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１　

は
じ
め
に
―
女
性
文
学
の
興
亡

　

王
朝
時
代
は
、
女
性
作
家
を
綺
羅
星
の
ご
と
く
輩
出
し
た
。
そ
れ
は
世
界
的

見
地
か
ら
瞠
目
に
値
す
る
、
奇
蹟
の
時
代
と
言
え
る
。
平
安
期
は
無
論
の
こ

と
、
南
北
朝
期
に
至
る
ま
で
、
女
性
た
ち
は
王
朝
文
化
に
お
お
い
に
貢
献
し
た

の
で
あ
る
。
鎌
倉
期
以
降
、
物
語
は
衰
退
の
傾
向
を
見
せ
る
が
、
和
歌
・
日
記

と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
で
は
引
き
続
き
女
性
の
活
躍
が
め
ざ
ま
し
か
っ
た
。
仮
名
日

記
文
学
の
現
存
の
作
品
数
は
平
安
期
よ
り
多
く
、
表
現
も
多
彩
で
あ
る注

１

。

　

平
安
・
鎌
倉
・
南
北
朝
期
の
王
朝
の
女
性
た
ち
の
多
く
は
、
宮
廷
に
仕
え
、

あ
る
い
は
家
を
守
り
、
あ
る
い
は
恋
に
生
き
、
そ
し
て
、
現
代
に
比
べ
れ
ば
制

約
は
あ
る
も
の
の
旅
も
し
た注

２

。
人
生
の
喜
悦
も
苦
悩
も
存
分
に
味
わ
い
、
表
現

し
、
文
字
に
残
し
た
。

　

し
か
し
、
女
性
文
学
の
隆
盛
が
ず
っ
と
続
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
南
北

朝
期
を
最
後
に
、
女
性
作
者
た
ち
が
文
学
史
か
ら
消
え
る
。
江
戸
中
期
の
漢
詩

人
・
内
田
桃
仙
の
出
現
ま
で
約
三
五
〇
年
間
、
女
性
の
手
に
な
る
作
品
は
残
さ

れ
て
は
い
な
い注

３

。
書
か
な
か
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
書
け
な
か
っ
た
の
か
、
書

い
て
も
残
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
自
ら
を
抹
殺
し
て
し
ま
っ
た
の

か

―
。
と
も
あ
れ
、
女
性
文
学
史
の
空
白
期
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。

　

な
ぜ
、
あ
る
時
代
に
女
性
た
ち
が
文
学
創
造
者
と
し
て
活
躍
出
来
た
の
か
。

ま
た
な
ぜ
、
別
の
時
代
に
は
出
来
な
く
な
っ
た
の
か
。
文
化
・
社
会
・
制
度
と

い
う
視
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

2　

紀
貫
之
に
み
る
女
性
原
理

Ⅰ　

女
性
仮
託
・
視
点
の
移
動
・
視
角
の
拡
が
り
―
『
土
佐
日
記
』

　

仮
名
日
記
の
最
初
の
作
品
は
、
男
性
作
者
・
紀
貫
之
の
女
性
仮
託
に
始
ま
っ

た
。

王
朝
文
学
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー 

―
書
く
女
と
そ
の
時
代 
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一
四

　
　

男
も
す
な
る
日
記
と
い
ふ
も
の
を
、
女
も
し
て
み
む
と
て
す
る
な
り
。

　

九
三
五
年
頃
の
成
立
と
推
定
さ
れ
る
『
土
佐
日
記
』
の
意
表
を
突
く
冒
頭
で

あ
る
。
こ
れ
は
文
学
史
上
画
期
的
な
、
革
命
的
と
言
っ
て
も
よ
い
大
胆
な
試
み

で
あ
っ
た
。

　

夙
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、『
土
佐
日
記
』
に
は
、
対
立
す
る
も
の
を
対
照

対
決
さ
せ
る
二
元
論
が
見
出
せ
る注
４

。
ま
ず
は
、
先
に
挙
げ
た
冒
頭
の
一
文
に

〈
男
〉
と
〈
女
〉、〈
漢
字
〉
と
〈
仮
名
〉、〈
漢
文
〉
と
〈
仮
名
文
〉
が
、
さ
ら

に
内
容
が
進
む
と
〈
漢
詩
〉
と
〈
和
歌
〉
が
対
置
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
対
峙
さ

せ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
統
合
し
て
い
く
の
が
『
土
佐
日
記
』
の
記
述
の
特
質

で
あ
る注

５

。

　

当
時
、
漢
字
は「
真
名
」で
あ
り
、「
仮
名
」に
優
越
し
た
。
ま
た
、
漢
字
は
、

男
手
・
男
文
字
、
仮
名
は
女
手
・
女
文
字
と
呼
ば
れ
、
漢
字
に
は
男
性
性
が
、

仮
名
に
は
女
性
性
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、〈
男
性
・
漢
字
・
漢
詩
・

漢
文
〉
は
、〈
女
性
・
仮
名
・
和
歌
・
仮
名
文
〉
の
優
位
に
あ
る
、
と
い
う
価

値
観
が
、
当
時
の
文
化
体
系
に
潜
在
し
て
い
た
。
さ
れ
ば
こ
そ
、「
男
性
が
漢

文
で
記
す
日
記
を
、
女
性
が
仮
名
で
書
い
て
み
る
」
試
み
は
実
に
新
し
い
転
換

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
土
佐
日
記
』
に
は
、
任
果
て
て
土
佐
か
ら
都
へ
帰
る
男
性
官
人
（
貫
之
自

身
が
モ
デ
ル
で
あ
る
）
の
船
旅
が
、
第
三
者
で
あ
る
女
性
の
眼
で
綴
ら
れ
て
い

く
。
船
旅
に
は
船
旅
独
特
の
困
難
さ
が
あ
る
。
ま
ず
、
陸
路
以
上
に
日
程
が
予

測
し
難
い
。
天
候
に
よ
り
停
泊
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
海
上
で
は
自
由
に
外
出

は
出
来
な
い
。
海
賊
に
襲
わ
れ
る
危
険
性
も
あ
る
。
そ
し
て
退
屈
で
も
あ
る
。

船
中
の
顔
ぶ
れ
は
、
い
つ
も
同
じ
で
あ
る
。
航
海
は
楫
取
次
第
、
そ
の
気
ま
ぐ

れ
と
横
暴
さ
に
人
々
は
な
す
術
も
な
く
忍
従
す
る
。
旅
の
船
は
い
わ
ば
閉
塞
し

た
限
界
状
況
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
日
常
的
に
意
味
の
あ
っ
た
こ
と
が
無
意
味

に
な
り
、
権
威
を
示
す
地
位
や
身
分
が
無
効
に
な
り
、
日
常
的
に
発
揮
さ
れ
た

能
力
も
役
に
立
た
な
い
。
ま
た
、
そ
の
逆
も
あ
る
。

　

ど
の
よ
う
な
時
代
で
あ
れ
、
社
会
の
中
心
に
い
る
の
は
壮
年
期
の
男
性
で
あ

る
。
そ
し
て
、
力
あ
る
男
性
で
あ
る
と
い
う
現
実
の
自
己
認
識
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
限
り
、
中
心
の
存
在
と
し
て
の
視
角
し
か
持
て
な
い
。
周
縁
の
存
在
に
は

無
関
心
で
あ
り
、
無
関
係
で
い
ら
れ
る
。
し
か
し
、
限
界
状
況
と
女
性
仮
託

は
、
視
点
の
移
動
、
視
野
の
拡
が
り
、
意
識
の
変
容
を
も
た
ら
す
。
そ
れ
ま
で

隠
れ
て
い
た
も
の
の
発
見
を
促
し
、
周
縁
の
存
在
に
意
味
が
見
出
さ
れ
、
老
若

男
女
の
存
在
に
気
づ
か
さ
れ
る
。『
土
佐
日
記
』
の
船
中
に
は
、
子
ど
も
か
ら

老
人
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
年
齢
の
男
女
が
登
場
す
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。

　

当
時
の
貫
之
は
壮
年
期
を
過
ぎ
、
老
い
を
自
覚
す
る
時
期
に
あ
っ
た
。
廷
臣

と
し
て
仕
え
た
宇
多
上
皇
、
醍
醐
帝
が
崩
御
、
親
友
で
あ
っ
た
藤
原
兼
輔
も
世

を
去
り
、
喪
失
の
悲
哀
を
味
わ
っ
て
も
い
た
。
も
は
や
力
あ
る
中
心
の
存
在
で

は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
女
性
視
点
で

描
く
と
い
う
着
想
に
は
、
貫
之
の
現
実
も
反
映
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。



一
五

　

船
は
貫
之
自
身
、
語
り
手
の
女
性
を
は
じ
め
と
す
る
船
中
の
人
々
は
貫
之
の

分
身
と
も
読
み
取
れ
る
。
老
い
た
男
性
と
い
う
現
実
認
識
に
縛
ら
れ
ず
、
自
己

の
中
に
老
若
男
女
を
住
ま
わ
せ
て
い
る
こ
と
は
、
内
面
の
豊
か
な
統
合
と
言
え

ま
い
か
。

　
『
土
佐
日
記
』
に
描
か
れ
る
船
中
で
、
老
若
男
女
の
交
流
を
媒
介
す
る
の
は

和
歌
で
あ
る
。
子
ど
も
も
老
人
も
女
性
も
男
性
も
喜
怒
哀
楽
を
和
歌
に
託
し
て

表
現
す
る
。
そ
れ
は
共
感
を
呼
び
、
微
笑
み
を
誘
い
、
船
中
の
空
気
を
穏
や
か

に
調
和
し
て
い
く
。
危
険
を
伴
う
閉
塞
状
況
の
中
で
和
歌
の
果
た
す
役
割
は
大

き
い注

６

。
Ⅱ　

言
語
の
自
立
性
と
和
歌
―
「
古
今
集
仮
名
序
」

　

貫
之
の
和
歌
観
は
夙
に
「
古
今
集
仮
名
序
」
に
示
さ
れ
て
い
る
。
漢
詩
文
を

中
心
と
し
た
唐
風
文
化
が
隆
盛
の
平
安
前
期（
一
〇
世
紀
初
頭
）、『
土
佐
日
記
』

に
先
ん
じ
る
こ
と
約
三
〇
年
、
勅
撰
集
『
古
今
集
』
が
企
画
編
纂
さ
れ
た
。
そ

れ
は
「
や
ま
と
こ
と
ば
」
に
よ
る
「
や
ま
と
う
た
」
の
正
統
性
を
打
ち
立
て
よ

う
と
す
る
熱
意
あ
る
試
み
で
あ
っ
た
。ま
さ
し
く
壮
年
期
に
あ
っ
た
貫
之
は「
仮

名
序
」
に
お
い
て
、
和
歌
の
本
質
と
価
値
を
説
く
。
そ
の
冒
頭
を
掲
げ
る
。

　

A
や
ま
と
う
た
は
、
人
の
心
を
種
と
し
て
、
よ
ろ
づ
の
言
の
葉
と
ぞ
な

れ
り
け
る
。
B
世
の
中
に
あ
る
人
、
こ
と
・
わ
ざ
し
げ
き
も
の
な
れ
ば
、

心
に
思
ふ
こ
と
を
、
見
る
も
の
、
聞
く
も
の
に
つ
け
て
言
ひ
出
せ
る
な

り
。
C
花
に
鳴
く
う
ぐ
ひ
す
、
水
に
棲
む
か
は
づ
の
声
を
聞
け
ば
、
生
き

と
し
生
け
る
も
の
、
い
づ
れ
か
歌
を
詠
ま
ざ
り
け
る
。
D
力
を
も
入
れ
ず

し
て
、
天
地
を
動
か
し
、
目
に
見
え
ぬ
鬼
神
を
も
あ
は
れ
と
思
は
せ
、
男

女
の
仲
を
も
や
は
ら
げ
、
た
け
き
も
の
の
ふ
の
心
を
も
な
ぐ
さ
む
る
は
歌

な
り注

７

。

　
「
仮
名
序
」
の
研
究
史
は
長
い
が
、
こ
れ
ま
で
の
解
釈
に
問
題
が
な
い
わ
け

で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
C
は
、「
花
間
に
さ
え
ず
る
鶯
、
清
流
に
住
む
河
鹿

の
声
を
聞
い
て
く
だ
さ
い
。
自
然
の
間
に
生
を
営
む
も
の
に
し
て
、
ど
れ
が
歌

を
詠
ま
な
い
と
申
せ
ま
し
ょ
う
か
。」（
日
本
古
典
文
学
全
集
・
小
学
館
）
の
ご

と
く
、
鶯
や
河
鹿
（
田
で
鳴
く
蛙
で
は
あ
り
得
ま
い
）
が
歌
を
詠
む
主
体
と
解

さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
ほ
ぼ
定
説
化
し
て
い
る
の
で
あ
る注

８

。

　

C
を
い
か
に
解
す
る
か
は
、
和
歌
の
言
語
認
識
に
関
わ
る
重
要
な
問
題
で
あ

る
。
鶯
や
河
鹿
を
歌
を
詠
む
主
体
と
捉
え
る
と
、「
聞
け
ば
」
が
文
脈
上
不
自

然
で
あ
る
の
を
否
み
難
い（
先
に
挙
げ
た
現
代
語
訳
で
も「
聞
い
て
く
だ
さ
い
」

と
命
令
形
に
意
訳
さ
れ
て
い
る
）。「
花
に
鳴
く
う
ぐ
ひ
す
」
と
、「
水
に
棲
む

か
は
づ
」
は
、
B
の
「
見
る
も
の
、
聞
く
も
の
」
の
具
体
例
で
あ
ろ
う
。「
花
」

「
水
（
清
流
）」
は
〈
見
て
〉
美
し
い
も
の
、「
鶯
」「
河
鹿
」
は
美
し
い
声
を
〈
聞

い
て
〉味
わ
う
も
の
で
あ
り
、
歌
を
詠
む
人
に
と
っ
て
の
歌
材
・
対
象
で
あ
る
。

「
鶯
」「
河
鹿
」
が
歌
を
詠
む
主
体
な
の
で
は
な
い
。

　

伝
統
的
に
、
和
歌
に
登
場
す
る
動
物
が
和
歌
を
詠
ず
る
こ
と
は
な
い注

９

。
人



一
六

が
、
鳥
や
鹿
の
声
を
遠
く
で
聞
く
か
、
そ
の
存
在
を
想
像
す
る
表
象
に
と
ど
ま

る
。
ま
た
、
近
く
で
接
す
る
こ
と
も
、
手
を
触
れ
て
愛
で
る
こ
と
も
な
い
が
、

動
物
に
感
情
移
入
を
す
る
傾
向
が
強
い
の
が
和
歌
表
現
の
特
徴
で
あ
る
。

　

注
意
す
べ
き
は
、
鳴
き
声
に
人
が
心
情
投
影
を
し
、
音
楽
的
に
鑑
賞
す
る
こ

と
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
動
物
の
言
語
表
現
と
し
て
感
得
し
て
い
る
の
で
は
な

い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
貫
之
は
動
物
の
鳴
き
声
と
人
間
の
言
語
を
明
確
に

区
別
し
、
言
語
の
自
立
性
を
強
く
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
鶯
や
河
鹿
が
人

の
よ
う
に
意
志
や
感
情
を
表
現
し
て
鳴
く
（
＝
歌
を
詠
む
）
と
貫
之
が
主
張
し

て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。

　

後
代
の
読
者
は
、
あ
る
い
は
「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
（
＝
す
べ
て
の
生
き

物
）」
に
拘
泥
し
す
ぎ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
と
言
う
の
は
、
数
は
多
く
な
い

も
の
の
「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
」
に
は
、
人
に
限
定
さ
れ
る
用
例10

注

も
見
出
さ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
仮
名
序
C
の
「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
」
も
、
鶯
や
河
鹿

に
代
表
さ
れ
る
「
す
べ
て
の
生
き
物
」
で
は
な
く
、「
世
の
中
に
あ
る
人
（
老

若
男
女
）」
と
捉
え
得
る
。
人
と
し
て
生
ま
れ
た
か
ら
に
は
、
自
然
の
美
し
さ

に
触
れ
て
歌
を
詠
ま
な
い
な
ん
て
こ
と
が
あ
り
得
よ
う
か
、
と
い
う
主
張
で
あ

る
。

　

改
め
て
「
仮
名
序
」
冒
頭
の
私
解
を
示
す
。

　

A
和
歌
は
人
の
心
を
素
材（
種
）に
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
ば（
＝
言
の
葉
）

と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
B
こ
の
世
で
暮
ら
し
て
い
る
人
は
、
い
ろ
い
ろ

な
出
来
事
に
会
い
、
す
べ
き
こ
と
も
多
い
の
で
、
そ
れ
を
見
る
も
の
聞
く

も
の
に
託
し
て
言
い
表
す
の
で
あ
る
。
C
（
見
る
も
の
聞
く
も
の
の
例
で

あ
る
）
美
し
い
花
に
鳴
く
鶯
や
澄
ん
だ
水
に
棲
む
河
鹿
の
声
を
聞
く
と
、

こ
の
世
に
住
む
人
の
誰
が
歌
を
詠
ま
な
い
で
い
ら
れ
よ
う
か
（
詠
ま
ず
に

は
い
ら
れ
ま
い
）。
D
ま
っ
た
く
力
も
入
れ
ず
に
天
地
を
動
か
し
、
姿
の

見
え
な
い
鬼
神
ま
で
も
感
動
さ
せ
、
男
女
の
仲
を
睦
ま
じ
く
し
、
猛
々
し

い
武
人
の
心
ま
で
和
ら
げ
る
の
は
、
和
歌
で
あ
る
。

Ⅲ　

女
性
原
理

　

貫
之
は
中
国
の
詩
論
を
学
び
な
が
ら
も
換
骨
奪
胎
し
て
独
自
の
和
歌
観
を
打

ち
立
て
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
古
代
中
国
の
詩
論
が
説
く
詩
の
効
用
と
、
貫

之
が
説
く
和
歌
の
効
用
の
相
違
に
も
顕
著
で
あ
る
。

代
表
的
な
詩
論
、『
毛
詩
』「
大
序
」
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

關
雎
后
妃
之
徳
也
。
風
之
始
也
。
所
以
風
天
下
。
而
正
夫
婦
也
。
故
用
之

郷
人
焉
、
用
之
邦
国
焉
。
風
諷
也
、
教
也
。
風
以
動
之
、
教
以
化
之
。

（
關
雎
は
后
妃
の
徳
に
つ
い
て
歌
っ
て
い
る
。
文
王
が
世
を
教
化
す
る
最

初
の
も
の
で
あ
る
。
天
下
の
民
を
風
化
し
、
夫
婦
の
道
を
正
す
手
だ
て
と

な
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
家
老
た
ち
に
こ
れ
で
教
え
さ
せ
、
諸
侯
た
ち

に
こ
れ
で
臣
下
を
教
え
さ
せ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
風
と
は
諷
で
あ
り
、

教
え
で
も
あ
る
。
風
喩
し
て
人
を
動
か
し
、
そ
れ
か
ら
教
戒
し
て
人
を
教
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化
し
て
い
く
の
で
あ
る11
注

。）

　

冒
頭
か
ら
説
か
れ
る
の
は
詩
の
実
用
性
、
教
導
性
で
あ
る
。
少
し
読
み
進
む

と
「
成
孝
敬
、
厚
人
倫
、
美
教
化
、
移
風
俗
」
が
見
え
、
啓
蒙
教
化
が
強
調
さ

れ
て
い
る
。
詩
と
い
う
も
の
に
道
徳
的
・
倫
理
的
に
風
紀
を
正
す
教
育
効
果
が

期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
古
今
集
』
の
「
真
名
序
」
に
は
「
化
人
倫
」

の
一
文
が
あ
り
、
中
国
の
詩
論
の
教
導
の
姿
勢
が
継
承
さ
れ
て
い
る
と
言
い
得

る
。

　

し
か
し
、「
仮
名
序
」
に
お
い
て
は
、
和
歌
は
実
用
性
、
政
治
的
意
図
、
倫

理
道
徳
上
の
教
化
啓
蒙
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
由

さ
と
、
先
に
述
べ
た
言
語
の
自
立
は
相
乗
効
果
を
も
た
ら
す
と
考
え
得
る
。

　
「
仮
名
序
」
冒
頭
の
D
に
展
開
さ
れ
る
の
は
、
中
国
詩
論
と
は
ま
っ
た
く
異

な
る
和
歌
の
効
用
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
大
序
」
の
「
而
正
夫
婦
也
。」
と
「
仮

名
序
」の「
男
女
の
仲
を
も
や
は
ら
げ
」は
、ま
っ
た
く
対
応
し
な
い
。「
大
序
」

は
男
女
の
仲
を
「
正
す
」
道
徳
教
化
の
姿
勢
が
あ
り
、
支
配
者
の
意
図
と
政
治

力
強
化
が
読
み
取
れ
る
。
一
方
「
仮
名
序
」
は
男
女
の
仲
を
「
和
ら
げ
る
」
の

が
和
歌
の
効
用
だ
と
言
っ
て
い
る
。
D
に
展
開
さ
れ
る
の
は
「
統
制
」「
教
導
」

と
は
対
極
的
な
「
平
安
」
と
「
和
合
」
で
あ
る
。
力
で
支
配
す
る
こ
と
な
く
変

化
を
も
た
ら
す
も
の
、
平
和
に
柔
和
に
穏
や
か
に
融
合
し
て
い
る
世
界
を
生
み

出
す
も
の
が
和
歌
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
言
葉
の
霊
力
と
言
っ
て
も
よ

い
。
こ
こ
に
内
在
す
る
の
は
、
す
べ
て
を
包
み
込
み
、
許
し
、
調
和
し
、
な
ご

ま
せ
る
女
性
原
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
『
土
佐
日
記
』
の
船
中
の
老
若

男
女
に
体
現
さ
れ
て
い
る
と
言
い
得
よ
う
。

　

仮
名
文
字
と
い
う
表
現
手
段
と
、
内
在
す
る
女
性
原
理
は
文
化
的
な
素
地
で

あ
る
。
和
歌
・
日
記
・
物
語
の
作
者
と
し
て
多
く
の
女
性
の
活
躍
を
可
能
に
す

る
文
化
的
土
壌
は
整
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

3　
「
書
く
」
行
為
の
背
景
と
条
件

Ⅰ　

制
度
的
背
景

　
「
書
く
」
と
い
う
こ
と
、
創
造
す
る
こ
と
は
主
体
的
・
意
志
的
・
意
欲
的
な

行
為
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
資
質
・
才
能
に
恵
ま
れ
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
。

無
論
、
そ
れ
だ
け
で
は
充
分
で
は
な
い
。
先
に
述
べ
た
文
化
的
素
地
に
加
え
て

重
要
な
要
素
は
、
制
度
的
背
景
で
あ
る
。

　

ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ
ル
フ
（W

O
O
LF, V

irginia

）
は
『
私
だ
け
の
部
屋
』

（A
 Room

 of O
ne

's O
w
n

：T
he H

ogarth Press, London 1949

）で
、

「
女
性
が
小
説
を
書
く
と
す
れ
ば
お
金
と
自
分
だ
け
の
部
屋
を
持
た
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
（
…a w

om
an m

ust have m
oney and a room

 of her ow
n 

if she is to w
rite fiction

…
）」
と
述
べ
て
い
る
。

　

経
済
力
と
自
分
の
居
場
所
を
持
た
な
け
れ
ば
、
創
造
的
な
仕
事
は
出
来
な
い

と
ウ
ル
フ
は
言
う
。
こ
れ
は
、
何
も
女
性
に
限
ら
ず
男
性
に
も
通
じ
る
、
古
今
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東
西
の
普
遍
的
真
理
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ウ
ル
フ
の
生
き
た
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
と
い
う
背
景
は
、
ひ
と
り
の
女
性
作
家
に
そ
の
よ
う
に
言
わ
せ
ざ
る
を
得
な

い
状
況
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

経
済
的
な
ゆ
と
り
が
あ
れ
ば
、
自
由
な
居
場
所
が
手
に
入
り
、
時
間
と
空
間

が
我
が
も
の
に
な
り
、
創
造
性
の
あ
る
仕
事
に
専
念
出
来
る
。
た
だ
し
、
そ
れ

は
個
人
の
努
力
だ
け
で
勝
ち
取
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
制
度
が
許
さ
な
い
こ
と

が
あ
る
。
時
代
の
価
値
観
に
沿
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
優
れ
た
作
品
が
書
か
れ

た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
残
る
か
否
か
は
制
度
に
関
わ
る
要
素
が
大
き
い
。

　

制
度
に
は
、
そ
こ
に
属
す
る
人
を
一
方
で
は
守
り
、
一
方
で
は
縛
る
と
い
う

本
質
的
な
基
本
構
造
が
あ
る
。
一
般
に
女
性
は
経
済
的
、
社
会
的
に
男
性
に
頼

る
と
い
う
形
態
で
、
制
度
的
に
守
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ひ
と
た
び
自
ら
が

目
的
と
意
思
を
持
ち
、
そ
の
た
め
の
経
済
と
居
場
所
を
確
保
し
よ
う
と
す
る

や
、
制
度
は
桎
梏
と
な
る
。

　

歴
史
を
遡
れ
ば
、
制
度
と
い
う
も
の
は
、
力
あ
る
壮
年
期
の
男
性
を
中
心
に

成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
が
圧
倒
的
に
多
い
の
で
あ
る
。
周
縁
の
存
在
で
あ
り
、

産
む
性
で
あ
る
女
性
に
と
っ
て
、
と
り
わ
け
結
婚
制
度
、
婚
姻
形
態
の
あ
り
方

は
、
人
生
と
生
活
を
大
き
く
左
右
す
る
。

Ⅱ　

王
朝
女
性
た
ち
は
な
ぜ
書
け
た
の
か

　

王
朝
の
女
性
た
ち
は
仮
名
文
字
を
縦
横
に
使
い
こ
な
し
て
、
才
能
を
開
花
さ

せ
た
。
文
学
の
担
い
手
は
ほ
と
ん
ど
が
受
領
階
層
の
娘
た
ち
で
あ
り
、
僅
か
な

例
外
を
除
い
て
宮
仕
え
の
経
験
が
あ
る
。
そ
こ
は
男
性
女
性
問
わ
ず
、
さ
ま
ざ

ま
な
人
々
に
出
会
う
場
で
あ
り
、
貴
族
社
会
の
サ
ロ
ン
的
な
刺
激
も
あ
っ
た
。

　

婚
姻
形
態
は
婿
取
婚
で
あ
っ
た
。
妻
方
に
共
住
み
の
場
合
も
あ
る
が
、
多
く

は
通
婚
で
、
夫
が
妻
の
も
と
に
通
っ
て
く
る
。
夫
婦
が
同
じ
屋
根
の
下
に
居
る

時
間
は
短
い
。
家
は
女
性
の
も
の
で
あ
っ
た
。
社
会
は
男
性
中
心
で
あ
り
、
政

治
は
男
の
仕
事
で
あ
っ
た
が
、
経
済
は
母
系
社
会
の
流
れ
を
汲
み
、
女
が
握
っ

て
い
た
。
母
権
で
は
な
い
が
、
女
性
に
財
産
権
が
あ
っ
た
。

　

宮
廷
社
会
・
貴
族
社
会
と
い
う
制
度
的
背
景
が
女
性
の
文
化
面
の
活
躍
を
許

し
た
と
言
え
る
。
ま
ず
、
そ
の
価
値
を
認
め
る
同
時
代
の
空
気
が
あ
り
、
そ
れ

が
後
代
へ
受
け
継
が
れ
、
何
世
代
も
享
受
さ
れ
た
結
果
、
作
品
は
古
典
と
し
て

残
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
い
か
な
る
時
代
の
制
度
・
文
化
基
盤
に
も
矛
盾
は
あ
る
。
人
は
そ

の
中
で
喜
悦
も
悲
哀
も
味
わ
う
。
無
論
、
王
朝
女
性
た
ち
も
例
外
で
は
な
い
。

　

家
に
生
き
る
女
性
た
ち
に
し
て
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
一
夫
多
妻
の
妻
の
一

人
で
あ
れ
ば
、『
蜻
蛉
日
記
』
の
作
者
・
道
綱
母
の
よ
う
に
、
貴
顕
の
夫
・
藤

原
兼
家
と
の
関
係
に
苦
悩
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、『
十
六
夜
日
記
』
を
残

し
た
阿
仏
の
よ
う
に
、
夫
・
藤
原
為
家
亡
き
後
、
和
歌
の
家
を
守
る
役
割
を

担
っ
て
意
志
的
に
生
き
る
妻
も
い
る
。

　

ま
た
、
中
宮
付
き
の
女
房
で
あ
る
紫
式
部
・
清
少
納
言
な
ど
、
サ
ロ
ン
的
な
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場
で
才
能
を
輝
か
せ
た
女
性
作
者
た
ち
も
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
事
情
は
異
な
る
。

さ
ら
に
、
王
朝
時
代
後
半
の
特
徴
と
し
て
、
讃
岐
典
侍
・
弁
内
侍
・
中
務
内
侍

な
ど
、
天
皇
付
の
女
房
た
ち
が
作
品
を
残
す
。
重
責
を
負
う
作
者
た
ち
の
眼
差

か
ら
は
、
中
宮
や
女
院
に
仕
え
る
女
房
の
立
場
と
は
ま
た
別
の
宮
廷
の
構
造
の

側
面
も
見
え
て
く
る
。
彼
女
た
ち
の
存
在
と
活
躍
は
も
っ
と
注
目
さ
れ
て
よ

い12
注

。

　

ま
た
、
豊
か
な
才
能
や
知
性
は
必
ず
し
も
幸
せ
を
約
束
す
る
も
の
で
は
な

い
。
紫
式
部
の
よ
う
に
、
学
才
あ
る
が
ゆ
え
に
生
き
難
さ
を
感
じ
、
人
間
関
係

の
辛
さ
、
孤
独
を
味
わ
う
こ
と
も
あ
る
。『
無
名
草
子
』に
は
、
歌
人
で
は
あ
っ

て
も
女
性
は
勅
撰
集
の
撰
者
に
は
な
れ
な
い
無
念
さ
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

生
き
る
上
で
の
葛
藤
、
失
意
、
苦
難
、
挫
折
は
あ
っ
て
も
、
王
朝
の
女
た
ち

は
現
状
に
埋
没
せ
ず
、
正
面
か
ら
人
生
と
生
活
を
見
つ
め
た
。
洞
察
力
、
感
性

を
磨
き
、
表
現
す
る
自
由
を
手
に
入
れ
て
い
た
。
文
化
的
ゆ
と
り
と
経
済
基
盤

は
人
を
支
え
る
の
で
あ
る
。

4　
〈
色
好
み
〉
の
王
朝
文
学
―
隆
盛
か
ら
衰
退
ま
で
―

Ⅰ　

恋
と
結
婚

　

2
―

Ⅲ
に
み
た
よ
う
に
、
実
用
的
な
古
代
中
国
詩
論
の
教
化
の
方
向
は
、
夫

妻
の
、す
な
わ
ち
男
女
の
モ
ラ
ル
に
ま
で
及
ぶ
の
で
あ
る
。
対
し
て「
仮
名
序
」

に
お
け
る
歌
の
効
用
は
、
支
配
的
教
化
に
は
無
縁
で
あ
り
、
根
源
的
に
「
包
み

込
む
」
世
界
・
女
性
原
理
が
内
在
し
、
女
性
文
化
の
花
開
く
土
壌
た
り
得
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　

王
朝
の
貴
族
た
ち
は
詩
的
言
語
を
柔
軟
に
享
受
し
た
。
そ
の
文
化
的
自
由
さ

は
、
中
国
詩
論
の
観
点
か
ら
は
、
背
徳
的
と
言
い
得
る
方
向
性
を
も
持
ち
合
わ

せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
古
今
集
』
を
は
じ
め
と
す
る
勅
撰
集
に
も
、
私
撰
集
、
私
家
集
に
も
、
恋

の
歌
の
い
か
に
多
い
こ
と
か
。
恋
人
た
ち
は
和
歌
を
贈
答
し
合
っ
て
お
互
い
の

胸
の
内
を
確
か
め
た
。
そ
し
て
、
物
語
や
日
記
に
お
い
て
も
、
恋
は
王
朝
文
学

の
主
た
る
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
王
朝
時
代
は
女
性
た
ち
が
自
ら
の
恋
を
語
る
時

代
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。

　

抑
々
、
王
朝
時
代
の
女
性
た
ち
は
恋
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
。
恋

と
結
婚
は
い
か
に
関
連
し
た
の
か
。

　
『
更
級
日
記
』
に
は
、『
蜻
蛉
日
記
』
の
よ
う
に
、
夫
・
橘
俊
通
の
言
動
と
そ

れ
に
対
す
る
妻
・
孝
標
女
の
心
情
が
微
細
に
描
か
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ

は
両
作
品
の
執
筆
意
図
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
夫
の
作
品
へ
の
登

場
場
面
が
少
な
い
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
、
夫
婦
が
信
頼
と
愛
情
で
結
ば
れ
て
い
た

の
か
、
は
た
ま
た
互
い
に
無
関
心
で
冷
や
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
、
現

代
読
者
の
関
心
を
引
く
。
さ
ま
ざ
ま
に
取
り
沙
汰
さ
れ
る
中
で
、
背
景
と
し
て

当
時
の
女
性
の
結
婚
観
を
論
じ
た
後
藤
祥
子
の
見
解
は
き
わ
め
て
明
解
で
示
唆



二
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的
で
あ
っ
た
。
多
少
長
く
な
る
が
引
用
す
る
。

貴
顕
と
の
恋
が
ま
ず
あ
っ
て
、
後
半
生
は
東
宮
・
帝
王
の
乳
母
と
し
て
権

勢
を
誇
る
。
こ
の
順
序
は
重
要
で
あ
る
。
し
か
る
に
孝
標
女
の
場
合
、
貴

顕
と
巡
り
合
う
い
と
ま
も
な
い
ま
ま
、「
親
た
ち
も
い
と
心
得
ず
、
ほ
ど

も
な
く
篭
め
据
え
つ
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
源
氏
「
空
蝉
」
の
い
わ

ゆ
る
「
身
の
ほ
ど
の
定
ま
る
」
悲
哀
を
味
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
無
論
こ
こ

で
、
上
達
部
の
家
に
生
れ
た
空
蝉
が
受
領
の
妻
に
な
る
の
と
、
も
と
も
と

受
領
の
女
で
あ
る
孝
標
女
が
受
領
の
妻
に
な
る
の
と
、
そ
の
絶
望
の
度
合

い
が
同
じ
だ
と
い
っ
て
は
不
用
意
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
受
領
の
娘
た
ち

が
、
最
初
か
ら
身
分
相
応
に
父
兄
と
同
身
分
の
受
領
と
の
平
穏
な
縁
組
を

至
上
の
も
の
と
し
た
か
と
い
え
ば
、
そ
う
は
思
え
な
い
材
料
が
多
す
ぎ
る

の
で
あ
る
。
あ
え
て
思
い
切
っ
た
言
い
方
を
す
る
な
ら
、
女
た
ち
は
束
の

間
の
貴
顕
と
の
恋
を
夢
見
、
そ
の
夢
を
支
え
る
後
楯
と
し
て
同
階
層
の
男

た
ち
を
迎
え
た
節
が
あ
る
。
決
し
て
長
続
き
し
な
い
犠
牲
の
大
き
な
恋
に

身
を
焼
く
の
は
、
現
代
の
価
値
観
か
ら
す
れ
ば
誇
り
や
意
地
が
な
い
と
の

批
判
が
あ
り
得
よ
う
が
、
古
代
の
心
性
と
し
て
頻
出
す
る「
思
い
上
が
る
」

「
心
高
さ
」
な
ど
の
語
彙
に
思
い
合
せ
る
時
、
そ
れ
が
最
大
多
数
の
支
持

を
得
る
価
値
観
で
あ
っ
た
こ
と
を
否
定
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
む
し

ろ
そ
れ
こ
そ
が
中
流
女
性
の
誇
り
で
あ
り
、
到
達
目
標
で
あ
っ
た
と
読
む

べ
き
で
は
な
い
か
。
孝
標
女
の
不
遇
感
と
悲
哀
は
、
彼
女
に
と
っ
て
俊
通

一
人
が
最
初
で
最
後
の
人
で
あ
っ
た
点
に
尽
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か13

注

。

　

と
り
わ
け
、
恋
の
相
手
と
結
婚
相
手
を
同
一
線
上
に
置
か
ぬ
価
値
観
（
傍
線

部
）
の
指
摘
は
、
現
代
の
物
差
し
で
古
典
を
読
む
危
険
性
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
と

い
う
意
味
で
も
卓
越
し
た
見
解
で
あ
る
。「
貞
女
は
二
夫
に
ま
み
え
ず
」「
貞
女

は
二
夫
を
な
ら
べ
ず
」
と
い
う
、
古
代
中
国
に
学
ぶ
貞
操
観
念
が
定
着
す
る
の

は
近
世
以
降
で
あ
る
。
ま
た
、
恋
愛
の
延
長
線
上
に
そ
の
帰
結
と
し
て
の
結
婚

が
あ
る
、
恋
を
矛
盾
な
く
一
直
線
に
結
婚
に
つ
な
げ
る
と
い
う
道
筋
は
、
ロ
マ

ン
チ
ッ
ク
ラ
ブ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
呼
び
得
る
、
こ
れ
も
ま
た
近
現
代
に
根
強

い
結
婚
観
で
あ
る
。
王
朝
貴
族
の
価
値
観
と
は
お
お
い
に
異
な
る
。

Ⅱ　
〈
色
好
み
〉
の
理
念
―
制
度
外
の
恋

　

結
婚
と
は
制
度
で
あ
り
、
制
約
が
あ
る
。従
っ
て
、
階
層
社
会
に
お
い
て
は
、

き
わ
め
て
少
数
の
例
外
を
除
き
、
同
階
層
内
で
成
り
立
ち
、
親
が
決
め
る
現
実

で
あ
り
、
結
果
的
に
破
局
を
迎
え
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
始
ま
り
に
お
い

て
は
続
け
る
べ
き
日
常
的
関
係
で
あ
る
。

　

一
方
、
恋
は
制
度
に
縛
ら
れ
な
い
。
制
約
は
な
い
。
個
と
個
の
問
題
で
あ
る
。

非
日
常
で
あ
り
、
身
分
の
壁
を
越
え
ら
れ
る
。
秘
密
の
恋
、
障
害
の
多
い
間
柄

こ
そ
情
熱
的
に
惹
か
れ
合
い
、
束
の
間
と
知
り
つ
つ
燃
え
る
。
人
生
の
彩
り
、

豊
か
な
経
験
と
し
て
、
恋
に
身
を
焼
く
こ
と
は
、
結
婚
と
い
う
継
続
す
べ
き
現

実
と
は
一
線
を
画
す
。
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制
度
外
の
恋
で
ま
ず
想
起
さ
れ
る
の
は
、
王
朝
最
古
の
物
語14

注

『
伊
勢
物
語
』

四
〜
六
段
に
描
か
れ
る
主
人
公
の
男
（
在
原
業
平
が
モ
デ
ル
と
思
わ
れ
る
）
と

后
が
ね
の
女
性
（
藤
原
高
子
が
モ
デ
ル
と
思
わ
れ
る
）
の
悲
恋
で
あ
ろ
う
。
男

は
築
地
の
崩
れ
を
利
用
し
て
女
の
も
と
に
通
い
、
盗
み
出
し
て
逃
げ
も
し
た
の

だ
が
、
つ
い
に
女
は
雲
の
上
の
人
と
な
る
。
悲
嘆
に
暮
れ
て
男
は
泣
い
た
。
た

だ
し
、
こ
の
場
合
、
事
の
次
第
は
専
ら
男
の
側
か
ら
描
か
れ
て
お
り
、
女
の
心

情
は
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
。
女
は
受
領
の
娘
で
は
な
い
。

　

し
か
し
、『
更
級
日
記
』
の
よ
う
な
受
領
の
娘
た
ち
の
作
品
に
は
、
身
分
違

い
の
恋
、
制
度
外
の
恋
の
、
異
な
る
様
相
が
見
え
て
く
る
。
身
分
が
さ
ほ
ど
高

く
は
な
い
、
し
か
し
底
辺
で
は
な
い
中
流
貴
族
は
、
実
は
最
も
自
由
で
可
能
性

を
秘
め
た
立
場
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
、
受
領
階
級
の
娘
た
ち
が
一
方
的
に
貴
顕
と
の
恋
を
望
む

と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
。
貴
顕
の
男
性
側
に

も
当
然
受
け
入
れ
態
勢
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
暗
黙
の
う
ち
に
双
方
の
合
意
が

あ
っ
て
、
男
た
ち
も
身
分
違
い
の
恋
を
心
秘
か
に
歓
迎
し
た
の
で
あ
る
。

　

未
知
の
魅
力
を
も
つ
女
を
思
い
が
け
ぬ
と
こ
ろ
に
発
見
す
る
醍
醐
味
は
、『
源

氏
物
語
』「
帚
木
」
雨
夜
の
品
定
め
の
中
の
品
・
下
の
品
の
女
へ
示
す
男
た
ち

の
興
味
に
表
象
さ
れ
よ
う
。『
和
泉
式
部
日
記
』に
展
開
さ
れ
る「
宮
」と「
女
」

の
関
係
は
そ
の
体
現
で
あ
ろ
う
。

　

受
領
階
級
の
娘
た
ち
の
結
婚
観
が
前
提
に
あ
る
か
ら
こ
そ
、
制
度
外
の
恋
の

受
容
は
、
決
し
て
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
さ
れ
ば
こ
そ
王
朝
の
〈
色

好
み
〉
た
ち
は
活
躍
し
た
の
で
あ
る
。

Ⅲ　
〈
色
好
み
〉
の
活
躍

　
〈
色
好
み
〉
と
い
う
響
き
は
現
代
で
は
マ
イ
ナ
ス
で
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
人
と
し
て
の
信
頼
性
の
欠
如
と
評
価
さ
れ
、
ま
た
卑
俗
な
揶
揄
に
な

り
兼
ね
な
い
だ
ろ
う
。〈
色
好
み
〉
の
心
意
気
は
今
や
す
っ
か
り
地
に
落
ち
、

文
化
的
意
味
は
消
え
た
の
で
あ
る
。

　

王
朝
時
代
の
〈
色
好
み
〉
が
、
美
的
理
念
で
あ
り
、
し
か
も
反
制
度
と
し
て

の
恋
に
纏
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
代
表
的
存
在
・
業
平
や
光
源
氏

の
人
物
造
型
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
美
貌
と
才
覚
（
と
り
わ
け
歌
詠
み
の

才
は
必
須
条
件
で
あ
る
）
あ
る
魅
惑
的
な
存
在
こ
そ
が
〈
色
好
み
〉
で
あ
り
、

多
情
多
恨
な
運
命
を
辿
る
。
そ
し
て
、
男
性
の
場
合
、
ど
こ
か
で
皇
統
と
つ
な

が
っ
て
い
る
。
こ
の
条
件
を
満
た
す
人
物
は
か
な
り
絞
ら
れ
て
く
る
。

　

そ
し
て
、〈
色
好
み
〉
の
男
は
、
果
敢
に
「
行
動
す
る
男
」
で
あ
る
。
状
況

判
断
が
確
か
な
魅
力
あ
る
男
は
、
好
機
を
捉
え
魅
力
あ
る
女
に
向
っ
て
ま
ず
歌

を
詠
み
か
け
る
。
そ
れ
を
待
つ
〈
色
好
み
〉
の
女
は
、
男
を
「
選
ぶ
女
」
で
あ

る
。〈
待
つ
女
〉
と
〈
通
う
男
〉
と
い
う
図
式
は
、ま
さ
し
く
王
朝
の
〈
色
好
み
〉

の
基
本
で
あ
る
。

　

現
代
の
尺
度
で
は
、
相
手
が
来
る
の
を
待
つ
だ
け
と
は
、
自
由
の
な
い
受
動
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的
な
在
り
方
に
み
え
よ
う
。
し
か
し
、「
待
つ
」
の
は
、〈
色
好
み
〉
の
女
の
身

上
で
あ
っ
た
。「
待
つ
」
か
ら
に
は
、
制
度
的
な
自
分
の
居
場
所
が
あ
る
の
が

前
提
で
あ
る
。
現
代
と
は
こ
れ
ま
た
意
味
合
い
の
異
な
る
漢
語
の
「
処
女
」
と

は
家
に
居
る
女
の
意
で
あ
っ
て
、
そ
の
対
照
語
が
「
遊
女
」
で
あ
る
。「
遊
」

に
は
、
一
定
の
所
属
が
な
い
と
い
う
意
味
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
王
朝
時
代
の

「
遊
女
」
と
は
、
自
分
の
居
場
所
を
持
た
ず
、
出
歩
く
女
で
あ
っ
た
。
舟
上
に

せ
よ
陸
路
に
せ
よ
、
移
動
し
て
芸
を
売
り
、
春
を
鬻
ぐ
女
た
ち
で
あ
っ
た15

注

。

従
っ
て
、
旅
の
途
上
で
出
会
う
存
在
で
も
あ
っ
た
。〈
待
つ
女
〉は
動
か
な
い
。

　
〈
待
つ
女
〉
に
は
心
意
気
が
あ
っ
た
。
無
論
、
来
ぬ
恋
人
を
待
っ
て
気
を
揉

み
、
孤
閨
を
託
つ
こ
と
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
男
を
通
わ
せ
る
女
に
は
誇
り
が

あ
っ
た
。
男
を
選
ぶ
か
ら
に
は
、
そ
の
結
果
拒
む
こ
と
も
当
然
あ
り
得
る16

注

。
魅

力
あ
る
女
は
男
に
と
っ
て
手
強
い
女
で
あ
る
。こ
の
意
味
で
心
強
さ
を
通
す『
竹

取
物
語
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
・
か
ぐ
や
姫
は
、〈
色
好
み
〉
の
女
の
祖
で
あ
る
と
言

い
得
る
の
で
あ
り17

注

、〈
色
好
み
〉と
し
て『
伊
勢
物
語
』に
登
場
す
る
女
た
ち
は
、

そ
の
摑
み
難
い
魅
力
ゆ
え
に
男
を
不
安
に
す
る18

注

。

　

ま
た
、
源
平
争
乱
期
以
降
に
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
を
残
し
た
建
礼
門

院
右
京
大
夫
に
し
て
も
、
両
統
迭
立
期
に
『
と
は
ず
が
た
り
』
を
残
し
た
後
深

草
院
二
条
に
し
て
も
、
恋
に
泣
き
、
時
代
の
波
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
も
自
分
の

人
生
を
生
き
、
そ
れ
を
素
材
に
文
学
次
元
に
表
現
し
得
た
〈
色
好
み
〉
の
女
た

ち
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

Ⅳ　

女
性
文
学
史
の
空
白
と
〈
色
好
み
〉
の
衰
退

　

し
か
し
、
冬
の
時
代
が
来
る
。
女
性
た
ち
は
書
か
な
く
な
っ
た
。
書
け
な
く

な
っ
た
。

　

南
北
朝
期
は
日
本
史
上
の
大
き
な
変
革
期
・
変
動
期
で
あ
っ
た
と
す
る
網
野

善
彦
の
歴
史
観19
注

は
、
女
性
文
学
史
の
空
白
の
始
ま
り
に
見
事
に
重
な
る
。
こ
の

点
は
看
過
で
き
な
い
。

　

南
北
朝
期
以
降
、
結
婚
形
態
は
嫁
取
婚
に
変
容
し
、
男
性
の
家
に
女
性
が
入

る
よ
う
に
な
る
と
、
財
産
権
も
失
う
。
父
系
制
が
確
立
し
て
い
く
。
女
性
は
、

男
性
の
家
に
依
存
し
た
生
涯
を
送
る
こ
と
に
な
る
。
自
分
だ
け
の
場
所
も
、
ひ

と
り
で
采
配
で
き
る
経
済
も
持
ち
得
な
い
。
従
属
し
て
生
き
ざ
る
を
得
な
け
れ

ば
、
志
を
同
じ
く
す
る
者
同
士
が
集
ま
る
サ
ロ
ン
も
持
ち
得
な
い
。
南
北
朝
期

の
仮
名
日
記
作
品
『
竹
む
き
が
記
』
を
最
後
に
文
学
史
か
ら
女
性
作
者
が
消
え

る
。
文
化
構
造
も
制
度
も
、
女
性
の
創
造
を
許
さ
な
い
時
代
を
迎
え
た
の
で
あ

る
。

　

同
時
に
王
朝
的〈
色
好
み
〉の
時
代
は
終
わ
っ
た
。〈
待
つ
女
〉と〈
通
う
男
〉

と
い
う
図
式
は
成
り
立
た
な
く
な
る
。
そ
の
変
容
の
過
程
を
物
語
る
恰
好
な
例

に
、
小
町
説
話
の
生
成
が
あ
る
。

　

言
い
寄
る
男
を
拒
み
、
死
に
至
ら
し
め
る
百
夜
通
い
説
話
、
自
身
の
孤
独
な

死
を
語
る
髑
髏
説
話
等
を
繋
ぎ
合
せ
れ
ば
、
ひ
と
り
の
女
の
生
涯
が
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
。
才
色
兼
備
の
小
野
小
町
は
、そ
の
驕
慢
さ
ゆ
え
、
遊
女
に
堕
ち
、
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果
て
は
物
乞
い
を
し
て
行
き
倒
れ
、
成
仏
出
来
ぬ
髑
髏
と
し
て
野
晒
に
な
っ
て

い
る
、
と
。

　

も
う
ひ
と
つ
の
象
徴
的
な
例
と
し
て
和
泉
式
部
の
足
跡
を
辿
ろ
う
。

　
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
素
材
は
、
冷
泉
天
皇
の
皇
子
、
帥
宮
敦
道
親
王
と
和

泉
式
部
と
い
う
、
貴
顕
の
宮
と
受
領
階
層
の
娘
の
、
身
分
違
い
の
恋
が
テ
ー
マ

で
あ
る
。
皇
統
に
連
な
る
、
魅
力
あ
る
行
動
的
な
男
・
帥
宮
と
そ
の
訪
れ
を
待

つ
和
泉
式
部
の
、ま
さ
し
く
〈
色
好
み
〉
の
男
と
女
の
恋
の
成
り
行
き
で
あ
る
。

し
か
し
、
和
泉
式
部
像
は
時
代
の
変
遷
と
共
に
揺
ら
ぎ
変
容
す
る
。

　

鎌
倉
期
の
『
宇
治
拾
遺
物
語
』『
古
今
著
聞
集
』
に
描
か
れ
る
の
は
、〈
待
つ

女
〉
を
返
上
し
て
動
き
始
め
る
和
泉
式
部
像
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
既
に
様
々

な
男
を
受
け
入
れ
る
、
と
い
う
遊
女
的
性
格
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。

　

南
北
朝
期
が
終
り
、
室
町
期
に
至
る
と
、
そ
れ
は
決
定
的
に
な
る
。『
御
伽

草
子
』の「
和
泉
式
部
」で
は
、
選
ば
ず
男
を
受
け
入
れ
る
女
・
和
泉
式
部
が
、

産
ま
れ
た
我
が
子
を
捨
て
、
長
じ
て
道
命
阿
闍
梨
と
な
っ
た
息
子
と
そ
れ
と
は

知
ら
ず
に
契
り
を
結
ぶ
、
と
い
う
筋
書
き
に
な
っ
て
い
る
。〈
色
好
み
〉
の
女

の
何
と
い
う
堕
落
で
あ
ろ
う
か
。
王
朝
時
代
に
才
気
縦
横
に
活
躍
し
た
魅
力
あ

る
女
た
ち
の
面
影
は
な
い
。

　

も
は
や
、
自
ら
が
筆
を
執
る
こ
と
は
な
く
、
専
ら
男
性
側
か
ら
見
ら
れ
、
男

性
視
点
で
書
か
れ
る
対
象
と
し
て
の
み
女
性
は
存
在
し
た
。

5　

お
わ
り
に
―
女
性
漢
詩
人
出
現
の
意
味

　

仮
名
文
字
の
発
明
が
な
か
っ
た
ら
、
ま
た
、
文
学
創
造
の
革
命
児
・
紀
貫
之

が
い
な
か
っ
た
ら
、
日
本
文
学
の
歴
史
は
大
き
く
変
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
母

系
制
の
流
れ
を
汲
む
社
会
、
そ
れ
に
関
連
し
て
、
婚
姻
形
態
、
自
分
だ
け
の
居

場
所
の
確
保
な
ど
、
多
く
の
要
素
が
作
用
し
て
女
性
の
活
躍
を
可
能
に
し
た
。

し
か
し
、
そ
れ
は
南
北
朝
期
ま
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
女
性
の
手
に
な
る
仮
名

文
学
の
流
れ
は
途
絶
え
た
。

　

そ
し
て
三
五
〇
年
に
わ
た
る
長
い
沈
黙
を
破
っ
て
江
戸
期
に
登
場
し
た
内
田

桃
仙
は
、
女
性
漢
詩
人
で
あ
っ
た
。
才
能
豊
か
な
桃
仙
に
は
、
父
親
の
庇
護
が

あ
り
、
自
身
の
書
斎
も
与
え
ら
れ
て
い
た20

注

。
ウ
ル
フ
の
言
う
創
造
者
と
し
て
の

条
件
は
整
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

仮
名
文
学
の
復
活
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
は
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
女
性
文

学
の
復
権
と
は
言
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
し
、
紫
式
部
・
清
少
納
言
を

は
じ
め
と
す
る
王
朝
の
女
性
作
家
た
ち
に
も
、
豊
か
で
自
由
な
仮
名
表
現
の
前

提
と
し
て
、
漢
学
の
素
養
は
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
桃
仙
の
出
現
は
男
性
社

会
に
お
け
る
女
性
文
化
の
、
確
た
る
胎
動
の
兆
し
と
言
え
よ
う
。
こ
の
後
、
江

戸
期
の
女
性
た
ち
が
仮
名
文
で
物
語
・
紀
行
文
・
日
記
を
書
き
始
め
る
。無
論
、

そ
れ
ら
は
、
王
朝
時
代
の
作
品
と
は
ま
っ
た
く
質
も
意
味
も
異
な
る
も
の
で
は
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あ
る
が
、
女
た
ち
が
再
び
筆
を
執
り
始
め
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。

　

擬
古
文
で
書
か
れ
る
流
れ
は
脈
々
と
明
治
期
の
樋
口
一
葉
へ
繋
が
っ
て
い
く

と
捉
え
得
よ
う
。女
性
作
家
が
活
躍
し
、
新
し
い
文
学
の
生
ま
れ
る
魁
と
し
て
、

ま
ず
、
女
性
漢
詩
人
が
世
に
出
た
の
は
必
然
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

注

（
1
）『
土
佐
日
記
』
以
降
の
女
性
の
手
に
な
る
現
存
の
仮
名
日
記
文
学
作

品
と
お
お
よ
そ
の
成
立
年
を
示
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　

平
安
時
代　
　

土
佐
日
記　
　
　
　

紀
貫
之　
　
　
　
　
　

935
頃

　
　
　
　
　
　
　
　
　

蜻
蛉
日
記　
　
　
　

右
大
将
道
綱
母　
　
　

974
頃

　
　
　
　
　
　
　
　
　

和
泉
式
部
日
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1005
頃

　
　
　
　
　
　
　
　
　

紫
式
部
日
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1008
頃

　
　
　
　
　
　
　
　
　

更
級
日
記　
　
　
　

菅
原
孝
標
女　
　
　
　

1059
頃

　
　
　
　
　
　
　
　
　

讃
岐
典
侍
日
記　
　

藤
原
長
子　
　
　
　
　

1110
頃

　
　
　

鎌
倉
時
代　
　

た
ま
き
は
る　
　
　

建
春
門
院
中
納
言　
　

1219
頃

　
　
　
　
　
　
　
　
　

建
礼
門
院
右
京
大
夫
集　
　
　
　
　
　
　
　

1235
頃

　
　
　
　
　
　
　
　
　

弁
内
侍
日
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1258
頃

　
　
　
　
　
　
　
　
　

う
た
た
ね　
　
　
　

阿
仏
尼　
　
　
　
　
　

1278
以
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
六
夜
日
記　
　
　

阿
仏
尼　
　
　
　
　
　

1281
頃

　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
務
内
侍
日
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1292
以
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
は
ず
が
た
り　
　

後
深
草
院
二
条　
　
　

1313
頃

　
　
　

南
北
朝
時
代　

竹
む
き
が
記　
　
　

日
野
名
子　
　
　
　
　

1349
頃

（
2
）
今
関
敏
子
『
旅
す
る
女
た
ち
―
超
越
と
逸
脱
の
王
朝
文
学
―
』
笠
間

書
院
２
０
０
４

（
3
）
後
藤
祥
子
・
今
関
敏
子
・
宮
川
葉
子
・
平
舘
英
子
『
は
じ
め
て
学
ぶ

日
本
女
性
文
学
史
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
２
０
０
３
）
の
巻
末
年
表
参
照
。

（
4
）鈴
木
知
太
郎「
土
佐
日
記
の
構
成
―
特
に
対
照
的
手
法
に
つ
い
て
―
」

語
文
第
8
輯
１
９
６
０
・
5

（
5
）（
2
）
の
拙
著
第
四
章
「
船
旅
―
紀
貫
之
と
女
性
仮
託
」

（
6
）
以
上
は
（
5
）
で
論
じ
た
。

（
7
）
引
用
は
『
新
編
国
歌
大
観
』（
角
川
書
店
）
に
拠
り
、
私
に
表
記
し
、

論
の
展
開
上
Ａ
〜
Ｄ
の
記
号
を
付
す
。

（
8
）
今
関
敏
子
「「
い
づ
れ
か
う
た
を
よ
ま
ざ
り
け
る
」
考
―
仮
名
序
作

者
の
言
語
意
識
―
」（
日
本
文
学
１
９
９
２
・
2
）
で
、
次
の
点
を
指
摘

し
た
。『
古
今
集
序
注
』
で
藤
原
教
長
は
、
人
を
主
体
と
解
し
て
い
る
。

し
か
し
、
著
者
の
顕
昭
は
歌
を
詠
む
主
体
を
「
鶯
」「
蛙
」
と
解
釈
、
仮

名
序
の
長
い
研
究
史
上
、
人
が
主
体
で
あ
る
と
い
う
説
は
封
じ
込
め
ら
れ

て
き
た
観
が
あ
る
。

（
9
）（
8
）
に
掲
げ
た
拙
稿
で
述
べ
た
が
、
中
国
詩
論
（『
毛
詩
正
義
序
』
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『
文
心
雕
龍
』『
詩
品
序
』）
で
は
、
詩
歌
の
範
囲
が
き
わ
め
て
広
く
、
音

楽
や
美
術
な
ど
の
芸
術
表
現
と
の
境
界
も
曖
昧
で
あ
る
。
こ
の
姿
勢
は
動

物
が
詩
を
詠
ず
る
（
＝
歌
を
詠
む
）
と
い
う
発
想
に
容
易
に
繋
が
る
。『
古

今
集
』「
真
名
序
」
は
こ
れ
を
継
承
す
る
。
貫
之
は
「
仮
名
序
」
を
成
す

に
あ
た
り
、
中
国
詩
論
に
学
び
つ
つ
、
言
語
表
現
の
自
立
に
注
目
し
て
、

独
自
の
歌
論
を
打
ち
出
し
た
の
で
あ
る
。

（
10
）「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
」
を
人
に
限
定
す
る
用
例
に
は
『
東
大
寺

諷
誦
文
稿
』
の
「
生
生
世
中
人
、
无
不
蒙
父
母
之
恩
」、『
西
鶴
織
留
』
の

「
い
き
と
せ
生
る
も
の
、
子
に
迷
は
ざ
る
は
一
人
も
な
し
」な
ど
が
あ
る
。

（
11
）
全
釈
漢
文
大
系
（
集
英
社
）
の
現
代
語
訳
に
拠
る
。

（
12
）
今
関
敏
子
『
仮
名
日
記
文
学
論
―
王
朝
女
性
た
ち
の
時
空
と
自
我
・

そ
の
表
象
―
』
笠
間
書
院
２
０
１
３

（
13
）
後
藤
祥
子
「
平
安
女
歌
人
の
結
婚
観
―
私
家
集
を
切
り
口
に
―
」『
平

安
文
学
の
視
角
―
女
性
―
』
論
集
平
安
文
学
3
・
勉
誠
社
１
９
９
５
・
10

（
14
）『
伊
勢
物
語
』
は
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
「
物
語
の
祖
」
と
称
さ

れ
る
『
竹
取
物
語
』
と
並
ん
で
、『
古
今
集
』
に
前
後
し
て
成
立
し
た
。

（
15
）
江
戸
期
に
入
る
と
遊
女
た
ち
は
遊
郭
に
隔
離
さ
れ
る
。
遊
女
の
文
化

的
意
味
は
時
代
に
よ
っ
て
変
容
す
る
。

（
16
）
今
関
敏
子
『〈
色
好
み
〉
の
系
譜
―
女
た
ち
の
ゆ
く
え
』（
世
界
思
想

社
１
９
９
６
）
で
論
じ
た
。

（
17
）（
2
）
の
拙
著
第
一
章
「
異
次
元
の
旅
人
―
か
ぐ
や
姫
」
で
論
じ
た
。

（
18
）（
16
）
の
拙
著
に
詳
し
く
論
じ
た
。
因
み
に
四
―

Ⅱ
で
触
れ
た
『
伊
勢

物
語
』
四
〜
六
段
の
后
が
ね
の
女
は
〈
色
好
み
〉
と
は
言
え
な
い
。

（
19
）
網
野
善
彦
『
無
縁
・
公
界
・
縁
』
平
凡
社
１
９
７
８

　
　
　
　
『
日
本
中
世
の
民
衆
像
―
平
民
と
職
人
―
』
岩
波
新
書
１
９
８
０

　
　
　
　
『
日
本
の
歴
史
を
読
み
な
お
す
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
２
０
０
５

（
20
）福
島
理
子「
漢
詩
を
作
っ
た
女
た
ち
」（
3
）に
掲
げ
た
書
の
第
4
章
、

「
近
世
の
女
性
文
学
」




