
日
記
文
学

の
日
常
性

千

,,

葉

」

覚

中
古

・
中

世

の
仮
名

日
記
文
学

を
読
ん
で

み
る
と

何
ら

か

の
主

題
を
も
と

に
、

さ
ま
ざ

ま
な
感
動

・
事

件
を

回
想

し
記

し

て
い
る
と

い
う
感
が

非
常

に
強

い
。

ひ
な
み

単
な

る

「
日
波
」

と

い
う

日
々

の
記
録

で
な

い
こ
と

は

い
う

ま
で
も

な

い
淋
、

で
は
主
題

は
何

か
、
と

い

、

う
と
、
浅
学
非
才

の
私

に
と

っ
て
い

つ
も
そ
れ

は
犬

き
な
謎

で
あ

り
、
作
者

の
志
向
す

る
懇

の
は

一
体
何

な

の
か
、
瞹
昧
模
糊

と
し
て
な

か
な

か
掴

め
な

い
。

当

然
、
自
照
性

は
有

す
る
が
か
な
り
主
観
的

で
あ

り
漏

ま
た
大
胆
な
省
略
も
あ

る
σ
と
ど
ま

る
こ
と

の

な

い
生

の
連

続

で
、
繰

り
返

さ
れ
る
日
常
生
活

を
記

す
記
録

で
は
な

い
こ
と

は
も

ち
ろ
ん

で
あ

る
。
自

己

の
印
象
深

い
感
慨
を

(
悲
喜

こ
も
ご
も
種

々
あ

る
け

れ
ど
)
記
憶

に
強
く
残

っ
て
い
る
事

を
回
想

し
て

い

る
の
で
あ

る
。

主
題

は
a
常
を
離

れ
て
記
載
さ
れ

て

い
る
非

日
常
的
感

慨

に
注
目

し
な
け
れ
ば
な
ら
,な

い

の
だ

ろ
う
。

蜻
蛉

日
記

に
は
次

の
よ
う
な
記
事
が

あ

る
。

心

の
ど

か
に
暮

ら
す

日

々
、

は
か
な
き

こ
と

言

ひ
言

ひ

の
は

て
に
、
わ
れ
も
人

も
悪

し
う
言

ひ

な
り

て
、

う
ち
怨
じ

て
出
つ

る
に
な
り
ぬ
。

(
略
Y
あ

な
も

の
ぐ

る
ほ

し
、

た
は

ぶ
れ

ご
と

と

こ
そ
わ
れ

は
思

ひ
し
か
、

は
か
な
き
仲

な
れ

ば

、
か
く

て
や
む

や
う
も
あ
り
な
む

か
し

結
婚
生
活

も
十

二
年

目
を
迎
え
た
康
保

三
年

八
月

の
出
来
事

で
あ
る
。
作
者

と
そ

の
夫
兼
家

は
些
細

な

こ
と

か
ら
互

い
に
相
手
を
責

め
合

い
、

は
て
は
兼
家

が
子
道
綱

に
も
う
来

な

い
と
捨

て
科
白

を
残

し
て
去

っ
て
い

っ
た
事

件

で
あ

る
。

「
は

か
な
き
仲
」

と
頼

り
な

い
夫
婦
関
係
が

述

べ
ら
れ

て

い
る
が

、

こ
の
日

記

に
は
兼
家
糺
弾

の
言
葉
を
連
ら

ね
、
夫

の
愛
を
難

じ
、
不
信
感
を

示
す

記
事

は
多

い
。

そ
れ
が

こ
の
日

記

の
主
題
と
も
深
く
関
連

す
る
重
要

な
事
柄

で
あ
ろ

う
。

こ
こ

に
も
兼
家

に
対
す
る
愛
情

・
不
信

・
疑

い

の
気
持

ち
が
微
妙
、に
入
り
組
ん

で
、
複
雑

な
作
者

の

内

面
が

描

か
れ

て
い
て
、
注
目
す

べ
き
個
所

で
は
あ

る
。
・と

こ
ろ
が
私

は
更

に
こ
ん
な
点

に
も
注

目
し
て

み
る
。
引

用

の
始

め
の
部
分

「
心

の
ど

か
に
暮

ら
す

日
」

の
所

で
あ

る
。
作
者
め
兼
家

と

の
ん
び

り
と
屈

託
す

る
こ
と
な
く
過

し
て
い
る
様
が

窺
お

れ

る
。

頼
り

な

い
夫
婦
関
係
、

つ
ま
り
非

日
常
的
感
慨

に

主
眼
を
置

く
作

者

に
と

っ
で
こ
れ
は
省
略
し

て
も

よ

い
表
現

で
あ

ろ
う
が

、

二
人

の
何
げ

な

い
日
常
生
活

を
垣
間
見

た
感

じ
が

し

て
非
常
,に
興
味
が

持
で

る
。

こ

の
よ
う

に
主
題

か
ら
は
ず
れ

た
に
し
て
も
、
平
凡

な
日
常

性

の
強

い
表

現

に
私

は
強
く
惹

か
れ
る

の
で

・あ

る
。

,
印
象

強

い
感
慨
を

回
想

し
、
年
を
追

う
て
記

し

て
.

も
生

は
連
続
し

て
あ

る
も

の
だ
か
ら

そ
こ
に
日
常
茶

飯
事
が

隠
れ

て
い
る
。

そ
し

て
そ

の
隠
れ

て
見

え
な

い
あ

り
ふ
れ
た
平
凡
な
事
柄
が
根

底

に
あ

る
と
約
束
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さ
れ

て
い
る
か
ら
こ
そ
読
者

は
作
者

の
非
日
常
的
感

慨
を
鑑
賞

で
き

る

の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
な
ど
と
も

思
わ
れ

る
。
隠

れ
て
見
え
な

い
日
常
性

が
稀

に
表
現

さ
れ

て
い
る
と
非
常

に
興
味
を
抱
く

の
で
あ

る
。

紫
式
部
が
中
宮
彰

子

に
出
仕

し
た
記

事
を
中
心

に

記
さ
れ

て
い
る

「
紫
式
部

日
記
」

は
記

録
的
な
要
素

が
強
く
、

そ

の
点

異
質

で
は
あ

る
が

、
中
宮
彰
子

の

若
宮
出
産
後
、

間
も
な
く
宮
中

へ
戻

る
際

の
記
事

に

多
少
唐
突

な
感

じ

で
宮
仕
え
以
前

の
作

者

の
回
想
が

記
さ
れ

て
い
る
。

こ

の

一
節
も
作
者

の
出
仕
以
前

の

日
常
生
活
が

記
さ
れ

て
い
て
こ
の
日
記

の
日
常
性

を

示
す
も

の
で
あ

り
、
他

の
記
事

と
ど

う
関
わ
り

を
持

っ
て
い
る
の
か
、
ま

た
持

っ
て
い
な

い
の
か
興
味
深

い
。純

粋
な
仮
名

日
記

で
は
な

い
が
、

平
安
末

か
ら
鎌

倉
初
期

の
動

乱
期

に
生
き

た
建
礼
門

院
右
京
大
夫

に

家
集
が
あ

る
。

そ

の
長
文

の
詞
書

と
、
ほ
ぼ
年
代
配

列

か
ら

日
記

的
家

集
と
呼
ば

れ
、
自

己
を
國
想

し
て

ま
と

め
た
仮

名
日
記

の
要
素

を
強

く
持

っ
て
い
る
作

品
が

あ

る
。

「
あ

は
れ

に
も
、

か
な

し
く

竜
、
な

に

と
な

く
忘

れ
が
た
く

お
ぼ
ゆ

る
こ
と
ど
も

の
、
あ

る

を
り

を
り
、

ふ
と
心

に
お
ぼ

え
し
を
思

ひ
出

で
ら
る

る
ま

ま
に
、
我
が
目

ひ
乏

つ
に
見

む
と

て
書
き

お
く

な
り
」

と
冒
頭

の
講

書

に
も
み

ら
れ
る

よ
う

に
蹄
象

深

い
事
件

を
回
想
し

て
記

し
た
も

の
だ
淋
、

そ
の
中

で
も
平
資
盛
と

の
恋
が

主
軸

に
な

っ
て

い
る
。
そ

の

集

の
後

半
部
分

に
七
夕

の
歌

五
十

一
首
が

ま
と

め
て

置
か
れ

て
い
る
。
集

中
、
年
中
行
事

の
歌
が

ま
と
ま

っ
て
詠
ま
れ

た
歌
群
が

な

い
の
に
、

な
ぜ

七
夕
歌
だ

け
が
後

半
部
分

に
置

か
れ

た
の
か
、

さ
ら

に
な
ぜ

五

十

一
首

な

の
か
、

(編
纂

時
添

加
さ

れ

た
と
想
像

で

き
る
最
後

の
歌

を
除

け
ば

五
十
首
と

な
る
)

興
味
深

い
が
、

こ
こ
に
愚

日
常

性

の
強
く
窺

わ
れ
る
描
写

に

注
目
さ
れ

る
。

七
夕

歌
群
冒
頭
歌

の
詞
書

に

「
年

々
、

七
夕

に
歌
を

よ
み
て
ま
ゐ
ら

せ
し
を
、
思

ひ
出
ず

る

ば

か
り
、

ぜ
う

せ
う
こ
れ
も
書
き

つ
く
」

と
あ
り
、

過
去

の
七
夕

の
歌

を
そ

の
詠
作
時

に
配
置

せ
ず
、

こ

の
部
分

に
ま

と
め
て
置
く
と

い
う

の
で
あ

る
。
歌
群

の
歌

の
中

に
は
詠
作

時

に
お
け

る
個

々
の
歌
が
非

日

鴬

醜
感
慨

の
枠
内

に
あ

る
印
象
深

い
作

品

で
は
な
く
、

七
夕

の
瞳
に
歌

人
と
し

て
平
生
変

わ
り
な
く
詠

ん
だ

日
常
爵
な
も

の
も
あ

る
と
解
釈

で
き

よ
う
か
。
不
断

か
ら
詠
作
す

る
歌

人
と
し

て
の
自
負

心
と
と
も

に
こ

の
集

の
構
成
意
識

も
窺
わ
れ
、

そ

の
構

成
意
識
が
強

い
か
ら

こ
そ
、
何

ら
か

の
主
題
も
考

え
ら
れ
、
な

か

な

か
こ
の
日
常

性
を
示
す
表
現
も
無
視

で
き
な

い
も

の
と
な

る
。
成

立
と
深
く
関
連

し
た
日
常

性
と

い
え

る
。
さ
ら

に
何

故
こ
こ

に
七
夕
歌
群
が

あ
る

の
か
を

私
な
ウ

に
感

じ
た
こ
と
を
記

し
て
お
き
た

い
。

彦
星

の
行
合

の
空

を
な
が

め
て
も

待

つ
こ
と
も
な

き

わ
れ
ぞ

か
な

し
き

の
歌

な
ど

で
糸
賀
き

み
江

氏
も
述

べ
て
お
ら
れ
る
よ

う
に

(
新
潮
社

日
本
古
典
集

成

『建
礼
門
右
京

大
夫

集
』
)
平
資
盛

と

の
恋

と
別
離

を
投
影

さ

せ
た
歌

も

み
え

る
。
「
星

合

は
、
追
憶

の
中

に
生

き

て

い
る
資

盛

と
自
分

と

の
姿

の
投

影
」

(糸
賀

氏
前

掲
書
)

と

な
る
と
資
盛
と

の
恋

を
主
軸

に
し

て
い
る
こ

の
集

で

は
そ

の
投
影
さ
れ

た
歌

は
決
し

て
日
常
的

な
作

品

で

は
な
く
、
非

日
常
的

な
感

慨

で
あ
り
、
当
然
詠

作
時

に
置

い
て
し

か
る
べ
き

も

の
で
あ

る
。

に
も
か
か
わ

ら
ず

、
日
常
性

の
強

い
他

の
七
夕

の
風
俗

を
詠

ん
だ

歌

と

い

っ
し

ょ
に
こ
め
後

半
部

に
置

い
た

の
は
な
ぜ

か
。

そ
れ

は
資
盛
追
憶

の
中

で
生
き

て
き

た
作

者
自

身
が

自
己

の
意
識

に
対
す
る

一
つ
の
け

じ
め
を
示
し

た
か

っ
た

か
ら

で
あ

ろ
う
。
も
ち

ろ
ん
こ

の
歌

群

の

後

に
も
資
盛
を
偲

ぶ
描

写
は
多
少

み
ら

れ
る
が

、
そ

の
多

く
は
年
中
行
事

や
賀
宴

に
関
連

し
た
穏

や
か
な

歌

で
あ

る
。
何

よ
り
も
七
夕
歌
群

の
直
後

は
後
鳥

羽

帝

へ
の
再
出
仕

の
内
容

で
あ

る
こ
と

か
ら
も
建

礼
門

院

に
仕
え

た
女
房
、

そ
し

て
そ

の
縁

で
結
ば

れ
た
資

盛

と

の
過
去

に

一
区
切

り
を

つ
け

た
か

っ
た

の
で
は

な

い
だ
ろ
う

か
。

二
星
相

会

の

ロ
マ
ン
は
他

の
ど

ん

な
歌
、
年
中
行
事

よ
り
も
資
盛
と

の
恋

を
偲

び
、
区

切

り
を

つ
け

る
に
は
最
適

で
あ

っ
た
。
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