
1 はじめに

　
は
じ
め
に

女
流
日
記
文
学
の
嚆
矢
と
さ
れ
る
『
蜻
蛉
日
記
』
は
、
二
十
一
年
間
の
結
婚
生
活
を
悲
嘆
の
色
調
を
も
っ
て
描
き
出
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
道
綱
母
が
半
生
の
憂
い
を
綴
り
、
人
生
を
凝
視
し
な
が
ら
諦
観
を
得
て
い
っ
た
も
の
と
、
こ
れ
ま
で
解
さ
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
。
例
え
ば
、
上
巻
で
は
「
兼
家
の
妻
と
し
て
生
き
る
こ
と
自
体
の
人
間
的
な
苦
し
さ
が
追
求
さ
れ
て
お
り
」、
中
巻
で
は

「
作
者
が
一
人
の
妻
と
し
て
苦
し
み
ぬ
く
心
の
根
底
に
、
も
は
や
妻
で
あ
る
こ
と
を
越
え
た
、
人
間
の
本
質
に
根
ざ
す
苦
悩
、
人
間

存
在
そ
の
も
の
の
苦
悩
が
見
い
だ
さ
れ
」、
ま
た
下
巻
で
は
「
愛
に
傷
つ
い
た
女
の
諦
観
を
含
ん
だ
わ
び
し
い
心
象
風
景
」
が
描
出

さ
れ
る
と
（
（
（

捉
え
ら
れ
て
き
た
。

近
年
、
十
世
紀
半
ば
に
お
け
る
、
藤
原
師
輔
の
息
子
た
ち
い
わ
ゆ
る
九
条
流
の
貴
公
子
の
恋
愛
贈
答
歌
を
写
し
留
め
る
私
家
集
の

盛
行
を
受
け
て
、『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻
に
は
「
兼
家
の
詠
草
を
記
録
す
る
と
い
う
事
業
へ
の
道
綱
母
の
協
力
」
と
い
う
重
要
な
役
割

の
あ
っ
た
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
（
（
（

。
論
者
も
、
古
歌
・
漢
詩
文
を
巧
み
に
摂
取
す
る
表
現
や
意
図
的
な
記
事
構
成
、
ま
た
家
庭
内

に
一
生
を
過
ご
し
た
道
綱
母
の
書
き
物
が
広
く
読
ま
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
の
観
点
を
妥
当
な
も
の
と
考
え
る
。
そ
の
驥
尾
に
つ

い
て
本
書
で
は
、『
蜻
蛉
日
記
』
の
上
巻
の
み
な
ら
ず
下
巻
最
終
部
へ
至
る
全
体
が
、
夫
と
貴
族
読
者
の
求
め
に
応
じ
て
、
九
条
流

の
貴
公
子
藤
原
兼
家
と
の
結
婚
生
活
の
逸
話
と
彼
を
恋
い
求
め
る
女
の
様
相
を
〈
兼
家
妻
〉
の
立
場
で
記
し
付
け
る
も
の
で
あ
り
、

ま
た
自
分
と
道
綱
を
兼
家
一
族
に
つ
な
が
る
存
在
と
し
て
貴
族
社
会
に
示
し
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
く
。
そ
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上
巻
に
お
け
る
〈
兼
家
妻
〉
と
し
て
の
社
交
の
様
相

こ
こ
で
は
上
巻
に
お
け
る
、
兼
家
の
妻
と
の
自
意
識
を
も
っ
て
の
社
交
記
事
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

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

　
」
で
は
、
兼
家
の
先
妻
時
姫
と
思
わ
れ

る
人
物
と
の
贈
答
歌
を
読
み
解
く
。
従
来
道
綱
母
と
時
姫
と
の
齟
齬
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
端
午
の
節
句
直
前
と

い
う
折
を
捉
え
て
の
妻
同
士
の
交
流
な
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
道
綱
母
か
ら
先
輩
の
妻
に
時
節
に
合
っ
た
洒
落
た
歌
を
贈
り
か
け

た
こ
と
、
そ
し
て
時
姫
に
兼
家
の
妻
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
。

第
二
章
「
上
巻
の
御
代
替
わ
り
考

　
兼
家
の
妻
と
し
て
の
行
動

　
」
で
は
、
村
上
帝
か
ら
冷
泉
帝
へ
の
御
代
替
わ
り
前
後
の

記
事
に
着
目
す
る
。
村
上
天
皇
崩
御
の
直
前
に
、
道
綱
母
は
東
宮
妃
怤
子
（
兼
家
妹
（
へ
和
歌
を
添
え
た
贈
り
物
を
し
て
、
そ
れ
が

「
五
の
宮
」（
後
の
円
融
帝
（
に
渡
っ
た
こ
と
が
描
か
れ
る
。
前
月
に
東
宮
亮
に
な
っ
た
兼
家
の
妻
と
し
て
東
宮
妃
の
知
己
を
得
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
五
の
宮
と
の
つ
な
が
り
も
表
し
て
い
る
と
読
み
取
れ
る
。
村
上
帝
崩
御
の
後
に
は
、
そ
の
寵
姫
で
あ
り

「
東
宮
の
御
親
の
ご
と
」
で
も
あ
っ
た
藤
原
登
子
（
兼
家
妹
（
と
道
綱
母
は
和
歌
の
贈
答
を
交
わ
し
、
ま
た
登
子
の
隣
に
住
ん
で
社

交
を
し
て
、
手
の
込
ん
だ
贈
り
物
も
届
け
て
い
る
。
政
権
変
動
期
に
お
け
る
、
和
歌
の
力
を
も
っ
て
の
道
綱
母
の
内
助
の
功
が
描
か

れ
て
い
る
。

『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻
に
は
、
和
歌
の
才
を
も
っ
て
、〈
兼
家
妻
〉
の
立
場
で
貴
顕
を
含
む
兼
家
の
周
囲
の
人
々
と
社
交
す
る
道
綱
母

が
示
し
出
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

こ
に
お
い
て
、
心
の
内
奥
に
踏
み
込
ん
で
行
く
卓
逸
し
た
表
現
世
界
は
生
ま
れ
出
て
い
る
と
考
え
る
。

上
巻
当
初
の
記
事
は
、
貴
公
子
と
の
恋
愛
贈
答
を
め
ぐ
る
文
芸
の
盛
行
を
背
景
と
し
、
ま
た
兼
家
の
求
め
に
応
え
て
、
求
婚
以
後

の
贈
答
歌
を
他
見
に
供
す
る
と
い
う
比
較
的
簡
明
な
動
機
で
書
き
綴
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
が
兼
家
の
親
族
や
章
明
親
王
な
ど

の
貴
顕
に
読
ま
れ
て
、
道
綱
母
は
新
た
な
交
際
と
知
見
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
社
交
の
様
相
は
『
蜻
蛉
日
記
』
の
い
わ
ゆ
る
上

巻
後
半
部
以
降
に
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
歌
を
よ
く
す
る
〈
兼
家
妻
〉
と
彼
ら
か
ら
認
知
さ
れ
て
彼
ら
と
社
交
す
る
こ
と
に
よ
り
、

家
庭
の
内
に
お
い
て
は
対
社
会
的
に
自
覚
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
〈
兼
家
妻
〉
と
し
て
の
自
意
識
が
培
わ
れ
て
い
く
。
道
綱
母
は
そ

の
認
識
に
拠
っ
て
さ
ら
に
書
き
綴
り
、
そ
れ
が
ま
た
兼
家
一
族
を
中
心
と
す
る
貴
族
読
者
に
読
ま
れ
て
反
応
を
得
る
と
い
う
運
び
に

お
い
て
、
彼
女
の
こ
の
自
己
認
識
は
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
。

現
在
の
上
巻
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
序
跋
文
が
付
さ
れ
る
時
、「
人
に
も
あ
ら
ぬ
身
の
上
ま
で
書
き
日
記
し
て
、
め
づ
ら
し
き

さ
ま
に
も
あ
り
な
ん
、
天
下
の
人
の
品
高
き
や
と
問
は
ん
た
め
し
に
も
せ
よ
か
し
」（
序
文
（
と
、
こ
の
書
き
物
に
は
「
天
下
の
人

の
品
高
き
」
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
「
た
め
し
」
と
な
る
意
義
が
存
す
る
と
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
頃
に
は
、
兼
家
の
妻
と

し
て
生
活
し
交
際
す
る
自
分
に
は
書
き
記
す
べ
き
存
在
価
値
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
の
だ
。

書
い
た
も
の
が
読
者
に
読
ま
れ
反
応
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
兼
家
の
妻
と
し
て
の
自
意
識
を
培
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ

は
書
き
重
ね
意
味
付
け
直
し
て
い
く
独
自
の
表
現
方
法
と
密
接
で
あ
る
。
ま
た
以
上
の
こ
と
か
ら
、『
蜻
蛉
日
記
』
の
主
題
と
い
う

べ
き
も
の
は
、
そ
の
時
の
状
況
と
自
意
識
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
変
化
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

十
一
の
論
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
記
事
の
表
現
に
即
し
な
が
ら
『
蜻
蛉
日
記
』
の
有
り
よ
う
と
そ
の
形
成
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。


