
小
書「
女
体
」へ
の
道
筋

井
上 

由
理
子

文
筆
家

も
栄
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
や
が
て
弁
才
天
を
本ほ
ん
じ
ぶ
つ

地
仏
と
す
る「
竹
生
島

権
現
」な
ど
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
神
仏
が
習
合
す
る
竹
生
島
の

複
雑
な
あ
り
よ
う
は
、能『
竹
生
島
』の
宗
教
観
に
も
表
れ
る
。

　
『
竹
生
島
』
の
ワ
キ
の
名
乗
、
天
皇
の
臣
下
が
謡
う「
江
州
竹
生
島
の

明
神
は
、
霊
神
に
て
御
座
候
間
」の「
明
神
」と
い
う
言
葉
に
は
、
弁
才
天
を

本
地
と
す
る
浅
井
比
売
命
の
存
在
が
潜
み
、
ご
神
体
そ
の
も
の
と
し
て
の

竹
生
島
を
位
置
づ
け
る
。
竹
生
島
に
到
着
し
弁
才
天
を
拝
し
た
臣
下
に
対
し

て
、「（
弁
才
天
は
）九
生
如
来（
西
方
浄
土
の
如
来
）虚
空
再
誕
な
れ
ば
」

「
獅
子
通
王（
未
詳
）の
古
よ
り
」な
ど
と
、
弁
才
天
の
様
々
な
正
体
を
明
か

し
て
い
く
。

　

そ
れ
は「
元
よ
り
衆し

ゅ
じ
ょ
う
さ
い
ど

生
済
度
の
誓
ひ
、
様
々
な
れ
ば
、
或
は
天
女
の
形
を

現
じ
、
有
縁
の
衆
生
の
諸
願
を
叶
へ
」と
、
仏
縁
の
あ
る
衆
生
の
諸
々
の

願
い
を
叶
え
る
た
め
の
変
身
で
あ
り
、
弁
才
天
の
誓
い
の
表
明
に
つ
な

が
っ
て
い
く
。
さ
ら
に「
又
は
下
界
の
龍
神
と
な
っ
て
、
国
土
を
守
る
誓
ひ
を

顕
は
し
」と
し
、弁
才
天
が
龍
神
の
化
身
と
な
る
こ
と
も
匂
わ
せ
る
。

　

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
仏
を
本
地
と
し
神
を
垂す

い
じ
ゃ
く迹
と
す
る
本
地
垂
迹
の
思
想

の
も
と
で
、
様
々
な
神
仏
を
弁
才
天
に
収
斂
し
、
衆
生
の
多
様
な
祈
願
に

応
え
る
弁
才
天
の
霊
妙
不
可
思
議
な
力
を
示
す
こ
と
が
能『
竹
生
島
』の

主
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

シ
テ
・
龍
神
と
、平
経
正
の
袖
の
白
龍

　

定
型
ど
お
り（
小
書
が
つ
か
な
い
）に
演
じ
ら
れ
る『
竹
生
島
』の
後
シ
テ

能『
竹
生
島
』と
琵
琶
湖
の
小
島「
竹
生
島
」

　

能『
竹
生
島
』の
竹
生
島
と
は
、
琵
琶
湖
に
浮
か
ぶ
周
囲
二
キ
ロ
ほ
ど
の

小
さ
な
島
を
さ
す
。
琵
琶
湖
の
北
部
に
あ
た
る
竹
生
島
は
、
周
辺
の
水
深
が

百
メ
ー
ト
ル
に
も
お
よ
ぶ
水
域
と
も
接
し
て
い
る
。
底
知
れ
な
い
碧
い
湖
面
に

映
る
の
は
、
常
緑
樹
に
覆
わ
れ
た
島
影
。
琵
琶
湖
八
景
の
ひ
と
つ
竹
生
島
の

沈
影「
深
緑
」の
世
界
だ
。
ま
さ
に『
竹
生
島
』の
美
し
き
詞
章「
緑
樹
影
沈
ん
で

魚
木
に
上
る
景
色
あ
り
、
月
海
上
に
浮
ん
で
は
兎
も
波
を
走
る
か
」の
描
く

風
光
と
重
な
っ
て
、
澱
み
な
く
清
み
き
っ
て
い
た
古
の
琵
琶
湖
が
偲
ば
れ
る

の
で
あ
る
。

　

今
、
竹
生
島
に
居
住
す
る
人
は
い
な
い
の
だ
が
、
東
岸
や
西
岸
の
港
か
ら
定

期
船
に
乗
っ
て
訪
れ
る
人
た
ち
が
後
を
絶
た
な
い
。
人
々
は
竹
生
島
に
あ

る
都つ

く

ぶ

す

ま

久
布
須
麻
神
社（
竹
生
島
神
社
）と
宝ほ
う
ご
ん
じ

厳
寺
に
参
詣
す
る
。
現
在
は

神
社
と
寺
と
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
明
治
時
代
の
初
め
に
出
さ
れ
た
神
仏
分

離
令
ま
で
は
、竹
生
島
は
神
仏
が
ひ
と
つ
に
坐お
わ

す
聖
域
だ
っ
た
。

　

竹
生
島
の
誕
生
に
は
、
女
神
の
説
話
が
伝
え
ら
れ
る
。
夷い

ぶ
き服
岳（
伊
吹
山
）

と
浅
井
岳
が
標
高
を
競
い
、
負
け
た
夷
服
岳
の
多た
た
み
ひ
こ
の
み
こ
と

多
美
比
古
命
が
腹
を

立
て
て
、
浅
井
岳
の
浅あ
ざ
い
ひ
め
の
み
こ
と

井
比
売
命
の
首
を
斬
り
落
と
し
た
。
そ
の
首
が

琵
琶
湖
に
落
ち
て
竹
生
島
が
出
来
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
竹
生
島
は

ご
神
体
か
ら
生
ま
れ
、
浅
井
比
売
命
は
竹
生
島
の
産
土
神
と
し
て
崇
め
ら

れ
て
き
た
。

　

平
安
時
代
末
期
を
迎
え
る
と
、神
を
斎い
つ

く
竹
生
島
は
、観
音
霊
場
と
し
て

賑
わ
う
よ
う
に
な
る
。
同
じ
こ
ろ
、
水
を
司
る
弁
才
天
の
信
仰
の
場
と
し
て



は
、
水
の
神
の
龍
神
と
な
る
。
な
ぜ
作
者（
未
詳
、
金
春
禅
竹
と
も
）は
、

龍
神
を
主
人
公
と
す
る
着
想
を
持
っ
た
の
か
の
ポ
イ
ン
ト
を
、
能『
竹
生
島
』

の
典
拠
と
さ
れ
る『
平
家
物
語
』巻
第
七「
竹
生
島
詣
」の
文
章
を
紐
解
い
て

探
っ
て
み
た
い
。

　

頃
は
卯
月
の
半
ば
、
平
経
正
は
木
曽
義
仲
追
討
の
た
め
北
国
下
向
の

途
中
、
竹
生
島
に
渡
っ
た
。
竹
生
島
の
景
色
に
感
動
し
た
経
正
は「
或
経
の

文
に
云
く
、
閻え

ん
ぶ
だ
い

浮
提
の
内
に
湖
あ
り
。
そ
の
中
に
金こ
ん
り
ん
ざ
い

輪
際
よ
り
生
ひ
出
で

た
る
水す
い
し
ょ
う
り
ん

精
輪
の
山
あ
り
。
天
女
住
む
所
と
云
へ
り
。
即
ち
こ
の
島
の
御
事

な
り
」と
賞
賛
す
る
。
つ
ま
り
は
、
こ
の
世
に
湖
が
あ
り
、
そ
の
中
に
世
界
の

根
底
よ
り
生
え
出
た
水
晶
に
覆
わ
れ
た
山
が
あ
る
と
。
そ
の
山
は
天
女
が
住
む

所
と
い
う
。
経
正
は「
こ
の
山
こ
そ
竹
生
島
だ
」と
感
嘆
し
た
の
だ
っ
た
。

　

竹
生
島
の
明
神
を
前
に
し
た
経
正
は「
そ
れ
大
弁
功
徳
天
は
、
往
古
の

如
来
、
法
身
の
大
士
な
り
。
妙
音
、
辯
才
二
天
の
名
は
、
各
別
な
り
と
は

申
せ
ど
も
、
本
地
一
体
に
し
て
、
衆
生
を
済
度
し
給
へ
り
」と
、
こ
の
世
に

生
き
て
い
る
者
す
べ
て
を
救
う
道
を
、弁
才
天
に
感
じ
取
る
。

　

や
が
て
日
も
暮
れ「
居
待
の
月
さ
し
出
で
て
、
海
上
も
照
り
渡
り
、
社
壇
も

い
よ
い
よ
輝
い
て
ま
こ
と
に
面
白
か
り
け
れ
ば
」と
、
琵
琶
の
演
奏
を
奉
っ
た
。

琵
琶
の
名
手
で
あ
る
経
正
の
弾
く
秘
曲
に「
明
神
も
感
応
に
堪
へ
ず
や

お
ぼ
し
け
ん
、
経
正
の
袖
の
上
に
、
白
龍
現
じ
て
見
え
給
へ
り
」と
驚
き
の

展
開
を
み
せ
る
。
明
神
が
白
龍
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
の
か
。
そ
の
吉
瑞
の

ド
ラ
マ
に
触
発
さ
れ
て
、能『
竹
生
島
』の
作
者
は
龍
神
の
物
語
を
創
作
し
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

　

龍
神
の
振
る
舞
い
を
能『
竹
生
島
』に
見
て
み
る
と「
龍
神
は
則
ち
湖
水

に
飛
行
し
て
、
波
を
蹴
立
て
、
水
を
返
し
て
天
地
に
む
ら
が
る
大
蛇
の
形
、

天
地
に
む
ら
が
る
大
蛇
の
形
は
、龍
宮
に
飛
ん
で
ぞ
、入
り
に
け
る
」な
ど
と

表
し
て
い
る
。

　
「
蛇
」と
い
う
表
現
は
琵
琶
湖
の
伝
承
の
中
に
も
あ
る
。
龍
神
は
自
身
の

体
で
、蛇
が
と
ぐ
ろ
を
巻
く
よ
う
に
し
て
竹
生
島
を
巻
き
つ
け
、守
護
し
て

い
る
と
伝
え
ら
れ
る
の
だ
。
ま
た
、
琵
琶
湖
に
は
龍
宮
伝
説
も
あ
る
。
御

伽
草
子『
俵
藤
太
物
語
』に
は
、
龍
女
に
伴
わ
れ
た
俵
藤
太
が「
水
輪
際
を

打
過
ぎ
て
金
輪
際
に
及
べ
ば
、風
輪
際（
最
低
地
）に
近
く
な
り
、風
輪
際
を

も
過
ぎ
し
か
ば
、
浮
世
の
中
と
思
し
き
国
に
出
で
に
け
り
」と
琵
琶
湖
の

底
の
底
に
あ
る
龍
宮
を
訪
ね
て
い
る
。

　
『
竹
生
島
』『
平
家
物
語
』『
俵
藤
太
物
語
』と
も
に
成
立
し
た
の
は
、中
世
だ
。

こ
の
時
代
は「
日
本
に
は
龍
が
棲
む
」な
ど
と
龍
へ
の
信
仰
も
篤
く
、
龍
の

活
躍
が
喜
ば
れ
る
世
相
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

衆
生
済
度「
弁
才
天
は
女
人
に
て
」

　
「
龍
神
が
後
シ
テ
で
、
弁
才
天
が
後
ツ
レ
」の
設
定
に
物
申
し
た
人
物
が

い
た
。
近
江
の
彦
根
藩
第
十
五
代
藩
主
・
井
伊
直
弼
で
あ
る
。
近
江
北
部

を
統
治
し
て
い
た
直
弼
は
、
領
地
外
と
は
い
え
竹
生
島
の
弁
才
天
を
崇
敬

し
て
い
た
の
か
。
後
援
し
て
い
た
喜
多
流
に「
シ
テ
と
ツ
レ
と
を
替
え
て
、

弁
才
天
を
主
人
公
に
し
た
ら
ど
う
か
」
と
勧
め
た
ら
し
い
。
は
た
し
て

喜
多
流
は
、
後
シ
テ
を
弁
才
天
、
後
ツ
レ
を
龍
神
と
す
る
小
書「
女
体
」を

定
め
た
。

　

竹
生
島
の
イ
メ
ー
ジ
と
い
え
ば
、ま
ず
は
弁
才
天
で
あ
ろ
う
か
。
実
際
、
宝
蔵

寺
の
本
尊
は
弁
才
天
だ
し
、都
久
布
須
麻
神
社
の
祭
神
の
市い

ち
き
し
ま
ひ
め
の
み
こ
と

杵
島
比
売
命
は

弁
才
天
を
さ
す
。
筆
者
は
特
に
弁
才
天
贔
屓
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が

『
竹
生
島
』の
主
役
に
は
、
弁
才
天
を
あ
て
が
う
方
が
し
っ
く
り
と
受
け
容
れ

ら
れ
る
の
だ
。

　

能『
竹
生
島
』が
希
求
す
る
衆
生
済
度
を
導
く
ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
ー
の
要
に

な
る
文
言「
弁
才
天
は
女
体
に
て
」と
い
う
く
だ
り
は
、
何
よ
り
も
重
要
だ
。

弁
才
天
を
拝
し
た
ワ
キ
の
臣
下
は
、
弁
才
天
の
堂
宇
の
中
ま
で
入
っ
て
き
た

ツ
レ
の
女
に
つ
い
て「
こ
の
島
は
女
人
禁
制
の
由
承
り
及
び
て
候
が
、
何
と
て

こ
れ
な
る
女
性
は
来
ら
れ
て
候
ぞ
」と
訝
し
む
。
そ
れ
に
対
し
て
シ
テ
は



「
弁
才
天
は
女
体
に
て
、
そ
の
神
徳
も
あ
ら
た
な
る
、
天
女
と
現
じ
お
は
し

ま
せ
ば
、
女
人
と
て
隔
て
な
し
、
唯
知
ら
ぬ
人
の
言
葉
な
り
、
か
か
る
悲
願

を
起
こ
し
て
、
正
覚（
悟
り
を
開
い
て
）年
久
し
い
、
獅
子
通
王
の
古
よ
り
、

利
生
怠
ら
ず
」と
諭
す
。

　

神
仏
の
習
合
が
進
ん
だ
中
世
の
時
代
は
、女
性
を
修
行
の
妨
げ
、あ
る
い

は
穢
れ
の
存
在
と
し
た
考
え
が
集
合
し
た
時
代
と
も
い
え
る
。
一
方
で
、

専
ら
念
仏
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
誰
も
が
往
生
出
来
る
な
ど
の
、
平
等

た
ら
し
め
る
宗
教
が
流
布
し
た
時
代
で
も
あ
る
。『
竹
生
島
』の
弁
才
天

も
ま
た「
男
女
の
隔
て
な
く
利
益
を
与
え
る
」と
誓
う
。
女
体
の
弁
才
天
を

シ
テ
と
す
る
こ
と
で
差
別
を
否
定
し
、
衆
生
済
度
の
誓
い
が
実
感
を
持
っ
て

迫
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

金
剛
流『
竹
生
島
』の
小
書「
女
体
」

　

喜
多
流
の
小
書「
女
体
」
は
、
前
場
の
シ
テ
と
ツ
レ
は
常
の
ま
ま
で
、

後
場
の
シ
テ
と
ツ
レ
だ
け
が
入
れ
替
わ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
金
剛
流
の

「
女
体
」は
、
前
後
両
場
の
シ
テ
と
ツ
レ
が
入
れ
替
わ
る
。
つ
ま
り
前
場
の

シ
テ
は
女
、ツ
レ
は
漁
翁
、後
場
の
シ
テ
は
弁
才
天
、ツ
レ
は
龍
神
と
な
る
。

　

金
剛
流
の「
女
体
」は
、
金
剛
流
の
ツ
レ
方
で
あ
っ
た
長
命
家
の
小
書

よ
り
伝
え
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。
長
命
家
と
は
、
も
と
は
山
城
猿
楽
の

一
座
の
長
命
猿
楽
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
、
安
土
桃
山
時
代
に
、
長
命
次
郎
大
夫

が
大
和
猿
楽
の
金
剛
座
に
ツ
レ
役
と
し
て
所
属
し
た
ら
し
い
。
こ
の
時
代
、

豊
臣
秀
吉
に
よ
っ
て
大
和
猿
楽
四
座
に
俸
禄
が
支
給
さ
れ
る
な
ど
の
保
護

制
度
が
定
め
ら
れ
、
他
の
猿
楽
座
は
大
和
猿
楽
四
座
に
編
入
さ
れ
る
と
い
う

大
転
換
期
に
あ
っ
た
。
長
命
次
郎
大
夫
家
は
、
金
剛
座
の
ツ
レ
方
と
し
て

幕
末
ま
で
続
い
て
い
た
と
い
う
。

　

小
書「
女
体
」が
つ
く
と
、
シ
テ
と
ツ
レ
が
入
れ
替
わ
る
の
で
、
謡
い

ど
こ
ろ
も
逆
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
シ
テ
の
謡
と
し
て
、
ツ
レ
の
謡
よ
り
も

緩
急
が
つ
き
重
く
な
る
。

　

面
は
、
通
常
の
場
合
は
ツ
レ
の
位
に
相
応
し
い
小
面
を
つ
け
る
が
、「
女
体
」

で
は
増
女
に
変
わ
る
。
小
面
を
つ
け
た
弁
才
天
は
、
愛
ら
し
さ
や
清
ら
か

さ
が
際
立
ち
、
女
神
と
い
う
よ
り
も
天
女
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
調
さ
れ
る
。

頬
の
ほ
っ
そ
り
と
し
た
顔
立
ち
の
増
女
の
面
に
な
る
と
、
品
格
と
静
寂
な

美
し
さ
が
香
り
、神
々
し
い
雰
囲
気
を
漂
わ
す
。

　

ツ
レ
の
弁
才
天
の
舞
事
は
、
天
女
舞
で
あ
る
。
長
絹
の
袂
も
軽
や
か
に
、

爽
や
か
に
舞
う
。
舞
い
終
え
た
弁
才
天
は
、
い
っ
た
ん
ワ
キ
座
に
引
い
て

「
天
女
は
宮
中
に
入
ら
せ
給
へ
ば
」で
橋
懸
り
か
ら
去
る
。
シ
テ
の
龍
神
が

舞
働
か
ら
激
し
い
所
作
を
続
け
、
湖
上
の
波
を
蹴
立
て
て
、
龍
宮
に
飛
び

込
む
体
で
勢
い
よ
く
留
め
る
。

　
「
女
体
」の
場
合
は
ど
う
演
じ
ら
れ
る
の
か
。
弁
才
天
の
装
束
は
、
ツ
レ

に
よ
る
天
女
の
出
立
か
ら
、
舞
衣
の
出
立
へ
と
変
わ
る
。
天
女
舞
は
楽が

く

に

変
わ
る
。
段
的
に
も
た
っ
ぷ
り
と
舞
い
、
随
所
で
足
拍
子
を
踏
む
。
心
地
よ

い
テ
ン
ポ
の
盤
渉
楽
に
乗
っ
て
、
神
性
を
重
ん
じ
な
が
ら
も
リ
ズ
ミ
カ
ル

に
舞
う
の
だ
。

　

舞
い
終
え
た
弁
才
天
は「
元
よ
り
衆
生
済
度
の
誓
ひ
、
様
々
な
れ
ば
、

或
は
天
女
の
形
を
現
じ
、
有
縁
の
衆
生
の
諸
願
を
叶
へ
」と
主
題
を
表
し

「
天
女
は
宮
中
に
入
ら
せ
給
へ
ば
」の
謡
ど
お
り
に
、
作
物
の
宮
へ
入
る
。

続
い
て
龍
神
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
舞
い
上
げ
る
。
龍
神
は
橋
掛
り
よ
り

龍
宮
に
戻
り
、
舞
台
は
鎮
ま
る
。
宮
か
ら
出
た
弁
才
天
が
、
静
か
に
舞
い

留
め
る
。

　
『
竹
生
島
』小
書「
女
体
」が
終
曲
し
て
、
演
能
の
余
韻
を
残
す
舞
台
は

好
も
し
い
。
そ
こ
に
聴
く
の
は
、
春
の
琵
琶
湖
の
さ
ざ
な
み
の
音
。
琵
琶

湖
を
た
た
え
る
水
は
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
あ
ま
ね
く
命
の
源
で

あ
る
。
神
仏
が
水
な
の
か
、水
が
神
仏
な
の
か
。
能『
竹
生
島
』の
弁
才
天

が
、琵
琶
湖
に
帰
っ
て
い
く
幻
を
、橋
掛
り
の
向
こ
う
に
追
う
。


