
「
高
橋
虫
麻
呂
歌
集」
所
出
の
歌
の
多
く
は

需臨岱芝
巻
九
雑
歌
の
部

に
ま
と
め
て
収
録
さ
れ
て
い
る。
そ
の
う
ち
の
大
半
は
長
歌
が
占
め
る
け
れ

ど
も、
そ
の
問
を
割
く
よ
う
に、
次
の
よ
う
に
旋
頭
歌一
首
と
短
歌
二
首
と

が
並
ぺ
て
配
低
さ
れ
て
い
る。

武
蔵
の
小
埼
の
沼
の
鴨
を
見
て
作
る
歌一
首

①
埼
玉
の
小
埼
の
沼
に
粉
ぞ
羽
き
る
お
の
が
尾
に
降
り
置
け
る
霜
を
払
ふ

と
に
あ
ら
し

（一
七
四
四）

那
賀
郡
の
曝
井
の
歌一
首

②
三
栗
の
那
賀
に
向
か
へ
る
暖
井
の
絶
え
ず
通
は
む
そ
こ
に
疾
も
が

（一
七
四
五）

手
綱
の
浜
の
歌一
首

③遠
要
し
多
珂
に
あ
り
せ
ぱ
知
ら
ず
と
も
手
綱
の
浜
の
尋
ね
来
な
ま
し

（一
七
四
六）

三
首
は
と
も
に
束
国
の
地
名
を
詠
み
込
ん
で
い
る
と
い
う
点
で
共
通
性
を

ー
旋

頭

歌

と

短

歌
ー

高

橋

虫

麻

呂
の

方

法

も
つ。
す
な
わ
ち、
①
の
歌
は
武
蔵
国
埼
玉
郡
埼
玉
（
埼
玉
県
行
田

市東
南

部）
に
あ
っ
た
「
小
埼
の
沼」
に
ま
つ
わ
る
歌、
②
の
歌
は
常
陸
国
那
賀
郡

（
茨
城

県水
戸
市
北
方）
の
「
猫
井」
に
ま
つ
わ
る
歌、
③
の
歌
は
喘
陸
国

多
珂
郡
（
茨
城
県
高
萩
市）
の
「
手
糾
の
浜」
に
ま
つ
わ
る
歌
で
あ
る。
虫

麻
呂
は、
あ
る
時
期、
常
陸
国
に
赴
任
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
け
れ
ど

も
（
9-
七
五＝
了、
四
な
ど）、
こ
れ
ら
の
歌
は、
虫
麻
呂
が
実
際
に
そ
の

地
に
赴
き、
そ
の
折
の
体
験
を
甚
に
し
て
う
た
っ
た
歌
と
推
察
さ
れ
る。

こ
の
う
ち、
②
と
③
の
歌
は
比
較
的
理
解
し
や
す
い。
意
を
通
せ
ば
そ
れ

ぞ
れ
次
の
よ
う
に
な
る。

②
三
つ
の
実
が
で
き
る
栗
の
実
の
中、
で
は
な
い
が、
那
賀
に
向
か
っ
て

い
る
曝
井、
そ
の
水
が
絶
え
な
い
よ
う
に、
絶
え
ず
通
い
た
い。
そ
こ

に
要
が
い
て
く
れ
れ
ば
よ
い
の
に。

③遠
く
に
住
ん
で
い
る
要
が
多
珂
に
い
る
の
で
あ
れ
ば、
道
は
わ
か
ら
な

く
て
も、
手
綱
の
浜
の
名
の
よ
う
に
緑
ね
て
来
る
の
だ
け
れ
ど。

二
首
は
と
も
に、
た
く
み
に
地
名
を
詠
み
込
み
な
が
ら
要
恋
し
さ
を
表
現

し
た
歌
で
あ
り、
地
域
性
の
み
な
ら
ず、
内
容
の
面
に
お
い
て
も
関
連
の
あ

錦

織

浩

文



る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る。
一
方、
①
の
歌
は
ど
う
か
と
い
え
ば、
一
見、

鶉
の
生
態
を
う
た
っ
て
い
る
だ
け
の
よ
う
で
あ
り、
内
容
の
上
で
は、

⑦⑤）

の
歌
と
は
直
接
か
か
わ
ら
な
い
歌
の
よ
う
に
見
え
る。
事
実、
一
般
に
は、

①
の
歌
と
②
③
の
歌
と
の
閲
連
を
見
る
よ
う
な
解
釈
は
な
さ
れ
て
い
な
い。

が、
そ
の
中
に
あ
っ
て、
①
ー
③
の
三
首
の
関
辿
性
を
説
い
た、
ま
こ
と
に

典
味
深
い
考
察
が
あ
る。
消
原
和
義
「
虫
麻
呂
凪
土」
（
美
夫
君
志
第
四
十

三
号`
一
九
九一
年、
の
ち
に
「
崩
業
集
の
風
土
的
研
究」
に
収
録）
が
そ

れ
で
あ
る。

消
原
論
文
は、
三
首
の
「
辿
作
性
J

と
い
う
こ
と
を、
主
と
し
て、
①
i

．
③
の
三
首
に
お
け
る
題
詞
の
表
記
方
法、
風
土
の
選
択
（
い
ず
れ
も
水
辺
の

尿
で
あ
る
こ
と）
の

考察
を
通
じ
て
論
じ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も、
そ
の
過

程
で、
三
首
の
主
姐
に
触
れ
て
次
の
よ
う
に
述
ぺ
て
い
る。

と
こ
ろ
で、
三
首
に
共
通
す
る―
つ
の
主
題
に
つ
い
て
は、
都
離
れ
た

東
国
に
於
け
る
要
恋
の
意
識
で
は
な
か
っ
た
か。
①
の
小
埼
沼
の
水
し

ぶ
き
を
上
げ
る
粉
は、
単
に
「
鴨
の
羽
に
箇
く
省
と
い
う
発
想」
の
妙

に
よ
る
も
の
で
も
な
く、
「
朝
の
沼
の
保」
に
ひ
か
れ
た
ば
か
り
で
も

な
く、
悽
槍
亡
要
挽
歌
（
三
六
二
五）
に、

．．
 鴨
す
ら
も

要
と
た
ぐ
ひ
て

わ
が
尾
に
は

翁
な
蹄
り
そ
と

白
た
へ
の

深
さ
し
交
へ
て

う
ち
払
ひ

さ
寝
と
ふ
も
の
を；・

の
表
現
を
見
る
よ
う
に、
粉
が
ひ
と
り
己
が
尾
の
汎
霧
る
様
子
の
背
娯

に、
雌
雄
む
つ
ま
じ
く
炭
を
交
わ
す
情
兼
を
も
恩
い
見
る
べ
き
で
あ
ろ

う。
像
礼
的
な
挨
拶
の
歌
と
は
い
え、
咽
井
の
辺
に
集
ま
っ
た
女
た
ち

の
泄
や
ぎ
の
中
に、
我
が
痰
の
存
在
を
願
っ
た
り、
手
綱
の
浜
と
闘
い

て、
遠
要
が
そ
こ
に
い
る
な
ら
肪
ね
て
来
よ
う
と、
土
地
脊
め
の
中
に

も
都
の
要
を
思
う
意
識
な
ど、
す
ぺ
て
都
離
れ
た
人
々
の
望
郷
の
気
持

を
代
表
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い。

傍
線
部
の
見
陪
は、
ま
こ
と
に
魅
力
に
宵
む
見
解
と
思
わ
れ
る。
①
の
歌

の
解
釈
は
こ
の
方
向
で
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か。
さ
す
れ
ば、
①

の
歌
は
い
っ
そ
う
味
わ
い
深
い
歌
と
な
り、
要
恋
し
さ
を
う
た
っ
た
歌
と
し

て、

⑦③
の
歌
に
ま
っ
す
ぐ
に
つ
な
が
る。

本
論
は、
梢
原
論
文
の
見
解
に
賛
意
を
表
し
つ
つ、
①
の
歌
が
も
つ
意
味

を
今一
度
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る。
そ
の
上
で、
①
ー
③
の
三
首
の

関
辿
性
に
つ
い
て、
そ
し
て、
三
首
が
こ
の
位
骰
に
ま
と
め
て
配
四
さ
れ
て

い
る
理
由
に
つ
い
て、
私
な
り
の
考
え
を
述
べ
よ
う
と
忍
う。

旋
頭
歌
の
解
釈

①
の
歌
は
旋
頭
歌
で
あ
る。
周
知
の
と
お
り
旋
頭
歌
は、
五
七
七•
五
七

七
の
形
式
に
よ
っ
て
う
た
わ
れ
た
歌
で、
「
松
業
集」
に
六
十
二
首
を
数
え

る。
そ
の
成
立
に
つ
い
て
は
種
々
議
論
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も、
こ
れ
ら
旋

頭
歌
に
共
通
す
る
特
徴
は、
上
三
句
で
主
迎
を
提
示
し、
下
三
句
で
説
明
す

る、
と
い
う
二
段
構
造
を
も
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い

る
（
品
田
悦一
「
人
麻
呂
歌
集
旋
頭
歌
に
お
け
る
叙
述
の
位
相」
座
菜
第
百

四
十
九
号、
一
九
九
四
年
を
参
照
し
た）。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て、

①
の
歌
の
意
味
を
考
え
て
み
る。

2
 



ま
ず
上
句
は
「
埼
玉
の
小
埼
の
沼
で
鴨
が
羽
ば
た
き
し
て
い
る」
と
い
う

意
で
あ
る。
題
詞
に
「
武
蔵
の
小
埼
の
沼
の
鴨
を
見
て
作
る
歌」
と
あ
る
こ

と
か
ら
す
れ
ば、
こ
の
上
句
の
内
容
は、
尖
際
目
に
し
た
光
猥
に
基
づ
く
も

の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う。
す
な
わ
ち
虫
麻
呂
は、
上
句
に
お
い
て、
実

景
を
叙
し、
ど
こ
で、
何
が、
ど
う
し
て
い
る
の
か、
と
い
う
こ
と
を
端
的

に
述
べ
つ
つ、
一
首
に
お
け
る
主
題
を
提
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る。
こ

れ
に
対
し
て
下
旬
は、
「
あ
れ
は、
自
分
の
尾
に
降
り
撻
い
た
霜
を
払
お
う

と
し
て
い
る
ら
し
い
l

と
い
う
意
で、
こ
れ
が
上
句
の
内
容
に
対
す
る
説
明

に
な
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る。
し
か
し
な
が
ら、
こ
の
下
句
が
上
句
に
対

し
て
い
か
な
る
意
味
を
も
っ
て
か
か
わ
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る

と、
意
外
に
む
ず
か
し
い。

契
沖
「
萬
菜
代
匠
記」
(-
六
八
七
年）
以
来
多
く
の
注
釈
祇国
は、
こ
の

上
句
と
下
句
と
の
関
係
を
理
解
す
る
た
め
の
補
助
と
し
て、
「
枕
草
子」
の

「
喝
は
羽
の
霜
う
ち
払
ふ
ら
む
と
思
ふ
に
を
か
し」
と
い
う一
節
を
あ
げ
て

い
る。
そ
の
上
で、
た
と
え
ば、
鹿
持
雅
橙

需盟ボ
集
古
義」
(-
八
二
三

年）
は、
「
歌
ノ
意
ハ
此
ノ
小
埼
の
沼
に
て、
し
き
り
に
鴨
が
羽
だ、
き
す

る
よ、
あ
れ
は
己
が
大
切
に
す
る
そ
の
尾
に、
霜
が
お
く
故
に、
そ
の
霜
を

い
と
ひ
て、
は
ら
ふ
と
に
て
あ
る
ら
し
と
な
り」
と
い
い、
た
と
え
ば、
佐

佐
木
信
綱
「
評
釈
泄
莱
集
J

(一
九
五
0
年）
は、
「
古
へ
よ
り、
鴨
は
そ
の

羽
に
お
く
翁
を
羽
ぱ，
た
き
し
て
払
ふ
も
の
と
考へ
ら
れ
て
ゐ
た」
と
述
べ
て

い
る。
い
ず
れ
も
も
っ
と
も
な
雁
説
で
は
あ
る
け
れ
ど
も、
こ
の
上
句
と
下

句
と
の
関
係
に
つ
い
て
は、
作
者
の
意
図
と
い
う
こ
と
を
含
め
て、
も
う一

反
歌一
首

餞
が
嗚
き
郊
辺
を
さ
し
て
飛
ぴ
渡
る
あ
な
た，っ
た
づ
し
ひ
と
り
さ
寝
れ

ぱ

（一二
六
二
六）

右
は、
丹
比
大
夫、
亡
き
要
を
悽
俯
す
る
歌。

右
は
「
泄
業
集
j

巻
十
五
に
収
録
さ
れ
た
逍
新
羅
使
歌
群
中
の一
首
で
あ

る。
天
平
八
年
（
七
三
六）
に
派
遣
さ
れ
た
逍
新
羅
使一
行
が
安
芸
国
の
艮

門
の
烏
（
広
島
県

呉市倉
橋
島）
に
停
泊
し
た
折
に、
つ
も
る
旅
愁
を
な
ぐ

さ
め
る
た
め
に、
か
よ
う
な
「
古
挽
歌」
を
う
た
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る。

こ
の
長
歌
に、
「
鴨
す
ら
も
要
と
た
ぐ
ひ
て

わ
が
尾
に
は
霜
な
降
り
そ

と

白
拷
の
羽
さ
し
交へ
て

う
ち
払
ひ
さ
寝
と
い
ふ
も
の
を」
と
あ
る。

こ
の
部
分
は、
一
般
に
「
鴨
で
さ
え
要
と一
緒
に
い
て、
自
分
た
ち
の
尾
に

せ
て
し

歩
踏
み
込
ん
だ
解
釈
が
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か。
一
首
に
お
け
る
旋
頭
歌
と

し
て
の
妙
味
が、
こ
の
ま
ま
で
は
浮
か
ぴ
上
が
っ
て
こ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る。前
掲
消
原
論
文
が
参
考
と
し
て
あ
げ
て
い
る
と
お
り、
①
の
歌
の
意
味
を

考
え
る
と
き
に
最
も
参
考
に
な
る
の
は
次
の
歌
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る。

古
挽
歌一
首
井
せ
て
短
歌

タ
さ
れ
ば
ャヰ
辺
に
騒
き

明
け
来
れ
ば
沖
に
な
づ
さ
ふ

と
た
ぐ
ひ
て

わ
が
尾
に
は
霜
な
降
り
そ
と

う
ち
払
ひ
さ
寝
と
い
ふ
も
の
を

の
見
え
ぬ
が
ご
と
く

鴨
す
ら
も
淡

白
拷
の
羽
さ
し
交
へ
て

行
く
水
の
帰
ら
ぬ
ご
と
く

吹
く
風

跡
も
な
き
泄
の
人
に
し
て

別
れ
に
し
妹
が
滸

な
れ
衣
袖
片
敷
き
て

ひ
と
り
か
も
寝
む
（
15-―-
六
二
五）



や、
大
伴
家
持
の
亡
妾
悲
俗
歌
に
お
け
る、

我
が
や
ど
に
花
ぞ
咲
き
た
る

し
妹
が
あ
り
せ
ば

は
し
き
や

手
折
り
て
も
見
せ
ま

し
も
の
を・・・

(
3
四
六
六）

と
い
う
表
現
は、
具
体
的
に
は
勁
の
こ
う
し
た
習
性
を
背
漿
に
し
て
い
る
と

見
て
よ
い
で
あ
ろ
う。

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
見
れ
ば、
①
の
下
句
に
う
た
わ
れ
て
い
る
「
お
の

が
尾
に
降
り
置
け
る
翁
を
払
ふ」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
わ
か
る
よ
う
に
思

わ
れ
る。
「
お
の
が」
と
い
う
言
葉
は、
「
お
の
が
身」
(
5
八
八
六）、
「
お

の
が
名」
(
6
九
四
六）、
「
お
の
が
要」
(
10
ニ
0
0
五）、
「
お
の
が
命」

(
12
ニ
八
六
八）．
と
い
う
よ
う
に、
か
な
ら
ず
自
分
自
身
の
所
有
に
か
か
る

事
柄
を
さ
す。
「
お
の
が
尾
に
降
り
罷
け
る
霜
を
払
ふ」

ー、
自
分
自
身

の
尾
に
降
り
骰
い
た
甜
を
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は、
こ
の

鶉
に
は
互
い
に
羽
を
交
わ
す
相
手
が
い
な
か
っ
た、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す

そ
を
見
れ
ど
心
も
ゆ
か
ず

水
鴨
な
す
ふ
た
り
並
ぴ
居

は
霜
よ
降
る
な
と、
白
拷
の
羽
を
さ
し
交
わ
し
て、
翁
を
う
ち
払っ
て
共
寝

を
す
る
と
い
う
の
に」
と
い
う
意
と
理
解
さ
れ
て
い
る
（
注
1)。
こ
れ
に

よ
れ
ば、
当
時、
競
は、
自
分
た
ち
の
羽
に
霜
が
降
り
る
の
を
避
け
る
た
め

に
雌
雄
お
互
い
の
羽
を
さ
し
交
わ
し、
寄
り
源
い
合
っ
て
寝
る
も
の
と
考
え

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る。

紀
良
女
の
醤

陥歌、

軽
の
池
の
捕
み
行
き
み
る
務
す
ら
に
玉
藻
の
上
に
ひ
と
り
寝
な
く
に

(
3
三
九
0)

る
の
で
は
な
い
か。
も
し
こ
の
籾
が
つ
が
い
で
あ
っ
た
な
ら
ば、
互
い
に
羽

を
さ
し
交
わ
し
て
霜
を
避
け
た
り、
あ
る
い
は、
互
い
の
羽
で
霜
を
払
っ
た

り
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る。
下
句
「
お
の
が
尾
に
降
り
置

け
る
霜
を
払
ふ
と
に
あ
ら
し」
に
よ
っ
て
虫
麻
呂
が
表
現
し
よ
う
と
し
た
こ

と
は、
つ
ま
り、
「
小
埼
の
沼」
で
羽
ば
た
き
を
し
て
い
る
あ
の
競
は、
羽

を
さ
し
交
わ
す
相
手
も
な
く一
羽
で
夜
を
明
か
さ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た

ら
し
い、
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か。

か
く
し
て一
首
は、
上
句
に
お
い
て
羽
ば
た
き
を
す
る
鴨
の
様
子
を
提
示

し、
下
句
に
お
い
て
そ
れ
が一
羽
で
夜
を
明
か
し
た
粉
の
姿
で
あ
る
ら
し
い

と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る、
そ
う
い
う
二
段
構
造
を
も
つ
旋
頭
歌
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る。
で
あ
れ
ば、
一
首
に
お
け
る
上
句
（
主
題）
と
下
句
（
説

明）
と
の
関
係
が
よ
く
わ
か
り、
上
句
か
ら
下
句
に
い
た
る
そ
の
展
団
の
中

に
旋
頭
歌
と
し
て
の
妙
味
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。

以
上
の

考察
を
蹄
ま
え
た
上
で一
首
の
意
を
通
す
な
ら
ば、
次
の
よ
う
に

な
る
（
注
2)。

埼
玉
の
小
埼
の
沼
で
鴨
が
羽
ぱ
た
き
を
し
て
い
る。
あ
れ
は、
自
分
の

尾
に
降
り
岡
い
た
霜
を
払
お
う
と
し
て
い
る
ら
し
い
（
羽
を
さ
し
交
わ

す
相
手
も
な
く、
一
羽
で
こ
の
寒
い
夜
を
明
か
し
た
ら
し
い）。

三
首
一

組

①
の
歌
が
述
べ
た
よ
う
な
意
を
も
っ
て
う
た
わ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば、

首
は、

②③
の
歌
と
同
様
に、
「
都
雌
れ
た
束
国
に
於
け
る
要
恋
の
意
識」

4
 



・
〈
前
掲
消
原
論
文）
に
支
え
ら
れ
た
歌
と
い
う
こ
と
が
で
き
る。
つ
ま
り、

①
I
③
の
三
首
は、

歌
体
の
類
似
性、
地
域
の
近
接
性
に
加
え
て、

内
容
面

で
の
関
連
性
が
認
め
ら
れ
る。
と
す
る
と、
お
の
ず
と
思
い
至
る
の
は、

①

ー
③
の
三
首
は
も
と
も
と
三
首一
組
で
公
表
さ
れ
た―
つ
の
作
品
だ
っ
た
の

で
は
な
い
か、
と
い
う
こ
と
で
あ
る。

．

旋
頭
歌
と
短
歌
と
を
組
み
合
わ
せ
てー
つ
の
作
品
と
し
て
公
表
す
る
と
い

う
方
法
は、
「
痰
紫
集」
中
の
ほ
か
の
歌
群
に
も
認
め
ら
れ
る。
た
と
え
ば

次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
（
＊
は、

旋
頭
歌
を
示
す）。

m

京
職
藤
原
大
夫、
大
伴
郎
女
に
賠
る
歌
三
首

を
と
め
ら
が
王
櫛
笥
な
る
玉
櫛
の
神
さ
ぴ
け
む
も
妹
に
会
は
ず
あ
れ
ば

よ
く
渡
る
人
は
年
に
も
あ
り
と
い
ふ
を
い
つ
の
間
に
ぞ
も
我
が
恋
ひ
に

け
る

む
し
ぶ
す
ま
な
ご
や
が
下
に
伏
せ
れ
ど
も
妹
と
し
寝
ね
ば
肌
し
寒
し
も

大
伴
郎
女、

和
す
る
歌
四
首

佐
保
川
の
小
石
踏
み
渡
り
ぬ
ば
た
ま
の
黒
馬
来
る
夜
は
年
に
も
あ
ら
ぬ

か干
烏
嗚
＜
佐
保
の
川
瀬
の
さ
ざ
れ
波
や
む
時
も
な
し
我
が
恋
ふ
ら
く
は

来
む
と
い
ふ
も
来
ぬ
時
あ
る
を
来
じ
と
い
ふ
を
来
む
と
は
待
た
じ
来
じ

と
い
ふ
も
の
を

千
烏
嗚
＜
佐
保
の
川
門
の
瀬
を
広
み
打
ち
橋
渡
す
汝
が
来
と
思
へ
ば

ま
た
大
伴
坂
上
郎
女
が
歌一
首

＊
佐
保
川
の
岸
の
つ
か
さ
の
柴
な
刈
り
そ
ね
あ
り
つ
つ
も
春
し
来
た
ら
ば

③

備
後
国
の
水
訓
郡
の
長
井
の
浦
に
船
泊
り
す
る
日
に
作
る
歌
三
首

＊
あ
を
に
よ
し
奈
良
の
都
に
行
く
人
も
が
も
草
枕
旅
行
く
船
の
泊
ま
り
告

げ
む
に

海
原
を
八
十
島
陀
り
来
ぬ
れ
ど
も
奈
良
の
都
は
忘
れ
か
ね
つ
も

帰
る
さ
に
妹
に
見
せ
む
に
わ
た
つ
み
の
沖
つ
白
玉
拾
ひ
て
行
か
な

(
15
三
六
1

ニ
ー
四）

佐
波
の
海
中
に
し
て
た
ち
ま
ち
に
逆
風
に
遭
ひ、
み
な
ぎ
ら
ふ
浪
に

漂
流
す。
経
宿
の
の
ち
に、

幸
く
し
て
順
風
を
得、
豊
前
国
の
下
毛

郡
の
分
間
の
浦
に
到
洛
す。
こ
こ
に
銀
難
を
追
ひ
て
但
み
し、

悽
憫

し
び
て
作
る
歌
八
首

(4) 

立
ち
限
る
が
ね

山
上
憶
良、
秋
野
の
花
を
詠
む
歌
二
首

秋
の
野
に
咲
き
た
る
花
を
お
よ
び
折
り
か
き
数
ふ
れ
ば
七
植
の
花

＊
萩
の
花
尾
花
葛
花
な
で
し
こ
が
花
お
み
な
え
し
ま
た
藤
袴
朝
顔
の
花

（
8-
五
三
七
ー
八）

(2) 

(
4
五
ニ
ニ
1
九）

大
君
の
命
長
み
大
船
の
行
き
の
ま
に
ま
に
宿
り
す
る
か
も

右
の
一
首
は
雪
宅
麻
呂゚

我
妹
子
は
早
も
来
ぬ
か
と
待
つ
ら
む
を
沖
に
や
住
ま
む
家
づ
か
ず
し
て

捕
み
よ
り
槽
ぎ
来
し
船
を
風
早
み
沖
つ
み
浦
に
宿
り
す
る
か
も

我
妹
子
が
い
か
に
思
へ
か
ぬ
ば
た
ま
の
一
夜
も
お
ち
ず
歩
に
し
見
ゆ
る

海
原
の
沖
辺
に
鐙
し
漁
る
火
は
明
か
し
て
燦
せ
大
和
島
見
む

粕
じ
も
の
浮
き
寝
を
す
れ
ば
蛇
の
わ
た
か
黒
き
髪
に
露
ぞ
僅
き
に
け
る

5

 



(6) 固

L．
海
辺
に
し
て
月
を
望
み
て
作
る
歌
九
首

秋
風
は
日
に
異
に
吹
き
ぬ
我
妹
子
は
い
つ
と
か
我
れ
を
斎
ひ
待
つ
ら
む

大
使
の
第
二
男 。

神
さ
ぶ
る
荒
津
の
崎
に
寄
す
る
波
間
な
く
や
妹
に
恋
ひ
わ
た
り
な
む

右
の
一

首
は
土
師
稲
足 。

風
の
む
た
寄
せ
来
る
波
に
樵
り
す
る
海
人
娘
子
ら
が
裳
の
裾
溢
れ
ぬ

＊
天
の
原
ふ
り
さ
け
見
れ
ば
夜
ぞ
更
け
に
け
る
よ
し
ゑ
や
し
ひ
と
り
寝
る

夜
は
明
け
ば
明
け
ぬ
と
も

わ
た
つ
み
の
沖
つ
純
海
苔
来
る
時
と
妹
が
待
っ
ら
む
月
は
経
に
つ
つ

志
賀
の
浦
に
洲
り
す
る
悔
人
明
け
来
れ
ば
補
み
漕
ぐ
ら
し
枡
の
音
聞
こ

妹
を
思
ひ
媒
の
寝
ら
え
ぬ
に
暁
の
朝
霧
ご
も
り
雁
が
ね
ぞ
な
く

タ
さ
れ
ば
秋
凪
寒
し
我
妹
子
が
解
ぎ
洗
ひ
衣
行
き
て
早
済
む

我
が
旅
は
久
し
く
あ
ら
し
こ
の
我
が
消
る
妹
が
衣
の
垢
づ
く
見
れ
ば

（
15-―-
六
五
九
ー

六
七）

越
中
国
の
歌
四
首

大
野
道
は
茂
道
茂
路
茂
く
と
も
君
し
通
は
ば
道
は
広
け
む

＊
渋
谷
の
二
上
山
に
節
ぞ
子
生
む
と
い
ふ
さ
し
は
に
も
君
の
み
た
め
に
競

ゅ

（
15-―-
六
四
四
ー

五
一
）

ひ
さ
か
た
の
天
照
る
月
は
見
つ
れ
ど
も
我
が
思
ふ
妹
に
会
は
ぬ
頃
か
も

＊
ぬ
ば
た
ま
の
夜
渡
る
月
は
早
も
出
で
ぬ
か
も
海
原
の
八
十
島
の
上
ゆ
妹

が
あ
た
り
見
む

(
16
三
八
八
一

ー
四）

能
登
郡
に
し
て
香
島
の
泄
よ
り
舟
を
発
し 、

熊
来
の
村
を
さ
し
て
往

く
時
に
作
る
歌
二
首

＊
鳥
稔
立
て
舟
木
伐
る
と
い
ふ
能
登
の
島
山
今
日
見
れ
ぱ
木
立
茂
し
も
幾

代
神
ぴ
ぞ

香
島
よ
り

熊
米
を
さ
し
て
消
ぐ
舟
の
柑
取
る
間
な
く

都
し
思
ほ
ゆ

(
17
四
0
二
六
ー

七）

m
は 、

藤
原
麻
呂
と
大
伴
坂
上
郎
女
と
の
勲
答
歌
で 、

そ
の
贈
答
の
最
後

に
旋
頭
歌
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

②
は 、

山
上
憶
良
の
秋
の
七
な
の
歌
で 、

短
歌
と
旋
頭
歌
と
に
よ
る
二
首
一

組 。

③
ー

固
は 、

い
ず
れ
も
逍
新
羅
使
歌

群
の
中
に
あ
り 、

③
は 、

備
後
国
の
長
井
の
浦
で
の
作
三
首 。

そ
の
冒
頭
が

旋
頭
歌
で
あ
る 。

④
は 、

幾
前
国
の
分
間
の
捕
で
の
作
八
首 。

そ
の
末
尾
に

旋
頭
歌
を
骰
く 。

固
は 、

筑
前
国
栂
多
湾
の
海
浜
で
の
作
九
首 。

四
首
目
の

転
換
部
に
旋
頭
歌
が
あ
る
。

固
は 、

越
中
国
の
民
謡
四
首
で 、

前
半
二
首
が

短
歌
と
旋
頭
歌
の
組
み
合
わ
せ
に
な
っ
て
い
る
（
後
半
二
首
は
短
歌
と
仏
足

石
歌
の
組
み
合
わ
せ）

。

切
は 、

天
平
二
十
年
（
七
四
八）

越
中
国
守
大
伴

家
持
が
出
挙
の
た
め
に
甜
国
を
巡
行
し
た
折
の
作
で 、

旋
頭
歌
と
短
歌
と
に

よ
る
二
首
一

組
で
あ
る
。

(7) 

ぞ
子
生
む
と
い
ふ

弥
彦
の
お
の
れ
神
さ
ぴ
宵
雲
の
た
な
ぴ
く
日
す
ら
小
雨
そ
ほ
降
る

弥
彦
の
神
の
煎
に
今
日
ら
も
か
廊
の
伏
す
ら
む
か
は
ご
ろ
も
沼
て
角
つ

き
な
が
ら

6
 



こ
れ
ら
の
m
i
m
の
歌
群
中
に
お
け
る
旋
頭
歌
の
意
義
に
つ
い
て
は、
伊

藤
博
『
巡
紫
集
の
歌
群
と
配
列」
下
（
第
八

章第
三
節
「
海
辺
に
し
て
月
を

望
む
歌
九
首」、
第
九
章
第
二
節
「
七
草」、
一
九
九
二
年）
に
詳
細
な

考察

が
あ
る。旋

頭
歌
形
式
は、
本
米、
上
三
句
(
5
7
7)
を
甲
が、
下
三
句
(
5

7
7)
を
乙
が
唱っ
て
合
せ
る
こ
と
か
ら
生
じ
た
詩
型
と
思
わ
れ、
人

麻
呂
集
歌
な
ど
に
四一
首
を
渠
め
る
前
期
万
菜
（
い
わ
ゆ
る
万
莱
第

一
・
ニ
期）
に
お
い
て
す
で
に
特
殊
な
形
式
と
見
ら
れ
て
い
た
と
認
め

ら
れ
る
か
ら、
短
歌
が
普
遍
の
詩
型
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
た
天
平
の

枇
に
お
い
て
は、
ま
す
ま
す
日
前
性
と
は
無
緑
な
古
め
か
し
い
詩
型
と

考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る。
か
よ
う
な
詩
型
を、
普
遥

の
短
歌
群
の
中
に
据
え
た
り
そ
れ
と
合
せ
用
い
た
り
す
れ
ば、
歌
の
流

れ
（
起
伏・
展
間）
に
変
化
の
妙
を
賦
与
す
る
の
に
大
い
に
効
果
が

あ
っ
た
は
ず
だ。
事
実、
先
に
指
摘
し
た
①
i
m
の
例
は、
大
部
分
が

口
誦
の
場
で
用
い
ら
れ、
固
有
の
存
在
意
義
を
発
揮
し
て
い
る。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
伊
藤
論
文
は、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
群
に
お
い
て
旋
頭
歌

が
果
た
し
て
い
る
役
割
を
具
体
的
に
説
き、
そ
し
て、
天
平
の
時
代
に
あ
っ

て、
旋
頭
歌
と
短
歌
と
を
紐
み
合
わ
せ
て
う
た
う
方
法
が、
「
時
代
の一
っ

の
詠
法」
と
し
て
確
立
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る。

虫
麻
呂
は、
こ
の
「
時
代
の―
つ
の
詠
法」
と
い
う
ぺ
き
方
法
を、
い
ち

は
や
く
用
い
た
歌
人
の一
人
で
は
な
か
っ
た
か。
す
な
わ
ち、
旋
頭
歌一
首

と
短
歌
二
首
と
を
組
み
合
わ
せ、
た
と
え
ば
宴
の
席
な
ど
で、
こ
の一＿＿
首
を

ま
と
め
て
公
表
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か。

①
I
③
の
三
首
は、
い
ず
れ
も
妻
恋
し
さ
と
い
う
こ
と
を
主
題
に
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ、
故
郷
を
雌
れ
た
人
々
が
集
う
宴
の
席
な
ど
で
公
表
す
る
歌

と
し
て、
ま
こ
と
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
を
も
っ
て
い
る。
こ
の
楊
合、
①
の

旋
頭
歌
を
冒
頭
に
骰
く
こ
と
は、
な
に
よ
り
も
ま
ず、
間
き
手
の
注
意
を
引

き
寄
せ
る
意
味
に
お
い
て
効
果
を
発
揮
す
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る。
①
の

歌
は、
一
見、
実
際
に
目
に
し
た
粉
の
生
態
を
そ
の
ま
ま
う
た
っ
て
い
る
だ

け
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る。
し
か
し、
一
首
は、
上
句
か
ら
下
句
に
い
た

る
展
開
の
中
に
お
い
て、
寒
々
と
し
た
朝
に
ひ
と
り
羽
き
る
的
の
姿
を
印
象

的
に
浮
か
ぴ
上
が
ら
せ
て
い
る。
そ
の
初
の
姿
は、
虫
麻
呂
を
は
じ
め、
故

郷
を
離
れ
て
束
国
に
あ
る
人
々
（
開
き
手）
の
姿
に
お
の
ず
と
重
な
っ
て
く

る
に
ち
が
い
な
い。
開
き
手
の
関
心
を
高
め
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は、

こ
の
歌
は、

②③
の
歌
よ
り
も
数
段
ま
さ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か

（
注
3)。

か
く
し
て
①
ー
③
の
歌
は、
も
と
も
と
束
国
に
お
け
る
我
の
席
な
ど
で
公

表
さ
れ
た
三
首一
組
の
作
品
で、
そ
し
て、
そ
の
公
表
時
の
順
序
の
ま
ま
に

「
虫
麻
呂
歌
集」
に
収
録
さ
れ、
さ
ら
に
は
「
抵
業
集」
巻
九
雑
歌
の
部
に

収
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る。
と
す
れ
ば、

「
祁
業
集」
巻
九
雑
歌
の
部
に
お
い
て、
①
ー
③
の
三
首
が、
長
歌
群
と
長

歌
群
と
の
間
に
は
さ
ま
れ
る
よ
う
に
し
て`

今
見
る
形
で
位
樅
す
る
当
然
の

理
由
が
わ
か
る。
こ
の
立
場
か
ら、
最
後
に、
「
抵
業
集」
巻
九
雑
歌
の
部

に
お
け
る
「
虫
麻
呂
歌
集」
所
出
歌
の
配
列
の
問
題
に
つ
い
て
述
ぺ
て
お
き
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詠
松^
ム
烏一
首
井
短
歌

長
反
歌

登
筑
波
山
歌一
首
井
短
歌

長
反
歌

登
筑
波
悧
為
耀
歌
会
日
作
歌一
首
井
短
歌

右
の
歌
々
の
配
列
基
準
に
つ
い
て
は
種
々
議
綸
さ
れ
て
い
る
（
こ
の
問
の

1
ア
畿
内
大
和

�
イ
畿
内
大
和

i

ウ
束
国
常
陸

II
 

�
工

束
国
常
陸
か

�
オ
東
国
営
陸

r・
カ
東
国
常
陸

長
反
歌

長
反
歌

長
反
歌

長
反
歌

r.,
1
東
国
上
総

長
反
歌

i
2
畿
内
摂
津

長
反
歌

-
3
畿
内
河
内

長
反
歌

ー�

扉
国
武
蔵

旋
頭
歌

�

②京
国
常
陸

短
歌

r
,．

③束
国
常
陸

短
歌

vヽ

四

結

歌

は，じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に 、
「
煎
薬
集」
巻
九
雑
歌
の
部
に
は
「
虫
麻
呂

歌
集」
所
出
の
歌
が
ま
と
め
て
収
録
さ
れ
て
お
り 、
①
ー

③
の
歌
は
そ
の
中

に
含
ま
れ
て
い
る 。
そ
の
配
列
の
様
相
を
具
体
的
に
記
せ
ば 、
次
の
よ
う
に

な
る。

詠
上
総
末
珠
名
娘
子一
首
井
短
歌

詠
水
江
補
約
子一
首
井
短
歌

見
河
内
大
橋
独
去
娘
子
歌一
首
井
短
歌

見
武
蔵
小
崎
沼
勁
作
歌一
首

那
賀
郡
暖
井
歌一
首

手
綱
浜
歌一
首

登二
月
諸
卿
大
夫
等
下
難
波
時
歌
二
首
井

難
波
経
宿
明
日
還
来
之
時
歌ー
首
井
短
歌

検
税
使
大
伴
卿
登
筑
波
山
時
歌一
首
井
短

短
歌

事
情
は
「「
虫
麻
呂
歌
集」
の
配
列
基
挫」
岡
山
大
学
大
学
院
文
化
科
学
研

究
科
紀
要
第
五
号 、
一
九
九
八
年
に
お
い
て
述
ぺ
た） 。
結
論
を
い
え
ば 、

本
綸
は 、
伊
藤
博
「
歌
群
の
配
列
|

虫
麻
呂
集
歌
を
め
ぐ
っ
て
ー」

（
文
芸

言
語
研
究
文
芸
篇
11 、
一
九
八
六
年）
の
説
に
焚
成
で
あ
る 。
す
な
わ
ち
こ

の
部
分
は 、
基
本
的
に
季
節
と
い
う
観
点
に
よ
っ
て
類
衆
さ
れ
て
お
り 、
結

呆 、
I
季
節
を
限
定
し
な
い
歌
の
部
(
l
l

③
の
六
首）
と 、
II
季
節
顛
に

配
列
し
た
部
（
ア
ー
カ
の
六
首）
と
の
大
き
＜
i一
部
に
わ
か
れ
て
い
る
と
見

る 。こ
の
よ
う
に
見
る
場
合
に
問
題
に
な
る
の
は 、
季
節
を
限
定
し
な
い
歌
の

部
の
I
中
に 、
2
の
歌
と
①
の
歌
と
が
入
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る 。
と
い
う

の
は 、
2
の
歌
に
は
「
春
の
日
の
霞
め
る
時
に・・・」
と
い
う
よ
う
に 、
そ
し

て
①
の
歌
に
は
「
降
り
爵
け
る
霜」
と
い
う
よ
う
に 、
季
節
に
か
か
わ
る
表

現
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る 。

こ
の
点
に
つ
い
て 、
伊
藤
論
文
は 、
2
の
歌
に
お
け
る
「
春
の
日
の
霞
め

る
時
に；．」
は
あ
く
ま
で
歌
の
祁
入
部
で
あ
っ
て 、
歌
の
本
旨
で
あ
る
補
島

伝
説
自
体
は
春
と
い
う
季
節
に
か
か
わ
ら
な
い
と
し 、

①
の
歌
の
「
霜」
は

必
ず
し
も
季
節
を
限
定
し
な
い
素
材
で
あ
る
と
し
て 、
2
の
歌
と
①
の
歌
と

が
I
の
中
に
入
っ
て
い
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
と
し
て
い
る 。
そ
し
て 、
I

の
内
部
は 、
長
反
歌
(
l
i
3)
↓

旋
頭
歌
（
①）
↓

短
歌
（

②③）
と
い

う
よ
う
に 、
歌
の
形
式
を
第一
基
準
に
し
て
配
列
さ
れ
て
い
る
と
説
い
て
い

る 。
け
れ
ど
も
次
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば 、
こ
の
問
題
は
も
っ
と
簡
単
に

肝
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か 。
1
ー
3
は 、
伝
説
中
の
人
物 、

8
 



お
よ
ぴ
そ
れ
に
準
ず
る
特
殊
な
人
物
を
題
材
に
し
た
歌
と
し
て
ま
と
ま
っ
て

い
る。
そ
し
て、

①
ー
③
は、
以
上
述
べ
て
き
た
と
お
り、

要
恋
し
さ
と
い

う
こ
と
を
主
題
と
す
る
歌
と
し
て
ま
と
ま
っ
て
い
る。
は
た
し
て
巻
九
編
者

は、
「
虫
麻
呂
歌
集」
の
歌
々
を
季
節
順
に
配
列
す
る
と
い
う
こ
と
を
第一

に
企
図
し
つ
つ
も、
一
方
で、

歌
の
内
容
に
よ
る
ま
と
ま
り
と
い
う
こ
と
を

蒻
狐
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か。

巻
九
雑
歌
の
「
虫
麻
呂
歌
集」
歌
の
絹
集
手
順
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
て
よ

い
の
だ
と
す
れ
ば、
以
上
述
べ
て
き
た
①
i
®
の
歌
に
つ
い
て、
そ
の
内
部

的
な
関
連
を
最
も
早
く
読
み
取
っ
た
の
は、
ほ
か
な
ら
ぬ
巻
九
編
者
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
に
な
る。
こ
れ
に
加
え
て、

旋
頭
歌
↓
短
歌
の
顛
で
絋
み
合

わ
せ
て
公
表
す
る
詠
法
が、
の
ち
に
造
新
羅
使
歌
群
(
15
三
六―
二
1
四）

や
家
持
作
歌
(
17
四
0
二
六
ー
七）
に
お
い
て
見
ら
れ
る
こ
と
を
思
う
な
ら

ば、

虫
麻
呂
の
①
ー
③
の
歌
が
後
人
に
与
え
た
影
響
は
思
い
の
ほ
か
大
き

か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か。
虫
麻
呂
の
旋
頭
歌一
首、

短
歌
二
首
は、

腐

業
和
歌
史
の
一
面
を
知
る
上
で
も、

肌
味
深
い
作
品
群
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る。

（一
九
九
七
·
―
-
．

l

五）

注

(
l)

「
わ
が
尾
に
は
霜
な
降
り
そ
と」
と
い
う
「
わ
が」
は、
文
脈
上
こ
こ
は、

複
数
と
見
な
く
て
な
ら
な
い。
こ
れ
に
つ
い
て
は、
『
古
典
全
集」
(-
九
七
ニ

年）
の
頭
注
に、
「
我
が
尾
に
は
ー
こ
の
ワ
は
わ
れ
わ
れ
の
意。
雄
は
雌
の、
雌

は
雄
の
身
を
案
じ
て、
い
た
わ
り
合
っ
て
い
る
こ
と
を
表
わ
す」
と
あ
る
の
が
意

を
尽
く
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る。

(
2)

下
句
に
「
降
り
匝
け
る
霜」
と
あ
る
こ
と
を
重
視
す
る
な
ら
ば、
一
首
は、

秋
か
冬
か
の
早
朝
の
光
般
を
う
た
っ
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る。
『
科
葉
集
j

に
お

い
て
「

霜」
は、
秋
と
冬
と
を
代
表
す
る
飛
物
と
し
て
う
た
わ
れ
る
傾
向
が
顕
著

で
あ
り
（
秋
の
例
は
10
ニ
ニニ
ニ
・
ニ―――]
五・
ニ
ニ
0
三・
ニ
ニ―
l

o．
ニ
ニ

三
二
な
ど。
冬
の
例
は
10-,＿
三
三
六、
19
四―
―
ー
な
ど）、
当
時
す
で
に、
寒

い
季
節
に
起
き
る
自
然
現
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る。
口
語
訳
に
お
い
て
「一
羽
で
こ
の
寒
い
夜
を
明
か
し
た
の
で
あ
る
ら
し
い」

と
い
う
意
を
補
っ
た
の
は、
そ
う
し
た
理
由
に
基
づ
く。
な
お、
い
う
ま
で
も
な

い
こ
と
な
が
ら、
上
句
の
「
埼
玉
の
小
埼
の
沼
に
鴨
ぞ
羽
き
る」
か
ら
は
う
た
わ

れ
て
い
る
季
節
や
時
間
の
こ
と
な
ど
は
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
（「
鴨」
は

季
節
を
限
定
し
て
う
た
わ
れ
る
烏
で
は
な
い。
3
二
五
七
＾
春〉、
4
七
l

-

＾
秋〉、
1
六
四
〈
冬＞

参照）。
と
す
る
と、
下
句
は、
上
句
の
光
供
の
季
節
と

時
間
と
を
明
か
し
て
い
る
こ
と
に
な
り、
そ
の
点
に
も、
こ
の
歌
の
旋
頭
歌
と
し

て
の
妙
味
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い。

(
3)

前
に
掲
げ
た
m
i
m
の
中
に
も、
今
の
楊
合
と
同
様
に、
旋
頭
歌
を
冒
頭
に

匠
き
短
歌
を
統
け
る
歌
群
が
あ
る。
ゆ
と
S
と
が
そ
れ
で
あ
る。
い
ず
れ
も、
旋

頭
歌
を
冒
頭
に
屈
く
こ
と
に
よ
る
効
染
を
期
待
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も、

作
歌
時
期
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば、
虫
麻
呂
の
例
が
最
も
早
い。
少
な
く
と
も、

祠
栞
集
に
お
い
て、
虫
麻
呂
の
旋
頭
歌一
首、
短
歌
二
首
と
に
よ
る
組
み
合

わ
せ
は、
旋
頭
歌
↓
短
歌
の
順
に
よ
る
詠
法
の
先
駆
で
あ
る。

（
に
し
き
お
り

ひ
ろ
ふ
み

閃
山
大
学
大
学
院
文
化
科
学
研
究
科）

，




