
近
世

の
女
性
文
学

を
ど
う
と
ら
え

る
か

近
世

の
女
性
文
学

を
読

み
始

め
て
か
ら
、
す

で
に

何
年

か
が
経

つ
。
初

め

の
う
ち

は
専
門

に

つ
い
て
尋

.ね
ら
れ

る
と
困
惑

し
た
。
近
世

の
女
性
文

学
を
学

ん

で

い
る
と
答
え

る
と
、
し
ぼ
し
ぼ
相
手

の
と
ま
ど

い

が
伝

わ

っ
て
来

て
、

言
葉

に
詰
ま

る
こ
と
が

あ

っ
た

か
ら
で
あ

る
。

し
か
し
な
が
ら
、

も
ち
ろ

ん
そ
れ

は
私

の
側

の
問

題

で
あ

っ
た
。
近
世

の
女

性
文
学
を
読
む
意
義

は
ど

こ
に
あ

る
か
、
実

の
と
こ
ろ
、
私
自
身

に
も
説

明

の

し
よ
う
が

な

か

っ
た
。

そ
れ
ど

こ
ろ

か
、

こ
れ
ほ
ど

マ
イ
ナ

ー
な
分
野
が
他

に
あ

る
だ
ろ
う

か
、

こ
れ
ら

の
ど

こ

に
文
学
的
価
値
が
あ

る

の
だ

ろ
う
、

と

い
う

疑
問

を
反
芻

し
な
が
ら
読

む
こ
と

の
方
が
多

か

っ
た
。

そ
う

い
う
思

い
は
今

で
も
払

拭
し
き
れ

た
わ
け

で

は
な

い
。

む
し
ろ
、
根
本

の
問
題
と
し

て
研
究

の
基

本

に
な

っ
て

い
る
と
思
う
。

そ
こ
か
ら

ス
タ
ー
ト
し
、

今

で
も
そ

こ
に
立

ち
戻

り

つ

つ
読

ま
ざ

る
を
得
な

い
。

現
在
、
女
性
文
学

の
研
究
状
況

は
、
近
代

文
学

・

現
代

文
学

の
分
野

で
活

況
を
呈
し
、
作

品

の
読

み
の

大
き

な
見
直

し
が

お
こ
な
わ
れ

て
い
る
よ
う
だ
。
女

性
文

学

の
本
質
を
語

る
本

も
出
版
さ
れ

て

い
る
。

そ

こ
で
は
女
が
書

い
た
と

い
う
点
が
あ
げ

つ
ら
わ
れ
た

り
、

女
性

に
よ
る
文
学

の
復

権
が
語
ら

れ
て

い
る
わ

け

で
は
な

い
。
「
女
性

文
学
」

と

い
う

言
葉

に
象

徴

さ
れ
る
よ
う

に
、
女
性

の
書

い
た
も

の
の
表
現

の
領

域

に
踏

み
込

ん
だ
議
論
が

な
さ
れ

て
い
る
の
で
あ

る
。

悦
ば

し

い
こ
と

で
あ

る
。

そ

の
中

で
私

が

最

も
引

き
付

け

ら

れ

た

の
は
、

「
自

己
語
り
」

(
『
フ

ェ
ミ

ニ
ズ

ム
の
彼

方

i

女

性

表
現

の
深
層
』

一
九
九

一
年
、

講
談
社
)
と

い
う

水

田
宗

子
氏

の
提

示
し

た
キ
ー

ワ
ー
ド

で
あ

る
。
欧
米

の
近
現
代
文

学
を
研
究
す

る
水

田
氏
は
、
女
性

の
自

鈴

木

よ

ね

子

伝
が

内
面

の
探
求

を
行

な
う
も

の
だ

と
す
る
。
自
伝

の
歴
史
は
自
己
探
求

の
様
式
と

し
て
欧

米

で
は
長
く

続

い
た
も

の
だ
が
、
.小

説

に
し
だ

い
に
座

を
奪
わ
れ

形
骸
化

し

て
い

っ
た
。

だ
が

、
女
性
が
社
会

に
お
け

る
ジ

ェ
ン
ダ

ー
を
意
識

し
な
が
ら
自
伝

を
書

き
始

め

る
よ
う
に
な

る
と
、
自
分

は
何
者

で
あ

る
か
と

い
う

ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ

ィ
ー
の
問

題
を
幾
重

に
も

は
ら
ん

だ
危
機

の
文
学

に
な

っ
て

い

っ
た
わ
け

で
あ

る
。

こ

の

「自

己
語
り
」

と

い
う
こ
と
を
考
え

さ
せ
ら

れ

る
も

の
が

日
本

の
近
世

に
も
あ

る
。

宝
暦

か
ら
文
政
年
間

に
か
け

て
、

つ
ま
り
十

八
世

紀
後
半

か
ら
十
九
世
紀
初

め
に
生

き

て
書

い
た
、

只

野
真
葛

と

い
う
女
性

の
著
作

で
あ

る
。
見
聞
録

『
む

か

し
ば

な
し
』

は
、
全

六
巻

と

い
う
長

い
も

の
で
あ

る
が
、

そ

の
中

で
彼
女

は
繰

り
返

し
自
己

の
出
自

を

武
士
と
強
調
す

る
。
そ
し

て
、
他
家

に
嫁

い
だ
女

な
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が
ら
も
、
実
家

を
再
興
し

よ
う

と
心

に
誓
う
。
歌
文

集

『真
葛
が

は
ら
』

に
は
、

そ
う

い
っ
た
自
己
実
現

を
求

め
る
姿
が
綴

ら
れ

て
い
る
。

こ

の
よ
う
な
自

己

実
現

の
欲
求

は
、
現
実
社
会

の
中

で
は

一
笑

に
付

さ

れ

る
も

の
で
あ

る
。

そ
れ
ど

こ
ろ
か
、

彼
女
自
身

に

さ
え
正
体

の

つ
か
め
な

い
衝
動

で
あ

る
。
そ

の
衝
動

を
幻
聴
な
ど

を
交
え
な
が
ら
内
面

の
ド

ラ

マ
と

し
て

表
現
す

る
。

そ

の
結
果
、
鏡

に
移

し
出
さ
れ

た
自

己

像

は
、

一
方

で
は
、
社
会

の
中

で
無
意

識

の
う
ち

に

抑
圧
さ
れ

て
い
る
女
と
し

て
の
無
力

な
自
己

で
あ

り
、

も
う

一
方

で
は
、
そ
れ
を
抜
け
出

よ
う
と
も
が
き

な

が
ら
社
会

の
女

性

に
対
す

る
意
識

に
闘

い
を

い
ど

む

孤
立
無
援

の

一
人

の
人
間

で
あ

る
。

そ

の
両
方

の
姿

を
真
葛

は
、
評

論

『
独
考
』

の
中

で
確

認
し

て
い
る
。

こ
れ
ま

で
真
葛

は
、
抑
圧

さ
れ
た
ジ

ェ
ン
ダ

ー
と

し

て
日
本

で
初

め

て
発
言

し
た
女

性
と
さ
れ

て
き

た
。

最
近
も
北
田
幸
恵
氏
が

「真
葛
か
ら
紫
琴
へ
i

性

差

と
表

現
」

(
『
日
本
文

学
』

一
九

九

四

年

十

一
月

号
)

の
中

で
、

近
代
女
性
文
学

の
視

点
か
ら
、
真
葛

に

つ
い
て
明
解

に
解

説
さ
れ

た
。

そ

の
背
景

に
は
、

女
性

の
地
位
向

上

の
歴
史
と
平
行

し

て
語
ら
れ

て

い

る
社
会
的
発
言

の
系
譜
が
あ

る
。

だ
が
、
近
世

文
学

の
立
場

か
ら
す
る
と
、
事

は
そ

う
す

っ
き

り
と
は

い
か
な

い
。

と
り
あ
え
ず
真
葛

の

語

る
自

己
像

に
お
け

る

一
種

の
矛
盾

を
ど
う
解
決

し

た
ら
よ

い
の
だ

ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
が
改

め

て
問
題

と
し

て
照
ら

し
出

さ
れ
る
気
が
す

る
。

こ
の
不
可
解

で
矛
盾

す

る
点

は
、
表
現

に
お
け

る

統

一
性

の
欠
如

に
よ
る
も

の
と
考

え
る
べ
き

で
は
な

い
。
む

し
ろ
、
近
世
期

に
お
け

る
表
現

の
特

色

で
あ

る
と
思
う
。
自
我

に
よ
る
合
理
化

を
免

れ
、
矛
盾
し

分
裂
す

る
自

己

の
姿
が

無
解
決

の
ま
ま
提

示
さ
れ

た

表
現

の
し
か
た
で
あ
る
。
そ

の
中

に
は
幻
想
的
な
出

来
事
、
非

日
常
的

な
感

覚
が

日
常
生
活

の
記
述
と
同

時

に
再
現

さ
れ
て

い
る
。

自
己
語
り

に

つ
い
て
も
う

一
つ
触

れ
た

い
。

フ
ィ

リ

ッ
プ

・
ル
ジ

ュ
ン

ヌ
氏

の

「
自
伝

契
約
」

(中

川

久
定
氏

『自
伝

の
文
学
ー

ル

ソ
ー
と

ス
タ
ン
ダ

ー

ル
』

一
九
七
九
年

、
岩
波
新
書
参

照
)

に
よ
れ
ば
、

自
伝

は
ジ

ャ
ン
ル
と
し

て
あ

る
と
い
う
よ
り
も
、
自

己
を
語

る
と
い
う
意
識

の
表
れ

た
言
説

で
も
あ

る
。

そ

の
有
無
が
自
伝

で
あ

る
か
ど
う

か

の
標
識

で
あ

る
。

真
葛

の
著
作

は
、

見
聞
録

・
和
歌

・
評
論

・
説
話

(世

間
話
)
な
ど

で
あ

り
、
ほ
と

ん
ど
が

ノ
ソ
フ

ィ
ク

シ

ョ
ン

で
あ

る
。
し

か
も
、

『
む

か

し

ば

な

し
』
や

『
真
葛
が

は
ら
』

に
は
、
自
分

自
身

を
語

る

と

い
う

意
識
が
濃
厚

に
表

れ

て
い
て
、
著
作

全
体
を

一
種

の

自
伝
文
学

と
見

な
す

こ
と
が

で
き

る
。

こ
の
こ
と
は
ま
た
、
近
世

の
女

性

の
書
き
物

の
多

く

に
適
用

で
き
る

の
で
は
な

い
か
と
思

っ
て
い
る
。

近
世

の
女
性
文
学

に
は
小
説
よ
り
も
和
文

や
和
歌
、

身

辺
雑
記
が
非
常

に
多

い
。
『
お
あ

ん
物
語
』

『
お
き

く
物

語
』

の
よ
う

に
、
実

際

に
女
性

に
よ

っ
て
語
ら

れ
た
経
緯
を
も

つ
も

の
も
あ

る
。
ま

た
、
近

世
中
期

以
降

の
国
学

の
盛
行

に
と
も
な
う
女
性

の
和

歌

・
和

文

の
創

作
も
気

に
な
る
。

中
古

か
ら
中
世

に
お

い
て
は
自
照
性

の
濃

厚
な

日

記

文
学

の
中

で
、
女

性

の
自
己
探
求

と
独
自

の
表
現

が
行

わ
れ

て
い

っ
た
。

封
建
社
会

に
お

い
て
も
、
与

え
ら
れ
た
生
活

の
繰

り
返
し

の
中

で
、
自

己

の
見
聞

を
折
り
交
ぜ

て
物

を
語

り
、
書
く
中

で
、
ひ
そ

か
に

自

己
探
求

の
深

ま
り
が

進
行
し

て
い
た
と
し
た
ら
ど

う
だ
ろ
う

か
。

そ
う

い
う
枠
組

み
で

一
度
、
近
世

の

女
性
文
学

の
総
体

を
見
直
し

た
い
と
思

っ
て
い
る
。
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