
　

今
、
私
た
ち
が
読
め
る
「
更
級
日
記
」

は
、
藤ふ

じ
わ
ら
て
い
か

原
定
家
が
書
き
写
し
た
「
御ご

も
つ物
更

級
日
記
」
が
も
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
定

家
は
今
か
ら
約
八
百
年
前
、
平
安
時
代
末

期
か
ら
鎌
倉
時
代
を
生
き
た
歌
人
で
、
彼

が
書
写
し
た
更
級
日
記
が
天
皇
家
の
宝ほ

う
も
つ物

と
し
て
代
々
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、天
皇
の
所
有
物
を
意
味
す
る
「
御
物
」

と
い
う
言
葉
を
冠
し
て
こ
う
呼
ば
れ
て
い

ま
す
。（
藤
原
定
家
と
更
級

日
記
の
関
係
に
つ
い
て
は
シ

リ
ー
ズ
四
十
一
回
を
ご
覧
く

だ
さ
い
）。

　

現
在
は
宮
内
庁
三
の
丸
尚

蔵
館
に
保
管
さ
れ
て
お
り
、

ふ
だ
ん
は
見
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
が
、
そ
れ
を
実
際
に

手
に
し
て
調
べ
た
人
の
本
が

あ
り
ま
し
た
。

　

▽
美
術
工
芸
品

　

大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
）

に
発
行
さ
れ
た
玉
井
幸
助
さ

ん
の
「
更
級
日
記
錯さ

っ
か
ん簡
考
」

で
す
。
更
級
日
記
は
藤
原
定

家
が
写
し
た
も
の
を
も
と

に
、
そ
の
後
さ
ら
に
写
本
が

つ
く
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
す

が
、
い
ず
れ
も
そ
の
文
脈
が

う
ま
く
つ
な
が
ら
な
い
と
こ

ろ
が
あ
る
の
で
、「
お
か
し

い
」
と
江
戸
時
代
か
ら
言
わ

れ
て
い
ま
し
た
。
錯
簡
と
い

う
の
は
、
と
じ
誤
り
の
た
め

本
の
ペ
ー
ジ
が
く
る
っ
て
い

る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　

玉
井
さ
ん
は
東
京
高
等
師

範
学
校
（
現
筑
波
大
学
）
の

先
生
だ
っ
た
大
正
十
三
年
八

月
一
日
、
日
本
で
最
も
古
い

歌
集
で
あ
る
万
葉
集
研
究
の

第
一
人
者
で
知
ら
れ
た
東
京

帝
国
大
学
（
現
東
京
大
学
）

教
授
の
佐
々
木
信
綱
さ
ん
を

通
じ
、
当
時
の
宮
内
省
に
保

管
さ
れ
て
い
た
御
物
更
級
日

記
を
調
査
す
る
こ
と
が
で
き

た
の
だ
そ
う
で
す
。

　

保
管
さ
れ
て
い
た
も
の
が
左
の
写
真
で

す
。「
更
級
日
記
錯
簡
考
」の
口
絵
に
あ
っ

た
も
の
を
複
写
し
ま
し
た
。日
記
は
外
箱
、

中
箱
、
内
箱
と
三
重
の
箱
に
入
っ
て
い
ま

す
。
外
箱
は
写
真
に
あ
る
「
更
級
日
記
」

の
右
、
金
属
の
錠
の
つ
い
た
桐
の
箱
で
、

そ
の
上
に
あ
る
の
が
中
箱
で
す
。
内
箱
は

日
記
が
立
て
掛
け
て
あ
る
後
ろ
、
三
日
月

が
見
え
る
も
の
で
す
。

　

こ
の
三
日
月
の
あ
る
も
の
が
内
箱
の
ふ

た
で
、
三
日
月
は
波
形
の
模
様
を
ほ
ど
こ

し
た
青
海
波
に
浮
か
ぶ
よ
う
に
描
か
れ
て

い
ま
す
。
う
る
し
で
絵
模
様
を
か
き
、
金

銀
な
ど
の
粉
を
ま
い
て
磨
く
蒔ま

き
え絵
の
技
法

で
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。
カ
ラ
ー
で
な
い

の
が
残
念
で
す
が
、
三
日
月
は
銀
色
だ
そ

う
で
す
。
ま
さ
し
く
美
術
工
芸
品
と
言
っ

て
い
い
で
し
ょ
う
。

　

▽
鑑
賞
の
恩
人

　

錯
簡
は
「
列
帖
装
」
と
い
う
製
本
方
法

か
ら
生
じ
ま
し
た
。
列
帖
装
と
は
五
―
六

枚
ず
つ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
折
り
に
し
て

背
中
の
部
分
に
糸
を
通
し
、
束
ね
る
方
法

を
言
い
ま
す
。
そ
の
糸
が
切
れ
て
ば
ら
ば

ら
に
な
っ
て
い
た
紙
を
と
じ
直
す
と
き

に
、
順
序
を
間
違
え
た
の
が
原
因
と
み
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

玉
井
さ
ん
は
「
更
級
日
記
錯
簡
考
」
の

中
で
、「
御
物
更
級
日
記
」
を
手
に
し
た

と
き
の
様
子
に
つ
い
て
「
七
百
年
の
古
色

に
染
め
ら
れ
た
御
物
、
折
か
ら
の
朝
風
に

香
る
紙
の
匂
い
も
い
と
め
で
た
く
拝
せ
ら

れ
た
」
と
書
い
て
い
ま
す
。
八
月
一
日
と

い
え
ば
夏
の
盛
り
で
す
か
ら
、
午
前
の
早

い
時
刻
、
風
が
通
り
抜
け
る
よ
う
な
部
屋

で
宝
物
を
ひ
も
と
い
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

更
級
日
記
は
定
家
が
書
き
写
し
て
く
れ

て
い
た
か
ら
今
に
残
る
と
い
う
意
味
で
、

更
級
日
記
の
「
命
の
恩
人
」
で
す
。
玉
井

さ
ん
は
、
と
じ
誤
り
を
学
術
的
に
究
明
し

た
と
い
う
功
績
か
ら
「
鑑
賞
の
恩
人
」
と

言
っ
て
い
い
方
で
す
。

　

▽
後
西
天
皇
に
献
上
？

　

で
は
、
ど
の

よ
う
な
経
緯

で
定
家
の
更
日

記
が
天
皇
家
に

渡
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。

　

御
物
更
級
日

記
の
書
体
を

写
真
撮
影
し
て

影え
い
い
ん
ぼ
ん

印
本
と
呼
ば

れ
る
形
で
復
元

出
版
し
た
笠
間

書
院
の
本
の
解

説
が
参
考
に
な
り
ま
す
。
解
説
者
の
橋
本

不
美
男
さ
ん
に
よ
る
と
、
定
家
の
子
孫
の

家
系
で
あ
る
京
都
の
冷
泉
家
か
ら
江
戸
時

代
初
頭
、
後ご

さ
い西
天
皇
に
渡
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

御
西
天
皇
の
側
近
的
な
公
家
の
日
記
に

は
、
御
物
更
級
日
記

が
後
西
天
皇
の
遺
物

の
扱
い
で
あ
る
こ
と

を
う
か
が
わ
せ
る
記

述
が
あ
り
、
更
級
日

記
は
後
西
天
皇
の
後

継
者
で
あ
る
霊
元
天

皇
が
受
け
継
い
だ
こ

と
が
分
か
る
そ
う
で

す
。
更
級
日
記
は
後

西
天
皇
が
入
手
し
て

珍
重
さ
れ
た
も
の
で

は
な
い
か
と
、
橋
本

さ
ん
は
推
測
し
て
い

ま
す
。

　

後
西
天
皇
は
寛
永

十
四
年
（
一
六
三
八
）

生
ま
れ
。
学
問
に
励

み
和
歌
の
才
能
に
も

す
ぐ
れ
た
方
で
古
典

へ
の
理
解
も
深
か
っ

た
と
さ
れ
て
い
る
の

で
、
歌
人
と
し
て
最

も
尊
敬
さ
れ
て
い
た

定
家
自
筆
の
更
級
日

記
を
定
家
の
子
孫
の

月
の
蒔
絵
の
小
箱
の
中
に

家
か
ら
献
上
さ
せ
、
手
元
に
置
い
た
可
能

性
も
あ
る
と
私
は
思
い
ま
す
。

　

橋
本
さ
ん
が
解
説
を
書
い
た
こ
の
影

印
本
は
御
物
更
級
日
記
と
同
じ
サ
イ
ズ

で
、
縦
十
六
㌢
、
横
十
五
㌢
。
手
の
中

に
お
さ
ま
る
よ
う
な
愛
ら
し
い
感
じ
で

す
。
影
印
本
は
洋
紙
で
で

き
て
い
ま
す
が
、
御
物
本

は
和
紙
。
定
家
が
書
写
し

た
の
は
十
三
世
紀
半
ば
な

の
で
、
後
西
天
皇
が
手
に

し
た
十
七
世
紀
半
ば
ま
で

に
は
四
百
年
の
歳
月
が
経

過
し
、そ
の
味
わ
い
は
ず
っ

と
増
し
て
い
た
で
し
ょ
う
。

後
西
天
皇
が
ず
っ
と
自
分

の
そ
ば
に
置
い
て
お
き
た

く
な
っ
た
気
持
ち
も
分
か

る
気
が
し
ま
す
。
三
重
に

取
り
巻
く
箱
は
、
後
西
天
皇
以
降
に
つ
く

ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で

す
。

　

▽
も
っ
と
も
貴
重
な
も
の　

　

更
級
日
記
は
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）、

天
皇
が
江
戸
城
に
住
ま
い
を
移
し
皇
居
と

な
っ
た
際
、
一
緒
に
東
京
に
運
ば
れ
宮
内

省
図
書
寮
（
現
宮
内
庁
書
稜
部
）
な
ど
に

保
管
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
の
更

級
日
記
の
大
事
さ
が
よ
く
う
か
が
え
る
新

聞
記
事
（
写
真
中
央
）
が
あ
り
ま
す
。
昭

和
三
年
（
一
九
二
八
）
九
月
二
十
一
日
付

け
の
朝
日
新
聞
で
す
。

　

二
面
の
中
ほ
ど
に
、
宮
内
省
図
書
寮
が

コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
新
築
さ
れ
た
の
を
記

念
し
、
所
蔵
古
典
の
一
般
観
覧
が
あ
る
こ

と
を
知
ら
せ
る
記
事
が
載
っ
て
い
ま
し

た
。
記
事
は
、
鑑
賞
で
き
る
古
典
の
数
が

二
十
五
集
巻
と
記
し
た
う
え
で
、
中
で
も

四
点
が
「
も
っ
と
も
貴
重
な
も
の
」
と
指

摘
。
そ
の
四
点
の
一
つ
が
「
藤
原
定
家
筆

更
級
日
記
」
と
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

右
の
写
真
は
、
笠
間
書
院
の
影
印
本
の

中
に
あ
る
、
更
級
日
記
作
者
、
菅
原
孝
標

の
娘
の
和
歌
「
月
も
い
で
で
闇
に
く
れ
た

る
姨
捨
に
な
に
と
て
今
宵
訪
ね
き
つ
ら

む
」
の
部
分
で
す
。
タ
イ
ト
ル
を
更
級
日

記
に
し
た
理
由
を
示
す
根
拠
と
な
っ
て
い

る
歌
で
す
。
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