
ル
」
は
、
有
明
日
記
の
六
月
二
日
に
「
学
校
の
帰
へ
り
ロ
ー
ヤ
ル
に

先
に
述
べ
た
と
お
り
、
『
俗
天
使
』
と
有
明
淑
の
関
わ
り
は
、
昭
和

一
一
十
三
年
に
、
津
島
美
知
子
が
、

の
点
を
照
射
し
、
『
俗
天
使
』
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
俗
天
使
」
の
お
し
ま
ひ
の
手
紙
の
主
は
、
「
女
生
徒
」
の
Ｓ
子
さ
ん

で
あ
る
。

冑
太
宰
治
全
集
第
四
巻
』
「
付
録
」
八
雲
書
店
昭
和
二
十
三
年
）

手
紙
の
主
有
明
淑

行
っ
て
靴
を
貢
ふ
。
」
と
の
記
述
が
あ
り
、
手
紙
中
に
お
い
て
も
、
銀
座

ロ
ー
ヤ
ル
で
購
入
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
靴
に
関
す
る
叙
述
は
、
有

明
自
身
が
既
に
発
表
さ
れ
た
『
女
生
徒
』
を
意
識
し
て
、
わ
ざ
と
、
後
日

談
『
女
生
徒
』
以
後
の
報
告
と
し
て
、
書
い
た
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
ま
た
、
「
お
寺
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
る
友
人
も
、
有
明
日
記
に
「
お
寺

さ
ん
」
と
の
記
述
が
あ
る
。
『
女
生
徒
』
に
は
、
「
お
寺
の
キ
ン
子
」
さ
ん

と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
手
紙
と
有
明
日
記
に
み
ら
れ
る
、
表
記
揺
れ
、

エ
ピ
ソ
ー
ド
、
登
場
人
物
の
共
通
性
か
ら
も
、
手
紙
部
分
は
、
有
明
に
よ

る
も
の
だ
と
裏
付
け
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
手
紙
の
主
か
ら
、
「
サ
ビ
ガ
リ
さ
ん
。
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
「
サ

ビ
ガ
リ
」
と
は
津
軽
地
方
の
方
言
で
、
「
寒
が
り
」
を
意
味
す
る
語
で
あ

り
、
『
女
生
徒
』
以
後
、
太
宰
と
交
流
が
あ
っ
た
有
明
が
、
こ
の
言
葉
を

（
雌
３
）

太
宰
か
ら
知
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

太
宰
が
、
有
明
か
ら
、
手
紙
を
受
け
取
っ
て
か
ら
作
品
中
に
引
用
す

る
ま
で
を
辿
っ
て
み
る
と
、
作
中
手
紙
に
、
「
け
ふ
夕
方
、
お
母
さ
ん
が

『
女
生
徒
』
を
読
み
た
い
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
」
と
あ
る
か
ら
、
『
女

生
徒
』
発
表
の
、
昭
和
十
四
年
四
月
か
ら
、
『
俗
天
使
』
の
発
表
、
昭
和

十
五
年
一
月
ま
で
の
、
約
九
ヶ
月
の
間
に
、
太
宰
は
有
明
淑
か
ら
手
紙
を

受
け
取
り
、
『
俗
天
使
』
作
品
中
に
引
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
取
り
入
れ
ら
れ
た
手
紙
の
内
容
を
考
察
す
る
。

ま
ず
手
紙
は
、
呼
び
か
け
か
ら
始
ま
る
。
手
紙
の
「
私
」
は
、
冒
頭

か
ら
の
語
り
手
の
「
私
」
に
向
か
っ
て
「
を
ぢ
さ
ん
、
サ
ビ
ガ
リ
さ
ん
。
」

二
手
紙
に
描
か
れ
た
『
女
生
徒
』
後
の
「
女
生
徒
」
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と
呼
び
か
け
る
。
「
私
」
か
ら
み
た
、
「
を
ぢ
さ
ん
」
は
、
「
毎
日
毎
日
チ

ク
チ
ク
小
説
ば
っ
か
り
書
い
て
」
「
い
つ
も
ド
テ
ラ
着
て
家
に
居
る
人
間
」

で
「
運
動
の
明
る
さ
と
、
元
気
を
必
要
と
」
す
る
。
こ
の
呼
び
か
け
か

ら
、
手
紙
が
送
ら
れ
て
き
た
相
手
が
、
冒
頭
か
ら
の
語
り
手
の
小
説
家

「
私
」
で
あ
る
こ
と
が
読
者
に
は
判
断
さ
れ
る
。
語
り
手
「
私
」
の
状
況

が
、
手
紙
の
「
私
」
を
通
し
て
語
ら
れ
る
。
そ
れ
ま
で
、
一
人
称
で
、
内

的
な
視
点
で
語
ら
れ
て
い
た
語
り
手
の
「
私
」
が
、
手
紙
の
「
私
」
に

よ
っ
て
、
外
的
な
視
点
か
ら
読
者
に
示
さ
れ
ろ
。

「
け
ふ
も
、
ま
た
を
ぢ
さ
ん
を
、
う
ん
と
笑
は
せ
て
あ
げ
ま
す
。
」
と

手
紙
の
主
が
語
る
の
は
、
『
女
生
徒
』
の
そ
の
後
だ
と
思
わ
れ
る
内
容
だ
。

『
女
生
徒
』
を
既
に
読
ん
で
い
る
読
者
に
は
、
手
紙
の
「
私
」
が
『
女
生

徒
』
の
「
私
」
と
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
が
す
ぐ
に
想
起
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。
手
紙
に
書
か
れ
る
の
は
、
靴
を
買
っ
た
こ
と
、
「
お
寺
さ
ん
」
と

買
い
物
に
行
っ
た
こ
と
な
ど
、
自
身
の
日
常
で
あ
る
。
語
り
手
「
私
」
の

言
説
は
、
『
女
生
徒
』
の
「
私
」
と
同
様
に
、
話
題
が
飛
躍
し
、
「
私
」
の

意
識
は
め
ま
ぐ
る
し
く
移
り
変
わ
っ
て
い
く
。
し
か
し
、
『
女
生
徒
』
の

「
私
」
と
決
定
的
に
違
う
の
は
、
手
紙
の
送
り
手
の
「
を
ぢ
さ
ん
」
に
何

度
も
「
つ
ま
ら
な
い
？
」
と
質
問
す
る
点
で
あ
る
。

『
女
生
徒
』
中
に
は
、
「
お
父
さ
ん
」
や
「
あ
な
た
」
に
呼
び
か
け
る

場
面
が
見
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
呼
び
か
け
は
、
返
事
を
期
待
し
て

い
な
い
、
独
白
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
『
俗
天
使
』
の
、
手
紙

の
「
私
」
は
、
ど
の
話
題
に
対
し
て
も
、
「
つ
ま
ら
な
い
？
」
「
だ
め
だ
わ

ね
」
と
「
を
ぢ
さ
ん
」
に
念
を
押
す
。
手
紙
の
「
私
」
は
、
も
う
『
女
生

徒
』
に
描
か
れ
た
よ
う
な
「
女
生
徒
」
で
は
な
い
。
そ
こ
に
表
出
す
る
の

は
、
相
手
の
反
応
を
気
に
す
る
、
の
び
の
び
と
し
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

元
「
女
生
徒
」
の
姿
で
あ
る
。
も
は
や
、
手
紙
の
送
り
主
、
「
私
の
こ
と
」

を
『
女
生
徒
』
に
「
上
手
に
書
い
て
下
さ
□
た
小
説
家
「
を
ぢ
さ
ん
」

の
反
応
を
見
て
、
逆
に
『
女
生
徒
』
に
描
か
れ
る
よ
う
な
「
女
生
徒
」
た

ら
ん
と
す
る
「
私
」
。
そ
こ
に
は
、
他
者
「
を
ぢ
さ
ん
」
の
評
価
を
気
に

し
、
小
説
の
素
材
と
し
て
お
も
し
ろ
い
事
を
提
供
で
き
る
か
否
か
に
自
身

の
価
値
、
自
己
の
存
在
意
義
が
お
か
れ
た
「
私
」
が
表
出
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
「
私
」
自
身
が
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
て
い
る
様
子
が
と
こ
ろ

ど
こ
ろ
に
見
受
け
ら
れ
る
。
「
や
っ
ぱ
り
、
つ
ま
ら
な
い
？
ど
う
し
た

の
で
せ
う
ね
。
を
ぢ
さ
ん
に
も
、
わ
る
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
よ
・
あ
た

し
、
と
き
ど
き
、
さ
う
思
っ
て
淋
し
く
な
り
ま
す
。
」
「
な
ん
だ
か
、
み
ん

な
自
信
が
無
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
。
」
「
私
は
、
こ
の
ご
ろ
、
と
て
も
気
取
っ

て
居
り
ま
す
。
を
ぢ
さ
ん
が
私
の
こ
と
を
、
上
手
に
書
い
て
下
さ
っ
て
、

私
は
、
日
本
全
国
に
知
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
す
も
の
ね
。
あ
た
し
は
、
寂
し

い
の
よ
・
笑
っ
て
は
、
い
や
。
ほ
ん
た
う
よ
・
」
「
げ
び
て
ま
ゐ
り
ま
す
。
」

「
も
う
く
だ
ら
な
い
自
分
だ
け
で
安
心
し
て
し
ま
う
の
で
す
の
。
」
こ
れ
ら

の
箇
所
に
は
、
揺
れ
る
感
情
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
。

手
紙
の
「
私
」
は
、
自
分
の
日
記
を
素
に
「
を
ぢ
さ
ん
」
が
『
女
生

徒
』
を
完
成
さ
せ
た
こ
と
を
喜
ば
し
く
思
う
一
方
で
、
「
寂
し
い
」
と
言

う
。
「
け
ふ
も
笑
わ
せ
て
あ
げ
ま
す
」
と
意
気
込
ん
だ
手
紙
は
、
い
つ
の

間
に
か
自
身
に
よ
っ
て
、
「
だ
め
だ
わ
ね
」
と
否
定
さ
れ
、
自
身
を
「
く

だ
ら
な
い
自
分
」
だ
と
述
べ
る
。
手
紙
の
「
私
」
は
、
『
女
生
徒
』
に
描

か
れ
る
「
女
生
徒
」
で
あ
り
続
け
よ
う
と
し
て
、
「
女
生
徒
」
に
踏
み
と

ど
ま
ろ
う
と
し
つ
つ
、
そ
う
す
れ
ば
そ
う
す
る
ほ
ど
、
か
つ
て
の
『
女
生

徒
』
と
は
乖
離
し
て
い
く
自
分
を
感
じ
て
い
る
。
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太宰治『俗天使』論

作
品
に
お
い
て
こ
の
手
紙
の
持
つ
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。

冒
頭
、
ミ
ヶ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
「
最
後
の
審
判
」
の
写
真
版
を
見
た
事

に
よ
っ
て
、
食
事
を
中
断
さ
せ
た
「
私
」
は
、
「
キ
リ
ス
ト
」
の
、
手
の

甲
と
足
の
「
ま
っ
く
ろ
い
大
き
い
傷
口
」
に
、
自
分
の
苦
悩
を
重
ね
て

い
る
よ
う
だ
。
「
私
」
が
も
う
一
つ
注
目
し
て
い
る
、
「
キ
リ
ス
ト
」
に

寄
り
添
う
「
母
」
Ⅱ
「
聖
母
」
に
与
え
ら
れ
た
言
葉
は
、
「
若
い
小
さ
い

処
女
の
ま
ま
の
」
「
初
々
し
く
寄
り
添
ひ
」
「
う
つ
む
い
て
、
ひ
っ
そ
り
し

ず
ま
り
、
幽
か
に
も
の
思
い
つ
つ
在
る
」
と
い
う
ひ
そ
や
か
な
も
の
で
あ

る
。
ミ
ヶ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
「
聖
母
」
を
「
軽
々
し
く
、
形
容
し
て
は
い
け

な
い
」
「
誰
に
も
見
せ
ず
、
永
遠
に
し
ま
っ
て
置
き
た
い
思
ひ
」
「
無
上
」

と
し
、
「
私
に
も
、
晒
巷
の
聖
母
が
あ
っ
た
。
」
と
、
以
下
、
自
身
の
「
聖

母
」
と
し
て
、
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
「
支
那
そ
ば
や
の
女
中
さ
ん
」
「
丸
顔

の
看
護
婦
さ
ん
」
「
私
」
が
湯
治
場
を
去
る
際
見
送
り
に
き
た
「
娘
さ
ん
」

で
あ
る
。

「
晒
巷
の
聖
母
」
達
を
表
現
す
る
「
こ
っ
そ
り
」
「
だ
ま
っ
て
」
「
上
品
」

と
い
っ
た
言
葉
は
、
先
の
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
「
聖
母
」
か
ら
イ
メ
ー

ジ
さ
れ
た
女
性
達
で
あ
る
が
故
に
、
「
聖
母
」
を
表
現
し
て
い
る
語
と
イ

メ
ー
ジ
が
共
通
し
て
い
る
。
以
後
、

も
う
、
種
が
無
く
な
っ
た
。
あ
と
は
、
提
造
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。

何
も
、
も
う
恩
ひ
出
が
無
い
の
で
あ
る
。
語
ら
う
と
す
れ
ば
、
提
造

す
る
よ
り
他
は
な
い
。
だ
ん
だ
ん
、
み
じ
め
に
な
っ
て
来
る
。

一
一
一
タ
イ
ト
ル
「
俗
天
使
」
の
意
味
す
る
も
の

と
、
作
品
は
閉
じ
ら
れ
る
。

こ
こ
で
、
手
紙
の
「
私
」
は
、
「
貧
し
い
マ
リ
ヤ
」
だ
と
い
え
る
だ
ろ

う
か
。
否
、
私
は
、
手
紙
の
「
私
」
は
、
「
貧
し
い
マ
リ
ヤ
」
と
い
う
よ

り
、
「
俗
天
使
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。
「
順
巷
の
聖
母
」

と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
女
性
達
は
、
語
り
手
の
「
私
」
を
、
治
癒
し
、
世

話
を
し
、
見
守
る
、
許
す
、
と
い
っ
た
存
在
で
あ
る
。
彼
女
達
に
対
時

し
た
時
の
「
私
」
は
、
い
つ
で
も
、
恥
ず
か
し
さ
や
差
恥
を
伴
う
。
「
私
」

に
、
暖
か
く
手
を
差
し
伸
べ
、
声
を
か
け
、
受
け
止
め
る
女
性
達
は
、
ま

さ
に
、
自
身
を
キ
リ
ス
ト
と
重
ね
合
わ
せ
た
「
私
」
に
と
っ
て
ミ
ヶ
ラ
ン

ジ
ェ
ロ
の
「
聖
母
」
の
よ
う
な
存
在
な
の
で
あ
る
。
彼
女
達
は
、
多
く
の

言
葉
を
持
た
な
い
。
対
し
て
、
手
紙
の
主
の
「
私
」
は
、
多
く
の
言
葉
を

持
ち
、
饒
舌
で
、
言
語
化
に
執
着
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
「
を
ぢ
さ
ん
」

に
語
り
か
け
な
が
ら
も
、
関
心
の
半
分
は
、
自
身
の
在
り
様
に
向
け
ら
れ

て
お
り
、
自
己
確
定
に
揺
ら
い
で
、
そ
の
自
己
確
定
の
た
め
に
、
語
り
手

の
「
私
」
を
頼
り
、
必
要
と
す
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
「
順
巷
の
聖
母
」

と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
他
の
女
性
達
と
は
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
手
紙

と
の
言
葉
の
後
に
、
手
紙
が
登
場
す
る
。

だ
ら
だ
ら
と
書
い
て
み
た
が
、
あ
ま
り
面
白
く
な
か
っ
た
か
も
知
れ

な
い
。
で
も
、
い
ま
の
と
こ
ろ
、
せ
い
ぜ
い
こ
ん
な
と
こ
ろ
が
、
私

の
貧
し
い
マ
リ
ヤ
か
も
知
れ
な
い
。
実
在
か
ど
う
か
は
、
言
ふ
ま
で

も
な
い
。
作
者
は
、
い
ま
、
理
由
も
な
く
不
気
嫌
で
あ
る
。

ひ
と
つ
、
手
紙
で
も
書
い
て
み
よ
う
。
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先
に
考
察
し
て
き
た
手
紙
の
内
容
を
、
作
品
全
体
か
ら
捉
え
て
み
ろ

と
、
作
品
中
で
、
語
り
手
の
「
私
」
は
、
自
身
を
「
私
は
、
弱
行
の
男
で

あ
る
。
私
は
、
御
気
嫌
買
ひ
で
あ
る
。
」
と
述
べ
る
が
、
そ
の
「
私
」
に

向
か
っ
て
語
り
か
け
る
、
手
紙
の
「
私
」
も
手
紙
の
送
り
手
に
向
か
っ

て
「
御
気
嫌
買
ひ
」
し
て
い
る
。
ま
た
、
手
紙
の
「
私
」
の
日
常
の
出

来
事
を
列
挙
し
な
が
ら
も
、
結
局
「
い
い
話
」
を
提
供
出
来
ず
、
逵
巡

す
る
「
私
」
の
苦
し
み
住
は
「
も
う
書
き
た
く
な
く
な
っ
た
」
が
「
書

か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
「
種
が
無
く
な
っ
た
」
と
作
品
中
で
吐
露
し
て
い

えい

るか
。○

の
「
私
」
は
、
「
聖
母
」
で
は
な
く
作
家
の
俗
化
を
告
げ
る
役
割
を
果
た

し
、
自
ら
も
俗
化
し
俗
に
あ
る
「
俗
天
使
」
だ
と
、
私
に
は
思
わ
れ
る
。

『
女
生
徒
』
の
題
材
と
な
る
言
葉
を
提
供
し
、
『
女
生
徒
』
成
立
の
き
っ

か
け
を
運
び
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
与
え
た
と
い
う
意
味
で
は
、
か

っ
て
手
紙
の
「
私
」
は
、
小
説
家
で
あ
る
「
を
ぢ
さ
ん
」
に
と
っ
て
、

「
天
使
」
で
あ
っ
た
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
今
や
手
紙
の

「
私
」
、
彼
女
の
立
つ
地
平
は
、
全
体
の
語
り
手
の
「
私
」
と
同
じ
と
こ

ろ
で
あ
り
、
抱
え
る
問
題
は
、
語
り
手
の
「
私
」
と
同
じ
と
こ
ろ
に
陥
っ

て
い
る
。
手
紙
の
「
私
」
は
、
今
、
ま
さ
に
、
俗
に
あ
り
な
が
ら
、
自

ら
の
俗
化
を
通
し
て
、
作
家
の
俗
化
を
知
ら
し
め
る
、
「
俗
」
を
告
げ
る

「
天
使
」
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
結
末
の
一
文
で
作
者
が
登
場
し
、

「
不
気
嫌
で
あ
る
」
と
結
ば
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
理
由
で
、
作
品
の
タ
イ
ト
ル
が
、
作
中
に
一
言
も
出
て
こ
な
い

「
俗
天
使
」
で
あ
る
こ
と
は
、
私
に
は
至
極
納
得
が
い
く
。
「
貧
し
い
マ
リ

ヤ
だ
ろ
う
か
」
と
自
問
し
た
答
え
が
、
「
俗
天
使
」
で
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
「
俗
天
使
」
と
は
、
手
紙
の
「
私
」
を
指
し
た
も
の
だ
と
、
私
は
考

作
品
に
生
じ
る
も
う
一
つ
の
問
題
、
手
紙
を
「
提
造
」
だ
と
し
た
点
に

関
し
て
考
え
て
み
た
い
。

海
老
井
英
次
は
、

る
現
在
の
作
者
に
も
ふ
り
か
か
っ
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
。
作
者
を
自
己
内

省
へ
導
く
必
然
を
持
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
作
者
は
、
「
理
由
も
な

く
不
気
嫌
」
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
手
紙
の
「
私
」
の

言
説
は
、
書
け
な
く
な
っ
た
小
説
家
の
姿
と
ぴ
っ
た
り
と
重
な
る
の
で
あ

る
。
も
う
小
説
の
題
材
と
な
る
よ
う
な
こ
と
を
提
供
出
来
な
い
Ⅱ
書
け
な

く
な
っ
た
こ
と
を
、
書
い
て
い
る
手
紙
の
「
私
」
と
、
小
説
を
「
書
き
た

く
な
く
な
っ
た
」
と
言
い
な
が
ら
、
「
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
」
ず
、
書
け

な
く
な
っ
た
と
い
う
手
紙
を
小
説
の
題
材
と
し
て
書
い
て
い
る
語
り
手
の

「
私
」
。
こ
の
作
品
は
、
二
十
世
紀
型
小
説
の
、
書
け
な
い
こ
と
を
書
い
て

い
る
作
品
で
、
入
れ
子
式
の
構
造
を
持
っ
て
い
る
。

か
く
て
「
私
」
は
「
握
造
」
と
い
う
方
法
に
身
を
傾
け
る
。
「
提
造
」

と
は
「
本
当
は
な
い
事
を
あ
る
か
の
よ
う
に
偽
っ
て
作
り
上
げ
る
こ

と
」
で
あ
り
、
「
事
実
」
や
「
真
実
」
と
い
う
概
念
が
確
乎
と
し
て

い
る
世
界
で
は
、
も
と
よ
り
否
定
的
な
意
味
合
い
が
強
い
が
、
何
の

こ
と
は
な
い
、
そ
れ
は
小
説
を
書
く
と
い
う
こ
と
の
本
来
的
な
あ
り

方
で
は
な
い
か
。

以
下
、
「
ひ
と
つ
、
手
紙
で
も
書
い
て
見
よ
う
」
と
こ
と
わ
っ
て
、

「
私
」
の
手
紙
と
、
読
者
に
は
予
想
さ
せ
た
上
で
、
書
簡
体
の
文
章

四
「
提
造
」
さ
れ
る
手
紙

4８
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太宰治『俗天使』論

と
論
じ
て
い
る
が
、
事
実
は
、
全
く
逆
で
あ
る
。
考
察
し
て
き
た
と
お

り
、
こ
の
手
紙
は
全
く
の
創
作
で
は
な
く
、
実
際
に
送
ら
れ
た
有
明
か
ら

の
手
紙
で
あ
る
。
そ
の
手
紙
を
作
者
は
「
提
造
」
だ
と
し
て
い
る
。
『
女

生
徒
』
の
成
立
事
情
を
知
ら
な
い
読
者
は
、
『
女
生
徒
』
が
素
材
な
ど
な

く
、
ゼ
ロ
か
ら
の
創
作
で
あ
る
と
の
前
提
に
立
っ
て
お
り
、
そ
の
前
提
に

立
っ
て
い
る
以
上
、
そ
の
『
女
生
徒
』
の
「
私
」
が
書
い
た
手
紙
と
い
う

形
式
を
と
っ
て
い
る
こ
の
手
紙
も
、
創
作
で
あ
る
と
感
じ
た
で
あ
ろ
う
。

太
宰
が
「
樫
造
」
だ
と
断
っ
て
有
明
の
手
紙
を
引
用
す
る
こ
と
、
「
実

在
か
ど
う
か
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
」
と
断
っ
て
お
い
て
、
「
実
在
」
し
て

い
る
有
明
の
言
葉
を
引
用
す
る
こ
と
の
意
図
は
、
有
明
の
『
女
生
徒
』
受

容
か
ら
、
明
ら
か
に
し
た
い
。

有
明
淑
自
身
は
『
女
生
徒
』
を
ど
う
受
け
容
れ
て
い
た
の
か
。

が
書
き
連
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
実
は
「
お
ぢ
さ
ん
」
と
「
私
」

に
呼
び
か
け
る
こ
と
か
ら
始
め
ら
れ
る
「
女
生
徒
」
の
手
紙
な
の
で

あ
る
。
そ
の
書
き
手
が
太
宰
の
一
年
程
前
の
作
品
「
女
生
徒
」
（
「
文

学
界
」
昭
和
一
四
〈
一
九
三
九
〉
年
四
月
）
の
主
人
公
で
あ
る
こ

と
は
、
大
方
の
読
者
に
は
わ
か
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
手
紙

は
、
「
私
」
が
目
分
で
「
手
紙
で
も
書
い
て
見
よ
う
」
と
書
き
始
め

た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
実
は
作
品
「
女
生
徒
」
の
主
人
公
か
ら
の

自
分
宛
の
も
の
に
化
け
て
お
り
、
ま
さ
に
「
提
造
」
そ
の
も
の
で
あ

る
。（
。
聖
母
」
の
幻
想
と
「
女
生
徒
」
の
饒
舌
ｌ
「
俗
天
使
」
試
読
」

『
太
宰
治
研
究
５
』
和
泉
書
院
平
成
十
年
）

津
島
美
知
子
の
こ
の
言
及
は
、
先
に
述
べ
た
、
『
俗
天
使
』
の
手
紙
中

の
、
自
分
の
母
親
に
『
女
生
徒
』
を
読
み
た
い
と
言
わ
れ
る
場
面
や
、
先

に
挙
げ
た
「
私
は
、
こ
の
ご
ろ
、
と
て
も
気
取
っ
て
居
り
ま
す
。
を
じ
さ

ん
が
私
の
こ
と
を
、
上
手
に
書
い
て
下
さ
っ
て
、
私
は
、
日
本
全
国
に
知

ら
れ
て
ゐ
る
の
で
す
も
の
ね
。
」
と
の
表
現
を
想
起
さ
せ
る
。

太
宰
に
送
っ
た
自
身
の
日
記
が
素
材
と
な
り
『
女
生
徒
』
が
発
表
さ

れ
た
こ
と
に
関
し
て
、
有
明
が
満
足
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
そ
れ
故
、
有
明
は
『
女
生
徒
』
の
よ
う
に
、
そ
の
後
も
、

自
身
が
作
品
の
素
材
と
な
ろ
う
す
る
意
識
を
持
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
或

い
は
、
確
信
犯
的
に
同
一
で
あ
ろ
う
と
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
と
も
か

く
、
有
明
は
、
自
分
Ⅱ
『
女
生
徒
』
の
「
私
」
と
考
え
、
そ
の
意
識
の
あ

ま
り
、
『
女
生
徒
』
に
逆
に
近
づ
い
て
い
こ
う
、
と
し
て
い
た
の
で
は
な

い
か
。

だ
か
ら
こ
そ
、
手
紙
の
主
、
有
明
は
、
何
度
も
確
認
せ
ず
に
お
れ
な

い
。
他
者
（
小
説
家
太
宰
）
に
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
自
己
確
定
出
来
な
い

の
で
あ
る
。
有
明
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
も
は
や
太
宰
に
「
お
も
し

ろ
い
」
と
感
じ
て
も
ら
え
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
そ

れ
が
叶
わ
な
い
と
き
、
「
自
信
が
無
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
」
「
だ
め
な
子
か
も

知
れ
ま
せ
ん
」
「
く
だ
ら
な
い
自
分
」
「
げ
び
て
ま
ゐ
り
ま
す
」
と
卑
下
す

の
ち
に
、
ま
た
、
大
へ
ん
小
柄
の
母
堂
が
、
わ
ざ
わ
ざ
三
鷹
へ
お

訪
ね
下
さ
っ
て
、
「
『
女
生
徒
』
に
上
手
に
書
い
て
下
さ
っ
て
、
日
本

中
に
広
く
よ
ま
れ
、
蔭
な
が
ら
、
名
誉
に
、
う
れ
し
く
存
じ
て
ゐ
ま

す
。
」
と
い
ふ
、
御
言
葉
で
あ
っ
た
。

「
太
宰
治
全
集
第
三
巻
』
「
月
報
」
筑
摩
書
房
昭
和
五
十
年
）
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る
。そ
も
そ
も
、
有
明
は
、
日
記
を
何
故
太
宰
に
送
っ
た
の
か
。
有
明
は
、

日
記
執
筆
当
時
十
九
歳
、
洋
裁
学
校
の
生
徒
で
、
読
書
家
で
あ
っ
た
こ
と

（
桃
４
）

（
胱
５
）

が
、
日
記
の
記
述
か
ら
伺
わ
れ
る
。
太
宰
の
愛
読
者
で
は
あ
っ
た
が
、
日

記
中
に
は
、
太
宰
や
太
宰
作
品
に
関
す
る
記
述
は
な
い
。
何
故
他
の
作
家

で
は
な
く
太
宰
に
送
っ
た
の
か
、
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
。
た
だ
、
日
記

に
は
「
こ
れ
を
う
ん
と
書
い
て
、
安
っ
ぽ
い
雑
誌
で
も
い
い
、
出
る
様
に

（
縦
６
）

な
れ
ば
な
い
シ
な
あ
－
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
少
な
く
と
も
日
記
を
記

述
す
る
時
点
で
、
在
る
程
度
他
者
の
目
に
触
れ
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
た

こ
と
が
伺
え
る
。
「
虚
構
の
坊
僅
」
（
昭
和
十
二
年
）
の
「
著
者
略
歴
」
の

住
所
を
見
て
送
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
「
虚
構
の
坊
樫
」
中
の
『
虚
構
の

春
』
が
書
簡
を
集
め
た
形
式
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
影
響
し
た
と
思
わ
れ

る
。自
身
の
日
記
が
素
材
と
な
り
、
『
女
生
徒
』
と
し
て
発
表
さ
れ
た
時
、

あ
る
意
味
で
、
有
明
の
夢
は
実
現
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
夢
が
、
現

実
の
も
の
と
な
り
、
自
分
の
言
葉
が
、
（
自
身
の
在
り
様
）
が
『
女
生
徒
』

と
い
う
作
品
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
日
記
は
、
太
宰
に
よ
っ
て
作
品
化
さ

れ
た
時
点
で
、
有
明
の
手
を
離
れ
た
。
日
記
が
素
材
と
な
り
、
あ
る
意
味

で
は
モ
デ
ル
と
な
っ
た
と
は
言
え
て
も
、
有
明
淑
Ⅱ
『
女
生
徒
』
の
「
私
」

で
は
な
い
。
彼
女
の
、
『
女
生
徒
』
の
「
私
」
で
あ
り
続
け
よ
う
と
す
る

試
み
は
、
到
底
実
現
不
可
能
な
試
み
で
あ
る
。
喜
び
の
一
方
で
、
と
ま
ど

う
姿
。
こ
の
手
紙
に
は
、
有
明
淑
の
複
雑
な
心
境
が
表
れ
て
い
る
。
こ
の

有
明
の
、
「
女
生
徒
」
で
あ
り
続
け
よ
う
と
意
識
し
た
瞬
間
に
壊
れ
て
し

ま
う
、
「
女
生
徒
」
で
は
も
は
や
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
点
は
、
小

説
の
中
に
自
意
識
が
入
り
込
ん
で
、
小
説
自
体
が
、
壊
れ
て
し
ま
っ
た
の

と
の
見
解
に
は
肯
け
な
い
。
『
俗
天
使
』
の
手
紙
部
分
は
、
「
蛇
足
」
で
は

な
く
、
二
十
世
紀
小
説
の
方
法
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
問
題
に
触
れ
て

お
り
、
ま
た
、
タ
イ
ト
ル
の
「
俗
天
使
」
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。

ま
た
、
『
俗
天
使
』
は
、
女
性
の
一
人
称
独
白
体
の
作
品
群
の
中
で
ど

の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
。
根
岸
泰
子
は
、

が
、
二
十
世
紀
小
説
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
も
、
作
品
の
構
造
と
重
な
っ

て
い
る
。
書
け
な
い
こ
と
を
書
い
て
い
る
作
者
の
言
説
と
重
な
り
、
有
明

淑
の
言
葉
は
、
再
び
作
品
と
し
て
、
取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
ま
た
、
こ
の
手
紙
も
日
記
同
様
、
書
き
手
有
明

の
手
を
離
れ
、
作
品
と
な
る
過
程
で
「
提
造
」
Ⅱ
創
作
と
な
る
。

以
上
、
考
察
の
結
果
、
手
紙
部
分
に
関
し
て
、
例
え
ば
、
関
谷
一
郎

が
、
『
女
生
徒
』
を
論
じ
た
中
で
の
、
『
俗
天
使
』
に
対
す
る
言
及
、

後
の
「
千
代
女
」
が
「
書
け
な
く
な
っ
た
女
学
生
」
を
扱
っ
て
い
る

の
に
は
、
「
女
生
徒
」
の
発
表
が
有
明
家
の
人
々
に
与
え
た
影
響
も

関
係
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。

（
「
女
生
徒
」
ｌ
可
憐
で
魅
力
が
あ
り
、
少
し
は
高
貴
で
も
あ
る
少

お
わ
り
に

「
俗
天
使
」
の
女
学
生
は
、
形
の
上
で
は
「
女
生
徒
」
と
直
結
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
苦
し
ま
ぎ
れ
の
蛇
足
と
い
う
ほ
か
な
い
。

（
『
女
生
徒
』
試
読
」
『
解
釈
と
鑑
賞
』
至
文
堂
昭
和
六
十
二
年
）

ﾗｏ
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太宰治『俗天使』論

と
指
摘
し
て
い
る
。
『
女
生
徒
』
発
表
後
の
有
明
の
言
葉
が
取
り
入
れ
ら

れ
た
『
俗
天
使
』
は
、
手
紙
部
分
に
見
ら
れ
る
「
私
」
の
不
安
定
さ
と
、

自
意
識
の
問
題
、
他
者
の
評
価
に
自
己
確
定
を
委
ね
、
成
就
さ
れ
な
か
っ

た
時
、
自
身
を
「
だ
め
な
子
」
と
す
る
、
書
け
な
く
な
っ
た
少
女
の
言
説

と
い
う
意
味
に
お
い
て
『
女
生
徒
』
か
ら
『
千
代
女
』
の
間
に
位
置
す
る

作
品
と
い
え
る
。
ま
た
、
他
者
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
自
己
確
定
で
き
る
と

い
う
点
で
は
、
『
待
つ
』
の
主
要
な
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
く
と
私
は
捉

え
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
『
俗
天
使
』
の
手
紙
部
分
は
、
決
し

て
「
蛇
足
」
で
は
な
く
、
『
俗
天
使
』
は
、
以
降
、
太
宰
の
中
期
、
女
性

の
一
人
称
独
白
体
の
作
品
に
影
響
を
与
え
て
い
る
重
要
な
作
品
で
あ
る
。

註
記

註
２
『
太
宰
治
の
「
女
生
徒
」
と
有
明
淑
の
日
記
』
「
資
料
集
第
一

輯
有
明
淑
の
日
記
」
（
青
森
県
近
代
文
学
館
協
会
平
成
十
二
年
）

註
３
当
時
、
有
明
淑
は
練
馬
に
住
ん
で
い
た
た
め
、
津
軽
地
方
の
方
言
を

知
る
機
会
は
太
宰
か
ら
と
考
え
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
太
宰
と
有

明
の
交
流
に
つ
い
て
は
、
津
島
美
知
子
『
増
補
改
訂
版
回
想
の
太

註
１
「
資
料
集
第
云

会
平
成
十
二
年
）

女
」
「
國
文
學
解
釈
と
教
材
の
研
究
」
學
燈
社
平
成
十
一
年
）

本
稿
中
の
有
明
日
記
に
関
す
る
言
及
は
、
全
て
こ
の
資
料
集
に
拠
っ

て
い
る
。

第
一
輯
有
明
淑
の
日
記
」
（
青
森
県
近
代
文
学
館
協

付
記
資
料
の
引
用
に
際
し
て
は
、
旧
字
は
適
宜
新
字
体
に
改
め
た
。
な
お

『
俗
天
使
』
の
引
用
は
、
『
太
宰
治
全
集
第
一
一
一
巻
』
（
筑
摩
書
房

平
成
元
年
）
に
拠
っ
た
。

宰
治
』
（
人
文
書
院
平
成
九
年
）
に
詳
し
い
。

註
４
有
明
日
記
中
に
登
場
す
る
作
品
は
、
志
賀
直
哉
『
暗
夜
行
路
』
川
端

康
成
『
雪
國
』
永
井
荷
風
『
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
』
『
趨
東
綺
諏
』
岡

本
か
の
子
『
や
が
て
五
月
に
』
『
母
子
叙
情
』
ア
ミ
ー
チ
ス
『
ク
オ

レ
』
な
ど
、
約
三
十
で
あ
る
。

註
５
津
島
美
知
子
『
回
想
の
太
宰
治
』
人
文
書
院
昭
和
五
十
三
年

註
６
「
資
料
集
第
一
輯
有
明
淑
の
日
記
」
に
拠
る
。
日
記
の
冒
頭
、

第
一
日
目
に
あ
た
る
、
四
月
三
十
日
の
記
述
に
あ
る
。
日
記
執
筆
は

昭
和
十
三
年
、
私
見
で
は
、
当
時
の
綴
り
方
教
育
、
豊
田
正
子
の

『
綴
り
方
教
室
』
の
影
響
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
さ
く
ら
だ
と
し
こ
・
博
士
課
程
一
年
）
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