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は
じ
め
に

太
宰
治
に
と
っ
て
「
女
生
徒
」
は
「
燈
籠
」（『
若
草
』
一
九
三
七
年
一
〇

月
）
に
次
ぐ
二
作
目
の
女
性
独
白
体
小
説
で
あ
る
。
川
端
康
成
は
文
芸
時
評

（『
文
藝
春
秋
』
一
九
三
九
年
五
月
）（

（

（
注

に
お
い
て
「
こ
の
女
生
徒
は
可
憐
で
、
甚

だ
魅
力
が
あ
る
。
少
し
は
高
貴
で
も
あ
る
だ
ら
う
。（
略
）
作
者
は
「
女
生
徒
」

に
い
は
ゆ
る
「
意
識
の
流
れ
」
風
の
手
法
を
、
程
よ
い
程
度
に
用
ゐ
て
ゐ
る
。

そ
れ
は
心
理
的
と
い
ふ
よ
り
は
叙
情
的
に
音
楽
じ
み
た
効
果
を
お
さ
め
て
ゐ

る
。」
と
評
し
て
い
る
。
素
材
と
な
っ
た
有
明
淑
の
日
記
は
非
公
開
と
さ
れ
て

来
た
が
、
二
〇
〇
〇
年
、
所
蔵
し
て
い
た
津
島
美
知
子
か
ら
青
森
県
近
代
文
学

館
に
寄
託
さ
れ
、
関
係
者
の
了
解
の
も
と
に
復
刻
公
開
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

「
女
生
徒
」
は
冒
頭
、
結
末
、
中
間
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
以
外
は
ほ
と
ん
ど
有
明
淑

の
日
記
の
再
構
成
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

有
明
淑
と
い
う
自
己
意
識
の
強
い
女
性
の
日
記
が
、
ど
の
よ
う
に
虚
構
の
女

学
生
像
「
女
生
徒
」
と
し
て
成
立
し
た
の
か
、
な
ぜ
日
記
の
再
構
成
に
よ
り
有

明
淑
の
語
り
が
消
さ
れ
た
の
か
等
に
つ
い
て
考
察
す
る
な
か
で
避
け
て
通
れ
な

い
の
が
作
品
と
典
拠
の
問
題
で
あ
る
。
本
考
察
は
、
単
な
る
材
料
に
過
ぎ
な
い

と
さ
れ
る
有
明
淑
の
日
記
に
焦
点
を
定
め
、
消
さ
れ
た
有
明
淑
の
語
り
か
ら
テ

ク
ス
ト
「
女
生
徒
」
の
特
徴
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
、「
女
生
徒
」
の
執
筆
背
景
と
大
量
活
用
さ
れ
た
日
記

津
島
美
知
子
は
「
練
馬
に
住
み
洋
裁
学
校
に
通
っ
て
い
た
S
子
さ
ん
（
大
正

八
年
生
ま
れ
）
は
昭
和
十
三
年
四
月
三
十
日
か
ら
日
記
を
伊
東
屋
の
大
判
ノ
ー

ト
ブ
ッ
ク
に
書
き
は
じ
め
、
八
月
八
日
、
余
白
が
無
く
な
っ
た
と
き
こ
れ
を
太

宰
治
宛
郵
送
し
た
。」（

（

（
注

と
述
べ
て
い
る
。
日
記
は
八
月
に
郵
送
さ
れ
た
が
転
居

等
も
あ
り
実
際
に
太
宰
の
手
元
に
届
い
た
の
は
、
翌
年
二
月
で
あ
っ
た
と
い
う
。

「
書
き
下
ろ
し
出
版
の
約
束
と
新
し
い
原
稿
の
依
頼
と
が
重
な
っ
て
い
る
と
き
」

だ
っ
た
と
い
う
が
太
宰
を
執
筆
へ
と
つ
き
動
か
し
た
も
の
と
は
何
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
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相
馬
正
一
は
「
素
材
と
表
現
の
両
面
に
わ
た
っ
て
こ
れ
だ
け
日
記
を
大
量
に

活
用
し
て
い
る
か
ら
に
は
〈
模
倣
〉
の
誹
り
を
免
れ
得
な
い
が
、
三
箇
月
の
日

記
の
内
容
を
一
日
の
出
来
事
に
組
み
替
え
、
し
か
も
時
間
の
流
れ
と
少
女
の
意

識
の
流
れ
に
不
自
然
さ
を
感
じ
さ
せ
ず
、
読
み
応
え
の
あ
る
一
篇
の
青
春
小
説

に
仕
上
げ
た
太
宰
の
創
作
手
腕
は
見
事
で
あ
る
。」（

（

（
注

こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

日
記
の
大
量
活
用
に
よ
る
創
作
は
日
記
の
材
料
と
し
て
の
価
値
も
さ
る
こ
と
な

が
ら
太
宰
の
見
事
な
手
腕
を
賞
讃
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

出
典
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
二
〇
〇
〇
年
以
前
は
主
人
公
の

「
私
」
の
心
の
揺
ら
ぎ
、
語
り
の
文
体
な
ど
が
評
価
さ
れ
て
い
た
が
「
日
記
」

が
復
刻
公
開
さ
れ
た
現
在
は
、
関
井
光
男
に
よ
り
「
テ
ク
ス
ト
の
引
用
と
想
像

力
に
よ
る
ア
レ
ン
ジ
、
つ
ま
り
プ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
」（

（

（
注

と
い
う
捉
え
方
が
さ
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
坪
井
秀
人
の
「
女
性
の
〈
狂
気
語
り
〉
を
欲
望
す
る
男
性
中
心

主
義
的
な
視
線
」（

（

（
注

と
い
う
見
方
も
あ
る
。
日
記
を
大
量
に
活
用
し
な
が
ら
、
部

分
的
に
取
捨
選
択
が
な
さ
れ
、
再
構
成
さ
れ
て
「
女
生
徒
」
は
成
立
し
た
。

「
日
記
」
か
ら
削
ら
れ
た
部
分
、
大
幅
に
変
更
さ
れ
た
部
分
に
こ
そ
再
構
成
の

特
徴
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

二
、
憧
憬
と
し
て
の
「
女
生
徒
」

川
端
康
成
は
同
時
代
評
に
お
い
て
前
出
（
注
（
）
の
よ
う
に
述
べ
、
①
東
日

男
、
②
宮
内
寒
弥
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

①
「
女
生
徒
」
と
「
懶
惰
の
歌
留
多
」
と
は
夫
々
同
じ
月
の
文
学
雜
誌

に
現
れ
杉
山
平
助
は
朝
日
紙
上
で
「
太
宰
は
よ
く
な
り
つ
ゝ
あ
る
」
と

い
ひ
川
端
康
成
は
翌
五
月
の
文
藝
春
秋
で
は
『「
女
生
徒
の
や
う
な
作

品
に
出
会
へ
る
こ
と
は
、
事
評
家
の
偶
然
の
幸
福
な
の
で
あ
る
』
と
讃

辞
を
呈
し
て
い
る
。（
略
）「
思
い
出
」
な
ど
と
い
ふ
手
堅
い
デ
ッ
サ
ン

を
持
つ
た
太
宰
が
好
ん
で
「
葉
」
の
方
向
を
伸
張
し
殊
更
に
「
虚
構
の

彷
徨
」
を
続
け
、「
愛
と
美
に
つ
い
て
」
思
ひ
、
今
や
う
や
く
な
ご
や

か
な
「
女
生
徒
」
の
境
地
に
達
す
る
の
で
あ
る
。（

（

（
注

　

②
ま
こ
と
に
、
最
近
の
氏
は
、
文
字
通
り
、
貪
欲
な
老
人
が
、
才
気
あ

ふ
れ
る
女
生
徒
に
生
ま
れ
変
わ
つ
た
好
ま
し
さ
で
あ
る
と
思
ふ
楚
々
た

る
よ
さ
は
「
姨
捨
」
以
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
は
し
な
く
も
、
こ
の
小

説
に
よ
つ
て
、
天
才
時
代
の
嫌
ら
し
い
老
人
を
姨
捨
山
へ
捨
て
ゝ
し
ま

つ
た
感
が
す
る
の
で
あ
る
、
頑
迷
貪
欲
な
、
し
か
し
腕
の
切
れ
る
老
人

か
ら
、
一
人
の
才
気
煥
発
の
娘
が
生
ま
れ
た
感
が
す
る
の
で
あ
る
。

「
女
生
徒
」「
満
願
」「
畜
犬
談
」
等
の
佳
品
が
姨
捨
以
後
生
れ
た
、
さ

う
し
て
こ
れ
等
の
所
謂
そ
よ
か
ぜ
が
一
茎
の
花
の
ゆ
さ
ぶ
る
よ
う
な
佳

品
を
得
て
今
に
し
て
「
晩
年
」
を
ふ
り
返
つ
て
み
れ
ば
、
あ
れ
は
、
今

日
の
芸
術
家
太
宰
の
生
れ
る
陣
痛
の
姿
で
あ
つ
た
。（

（

（
注

　

川
端
の
評
価
は
、
太
宰
に
お
け
る
女
性
へ
の
憧
憬
か
ら
は
じ
ま
り
、「
意
識

の
流
れ
」
風
の
手
法
の
讃
辞
へ
と
展
開
し
て
い
る
。
東
日
男
は
、
杉
山
評
、
川
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端
評
を
引
用
し
、
太
宰
が
「
今
や
う
や
く
な
ご
や
か
な
「
女
生
徒
」
の
境
地
に

達
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
宮
内
寒
弥
は
「
貪
欲
な
老
人
が
、
才
気
あ

ふ
れ
る
女
生
徒
に
生
ま
れ
変
わ
つ
た
好
ま
し
さ
で
あ
る
と
思
ふ
楚
々
た
る
よ
さ
」

と
述
べ
、「
こ
れ
等
の
所
謂
そ
よ
か
ぜ
が
一
茎
の
花
の
ゆ
さ
ぶ
る
や
う
な
佳
品

を
得
て
」
と
ま
で
賞
讃
し
て
い
る
。

確
か
に
「
女
生
徒
」
は
心
理
の
展
開
が
心
に
浮
か
び
ゆ
く
連
想
の
ま
ま
綴
ら

れ
る
モ
ノ
ロ
ー
グ
風
な
部
分
も
あ
り
、
川
端
も
一
時
「
意
識
の
流
れ
」
に
関
心

を
示
し
た
こ
と
か
ら
「
意
識
の
流
れ
」
風
の
手
法
へ
の
讃
辞
も
肯
け
る
も
の
が

あ
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
「
女
生
徒
」
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
評
価
さ
れ
た
の
だ
ろ
う

か
。
男
性
作
家
で
あ
る
太
宰
が
モ
ノ
ロ
ー
グ
風
の
手
法
で
女
学
生
の
内
面
を
女

性
語
り
で
書
い
た
こ
と
が
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
が
、
当
時
の
世
間
一
般
が

求
め
る
女
学
生
像
も
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
当
時
の
女
学
生
は
世
間
で
は
ど
の
よ
う
に
み
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ

う
。
女
性
雑
誌
か
ら
一
九
三
五
年
代
の
女
学
生
の
手
掛
か
り
を
探
し
て
み
た
。

当
時
、
女
性
・
少
女
雑
誌
『
婦
人
世
界
』（
一
九
〇
六
年
〜
三
三
年
）、『
少
女

の
友
』（
一
九
〇
八
年
〜
五
五
年
）、『
新
女
苑
』（
一
九
三
七
年
〜
五
九
年
）
等

が
実
業
之
日
本
社
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
た
。

松
田
純
子
は
一
九
〇
八
年
創
刊
か
ら
一
九
五
五
年
終
刊
ま
で
四
八
年
の
歴
史

を
持
つ
『
少
女
の
友
』
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

雑
誌
が
提
唱
す
る
の
は
「
無
垢
な
少
女
像
」
で
あ
り
、「
愛
さ
れ
る
少
女

像
」。
誌
上
で
あ
た
か
も
現
の
こ
と
の
よ
う
に
展
開
す
る
「
少
女
」
の
考

え
方
や
言
葉
遣
い
、
ふ
る
ま
い
、
嗜
好
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
、
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
な
ど
は
、
実
は
雜
誌
が
提
唱
す
る
「
少
女
ら
し
さ
」
で
あ
っ
た
の
だ

が
、
少
女
た
ち
は
そ
れ
ら
を
憧
れ
の
思
い
で
受
容
し
、
実
践
す
る
こ
と
で
、

少
女
雑
誌
が
創
出
し
た
「
少
女
ら
し
さ
」
を
身
に
つ
け
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。（
略
）
こ
の
よ
う
に
少
女
た
ち
は
「
少
女
ら
し
さ
」
を
懸
命
に
模
倣

す
る
こ
と
で
現
実
の
も
の
に
し
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
新
し
い
少
女
文
化

が
発
達
す
る
な
か
で
「
清
ら
か
で
愛
ら
し
く
、
脆
く
て
夢
見
が
ち
」
と
い

う
少
女
の
属
性
が
確
立
さ
れ
て
い
く
。（

（

（
注

　

戦
前
昭
和
期
に
お
け
る
『
少
女
の
友
』
は
、
主
に
都
市
部
の
女
学
生
を
タ
ー

ゲ
ッ
ト
に
し
て
い
た
と
い
う
。
一
般
に
「
女
学
生
」
と
は
高
等
女
学
校
に
通
う

子
女
を
指
し
て
い
た
。
高
等
女
学
校
へ
の
進
学
に
は
、
学
力
、
経
済
的
条
件
、

さ
ら
に
両
親
の
理
解
が
必
要
で
あ
っ
た
。
女
学
生
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
少
女

が
家
庭
環
境
に
も
知
性
に
も
恵
ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
九
三
五

年
に
お
け
る
高
等
女
学
校
の
進
学
率
は
一
六
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
（「
日

本
の
教
育
統
計
」
よ
り
）
こ
と
を
考
え
る
と
当
時
の
「
女
学
生
」
の
知
的
、
経

済
的
レ
ベ
ル
は
相
当
高
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

家
庭
環
境
に
も
知
性
に
も
恵
ま
れ
、
雑
誌
が
提
唱
す
る
「
少
女
ら
し
さ
」
を

身
に
つ
け
た
「
清
ら
か
で
愛
ら
し
く
、
脆
く
て
夢
見
が
ち
」
と
い
っ
た
少
女
の

属
性
を
持
っ
た
戦
前
の
女
学
生
を
考
え
る
時
、
川
端
の
「
可
憐
で
、
甚
だ
魅
力

が
あ
る
。
少
し
は
高
貴
で
も
あ
る
」
と
い
う
讃
辞
も
肯
け
る
も
の
が
あ
る
。
こ

れ
は
当
時
の
世
間
一
般
の
女
学
生
の
イ
メ
ー
ジ
と
も
重
な
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
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う
。
川
端
自
身
の
少
女
に
対
す
る
思
い
入
れ
に
つ
い
て
は
、
久
米
依
子
が
川
端

の
『
伊
豆
の
踊
子
』
に
つ
い
て
「
近
代
日
本
の
少
女
幻
想
の
精
髄
」
と
論
じ
、

さ
ら
に
「
男
性
側
の
少
女
幻
想
こ
そ
が
〈
少
女
〉
に
関
す
る
共
通
感
覚
だ
と
認

識
」（

（

（
注

し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

三
、「
日
記
」
か
ら
見
る
有
明
淑
の
人
物
像

「
日
記
」
か
ら
淑
の
人
物
像
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
こ
と
で
「
女
生
徒
」
と

の
比
較
も
可
能
に
な
り
、
太
宰
に
お
け
る
再
構
成
の
糸
口
も
見
え
て
く
る
は
ず

で
あ
る
。
淑
が
初
め
て
創
作
へ
の
思
い
を
綴
っ
た
四
月
三
〇
日
の
「
日
記
」
は

次
の
通
り
で
あ
る
。

此
の
雑
記
帳
、
昨
日
買
っ
て
き
た
の
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
か
ら
は
始
終
、
何

だ
か
嬉
し
く
て
た
ま
ら
な
い
。
お
掃
除
す
る
の
も
、
御
飯
の
後
片
づ
け
す

る
時
も
、
電
車
に
乗
っ
て
い
る
時
／
も
楽
し
い
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い

だ
。
／
お
か
し
い
け
ど
、
誇
り
を
持
つ
こ
と
が
出
来
た
様
な
と
く
と
く
と

し
た
気
持
ち
。
／
働
く
事
が
楽
し
く
元
気
に
溢
れ
る
。
何
か
書
き
た
い
と

思
っ
て
い
た
事
が
、
こ
の
雑
記
帳
一
冊
で
、
や
っ
と
解
決
出
来
た
様
で
、

こ
の
ノ
ー
ト
見
て
い
る
と
、
笑
い
た
く
な
る
。
／
日
記
の
他
に
書
く
こ
と

は
、
女
学
校
時
代
の
綴
方
の
ほ
か
に
は
無
い
。
一
体
、
ペ
チ
ャ
〳
〵
こ
ん

な
に
書
い
て
ど
う
す
る
の
だ
ろ
う
。
こ
ん
な
お
か
し
な
事
を
空
想
し
て
い

る
時
が
あ
る
。
こ
れ
を
う
ん
と
書
い
て
、
安
っ
ぽ
い
雑
誌
で
も
い
い
、
出

る
様
に
な
れ
ば
い
い
な
あ
ー
。（「
日
記
」（
四
月
三
〇
日
））

四
月
三
〇
日
の
日
記
の
書
き
出
し
は
「
今
頃
に
な
っ
て
『
綴
方
教
室
』
を
ゆ

っ
く
り
思
い
出
し
て
み
る
」
と
い
う
一
文
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
山
本
安
英
主

演
に
よ
る
築
地
小
劇
場
で
の
上
演
に
感
激
し
て
、
そ
の
時
の
様
子
を
思
い
出
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
淑
自
身
と
『
綴
方
教
室
』
と
の
関
わ
り
は
確
認
で
き
な

い
が
、
豊
田
正
子
を
意
識
し
、
書
い
た
日
記
を
発
表
し
た
い
と
い
う
望
み
を
持

っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
豊
田
正
子
の
『
綴
方
教
室
』（
中
央
公
論
社
）
は

一
九
三
七
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
初
期
に
は
綴
り
方
教
育
は
か
な
り
盛

ん
に
な
っ
て
お
り
、
一
九
三
五
年
鈴
木
三
重
吉
編
著
『
綴
方
読
本
』（
中
央
公

論
社
）、
一
九
三
八
年
百
田
宗
治
編
著
『
綴
方
読
本
』
上
・
下
（
第
一
書
房
）

な
ど
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
も
あ
っ
て
淑
の
何
か
を
書
い
て

発
表
し
た
い
と
い
う
意
欲
が
高
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
淑
は
ど
の
よ
う
な
本
に
関
心
を
持
ち
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
読
書

歴
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
三
か
月
に
亘
る
日
記
に
は
、「
も
め
ん
」、「
貞
女
」、

「
春
の
目
覚
め
」、「
道
化
芝
居
」、「
命
の
初
夜
」、「
ど
ん
底
」、「
ク
オ
レ
」、

「
生
き
て
い
る
兵
隊
」、「
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
」、「
濹
東
綺
譚
」「
暗
夜
行
路
」、

「
机
上
生
活
者
」、「
湯
た
ん
ぽ
雀
」、「
暢
気
眼
鏡
」、「
獄
」、「
三
太
郎
の
日
記
」、

「
胡
麻
と
百
合
」、「
母
子
抒
情
」、「
散
文
詩
」、「
雪
国
」、「
青
春
」、「
や
が
て

五
月
に
」、「
北
京
」、「
牛
肉
と
馬
鈴
薯
」、「
友
情
」、「
風
立
ち
ぬ
」、「
女
一
人

大
地
を
行
く
」、
な
ど
多
岐
の
分
野
に
亘
っ
て
の
書
名
が
メ
モ
の
よ
う
に
書
か

れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
女
生
徒
」
に
出
て
く
る
の
は
「
濹
東
綺
譚
」、「
マ
ダ
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ム
・
キ
ュ
リ
イ
」、「
ク
オ
レ
」、「
昼
顔
」
の
四
冊
の
み
で
あ
る
。「
マ
ダ
ム
・

キ
ュ
リ
イ
」、「
昼
顔
」
は
「
日
記
」
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
太
宰
が
敢
え
て

「
女
生
徒
」
に
書
き
加
え
た
「
マ
ダ
ム
・
キ
ュ
リ
イ
」、「
昼
顔
」
に
つ
い
て
は
、

今
後
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
淑
の
読
書
へ
の
関
心
の
高
さ
は
驚
く
ば
か
り
で
あ
る
。
本
を
読

む
こ
と
が
日
常
生
活
に
定
着
し
て
そ
の
結
果
、
社
会
へ
の
関
心
を
深
め
て
い
る

様
子
が
良
く
わ
か
る
。
社
会
的
関
心
を
強
め
る
読
書
に
つ
い
て
は
日
記
に
次
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

自
然
に
な
り
た
い
。
素
直
に
な
り
た
い
。
本
な
ん
か
読
む
の
止
め
て
し
ま

え
。
／
観
念
だ
け
の
生
活
で
、
無
意
味
な
高
慢
ち
き
の
知
っ
た
か
ぶ
り
な

ん
て
、
軽
蔑
だ
。
／
や
れ
生
活
の
目
標
が
無
い
の
、
も
っ
と
生
活
に
、
人

生
に
、
積
極
的
に
な
れ
ば
い
い
の
、
自
分
に
は
矛
盾
が
あ
る
の
ど
う
の
っ

て
、
し
き
り
に
考
え
た
り
、
悩
ん
だ
り
し
て
い
る
様
だ
が
、
お
前
の
は
／

感
傷
な
だ
け
で
す
よ
。
自
己
を
慰
め
る
だ
け
な
ん
で
す
よ
。
そ
れ
か
ら
買

い
か
ぶ
っ
て
／
る
の
で
す
よ
。
／
素
直
に
朝
か
ら
夜
ま
で
、
べ
ん
〳
〵
と

食
べ
た
り
寝
／
た
り
し
て
、
何
か
を
待
っ
て
い
る
姿
勢
で
い
れ
ば
い
い
の

で
す
。（「
日
記
」（
五
月
八
日
））（
傍
線
筆
者
）

自
分
か
ら
「
本
を
読
む
」
と
い
う
事
を
取
っ
て
し
ま
つ
た
ら
、
こ
の
経
験

の
無
い
私
は
、
泣
き
ベ
ソ
を
か
く
事
だ
ろ
う
。
／
そ
れ
程
、
私
は
本
に
書

い
て
あ
る
事
に
頼
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
本
を
読
ん
で
は
、
バ
ー
と
こ

の
本
に
夢
中
に
な
り
信
頼
し
、
そ
れ
に
生
活
を
、
く
っ
つ
け
て
み
る
の
で

す
。
又
あ
の
本
を
見
れ
ば
、
そ
れ
と
同
じ
事
を
や
る
の
で
す
。
何
の
事
は

無
い
、
紙
芝
居
に
一
日
中
、
夢
中
に
な
っ
て
い
る
子
供
の
様
な
も
の
で
す
。

（「
日
記
」（
五
月
九
日
））

「
日
記
」
と
「
女
生
徒
」
の
傍
線
部
は
、
ほ
ぼ
同
様
の
記
述
で
あ
る
が
、「
女

生
徒
」
の
方
は
「
自
然
に
な
り
た
い
。
素
直
に
な
り
た
い
。」
の
後
に
心
情
に

沿
っ
た
「
祈
っ
て
い
る
の
だ
。」
を
補
い
、「
軽
蔑
だ
。」
と
い
う
断
定
的
な
言

い
方
を
「
軽
蔑
、
軽
蔑
。」
と
二
度
言
う
こ
と
で
女
学
生
ら
し
い
軽
い
表
現
に

し
て
い
る
。

「
自
然
に
な
り
た
い
。
素
直
に
な
り
た
い
。」
と
祈
っ
て
い
る
の
だ
。
本
な

ん
か
読
む
の
止
め
て
し
ま
え
。
観
念
だ
け
の
生
活
で
、
無
意
味
な
、
高
慢

ち
き
の
知
っ
た
か
ぶ
り
な
ん
て
、
軽
蔑
、
軽
蔑
。
や
れ
生
活
の
目
標
が
無

い
の
、
も
っ
と
生
活
に
、
人
生
に
、
積
極
的
に
な
れ
ば
い
い
の
、
自
分
に

は
矛
盾
が
あ
る
の
ど
う
の
っ
て
、
し
き
り
に
考
え
た
り
、
悩
ん
だ
り
し
て

い
る
よ
う
だ
が
、
お
ま
え
の
は
、
感
傷
だ
け
さ
。
自
分
を
可
愛
が
っ
て
、

慰
め
て
い
る
だ
け
な
の
さ
。
そ
れ
か
ら
ず
い
ぶ
ん
自
分
を
買
い
か
ぶ
っ
て

い
る
の
で
す
よ
。（「
女
生
徒
」）（
傍
線
筆
者
）

自
分
か
ら
、
本
を
読
む
と
い
う
こ
と
を
取
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
こ
の
経
験

の
無
い
私
は
、
泣
き
べ
そ
を
か
く
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
ほ
ど
私
は
、
本
に
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書
か
れ
て
あ
る
事
に
頼
っ
て
い
る
。
一
つ
の
本
を
読
ん
で
は
、
パ
ッ
と
そ

の
本
に
夢
中
に
な
り
、
信
頼
し
、
同
化
し
、
共
鳴
し
、
そ
れ
に
生
活
を
く

っ
つ
け
て
み
る
の
だ
。（「
女
生
徒
」）

五
月
一
四
日
の
「
日
記
」
に
は
雑
誌
を
読
ん
で
い
て
「
若
い
女
の
欠
点
」
と

い
う
題
で
い
ろ
い
ろ
な
人
が
記
事
を
書
い
て
い
た
と
あ
る
が
、
記
事
の
内
容
か

ら
い
っ
て
『
婦
人
公
論
』
の
一
九
三
八
年
五
月
号
の
「
若
い
女
の
欠
点
」
を
指

す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
当
時
の
『
婦
人
公
論
』
に
つ
い
て
は
吉
沢
千
恵
子
が
次

の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

あ
る
と
き
は
、「
現
代
婦
人
の
行
く
べ
き
道
」
と
し
て
女
性
の
解
放
と
教

養
を
高
め
る
こ
と
を
目
的
に
編
集
さ
れ
た
。
そ
し
て
社
会
問
題
に
、
時
局

問
題
に
女
性
の
視
野
を
広
げ
る
啓
蒙
の
場
と
も
な
っ
た
。（
略
）
一
九
四

五
年
以
前
の
一
五
年
戦
争
下
に
お
け
る
編
集
方
針
は
そ
の
雑
誌
の
歴
史
と

質
の
評
価
価
値
を
示
す
こ
と
に
お
い
て
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。（

（注

（
注

　

「
若
い
女
の
欠
点
」
に
つ
い
て
は
「
女
生
徒
」
に
も
「
日
記
」
と
ほ
と
ん
ど

同
じ
記
述
が
み
ら
れ
る
。
淑
は
『
婦
人
公
論
』
一
九
三
八
年
五
月
号
を
購
読
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。『
婦
人
公
論
』
の
購
読
は
、
吉
沢
が
言
う
よ
う
に
「
社

会
問
題
」
や
「
時
局
問
題
」
に
対
し
て
淑
に
新
し
い
考
え
方
や
現
代
社
会
へ
の

関
心
を
も
た
ら
し
た
と
思
わ
れ
る
。

淑
が
読
書
か
ら
得
た
と
思
わ
れ
る
社
会
的
関
心
、
社
会
の
水
準
に
遅
れ
ま
い

と
自
ら
を
奮
い
立
た
せ
て
い
る
部
分
は
、「
日
記
」
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ

て
い
る
。

い
ろ
〳
〵
の
濫
読
の
結
果
、
得
た
も
の
は
と
云
わ
れ
れ
ば
、
は
っ
き
り
答

え
ら
れ
る
。
／
そ
れ
は
チ
ッ
ポ
ケ
な
、
自
分
の
今
ま
で
の
考
え
方
か
ら
、

人
達
を
お
し
は
か
っ
て
批
評
を
し
た
り
、
グ
チ
ャ
〳
〵
云
わ
れ
な
く
な
っ

た
と
云
う
事
だ
。（
略
）
そ
れ
に
私
は
、
つ
ま
ら
な
い
事
に
悲
観
し
た
り

考
え
こ
ん
だ
り
す
る
人
に
は
な
り
た
く
な
い
。
社
会
の
水
準
か
ら
も
遅
れ

た
く
な
い
。（「
日
記
」（
六
月
一
七
日
））

も
っ
と
も
人
を
相
手
に
必
要
な
、
お
化
粧
、
着
物
、
そ
れ
に
多
く
の
時
間

を
つ
か
っ
て
い
る
女
の
人
／
が
、
厭
に
な
り
ま
す
。
す
ぐ
に
妥
協
し
た
り
、

何
か
求
め
ず
に
は
、
い
ら
れ
な
い
、
始
終
、
人
を
、
人
の
言
葉
を
考
え
ず

に
は
、
い
ら
れ
な
い
、
自
分
だ
け
の
生
活
を
持
て
な
い
、
多
く
の
女
の
人

が
厭
に
な
り
ま
す
。（「
日
記
」（
五
月
一
〇
日
））

「
日
記
」
に
は
社
会
に
対
し
て
の
い
ら
だ
ち
や
自
立
し
た
生
活
が
持
て
な
い

多
く
の
女
性
へ
の
不
満
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
自
分
自
身
の
言
葉
、
生

活
を
持
っ
て
生
き
て
行
け
る
自
立
し
た
女
性
が
本
当
の
女
性
だ
と
断
言
し
て
い

る
。
淑
の
「
日
記
」
は
生
き
生
き
と
し
た
文
体
で
勢
い
も
あ
り
、
女
性
が
持
つ

べ
き
向
上
心
に
言
及
し
て
い
る
。
ま
た
、
自
分
を
社
会
と
の
関
係
性
の
中
で
見

つ
め
て
お
り
、
読
書
を
自
分
自
身
を
形
成
す
る
糧
と
捉
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
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る
。
淑
の
読
書
は
社
会
的
関
心
の
た
め
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

五
月
一
一
日
の
「
日
記
」
は
石
川
達
三
の
「
生
き
て
い
る
兵
隊
」
を
読
み
、

発
売
禁
止
処
分
に
つ
い
て
厳
し
い
批
判
を
し
て
い
る
。

お
八
つ
を
食
べ
て
か
ら
「
生
き
て
い
る
兵
隊
」
を
読
む
。
／
こ
の
小
説
は
、

問
題
に
な
っ
た
そ
う
だ
け
れ
ど
、
こ
れ
を
問
題
に
取
り
上
げ
た
人
達
が
、

馬
鹿
み
た
い
に
思
わ
れ
る
。
／
何
で
も
無
い
事
で
は
な
い
か
。
普
通
一
般

の
誰
で
も
が
、
思
い
、
感
じ
、
考
え
る
事
で
は
な
い
の
か
。
／
こ
ん
な
事

を
禁
じ
て
、
ど
う
す
る
気
な
の
だ
ろ
う
。（
略
）

ど
ん
な
人
だ
っ
て
、
自
分
の
生
れ
た
所
を
愛
す
気
持
は
あ
る
の
に
、
つ
ま

ら
な
い
事
に
反
抗
心
を
燃
や
さ
せ
た
り
、
こ
ん
な
小
さ
な
私
達
で
さ
え
悲

し
い
様
に
思
え
る
程
、
わ
か
／
ら
な
い
事
を
す
る
独
裁
政
治
が
厭
に
な

る
／
戦
争
は
、
厭
な
も
の
だ
。
苦
し
い
も
の
だ
。
如
何
に
、
人
達
に
と
っ

て
、
戦
争
が
大
き
い
か
、
不
幸
な
も
の
で
あ
る
か
と
、
国
民
達
を
／
愛
す

る
気
持
ち
で
書
い
た
本
が
、
廃
さ
れ
、
そ
れ
を
書
い
た
人
は
、
社
会
か
ら

追
い
／
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
事
も
あ
る
。
真
相
は
い
ろ
〳
〵
あ
る
だ
ろ
う

け
れ
ど
、
私
達
の
心
に
起
き
る
も
の
は
、「
何
故
、
何
故
」
と
云
う
事
だ
。

こ
の
何
故
、
何
故
と
云
う
事
は
、
一
生
続
く
事
だ
ろ
う
。
／
自
然
な
国
は
、

な
い
も
の
か
し
ら
と
思
う
。（
略
）
自
分
達
が
、
今
何
の
為
め
に
、
生
命

を
な
げ
出
し
て
ま
で
戦
っ
て
い
る
の
か
、
わ
か
ら
な
い
の
に
、
素
直
に

自
／
分
か
ら
進
ん
で
苦
し
み
を
な
め
、
死
ぬ
時
は
、「
天
皇
陛
下
万
／
ザ

イ
」
と
、
さ
け
ぶ
人
達
の
事
を
思
う
と
、
た
ま
ら
な
い
気
持
が
す
る
。
そ

し
て
／
そ
の
人
達
の
た
め
に
、
ふ
ん
だ
ん
に
太
り
、
椅
子
に
腰
か
け
て
、

笑
っ
た
り
愛
国
／
論
を
一
席
の
べ
た
り
す
る
人
が
、
に
く
ら
し
く
な
る
。

（「
日
記
」（
五
月
一
一
日
））

「
生
き
て
い
る
兵
隊
」
は
一
九
三
七
年
一
二
月
か
ら
中
央
公
論
特
派
員
と
し

て
中
国
戦
線
に
従
軍
し
た
石
川
達
三
が
兵
士
へ
の
取
材
に
よ
っ
て
書
い
た
作
品

で
あ
る
。
一
九
三
八
年
三
月
号
の
『
中
央
公
論
』
に
発
表
さ
れ
た
が
す
ぐ
に
発

売
禁
止
と
な
り
、
石
川
は
刑
事
処
分
ま
で
課
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
一
般
人
の

目
に
触
れ
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
の
作
品
を
淑
は
五
月
一
一
日
に
読
ん

で
い
る
。「
日
記
」
に
は
民
衆
に
と
っ
て
戦
争
が
い
か
に
不
幸
な
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
を
書
い
た
作
品
が
発
売
禁
止
に
な
り
、
著
者
が
社
会
か
ら
抹
殺
さ
れ
た
こ

と
に
つ
い
て
の
強
い
憤
り
が
現
実
の
女
性
の
生
の
声
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。

「
日
記
」
か
ら
淑
の
人
物
像
を
辿
る
と
、
読
書
へ
の
関
心
が
非
常
に
高
く
、

読
書
に
よ
っ
て
社
会
問
題
、
時
局
問
題
に
目
を
向
け
て
い
る
少
女
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
こ
と
に
石
川
達
三
の
「
生
き
て
い
る
兵
隊
」
を
読
み
、
発
売
禁
止

処
分
に
つ
い
て
厳
し
い
批
判
を
し
て
い
る
。
ま
た
、
自
立
し
た
女
性
が
本
当
の

女
性
だ
と
い
う
意
識
が
強
く
、
社
会
の
水
準
に
遅
れ
ま
い
と
し
て
い
る
。
昭
和

初
期
の
綴
り
方
教
育
も
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
豊
田
正
子
の
『
綴
方

教
室
』
に
関
心
が
あ
り
、
自
分
の
考
え
を
表
現
し
た
も
の
を
雑
誌
等
に
発
表
し

た
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
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四
、
太
宰
に
よ
る
再
構
成
の
特
徴

淑
の
「
日
記
」
に
全
面
的
に
依
拠
し
て
成
立
し
た
「
女
生
徒
」
で
あ
る
が
、

「
日
記
」
か
ら
削
除
さ
れ
た
部
分
、
大
幅
に
変
更
さ
れ
た
部
分
に
再
構
成
の
特

徴
が
あ
り
、
そ
こ
に
検
証
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

淑
は
、
戦
時
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
読
書
に
没
頭
し
、
自
ら
の
悩
み
や
社
会
へ

の
矛
盾
を
抱
え
、
い
ら
だ
ち
を
「
日
記
」
に
綴
り
な
が
ら
も
学
習
院
の
演
奏
会
、

映
画
鑑
賞
、
音
楽
会
、
横
浜
散
策
、
テ
ニ
ス
、
銀
座
で
買
い
物
、
海
水
浴
な
ど

戦
時
中
と
は
思
え
な
い
日
常
を
送
り
、
知
的
好
奇
心
が
旺
盛
で
あ
る
。
し
か
し
、

戦
争
、
階
級
の
高
い
軍
人
に
つ
い
て
の
批
判
は
鋭
い
も
の
が
あ
る
。「
生
き
て

い
る
兵
隊
」
の
読
後
感
で
は
「
独
裁
政
治
が
厭
に
な
る
」
と
い
う
当
時
に
お
い

て
は
憚
れ
る
言
葉
も
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
戦
争
を
真
っ
向
か
ら
批
判
す

る
一
九
三
八
年
を
生
き
て
い
る
少
女
が
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
箇
所
は
太
宰
に
よ
っ
て
黙
殺
さ
れ
た
。
太
宰
に
よ
っ
て
「
生

き
て
い
る
兵
隊
」
の
読
後
感
が
削
除
さ
れ
た
の
は
一
九
三
九
年
と
い
う
時
局
を

意
識
し
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
当
時
の
太
宰
は
ほ
と
ん
ど
戦
時
的
作
品

を
書
い
て
い
な
い
事
実
も
あ
る
。
そ
れ
で
は
戦
時
中
の
太
宰
は
戦
争
へ
の
ス
タ

ン
ス
を
ど
の
よ
う
に
と
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。「
鷗
」
で
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

祖
国
を
愛
す
る
情
熱
、
そ
れ
を
持
っ
て
い
な
い
人
が
あ
ろ
う
か
。
け
れ
ど

も
、
私
に
は
言
え
な
い
の
だ
。
そ
れ
を
、
大
き
い
声
で
お
く
め
ん
も
無
く

語
る
と
い
う
業
が
、
で
き
ぬ
の
だ
。（
略
）
私
は
自
身
の
「
ぶ
ん
」
を
知

っ
て
い
る
。
戦
線
の
こ
と
は
、
戦
線
の
人
に
全
部
を
依
頼
す
る
よ
り
他
は

無
い
の
だ
。（
略
）
戦
争
を
知
ら
ぬ
人
は
、
戦
争
を
書
く
な
。
要
ら
な
い

お
せ
っ
か
い
は
、
や
め
ろ
。（
略
）
私
は
、「
ぶ
ん
」
を
知
っ
て
い
る
。
私

は
、
矮
小
の
市
民
で
あ
る
。
時
流
に
対
し
て
、
な
ん
の
号
令
も
、
で
き
な

い
の
で
あ
る
。（「
鷗
」（『
知
性
』
一
九
四
〇
年
一
月
）

「
女
生
徒
」
に
も
「
自
分
の
ぶ
ん
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
来
る
。

自
分
の
ぶ
ん
を
、
は
っ
き
り
知
っ
て
あ
き
ら
め
た
と
き
に
、
は
じ
め
て
、

平
静
な
新
し
い
自
分
が
生
ま
れ
て
来
る
の
か
も
知
れ
な
い
と
、
嬉
し
く
思

っ
た
。（「
女
生
徒
」）

「
女
生
徒
」
に
は
社
会
に
対
す
る
批
判
は
「
日
記
」
ほ
ど
は
見
当
た
ら
な
い
。

太
宰
の
「
ぶ
ん
」
と
い
う
考
え
か
た
が
「
女
生
徒
」
に
も
現
れ
て
い
る
か
ら
だ

ろ
う
か
。
背
伸
び
し
て
も
仕
方
な
い
と
従
来
の
自
分
、
等
身
大
の
自
分
の
姿
を

み
つ
め
て
い
る
。
太
宰
に
よ
る
再
構
成
で
削
ら
れ
た
「
生
き
て
い
る
兵
隊
」
の

読
後
感
に
つ
い
て
は
、
時
局
を
意
識
し
て
全
面
的
に
黙
殺
さ
れ
た
と
な
る
と
釈

然
と
し
な
い
も
の
が
あ
る
。
戦
時
下
の
太
宰
文
学
に
お
い
て
よ
く
い
わ
れ
る
よ

う
に
自
身
の
文
学
を
生
き
延
び
さ
せ
よ
う
と
す
る
方
途
と
も
と
れ
る
。

そ
れ
で
は
日
記
か
ら
意
図
的
に
書
き
換
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
次
の
叙
述
に

つ
い
て
は
ど
う
か
。



太宰治「女生徒」論　

─ 119 ─

傘
も
さ
し
て
な
い
カ
ビ
く
さ
い
女
、
バ
ス
の
女
も
、
紙
芝
居
の
女
も
同
じ

様
に
厭
だ
。
同
じ
様
に
、
年
を
取
っ
て
い
る
事
が
／
厭
だ
。（
略
）
自
分

が
女
だ
け
に
、
女
の
人
の
美
し
さ
も
敏
感
／
だ
し
、
中
に
あ
る
不
潔
さ
も

知
っ
て
い
る
。
／
黙
っ
て
、
こ
の
部
屋
に
い
る
と
、
た
ま
ら
な
く
、
老
い

る
事
が
厭
で
悲
し
く
な
る
。（
略
）
何
故
、
老
人
に
な
っ
て
し
ま
う
の
か

し
ら
。
老
い
る
こ
と
は
、
世
の
中
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
る
事
な
の
だ
。（「
日

記
」（
五
月
一
九
日
））

五
月
一
九
日
の
「
日
記
」
は
「
女
生
徒
」
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

あ
あ
、
汚
い
、
汚
い
。
女
は
、
い
や
だ
。
自
分
が
女
だ
け
に
、
女
の
中
に

あ
る
不
潔
さ
が
、
よ
く
わ
か
っ
て
、
歯
ぎ
し
り
す
る
ほ
ど
、
厭
だ
。
金
魚

を
い
じ
っ
た
あ
と
の
、
あ
の
た
ま
ら
な
い
生
臭
さ
が
、
自
分
の
か
ら
だ
一

ぱ
い
に
し
み
つ
い
て
い
る
よ
う
で
、
洗
っ
て
も
洗
っ
て
も
、
落
ち
な
い
よ

う
で
、
こ
う
し
て
一
日
一
日
、
自
分
も
雌
の
体
臭
を
発
散
さ
せ
る
よ
う
に

な
っ
て
行
く
の
か
と
思
え
ば
、
ま
た
、
思
い
当
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
い

っ
そ
こ
の
ま
ま
、
少
女
の
ま
ま
で
死
に
た
く
な
る
。（「
女
生
徒
」）

「
日
記
」
で
は
世
の
中
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
る
事
に
よ
っ
て
知
的
好
奇
心
が
減

る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
、
老
い
る
こ
と
が
厭
で
悲
し
い
と
な
っ
て
い
る
が
、

「
女
生
徒
」
の
「
私
」
は
成
熟
し
た
女
性
を
嫌
悪
の
対
象
に
し
て
い
る
。
こ
の

比
較
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
従
来
の
先
行
研
究
通
り
「
女
生
徒
」
の
女
性
嫌
悪

的
な
語
り
は
太
宰
が
依
拠
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、「
成
熟
し
た
女

性
を
嫌
悪
」、「
女
性
嫌
悪
的
な
語
り
」、「
男
性
中
心
の
観
念
で
捉
え
て
い
る
」

と
い
っ
た
こ
れ
ら
の
評
言
は
従
来
か
ら
の
太
宰
文
学
に
対
す
る
評
価
で
あ
る
。

こ
れ
ら
と
同
じ
よ
う
に
「
女
生
徒
」
を
捉
え
よ
う
と
す
る
と
「
女
生
徒
」
の
特

徴
は
見
え
に
く
く
な
る
ば
か
り
で
あ
る
。
太
宰
は
「
女
生
徒
」
に
お
い
て
成
熟

し
た
女
性
の
対
極
に
少
女
を
置
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
少
女
と
い
う
範
疇
に
あ

り
な
が
ら
批
判
精
神
を
持
っ
た
淑
を
、
社
会
や
読
者
か
ら
の
共
感
が
得
ら
れ
る

「
女
生
徒
」
の
「
私
」
に
書
き
換
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
女
生
徒
」
の

「
私
」
は
太
宰
の
望
む
少
女
像
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

当
時
は
女
学
校
を
卒
業
す
る
と
お
茶
、
お
花
、
裁
縫
等
の
稽
古
事
を
し
な
が

ら
結
婚
話
を
待
つ
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
淑
も
女
学
校
卒
業
後
、
洋
裁
学
校
に

通
っ
て
い
た
。
洋
裁
学
校
は
洋
裁
を
学
び
な
が
ら
花
嫁
修
業
を
す
る
場
で
も
あ

っ
た
が
、
父
親
を
亡
く
し
た
淑
に
と
っ
て
は
技
術
を
身
に
着
け
る
こ
と
も
大
事

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
結
婚
難
の
時
代
を
迎
え
て
『
婦
人
公
論
』（
一
九
三
九
年

五
月
号
）
の
巻
頭
言
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

今
日
最
も
み
じ
め
な
の
は
結
婚
だ
け
を
目
標
に
し
て
育
て
ら
れ
た
娘
達
が
、

事
變
が
長
引
く
に
つ
れ
、
婚
期
を
失
ふ
恐
れ
を
抱
い
て
い
ら
〳
〵
し
、
親

達
が
娘
の
寫
眞
を
見
知
ら
ぬ
人
達
の
中
に
ま
で
振
り
ま
い
て
賣
り
込
み
に

奔
走
す
る
姿
で
あ
る
。
親
も
教
育
者
も
娘
も
、
も
一
度
考
へ
直
す
必
要
は

な
い
か
。
そ
し
て
娘
自
身
、
自
分
で
自
分
を
敎
育
し
直
し
、
鍛
へ
直
し
て

社
會
的
に
も
つ
と
意
義
あ
る
役
割
を
持
つ
こ
と
を
考
へ
る
必
要
は
な
か
ろ
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こ
の
よ
う
に
結
婚
に
つ
い
て
の
従
来
の
考
え
方
を
考
え
直
す
必
要
が
あ
る
と

い
う
意
見
で
あ
る
。
女
学
校
卒
業
後
、
洋
裁
学
校
に
通
い
、
自
立
に
備
え
て
い

た
と
思
わ
れ
る
淑
も
同
時
期
に
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
考
え
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。

娘
全
体
、
希
望
が
、
思
想
が
、
す
べ
て
結
婚
に
か
け
ら
れ
て
る
／
の
だ
か

ら
。
／
今
更
な
が
ら
結
婚
な
ん
て
そ
ん
な
に
大
き
い
も
の
か
し
ら
と
思
う
。

（「
日
記
」（
六
月
二
日
））

子
供
、
夫
だ
け
へ
の
生
活
で
は
な
く
、
自
分
の
生
活
を
持
っ
て
生
き
て
行

く
の
／
が
、
本
当
の
女
ら
し
い
女
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。（「
日
記
」

（
七
月
三
一
日
））

「
日
記
」
に
は
結
婚
に
つ
い
て
の
懐
疑
と
、
自
分
の
生
活
を
持
っ
て
生
き
て

行
く
の
が
本
当
の
女
性
だ
と
書
か
れ
て
い
る
が
、「
女
生
徒
」
で
は
次
の
よ
う

に
「
お
嫁
に
行
く
こ
と
」
が
肯
定
的
に
書
か
れ
て
い
る
。

け
れ
ど
も
、
私
が
い
ま
、
こ
の
う
ち
の
誰
か
ひ
と
り
に
、
に
っ
こ
り
笑
っ

て
見
せ
る
と
、
た
っ
た
そ
れ
だ
け
で
私
は
、
ず
る
ず
る
引
き
ず
ら
れ
て
、

そ
の
人
と
結
婚
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
破
目
に
お
ち
る
か
も
知
れ
な
い
の
だ
。

女
は
自
分
の
運
命
を
決
す
る
の
に
、
微
笑
一
つ
で
沢
山
な
の
だ
。（「
女
生

徒
」）

こ
の
可
愛
い
風
呂
敷
を
、
た
だ
ち
ょ
っ
と
見
つ
め
て
さ
え
く
だ
さ
っ
た
ら
、

私
は
、
そ
の
人
の
と
こ
ろ
へ
お
嫁
に
行
く
こ
と
に
決
め
て
も
い
い
。（「
女

生
徒
」）

太
宰
は
あ
え
て
淑
の
結
婚
観
や
女
性
の
生
き
方
に
対
す
る
批
判
を
取
り
上
げ

ず
、
従
来
の
結
婚
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
踏
襲
し
て
い
る
。
こ
れ
は
伝
統
的
な

日
本
女
性
の
肯
定
に
他
な
ら
な
い
。
男
性
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
女
性
像
を
作

り
出
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。「
い
っ
そ
こ
の
ま
ま
、
少
女
の
ま
ま
で

死
に
た
く
な
る
。」
と
「
私
」
に
語
ら
せ
る
太
宰
は
他
の
作
品
に
お
い
て
少
女

を
ど
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
少
女
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
「
令
嬢
ア

ユ
」（『
新
女
苑
』
一
九
四
一
年
六
月
）、「
雪
の
夜
の
話
」（『
少
女
の
友
』
一
九

四
四
年
五
月
）
に
は
「
無
垢
な
女
性
」「
け
が
れ
な
き
少
女
」
が
登
場
す
る
が
、

彼
女
た
ち
に
は
社
会
に
対
す
る
関
心
や
批
判
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
そ
の
た
め

生
き
生
き
と
し
た
躍
動
感
も
感
じ
ら
れ
な
い
。
こ
れ
等
を
考
え
て
も
「
女
生
徒
」

が
い
か
に
淑
の
「
日
記
」
に
依
拠
し
て
い
た
の
か
が
わ
か
る
。

太
宰
に
お
け
る
再
構
成
の
特
徴
は
、「
女
生
徒
」
に
お
い
て
「
生
き
て
い
る

兵
隊
」
の
読
後
感
を
含
め
た
社
会
問
題
や
淑
の
女
性
の
生
き
方
に
対
す
る
批
判

を
取
り
上
げ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
成
熟
し
た
女
性
を
嫌
悪
の
対
象

に
し
な
が
ら
、「
女
生
徒
」
の
主
人
公
を
愛
さ
れ
る
少
女
像
つ
ま
り
「
太
宰
の

望
む
少
女
」
に
作
り
上
げ
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
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五
、
幻
想
の
少
女
像

冒
頭
、
結
末
、
中
間
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
太
宰
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
部
分
で
あ
る

が
、「
あ
さ
、
眼
を
さ
ま
す
と
き
の
気
持
ち
は
、
面
白
い
」
か
ら
は
じ
ま
る
冒

頭
は
、「
か
ら
っ
ぽ
」
へ
と
つ
な
が
り
、「
朝
は
、
な
ん
だ
か
、
し
ら
じ
ら
し
い
」

「
朝
は
灰
色
」
そ
し
て
「
虚
無
」「
厭
世
的
」「
後
悔
」
か
ら
「
身
悶
え
し
ち
ゃ

う
」
で
終
わ
る
。
小
平
麻
衣
子
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
そ
の
「
か
ら
っ
ぽ
」

が
効
果
的
に
引
き
寄
せ
る
の
は
、「
青
い
湖
の
よ
う
な
目
、
青
い
草
原
に
寝
て

大
空
を
見
て
い
る
よ
う
な
目
、
と
き
ど
き
雲
が
流
れ
て
写
る
。
鳥
の
影
ま
で
、

は
っ
き
り
写
る
」
と
い
う
、
女
生
徒
が
憧
れ
る
無
心
の
子
ど
も
の
よ
う
な
肯
定

的
イ
メ
ー
ジ
の
方
な
の
で
あ
る
。」（

（注

（
注　

　

冒
頭
に
お
け
る
記
述
は
、
思
い
つ
く
ま
ま
に
語
ら
れ
、
批
判
精
神
が
内
包
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
て
、
実
は
巧
み
に
少
女
の
属
性
を
暗
示
し
、
カ
テ
ゴ
リ

ー
化
を
促
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。「
日
記
」
と
「
女
生
徒
」
の

差
異
を
今
一
度
確
認
し
て
太
宰
の
望
む
少
女
像
に
つ
い
て
検
証
し
て
み
る
こ
と

に
す
る
。

当
時
の
吉
屋
信
子
の
少
女
小
説
に
も
薔
薇
の
花
が
よ
く
出
て
く
る
が
、「
女

生
徒
」
に
は
「
薔
薇
の
花
の
刺
繍
」
が
数
回
記
述
さ
れ
て
い
る
。「
薔
薇
の
花

の
刺
繍
」
は
「
日
記
」
で
は
「
苺
の
花
の
刺
し
ゅ
う
」
と
な
っ
て
い
る
。

薔
薇
に
つ
い
て
若
桑
み
ど
り
は
『
薔
薇
の
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
』
に
お
い
て
次
の

よ
う
に
記
し
て
い
る
。

美
し
い
女
性
の
頬
や
唇
を
薔
薇
に
譬
え
る
詩
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
の
原
典
は
例
に
よ
っ
て
ギ
リ
シ
ャ
神
話
に
あ
る
。

薔
薇
の
比
較
を
絶
し
た
美
し
さ
が
美
の
女
神
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
に
結
び
つ
け
ら

れ
て
い
た
こ
と
を
、
人
々
は
み
な
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
も
っ
と
古
く
エ

ジ
プ
ト
で
は
、
薔
薇
は
沈
黙
の
神
ハ
ル
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
象
徴
だ
っ
た
。
ロ

ー
マ
人
は
こ
れ
に
習
い
、
親
密
な
食
卓
の
上
に
こ
の
花
を
置
い
た
。
ス

ブ
・
ロ
ー
ザ
と
は
「
秘
密
に
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。（

（注

（
注

　

薔
薇
が
美
し
さ
や
秘
密
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
女
生
徒
」

の
次
の
よ
う
な
叙
述
は
そ
れ
相
応
の
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。「
女
生
徒
」

が
き
の
う
縫
い
上
げ
た
新
し
い
下
着
を
着
る
時
、「
胸
の
と
こ
ろ
に
、
小
さ
い

白
い
薔
薇
の
花
を
刺
繍
し
て
置
い
た
。
上
衣
を
着
ち
ゃ
う
と
、
こ
の
刺
繍
見
え

な
く
な
る
。
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
。
得
意
で
あ
る
。」
そ
し
て
、
伊
藤
先
生
の

モ
デ
ル
に
な
っ
た
時
、「
先
生
は
、
私
の
下
着
に
薔
薇
の
花
の
刺
繍
の
あ
る
こ

と
さ
え
、
知
ら
な
い
」
ま
た
、
部
屋
へ
入
っ
て
着
替
え
た
と
き
、「
脱
ぎ
捨
て

た
下
着
の
薔
薇
に
き
れ
い
な
キ
ス
し
て
」
等
で
あ
る
。
美
し
さ
へ
の
憧
憬
や
秘

密
の
共
有
は
少
女
の
特
性
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
る
。

特
に
「
女
生
徒
」
の
「
私
」
は
、
薔
薇
に
特
別
な
思
い
を
抱
い
て
い
る
よ
う

だ
。
母
親
に
も
ら
っ
た
雨
傘
か
ら
パ
リ
の
下
町
に
い
る
自
分
を
想
像
し
て
「
薔

薇
の
ワ
ル
ツ
」
を
連
想
し
た
り
、
空
を
見
て
「
私
は
、
い
ま
神
様
を
信
じ
ま
す
。

こ
れ
は
、
こ
の
空
の
色
は
、
な
ん
と
い
う
色
な
の
か
し
ら
。
薔
薇
。」
と
い
う

く
だ
り
で
「
美
し
く
生
き
た
い
と
思
い
ま
す
。」
と
結
ん
で
い
る
。「
女
生
徒
」
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の
「
私
」
に
と
っ
て
薔
薇
の
花
は
憧
れ
で
あ
り
、
少
女
の
イ
メ
ー
ジ
の
象
徴
な

の
で
あ
る
。「
薔
薇
」
も
太
宰
に
よ
っ
て
書
き
加
え
ら
れ
た
部
分
で
あ
る
。

「
女
生
徒
」
の
結
末
部
分
は
「
日
記
」
に
は
記
述
が
な
く
、
太
宰
の
創
作
で

あ
る
が
、
少
女
イ
メ
ー
ジ
像
の
最
た
る
も
の
が
こ
こ
に
は
描
か
れ
て
い
る
。

明
日
も
ま
た
、
同
じ
日
が
く
る
の
だ
ろ
う
。
幸
福
は
一
生
、
こ
な
い
の
だ
。

そ
れ
は
、
わ
か
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
き
っ
と
来
る
、
あ
す
は
来
る
、

と
信
じ
て
寝
る
の
が
い
い
の
で
し
ょ
う
。（「
女
生
徒
」）

お
や
す
み
な
さ
い
。
私
は
、
王
子
様
の
い
な
い
シ
ン
デ
レ
ラ
姫
。
あ
た
し
、

東
京
の
、
ど
こ
に
い
る
か
、
ご
ぞ
ん
じ
で
す
か
?
も
う
、
ふ
た
た
び
お
目

に
か
か
り
ま
せ
ん
。（「
女
生
徒
」）

「
明
日
」「
幸
福
」「
信
じ
て
」「
王
子
様
」「
シ
ン
デ
レ
ラ
姫
」
こ
れ
ら
の
言

葉
か
ら
浮
か
び
上
が
る
の
は
「
清
ら
か
で
愛
ら
し
く
、
脆
く
て
夢
見
が
ち
」
と

い
う
少
女
の
属
性
で
あ
る
。
結
末
の
「
あ
た
し
、
東
京
の
、
ど
こ
に
い
る
か
、

ご
ぞ
ん
じ
で
す
か
?
も
う
、
ふ
た
た
び
お
目
に
か
か
り
ま
せ
ん
。」
こ
の
一
文
は
、

当
時
の
世
間
一
般
の
女
学
生
の
イ
メ
ー
ジ
と
相
俟
っ
て
少
女
の
存
在
を
際
立
た

せ
た
は
ず
で
あ
る
。
太
宰
は
、
男
性
社
会
や
読
者
が
求
め
る
少
女
を
創
造
し
、

巧
み
に
当
時
の
制
度
に
回
収
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
太
宰
に
お
け
る
少

女
は
作
ら
れ
た
少
女
文
化
の
中
に
し
か
存
在
し
な
い
虚
像
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

そ
し
て
、「
女
生
徒
」
の
「
私
」
は
、
太
宰
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
幻
想
の
少
女

そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

「
女
生
徒
」
は
、
有
明
淑
の
日
記
を
極
め
て
有
力
な
資
料
と
し
て
作
品
化
さ

れ
た
。
再
構
成
に
よ
り
自
己
の
向
上
意
識
が
強
く
、
社
会
へ
の
批
判
精
神
に
あ

ふ
れ
、
精
神
的
な
若
さ
へ
の
執
着
を
持
っ
た
有
明
淑
の
生
き
生
き
と
し
た
内
面

は
、
容
易
く
消
し
去
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
太
宰
自
身
が
好
み
、
同
時
に
男
性
中

心
的
な
社
会
や
読
者
が
共
感
す
る
「
愛
さ
れ
る
」
女
学
生
像
が
作
り
上
げ
ら
れ

た
。「
日
記
」
は
、
大
量
に
活
用
さ
れ
な
が
ら
、「
生
き
て
い
る
兵
隊
」
の
読
後

感
を
含
め
た
社
会
問
題
や
当
時
の
社
会
制
度
を
批
判
し
た
部
分
は
消
去
さ
れ
、

再
構
成
さ
れ
た
。

そ
れ
で
は
太
宰
に
と
っ
て
少
女
と
は
何
者
で
あ
っ
た
の
か
。
社
会
に
対
し
て

批
判
精
神
を
持
た
ず
、
日
常
生
活
か
ら
遊
離
し
て
夢
を
紡
ぎ
、
中
心
で
は
な
く

周
縁
に
位
置
す
る
愛
す
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
成
熟
し
た
女
性
に
対

し
て
の
嫌
悪
感
は
悪
意
さ
え
感
じ
ら
れ
る
が
、
対
す
る
少
女
へ
の
思
い
入
れ
は

随
所
に
み
ら
れ
る
。
女
性
独
白
体
の
語
り
手
を
少
女
に
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り

多
分
に
男
性
中
心
的
な
社
会
や
読
者
か
ら
の
共
感
が
得
ら
れ
た
こ
と
も
事
実
で

あ
る
。
男
性
社
会
や
読
者
が
求
め
る
少
女
を
創
造
し
、
巧
み
に
当
時
の
制
度
に

回
収
し
た
の
で
あ
っ
た
。
以
上
の
考
察
か
ら
太
宰
に
お
け
る
「
女
生
徒
」
の
特

徴
は
有
明
淑
の
「
日
記
」
に
依
拠
し
な
が
ら
も
太
宰
に
と
っ
て
都
合
の
悪
い
部

分
は
削
除
さ
れ
、
太
宰
の
望
む
少
女
像
が
描
き
出
さ
れ
た
も
の
と
み
て
よ
い
だ
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ろ
う
。
出
典
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
同
時
代
評
で
の
川
端
の
賞
讃
に

も
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
川
端
で
さ
え
「
こ
の
「
女
生
徒
」
ほ
ど
の

娘
も
現
実
に
は
な
か
な
か
み
つ
か
ら
な
い
の
を
知
る
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
て

い
る
。
現
実
に
は
こ
の
よ
う
な
少
女
は
存
在
し
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

削
除
さ
れ
た
有
明
淑
の
生
身
の
女
性
像
は
「
女
生
徒
」
で
は
幻
想
の
少
女
へ

と
再
構
成
さ
れ
た
が
、「
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
妻
」「
斜
陽
」
の
よ
う
に
貞
淑
な
女
性
像

か
ら
逸
脱
す
る
女
性
の
生
き
方
を
描
こ
う
と
す
る
太
宰
に
多
大
な
影
響
を
与
え

た
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
削
除
さ
れ
た
真
実
の
「
女
性
」
の
存
在
は
後
々
ま
で

太
宰
の
作
品
に
纏
わ
り
つ
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
今
後
の
課

題
と
し
た
い
。
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A Theory on Osamu Dazai’s School girl :  
Erased Shizu Ariake’s narration

SEKINE, Junko

Thenovel,Schoolgirl,byOsamuDazai isa femalemonologuenovel,andhissecond

workafterthenovelLantern. ThediaryofShizuAriake,whichistheoriginalmaterialof

thenovel,usedtobeundisclosed.However,MichikoTsushima,whohadbeenkeepingthe

diary,depositeditwiththeMuseumofModernLiteratureofAomoriPrefecture.Bythe

consentofthepeopleconcerned,thediarywasreprintedandreleasedin（000.Schoolgirl

wasalmostarecompositionofShizu’sdiary,withtheexceptionofthreeepisodes;atthe

beginning,attheend,andinthemiddleparts.

Shizo’sdiarycoversmorethanthreemonthsfromApril（0toAugust（,（（（（.Shizu’s

passionforreadingisjustamazing.

Consideringthedifferencebetweenherdiaryand Schoolgirl,IrealizethatShizureads

associalneeds,whichdevelopshercriticalspirit.However,theheroineofSchoolgirl does

notattempttoobtainthesocialknowledgethroughreading,andthereisnodescription

about Soldiers AlivebyTatsuzoIshikawawhichShizuhascriticized. Itseemsthatthis

parthasbeendeletedbyDazai.Also,Schoolgirl’sdisgustforamaturewomanisdifferent

fromthecontentsofthediary.TosupposethesedifferencescomefromDazai’smalepoint

ofview,theevaluationoftraditionalDazailiteraturedoesnotchange.Rather,Ithinkthat

a significant featureof this text is indicated in thenatureofDazai’sattachment toa

prematuregirl.


