
　

当
地
の
名
を
全
国
に
知
ら
し
め
た
「
更

級
日
記
」。
作
者
で
あ
る
菅

す
が
わ
ら
た
か
す
え
の
む
す
め

原
孝
標
女
が

ど
の
よ
う
な
経
緯
で
こ
の
日
記
を
書
き
、

タ
イ
ト
ル
を
決
め
た
の
か
。「
源
氏
物
語
」

が
京
の
都
（
平
安
京
）
で
話
題
に
な
っ

て
い
た
千
年
前
、「
さ
ら
し
な
」
が
な
ぜ
、

都
の
高
貴
な
人
た
ち
の
関
心
に
な
っ
て

い
た
の
か
も
合
わ
せ
、
そ
の
理
由
に
つ

い
て
、
史
料
を
も
と
に
推
測
し
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。
仏
の
教
え
が
廃
れ
る

時
代
が
始
ま
る
と
い
う
末
法
思
想
が
影

響
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
シ
リ
ー
ズ

47
な
ど
で
書
き
ま
し
た
の
で
、
今
号
で

は
、
そ
の
中
で
菅
原
孝
標
女
が
「
さ
ら

し
な
」
に
関
心
を
深
め
た
理
由
に
絞
り

ま
す
。

�

�
�
�
�
�
�
先
生

　

調
べ
て
い
て
「
な
る
ほ
ど
、
そ
う
か

も
し
れ
な
い
」
と
思
っ
た
の
が
、
菅
原

孝
標
女
（
１
０
０
８
～
５
９
？
）
と

能の

う

い

ん

ほ

う

し

因
法
師
と
の
関
係
で
す
。
能
因
法
師

は
（
９
８
８
～
１
０
５
０
？
）
は
菅
原

孝
標
女
よ
り
20
歳
年
上
で
す
が
、
ほ
ぼ

同
時
代
を
生
き
た
人
。
中
流
階
級
の
貴

族
の
生
ま
れ
で
し
た
が
、
出
家
し
、
和

歌
の
道
を
生
涯
、
追
究
し
ま
し
た
。

　

自
分
の
足
で
東
北
地
方
を
は
じ
め
各
地

を
歩
き
、
地
名
が
持
つ
想
像
換
起
力
を
世

に
紹
介
し
ま
し
た
。
現
在
の
「
歌
枕
」
の

地
を
示
し
た
さ
き
が
け
で
、
江
戸
時
代
の

俳
人
、
松
尾
芭
蕉
に
「
奥
の
細
道
」
の
旅

を
さ
せ
る
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
人
で

す
。
そ
の
能
因
法
師
は
菅
原
孝
標
女
の
お

じ
さ
ん
（
母
親
の
兄
、
藤

ふ
じ
わ
ら
の
な
が
よ
し

原
長
能
）
を
和

歌
の
先
生
と
仰
ぐ
人
で
、
し
か
も
、
そ
の

能
因
法
師
は
、
当
地
に
も
旅
を
し
、
次
の

歌
を
作
っ
て
い
る
の
で
す
。

�

�
�
�
�
�
姨
捨
山
�
旅
寝
�
�

�

�
�
�
�
月
�
昔
見
�
�
�

　

昔
、
さ
ら
し
な
の
地
で
夜
を
明
か
し
た

こ
と
の
あ
る
能
因
法
師
が
、
都
か
そ
の
辺

り
で
月
を
見
て
い
る
と
き
に
、
さ
ら
し
な

で
の
観
月
体
験
を
感
慨
深
く
思
い
出
し
て

詠
ん
だ
歌
で
す
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
菅

原
孝
標
女
は
さ
ら
し

な
に
つ
い
て
、
能
因

法
師
か
ら
話
を
聞
い

て
、
イ
メ
ー
ジ
を
膨

ら
ま
せ
た
の
で
は
な

い
か
？　

菅
原
孝
標

女
に
と
っ
て
は
自
分

の
お
じ
さ
ん
を
先
生

と
仰
ぐ
能
因
法
師
で

す
か
ら
、
菅
原
孝
標

女
と
能
因
法
師
の
二

人
の
間
に
な
ん
ら
か

の
接
点
が
あ
っ
て
も

不
思
議
で
は
な
い
と
思
い
、
二
人
が
出

会
っ
た
可
能
性
が
あ
る
場
面
が
な
い
か
探

し
ま
し
た
。

　

あ
り
ま
し
た
。
天
皇
の
側
近
で
あ
る
当

時
の
最
高
権
力
者
、
藤

ふ
じ
わ
ら
の
よ
り
み
ち

原
頼
通
の
孫
で
あ

る
祐ゆ

う
し
な
い
し
ん
の
う

子
内
親
王
の
家
で
度
々
、
行
わ
れ
た

歌
会
で
す
。
内
親
王
と
い
う
の
は
天
皇
の

娘
の
こ
と
で
す
。
菅
原
孝
標
女
は
こ
の
内

親
王
の
世
話
を
す
る
女
房
と
し
て
働
い
て

お
り
、
こ
の
歌
会
に
は
能
因
法
師
が
有
力

な
歌
人
と
し
て
参
加
し
て
い
る
の
で
す
。

　

年
を
重
ね
て
自
分
の
晩
年
を
案
じ
て
い

た
菅
原
孝
標
女
で
す
か
ら
、
さ
ら
し
な
・

姨
捨
に
旅
を
し
た
能
因
法
師
が
縁
者
で
あ

る
な
ら
一
層
、「
ど
ん
な
と
こ
ろ
で
し
た

か
」
と
尋
ね
た
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
能
因
も
歌
の
先
生
の
姪
な
の

だ
か
ら
と
、
自
分
の
観
月
体
験
や
さ
ら
し

な
・
姨
捨
の
風
景
を
語
っ
た
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
当
時
は
今
の
よ
う
に
だ
れ
で
も
が

手
軽
に
旅
が
で
き
る
時
代
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
菅
原
孝
標
女
も
自
ら
の
足
で
当
地
を

訪
ね
た
形
跡
が
あ
り
ま
せ
ん
。
能
因
法
師

か
ら
の
情
報
を
も
と
に
、
さ
ら
し
な
・
姨

捨
の
世
界
を
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
、
日

記
を
書
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

能
因
法
師
が
菅
原
孝
標
女
の
お
じ
さ
ん

を
先
生
と
仰
い
だ
理
由
は
、
従
来
の
作
風

に
と
ら
わ
れ
な
い
作
風
が
お
じ
さ
ん
（
藤

原
長
能
）
の
歌
に
あ
っ
た
こ
と
も
あ
る
よ

う
で
す
。
当
時
の
歌
づ
く
り
は
想
像
の
世

界
を
詠
ん
だ
も
の
が
多
か
っ
た
そ
う
で

す
。
自
分
の
足
で
歩
い
た
実
感
を
た
く
さ

ん
の
和
歌
に
詠
ん
で
松
尾
芭
蕉
を
始
め
後

の
時
代
の
詩
人
た
ち
に
影
響
を
与
え
た
能

因
法
師
で
す
か
ら
、
普
通
と
は
違
う
作
風

の
菅
原
孝
標
女
の
お
じ
さ
ん
に
魅
力
を
感

じ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

�

�
旅
�
和
歌
�
力
�

　

能
因
法
師
の
こ
と
を
調
べ
、
さ
ら
し
な
・

姨
捨
へ
の
関
心
が
京
の
都
で
高
ま
っ
て
い

た
理
由
に
つ
い
て
も
想
像
を
膨
ら
ま
せ
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
や
は
り「
旅
」と「
和

歌
」
の
力
が
大
き
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

特
に
天
皇
の
命
令
で
編
纂
さ
れ
た
勅

ち
ょ
く
せ
ん撰

和

歌
集
で
す
。
最
も
権
威
の
あ
る
和
歌
集
で

す
か
ら
、
そ
こ
に
載
っ
て
い
る
歌
は
大
き

な
話
題
に
な
っ
た
は
ず
で
す
。
九
〇
五
年

に
編
ま
れ
た
古
今
和
歌
集
を
初
め
に
、
室

町
時
代
ま
で
の
約
五
百
年
間
に
、
全
部
で

二
十
一
の
勅
撰
和
歌
集
が
作
ら
れ
た
の
で

す
が
、
そ
の
中
で
「
さ
ら
し
な
・
姨
捨
」

が
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
歌
を
調
べ
ま
し

た
。
そ
こ
に
は
和
歌
を
作
っ
た
経
緯
が
添

え
ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
の
で
す
が
、

「
信
濃
に
下
り
け
る
…
」
な
ど
と
、
旅
と

の
関
連
を
強
調
し
た
形
で
作
っ
た
歌
が
あ

り
ま
す
。
例
え
ば

　　

「
信
濃
国
�
下
�
�
�
人
�
�
�
�
遣

�
�
�
�
」
と
し
た
上
で

�

月
影
�
�
�
�
見
�
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�
�
�
�
�
�

�
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�
紀
貫
之
作
�
拾

�
�
�
�
�
�
�

遺
集
�

　

さ
ら
に
「
越
後
�
�
上
�
�
�
�
姨
捨

山
�
麓
�
月
�
�
�
�
�
�
�
」
と
し
た

上
で

�

�
�
�
�
�
月
�
�
�
�
�
思
�
�
�

�

姨
捨
山
�
麓
�
�
�
�

　
　
　
　
　
　

�
橘
為
仲
作
�
後�

�
�
�
�
�
�
�

拾
遺
集
�

　　

紀き
の
つ
ら
ゆ
き

貫
之
の
歌
は
、
信
濃
に
任
官
す
る
人

に
「
信
濃
と
言
え
ば
さ
ら
し
な
・
姨
捨
の

月
が
有
名
だ
が
、
そ
こ
で
の
月
が
美
し
す

ぎ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
ず
っ
と
い
て
は
い

け
な
い
。
早
く
京
の
都
に
戻
っ
て
き
て
ほ

し
い
」
と
い
う
気
持
ち
を
詠
ん
だ
も
の
で

し
ょ
う
。
橘

た
ち
ば
な
の
た
め
な
か

為
仲
の
歌
は
、
新
潟
か
ら

の
帰
り
に
見
た
さ
ら
し
な
月
の
美
し
さ
を

感
慨
深
く
思
い
出
し
た
も
の
で
す
。
こ
ん

な
風
に
勅
選
和
歌
集
で
紹
介
さ
れ
る
「
さ

ら
し
な
」
で
す
。
訪
ね
た
こ
と
が
な
い
人

が
さ
ら
し
な
・
姨
捨
を
盛
り
込
ん
だ
歌
を

作
る
た
め
に
は
、
実
際
に
訪
ね
た
人
に
ど

ん
な
と
こ
ろ
な
の
か
聞
き
、
自
分
な
り
に

イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
る
こ
と
が
必
要

だ
っ
た
で
し
ょ
う
。

　

さ
ら
し
な
・
姨
捨
に
は
、
自
分
の
晩
年

を
い
や
お
う
な
く
考
え
さ
せ
る
響
き
が
あ

り
ま
す
。
そ
う
や
っ
て
、
都
の
人
々
は
さ

ら
し
な
・
姨
捨
の
世
界
が
身
に
し
み
る

よ
う
に
な
り
、「
更
級
日
記
」
も
執
筆
さ

れ
、
ま
た
和
歌
に
も
詠
み
込
む
人
が
増
え
、

伴
っ
て
月
の
美
し
さ
が
強
調
さ
れ
る
地
名

に
な
っ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て

最
初
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
和
歌
が
古

今
和
歌
集
収
載
の
「
わ
が
心
慰
め
か
ね
つ

更
級
や
姨
捨
山
に
照
る
月
を
見
て
」
だ
っ

た
の
で
す
（
こ
の
和
歌
に
つ
い
て
は
シ

リ
ー
ズ
30
、
60
な
ど
参
照
）。

　

右
の
写
真
は
か
る
た
の
「
小
倉
百
人
一

首
」（
任
天
堂
）
に
描
か
れ
た
能
因
法
師

と
そ
の
歌
。
左
上
は
天
皇
家
に
受
け
継
が

れ
て
き
た
全
勅
撰
和
歌
集
を
保
管
し
た

蒔ま

き

え絵
の
箱
で
す
。
そ
の
左
上
の
写
真
は
、

菅
原
孝
標
女
が
詠
ん
だ
和
歌
「
天
の
と
を

雲
ゐ
な
が
ら
も
よ
そ
に
み
て
昔
の
跡
を
こ

ふ
る
月
か
な
」
が
選
ば
れ
た
勅
撰
集
の
一

つ「
新
勅
撰
集
」（
１
２
３
５
年
）で
す
。「
勅

選
和
歌
集
入
門
」（
有
吉
保
著
、勉
誠
出
版
）

か
ら
複
写
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

当
地
を
訪
れ
た
更
級
日
記
作
者
の
縁
者
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千年前の平安京であった「さらしな問答」


