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本
年
二
〇
二
〇
年
は
、『
更
級
日
記
』
の
作
者
菅
原
孝
標
女
が
、
上
総
介
で
あ
っ
た
父
孝
標
の
任
期
終
了
に
と
も
な
い
、
上
総
を
出
立

し
上
京
の
途
に
着
い
た
寛
仁
四
年
（
一
〇
二
〇
）
か
ら
千
年
目
に
当
た
る
。
そ
の
記
念
と
し
て
、「『
更
級
日
記
』
千
年
紀
記
念
」
の
論
集

を
編
む
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
た
。

『
更
級
日
記
』
は
、
長
年
に
わ
た
り
層
の
厚
い
細
密
な
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
い
る
が
、
そ
れ
を
も
っ
て
し
て
も
、
い
ま
だ
、

不
分
明
な
部
分
も
多
く
、
本
質
に
手
が
届
き
か
ね
る
も
ど
か
し
さ
を
い
く
つ
も
抱
え
た
作
品
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
ひ
と
つ
に
、

『
更
級
日
記
』
冒
頭
に
据
え
ら
れ
た
上
総
と
東
国
の
問
題
が
あ
る
。
上
総
は
、
古
代
か
ら
大
国
と
し
て
都
と
の
交
流
が
密
で
あ
っ
た
こ
と

が
知
ら
れ
、
国
府
が
市
原
市
周
辺
に
あ
っ
た
こ
と
も
、
諸
方
面
か
ら
の
精
査
に
よ
り
確
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
孝
標
女
た
ち
が
住
ん
だ

で
あ
ろ
う
国
司
館
や
父
孝
標
が
執
務
し
た
で
あ
ろ
う
国
庁
の
位
置
は
い
ま
だ
判
然
と
せ
ず
、
作
品
に
記
さ
れ
る
地
名
も
場
所
も
、
候
補
地

が
あ
げ
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
結
論
を
得
る
に
至
っ
て
い
な
い
も
の
が
多
い
。
い
っ
ぽ
う
で
、『
更
級
日
記
』
冒
頭
部
分
に
は
東
国
の

地
名
が
い
く
つ
も
あ
が
り
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
記
述
が
丹
念
に
綴
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
上
総
や
東
国
に
注
視
す

る
こ
と
は
『
更
級
日
記
』
理
解
に
大
き
な
意
味
を
持
ち
、
千
年
紀
記
念
と
銘
打
つ
論
集
の
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
た
。

た
だ
、『
更
級
日
記
』
特
有
の
文
学
的
特
徴
と
も
絡
み
、
東
国
の
地
が
経
て
き
た
一
千
年
の
歳
月
の
壁
も
厚
く
、
ど
の
よ
う
に
し
た
ら

こ
の
企
画
を
具
体
化
で
き
る
の
か
、
な
か
な
か
難
し
い
問
題
で
あ
っ
た
。
思
い
悩
む
私
ど
も
の
背
中
を
押
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
、
本
企

画
を
お
引
き
受
け
く
だ
さ
っ
た
武
蔵
野
書
院
院
主
前
田
智
彦
氏
の
お
話
で
あ
っ
た
。
土
地
に
は
目
に
見
え
な
い
何
か
が
潜
み
、
そ
の
重
み
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と
深
淵
を
理
解
で
き
る
の
は
、
そ
の
土
地
に
た
い
す
る
深
い
愛
着
と
身
に
つ
い
た
勘
を
も
っ
た
土
地
の
人
々
な
の
で
は
な
い
か
。
生
粋
の

神
田
っ
子
の
、
生
ま
れ
育
っ
た
土
地
に
た
い
す
る
思
い
を
重
ね
て
の
お
話
は
強
く
胸
に
響
く
も
の
が
あ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
『
更
級
日
記
』
は
仮
構
さ
れ
た
文
学
世
界
で
も
あ
り
、
そ
の
出
発
地
で
あ
る
上
総
や
東
国
も
、
上
洛
の
記
さ
ら
に
は
『
更
級

日
記
』
の
表
現
構
造
の
中
で
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
表
現
世
界
の
中
で
、
東
国
を
起
点
と
す
る
の
は
な
ぜ
な
の
か

と
い
う
問
題
も
あ
ら
た
め
て
問
い
直
さ
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
文
学
空
間
と
し
て
の
東
国
へ
の
追
究
を
手
放
す
必
要
は
無
い
と
も
考
え
る

が
、
歴
史
と
風
土
と
文
学
が
そ
れ
ぞ
れ
越
境
し
、
融
合
し
、
重
な
り
合
う
先
に
新
し
い
『
更
級
日
記
』
論
の
可
能
性
が
浮
上
し
て
く
る
こ

と
も
確
か
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
更
級
日
記
』
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
が
平
安
文
学
研
究
の
ジ
ャ
ン
ル
の
中
で
「
京
」
を

暗
黙
の
了
解
と
し
て
行
な
わ
れ
て
き
た
が
、
時
代
を
超
え
、
研
究
領
域
を
超
え
、
多
角
的
側
面
か
ら
東
国
の
地
に
光
を
当
て
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
新
し
い
『
更
級
日
記
』
と
孝
標
女
研
究
へ
と
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
思
い
の
も
と
、

私
ど
も
は
、『
更
級
日
記　

上
洛
の
記
千
年

　

─
　

東
国
か
ら
の
視
座
』
を
刊
行
す
る
こ
と
に
し
た
。

本
論
集
で
は
、
如
上
の
考
え
に
共
感
を
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
多
方
面
の
論
者
の
皆
さ
ま
に
、『
更
級
日
記
』
と
「
東
国
」
を
軸
に
ご
執

筆
い
た
だ
い
た
。
難
し
い
テ
ー
マ
に
向
き
合
っ
て
く
だ
さ
っ
た
論
者
諸
氏
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
お
読
み
い
た
だ
く
皆

さ
ま
と
も
ご
一
緒
に
、
孝
標
女
の
京
へ
の
出
立
を
祝
い
た
い
と
思
う
。

本
論
集
が
、『
更
級
日
記
』
研
究
の
新
た
な
る
千
年
紀
に
向
け
て
の
節
目
の
一
書
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
ら
幸
い
で
あ
る
。

編
　
者
　
識
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『
更
級
日
記
』
の
旅
の
風
景

浅
　
　
見
　
　
和
　
　
彦

一
　
武
蔵
野
の
月

古
歌
に
云
く

　
武
蔵
野
は
月
の
入
る
べ
き
山
も
な
し

　
草
よ
り
出
で
て
草
に
こ
そ
入
れ

作
者
不
明
の
歌
な
が
ら
武
蔵
野
の
宏
大
な
野
景
を
歌
っ
た
も
の
と
し
て
、
な
が
く
伝
承

さ
れ
て
き
た
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
を
も
と
に
「
武
蔵
野
図
屛
風
」（
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
蔵
）

な
ど
、
多
く
の
絵
画
が
描
か
れ
て
い
る
。
武
蔵
野
の
月
は
草
の
原
の
彼
方
か
ら
上
っ
て
き

て
、
草
の
原
の
彼
方
に
沈
ん
で
い
く
。
広
大
な
武
蔵
野
な
ら
で
は
の
光
景
な
の
で
あ
る
。

首
都
圏
、
東
京
圏
に
い
る
人
々
に
と
っ
て
は
さ
し
も
珍
し
い
風
景
で
は
な
い
け
れ
ど
他
地

域
、
そ
れ
も
三
山
に
囲
ま
れ
た
平
安
京
に
住
ま
う
人
々
に
と
っ
て
は
驚
く
べ
き
こ
と
、
信

じ
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。『
更
級
日
記
』
の
作
者
、
菅
原
孝
標
女
も
そ
の
一
人
で

あ
っ
た
。

「武蔵野図屏風（右隻 部分）」（サントリー美術館蔵）

巻
頭
論
文



23 『更級日記』の旅の風景

「
は
る
ば
る
と
」
広
が
る
白
い
砂
浜
、
繁
り
合
う
黒
い
松
原
。
月
光
に
照
ら
し
出
さ
れ
る
白
と
黒
の
世
界
は
彼
女
の
心
に
深
く
刻
み
込
ま

れ
た
と
思
わ
れ
る
。
き
わ
め
て
絵
画
的
な
風
景
で
、
一
幅
の
絵
を
思
わ
せ
る
。

二
　
竹
芝
寺
の
も
の
が
た
り

太
井
川
を
渡
っ
た
彼
女
の
一
行
は
武
蔵
の
国
へ
と
歩
を
進
め
る
。

浜
も
砂
子
白
く
な
ど
も
な
く
、
こ
ひ
ぢ
の
や
う
に
て
む
ら
さ
き
生
ふ
と
聞
く
野
も
、
蘆
荻
の
み
高
く
生
ひ
て
、
馬
に
乗
り
て
弓
持
た

る
末
見
え
ぬ
ま
で
、
高
く
生
ひ
し
げ
り
て
、
中
を
分
け
行
く
に
、
竹
芝
と
い
ふ
寺
あ
り
。

し
か
し
、
武
蔵
野
の
実
景
は
ち
ょ
っ
と
彼
女
の
予
想
と
は
違
っ
て
い
た
。
白
い
浜
辺
か
と
思
っ
て
い
た
が
、
一
面
「
こ
ひ
ぢ
（
泥
土
）」

の
よ
う
で
黒
か
っ
た
。
紫
草
が
生
え
て
い
る
と
思
わ
れ
た
原
野
の
景
観
は
「
蘆あ
し

荻を
ぎ
」
ば
か
り
が
高
く
生
い
茂
っ
て
、
馬
に
乗
っ
て
行
く

人
物
の
弓
先
も
う
も
れ
て
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
く
ら
い
だ
っ
た
。
彼
女
は
「
こ
と
に
を
か
し
き
所
も
見
え
ず
」
と
失
望
の
色
を
隠
さ

な
い
。

そ
ん
な
彼
女
の
心
を
強
く
引
き
つ
け
た
の
は
竹
芝
寺
の
物
語
で
あ
っ
た
。

著
名
な
話
な
の
で
そ
の
概
略
の
み
に
と
ど
め
る
が
、
都
に
徴
用
さ
れ
て
い
た
東
国
の
男
が
故
郷
の
俚
謡
を
歌
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
帝
の

娘
が
偶
然
耳
に
し
て
、
東
国
へ
の
下
向
を
男
に
強
く
迫
る
。
男
は
皇
女
の
願
い
を
聞
き
入
れ
、
武
蔵
の
国
へ
と
姿
を
消
す
。
驚
い
た
朝
廷

で
は
使
者
を
遣
わ
し
、
皇
女
に
帰
京
を
う
な
が
す
が
、
皇
女
は
拒
否
す
る
。
困
っ
た
朝
廷
で
は
男
に
武
蔵
の
国
を
与
え
、
内
裏
の
ご
と
き

家
を
建
て
た
。
そ
の
後
、
そ
こ
は
寺
と
な
り
竹
芝
寺
と
呼
ば
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
「
竹
芝
の
を
の
こ
」
に
は
モ
デ
ル
が
い
た
。『
続
日
本
紀
』
に
名
の
見
え
る
武
蔵
不
破
麻
呂
、
あ
る
い
は
『
将
門
記
』
に
見
え
る

武
蔵
竹
芝
に
比
定
す
る
説
も
あ
る
。
ま
た
竹
芝
寺
に
つ
い
て
も
東
京
都
港
区
の
済
海
寺
説
が
有
力
だ
が
、
足
立
区
に
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
、

ま
た
さ
い
た
ま
市
の
氷
川
神
社
も
捨
て
が
た
く
思
わ
れ
る
。

寛
仁
四
年
（
一
〇
二
〇
）
九
月
三
日
、
十
三
歳
の
彼
女
は
父
の
上
総
介
の
秩
満
に
と
も
な

い
、
上
総
の
国
府
を
あ
と
に
し
、
都
へ
と
長
途
の
旅
に
出
立
す
る
。
波
打
つ
海
浜
の
光
景
に

目
を
驚
か
せ
、
宿
営
の
庵
も
浮
き
流
さ
れ
そ
う
な
豪
雨
に
も
見
舞
わ
れ
る
。
太
井
川
の
名
の

通
り
、
川
幅
広
い
大
河
に
車
ご
と
舟
に
載
せ
て
渡
河
を
果
た
す
。

お
そ
ら
く
孝
標
女
に
と
っ
て
ど
れ
も
初
め
て
の
体
験
。
不
安
も
恐
怖
も
き
っ
と
あ
っ
た
に

違
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
不
安
よ
り
彼
女
の
好
奇
心
の
方
が
は
る
か
に
強
か
っ
た
。
見
る
も

の
、
聞
く
も
の
す
べ
て
に
彼
女
は
強
く
引
き
付
け
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

土
砂
降
り
の
雨
の
夜
、
一
睡
も
で
き
な
か
っ
た
彼
女
ら
は
翌
朝
雨
の
上
が
っ
た
あ
と
、
彼

女
の
目
に
映
っ
た
も
の
は
、

野
中
に
丘
だ
ち
た
る
所
に
、
た
だ
木
ぞ
三
つ
立
て
る
。

風
景
で
あ
っ
た
。「
丘
だ
ち
た
る
所
」
と
い
う
の
は
大
河
の
洪
水
に
備
え
て
作
ら
れ
て
い
る

水
屋
の
こ
と
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
今
も
関
東
に
ま
れ
に
残
る
。
し
か
し
そ
の
風
景
は
彼

女
に
と
っ
て
新
鮮
で
物
珍
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

川
中
に
遺
る
「
ま
の
の
て
う
と
い
ふ
人
」
の
家
の
跡
も
作
者
の
興
味
を
惹
い
た
。
逗
留
し

た
「
く
ろ
と
の
浜
」
は
、

片
つ
方
は
ひ
ろ
山
な
る
所
の
、
砂
子
は
る
ば
る
と
白
き
に
、
松
原
し
げ
り
て
、
月
い
み
じ
う
明
き
に
、
風
の
音
も
い
み
じ
う
心
細
し
。

人
々
を
か
し
が
り
て
歌
よ
み
な
ど
す
る
に
、

ま
ど
ろ
ま
じ
今
宵
な
ら
で
は
い
つ
か
見
む

く
ろ
と
の
浜
の
秋
の
夜
の
月


