
む
す
め

太
陽
の
女
た
ち

1

ら

い
て
う
と
晶
子
1

今
年

の
夏

は
実

に
暑

か

っ
た
。

こ
の
暑

さ
は
日
本

人

の
体

力

の
限
界

を
越

え
た
と

い
う
記
事
が

新
聞

に

の
り
、
ひ
と
し
き

り
話

題

に
な

っ
た
。
太
陽

に
愛
さ

れ
、

猛
暑
と
と
も

に
水
不
足

に
泣

い
た
夏

で
あ

っ
た

が
、

こ
こ

か
ら
我
が

田
に
水
を
引

い
て

い
く
こ
と

に

し
よ
う
。

コ
兀
始
女
性

は
太
陽

で
あ

つ
た
。
」

と
題

さ
れ

る

一

文

は
、
明
治
四

四
年

九
月

『
青
鞜
』
創
刊

号

に
載

っ

た
平
塚
ら

い
て
う

に
よ
る
発
刊

の
辞

で
あ

る
。
女
性

解

放
運
動

に

一
時
代

を
画
し
た

マ
ニ
フ

ェ
ス
ト
と
し

て
あ
ま
り

に
も
名
高

い
。

周
知

の
よ
う

に
、

『青

鞜
』

は
、
女
性

の
手

に

よ
る
女

性

の
た

め

の
思

想

・
文

芸

・
修

養

の
機

関

と

し

て
、
平

塚

明

子

(ら

い

て

つ

や

う
)
が

、
資
金
を

母
光
沢

に
出

し
て
も

ら

い
、
自
身

と
友

人
保
持
研
子

ら
、

お
も

に
日
本
女

子
大
卒
業
生

が
発
起

人
と
な

っ
て
創
刊

さ
れ

た
。
青
鞜
社
規

則
第

一
条

に
は
、

「他

日
女
流

の
天
才

を
生

ま
む

事

を
目

的

と
す
」
と
記
さ
れ

て

い
る
。

創
刊

号

の
巻
頭
を
飾

っ
た

の
は
、
「
そ
ぞ

ろ
ご
と
」

と
い
う
与

謝
野
晶
子

の
詩

で
あ

っ
た
。
十

二
ほ
ど

の

短
詩

を
連

ね

て
、

一
つ
の
長
詩
と
も
読

め
る
よ
う

に

構
成

さ
れ

て
い
た
。
冒
頭

の

「
山

の
動
く

日
来

る
。
」

は
、

女
性
運
動

の
標
語

と
な

っ
た
感
が
あ

る
く
ら

い

よ
く
知

ら
れ

て
い
る
が
、

こ
こ

に
初

め
の
二

つ
を
引

い
て
み
よ
う
。

き
た

山

の
動
く
日
来

る
。
/

か
く
云

へ
ど
も
人

わ
れ
を

し
ば
ら

信
ぜ

じ
。
/
山

は
姑

く
眠
り
し

の
み
。
/

そ

の
昔

に

於

て
/
山

は
皆

火

に
燃

え

て
動

き

し

も

の

を
。
/

さ
れ
ど
、

そ
は
信
ぜ

ず
と
も

よ
し
。
/

人

よ
、

あ
あ
、
唯

こ
れ
を
信
ぜ

よ
。
/
す

べ
て
眠
り

田

中

夏

美

を
な
ご

し
女

今

ぞ
目
覚

め
て
動

く
な

る
。

を
な
ご

一
人
称

に

て

の
み
物
書

か
ば

や
。
/

わ
れ

は
女

ぞ
。
/

一
人
称

に
て

の
み
物

書

か
ば

や
。
/

わ
れ

は
。

わ
れ
は
。

ら

い
て
う

は
自

伝

の
中

で
、
晶

子

の
詩

が

『
青

鞜
』
創
刊

号

の
巻
頭
を
飾

る

に
い
た

っ
た
経
緯

を
、

お
お
よ
そ
次

の
よ
う

に
述

べ

て
い
る
。

『青
鞜
』

発
足

に
あ

た
り
、

こ

の
こ
ろ
活
躍

し
て

い

た
女
性
作
家

た
ち

に
賛
助
員

に
な

っ
て
も
ら
う

こ
と

に
し
て
、
晶

子

の
と

こ
ろ

へ
は
ら

い
て
う
が
、
賛
助

員

と
し
て

の
原
稿
執
筆
を
頼

み

に
で
か
け

た
。

と
こ

ろ
が
、
晶

子
は
下
を
向

い
た
ま
ま
、
低

い
声

で
独
り

言

の
よ
う
に
、
女

は
駄

目
だ
と

い
う

こ
と
な
ど
繰

り

返

し
話

し
た
。
ら

い
て
う

は
、

晶
子

の
真
意
が

つ
か
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め
な

い
ま
ま
帰

っ
た
が

、
そ

の
晶
子

か
ら
、
他

の
誰

よ
り
も
早
く
届

い
た

の
が
、

こ
の
詩

で
あ

っ
た
。
訪

ね
た
と
き

に
は
、

女
性

の
能
力

に
対

す
る
不
満
を

つ

ぶ
や
く
よ
う

に
も

ら
し

て
い
た
晶
子

か
ら
、

こ
の
力

強

い
詩

を
寄
せ

ら
れ

て
、

『青
鞜

』
発
起

人

た
ち

は

大
喜
び
を

し
た
。

さ

て
は
あ

の
と
き

の
こ
と
ば

は
激

励

の
意
味
だ

っ
た

の
か
と
思

っ
た
こ
と
だ
、
と
ら

い

て
う

は
記

し
て

い
る
。

晶
子

は
す

で

に
こ

の
年
七
月

に
は
、
第

一
評
論
集

『
一
隅

よ
り
』
を
出

版

し

て
お
り
、
婦
人

問
題

に

つ

い
て
、
「
我

等
婦
人

は
久

し
く
考

へ
る
と
云

ふ
能
力

を
抛
棄

し
て
ゐ
た
。
…
…
明
治

の
教

育
を
受
け

た
と

云
ふ
中
流
婦

人

の
多
数
が
矢
張
首

な
し
女

で
あ

る
。

…
…
近
年
婦

人
解

放
と
云

ふ
問
題
が

出

て
ゐ
る
。
併

し
其
れ

は
婦

人
自

身
が
言

ひ
出

し
た

の
で
無
く
、
物

好
き
な

一
部

の
男
子
側
、
議
論
ば

か
り

で
実
際

に
そ

の
妻
女

を
解

放
し
相

に
な

い
男

子
側

か
ら
出

た
問
題

で
あ

る
。

…
…
男
子
側

か
ら
如

何

に
多
く

の
婦

人
問

題
を
出

さ
れ

て
も
、
婦
人
自
身

に
目
を
覚

さ
ね
ば

此

問

題

の
正

し

い
解

決

は
著

か

な

い

で
あ

ら

う
。

…

…
」

(
「
婦
人

と
思
想
」
)

と

い
う

よ
う

な
発
言

を

続
け

て

い
た
。
ら

い
て
う
を
戸
惑
わ

せ
た
も

の
の
言

い
よ
う
が

、
高
等
教
育

を
受

け
た

お
嬢

さ
ん
が

た

の

遊
び

で
は
な

い
か
と

い
う
晶
子

の
危
惧

0
表

わ
れ

で

あ

っ
た
と
し

て
も

不
思
議

で
は
な

い
。

こ

の
時
、
晶

子
は
満
三
十

二
歳
、

す
で

に
七
人

の
子
が
あ

り
、
明

治

と

い
う
難

し
い
時
代

を
生
き
抜

い
て
き

た
。

こ

の

こ
と

は
、

「
そ
ぞ

ろ
ご
と
」
と

い
う

さ
り
げ

な

い
題

の
つ
け
方

か
ら
も

う
か
が
え
よ
う
。

し
か
し
、
そ

の

詩

は
、
休
火
山

の
火

口
底

に
た
ま

り

つ
つ
あ
る

マ
グ

マ
の
よ
う

に
、
身
内

に
ふ

つ
ふ

つ
と
沸
き

立

つ
力

の

自

覚
を
う

た
う

「
山

の
動
く

日
来

る
。
」

に
始
ま
り
、

そ

の
結
び

「
す

べ
て
眠
り

し
女
今
ぞ

目
覚

め

て
動
く

な
る
。
」

の
余
韻

を
受

け
な
が
ら
、
新

た

に
、
二

人

称

に
て
の
み
物
書

か
ば
や
」
と
謳

い
だ
す
。
「
ば
や
」

と

い
う
助
詞

は
、
言
う
ま

で
も

な

い
が

、
話

し
手

の

願
望
ま

た
は
意
志

を
あ
ら

わ
す
。

女
性

の
覚
醒
と
解

放

は
勿
論

の
こ
と

で
あ

る
が
、

女
性

で
あ

る
こ
と
が

語

る
に
価

す
る

一
個
充
実

し
た
自
我

で
あ

る
こ
と
、

そ
れ
が
力
強

く
、

の
び
や

か
に
表
現

さ
れ

て
い
る
。

か
ど

で

女
性
だ

け

の
文
芸
雑
誌

『青
鞜
』

の
首
途
を
言
祝

ぐ

も

の
と
し
て
、
ま

こ
と

に
ふ
さ
わ
し

い
も

の
で
あ

っ

た
。晶

子

の
詩

に
呼
応
す

る
か

の
よ
う

に
、
ら

い
て
う

は
、

八
月
下
旬

の
む

し
暑

い
夜

、
静
座

し
た
の
ち
、

コ
兀
始

、
女
性

は
実

に
太
陽

で
あ

つ
た
。
真

正

の
人

で
あ

つ
た
。
今
、
女
性

は
月

で
あ

る
。
他

に
依

つ
て

生
き

、
他

の
光

に
よ

つ
て
輝
く
、
病
人

の
や
う
な
蒼

白

い
顔

の
月

で
あ

る
。

…
…
」
と
、

ひ
と
息

に
書

き

あ
げ

た
。
自

伝

に

よ
る
と
、
コ
兀
始
」

の
女
性

を
太

陽

に
、
「
今
」

の
女
性

を
月
た

た
と
え

た

の
は
、
た

だ
、
直

観
的

に
意
識

の
表

面

に
浮

か
び
あ
が

っ
た
も

の
で
、
そ
れ
が

は
か
ら
ず

も
母
系
社
会

の
崩
壊

と
婦

人

の
隷

属

の
始

ま
り
を
象

徴
す

る
も

の
と
な

っ
た
と

い
う
。

ら

い
て
う
が
、

大
円
光
体

「
太
陽
」

の
比
喩

に
託

し

た
も

の
は
、
「
生
命

の
根

源

の
象
徴
し

で
あ

り
、

文
中

の

「
隠

れ
た
る
我
が
太
陽

を
、
潜

め
る
わ

が

天
才
を
発
現

せ
よ
」

と
は
、
失

わ
れ
た
女
性

の
生

ー
創

造
力
1

の
全
的

回
復

を
求

め
た
も

の
で
あ

っ
た
。

晶

子
も
、

か

つ
て

「
太

陽

の
子
」
を

自

負

し
、

「
我
を
値

踏
す
、

か

の
人

ら
。
/
げ

に
買

は

る
べ
き

我
な
ら

め
、
/

か

の
太
陽

に
値

の
あ

ら
ぽ
。
」

と

い

う
詩

を
書

い
て

い
る
。

「
お
ご

り

の
春

」

の
美

し

か

っ
た

こ
ろ
で
あ

る
。
太
陽

に
託
す

る
も

の
は
そ
れ
ぞ

れ
違
う
も

の
が

あ

る
が
、

こ
の

二
人

の
女
性

は
、
自

ら

の
光

に
よ

っ
て
月
を
も
輝

か
せ
る
発
光
体

で
あ

っ

た

こ
と

は
疑

い
も
な

い
。

そ

し
て
今

、
私

た
ち

は
先

人
た
ち

の
強

い

エ
ネ

ル

、ギ

ー
の
恵

み
を
受
け

て
い
る
。

こ

の
事
を
痛
感

す
る

と
と
も

に
、
蛍

ほ
ど

の
光
も
発

し

て
い
な

い
我
が
身

が
省

み
ら
れ
る

の
で
あ

る
。

こ

の
夏

の
、
や
や
、
強
烈

に
す
ぎ

た
太
陽
だ
が

、
私

に
こ

の
よ
う
な
想

い
を
抱

か
せ

て
く
れ

た

の
で
あ

っ

た
。

1

一
九

九

四

・
九

・

一
四

1
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