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菊地　野溝七生子「黄昏の花―Sancta Susanna―」論

は
じ
め
に

「
黄
昏
の
花
―Sancta 

Susanna
―
」（『
女
人
芸
術
』
一
九
二
八
年
八
月
）
は
、
野
溝
七
生

子
の
初
期
作
品
の
一
つ
で
あ
る
（
以
下
、「
黄
昏
の
花
」）。
本
作
に
は
父
親
の
暴
力
が
描
か
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
野
溝
の
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
作
『
山
梔
』（『
福
岡
日
日
新
聞
』
一
九
二
四
年
九

月
九
日
～
一
九
二
五
年
一
月
一
六
日
）
以
来
、
複
数
の
作
品
で
変
奏
さ
れ
て
い
く
野
溝
文
学
の

主
要
な
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
と
言
っ
て
い
い

（
1
）。

「
黄
昏
の
花
」
の
梗
概
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
本
作
は
、
女
性
主
人
公
の
「
私
」
か
ら
妹
ク

ノ
へ
の
手
紙
と
し
て
描
か
れ
る
。「
私
」
は
、
家
族
の
元
を
離
れ
、「
郊
外
の
小
さ
い
家
を
捨
て

て
旅
に
出
」、
尼
僧
院
に
寄
寓
し
て
い
る
。
そ
こ
で
「
私
」
は
、
尼
僧
た
ち
に
よ
る
幼
い
「
お

沙
弥
さ
ん
」
へ
の
暴
力
を
目
撃
し
、自
身
が
か
つ
て
受
け
た
父
の
暴
力
の
記
憶
を
喚
起
さ
れ
る
。

そ
れ
は
、
父
が
少
女
の
「
私
」
に
対
し
、「
白
い
蜜
柑
の
花
の
下
に
立
つ
て
涙
を
流
し
て
ゐ
た
」

こ
と
を
理
由
に
、「
こ
れ
は
十
六
の
小
娘
の
汚
は
し
い
空
想
で
あ
る
の
に
相
異
な
い
」
と
考
え
、

鞭
で
打
っ
た
と
い
う
記
憶
で
あ
っ
た
。「
私
」
は
、
父
が
そ
の
暴
力
を
「
躾
」
と
見
な
し
て
い

た
こ
と
を
語
る
。
そ
の
よ
う
な
記
憶
を
回
想
し
た
上
で
、「
私
」
は
尼
僧
た
ち
の
暴
力
を
批
判

的
に
語
り
、
手
紙
の
最
後
を
歌
劇
『
聖
女
ス
ザ
ン
ナ
』
の
台
詞
の
引
用
で
結
ぶ
。

野
溝
作
品
に
つ
い
て
、
ヌ
マ
と
ク
ノ
と
い
う
同
一
名
の
人
物
た
ち
を
配
し
、
母
の
死
や
父
か

ら
の
虐
待
と
い
っ
た
共
通
す
る
設
定
を
持
つ
作
品
群
を
〈
ヌ
マ
と
ク
ノ
の
物
語
〉
と
名
づ
け
た

の
は
、
橋
本
の
ぞ
み
で
あ
る

（
2
）。

橋
本
は
そ
れ
ら
の
作
品
群
を
、
独
立
し
な
が
ら
も
相
互
に

内
容
を
補
完
し
合
う
連
作
と
し
て
捉
え
て
い
る
。「
黄
昏
の
花
」
も
ま
た
、
ヌ
マ
こ
そ
登
場
し
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な
い
も
の
の
、
ク
ノ
の
名
や
父
に
よ
る
虐
待
と
い
っ
た
他
作
品
と
共
通
の
設
定
が
見
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
や
は
り
〈
ヌ
マ
と
ク
ノ
の
物
語
〉
の
一
つ
と
定
位
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
も
こ
の
橋
本

論
を
引
き
継
ぎ
、「
黄
昏
の
花
」
を
ヌ
マ
と
ク
ノ
を
描
く
連
作
の
一
つ
と
捉
え
て
論
じ
て
い
き

た
い
。

そ
れ
ら
連
作
と
見
な
せ
る
作
品
群
の
中
で
も
、
と
く
に
「
黄
昏
の
花
」
と
結
び
つ
き
が
強
い

作
品
と
し
て
、
同
年
に
発
表
さ
れ
た
「
灰
色
の
扉
―D

oppelgängerin

―
」（『
近
代
風
景
』

一
九
二
八
年
一
月
。
以
下
、「
灰
色
の
扉
」）
が
あ
る
。
語
り
手
の
「
私
」
が
妹
ク
ノ
に
宛
て
た

手
紙
で
父
の
暴
力
を
回
想
し
て
語
る
と
い
う
物
語
の
枠
組
み
は
、「
黄
昏
の
花
」
の
そ
れ
と
合

致
し
て
い
る
。

「
灰
色
の
扉
」
で
は
、母
の
死
後
、家
族
の
元
を
離
れ
て
「
郊
外
の
小
さ
い
家
」
で
暮
ら
す
「
私
」

が
、
妹
ク
ノ
に
宛
て
て
手
紙
を
書
く
。
そ
こ
で
は
、「
私
」
が
父
の
暴
力
を
受
け
た
十
三
歳
の

自
身
の
顔
を
見
た
こ
と
を
発
端
に
、
自
分
の
「D

oppelgängerin

」（
執
筆
者
注
：
分
身
）
を

何
度
も
目
撃
し
た
こ
と
が
綴
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
私
」
は
父
か
ら
受
け
た
暴
力
を
回
想
し
つ
つ
、

母
娘
間
で
引
き
継
が
れ
る「
不
幸
」と
し
て
の
女
性
抑
圧
の
連
鎖
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る

（
3
）。

手
紙
の
終
盤
で
は
、「
私
」
が
自
ら
の
死
を
予
感
し
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
灰
色
の
扉
」
と
「
黄
昏
の
花
」
で
は
、
と
も
に
「
私
」
の
手
紙
の
中
で
父
の

暴
力
に
言
及
し
て
い
る
が
、
前
者
は
母
娘
を
、
後
者
は
父
娘
を
中
心
化
し
て
描
き
出
し
て
い
る

点
で
異
な
る
。
ま
た
、「
灰
色
の
扉
」
は
父
の
暴
力
に
つ
い
て
、「
私
」
が
「
拍
車
の
つ
い
た
長

靴
」
で
蹴
ら
れ
踏
み
つ
け
ら
れ
る
様
子
を
具
体
的
な
描
写
を
用
い
て
語
る
が
、
一
方
、「
黄
昏

の
花
」
で
は
象
徴
的
な
モ
チ
ー
フ
や
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
ト
を
用
い
て
暗
示
的
に
語
っ
て
い
る
と

い
う
違
い
が
あ
る
。
両
作
品
に
つ
い
て
の
詳
細
な
比
較
論
は
別
稿
に
譲
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
う

し
た
連
作
性
や
相
違
点
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、「
黄
昏
の
花
」
に
焦
点
を
当
て
る
。

そ
の
「
黄
昏
の
花
」
の
「
私
」
の
語
り
で
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
ト
と
し
て
用
い
ら
れ
る
作
品
が
、

一
九
二
一
年
に
発
表
さ
れ
た
ド
イ
ツ
表
現
主
義
の
歌
劇
『
聖
女
ス
ザ
ン
ナ
』（
パ
ウ
ル
・
ヒ
ン

デ
ミ
ッ
ト
作
曲
、
ア
ウ
グ
ス
ト
・
シ
ュ
ト
ラ
ム
脚
本
）
で
あ
る
。
同
作
の
引
用
は
、
副
題
の

「Sancta Susanna

」
と
、「
私
」
が
手
紙
の
最
後
に
引
用
す
る
台
詞
に
明
示
さ
れ
て
い
る
。

実
際
、
こ
の
『
聖
女
ス
ザ
ン
ナ
』
の
物
語
と
「
私
」
の
手
紙
の
内
容
に
は
主
題
上
の
共
通
性
が

あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、『
聖
女
ス
ザ
ン
ナ
』
は
修
道
女
の
性
的
欲
望
と
そ
れ
に
対
す
る
暴

力
的
行
為
を
描
く
物
語
で
あ
る
。
一
方
、「
黄
昏
の
花
」
で
の
父
の
暴
力
も
ま
た
、
娘
の
「
汚

は
し
い
空
想
」、
言
い
換
え
れ
ば
娘
の
恋
愛
を
め
ぐ
る
空
想
あ
る
い
は
性
の
目
覚
め
に
対
し
て
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振
る
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
両
者
は
女
性
の
性
的
欲
望
に
対
す
る
処
罰
と
し
て
の
暴
力
を
描
き
出

す
点
で
通
底
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
こ
の
点
を
踏
ま
え
て
、「
私
」
の
手
紙
の
語
り
が
、
い
か
に
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
ト

と
し
て
の
『
聖
女
ス
ザ
ン
ナ
』
と
響
き
合
い
な
が
ら
、
父
の
暴
力
へ
の
抗
い
を
表
象
し
う
る
か

を
考
察
し
て
い
く
。

一
、「
私
」
に
よ
る
『
聖
女
ス
ザ
ン
ナ
』
の
引
用

は
じ
め
に
、
歌
劇
『
聖
女
ス
ザ
ン
ナ
』
の
梗
概
を
述
べ
た
い
。
日
暮
れ
頃
、
修
道
院
の
聖
堂

の
キ
リ
ス
ト
像
前
に
い
た
修
道
女
ス
ザ
ン
ナ
の
元
を
、
修
道
女
ク
レ
メ
ン
テ
ィ
ア
が
訪
れ
る
。

窓
の
外
か
ら
ラ
イ
ラ
ッ
ク
の
花
の
香
り
が
漂
い
、
女
性
の
む
せ
び
泣
く
よ
う
な
喜
悦
の
声
が
聞

こ
え
る
。
ス
ザ
ン
ナ
た
ち
は
、
そ
れ
が
男
女
の
性
交
渉
の
声
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
女
性
に

説
教
を
す
る
た
め
に
彼
女
を
連
れ
て
く
る
。
ク
レ
メ
ン
テ
ィ
ア
が
連
れ
て
来
た
女
性
は
下
女
の

少
女
で
あ
っ
た
。
ス
ザ
ン
ナ
は
、
下
女
に
相
手
の
男
性
に
つ
い
て
問
う
う
ち
に
笑
い
出
し
、
そ

の
男
性
に
会
っ
て
み
た
い
と
言
う
。
下
女
が
去
っ
た
後
、ク
レ
メ
ン
テ
ィ
ア
は
、か
つ
て
ベ
ア
ー

タ
と
い
う
修
道
女
が
裸
で
キ
リ
ス
ト
像
に
体
を
押
し
つ
け
、
口
づ
け
を
し
た
出
来
事
を
語
る
。

ベ
ア
ー
タ
は
修
道
女
た
ち
に
よ
り
壁
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
キ
リ
ス
ト
像
に
は
腰
布
が
巻
か

れ
た
と
い
う
。
そ
の
話
の
の
ち
、
ス
ザ
ン
ナ
は
胴
衣
な
ど
を
引
き
裂
く
。
そ
し
て
、「
わ
た
し

は
美
し
い
で
し
ょ
う
」
と
声
を
上
げ
、
キ
リ
ス
ト
像
の
腰
布
を
裂
き
投
げ
捨
て
る
。
そ
こ
へ
年

老
い
た
修
道
女
た
ち
が
現
れ
て
ス
ザ
ン
ナ
を
取
り
囲
み
、
懺
悔
を
迫
る
が
、
ス
ザ
ン
ナ
は
拒
絶

す
る
。
修
道
女
た
ち
や
ク
レ
メ
ン
テ
ィ
ア
の
「
サ
タ
ン
」
の
呼
び
か
け
に
、
ス
ザ
ン
ナ
は
触
れ

る
こ
と
を
許
さ
な
い
威
厳
を
保
っ
て
立
ち
、
舞
台
は
幕
引
き
と
な
る

（
4
）。

江
藤
光
紀
は
『
聖
女
ス
ザ
ン
ナ
』
に
つ
い
て
、「
修
道
女
の
幻
想
と
背
徳
」
を
主
題
と
し
、

本
能
や
禁
欲
主
義
を
テ
ー
マ
に
し
た
作
品
だ
と
言
及
し
て
い
る

（
5
）。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、

ク
レ
メ
ン
テ
ィ
ア
や
修
道
女
た
ち
が
、
ベ
ア
ー
タ
や
ス
ザ
ン
ナ
の
性
的
欲
望
に
恐
怖
を
覚
え
て

い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
ク
レ
メ
ン
テ
ィ
ア
た
ち
は
、
性
的
欲
望
を
露
わ
に
し
た
ベ
ア
ー
タ
を
壁
の

中
に
埋
め
、欲
望
を
表
出
し
た
ス
ザ
ン
ナ
を
サ
タ
ン
と
指
呼
す
る
と
い
う
暴
力
的
行
為
を
行
う
。

ベ
ア
ー
タ
を
壁
に
埋
め
る
と
い
う
行
為
は
、
象
徴
的
に
性
的
欲
望
へ
の
処
罰
と
同
時
に
、
欲
望

の
隠
蔽
と
見
な
せ
る
。
そ
の
過
剰
反
応
と
隠
蔽
は
、
む
し
ろ
ク
レ
メ
ン
テ
ィ
ア
た
ち
自
身
の
性

的
欲
望
の
自
覚
と
、
そ
の
顕
在
化
へ
の
恐
怖
を
反
照
し
て
い
る
。
ス
ザ
ン
ナ
の
性
的
欲
望
を
サ

タ
ン
の
所
業
と
し
て
退
け
る
の
も
、
ス
ザ
ン
ナ
自
身
の
欲
望
を
認
め
れ
ば
、
ク
レ
メ
ン
テ
ィ
ア

た
ち
自
身
の
性
的
欲
望
を
も
肯
定
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
聖
女
ス
ザ
ン
ナ
』
と
は
、
他
者
の
性
的
欲
望
に
よ
り
自
己
の
欲
望
が
喚
起

さ
れ
、
そ
の
欲
望
へ
の
処
罰
や
隠
蔽
の
た
め
に
暴
力
が
振
る
わ
れ
る
物
語
な
の
で
あ
る
。
そ
う

し
た
物
語
で
描
か
れ
る
象
徴
的
な
モ
チ
ー
フ
が
、「
黄
昏
の
花
」
の
「
私
」
の
語
り
に
様
々
な

形
で
引
用
さ
れ
、「
私
」
の
語
る
出
来
事
と
連
関
を
持
た
せ
ら
れ
て
い
る
。

ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
私
」
が
尼
僧
院
の
離
れ
で
の
眠
り
の
後
に
見
か
け
た
、
一
匹
の

蜘
蛛
に
関
す
る
語
り
で
あ
る
。「
私
」
は
、「
私
の
眼
の
前
を
、
窓
障
子
の
上
を
一
匹
の
蜘
蛛
の

姿
が
、
絶
え
間
な
く
遮
つ
て
ゐ
た
」
と
述
べ
、「
蜘
蛛
は
、
今
は
そ
の
不
気
味
な
影
を
何
処
に

と
も
な
く
潜
め
て
ゐ
な
が
ら
、
な
ほ
私
の
心
の
上
を
、
あ
の
憂
ふ
べ
き
八
本
の
節
足
で
這
ひ
ま

は
つ
て
ゐ
る
の
だ
」
と
語
る
。
こ
こ
で
は
、
尼
僧
院
で
目
撃
し
た
暴
力
を
語
る
と
い
う
「
私
」

の
語
り
の
主
旋
律
に
対
し
て
、
不
自
然
な
ほ
ど
に
蜘
蛛
の
存
在
と
そ
の
不
気
味
さ
が
強
調
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
蜘
蛛
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、『
聖
女
ス
ザ
ン
ナ
』
に
お
い
て
重
要
な
象
徴
性
を

帯
び
て
登
場
す
る
。
ク
レ
メ
ン
テ
ィ
ア
が
ベ
ア
ー
タ
の
性
的
欲
望
が
露
見
し
た
際
の
記
憶
を

語
っ
た
直
後
と
、
ス
ザ
ン
ナ
が
自
身
の
胴
衣
と
キ
リ
ス
ト
像
の
腰
布
を
引
き
裂
い
た
後
に
現
れ

る
生
き
物
こ
そ
が
、
蜘
蛛
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
蜘
蛛
は
女
性
た
ち
の
性
的
欲
望
の
象
徴

と
も
言
え
る
。「
私
」
に
よ
る
過
剰
な
蜘
蛛
へ
の
言
及
は
、
こ
の
『
聖
女
ス
ザ
ン
ナ
』
で
の
蜘

蛛
の
象
徴
性
を
意
識
し
た
も
の
と
も
解
せ
る
。

さ
ら
に
、「
私
」
は
「
逢
魔
が
時
」
に
言
及
す
る
。「
私
」
は
「
今
も
実
に
、
一
日
の
う
ち
で

最
も
黄
昏
を
愛
す
る
」
と
語
る
。
そ
れ
は
、「
黄
昏
」
が
「
次
第
に
夜
が
来
よ
う
と
す
る
予
兆
」

で
あ
り
、「
こ
と
に
、
逢
魔
が
時
と
い
ふ
奇
怪
な
時
刻
」
で
あ
る
か
ら
だ
と
述
べ
る
。
そ
の
上
、

「
尼
僧
院
の
中
で
こ
の
事
を
考
へ
つ
く
の
は
何
か
殊
に
相
応
し
い
」
と
も
付
言
す
る
。
こ
れ
は
、

修
道
院
す
な
わ
ち
尼
僧
院
を
舞
台
に
し
た
『
聖
女
ス
ザ
ン
ナ
』
の
物
語
が
、
ク
レ
メ
ン
テ
ィ
ア

の
「
日
が
暮
れ
ま
し
た
！
」
と
い
う
台
詞
で
始
ま
る
こ
と
を
意
識
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
さ
ら
に

言
え
ば
、
ク
レ
メ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
ベ
ア
ー
タ
の
回
想
は
、「
ち
ょ
う
ど
こ
ん
な
夜
だ
っ
た
わ
」

と
、夜
を
印
象
付
け
な
が
ら
始
ま
る
。
そ
れ
ら
の
夜
に
起
き
る
出
来
事
が
、ス
ザ
ン
ナ
や
ベ
ア
ー

タ
の
性
的
欲
望
の
顕
在
化
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
同
作
で
の
夜
は
、
明
る
い
昼
に
は
隠
さ
れ
て

い
た
女
性
の
性
的
欲
望
が
表
出
す
る
時
間
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
私
」
が

昼
か
ら
夜
へ
と
移
行
す
る
「
逢
魔
が
時
」
を
殊
更
に
「
奇
怪
な
時
刻
」
と
捉
え
る
背
後
に
は
、

そ
の
『
聖
女
ス
ザ
ン
ナ
』
に
お
け
る
夜
の
象
徴
性
へ
の
意
識
が
透
視
で
き
る
。
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こ
の
よ
う
な
『
聖
女
ス
ザ
ン
ナ
』
と
の
連
関
の
中
で
語
ら
れ
る
蜘
蛛
や
逢
魔
が
時
と
い
う
モ

チ
ー
フ
に
続
き
、
父
の
暴
力
の
記
憶
が
語
ら
れ
る
。「
私
」
は
、
自
身
に
と
っ
て
の
「
思
ひ
出
」

と
は
、
親
か
ら
「
精
神
的
に
も
肉
体
的
に
も
侮
辱
せ
ら
れ
た
」
こ
と
に
よ
る
、「
咽
喉
に
咽
せ

返
る
ほ
ど
の
苦
痛
の
思
ひ
出
」
だ
と
語
る
。『
聖
女
ス
ザ
ン
ナ
』
で
性
的
欲
望
を
象
徴
す
る
事

物
と
こ
の
「
思
ひ
出
」
と
の
連
続
的
な
語
り
は
、
両
者
の
連
関
性
を
物
語
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、「
私
」
は
、「
柑
橘
類
の
花
の
、
名
状
し
難
い
香
」
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
た
、
父
の

鞭
打
ち
に
よ
る
暴
力
の
記
憶
を
語
り
始
め
る
。
本
稿
の
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
通
り
、
父
の

暴
力
は
「
私
」
の
恋
愛
を
め
ぐ
る
空
想
あ
る
い
は
性
の
目
覚
め
へ
の
処
罰
だ
と
見
な
せ
る
。
た

だ
し
、
そ
の
よ
う
な
処
罰
と
し
て
の
鞭
打
ち
の
具
体
的
な
様
子
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で

の
暴
力
は
、「
赤
い
鞭
の
痕
を
い
た
は
ら
う
と
す
る
と
、
そ
こ
に
も
花
の
香
は
浸
み
透
つ
て
ゐ

た
」、
ま
た
「
鞭
と
一
緒
に
、
私
の
上
か
ら
は
白
い
小
さ
い
花
が
雨
の
や
う
に
降
り
か
か
つ
た
」

と
、
花
や
そ
の
香
り
を
強
調
す
る
形
で
語
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
花
は
、『
聖
女
ス
ザ
ン
ナ
』

に
お
い
て
、
ス
ザ
ン
ナ
や
ベ
ア
ー
タ
が
性
的
欲
望
を
露
わ
に
し
た
夜
に
、
聖
堂
の
窓
外
か
ら
漂

う
ラ
イ
ラ
ッ
ク
の
香
り
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
上
、
そ
の
木
の
下
で
は
、
下
女
が
「
む

せ
び
泣
く
よ
う
な
喜
悦
の
声
」
を
上
げ
て
性
交
渉
を
し
て
い
た
こ
と
が
暗
示
さ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
花
も
女
性
た
ち
の
性
的
欲
望
の
象
徴
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
黄
昏
の
花
」

で
の
父
の
暴
力
が
花
や
そ
の
香
り
を
強
調
し
た
形
で
語
ら
れ
る
の
は
、
蜘
蛛
や
逢
魔
が
時
と
同

様
、
こ
の
よ
う
な
『
聖
女
ス
ザ
ン
ナ
』
の
物
語
と
の
連
関
性
を
暗
に
示
す
た
め
の
も
の
と
読
み

取
れ
よ
う
。

こ
こ
ま
で
見
た
よ
う
に
、「
私
」
は
父
の
暴
力
と
『
聖
女
ス
ザ
ン
ナ
』
と
の
連
関
性
を
暗
示

す
る
語
り
を
重
ね
る
。
そ
の
上
で
、
尼
僧
た
ち
の
暴
力
を
語
る
場
面
で
は
、「
甘
美
極
る
蜜
柑

の
花
の
香
」
が
「
重
苦
し
く
瀰
漫
し
て
ゐ
た
」
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
こ
こ
で
も
花
の
香
り
が
強

調
さ
れ
る
こ
と
で
、
今
度
は
尼
僧
た
ち
の
暴
力
と
『
聖
女
ス
ザ
ン
ナ
』
の
物
語
と
の
関
連
が
暗

示
さ
れ
て
い
る
と
読
み
取
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、「
私
」
の
語
り
の
中
で
父
の
暴
力
―
尼
僧
た

ち
の
暴
力
―
『
聖
女
ス
ザ
ン
ナ
』
の
三
者
が
相
互
に
接
続
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

次
に
、
こ
う
し
た
「
私
」
の
語
り
に
お
け
る
暗
示
を
補
助
線
と
し
て
、「
私
」
が
語
る
尼
僧

た
ち
の
暴
力
へ
の
批
判
に
、父
か
ら
の
暴
力
の
記
憶
と『
聖
女
ス
ザ
ン
ナ
』の
物
語
を
重
ね
、「
私
」

の
語
り
の
意
味
を
考
察
し
て
い
く
。

二
、
父
の
暴
力
に
抗
う
語
り

ま
ず
、
尼
僧
た
ち
の
暴
力
に
対
す
る
「
私
」
の
批
判
の
語
り
を
検
討
し
た
い
。「
私
」
は
、

尼
僧
た
ち
が
、「
得
度
し
て
あ
ま
り
間
も
な
い
、
ま
だ
法
名
さ
へ
名
の
つ
て
は
ゐ
な
か
つ
た
九

つ
か
や
う
や
く
十
」
の
「
小
さ
い
沙
弥
尼
」
を
床
下
に
追
い
落
と
し
、「
口
々
に
恐
し
い
言
葉

を
こ
の
小
さ
い
子
供
に
浴
び
せ
か
け
て
ゐ
る
」
の
を
目
撃
す
る
。
そ
こ
で
「
私
」
は
、
尼
僧
た

ち
の
「
不
思
議
に
空
疎
な
高
笑
ひ
」
が
、
や
が
て
「
彼
女
達
の
頬
を
歪
め
た
妖
し
い
微
笑
に
い

つ
ま
で
も
凝
り
つ
」
き
、「
そ
こ
に
は
凡
て
の
人
間
がO

rgasm
us

に
在
る
時
の
或
一
瞬
間
を

語
る
、
恐
し
い
蒼
白
の
激
烈
な
色
が
湛
へ
ら
れ
て
ゐ
た
」
と
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、「
私
」
は

尼
僧
た
ち
の
暴
力
に「O

rgasm
us

」、す
な
わ
ち
性
的
な
快
感
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る

（
6
）。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、「
私
」
が
、そ
う
し
た
尼
僧
た
ち
の
暴
力
に
つ
い
て
語
り
始
め
る
時
、「
あ

の
こ
と
」
が
「
尼
寺
と
い
ふ
も
の
の
中
に
も
あ
つ
た
」
と
書
き
記
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。「
あ

の
こ
と
」
と
い
う
隠
語
に
は
、「
私
」
と
手
紙
の
読
み
手
で
あ
る
ク
ノ
と
の
共
通
理
解
が
読
み

取
れ
る
こ
と
か
ら
、
父
の
暴
力
を
指
す
と
解
釈
で
き
る
。
つ
ま
り
、「
私
」
は
尼
僧
た
ち
の
暴

力
に
父
の
暴
力
を
透
視
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
、
尼
僧
た
ち
の
暴
力

に
看
取
さ
れ
た
性
的
快
感
が
父
の
暴
力
に
も
同
様
に
潜
在
す
る
こ
と
を
告
発
し
て
い
る
こ
と
に

も
な
る
。

さ
ら
に
、「
私
」
の
語
り
の
暗
示
に
も
と
づ
け
ば
、『
聖
女
ス
ザ
ン
ナ
』
の
物
語
を
父
か
ら
の

暴
力
の
記
憶
に
重
ね
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
ベ
ア
ー
タ
の
性
的
欲
望
に
対
し
て
処
罰
と
見
な

せ
る
暴
力
的
行
為
が
行
わ
れ
た
の
と
同
様
、
父
は
「
私
」
の
「
汚
は
し
い
空
想
」、
す
な
わ
ち

性
的
欲
望
に
処
罰
的
暴
力
を
加
え
た
。
し
か
し
、
ク
レ
メ
ン
テ
ィ
ア
た
ち
の
暴
力
的
行
為
が
彼

女
た
ち
自
身
の
性
的
欲
望
を
反
照
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
父
の
暴
力
に
も
ま
た

性
的
欲
望
が
潜
在
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、『
聖
女
ス
ザ
ン
ナ
』
と
い
う
イ
ン
タ
ー

テ
ク
ス
ト
も
ま
た
、
父
の
暴
力
の
本
質
を
暗
示
す
る
機
能
を
担
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
私
」
の
語
り
は
、
尼
僧
た
ち
の
暴
力
へ
の
批
判
と
『
聖
女
ス
ザ
ン
ナ
』
の

引
用
を
通
じ
て
、父
の
暴
力
に
隠
さ
れ
た
性
的
欲
望
を
暗
に
暴
き
立
て
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。

そ
し
て
、
こ
の
「
私
」
の
告
発
は
、
父
が
語
っ
た
「
躾
」
と
い
う
言
葉
が
父
の
欲
望
を
隠
蔽
し
、

暴
力
を
正
当
化
す
る
方
策
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
暴
露
す
る
。
父
の
暴
力
が
「
躾
」
の
名
に
値
す

る
理
性
的
な
行
為
で
な
い
こ
と
は
、
尼
僧
た
ち
の
暴
力
へ
の
「
気
狂
ひ
の
所
業
」
と
い
う
非
難
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の
言
葉
に
も
表
わ
さ
れ
て
い
よ
う
。

「
私
」
は
尼
僧
た
ち
の
暴
力
に
お
け
る
性
的
快
感
の
指
摘
に
続
け
て
、
暴
力
へ
の
処
罰
を
暗

示
的
に
要
求
す
る
。
尼
僧
た
ち
の
暴
力
の
場
で
香
る
「
蜜
柑
の
花
」
に
つ
い
て
、「
彼
女
達
の

誰
一
人
が
行
つ
て
、
あ
の
花
を
悉
く
引
き
挘
つ
て
し
ま
は
う
と
す
る
者
も
あ
り
は
し
な
い
で
あ

ら
う
」
と
語
る
の
だ
。
こ
こ
で
、『
聖
女
ス
ザ
ン
ナ
』
の
物
語
に
お
い
て
花
が
性
的
欲
望
の
象

徴
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
し
た
い
。
こ
の
「
蜜
柑
の
花
」
も
ま
た
、
性
的
欲
望
を
象
徴
す
る
花

の
モ
チ
ー
フ
を
用
い
て
、
尼
僧
た
ち
の
暴
力
に
潜
在
す
る
性
的
欲
望
を
告
発
し
て
い
る
と
読
み

取
れ
る
が
、「
私
」
は
そ
れ
に
加
え
て
、
こ
の
よ
う
に
嘆
く
。「
ま
し
て
、
藪
蔭
に
行
つ
て
染
汚

の
衣
を
裂
き
捨
て
、
我
と
わ
が
裸
の
肉
身
に
千
百
の
鞭
打
を
加
へ
よ
う
と
す
る
者
な
ん
ぞ
」
と

批
判
し
、「
お
沙
弥
さ
ん
の
た
め
に
で
も
」「
さ
う
す
る
が
好
い
の
だ
」
と
付
言
す
る
。
こ
れ
ら

の
述
懐
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
性
的
欲
望
の
た
め
に
暴
力
を
振
る
っ
た
と
い
う
過
ち
に
対
す

る
尼
僧
た
ち
の
自
覚
と
自
己
処
罰
と
し
て
の
「
鞭
打
」
の
要
求
で
あ
る
。
そ
の
尼
僧
た
ち
の
暴

力
に
父
の
暴
力
が
透
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
当
然
父
に
対
す
る
処
罰
の
要

求
と
も
読
み
替
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
父
へ
の
処
罰
の
手
段
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
る
の
が
「
鞭
打
」
で

あ
る
こ
と
だ
。
言
う
ま
で
も
な
く
「
鞭
打
」
と
は
、父
が
「
私
」
に
振
る
っ
た
暴
力
で
あ
っ
た
。

ゆ
え
に
「
鞭
打
」
と
い
う
選
択
に
は
、
欲
望
の
た
め
に
暴
力
を
振
る
う
父
こ
そ
処
罰
を
受
け
る

べ
き
だ
と
い
う
「
私
」
の
強
い
抗
い
の
意
志
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
先
に
見

た
よ
う
に
父
の
「
鞭
打
」
は
「
私
」
の
性
的
欲
望
へ
の
処
罰
で
も
あ
っ
た
。「
私
」
は
、
父
が

十
六
歳
だ
っ
た
「
私
」
の
「
汚
は
し
い
空
想
」
を
勘
繰
っ
た
際
、「
ど
う
す
れ
ば
こ
の
家
を
逃

げ
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
と
い
う
考
え
に
支
配
さ
れ
て
い
た
と
回
顧
し
、
父
の
疑
い
を
否

定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
語
り
の
現
在
の
「
私
」
は
「
お
沙
弥
さ
ん
」
か
ら
、「
頭
髪
を
く
り

く
り
に
剃
り
円
め
て
、
そ
の
癖
色
あ
る
美
し
い
着
物
を
着
て
ゐ
る
の
が
、
不
思
議
に
な
ま
め
か

し
く
感
じ
ら
れ
る
錯
覚
」
を
受
け
た
と
述
べ
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
魅
力
へ
の
欲
望
を
隠
そ
う
と

は
し
な
い
。
そ
の
よ
う
な
自
身
の
性
的
欲
望
を
語
る
「
私
」
か
ら
父
へ
の
「
鞭
打
」
の
要
求
に

は
、
女
性
の
性
的
欲
望
へ
の
不
当
な
抑
圧
に
抗
う
「
私
」
の
意
志
を
も
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
か
。

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、「
私
」
の
語
り
と
は
、
父
の
暴
力
に
内
在
す
る
性
的
欲
望
を

告
発
し
、
そ
の
暴
力
と
女
性
の
性
的
欲
望
に
対
す
る
抑
圧
へ
の
処
罰
を
求
め
る
、
言
わ
ば
父
へ

の
抗
い
の
語
り
な
の
で
あ
る
。

三
、「
私
」
の
語
り
の
暗
示
性

と
こ
ろ
で
、「
私
」
が
父
へ
の
抗
い
を
語
る
上
で
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
暗
示
が
駆
使
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
考
え
る
手
が
か
り
と
し
て
、
ま
ず
語
り
の
現
在

に
お
い
て
「
私
」
が
父
に
抱
く
感
情
を
検
討
し
た
い
。「
私
」
は
、
母
亡
き
後
の
家
に
戻
る
こ

と
を
語
る
中
で
、
次
の
よ
う
に
父
に
言
及
し
て
い
る
。

例
へ
ば
、
私
が
お
父
様
の
と
こ
ろ
に
帰
つ
て
行
く
と
す
る
。
た
ぶ
ん
、
そ
の
夜
は
お
父
様

は
私
を
御
覧
に
な
ら
う
と
は
し
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
そ
の
二
日
目
の
朝
明
け
の
お
父

様
の
眼
眸
の
色
を
想
像
す
る
こ
と
だ
け
で
、
私
の
心
は
萎
縮
し
て
し
ま
ふ
の
だ
。
今
は
、

お
父
様
も
私
達
を
魯
鈍
な
家
畜
の
以
下
に
は
御
覧
に
は
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
以
上

に
も
ま
た
決
し
て
御
覧
に
は
な
ら
な
い
だ
ら
う
か
ら
ね
。
こ
れ
は
堪
ら
な
い
こ
と
だ
。
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こ
の
中
で
、「
私
」
は
父
へ
の
「
萎
縮
」
を
語
っ
て
い
る
。
こ
の
「
萎
縮
」
と
い
う
言
葉
か

ら
は
、「
私
」
が
、
父
に
抗
い
の
意
志
を
抱
く
一
方
で
、
必
ず
し
も
家
父
長
制
的
な
父
娘
関
係

の
く
び
き
か
ら
脱
し
切
れ
て
い
な
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
の
言
葉
は
か

つ
て
の
暴
力
の
常
態
化
に
よ
る
父
へ
の
恐
怖
心
が
、
今
も
な
お
「
私
」
の
中
に
根
深
く
残
る
こ

と
を
物
語
っ
て
い
る
。

ま
た
、「
私
」
は
、「
お
沙
弥
さ
ん
」
が
暴
力
を
振
る
っ
た
尼
僧
た
ち
を
打
ち
返
せ
る
と
語
る

が
、
そ
の
理
由
を
、「
何
故
と
云
つ
て
、
尼
僧
達
の
ど
の
一
人
だ
つ
て
、
小
さ
い
お
沙
弥
さ
ん

の
親
で
は
な
い
の
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
述
懐
で
明
か
さ
れ
る
の
は
、
か
つ
て
「
私
」
が

父
を
打
ち
返
せ
ず
、
か
つ
ま
た
現
在
で
も
恐
ら
く
打
ち
返
せ
な
い
こ
と
の
根
底
に
あ
る
、
父
親

と
い
う
も
の
に
対
す
る
「
私
」
の
孝
行
心
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
同
時
代
の
親
か
ら
子
へ
の
暴
力
に
関
す
る
社
会
状
況
に
も
目
を
向
け
て
み
た
い
。

語
り
の
現
在
に
つ
い
て
は
作
中
に
特
定
の
時
期
を
示
す
記
述
が
な
い
こ
と
か
ら
、
仮
に
作
品
発

表
時
の
一
九
二
八
年
と
し
て
考
え
る
と
、
児
童
虐
待
防
止
法
の
制
定
は
一
九
三
三
年
の
こ
と
で

あ
り
、
本
作
発
表
時
に
は
ま
だ
親
か
ら
子
へ
の
暴
力
を
児
童
虐
待
と
し
て
罰
す
る
法
律
は
存
在

し
な
い
。
児
童
虐
待
防
止
法
制
定
に
尽
力
し
た
穂
積
重
遠
は
、
同
法
に
つ
い
て
「
国
家
が
こ
の

子
供
と
い
ふ
も
の
は
国
の
宝
で
あ
つ
て
大
切
な
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
こ
の
法
律
に
よ
つ

て
宣
言
し
た
」
こ
と
に
価
値
を
見
出
し
て
い
る

（
7
）。

そ
し
て
、
同
法
が
「
茲
に
国
家
が
児
童
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虐
待
と
い
ふ
こ
と
を
是
認
し
な
い
ぞ
、
た
と
へ
親
た
り
と
雖
も
我
が
子
を
虐
待
す
る
こ
と
を
国

家
は
許
さ
な
い
ぞ
と
い
ふ
こ
と
を
宣
言
し
た
」
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る

（
8
）。

穂
積
の
言
葉
は
、
作
品
発
表
時
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
発
言
が
な
さ
れ
た
児
童
虐
待
防
止
法
制
定

時
に
お
い
て
も
、
ま
だ
親
か
ら
子
へ
の
暴
力
を
児
童
虐
待
と
捉
え
る
問
題
意
識
が
社
会
に
確
立

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
映
し
出
し
て
い
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
時
代
状
況
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
私
」
が
父
を
打
ち
返
せ
な
い
の
は
仕
方
の
な

い
こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
し
て
や
家
父
長
制
下
の
娘
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。「
私
」

か
ら
父
へ
の
直
接
的
な
抗
い
を
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
抗
い
を
直
接
的
に
語
る
こ
と
さ
え
抑
制

さ
せ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
時
代
状
況
に
制
約
さ
れ
た
「
私
」
の
孝
行
心
と
家
父
長
制
規
範
に

他
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
い
か
に
「
私
」
が
そ
れ
ら
を
内
面
化
し
て
い
よ
う
と
も
、
こ
の
手
紙

が
直
接
父
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
な
い
限
り
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
暗
示
的
に
書
く
必
要
は
な
い
は

ず
だ
。
こ
こ
で
、「
私
」
の
手
紙
が
妹
ク
ノ
に
宛
て
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
い
起

こ
し
た
い
。
手
紙
の
語
り
が
常
に
そ
の
読
み
手
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、「
私
」

の
暗
示
的
な
語
り
は
ク
ノ
に
向
け
て
選
択
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

ク
ノ
は
、
い
ま
だ
父
の
住
む
家
に
留
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
語
り
の
現
在
で
は
ク
ノ
こ

そ
が
父
の
抑
圧
下
に
あ
る
。「
私
」
が
ク
ノ
へ
の
手
紙
で
父
を
直
接
的
に
非
難
し
た
場
合
、
万

が
一
そ
れ
が
父
の
目
に
触
れ
れ
ば
、
最
初
に
糾
弾
さ
れ
る
の
は
ク
ノ
で
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
れ

ば
、「
私
」
の
暗
示
的
な
語
り
は
、
父
に
対
す
る
自
ら
の
心
の
萎
縮
に
よ
る
ば
か
り
で
な
く
、

そ
の
よ
う
な
父
の
抑
圧
下
に
あ
る
ク
ノ
の
立
場
に
配
慮
し
た
も
の
と
見
な
せ
よ
う
。

「
私
」と
ク
ノ
の
間
に
は
、父
に
よ
る
抑
圧
の
経
験
を
共
有
し
た
姉
妹
の
絆
が
あ
る
。
そ
の
上
、

「
私
」
に
と
っ
て
の
ク
ノ
は
、「
私
の
こ
の
ひ
ん
曲
り
の
人
生
に
、
僅
か
に
呼
吸
す
る
こ
と
の
で

き
る
間
隙
の
一
小
部
分
を
許
し
て
呉
れ
る
」
唯
一
の
理
解
者
で
あ
り
、
心
の
拠
り
所
で
あ
る
。

そ
の
ク
ノ
は
、
父
の
下
で
「
私
」
と
同
じ
く
「
萎
縮
」
し
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、「
私
」
が
父

を
直
接
的
に
非
難
す
れ
ば
大
き
な
恐
れ
を
抱
く
だ
ろ
う
。「
私
」
は
、「
最
上
の
大
切
な
ク
ノ
」

の
心
を
恐
怖
で
脅
か
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、
父
へ
の
抗
い
を
暗
示
的
な
言
葉
に
留
め
た
の
で
は

な
い
か
。

「
私
」
の
父
へ
の
抗
い
は
、
こ
の
よ
う
な
ク
ノ
へ
の
共
感
と
配
慮
の
も
と
、
ク
ノ
が
「
私
」

と
抗
い
の
意
志
を
同
じ
く
す
る
場
合
に
の
み
読
み
解
き
得
る
方
法
で
語
ら
れ
て
い
る
と
解
釈
で

き
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
最
後
に
ク
ノ
を
も
含
み
込
む
小
説
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
「
黄
昏

の
花
」
の
〈
読
み
手
〉
に
注
目
し
、
手
紙
の
結
び
に
引
用
さ
れ
る
『
聖
女
ス
ザ
ン
ナ
』
の
台
詞

の
意
味
を
考
え
た
い
。

四
、
女
性
読
者
共
同
体
に
よ
る
抵
抗
の
可
能
性

ま
ず
は
、ク
ノ
が「
私
」の
手
紙
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
読
み
手
で
あ
る
か
を
考
え
た
い
。「
私
」

の
手
紙
は
、
ド
イ
ツ
語
の
「O

rgasm
us

」
と
い
う
性
科
学
用
語
や
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
ト
と
し

て
『
聖
女
ス
ザ
ン
ナ
』
が
用
い
ら
れ
た
上
、
象
徴
性
を
帯
び
た
モ
チ
ー
フ
を
多
用
す
る
暗
示
的

な
語
り
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
手
紙
が
ク
ノ
宛
て
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
ク
ノ

は
、
そ
れ
ら
を
読
解
す
る
リ
テ
ラ
シ
ー
を
持
つ
読
み
手
だ
と
推
察
で
き
る
。「
私
」
の
手
紙
は
、

ク
ノ
と
の
間
に
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
ト
等
の
読
解
に
よ
る
親
密
な
解
釈
共
同
体
を
作
り
出
し
て
い

る
。そ

の
よ
う
な
ク
ノ
に
向
け
ら
れ
た
手
紙
は
、
次
の
『
聖
女
ス
ザ
ン
ナ
』
の
台
詞
引
用
に
よ
っ

て
結
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
台
詞
は
ク
レ
メ
ン
テ
ィ
ア
か
ら
ス
ザ
ン
ナ
へ
の
言
葉
で
あ
る
。

…
…
あ
な
た
あ
の
花
が
匂
ひ
ま
す
か
…
…
此
処
ま
で
薫
り
ま
す
ね
…
…
あ
あ
…
…
あ
の
花

…
…
私
あ
の
木
を
引
き
も
ぎ
つ
て
し
ま
は
せ
ま
せ
う
…
…
明
日
ね
…
…
あ
れ
が
あ
な
た
の

お
邪
魔
に
な
る
や
う
で
し
た
ら
。（
四
六
九
頁
）

ス
ザ
ン
ナ
は
、
こ
の
台
詞
に
対
し
て
「
い
え
、
い
い
の
よ
…
…
咲
か
せ
と
い
て
！
」
と
応
答

す
る
。
花
の
香
り
が
性
的
欲
望
の
象
徴
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
ス
ザ
ン
ナ
の
応
答
に

は
女
性
の
性
的
欲
望
の
肯
定
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、「
私
」
の
手
紙
で
は
ス

ザ
ン
ナ
の
応
答
は
捨
象
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
捨
象
に
よ
っ
て
、
こ
の
引
用
は
ク
レ
メ
ン
テ
ィ
ア

の
言
葉
を
借
り
た
「
私
」
か
ら
読
み
手
へ
の
問
い
か
け
と
な
り
、
ク
ノ
の
応
答
が
待
た
れ
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
求
め
ら
れ
て
い
る
応
答
と
は
、
ス
ザ
ン
ナ
と
同
じ
、
女
性
の
性
的
欲

望
の
肯
定
、
言
い
換
え
れ
ば
女
性
の
性
的
欲
望
の
抑
圧
に
対
す
る
抗
い
の
応
答
で
あ
ろ
う
。
こ

の
問
い
か
け
と
そ
れ
へ
の
応
答
可
能
性
は
、「
私
」
と
ク
ノ
の
間
に
、
父
の
不
当
な
女
性
抑
圧

に
抗
う
共
同
体
を
立
ち
上
げ
る
可
能
性
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、そ
の
よ
う
な
「
私
」

の
手
紙
は
、
小
説
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
物
語
外
部
の
読
者
へ
も
開
か
れ
て
い
る
。

本
作
の
発
表
媒
体
で
あ
る
長
谷
川
時
雨
主
宰
の
雑
誌
『
女
人
芸
術
』
は
、「
大
正
期
の
リ
ベ

ラ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
や
左
翼
女
性
知
識
人
、
ま
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
系
の
作
家
な
ど
」
の
「
当
時

の
女
性
知
識
人
や
表
現
者
が
集
結
し
」
た
こ
と
で
知
ら
れ
る

（
9
）。

同
誌
の
方
針
は
、「
全
女
性

の
公
器
」
と
し
て
「
全
女
性
の
文
化
の
た
め
に
貢
献
」
す
る
こ
と
を
目
指
し

（
10
）、「

プ
ロ
レ
タ
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リ
ア
に
も
ブ
ル
ジ
ョ
ア
に
も
偏
せ
ず
ひ
と
し
く
女
流
作
家
の
進
出
の
一
機
関
」
と
な
る
こ
と
で

あ
っ
た

（
11
）。

言
い
換
え
る
な
ら
、
同
誌
の
期
待
す
る
読
者
像
と
は
、〈
読
む
〉
こ
と
の
み
な
ら

ず
、〈
書
く
〉
可
能
性
を
持
っ
た
女
性
知
識
人
た
ち
だ
っ
た
の
で
あ
る

（
12
）。

こ
の
よ
う
な
読
者

像
は
、
文
学
的
素
養
を
も
と
に
手
紙
を
書
く
「
私
」、
そ
し
て
そ
の
手
紙
を
読
解
し
得
る
ク
ノ

の
姿
と
も
近
接
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
。

す
な
わ
ち
、「
黄
昏
の
花
」
の
結
末
に
お
け
る
『
聖
女
ス
ザ
ン
ナ
』
の
台
詞
の
引
用
で
は
、

物
語
外
部
の
女
性
読
者
た
ち
に
よ
る
応
答
も
待
た
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
小
説

テ
ク
ス
ト
の
語
り
は
、
た
と
え
暗
示
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
い
や
、
暗
示
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

結
末
に
お
い
て
女
性
読
者
共
同
体
に
よ
る
女
性
抑
圧
へ
の
抵
抗
を
立
ち
上
げ
る
可
能
性
を
秘
め

て
い
る
と
言
え
る
。「
黄
昏
の
花
」
の
結
末
に
お
け
る
読
み
手
へ
の
問
い
か
け
は
、
言
わ
ば
女

性
読
者
へ
の
抵
抗
の
呼
び
か
け
な
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
「
黄
昏
の
花
」
で
は
、
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
『
聖
女
ス
ザ
ン
ナ
』
の

物
語
や
象
徴
的
な
モ
チ
ー
フ
を
用
い
た
「
私
」
の
暗
示
的
な
語
り
に
よ
っ
て
、
父
の
暴
力
に
潜

在
す
る
性
的
欲
望
の
告
発
と
、
そ
の
暴
力
に
よ
る
女
性
抑
圧
に
対
す
る
抗
い
が
行
わ
れ
て
い
る

と
解
釈
で
き
た
。
そ
の
よ
う
な
「
私
」
の
手
紙
、
ひ
い
て
は
「
黄
昏
の
花
」
と
い
う
小
説
テ
ク

ス
ト
は
、
物
語
外
部
の
女
性
読
者
た
ち
と
の
間
に
女
性
抑
圧
に
対
す
る
抵
抗
の
共
同
体
を
立
ち

上
げ
る
可
能
性
に
開
か
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
女
性
間
で
の
共
感
を
基
盤
と
し
た
抵
抗
の
試
み
は
、「
は
じ
め
に
」
で
触
れ
た
、

同
じ
〈
ヌ
マ
と
ク
ノ
の
物
語
〉
の
連
作
で
あ
る
「
灰
色
の
扉
」
に
も
見
ら
れ
る
。「
灰
色
の
扉
」

の
語
り
手
の
「
私
」
も
、
語
り
の
中
に
、
抑
圧
さ
れ
る
母
へ
の
共
感
を
打
ち
出
し
な
が
ら
、
女

性
間
で
引
き
継
が
れ
る
抑
圧
の
連
鎖
を
断
ち
切
ろ
う
と
す
る
。
た
だ
、す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、

同
作
で
は
「
私
」
の
死
の
予
感
が
語
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
抵
抗
の
困
難
が
あ
く
ま
で
悲
観
的
に

描
か
れ
る
。

一
方
、「
黄
昏
の
花
」
に
浮
上
す
る
抵
抗
が
可
能
性
へ
と
開
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、「
私
」
の

生
へ
の
志
向
に
象
徴
化
さ
れ
て
い
る
。「
黄
昏
の
花
」
の
「
私
」
は
、
母
の
死
後
、
家
族
の
元

を
離
れ
て
し
ば
ら
く
は
「
郊
外
の
小
さ
い
家
」
に
住
ん
で
い
た
と
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
設
定

は
「
灰
色
の
扉
」
で
も
共
通
し
て
い
る
。
た
だ
、「
灰
色
の
扉
」
の
「
私
」
が
そ
の
家
に
留
ま
っ

た
ま
ま
死
の
予
感
に
苛
ま
れ
る
の
に
対
し
、「
黄
昏
の
花
」
の
「
私
」
は
、
さ
ら
に
そ
の
「
郊

外
の
小
さ
い
家
を
捨
て
て
旅
に
出
」、「
心
身
の
健
康
を
存
分
に
回
復
」
す
る
こ
と
を
求
め
て
尼

僧
院
に
逃
れ
て
い
る
。
語
り
の
現
在
に
お
い
て
「
黄
昏
の
花
」
の
「
私
」
は
「
ひ
ど
く
疲
れ
て
」

お
り
、「
今
に
ひ
ど
く
病
ふ
の
に
ち
が
ひ
な
い
」
と
語
り
は
す
る
が
、
同
時
に
「
慈
善
病
院
の

施
療
の
手
続
き
」
に
関
心
を
寄
せ
、
生
へ
の
志
向
を
手
放
し
て
は
い
な
い
。
そ
し
て
、
手
紙
に

織
り
な
さ
れ
た
言
葉
に
よ
っ
て
父
に
潜
在
化
さ
れ
た
性
的
欲
望
を
告
発
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ

う
し
た
父
の
欲
望
に
対
す
る
処
罰
を
も
要
求
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
「
私
」
の
生
へ
の
志
向
は
、

彼
女
が
手
紙
の
結
び
で
読
み
手
で
あ
る
ク
ノ
に
応
答
を
求
め
る
と
い
う
、
未
来
に
目
を
向
け
た

語
り
の
態
度
に
も
表
れ
て
い
る
。

加
え
て
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
掲
載
誌
メ
デ
ィ
ア
の
性
質
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、

「
私
」の
手
紙
は
ク
ノ
を
飛
び
越
え
て
、物
語
外
部
の
読
者
へ
と
届
く
可
能
性
す
ら
秘
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、「
灰
色
の
扉
」で
は
な
し
得
な
か
っ
た
女
性
抑
圧
へ
の
抵
抗
の
可
能
性
を
、

「
黄
昏
の
花
」
は
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、「
黄
昏
の
花
」
に
は
「
灰
色
の
扉
」

か
ら
の
発
展
が
見
出
せ
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
両
作
品
の
連
作
性
に
つ
い
て
は
、他
の〈
ヌ

マ
と
ク
ノ
の
物
語
〉
と
の
比
較
も
加
え
て
さ
ら
に
検
討
を
深
め
て
い
き
た
い
。

最
後
に
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
黄
昏
の
花
」
に
お
い
て
「
私
」
の
抵
抗
の
呼
び
か
け

が
届
く
の
は
、
あ
く
ま
で
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
ト
や
「
私
」
の
暗
示
的
な
語
り
を
読
解
し
得
る
知

識
と
リ
テ
ラ
シ
ー
を
持
つ
者
に
限
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
こ
と
が
、
知
識
層
の
女
性
読

者
と
そ
れ
以
外
の
女
性
た
ち
と
の
間
に
分
断
を
生
み
出
す
可
能
性
を
は
ら
む
こ
と
は
否
定
で
き

な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、そ
の
よ
う
な
階
層
の
問
題
性
を
含
み
持
ち
つ
つ
も
、「
黄
昏
の
花
」
は
、

物
語
を
〈
読
み
〉、〈
書
く
〉
こ
と
を
足
が
か
り
に
、
女
性
た
ち
の
間
に
共
感
と
抵
抗
を
作
り
出

す
可
能
性
に
開
か
れ
た
野
溝
作
品
の
特
質
が
す
ぐ
れ
て
表
れ
た
作
品
だ
と
言
え
よ
う
。

※ 

引
用
は
、
旧
漢
字
は
適
宜
新
漢
字
に
改
め
、
ル
ビ
は
一
部
省
略
し
た
。

※ 
作
品
引
用
は
す
べ
て『
野
溝
七
生
子
作
品
集
』（
立
風
書
房
、一
九
八
三
年
一
二
月
）に
拠
っ

た
。

【
註
】

（
1
）　

橋
本
の
ぞ
み
は
、『
山
梔
』
に
つ
い
て
、「
こ
の
作
品
中
に
描
か
れ
る
複
数
の
事
柄
が
、
後
続
す
る
数
多
の
小

説
に
引
き
継
が
れ
、
変
奏
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（「
野
溝
七
生
子
の
作
品
世
界
―
「
灰
色
の
扉
―

D
oppelgängerin

―
」
を
中
心
に
―
」『
国
文
目
白
』
五
二
、二
〇
一
三
年
二
月
、
一
二
二
頁
）。
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（
2
）　

橋
本
前
掲
論
文
、
一
二
九
‐
一
三
一
頁
。
な
お
、
橋
本
は
「
黄
昏
の
花
」
に
つ
い
て
、「
私
」
が
「〈
夕
暮
れ
〉

や
「
花
の
香
気
」
に
ま
つ
わ
る
甘
美
と
苦
さ
の
相
半
ば
す
る
記
憶
を
語
り
つ
つ
、
尼
僧
院
に
お
け
る
少
女
虐
待
を

批
判
的
に
告
発
す
る
話
」
で
あ
り
、「
母
の
死
や
、
父
か
ら
の
虐
待
な
ど
、
野
溝
作
品
の
定
番
が
揃
う
な
か
、
父
の

手
で
「
家
畜
を
叩
く
」
よ
う
に
鞭
打
た
れ
た
少
女
の
交
錯
し
た
想
い
が
吐
露
さ
れ
、
児
童
虐
待
が
現
在
に
通
ず
る

普
遍
的
か
つ
深
刻
な
問
題
で
あ
る
こ
と
を
突
き
つ
け
る
展
開
と
な
っ
て
い
る
」
と
論
及
し
て
い
る
（
一
三
一
頁
）。

（
3
）　

橋
本
は
、「
灰
色
の
扉
」
と
『
山
梔
』
に
お
い
て
「
代
々
引
き
継
が
れ
て
い
く
女
固
有
の
悲
し
み
や
苦
し
み
」

が
描
か
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
橋
本
前
掲
論
文
、
一
二
四
頁
）。

（
4
）　
『
聖
女
ス
ザ
ン
ナ
』
の
作
品
引
用
は
次
の
Ｃ
Ｄ
の
歌
詞
対
訳
（
大
江
隆
男
訳
）
に
よ
る
。
ヘ
レ
ン
・
ド
ナ
ー
ト

（
Ｓ
）、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
・
シ
ュ
ナ
ウ
ト
（
Ａ
）、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
・
シ
ュ
レ
ッ
ケ
ン
バ
ッ
ハ
（
Ａ
）、
ゲ
ル
ト
・
ア

ル
ブ
レ
ヒ
ト
指
揮
ベ
ル
リ
ン
放
送
交
響
楽
団
＆
リ
ア
ス
室
内
女
声
合
唱
団
『
ヒ
ン
デ
ミ
ッ
ト
：
歌
劇
「
聖
女
ス
ザ

ン
ナ
」、
三
つ
の
歌
』W

ergo

、
一
九
八
六
年
、W

ER60106-50

（
5
）　

江
藤
光
紀
「
引
き
裂
か
れ
た
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
―
オ
ペ
ラ
「
画
家
マ
チ
ス
」
の
は
ら
む
も
の
―
」『
一
橋
研
究
』

二
二
（
四
）、
一
九
九
八
年
一
月
、
九
一
頁

（
6
）　

初
出
誌
に
お
い
て
は
「O

rgasm
us

（
激
情
□
）」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
□
の
文
字
は
印
刷
が
不
鮮
明
な
た
め

判
読
不
能
だ
が
「
激
情
點
」
と
推
測
さ
れ
る
。）。
こ
こ
で
の
「
激
情
」
と
は
、「O

rgasm
us

」
の
語
に
も
と
づ
き

性
的
快
感
と
解
釈
す
る
。

（
7
）　

穂
積
重
遠
「
子
供
に
対
す
る
法
の
保
護
と
社
会
の
保
護
」『
社
会
事
業
研
究
』
二
一
（
一
二
）、
一
九
三
三
年

一
二
月
、
一
三
頁
（『
社
会
事
業
研
究
』（
複
製
版
）
第
二
一
巻
（
二
）、
文
京
出
版
、
一
九
七
七
年
四
月
）。
な
お
、

穂
積
の
議
論
に
つ
い
て
は
岩
間
麻
子
「
明
治
・
大
正
期
に
お
け
る
児
童
虐
待
と
そ
の
背
景
」（『
社
会
福
祉
学
』

三
九
（
一
）、
一
九
九
八
年
六
月
、
一
一
八
‐
一
一
九
頁
）
を
参
照
。

（
8
）　

穂
積
前
掲
論
文
、
一
四
頁

（
9
）　

飯
田
祐
子
・
中
谷
い
ず
み
・
笹
尾
佳
代
「
は
じ
め
に
」
飯
田
祐
子
・
中
谷
い
ず
み
・
笹
尾
佳
代
編
著
『
女
性

と
闘
争
―
雑
誌
「
女
人
芸
術
」
と
一
九
三
〇
年
前
後
の
文
化
生
産
』
青
弓
社
、
二
〇
一
九
年
五
月
、
一
一
頁

（
10
）　
「
女
人
連
盟
へ
御
加
入
下
さ
い
」『
女
人
芸
術
』
一
九
二
九
年
四
月
号
、
一
九
二
九
年
四
月
、
七
三
頁

（
11
）　
「
編
集
後
記
」『
女
人
芸
術
』
一
九
二
八
年
一
二
月
号
、
一
九
二
八
年
一
二
月
、
一
四
四
頁

（
12
）　

こ
の
後
、『
女
人
芸
術
』
は
「
一
九
三
〇
年
頃
か
ら
左
傾
化
し
て
同
時
代
の
社
会
運
動
の
様
相
を
伝
え
る
と
と

も
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
や
評
論
の
女
性
の
書
き
手
が
活
躍
す
る
場
」
と
な
っ
て
い
く
（
飯
田
祐
子
・
中
谷
い

ず
み
・
笹
尾
佳
代
前
掲
論
文
、
一
一
頁
）。
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A Study of Nomizo Naoko’s Tasogare no Hana: Sancta Susanna:
The Story of Writing about Resistance to Violence

KIKUCHI Yumi

Abstract

Nomizo Naoko’s Tasogare no Hana: Sancta Susanna (The Flower of Twilight: Sancta Susanna, 1928), 
published in Nyonin Geijutsu, is written as a letter from the female protagonist “I” to Kuno, who is her sister. 

“I” tells Kuno her criticisms about violence against a young nun by elder nuns, which “I” witnessed in the 
convent.

This paper argues that this criticism about the nuns’ violence can be interpreted as a superimposition of 
“I’s” criticism about her father’s violence against her in her childhood, through the use of Paul Hindemith’s 
drama Sancta Susanna (Sancta Susanna, 1921) as an intertext. “I’s” implicit narrative can be read as “I” 
reveals that her father’s violence is not for disciplinarian purposes but is explicitly sexual, in order for him to 
orgasm. Moreover, “I” demands the punishment of elder nuns for their violence. The demand for the 
punishment of her father for his violence and his suppression of female sexual desire is implicit.

At the end of this letter, “I” quotes lines from Sancta Susanna. This can be interpreted as opening the 
possibility to build Nyonin Geijutsu’s female readers’ into a community of resistance to the suppression of 
women.

Key words： Nomizo Naoko, Tasogare no Hana: Sancta Susanna, father and daughter, violence, female readers




