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一
、
序

　

万
葉
集
の
巻
三
に
は
、
高
橋
連む
ら
じ

虫
麻
呂
歌
集
所
出
の
虫
麻
呂
作
と
認
め
ら

れ
る
「
富ふ

士じ

の
山
を
詠
む
歌
一
首
幷
せ
て
短
歌
」（
三
一
九
〜
三
二
一
番
歌
）
が
収
録

さ
れ
て
い
る
。
掲
げ
れ
ば
、
次
の
と
お
り
（
本
文
は
伊
藤
博
『
萬
葉
集
釋
注

二（
注
1
）』に
基
本
的
に
拠
る
。「
並な
ま
吉よ

み
の
」な
ど
、稿
者
に
よ
る
若
干
の
改
変
あ
り
）。

富
士
の
山
を
詠よ

む
歌
一
首
幷
せ
て
短
歌

並な
ま
吉よ

み
の
甲
斐
の
国　

う
ち
寄
す
る
駿す
る
河が

の
国
と　

こ
ち
ご
ち
の
国
の

み
中な
か

ゆ　

出い

で
立
て
る
富
士
の
高た

か
嶺ね

は　

天あ
ま

雲く
も

も
い
行ゆ

き
は
ば
か
り　

飛と

ぶ
鳥と

り
も
飛
び
も
上の

ぼ
ら
ず　

燃
ゆ
る
火
を
雪
も
ち
消け

ち　

降
る
雪
を
火

も
ち
消
ち
つ
つ　

言
ひ
も
得え

ず
名な

付づ

け
も
知
ら
ず　

く
す
し
く
も
い
ま

す
神
か
も　

せ
の
海
と
名
付
け
て
あ
る
も　

そ
の
山
の
堤つ
つ
め
る
海
ぞ　

富
士
川
と
人
の
渡
る
も　

そ
の
山
の
水み
づ

の
た
ぎ
ち
ぞ　

日ひ

の
本も

と
の
大や

ま
と和

の
国
の　

鎮し
づ

め
と
も
い
ま
す
神
か
も　

宝た
か
らと

も
な
れ
る
山
か
も　

駿
河

な
る
富
士
の
高
嶺
は　

見
れ
ど
飽あ

か
ぬ
か
も
（
三
一
九
）

反
歌富

士
の
嶺ね

に
降
り
置
く
雪
は
六み
な
月つ
き
の
十も

ち
五
日
に
消け

ぬ
れ
ば
そ
の
夜よ

降
り

け
り
（
三
二
〇
）

富
士
の
嶺
を
高た
か

み
畏か

し
こみ

天あ
ま

雲く
も

も
い
行ゆ

き
は
ば
か
り
た
な
び
く
も
の
を
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（
三
二
一
）

右
の
一
首
は
、
高
橋
連
虫
麻
呂
が
歌
の
中う
ち

に
出
づ
。
類た

ぐ
ひを

も
ち
て

こ
こ
に
載の

す
。

　

長
歌
三
一
九
は
、
冒
頭
部
に
「
並な
ま
吉よ

み
の
甲
斐
の
国　

う
ち
寄
す
る
駿
河
の

国
と　

こ
ち
ご
ち
（
注
2
）の
国
の
み
中
ゆ　

出
で
立
て
る
（
注
3
）富
士
の
高
嶺
は
」
と
、
甲
斐

の
国
、
そ
し
て
駿
河
の
国
の
順
で
掲
げ
た
双
方
の
国
の
聖
な
る
中
央
か
ら
そ
び

え
立
っ
て
い
る
富
士
の
高
嶺
を
叙
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、長
歌
末
尾
に
は「
駿

河
な
る
富
士
の
高
嶺
は
」
と
詠
ん
で
い
て
、
誰
の
目
に
も
長
歌
は
矛
盾
を
き
た

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
拙
稿
「
高
橋
虫
麻
呂
の
富
士
の

歌
」（「
富
士
」
第
２
号
、
二
〇
〇
七
年
三
月
一
日
、
富
士
短
歌
会
発
行
）
に
指

摘
し
た
よ
う
に
、
甲
斐
の
国
か
ら
駿
河
の
国
へ
と
い
う
虫
麻
呂
の
旅
程
に
即
し

て
表
現
し
た
た
め
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
矛
盾
な
く
解
く
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。こ
の
考
え
は
今
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。た
だ
、歌
の
表
現
に
つ
い
て
は
、

更
に
深
め
る
必
要
が
あ
り
、
虫
麻
呂
が
甲
斐
の
国
に
入
る
前
の
旅
程
や
、
な
ぜ

虫
麻
呂
が
甲
斐
の
国
に
入
っ
た
の
か
と
い
う
理
由
に
つ
い
て
も
、
考
察
し
て
述

べ
る
必
要
が
あ
る
。
よ
っ
て
、
本
稿
を
執
筆
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
　
　

二
、
長
歌
の
表
現
・
構
成
と
旅
程

　

長
歌
三
一
九
の
表
現
と
構
成
に
つ
い
て
、
先
掲
『
釋
注
』
に
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

富
士
の
山
が
甲
斐
の
国
（
山
梨
県
）
と
駿
河
の
国
（
静
岡
県
中
央
部
）
と

の
二
つ
の
国
の
真
ん
中
か
ら
聳
え
立
つ
と
い
う
、
現
在
の
事
実
を
あ
り

の
ま
ま
に
う
た
い
、
以
下
、「
天
雲
も
」
か
ら
「
な
れ
る
山
か
も
」
ま
で
、

二
六
句
を
用
い
て
富
士
の
偉
容
を
詳
細
に
述
べ
、
あ
と
、「
駿
河
な
る
富

士
の
高
嶺
は
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
」
と
結
ん
で
い
る
。

　

富
士
の
偉
容
を
の
べ
る
二
六
句
に
つ
い
て
は
、

前
半
一
二
句
が
、
雲
・
鳥
・
火
・
雪
に
よ
っ
て
富
士
そ
の
も
の
の
霊
景

を
述
べ
、
後
半
一
四
句
が
、
せ
の
海
と
富
士
川
と
い
う
、
山
を
め
ぐ
る

環
境
に
よ
っ
て
富
士
を
持
ち
あ
げ
て
い
る
。

と
記
し
て
い
る
。
お
お
む
ね
肯
わ
れ
る
見
解
で
あ
る
。
一
点
、「
後
半
一
四
句
」

と
捉
え
る
と
こ
ろ
は
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
長
歌
の
第
二
十
句
と
第
三
十
二

句
に
二
度
用
い
て
い
る
「
‥
‥
い
ま
す
神
か
も
」
の
表
現
を
考
慮
す
る
と
、
次

の
よ
う
な
構
成
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

１
、「
並な
ま

吉よ

み
の
甲
斐
の
国
」
か
ら
「
出
で
立
て
る
富
士
の
高
嶺
は
」
ま
で

の
八
句

２
、「
天
雲
も
い
行
き
は
ば
か
り
」
か
ら
「
く
す
し
く
も
い
ま
す
神
か
も
」

ま
で
の
十
二
句

３
、「
せ
の
海
と
名
付
け
て
あ
る
も
」
か
ら
「
そ
の
山
の
水
の
た
ぎ
ち
ぞ
」

ま
で
の
八
句

４
、「
日
の
本
の
大
和
の
国
の
」
か
ら
「
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
」
ま
で
の
九
句
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以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
ー
ト
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
見
て
ゆ
こ
う
。

　

１
は
、「
並な
ま

吉よ

み
の
甲
斐
の
国
」
と
「
う
ち
寄
す
る
駿
河
の
国
」
の
聖
な
る

中
央
か
ら
そ
び
え
立
つ
「
富
士
の
高
嶺
は
」
と
、
２
の
述
部
を
形
成
す
る
上
で

の
主
部
を
な
し
て
い
る
。
原
文
「
奈な

麻ま

余よ

美み

乃の

」
は
、
拙
稿
「『
な
ま
よ
み
の

甲
斐
』
考
（
注
4
）」「
続
『
な
ま
よ
み
の
甲
斐
』
考
（
注
5
）」、
拙
著
『
甲
斐　

万
葉
の
歌
譜（
注
6
）』

第
４
章
な
ど
に
詳
述
し
た
よ
う
に
「
並な
ま
吉よ

み
の
」
で
、
山
々
の
配
列
の
す
ば
ら

し
い
と
こ
ろ
の
、
の
意
で
「
甲
斐
」
に
冠
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
並
吉
み
の
」

は
山
国
の
甲
斐
の
国
を
象
徴
す
る
枕
詞
で
あ
り
、
水
の
国
を
象
徴
す
る
駿
河
の

国
に
冠
す
る
枕
詞
「
う
ち
寄
す
る
」（「
並な
み

」
状
の
波
が
う
ち
寄
す
る
意
）
と
対

に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

１
の
主
部
を
受
け
る
２
の
述
部
の
「
天
雲
も
」
以
下
「
火
も
ち
消
ち
つ
つ
」

の
表
現
は
、
甲
斐
の
国
と
駿
河
の
国
の
双
方
が
共
有
す
る
富
士
の
自
然
環
境
と

富
士
自
体
の
状
況
の
描
写
で
あ
る
。「
天
雲
も
い
行
き
は
ば
か
り　

飛
ぶ
鳥
も

飛
び
も
上
ら
ず
（
注
7
）

　

燃
ゆ
る
火
を
雪
も
ち
消
ち　

降
る
雪
を
火
も
ち
消
ち
つ
つ
」

に
お
け
る
「
雲
」「
鳥
」「
火
」「
雪
」
の
四
つ
の
景
は
、
山
部
赤
人
の
「
富
士

の
山
を
望み

る
歌
」
の
長
歌
三
一
七
の
「
渡
る
日
の
影
も
隠
ら
ひ　

照
る
月
の
光

も
見
え
ず　

白
雲
も
い
行ゆ

き
は
ば
か
り　

時
じ
く
ぞ
雪
は
降
り
け
る
」
と
歌
わ

れ
て
い
る
「
日
」「
月
」「
雲
」「
雪
」
の
四
つ
の
景
に
対
し
て
い
る
。
こ
れ
は

虫
麻
呂
が
赤
人
歌
を
意
識
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。

　
「
雲
」「
鳥
」「
火
」「
雪
」
の
四
景
の
描
写
を
う
け
て
、「
言
ひ
も
得
ず
名
付

け
も
知
ら
ず　

く
す
し
く
も
い
ま
す
神
か
も
」（
言
い
よ
う
も
な
く
名
付
け
よ

う
も
知
ら
な
い
ほ
ど
に
、
雲
妙
に
ま
し
ま
す
神
で
あ
る
よ
、
の
意
）
と
讃
嘆
し

て
い
る
。
こ
の
讃
嘆
も
甲
斐
の
国
と
駿
河
の
国
の
双
方
が
共
有
し
て
い
る
。

　

１
・
２
の
部
を
通
し
て
、「
富
士
の
高
嶺
は
‥
‥
言
ひ
も
得
ず
名
付
け
も
知

ら
ず　

く
す
し
く
も
い
ま
す
神
か
も
」
と
う
た
っ
た
の
に
対
し
て
、
３
の
部
は

「
せ
の
海
と
名
付
け
て
あ
る
も　

そ
の
山
の
堤
め
る
海
ぞ
」
と
展
開
し
た
部
で

あ
る
。
１
・
２
の
部
に
叙
し
た
山
国
甲
斐
と
水
の
国
駿
河
の
双
方
が
共
有
す
る

富
士
の
状
況
と
環
境
を
受
け
て
、
１
の
部
の
順
序
の
よ
う
に
、
ま
ず
甲
斐
側
の

具
体
的
環
境
で
あ
る
「
せ
の
海
」（
西
湖
、
精
進
湖
、
本
栖
湖
、
河
口
湖
が
一

つ
に
な
っ
た
巨
大
湖
）
を
取
り
上
げ
て
、「
そ
の
山
の
堤
め
る
海
ぞ
」
と
、
助

詞
「
ぞ
」
を
強
く
響
か
せ
臨
場
感
を
も
っ
て
詠
ん
で
い
る
。
次
に
、
甲
斐
の
国

を
流
れ
、
駿
河
の
国
へ
と
流
れ
下
る
「
富
士
川
」
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
、「
そ

の
山
の
水
の
た
ぎ
ち
ぞ
」（
そ
の
山
の
水
の
ほ
と
ば
し
り
で
あ
る
ぞ
）
と
、
や

は
り
助
詞
「
ぞ
」
を
響
か
せ
臨
場
感
を
も
っ
て
捉
え
て
い
る
（
注
8
）。

こ
の
３
の
部
の

臨
場
感
あ
る
表
現
は
、
虫
麻
呂
が
甲
斐
の
国
に
実
際
に
入
っ
て
、「
せ
の
海
」

や
「
富
士
川
」
を
直
接
目
に
し
た
こ
と
に
拠
る
で
あ
ろ
う
。

　
「
富
士
川
」
は
上
述
の
よ
う
に
、
甲
斐
か
ら
駿
河
へ
と
流
れ
下
る
川
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
甲
斐
と
駿
河
と
を
繋
ぐ
川
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と

が
長
歌
の
３
か
ら
４
の
部
へ
の
叙
述
の
流
れ
を
作
る
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
虫
麻
呂
は
富
士
川
沿
い
に
甲
斐
の
国
か
ら
駿
河
の
国
へ
南
下
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
こ
と
を
作
歌
に
生
か
し
た
の
で
あ
る
。

　

４
の
部
は
、「
―
―
か
も
」
と
詠
嘆
す
る
三
つ
の
表
現
か
ら
成
る
。
そ
の
三

つ
の
表
現
は
二
つ
（
一
組
）
と
一
つ
と
か
ら
成
る
。
一
つ
め
の
「
日
の
本
の
大

和
の
国
の
」
の
「
日
の
本
の
」
は
、
虫
麻
呂
が
駿
河
の
国
に
出
て
、
明
る
い
日

の
光
を
浴
び
、
日
に
き
ら
め
く
光
の
海
を
見
た
時
に
生
ま
れ
た
実
感
に
基
づ
く

表
現
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
富
士
の
白
「
布
（
注
9
）」
の
よ
う
な
積
雪
も
日
の
光

に
ま
ば
ゆ
く
輝
い
て
、富
士
は
ま
さ
に
天
空
に
そ
び
え
立
つ
宝
の
山
（
貴
い
山
）

と
成
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
光
景
を
前
に
し
て
、
し
ば
し
佇
ん

で
い
た
時
に
生
ま
れ
た
表
現
と
考
え
ら
れ
る
「
駿
河
な
る
富
士
の
高
嶺
は　

見

れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
」
の
強
い
詠
嘆
を
も
っ
て
、
長
歌
を
歌
い
収
め
て
い
る
。
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拙
稿
「
山
部
赤
人
の
『
富
士
の
山
を
望
る
歌
』
―
享
受
と
創
造
）
10

（
注

―
」
に
指
摘

し
た
よ
う
に
、
赤
人
の
富
士
歌
は
、
天
武
天
皇
の
吉
野
御
製
歌
（
巻
一
・
二
五

番
歌)
と
そ
の
異
伝
歌(

二
六
番
歌
、
巻
十
三
・
三
二
九
三
番
歌
）、
柿
本
人
麻

呂
の
吉
野
讃
歌
（
巻
一
・
三
六
〜
三
九
番
歌
）
な
ど
を
踏
ま
え
て
の
詠
。
こ
の

こ
と
は
、
富
士
は
聖
地
吉
野
の
神
性
に
裏
打
ち
さ
れ
た
大
和
（
日
本
）
の
聖
な

る
山
で
あ
る
と
の
認
識
が
赤
人
に
あ
っ
た
こ
と
を
語
り
告
げ
て
い
る
。
虫
麻
呂

が
赤
人
の
そ
の
よ
う
な
認
識
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
も
、
う
か
が
え
る
。「
見

れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
」
は
ま
さ
に
人
麻
呂
の
吉
野
讃
歌
の
第
一
長
歌
三
六
の
最
後

に
置
か
れ
た
極
限
の
讃
美
表
現
で
あ
り
、
虫
麻
呂
は
人
麻
呂
へ
の
敬
意
を
こ
め

て
そ
の
表
現
を
富
士
歌
に
応
用
し
た
の
で
あ
る
。

　

虫
麻
呂
が
「
駿
河
な
る
富
士
の
高
嶺
は　

見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
」
の
感
動
を

覚
え
た
の
は
、
赤
人
が
反
歌
三
一
八
「
田
子
の
浦
ゆ
う
ち
出い

で
て
見
れ
ば
真
白

に
ぞ
富
士
の
高
嶺
に
雪
は
降
り
け
る
」と
詠
ん
だ
地
点
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

具
体
的
に
は
、
富
士
川
下
流
の
現
在
の
富
士
市
岩
淵
か
ら
静
岡
市
清
水
区
蒲
原

の
吹
き
上
げ
の
浜
に
か
け
て
の
あ
る
場
所
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
（
前
掲
拙
著
）。

そ
の
地
点
で
富
士
を
眼
前
に
し
、
赤
人
富
士
歌
を
敬
意
を
も
っ
て
想
起
し
、
し

ば
し
佇
ん
で
い
た
時
に
生
ま
れ
た
感
動
が
「
駿
河
な
る
富
士
の
高
嶺
は　

見
れ

ど
飽
か
ぬ
か
も
」
の
表
現
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

三
、
反
歌
二
首
の
表
現
・
構
成
と
旅
程

　

虫
麻
呂
は
、
長
歌
三
一
九
の
末
尾
の
感
動
表
現
を
心
に
刻
ん
だ
先
述
の
地
点

よ
り
、
西
に
進
み
、
駿
河
国
庁
に
至
っ
た
と
推
定
で
き
る
（
前
掲
拙
稿
）。

　

駿
河
国
庁
の
官
人
た
ち
に
迎
え
ら
れ
た
虫
麻
呂
は
、
甲
斐
の
国
側
で
見
た
富

士
と
そ
の
環
境
風
土
に
つ
い
て
語
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
海
国
駿
河
の
官
人
た

ち
は
、
甲
斐
側
の
巨
大
湖
「
せ
の
海
」
に
驚
嘆
し
た
で
あ
ろ
う
（
前
掲
拙
稿
）。

こ
の
折
、
駿
河
国
庁
の
官
人
か
ら
聞
い
た
話
が
、『
駿
河
国
風
土
記
』
逸
文
の

伝
え
る
と
こ
ろ
の
富
士
の
雪
の
神
秘
の
話
）
11

（
注

で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
の
話

を
も
と
に
詠
み
成
し
た
歌
が
反
歌
第
一
首
三
二
〇
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
）
12

（
注

。
第

五
句
の
「
そ
の
夜
降
り
け
り
」
は
、
赤
人
富
士
歌
の
昼
の
景
と
し
て
の
「
雪
は

降
り
け
る
」
に
対
す
る
夜
の
雪
の
描
写
と
言
え
る
。

　

反
歌
第
二
首
三
二
一
番
歌
は
、
虫
麻
呂
が
駿
河
国
庁
を
後
に
し
て
か
ら
の
詠

で
、
都
で
披
露
す
る
こ
と
を
念
頭
に
入
れ
て
、
一
連
の
富
士
歌
を
ま
と
め
完
成

さ
せ
る
と
い
う
創
作
意
識
を
も
っ
て
作
っ
た
歌
と
考
え
ら
れ
る
。

　

長
歌
三
一
九
の
最
初
か
ら
の
叙
述
の
流
れ
を
確
認
し
、
三
一
九
番
歌
の
先
掲

１
の
部
の
ミ
語
法
に
基
づ
い
て
の
初
句
「
並な
ま

吉よ

み
」（
山
々
の
配
列
の
す
ば
ら

し
い
と
こ
ろ
、
の
意
。
形
容
詞
「
吉よ

し
」
の
語
幹
「
吉よ

」
に
接
尾
語
「
み
」
の

つ
い
た
「
吉よ

み
」
の
名
詞
化
し
た
語
。
形
容
詞
「
繁
し
」
の
語
幹
「
繁し
げ
」
に
接

尾
語
「
み
」
が
付
い
た
「
繁
み
」
の
名
詞
化
し
た
語
と
同
様
の
形
成
）
を
意
識

し
、
ミ
語
法
に
拠
っ
て
上
二
句
を
「
富
士
の
嶺ね

を
高
み
畏か
し
こみ
」（
富
士
の
嶺
が

高
く
そ
び
え
恐
れ
多
い
の
で
、
の
意
）
と
詠
ん
で
い
る
。
ま
た
、
長
歌
の
２
の

部
の
「
天
雲
も
い
行ゆ

き
は
ば
か
り
」
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
下
三
句
を
「
天
雲

も
い
行ゆ

き
は
ば
か
り
た
な
び
く
も
の
を
」
と
歌
い
、
反
歌
第
一
首
三
二
〇
番
歌

の
「
雪
」
に
「
雲
」
を
取
り
合
わ
せ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
反
歌
第
二
首
三
二
一
は
長
歌
の
１
の
主
部
と
２
の
述
部
に
創

作
意
識
を
回
帰
さ
せ
、
そ
の
二
つ
の
部
の
表
現
と
響
き
合
わ
せ
る
よ
う
に
し
て

詠
み
、
富
士
歌
の
長
歌
反
歌
の
全
体
を
歌
い
収
め
て
い
る
。

　

反
歌
第
一
首
三
二
〇
は
駿
河
国
に
関
わ
る
歌
で
あ
っ
た
が
、
反
歌
第
二
首

三
二
一
は
甲
斐
の
国
と
駿
河
の
国
の
双
方
に
関
わ
る
歌
と
し
て
詠
み
、
長
歌
か
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ら
の
叙
述
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
、
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
高
橋
虫
麻
呂
の
「
富
士
の
山
を
詠
む
歌
」
は
、

虫
麻
呂
自
身
の
旅
（
常
陸
の
国
で
の
任
終
え
て
都
へ
帰
還
す
る
旅
）
の
途
次
の

行
程
に
即
し
て
詠
ま
れ
た
歌
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

四
、
虫
麻
呂
の
旅
の
行
程

　

第
二
節
、
三
節
の
考
察
の
よ
う
に
、
虫
麻
呂
の
「
富
士
の
山
を
詠
む
歌
」
は

虫
麻
呂
の
旅
の
行
程
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
く
こ
と
が
で
き
る
。

　

山
部
赤
人
の
「
富
士
の
山
を
望
る
歌
」
が
東
海
道
を
東
へ
進
む
行
路
時
の
駿

河
の
国
で
の
歌
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
虫
麻
呂
の
富
士
歌
は
東
海
道
を
西
へ
と

帰
る
途
次
に
、（
駿
河
の
国
か
ら
）
甲
斐
の
国
に
入
り
、
富
士
川
沿
い
に
下
っ

て
駿
河
の
国
に
出
て
東
海
道
を
再
び
西
へ
と
向
か
う
と
い
う
帰
路
行
程
に
即
し

て
詠
出
さ
れ
た
歌
と
考
え
ら
れ
る
。

　

甲
斐
の
国
に
は
ど
の
よ
う
な
ル
ー
ト
を
と
っ
て
入
っ
た
の
か
。
こ
の
問
い
に

対
す
る
答
え
と
な
る
考
古
学
の
貴
重
な
発
見
が
二
〇
一
三
年
（
平
成
二
十
五
）

八
月
に
あ
り
、
古
代
の
国
道
「
東
海
道
甲
斐
路
）
13

（
注

」
の
存
在
が
具
体
的
に
明
ら

か
に
な
っ
た
。

　

山
梨
日
日
新
聞
二
〇
一
三
年
八
月
九
日
付
記
事
に
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い

る
。
重
要
な
記
述
で
あ
る
の
で
長
め
に
引
用
す
る
。

　

ま
ず
、「
河
口
湖
畔　

古
代
の
『
国
道
』」
の
横
書
き
見
出
し
の
も
と
に
導
入

文
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

古
代
に
都
と
地
方
を
結
ぶ
幹
線
道
路
だ
っ
た
「
官
道
」
と
み
ら
れ
る

遺
構
が
県
内
で
初
め
て
見
つ
か
っ
た
鯉
ノ
水
遺
跡
（
富
士
河
口
湖
町
河

口
）
の
調
査
か
ら
、
官
道
の
幅
は
６
メ
ー
ト
ル
か
９
メ
ー
ト
ル
で
、
河

口
湖
畔
沿
い
を
走
る
ル
ー
ト
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。（
後
略
）

　

そ
し
て
、「
道
幅
６
メ
ー
ト
ル
か
９
メ
ー
ト
ル
の
可
能
性　
湖
沿
い
を
南
北
に
続

く
」
の
見
出
し
の
も
と
、
本
記
事
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

古
代
の
〝
国
道
〞
と
も
い
え
る
道
路
遺
構
は
、
河
口
湖
北
東
の
水
田
地

帯
に
位
置
。
平
城
京
や
平
安
京
か
ら
続
く
官
道
「
東
海
道
」
の
支
線
と

み
ら
れ
る
。「
東
海
道
甲
斐
路
」
と
呼
ば
れ
、
静
岡
県
御
殿
場
市
付
近
で

東
海
道
か
ら
分
か
れ
、
甲
斐
国
の
行
政
を
担
う
笛
吹
市
の
「
国
府
」
ま

で
つ
な
が
っ
て
い
た
。

　

町
教
委
に
よ
る
と
、
道
は
南
北
に
続
い
て
い
る
。
道
路
の
片
側
の
端

を
発
見
し
、
西
側
へ
３
・
７
メ
ー
ト
ル
進
ん
だ
と
こ
ろ
で
調
査
エ
リ
ア
か

ら
外
れ
た
。
正
確
な
道
幅
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
「
全
国
で
見
つ
か
っ

て
い
る
古
代
官
道
の
道
幅
は
３
の
倍
数
」（
町
教
委
生
涯
学
習
課
文
化
財

担
当
の
杉
本
悠
樹
さ
ん
）
で
、
本
線
と
な
る
東
海
道
が
12
メ
ー
ト
ル
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
６
メ
ー
ト
ル
ま
た
は
９
メ
ー
ト
ル
と
推
定
さ
れ
る
と

い
う
。

　

ま
た
官
道
の
西
側
一
帯
は
砂
地
で
、
緩
い
地
盤
で
あ
る
こ
と
も
判
明
。

当
時
の
河
口
湖
の
水
位
が
現
在
よ
り
も
高
く
、
官
道
の
す
ぐ
そ
ば
ま
で

湖
だ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。（
後
略
）

　
　
　

　

同
日
の
朝
日
新
聞
〔
山
梨
〕
版
に
も
同
様
の
記
事
を
載
せ
、
こ
の
「
東
海
道

甲
斐
路
」
は
、「
何
層
も
数
種
類
の
土
を
つ
き
固
め
た
『
版
築
』
と
呼
ば
れ
る



（6）

都留文科大学大学院紀要　第24集（2020年 3 月）

工
法
で
作
ら
れ
て
い
た
。」
と
記
し
て
い
る
。

　

虫
麻
呂
は
こ
の
東
海
道
甲
斐
路
に
よ
っ
て
甲
斐
の
国
に
入
り
、
富
士
の
山
、

せ
の
海
を
間
近
に
見
た
も
の
と
推
定
で
き
る
。
長
歌
三
一
九
か
ら
富
士
川
沿
い

に
下
っ
て
駿
河
の
国
に
出
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
虫
麻
呂
は
東
海
道
甲

斐
路
を
進
み
、
甲
斐
の
国
府
に
寄
り
、
そ
こ
か
ら
西
へ
進
み
、
富
士
川
沿
い
に

南
下
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

東
海
道
甲
斐
路
は
先
掲
の
記
事
に
拠
れ
ば
、
静
岡
県
御
殿
場
市
付
近
で
東
海

道
か
ら
分
岐
し
て
い
た
。
こ
の
御
殿
場
の
す
ぐ
東
方
に
は
古
代
の
交
通
の
要
路

で
あ
る
足
柄
山
が
あ
る
。虫
麻
呂
は
任
地
の
常
陸
の
国
か
ら
東
海
道
を
南
下
し
、

足
柄
山
の
坂
を
越
え
て
、
東
海
道
の
支
線
の
甲
斐
路
に
入
り
、
富
士
の
山
、
せ

の
海
を
間
近
に
見
た
後
、
富
士
川
沿
い
を
南
下
す
る
ま
で
に
、
東
海
道
甲
斐
路

を
甲
斐
国
府
ま
で
進
み
、
そ
こ
に
立
ち
寄
っ
た
後
、
西
進
し
て
酒
折
の
宮
に
も

立
ち
寄
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
西
進
し
て
富
士

川
）
14

（
注

に
至
り
、
そ
の
川
沿
い
を
南
下
し
て
駿
河
の
国
に
出
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、こ
の
コ
ー
ス
の
富
士
川
に
至
る
ま
で
は
、

倭や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

建
命
が
辿
っ
た
コ
ー
ス
と
重
な
る
。

　

古
事
記
景
行
天
皇
条
に
は
、
倭
建
命
が
「
即
ち
其
の
国
よ
り
越
え
て
、
甲
斐

に
出
で
ま
し
て
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述
は
、
倭
建
命
が
足
柄
山
の
坂

に
登
り
立
っ
て
、「
あ
づ
ま
は
や
」
と
言
わ
れ
た
と
い
う
記
述
の
直
後
に
あ
る

の
で
、「
其
の
国
」
は
「
相
模
国
」
を
指
し
、「
越
え
て
」
は
具
体
的
に
は
足
柄

の
山
坂
を
越
え
て
の
意
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
記
述
か
ら
足
柄
山
を
越
え
て
甲

斐
の
国
に
入
る
ル
ー
ト
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
倭
建
命
の
時
代
に
は
、

ま
だ
未
整
備
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
ル
ー
ト
が
東
海
道
甲
斐

路
の
も
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。『
古
事
記
』
に
よ
れ
ば
、
先
掲
記
述
の
あ
と
、

倭
建
命
は
酒
折
の
宮
で
御み

火ひ

焼た
き

の
老お

き
な人

と
次
の
よ
う
な
問
答
を
か
わ
し
て
い
る

（
本
文
は
西
宮
一
民
校
注
『
古
事
記

）
15

（
注

』
に
基
本
的
に
拠
り
、
一
部
改
変
し
た
）。

歌
ひ
た
ま
ひ
し
く
、

　

新に
ひ
治ば
り　

筑つ
く
波は

を
過
ぎ
て　

幾い
く
夜よ

か
寝
つ
る

　　
　
　

し
か
し
て
、
そ
の
御
火
焼
の
老
人
、
御
歌
に
続つ

ぎ
て
、
歌
ひ
し
く
、

　

日か

が々

並な

べ
て　

夜よ

に
は
九こ

こ
の

夜よ　

日ひ

に
は
十と

を
日か

を

　

常
陸
の
国
の
地
名
「
新
治
」「
筑
波
」
が
詠
み
こ
ま
れ
て
お
り
、『
常
陸
国
風

土
記
』
総
記
に
も
、「
倭や
ま
と

武た
け
る

の
天す
め
ら

皇み
こ
と
、
東あ
づ
まの
夷え
み
しの
国
を
巡め
ぐ
り

狩み
そ
な

は
し
て
、

新に
ひ
治ば
り
の
縣あ
が
たを
幸す
ぎ

過い
で
ま
し
し
に
」
と
あ
る
。

　

虫
麻
呂
は
む
ろ
ん
こ
の
問
答
を
心
に
刻
み
つ
け
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
御
火
焼

の
老
人
の
答
歌
に
は「
日
々
並
べ
て
」（
日
々
を
並
べ
て
、日
数
を
重
ね
て
、の
意
）

の
表
現
も
あ
る
。
こ
の
「
日
々
並
べ
て
」
は
、『
常
陸
国
風
土
記
』
行
方
郡
の

倭
建
命
関
係
記
述
の
「
行な
め

細く
は
し

の
国
」「
行な
め

方か
た
」（
前
掲
拙
論
）
と
と
も
に
、
虫

麻
呂
が
「
並な
ま

吉よ

み
の
」
を
考
案
す
る
上
で
の
ヒ
ン
ト
に
も
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

敬
意
を
寄
せ
る
倭
建
命
も
見
た
富
士
の
山
と
甲
斐
の
国
の
山
々
の
配
列
の
景
観

の
す
ば
ら
し
さ
を
「
並な
ま
吉よ

み
の
」
の
枕
詞
に
結
晶
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
虫
麻
呂
は
倭
建
命
の
辿
っ
た
後
を
た
ず
ね
る
心
で
、
甲
斐
の
国

に
入
っ
た
と
言
う
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
富
士
の
山
を
甲
斐
側
と
駿

河
側
の
双
方
の
視
点
か
ら
捉
え
た
「
富
士
の
山
を
詠
む
歌
一
首
幷
せ
て
短
歌
」
を

成
し
た
の
で
あ
る
。 

（
二
〇
一
九
年
十
二
月
一
日
）
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注

１
、
一
九
九
六
年
二
月
二
十
五
日
、
集
英
社
発
行

２
、
柿
本
人
麻
呂
の
巻
二
・
二
一
〇
番
歌
の
「
槻
の
木
の　

こ
ち
ご
ち
の
枝
の
」

の
応
用
と
考
え
ら
れ
る
。

３
、
日
本
書
紀
歌
謡
七
七
の
「
こ
も
り
く
の
初
瀬
の
山
は　

出
立
（
い
で
た
ち
）

の
よ
ろ
し
き
山
（
後
略
）」
や
巻
十
三
・
三
三
三
一
の
「
こ
も
り
く
の
泊

瀬
の
山
‥
‥
出
立
の
く
は
し
き
山
ぞ
（
後
略
）」
な
ど
を
考
慮
し
て
の
表

現
と
考
え
ら
れ
る
。

４
、
都
留
文
科
大
学
研
究
紀
要
第
67
集
、
平
成
二
十
（
二
〇
〇
八
）
年
三
月

二
十
日
、
都
留
文
科
大
学
発
行

５
、『
文
科
の
継
承
と
展
開
』
所
収
、
平
成
二
十
三
（
二
〇
一
一
）
年
三
月
十

日
、
勉
誠
出
版
発
行

６
、
平
成
二
十
四
（
二
〇
一
二
）
年
九
月
二
十
八
日
、
山
梨
日
日
新
聞
社
発
行

７
、
鳥
が
山
（
の
神
）
を
畏
怖
す
る
描
写
は
『
常
陸
国
風
土
記
』
久
慈
郡
の
条

に
次
の
よ
う
に
あ
り
、
虫
麻
呂
の
表
現
の
ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
本
文
の
引
用
は
秋
本
吉
郎
校
注
『
風
土
記
』(

一
九
五
八
年
四

月
五
日
、
岩
波
書
店
発
行)

に
拠
る
。
以
下
、
風
土
記
関
係
記
述
は
同
書

に
拠
る
。

神
、禰ね
ぎ
告ご
と
を
聴き

き
て
、遂つ
ひ
に
賀か

毗び

礼れ

の
峯み
ね
に
登
り
ま
し
き
。
其
の
社や
し
ろは
、

石
を
以
ち
て
垣
と
為な

し
、
中う
ち
に
種や
か
ら属
甚い
と
多
く
、
幷ま
た
、
品
く
さ
ぐ
さ
の
宝た
か
ら、
弓
・

鉾ほ
こ
・
釡か
ま
・
器
う
つ
は
も
のの
類た
ぐ
ひ、
皆
石
と
成
り
て
存の
こ
れ
り
。
凡す
べ
て
、
諸
も
ろ
も
ろ
の
鳥
の

経へ

過す
ぐ

る
も
の
は
、
盡

こ
と
ご
と

に
急と

く
飛
び
避
り
て
、峯
の
上
に
当あ

た
る
こ
と
な
く
、

古い
に
し
へ
よ
り
然し
か
為し

て
、
今
も
同
じ
。

８
、
富
士
川
の
水
源
は
富
士
山
に
は
な
い
が
、
富
士
山
と
聖
な
る
山
水
の
ペ
ア

（
一
組
）
を
な
す
こ
と
、三
輪
山
と
泊
瀬
川
（
巻
九
・
一
七
七
〇
番
歌
）、「
神

な
び
山
」
と
「
明
日
香
川
」（
巻
十
三
・
三
二
六
六
番
歌
）、越
中
「
二
上
山
」

と「
射い

水み
づ
川
」（
巻
十
七
・
三
九
八
五
番
歌
）と
同
様
で
あ
る（
前
掲
拙
稿「
続

『
な
ま
よ
み
の
甲
斐
』
考
」、前
掲
拙
著
『
甲
斐　

万
葉
の
歌
譜
』
第
５
章
）。

９
、
山
部
赤
人
の
「
富
士
の
山
を
望
る
歌
」
に
お
け
る
「
布
士
」（
三
一
七
）

の
表
記
と
同
様
、
虫
麻
呂
の
「
富
士
の
山
を
詠
む
歌
」
の
「
布
士
」

（
三
二
一
）、「
布
里
家
利
」（
三
二
〇
）
の
「
布
」
は
「
ふ
」
の
音
を
表

す
の
み
な
ら
ず
、
富
士
の
高
嶺
の
真
白
な
衣
の
布
の
よ
う
な
雪
を
表
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

10
、
都
留
文
科
大
学
研
究
紀
要
第
90
集
、
二
〇
一
九
年
十
月
二
十
日
、
都
留
文

科
大
学
発
行

11
、「
富
士
ノ
山
ニ
ハ
雪
ノ
フ
リ
ツ
モ
リ
テ
ア
ル
ガ
、
六
み
な
つ
き
の月

十も
ち
の
ひ

五
日
ニ
ソ
ノ
雪

ノ
キ
エ
テ
、
子ね

ノ
時
ヨ
リ
シ
モ
ニ
ハ
又
フ
リ
カ
ハ
ル
」（
萬
葉
集
註
釋
巻

第
三
所
引
駿
河
国
風
土
記
）
と
い
う
話
。

12
、
三
二
〇
番
歌
上
二
句
の
「
富
士
の
嶺
に
降
り
置
く
雪
は
」
の
表
現
は
、
長

歌
三
一
九
の
最
終
句
「
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
」
の
表
現
と
と
も
に
、
越
中

国
守
大
伴
家
持
の
「
立
山
の
賦
一
首
幷
せ
て
短
歌
」（
巻
十
七
・
四
〇
〇
〇

〜
四
〇
〇
一
番
歌
）
と
、
そ
れ
に
和
し
た
越
中
国
掾じ
ょ
う

大
伴
池
主
の
「
敬
つ
つ
し

み
て
立
山
の
賦
に
和
ふ
る
一
首
幷
せ
て
二
絶
」（
四
〇
〇
三
〜
四
〇
〇
五
番

歌
）
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
看
て
取
れ
る
。
家
持
の
四
〇
〇
一
に
「
立

山
に
降
り
置
け
る
雪
を
常
夏
に
見
れ
ど
も
飽
か
ず
神か
む
か
ら
な
ら
し
」
と

あ
り
、
池
主
の
長
歌
四
〇
〇
三
に
「
‥
‥
冬
夏
と
別わ

く
こ
と
も
な
く　
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白し
ろ

栲た
へ
に
雪
は
降
り
置
き
て
‥
‥
」、
短
歌
四
〇
〇
四
に
「
立
山
に
降
り
置

け
る
雪
の
常
夏
に
消
ず
て
わ
た
る
は
神か
む
な
が
ら
と
ぞ
」
と
歌
わ
れ
て
い

る
。

13
、
武
部
健
一
『
道
路
の
日
本
史
』（
二
〇
一
五
年
五
月
二
十
五
日
、
中
央
公

論
新
社
発
行
）
の
第
二
章
三
の
「
七
道
駅
路
全
図
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。

初
出
は
『
完
全
踏
査　

古
代
の
道
』（
二
〇
〇
四
年
、
吉
川
弘
文
館
発
行
）

と
い
う
。

14
、
甲
府
盆
地
西
半
部
ま
で
は
現
在
「
釡か
ま

無な
し

川が
わ

」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

15
、
昭
和
五
十
四
年
六
月
十
日
、
新
潮
社
発
行

（
付
記
）

　

本
稿
の
骨
子
は
、山
梨
県
立
文
学
館
の
「
二
〇
一
九
年
度
年
間
文
学
講
座
」

第
二
回
（
二
〇
一
九
年
六
月
七
日
）
に
お
い
て
、「
万
葉
集
の
高
橋
虫
麻
呂

の
富
士
の
山
を
詠
む
歌
」
と
題
し
て
述
べ
た
。

受
領
日
：
二
〇
一
九
年
十
二
月
四
日

受
理
日
：
二
〇
一
九
年
十
二
月
四
日
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