
!

種

の
体
験
か
ら
世
を
極
め

つ
く
し
、

〈
女
〉
を
熟
知
し
た
作
家
を
想
定
す
る

こ

.

と
が
出
来

る
と
思
わ
れ
た

の
で
あ

る
。
そ
れ
故
、
様
様
な
女
性
と

の
比
較

の
果

に
そ
の
優
秀
さ
や
理
想
性
が
語
ら

れ
た

「
女
君
」
紫

の
上
を
描
き

上

げ

た

と

,き

・

「
お
れ
お
れ
し
」
き
人
と
な

り
、
愛
欲

の
世
界
を
さ

ま
よ
い
投
身
自
殺

に

よ

っ
て
し
か
救

い
を
見

い
灯

し
得

な
か

っ
た

「
女
」

そ
の
も
の
の
浮
舟
を
描

く

こ
と

の
意
味
が
浮

か
び
あ
が

っ
て
来

る
と
考
察

し
た

の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と

は

第

三
章
で
述
べ
た
作

家

の
方
法

ゆ
え

に
紫

の
上
を
描
き
き

っ
て
も
、
作
家

は
な

お
も

〈
女
〉
を
話

り

つ
く
せ
な

い
と
知

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

つ

ま
り
作
家

の
意
識
構
造

の
上

で
は
、

一
つ
の
理
想
性
を
荷
癒
わ
さ
れ
た
紫

の
上

の
人
物
造
型
が
あ

る
が
ゆ
え
、
女

の
弱
さ
、
も
ろ
さ
し
か
演
じ

て
な

翠
よ
う
な

浮
舟

の
人
物
造
型
が
あ

る
意
味
が
明
確

に
な

る
と

い
う

こ
と
な

の
で
あ

る
。

以

上
の
事

か
ら
、
全

篇
を

通
し
て
、
同

一
作
家

の
手

に
よ
る
作
品

の
成
立
が

考

え
う
る
の
で
あ
る
。
巻
巻

の
成

立
論

の
観
点

か
ら
は
再
検
討

す
べ
き
論

で
は

あ
る
。〈

堀

辰

雄

論

>

i
も

・。
9

琴

。
・。
嘗
。
・
の
遍
歴
t

第
四
回
卒
業

島
崎

紀
素
子

最
近

、
中
也

の
詩
集
を
読

ん
で
い
て
、
次

の
よ
う
な
詩

に
出
会

っ
た
。

う
つ
わ

器

の
中

の
水
が
揺

れ
な

い
や
う

に
、

器
を
持

ち
運
ぶ

こ
と
は
大
切
な

の
だ
。

さ
う

で
さ

へ
あ
る
な
ら
ば

モ
ー

シ

ョ
ン
は
大
き

い
程

い
い
。

し
か
し
さ
う
す
る
た
め

に
、

〆

く

ふ
う

こ

も
は
や

工
夫
を
凝

ら
す
余
地
も
な

い
な
ら

:
・…

心

よ
、

謙
抑

に
し
て
神
恵

を
待

て
よ
。

(
「
独
語
」
)

こ

の
詩

は
、
私

に
卒
論

を
思

い
出

さ
せ
る
。

「
羞
恥
」

の
あ
る
文
学

に
行
き
づ

ま
り
を
、
そ
れ
ゆ
沈

「
羞
恥
」
を

否
定

す

る
文
学

に

「
快
適
」
を
見
出

そ
う
と
し
、
表
側
で
新

し

い
文
学

の
可
能
性

を
求

め

つ
つ
、
裏
側

で
は
、
常

に
そ

の
方
法
を
快
適
な
生
活

に
密
着
さ
せ

て
綴
る
、

そ
う

い
う
堀
辰
雄
と

い
う
作
家

の
計
算
さ
れ
た
入
生

の
遍
歴
が
、

こ
の
詩
を
読

む
と
全

く

シ
ン
メ
ト
リ
カ

ル
な
も

の
に
思

わ
れ
る
か
ら

で
あ

る
。

中
也
も
堀

も

「
驢
馬
」

の
、
そ
し
て

「
四
季
」

の
同
人

で
、
同
じ

く

モ
ダ

ニ

ズ

ム

の
旗
手

た
ち
で
あ

っ
た
。
が

、
彼

ら
は
新

し
い
文
学

の
可
能
性
を
信
ず

る

こ
と
で
は
肩
を
組
み
合

っ
て
も
一
そ

の
文
学
が
何

で
あ
る
か
を
考

え
た
時

、

い

つ
も
孤
立
し

て
い
た
。
彼
ら

の
方
法

は

い
つ
も
異

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

堀
は

「
快
適
」
と

い
う
大
前
提
、
1

い
や

こ
れ
は
神
恵

で
あ
る
か
も
知
れ
.

な

い
ー

に
忠
実

で
、
そ
れ
を
求

め
て
あ
ら
ゆ

る
影
響
を
自
ら

の
器

に
盛
り
、

そ
レ

て
更

に
そ
れ
を
消
化
す

る
。
飲

み

つ

く
す

。
ジ
イ
ド

の

「
女

の
学
校
」

は
、
日
本

の
近
代

に
お
い
て
は

「
か
げ

ろ
ふ
の
日
記
」
と
な

っ
て
花

ひ
ら
く

は

ず

で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。

堀

の
器

に
は
、
水

は
常

に
こ
ぼ

れ
る
程

は
な

い
。
神

恵

を
待

つ
ま
で
も
な
く

モ
ー

シ

ョ
ン
は
思

い
の
ま
ま
で
あ
ろ
う
。
が

、
こ
れ
を

中
也

の
側
か
ら
み
る
な
ら
ば

、
満
水

の
器
を
運
ぶ
と

い
う
危
機

に
無
知
博
あ
る

と
言
え

よ
う
。
文
学
と

い
う
も

の
が
、
人
間

に
於
け
る
普
遍
性

の
追
求
だ
と
す

る
な
ら
ば
、
ど
ち
ら
を
取

る
か
と
考
え
る
必
要
は
な

い
。
作
家
を
位
置
づ
け
る

と

い
う
必
要
性
を
私

は
認

め
た
く
な

い
。

堀
辰
雄
と

い
う
作
家

は
、
高
原

の
乾

い
た
空
気

の
中

で
の
み
生
き
続
け

た
よ

う

に
思
わ
れ
て
い
る
。

い
や
、
彼

の
文
学

は
そ

の
中

で

(
以
下
36

ペ
ー
ジ

へ
)

20一



4

、論

を
や

っ
て
本
当

に
良
か

っ
た
ど
思
う
。
と

い
う

の
は
、
確
か
に
苦

し
か

っ
た

し
、
提
出

し
た
時
点

で
は

こ
れ
も
書
き
た
り
な

い
、
あ
そ

こ
は

こ
う

い
う
風

に

書

け
ば
良
か

っ
た

の
で
は
な

い
か
と

い
う
風

に
自
分

で
は
不
満
足

の
ま
ま
提
出

し
た
が
、

一
つ
の
形
を
出
し
た
と

い
う
点

で
良
か

っ
た
と
思
う

の
で
あ
る
。

一

つ
の
こ
と

に
対
し

て

一
年
間
取
り
組

ん
だ

の
は

一
生

の
う
ち

に
何
度
も
あ
る

こ

と

で
は
な

い
し
、
例
え
あ
ま
り
勉
強
し
な
か

っ
た

に
せ

よ
卒
論
を
書
く
為

に
色

々
な
図
書
館
や
文
学
館

へ
通

っ
た

こ
と
も
は
じ

め
て
で
あ

る
。
,最
初
は
文
献

一

つ
調
べ

る
に
も
方
法
が
わ
か
ら
ず
ま
ご

つ
い
た
が
、

こ
れ
を
き

っ
か
け
と
し

て

参
考
書

の
使

い
方

、
調
べ
方
な
ど
を
知

る
こ
と
が
出
来

、
勉
強

の
仕
方
が
わ

か

っ
て
き

た
よ
う
な
気
が
す

る
。

一
年
間

で
卒
論
と

い
う

一
つ
の
形

で
研
究

(大

袈
裟
な
言

い
方

で
あ
る
が
)

の
過
程
を
提
出
し
た
が

、
こ
れ
は
あ

く
ま

で
も
自

分

の
選
ん
だ

テ
ー

マ
の
こ
こ
が
勉
強

の
始

ま
り
で
あ

る
と

い
う

で
と
を
認
識
出

来

た
。

こ

の
点
が

一
番
良

か

っ
た
こ
と

で
あ
る
。
私

の
場
合

、
単
純
な

理
由

か

ら

テ
ー

マ
を
決

め
た
が

、
今

は
そ
れ
が
自
分
自
身

の
た
め
に
こ
れ
か
ら
先

も
童

話

の
こ
と
に

つ
い
て
少

し
つ

つ
勉
強
し

て
い
き
た

い
と

い
う
気
持

ち
で
あ
る
。

こ
う
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た

の
は
、

一
年

間
卒
論

止
取
り
組
ん
だ
結
果
か

ら
で
あ
る
か
ら
、
例

え
内
容
は
貧
弱

で
あ
れ
、
卒

論
を
書

い
て

一}
つ
の
き

っ
か

・
け
を

つ
か

め
た

こ
と
を
嬉
し
く
思
う
。

※

※

※

、

〈
20
ぺ

ー
ジ

か
ら

つ
づ
く
〉

の
み
文
学
と
し

て
成
立
し

て
い
る
か

に
見
ら
れ

て
い
る
。
軽
井
沢
が
何
だ
と

い

.

う

の
だ
ろ
う
。

サ
ナ
ト
リ

ウ
ム
が
何
だ
と

い
う

の
だ
ろ
う
。

一
つ
の
因
ト
ス
が

言

い
得

て
い
る
な
ら
、

一
つ
の
美
が
そ

こ
に
あ

る
な
ら
、

そ
れ

で
良

い
で
は
な

い
か
。
泥
ま

み
れ

の
人
生
も
、
高
原

で
営
ま

れ
た
人
生
も

、
す
べ

て
は
天
が
人

間
と

い
う
生
物

に
与

え
た
短

い
時

の
流

れ
、
時

は
、
平
等

に
、
今

日
か
ら
明

日

へ
と
よ
ど

み
な

く
流

れ
て
い
る
。
人
間

は
、
そ
の
中

で
、

「
器

の
申

の
水
が
揺

れ
な

い
や
う

に
、
/
器
を
持
ち

運
ぶ
」
だ
け

、

モ
1

シ

ョ
ン
の
大
き
さ

に
も
所

詮
限

り
が

あ
る
訳
だ
。
雄
「々

し
く
歌

わ
れ
て
い
る
こ
の
詩

の
裏

に
、
は
て
し
な

い
詩
人

の
不
安
を
私

は
見
出
す
。

そ
し
て
、
更

に
、
作
家

の
意

識

の
流

れ
を

追

お

う
と

す
る
時

、

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン
の
空
し
さ
を
感

じ
、
は
て
は
言
葉
と

い
う
も

の
の
む
ず

か
し
さ
に
行

き
あ
た
ら
な

い
わ
け

に
は
ゆ
か
な

い
。

今
は

、
た
だ
た
だ

、

「
謙
抑

に
し

て
神
恵
を
」
待

つ
ば

か
り

で
あ

る
。

、

L.`_一JV_
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