
堀辰雄が口ずさんだ「更級」 今
か
ら
千
年
前
に
書
か
れ
た「
更
級
日
記
」

の
作
者
は
「
菅
原

す
が
わ
ら

孝
標

た
か
す
え

の
娘

む
す
め

」
と
い
う
女
性

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
平
安
時
代
の
女
性
文
学

の
代
表
作
の
一
つ
と
さ
れ
ま
す
。
こ
の
作
者

で
あ
る
菅
原
孝
標
の
娘
へ
の
共
感
を
最
も
強

く
表
現
し
た
の
が
作
家
の
堀
辰
雄
で
す
。 

▽
少
年
の
愛
読
書 

堀
の
作
品
と
し
て
は
、
八
ヶ
岳
の
裾
野
に

あ
る
療
養
所
を
舞
台
に
死
を
自
覚
し
た
者
の

目
を
通
し
て
自
然
や
風
景
の
美
し
さ
を
描
い

た「
風
立
ち
ぬ
」が
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

山
口
百
恵
と
三
浦
友
和
の
黄
金
コ

ン
ビ
で
映
画
に
も
な
り
ま
し
た
。 

大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
に

軽
井
沢
を
初
訪
問
し
て
そ
の
雰
囲

気
に
引
か
れ
、
そ
の
後
、
追
分
を

拠
点
に
、
独
特
の
ス
タ
イ
ル
で
日

本
近
代
文
学
の
一
翼
を
担
い
ま
す
。

川
端
康
成
も
そ
の
才
能
を
評
価
し

ま
し
た
。
堀
自
身
も
肺
結
核
を
患

う
病
身
だ
っ
た
こ
と
が
堀
の
文
学

世
界
の
基
調
を
作
っ
た
と
思
わ
れ

ま
す
。 

そ
の
堀
が
「
風
立
ち
ぬ
」
の
ほ

か「
美
し
い
村
」「
聖
家
族
」「「
大

和
路
・
信
濃
路
」
な
ど
一
連
の
代

表
作
を
書
き
終
え
た
後
の
昭
和
十

六
年
（
一
九
四
一
）、
姨
捨
山
付
近

を
訪
ね
、
エ
ッ
セ
ー
「
姨
捨
記
」

を
発
表
し
ま
し
た
。
そ
の
中
で
更

級
日
記
へ
の
思
い
を
次
の
よ
う
に

記
し
て
い
ま
す
。 

「
更
級
日
記
は
私
の
少
年
の
日

か
ら
の
愛
読
書
で
あ
っ
た
。（
中

略
）読
み
す
す
ん
で
い
る
う
ち
に
、

遂
に
或
日
そ
の
か
す
か
な
枯
れ
た

よ
う
な
匂
に
中
か
ら
突
然
、
ひ
と

り
の
古
い
日
本
の
女
の
姿
が
一
つ
の
鮮
や
か

な
心
像
と
し
て
浮
か
ん
で
来
だ
し
た
」 

「
古
い
日
本
の
女
性
」
と
は
「
日
本
の
女

の
誰
で
も
殆
ど
宿
命
的
に
も
っ
て
い
る
夢
の

純
粋
さ
、
そ
の
夢
を
夢
と
知
っ
て
し
か
も
な

ほ
夢
み
つ
つ
、
最
初
か
ら
詮

あ
き
ら
め

の
姿
態
を
と

っ
て
人
生
を
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
」
女
性

の
こ
と
で
、「
そ
の
生
き
方
の
素
直
さ
と
い

う
も
の
を
教
え
て
く
れ
た
の
で
あ
る
」
と
堀

は
続
け
て
い
ま
す
。 

▽
女
性
の
ユ
ニ
ー
ク
な
視
点 

確
か
に
更
級
日
記
に
は
源
氏
物
語
の
よ
う

な
大
き
な
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
や
事
件
は
あ
り
ま

せ
ん
。「
晩
年
の
孤
独
な
自
分
の
境
遇
を
嘆
い

た
だ
け
」
と
、
菅
原
孝
標
の
娘
を
評
価
し
な

い
声
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
切
っ
て

捨
て
る
の
は
間
違
い
で
す
。 

女
性
解
放
運
動
の
先
駆
者
、
平
塚
ら
い
ち

ょ
う
が
明
治
末
、
文
芸
誌
「
青
鞜
」
で
書
い

た
「
女
性
は
太
陽
だ
っ
た
」「
元
始
」
と
は
縄

文
時
代
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
弥
生

時
代
の
米
作
に
よ
っ
て
食
料
貯
蔵
が
可
能
に

な
り
権
力
に
よ
る
統
治
が
進
ん
で
い
く
過
程

で
、
女
性
を
男
性
に
従
属
さ
せ
る
傾
向
が
強

ま
り
ま
す
。
そ
の
矛
盾
が
極
ま
っ
た
の
が
平

安
時
代
と
も
言
わ
れ
ま
す
。 

菅
原
孝
標
の
娘
だ
け
で
な
く
紫
式
部
な
ど

の
女
性
作
家
た
ち
は
、
い
わ
ば
「
太
陽
」
の

よ
う
に
生
き
生
き
と
生
き
た
女
性
た
ち
の
末

裔
と
し
て
文
学
で
、
女
性
の
存
在
意
義
を
表

現
し
た
と
も
言
え
ま
す
。 

実
際
は
男
な
の
に
女
に
扮
し
て
「
男
も
す

な
る
日
記
と
い
う
も
の
を
し
て
み
ん
と
…
」

と
わ
ざ
わ
ざ
断
り
の
一
文
か
ら
始
め
た
「
土

佐
日
記
」
作
者
の
紀
貫
之
の
告
白
は
、
裏
返

せ
ば
女
性
の
視
点
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
を
認
め
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

堀
も
更
級
日
記
を
自
分
流
に
ア
レ
ン
ジ
し

た
「
姨
捨
」（
一
九
四
〇
年
発
表
）
と
い
う
短

編
の
作
品
を
書
い
て
い
ま
す
。
こ
の
作
品
の

特
徴
は
、
菅
原
孝
標
の
娘
に
相
当
す
る
女
性

が
晩
年
、
夫
に
伴
っ
て
信
濃
国
に
一
緒
に
赴

任
し
て
い
く
こ
と
で
物
語
が
終
わ
る
こ
と
で

す
。
菅
原
孝
標
の
娘
が
実
際
は
同
行
し
な
か

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
シ
リ
ー
ズ
十
六
回
目

で
触
れ
ま
し
た
。 

▽
月
の
凄
い
ほ
ど
い
い 

先
に
紹
介
し
た
「
日
本
の
女
の
誰
で
も
殆

ど
宿
命
的
に
も
っ
て
い
る
夢
の
純
粋
さ
、
そ

の
夢
を
夢
と
知
っ
て
し
か
も
な
ほ
夢
み
つ
つ

最
初
か
ら
詮
の
姿
態
を
と
っ
て
人
生
を
受
け

入
れ
よ
う
と
す
る
、そ
の
生
き
方
の
素
直
さ
」

と
の
堀
の
指
摘
に
は
異
論
も
あ
る
で
し
ょ
う
。 

堀
の
時
代
は
ま
だ
更
級
日
記
の
研
究
が
発

展
途
上
で
、
現
代
文
訳
も
い
ま
ほ
ど
に
多
様

に
は
な
さ
れ
ず
、
解
釈
も
不
十
分
で
し
た
。

お
そ
ら
く
原
文
を
読
ん
で
自
分
の
解
釈
を
つ

く
っ
て
い
っ
た
で
し
ょ
う
。
堀
は
明
治
三
十

七
年
（
一
九
〇
四
）
の
生
ま
れ
で
す
。
青
年

期
の
大
正
時
代
は
女
性
の
参
政
権
要
求
な
ど

女
性
解
放
運
動
が
活
発
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

堀
も
そ
の
空
気
に
触
れ
、
女
性
の
立
場
に
つ

い
て
意
識
的
に
考
え
る
機
会
が
あ
っ
た
と
思

わ
れ
ま
す
。 

堀
は
ま
た
「
姨
捨
記
」
の
中
で
、
菅
原
孝

標
の
娘
が
更
級
日
記
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
つ

け
た
理
由
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。 

 

月
の
凄
い
ほ
ど
い
い
、
荒
涼
と
し
た

古
い
信
濃
の
里
が
、
当
時
の
京
の
女
た

ち
に
は
彼
女
た
ち
の
花
や
か
に
見
え
る

そ
の
日
暮
ら
し
の
す
ぐ
裏
側
に
あ
る
生

の
真
相
の
象
徴
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い

た
に
ち
が
ひ
な
く
、
そ
し
て
そ
う
い
ふ

女
た
ち
の
一
人
が
そ
の
心
慰
ま
ぬ
晩
年

に
筆
を
と
っ
た
一
生
の
回
想
録
は
ま
さ

に
そ
れ
に
因
ん
だ
表
題
に
こ
そ
ふ
さ
わ

し
い
の
だ
。 

 

先
に
書
き
ま
し
た
よ
う
に
、
平
安
時
代
の

女
性
の
置
か
れ
た
状
況
や
信
仰
生
活
を
踏
ま

え
れ
ば
納
得
で
き
る
説
で
す
。
堀
が
四
十
九

歳
で
亡
く
な
る
昭
和
二
十
八
年（
一
九
五
三
）

ま
で
あ
と
十
二
年
。
こ
の
文
章
か
ら
は
堀
も

自
分
の
身
を
菅
原
孝
標
の
娘
の
身
に
重
ね
、

ま
だ
三
十
六
歳
で
は
あ
り
ま
す
が
、
晩
年
を

意
識
し
て
こ
と
も
う
か
が
え
ま
す
。 

▽
分
去
れ
の
道
し
る
べ 

堀
を
更
級
日
記
に
こ
だ
わ
ら
せ
、
短
編
ま

で
書
か
せ
た
も
う
一
つ
の
影
響
と
し
て
、
私

は
追
分
宿
の
「
分わ

か

去さ

れ
の
道
し
る
べ
」
が
あ

る
と
推
測
し
て
い
ま
す
。 

追
分
の
分
去
れ
は
、
江
戸
時
代
、
江
戸
か

ら
中
山
道
を
来
て
、
向
か
っ
て
右
に
行
く
と

北
国
街
道
、
左
は
都
へ
と
続
く
主
要
街
道
の

分
岐
点
で
す
。
こ
こ
に
道
し
る
べ
の
石
碑
が

い
く
つ
か
あ
る
の
で
す
が
、
こ
の
中
の
子
持

ち
地
蔵
が
座
っ
て
い
る
三
段
重
ね
の
台
座
の

一
番
上
の
正
面
に
次
の
よ
う
な
文
字
が
刻
ま

れ
て
い
ま
す
（
左
上
の
写
真
）。 

 

さ
ら
し
な
は 

 
 
 
 
 
 

右 

み
よ
し
野
は 

左
に
て 

月
と
花
と
を 

 
 
 

追
分
の
宿 

 
右
の
北
国
街
道
を
行
く
と
月
の
更
級
も
体

験
で
き
る
、
左
に
中
山
道
を
さ
ら
に
進
ん
で

い
く
と
桜
で
有
名
な
吉
野
（
奈
良
県
）
に
も

行
け
る
と
い
う
意
味
で
す
。
さ
ら
し
な
は
吉

野
と
並
ぶ
天
下
の
名
勝
だ
っ
た
の
で
す
。 

こ
の
分
去
れ
で
、
堀
が
道
し
る
べ
と
ツ
ー

シ
ョ
ッ
ト
で
写
真
を
撮
っ
た
も
の
が
、
追
分

に
あ
る
堀
辰
雄
文
学
記
念
館
に
も
飾
ら
れ
て

い
ま
す
。
堀
は
こ
の
碑
文
を
口
ず
さ
ん
で
い

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

兄
弟
の
デ
ュ
エ
ッ
ト
歌
手
の
狩
人
に
「
コ

ス
モ
ス
街
道
」
と
い
う
歌
が
あ
り
ま
す
。
一

九
七
七
年
の
ヒ
ッ
ト
曲
で
す
か
ら
、
三
十
年

ほ
ど
前
、
私
が
高
校
生
の
こ
ろ
で
、
私
も
よ

く
口
ず
さ
ん
で
い
ま
し
た
。
こ
の
中
に
「
右

は
越
後
へ
ゆ
く
北
の
道 

左
は
木
曾
ま
で
ゆ

く
中
仙
道
」
と
い
う
さ
び
の
歌
詞
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
も
追
分
の
分
去
れ
を
モ
チ
ー
フ
に

し
た
歌
だ
っ
た
こ
と
を
最
近
、知
り
ま
し
た
。 

花

の

吉

野

と

並

ぶ

名

称 
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‐
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級
郡
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村
） 


