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斎
藤
菜
穂
子
著

『
蜻
蛉
日
記
新
考

―
兼
家
妻
と
し
て
「
書
く
」
と
い
う
こ
と
―
』

福
家
俊
幸

　

斎
藤
菜
穂
子
氏
の
二
番
目
の
著
作
が
上
梓
さ
れ
た
。
題
し
て
『
蜻
蛉
日

記
新
考
―
兼
家
妻
と
し
て
「
書
く
」
と
い
う
こ
と
―
』
と
い
う
。
最
初
の

著
作
で
あ
る
『
蜻
蛉
日
記
研
究
―
作
品
形
成
と
「
書
く
」
こ
と
―
』（
武

蔵
野
書
院
）
が
上
梓
さ
れ
た
の
が
二
〇
一
一
年
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
本

書
は
斎
藤
氏
の
そ
の
後
の
七
年
の
歩
み
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な

る
。ま
ず
本
書
の
目
次
を
掲
げ
、そ
の
概
要
を
確
認
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

は
じ
め
に

Ⅰ　

上
巻
に
お
け
る
〈
兼
家
妻
〉
と
し
て
の
社
交
の
様
相

　

第
一
章　

�

時
姫
と
の
「
真
菰
草
」
の
贈
答
歌
考�

─
端
午
の
節
句
時
の

交
際
と
し
て
─

〔
書
評
〕

　

第
二
章　

上
巻
の
御
代
替
わ
り
考�

─
兼
家
の
妻
と
し
て
の
行
動
─

Ⅱ　

安
和
の
変
を
め
ぐ
り
構
成
さ
れ
る
記
事

　

第
三
章　

�

小
弓
の
記
事
に
お
け
る
「
柳
の
糸
」
と
「
柳
の
ま
ゆ
」
の
贈

答
歌
考�

―
「
眉
」
と
「
繭
」
の
掛
詞
を
め
ぐ
っ
て
―

　

第
四
章　

�

中
巻
の
「
桃
の
節
句
」
と
「
小
弓
」
の
記
事
に
つ
い
て�

─

安
和
の
変
の
直
前
に
書
か
れ
た
こ
と
―

　

第
五
章　

�

安
和
の
変
直
後
の
長
精
進
と
病
臥�

─
正
五
月
と
閏
五
月
の

対
応
─

　

第
六
章　

兼
家
の
御
嶽
詣�

─
安
和
の
変
後
に
求
め
ら
れ
た
加
護
─

　

第
七
章　

�

愛
宮
へ
の
長
歌
と
「
多
武
峯
よ
り
」
と
の
関
わ
り�

─
喚
想

さ
れ
る
過
去
の
悲
劇
─

　

第
八
章　

�

愛
宮
と
の
贈
答
歌
記
事
と
屏
風
歌
記
事
の
意
味�

─
安
和
の

変
後
の
御
代
替
わ
り
期
と
し
て
─

Ⅲ　

安
和
の
変
後
の
新
た
な
方
向
性

　

第
九
章　

�

中
巻
の
「
内
裏
の
賭
弓
」
の
意
義�

─
小
弓
の
記
事
と
の
関

係
か
ら
─

　

第
十
章　

�

下
巻
の
正
二
月
・
閏
二
月
の
漢
詩
文
的
表
現
群�

─
つ
く
り

出
さ
れ
た
春
の
情
景
─

ま
と
め　
　

�『
蜻
蛉
日
記
』
に
お
け
る
「
書
く
」
こ
と
と
〈
兼
家
妻
〉
と

し
て
の
自
意
識
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『蜻蛉日記新考―兼家妻として「書く」ということ―』
　

斎
藤
氏
の
二
冊
の
著
作
は
い
ず
れ
も
『
蜻
蛉
日
記
』
を
中
心
に
論
じ
た

も
の
で
あ
る
。『
蜻
蛉
日
記
』
は
平
安
時
代
の
仮
名
日
記
の
中
で
現
存
す

る
最
大
の
作
品
で
あ
り
、
女
性
の
書
い
た
日
記
文
学
の
嚆
矢
で
あ
る
。
文

学
史
的
に
も
重
要
な
作
品
な
の
で
『
蜻
蛉
日
記
』
を
主
要
な
研
究
対
象
と

す
る
研
究
者
は
少
な
く
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
脂
の
乗
り
き
っ
た
壮
年

期
に
、
連
続
し
て
『
蜻
蛉
日
記
』
の
本
格
的
な
著
作
を
世
に
問
う
た
研
究

者
は
稀
で
あ
ろ
う
。

　

斎
藤
氏
は
ま
さ
に
『
蜻
蛉
日
記
』
一
筋
と
い
う
べ
き
研
究
者
で
あ
り
、

そ
れ
だ
け
に
信
頼
性
の
高
い
思
考
と
論
理
が
本
書
を
貫
い
て
い
る
。
お
門

違
い
な
物
言
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
レ
ス
ト
ラ
ン
に
喩
え
れ
ば
、
本
書
は

一
品
に
心
血
を
注
い
だ
ま
さ
に
専
門
店
に
ふ
さ
わ
し
い
。
本
書
は
紛
れ
も

な
く
専
門
店
の
味
が
す
る
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。『
蜻
蛉
日
記
』
の
表

現
一
つ
一
つ
に
、
先
行
・
周
辺
作
品
と
の
関
係
性
が
見
定
め
ら
れ
、
た
え

ず
作
品
の
表
現
全
体
を
視
野
に
収
め
た
論
述
が
展
開
し
て
い
る
。
先
行
研

究
の
押
え
も
丁
寧
で
周
到
で
あ
る
。
と
も
す
れ
ば
、
観
念
が
先
走
り
、
本

文
が
置
い
て
い
か
れ
る
よ
う
な
論
が
流
通
し
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
弊
害

と
本
書
は
無
縁
で
あ
る
。
そ
こ
に
し
っ
か
り
し
た
注
釈
的
な
眼
が
根
付
い

て
い
る
こ
と
を
斎
藤
氏
の
研
究
の
特
質
と
し
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

評
者
が
本
書
で
一
番
興
味
深
く
読
ん
だ
の
は
、
第
一
部
の
「
第
二
章　

上
巻
の
御
代
替
わ
り
考
」
で
あ
る
。
斎
藤
氏
は
兼
家
の
妹
登
子
に
贈
っ
た

和
歌
に
付
け
ら
れ
た
、荷
を
負
わ
せ
足
に
瘤
を
付
け
た
木
の
人
形
に
つ
き
、

登
子
が
母
代
わ
り
で
あ
っ
た
、
幼
い
東
宮
守
平
親
王
に
渡
る
こ
と
を
想
定

し
て
贈
っ
た
と
考
察
し
て
い
る
。
こ
の
奇
妙
な
人
形
が
な
ぜ
贈
ら
れ
た
の

か
、
従
来
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
斎
藤
氏
の
見
解

は
独
自
性
が
高
く
、
蓋
然
性
も
高
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

御
代
替
わ
り
と
い
う
政
治
的
な
変
動
期
に
、
作
者
道
綱
母
が
夫
兼
家
の

意
思
を
代
行
す
る
よ
う
に
和
歌
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
玩
具
の
献
上

で
夫
を
支
え
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
い
わ
ば
内
助
の
功
の
よ
う
な
行
為
を

記
し
た
こ
と
は『
蜻
蛉
日
記
』の
読
み
に
一
石
を
投
じ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

政
治
的
な
変
動
期
と
い
え
ば
、
第
二
部
「
安
和
の
変
を
め
ぐ
り
構
成
さ

れ
る
記
事
」
は
第
三
章
か
ら
第
八
章
ま
で
の
論
考
を
収
め
、
本
書
の
中
核

を
成
し
て
い
る
が
、
こ
の
政
変
を
め
ぐ
る
記
述
か
ら
も
、
斎
藤
氏
は
兼
家

の
妻
と
し
て
の
作
者
が
迫
り
出
す
読
み
を
展
開
し
て
い
る
。
氏
は
安
和
の

変
前
後
の
記
述
に
兼
家
の
存
在
が
薄
い
と
い
う
観
点
か
ら
、
読
者
に
兼
家

が
こ
の
政
変
へ
関
与
し
て
い
な
い
こ
と
を
言
外
に
伝
え
る
効
果
を
指
摘
し

て
い
る
。
そ
こ
に
お
の
れ
の
書
き
も
の
を
読
者
と
の
関
係
性
の
中
で
、
政

治
的
に
利
用
す
る
、
現
実
的
な
効
用
が
読
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
も
兼
家
の
妻
と
し
て
、
夫
や
子
に
間
接
的
に
奉
仕
す
る
叙
述
の
あ
り
よ

う
が
見
据
え
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
な
お
、
斎
藤
氏
は
兼



國學院雜誌　第 120 巻第 1号（2019年） ― 22 ―

家
が
安
和
の
変
に
実
際
に
関
与
し
た
か
ど
う
か
は
別
の
問
題
と
し
て
考
察

の
対
象
と
し
て
い
な
い
。
そ
の
慎
重
な
姿
勢
は
是
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、

一
方
で
道
綱
母
が
安
和
の
変
に
無
縁
で
あ
る
こ
と
を
表
出
す
る
必
然
性
は

事
実
レ
ベ
ル
を
超
え
て
当
時
周
囲
が
兼
家
の
安
和
の
変
へ
の
関
与
を
ど
う

見
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
と
関
わ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
論
者
の
好

み
も
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
の
政
変
が
特
に
女
性
側
か
ら
ど
の
よ

う
に
受
け
取
ら
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
や
、妻
と
し
て
女
性
と
し
て
、

政
変
の
被
害
者
と
の
交
流
を
書
く
意
義
を
さ
ら
に
考
え
る
と
、
論
の
説
得

性
や
重
層
性
が
増
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
そ
れ
は
『
多
武
峯
少
将
物

語
』
の
世
界
と
重
な
る
問
題
と
も
繋
が
る
だ
ろ
う
）。

　

そ
も
そ
も
本
書
は
副
題
に
「
兼
家
妻
と
し
て
「
書
く
」
と
い
う
こ
と
」

と
あ
る
よ
う
に
、
兼
家
妻
と
い
う
立
場
か
ら
書
き
、
そ
れ
を
読
者
に
向
け

て
発
信
す
る
と
こ
ろ
に
『
蜻
蛉
日
記
』
の
本
質
が
見
出
さ
れ
て
い
る
。『
蜻

蛉
日
記
』
を
夫
の
夜
離
れ
を
嘆
き
、
お
の
れ
の
内
面
を
見
つ
め
た
書
と
し

て
捉
え
る
従
来
の
見
方
に
対
し
て
、
近
時
兼
家
の
和
歌
を
掲
載
す
る
兼
家

歌
集
と
し
て
の
側
面
（
今
西
祐
一
郎
氏
な
ど
）
が
指
摘
さ
れ
、
さ
ら
に
兼

家
の
妻
と
し
て
の
生
活
を
「
書
く
こ
と
」
で
、
そ
れ
を
新
た
な
「
た
め
し
」

と
し
て
世
（
貴
族
社
会
）
に
問
う
作
品
（
石
坂
妙
子
氏
、
吉
野
瑞
恵
氏
な

ど
）
と
す
る
見
方
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
本
書
も
そ
の
よ
う
な
新
し
い
動

向
に
拍
車
を
か
け
る
有
力
な
成
果
と
し
て
学
界
を
裨
益
す
る
に
相
違
な
い
。

　

斎
藤
氏
は
兼
家
の
妻
と
い
う
認
識
は
書
き
進
め
る
営
為
だ
け
で
は
な

く
、
そ
れ
に
対
す
る
読
者
の
反
応
を
得
る
こ
と
で
、
深
ま
っ
た
と
考
察
す

る
。
読
者
と
の
関
係
性
を
作
品
形
成
の
中
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
押
さ
え
る

観
点
は
有
益
で
、「
書
く
」
行
為
を
自
閉
的
に
捉
え
て
い
な
い
点
で
共
感

さ
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
特
に
『
多
武
峰
少
将
物
語
』
と
の
表
現
の
関
係

性
か
ら
、
こ
の
物
語
と
の
創
作
圏
・
享
受
圏
の
重
な
り
を
指
摘
す
る
と
こ

ろ
は
本
書
の
貴
重
な
成
果
だ
と
思
う
。
一
方
で
、
読
者
と
の
関
係
性
を
考

え
る
と
き
、
こ
の
作
品
が
巻
ご
と
に
流
布
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
も
っ
と

小
出
し
に
公
開
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
は
等
閑
に
は
で
き
な
い
だ
ろ

う
。
安
和
の
変
に
夫
が
関
係
な
い
こ
と
を
読
者
に
伝
達
す
る
効
用
が
あ
っ

た
と
す
れ
ば
、
そ
こ
で
差
し
出
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
が
現
存
の
鳴
滝
ま
で
含

ん
だ
中
巻
全
体
な
の
か
、
あ
る
い
は
前
半
の
部
分
的
な
も
の
な
の
か
は
大

き
な
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。も
ち
ろ
ん
斎
藤
氏
は「
ま
と
め
」で
、

そ
れ
ま
で
に
書
い
た
も
の
を
包
摂
し
て
新
た
に
意
味
づ
け
て
い
く
と
い
う

『
蜻
蛉
日
記
』
の
他
の
仮
名
日
記
と
は
異
な
る
独
自
性
を
述
べ
て
い
て
示

唆
的
で
あ
る
。
た
だ
本
書
で
は
や
や
具
体
性
を
欠
い
た
概
説
的
な
論
述
に

留
ま
っ
て
い
る
と
も
思
わ
れ
る
。
周
到
な
斎
藤
氏
で
あ
る
。
今
後
そ
う
し

た
独
自
性
が
奈
辺
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
の
か
論
証
す
る
こ
と
を
期
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
、
そ
の
暁
に
は
従
前
の
研
究
と
一
線
を
画

す
る
、
革
新
的
な
『
蜻
蛉
日
記
』
論
が
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。



― 23 ―
斎藤菜穂子著

『蜻蛉日記新考―兼家妻として「書く」ということ―』
　

最
後
に
「
第
六
章　

兼
家
の
御
嶽
詣
」
に
言
及
し
た
い
。
御
嶽
詣
で
は

寛
弘
四
年
の
息
子
道
長
の
も
の
が
あ
ま
り
に
有
名
で
あ
る
が
、
兼
家
の
そ

れ
は
目
的
も
含
め
て
あ
ま
り
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
斎
藤
氏
は

兼
家
の
御
嶽
詣
で
の
目
的
を
当
時
の
政
治
状
況
の
中
で
可
視
化
さ
せ
、
後

裔
の
先
蹤
と
な
っ
た
と
説
く
。
実
際
に
兼
家
の
御
嶽
詣
で
は
『
蜻
蛉
日
記
』

の
み
が
伝
え
、
斎
藤
氏
の
「『
蜻
蛉
日
記
』
の
記
事
の
史
料
的
な
価
値
を

再
評
価
す
べ
き
」
と
い
う
こ
と
ば
は
重
く
、
今
後
の
『
蜻
蛉
日
記
』
研
究

に
着
実
に
新
た
な
視
界
を
拓
い
て
い
る
。
ま
さ
に
専
門
店
の
醍
醐
味
で
あ

る
が
、
そ
ろ
そ
ろ
斎
藤
氏
に
よ
る
他
の
作
品
を
対
象
と
し
た
論
考
も
読
ん

で
み
た
い
、
新
メ
ニ
ュ
ー
の
導
入
も
望
み
た
い
と
思
う
の
は
、
こ
の
充
実

し
た
成
果
を
前
に
し
た
客
側
の
望
蜀
の
願
い
だ
ろ
う
か
。

（
Ａ
５
判
、
二
八
八
頁
、
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
八
年
三
月
発
行
、
定
価

九
五
〇
〇
円
＋
税
）


