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『
更
級
日
記
』
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
上
総
国
か
ら
の
上
京
の
旅
の
記
は
、
作
者
菅
原
孝
標
女
十
三
歳
の
秋
冬
、

九
十
日
程
の
事
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
五
十
数
年
に
及
ぶ
作
者
の
人
生
の
回
想
で
あ
る
こ
の
日
記
全
体
の
中
で

約
二
割
も
の
分
量
を
占
め
て
お
り
、
量
的
に
も
、
内
容
的
に
も
特
異
な
部
分
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
旅
の
記
に

お
け
る
表
現
の
特
徴
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
背
景
に
あ
る
作
者
の
心
情
を
探
っ
て
み
た
い
。

上
京
の
旅
の
記
、
九
月
十
五
日
の
条
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

同
じ
月
の
十
五
日
、
雨
か
き
く
ら
し
降
る
に
、
境
を
出
で
て
、
下し
も
総つ
さ
の
国
の
い
か
だ
と
い
ふ
所
に
と
ま
り

ぬ
。
庵い
ほ
な
ど
も
浮
き
ぬ
ば
か
り
に
雨
降
り
な
ど
す
れ
ば
、
お
そ
ろ
し
く
て
寝い

も
寝
ら
れ
ず
。
野
中
に
、
丘

だ
ち
た
る
所
に
、
た
だ
、
木
ぞ
三
つ
立
て
る注注
注（

。
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一
見
何
気
な
い
文
章
で
あ
り
、
表
現
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
描
か
れ
た
風
景
に
は
、
作
者
の
極
め
て
個
性
的
な
、

特
異
な
感
覚
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
、こ
の
「
た
だ
、
木
ぞ
三
つ
立
て
る
」

と
い
う
表
現
に
つ
い
て
、「
木
」
と
、「
三
つ
」
と
い
う
数
と
に
分
け
て
考
え
て
み
た
い
。

二

ま
ず
、「
三
つ
」
と
い
う
数
字
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
多
田
一
臣
氏
は
こ
の
部
分
の
描
写
に
つ
い
て
、

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
に
支
え
ら
れ
た
風
景
で
あ
っ
た
の
か
は
、
こ
の
記
述
か
ら
は
明
瞭
に
う

か
が
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
丘
の
上
に
立
つ
三
本
の
木
の
印
象
が
、
後
年
ま
で
作
者
の
心

の
中
に
屹
立
す
る
鮮
明
な
映
像
と
し
て
、
こ
の
E
の
部
分
（
九
月
十
五
日
の
条

─
筆
者
注
注
全
体
の
記
憶

の
鍵
と
な
っ
て
い
る

と
し
、
記
憶
を
甦
ら
せ
る
鍵
言
葉
と
し
て
「
た
だ
、
木
ぞ
三
つ
」
は
あ
っ
た
と
述
べ
て
お
ら
れ
る注注
注（

。
し
か
し
、

三
と
い
う
数
字
そ
の
も
の
の
意
味
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
上
京
の
旅
の
記
に
は
、
こ
れ
以
外
に
も
数
字
、

そ
れ
も
特
に
三
と
い
う
数
字
を
使
っ
た
表
現
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
何
故
三
と
い
う
数
字
な
の
か

に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
議
論
が
無
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
小
谷
野
純
一
氏
は
そ
の
意
味
に
つ

「
下し
も

総つ
さ

の
国
の
い
か
だ
と
い
ふ
所
」
と
あ
る
「
い
か
だ
」
は
地
名
で
、『
和
名
抄
』
に
見
え
る
千
葉
郡
の
「
池

田
」
の
転
訛
あ
る
い
は
誤
写
か
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、「
庵い
ほ

な
ど
も
浮
き
ぬ
ば
か
り
に
雨
降
り
」
と
の
連
想
で
、

川
に
流
す
「
筏
」
を
掛
け
た
言
語
遊
戯
的
表
現
と
指
摘
さ
れ
る
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
問
題
な
の
は
、

「
野
中
に
、
丘
だ
ち
た
る
所
に
、
た
だ
、
木
ぞ
三
つ
立
て
る
」
と
い
う
い
わ
く
あ
り
げ
な
表
現
で
あ
る
。

文
章
と
し
て
は
一
見
簡
単
な
こ
の
部
分
に
つ
い
て
、
か
つ
て
阿
部
秋
生
氏
は
「
ど
う
い
う
必
要
が
あ
る
の
か
、

よ
く
わ
か
ら
な
い
表
現
」、「「
い
か
た
」
の
叙
景
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
の
だ
が
、
何
の
た
め
の
叙
景
な
の
か

が
は
つ
き
り
し
な
い
」
と
述
べ
、こ
の
よ
う
に
前
後
の
文
脈
と
論
理
的
に
つ
な
が
り
を
欠
く
表
現
の
た
め
、『
更

級
日
記
』
の
文
章
は
「
別
に
む
ず
か
し
い
文
章
で
は
な
い
が
、
案
外
作
者
の
意
図
が
わ
か
ら
な
く
な
る
所
の
多

い
文
章
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
た注注
注（

。
ま
た
、
高
橋
文
二
氏
は
、
こ
れ
を
「
即
物
的
な
風
景
描
写
」
と
し
、「
王

朝
の
観
念
世
界
の
緊
張
を
維
持
し
て
き
た
意
識
の
弛
緩
と
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
露
呈
さ
れ
て
き
た
意
識
の
む

こ
う
側
の
素
肌
の
世
界
の
現
出
」
と
い
う
事
態
に
お
け
る
特
異
な
風
景
描
写
と
さ
れ
て
い
る注注
注（

。
秋
山
虔
氏
も

「
野
中
の
丘
の
豪
雨
の
な
か
の
三
本
の
木
な
ど
の
印
象
は
、
貴
族
文
学
の
伝
統
的
自
然
観
か
ら
抜
け
出
た
目
と

心
を
感
じ
さ
せ
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る注注
注（

。

作
者
は
、
こ
の
部
分
も
含
め
、
川
の
中
の
四
本
の
柱
や
三
筋
の
葵
な
ど
数
量
的
表
現
に
対
し
て
こ
だ
わ
り
を

持
つ
よ
う
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、「
他
の
誰
で
も
な
い
作
者
の
記
憶
の
中
に
し
か
存
在
し
得
な
い
、
か
け

が
え
の
な
い
事
実
と
し
て
、
切
実
な
意
味
を
持
ち
得
た
の
だ
」
と
す
る
伊
藤
守
幸
氏
の
論
も
あ
る注注
注（

。


