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「
能
因
の
旅
｜
陸
奥
下
向
前
後
｜
」
（
『
和
歌
文
学
研
究
』
第
お
号
・
昭
和
田
・

9
）
に
お
い
て
、
能
因
の
両
度
陸
奥
下
向
を
中
心
に
、
甲
斐

・
三
河
・
遠
江
等
へ
の
下
固
に
つ
き
、
年
次
を
追
い
つ
つ
考
察
を
試
み
た
。
本
稿
で
は
、
以
上
の
各
地
下
向
に
つ
づ
い
て
行
わ
れ
た
、
能
因
の
美
濃
・
伊
予
両

さ
き
に
私
は
、

-184ー

国
下
向
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
が
、
そ
れ
に
先
立
ち
前
稿
の
要
点
を
左
に
列
記
す
る
。

付
甲
斐
下
向
｜
｜
i

家
集
（
私
家
集
大
成
本
・
能
因
I
）
の
「
必

か
ひ
に
て
、
や
ま
な
し
の
は
な
を
見
て
／
か
ひ
か
ね
に
さ
き
に
け
ら
し
な
足
曳
の
や
ま
な
し

を
か
の
山
な
し
の
は
な
」
の
一
首
が
能
因
の
甲
斐
下
向
を
証
す
る
。
そ
の
配
列
か
ら
し
て
、
出
家
以
前
の
寛
弘
八
（
一

O
一
一
）
年
前
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

歌
中
の
歌
枕
「
山
梨
岡
」
は
『
古
今
和
歌
六
帖
』
（
第
二
）
に
一
首
そ
の
先
例
が
み
え
る
の
み
で
あ
り
、
そ
こ
に
、
未
だ
固
定
し
き
ら
な
い
歌
枕
へ
の
能
因
の

関
心
を
み
て
と
れ
る
。

は
公
務
を
帯
び
て
甲
斐
に
下
向
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
等
が
推
察
さ
れ
る
。

一方、

「
山
梨
岡
」
は
甲
斐
国
府
（
東
山
梨
郡
石
和
町
）
近
辺
に
存
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
能
因
が
国
府
に
滞
在
し
た
こ
と
、
ひ
い
て

口
三
河
下
向
’
｜
｜
家
集

ω
・

ωの
二
首
を
も
と
に
検
討
を
加
え
る
と
、
寛
仁
J
治
安
年
問
、
友
人
源
為
善
の
三
河
守
赴
任
に
随
伴
し
て
同
地
に
下
っ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
鈎
番
歌
に
お
い
て
は
、
信
濃
国
「
御
坂
」
（
『
万
葉
集
』
四
四

O
二
に
一
首
既
見
）
と
い
う
目
新
し
い
歌
枕
を
詠
み
、
の
ち
に
同
首
が
橘
為
仲
に
影

響
を
与
え
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
一
方
卯
番
歌
中
の
歌
枕
「
し
か
す
が
の
わ
た
り
」
が
三
河
国
府
（
宝
飯
郡
国
府
町
）
と
近
接
し
た
地
で
あ
る
こ
と
か



ら
、
能
因
が
為
善
の
食
客
と
し
て
三
河
国
府
の
館
に
ま
で
足
を
伸
ば
し
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
ま
た
以
後
の
能
因
の
動
向
が
不
明
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合

わ
せ
る
と
、
能
因
は
三
河
下
向
後
し
ば
ら
く
同
地
に
滞
留
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

同
両
度
陸
奥
下
向
｜
｜
初
度
下
向
は
万
寿
一
一
（
一

O
二
五
）
年
、
再
度
下
向
は
長
元
年
間
前
半
と
推
定
さ
れ
る
。
初
度
の
折
に
は
有
名
な
「
白
河
関
」
で
の
詠

一
首
が
残
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
旅
の
具
体
的
な
有
様
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
同
首
が
の
ち
の
歌
人
に
与
え
た
影
響
は
少
な
か
ら
ざ
る

も
の
が
あ
る
。
一
方
、
再
度
下
向
に
お
い
て
は
十
八
首
の
詠
歌
が
家
集
に
残
さ
れ
て
お
り
、
旅
の
様
相
を
お
お
む
ね
知
り
得
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
初
度

の
折
と
は
下
向
コ

i
ス
を
変
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
窺
知
さ
れ
る
。
ま
た
、
著
名
な
歌
枕
を
詠
む
か
た
わ
ら
、
「
音
無
の
滝
」
「
昔
河
」
等
、
現
実
に
旅
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
詠
み
得
る
歌
枕
が
散
見
さ
れ
、
中
央
貴
族
歌
人
と
は
別
種
の
歌
枕
へ
の
興
味
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
。
陸
奥
よ
り
の
帰
京
コ
l
ス

は
今
な
お
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

一
旦
武
蔵
方
面
へ
出
た
の
ち
最
終
的
に
は
北
陸
道
へ
抜
け
た
ら
し
い
。
そ
の
折
の
越
前
国
「
た
い
ふ
の
山
」
で
の
詠
は
、

能
因
と
『
能
因
歌
枕
』
と
の
関
係
を
考
察
す
る
際
の
興
味
深
い
資
料
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
両
度
陸
奥
下
向
は
、
帰
京
後
の
「
想
像
奥
州
十
首
」

東
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国
風
俗
五
首
」
等
の
成
立
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
能
図
的
歌
風
形
成
の
上
に
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。

伺
遠
江
下
向
1

1
家
集
別
番
歌
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
長
元
八
（
一

O
三
五
）
年
初
に
遠
江
守
大
江
公
資
を
頼
っ
て
同
地
に
下
向
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

か
つ
て
の
東
海
道
往
還
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
首
詞
書
に
「
は
ま
な
の
は
し
を
は
し
め
て
見
て
」
と
あ
る
点
を
疑
問
と
し
、
そ
の
事
情
を
考
察
、
長
元
四
、

五
年
頃
浜
名
橋
の
架
橋
工
事
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
す
る
。
こ
の
推
定
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
能
因
の
遠
江
下
向
は
彼
の
強
烈
な
歌
枕
志
向
を
物

語
る
も
の
と
言
い
得
る
。

両
度
美
濃
下
向
｜
｜
長
元
末

i
長
暦
初
ー
ー
ー

お
そ
ら
く
長
元
八
（
一

O
三
五
）
年
三
、
四
月
頃
迄
に
、
能
因
は
遠
江
守
大
江
公
資
と
と
も
に
遠
江
よ
り
帰
京
し
た
。
そ
れ
は
、
両
者
が
同
年
五
月
十
六
日

関
白
左
大
臣
頼
通
歌
合
に
出
詠
し
て
い
る
事
実
に
よ
り
察
知
さ
れ
る
。
以
後
し
ば
ら
く
、
能
因
は
摂
津
に
居
を
定
め
つ
つ
都
と
の
聞
を
往
還
し
て
い
た
ら
し
い



が
、
ま
も
な
く
美
濃
へ
向
け
て
下
っ
た
。

み
の
へ
く
た
る
と
て
、
あ
っ
さ
の
山
に
て
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み
や
き
ひ
く
あ
っ
さ
の
そ
ま
を
か
き
分
て
な
に
は
の
浦
を
と
を
き
か
り
ぬ
る

近
江
の
う
み
の
ほ
と
り
を
行
と
て

戸
h
J

n，t
 

唱
E
目且

‘
 

あ
さ
ほ
ら
け
あ
ふ
み
の
う
み
を
う
ち
み
れ
は
は
ま
さ
へ
い
け
る
か
ひ
な
か
り
け
り

や
ま
中
に
て
九
月
つ
く
る
に
、
ひ
と
り
な
か
め
け
る

176 

山
姫
も
い
そ
き
た
つ
ら
ん
あ
す
よ
り
は
紅
葉
の
に
し
き
衣
か
へ
に
と

コ
ー
ス
順
か
ら
言
え
ば
、

m
－

mの
順
が
正
し
い
。
右
三
首
が
全
て
美
濃
下
向
時
の
詠
と
解
す
れ
ば
、
家
集
配
列
と

m番
歌
詞
書
か
ら
し
て
、
こ
の
下
向
は
長

元
九
（
一

O
一
二
六
）
年
頃
の
秋
に
為
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

榊
等

春
、
美
濃
の
南
宮
に
て
こ
首

-186-

177 

を
と
め
こ
か
と
る
か
み
か
き
の
さ
か
木
葉
と
や
と
せ
つ
は
き
は
い
つ
れ
久
し
き

瑞
簸
花

178 

万
代
を
こ
め
て
し
め
ゆ
ふ
み
つ
か
き
の
は
な
を
そ
人
は
か
さ
す
へ
ら
な
る

右
二
首
の
詞
書
に
春
と
あ
る
こ
と
よ
り
、

能
因
は
そ
の
ま
ま
美
濃
で
越
年
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

詞
書
に
み
え
る
「
南
宮
」
は
、
岐
阜
県
不
破
郡
南
宮
山

（
半
腹
に
高
山
権
現
官
が
あ
る
。
そ
こ
で
の
詠
か
）
を
指
し
、
美
濃
国
府
l
不
破
郡
垂
井
町
ー
に
近
接
し
た
地
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
此
の
折
も
こ
れ
ま
で
の

旅
と
同
様
国
守
を
頼
つ
て
の
下
向
と
推
察
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

当
初
、
能
因
は
そ
の
ま
ま
美
濃
の
地
に
足
を
留
め
る
予
定
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、

一
旦
帰
洛
し
た
も
の
の
、
再
び
美
濃
を
訪
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
が
、
と
も
か
く
、
一
時
能
因
は
京
に
帰
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
お
そ
ら
く
友
人
藤
原
保
昌
の
卦
報
に
接
し
た
た
め
で
あ
っ
た
ろ
う
。

長
元
九
云
々

故
津
守
保
昌
朝
臣
の
六
条
の
家
を
み
れ
は
、
み
や
き
の
を
お
も
ひ
出
て
う
ゑ
し
秋
草
と
も
い
と
あ
は
れ
な
り
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み
や
き
の
を
う
っ
し
ふ
宿
の
秋
の
野
は
忍
ふ
く
さ
の
み
お
ふ
る
な
り
け
り

保
昌
の
卒
去
は
、
右
の
歌
の
詞
書
傍
注
、
及
び
『
勅
撰
集
作
者
部
類
』
等
に
よ
り
、
長
元
九
年
九
月
の
こ
と
と
知
れ
る
。
馴
れ
親
し
ん
だ
保
昌
家
を
訪
れ
、
保

昌
の
死
を
弔
っ
た
能
因
は
、
再
び
美
濃
へ
下
っ
た
。

は
ま
な
の
わ
た
り
へ
行
と
て

さ
す
ら
ふ
る
身
は
い
つ
く
と
も
な
か
り
け
り
は
ま
な
の
は
し
の
わ
た
り
へ
そ
行

こ
の
歌
・
詞
書
に
よ
れ
ば
、
能
因
は
美
濃
で
は
な
く
、
遠
江
「
浜
名
の
橋
」
へ
向
け
て
出
立
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
右
一
首
は
『
続
調
花
集
』
（
巻
十
五
、

184 旅
）
に
入
集
し
、
そ
の
調
書
に
、

「
遠
江
へ
ま
か
り
け
る
と
き
み
の
斗
か
み
義
通
朝
臣
国
に
有
と
開
て
ま
か
り
よ
れ
り
け
る
に
あ
る
し
な
と
し
て
な
に
こ
と
に

て
い
っ
こ
へ
ま
か
る
そ
な
と
申
け
れ
は
よ
め
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
遠
江
下
向
途
次
、
美
濃
国
守
義
通
を
頼
っ
て
同
国
に
立
ち
寄
っ
た
も
の
と
知
れ
る
。

義
通
は
、
能
因
に
心
酔
し
た
為
仲
の
父
橘
義
通
で
あ
り
、
く
わ
え
て
能
因
と
は
橘
氏
と
し
て
同
族
の
関
係
に
あ
る
か
ら
、
右
の
一
件
は
事
実
と
し
て
不
自
然
で

は
な
い
。
当
時
義
通
が
美
濃
守
の
官
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
『
左
経
記
』
長
元
九
年
五
月
十
七
・
十
九
日
の
両
僚
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。

な
お
、
右
一
首
は
、
師
綱
（
継
）
朝
臣
、
詠
「
さ
す
ら
ふ
る
身
を
い
つ
く
そ
と
人
と
は
L

は
る
け
き
山
の
か
ひ
に
と
を
い
へ
」
の
影
響
下
に
成
立
し
た
も
の
で
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あ
ろ
う
。
能
因
は
此
の
歌
を
、
の
ち
に
『
玄
々
集
』
（
版
本
幼
番
）
に
入
集
せ
し
め
て
い
る
か
ら
、
彼
が
同
首
を
熟
知
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

き
て
、
そ
の
後
能
因
が
遠
江
に
下
っ
た
か
ど
う
か
明
ら
か
で
は
な
く
、
そ
の
確
証
は
な
い
。
家
集
及
び
『
続
調
花
集
』
詞
書
の
書
き
ぶ
り
か
ら
す
れ
ば
、
遠

江
に
下
っ
た
公
算
は
大
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
間
能
因
は
お
も
に
美
濃
に
滞
留
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
家
集

m
l
mに
配
列
さ
れ
る

「
美
州
に
閑
居
五
首
」
が
そ
れ
を
証
し
て
い
る
。
こ
の
五
首
詠
は
、
前
稿
に
お
い
て
述
べ
た
「
想
像
奥
州
十
首
」

「
東
国
風
俗
五
首
」
な
ど
の
連
作
と
や
や
趣

を
異
に
す
る
が
、
例
え
ば
、

集
記
有
神
人
舞

は
ふ
り
こ
も
ゆ
ふ
か
く
ら
せ
り
や
よ
ひ
め
の
か
み
う
ち
と
け
て
物
か
た
り
せ
よ

188 

見
山
中
禅
僧



等
の
詠
は
、
旅
中
で
の
経
験
に
よ
る
も
の
で
、
や
は
り
能
因
の
旅
が
彼
の
和
歌
に
与
え
た
影
響
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

白
雲
の
た
な
ひ
く
山
の
嶺
に
す
む
君
を
み
る
と
き
わ
か
身
か
な
し
も

両
度
伊
予
下
向
｜
｜
長
暦
四
年
春
J
長
久
年
間
l
l
l

美
濃
よ
り
帰
京
し
た
能
困
は
、
源
親
範
（
道
済
男
）
が
、
「
長
暦
二
年
九
月
十
三
日
師
房
歌
合
」
に
出
詠
す
る
に
際
し
、
代
作
な
ど
を
し
つ
り
、
京
周
辺
で

時
日
を
過
し
た
模
様
で
あ
る
が
、
そ
の
の
ち
｜
長
暦
四
（
一

O
四
O
）
年
春

l
、
伊
予
に
下
っ
て
い
る
。
家
集
に
、

長
暦
四
年
春
、
い
よ
の
く
に
ふ
く
た
り
て
、
は
ま
に
都
鳥
と
い
ふ
と
り
の
あ
る
を
見
て
、
な
か
む

も
し
ほ
や
く
あ
ま
と
や
お
も
ふ
都
鳥
な
を
な
つ
か
し
み
し
る
人
に
せ
む

208 と
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
か
つ
て
の
陸
奥
下
向
時
の
「
音
無
の
滝
」

「
昔
河
」
で
の
詠
の
場
合
よ
り
も
一
層
明
ら
か
に
、

『
伊
勢
物
語
』
の
「
都
鳥
」
詠
か
ら
影

-188ー

響
を
受
け
て
成
立
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

一
方
、
こ
の
能
因
の
伊
予
下
向
が
、
能
因
の
文
章
生
時
代
以
来
の
友
人
藤
原
資
業
の
伊
予
守
赴
任
に
従
つ
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
目
崎
氏
の
指

（

2
）
 

摘
さ
れ
た
と
お
り
で
あ
り
、
今
再
説
の
要
は
な
い
。
本
稿
で
は
、
そ
れ
を
も
と
に
、
両
者
の
伊
予
在
国
の
年
時
と
そ
こ
で
の
和
歌
創
作
活
動
と
に
眼
を
転
じ

て
、
そ
の
一
端
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

両
者
が
伊
予
に
下
向
し
た
長
暦
四
年
の
翌
年
、
す
な
わ
ち
、
長
久
二
（
一

O
四
二
年
夏
、
伊
予
は
異
常
な
皐
魁
に
見
舞
わ
れ
、
家
集
に
よ
れ
ば
能
因
は
祈

雨
の
歌
一
首
を
詠
ん
で
雨
を
降
ら
し
め
て
い
る
。

長
久
二
年
之
夏
、
有
天
早
無
降
雨
、
の
詠
和
歌
献
霊
社
、
有
神
感
、
廻
施
甘
雨
一
昼
夜
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あ
ま
の
川
な
は
し
ろ
水
に
せ
き
く
た
せ
あ
ま
く
た
り
ま
す
か
み
な
ら
は
か
み

こ
の
歌
は
、
成
立
直
後
、
橘
為
仲
に
影
響
を
与
え
『
橘
為
仲
集
』
に
も
祈
雨
の
歌
三
首
が
み
え
て
い
る
（
為
仲
I
・
M
J
お
）
。
の
ち
に
、
能
因
の
祈
雨
詠
は
、



『
金
葉
集
』
（
巻
十
、
雑
下
、
六
六
五
）
・
『
俊
頼
髄
脳
』
な
ど
の
撰
集
や
歌
論
書
、
或
い
は
ま
た
『
古
今
著
聞
集
』
・
『
十
訓
抄
』
等
の
説
話
集
の
類
に
ま
で
採

録
さ
れ
、
人
口
に
捨
突
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
同
首
の
成
立
を
考
察
す
る
際
の
手
が
か
り
と
も
な
る
べ
き
資
料
が
、
『
金
葉
集
』
の
写
本
類
数
本
に
散
見
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
陽
明
文
庫
蔵
『
金

（

4
）
 

葉
集
』
（
室
町
末
写
）
の
該
当
歌
部
分
に
は
、
次
の
如
き
書
入
れ
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

資
業
卿
為
伊
与
守
之
時
、
能
因
法
師
読
合
寄
云

龍
宮
祈
雨

七
番

左

能
因

あ
ま
の
川
苗
代
水
に
せ
き
く
た
せ
あ
ま
く
た
り
ま
す
神
と
し
る
へ
く

右

資
業

-189ー

後
七
字
相
違
如
何

あ
ま
の
川
水
せ
き
く
た
す
神
な
れ
は
あ
め
の
し
た
に
は
あ
ふ
く
と
を
し
れ

範
国
資
業
何
一
定
哉

依
皐
祈
雨
云
々

又
膏
合

題
龍
宮
祈
雨
云
々

何
一
定
哉

こ
の
書
入
れ
が
何
に
よ
る
も
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
。
ま
た
、
書
入
れ
中
に
み
ら
れ
る
如
く
、
能
因
詠
の
第
五
句
は
、
家
集
中
の
詠
句
と
相
違
し
て
い
る
。

だ
が
、
少
な
く
と
も
右
の
書
入
れ
に
信
を
置
く
限
り
、
能
因
の
祈
雨
詠
は
能
因
が
単
独
に
詠
じ
て
霊
社
に
献
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
歌
合
（
国
守
資
業
主
催
で

あ
ろ
う
）
に
お
い
て
、
資
業
詠
と
番
っ
て
詠
ま
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
、
く
わ
え
て
「
七
番
左
」

「
右
」
と
あ
る
か
ら
、
か
な
り
整
っ
た
形
で
の
歌
合
に
お
け

る
詠
と
思
わ
れ
る
。
本
歌
合
の
行
な
わ
れ
た
場
所
は
、
家
集
に
は
「
霊
社
」
と
あ
る
の
み
で
判
然
と
し
な
い
が
、
『
金
葉
集
』
で
は
「
一
宮
」
と
な
っ
て
い
る
。

と
す
れ
ば
、
愛
媛
県
新
居
浜
市
に
存
す
る
「
一
宮
明
神
」
で
あ
ろ
う
。



と
も
か
く
、
右
の
事
実
は
、
能
困
、
資
業
両
者
の
伊
予
国
で
の
和
歌
創
作
活
動
の
一
端
を
示
す
も
の
と
し
て
、
注
目
に
値
す
る
。

さ
て
、
家
集
の
配
列
に
従
え
ば
、
右
の
祈
雨
歌
合
の
直
後
、
国
守
資
業
は
一
旦
帰
洛
し
た
。

大
守
上
洛
之
時
、
送
之

212 

こ
と
し
け
き
み
や
こ
な
り
と
も
さ
よ
ふ
け
て
浦
に
な
く
た
っ
思
ひ
お
こ
せ
よ

（

5
v
 

こ
れ
は
長
久
二
年
暮
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
づ
い
て
能
因
も
ま
た
都
に
戻
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
伊
予
国
守
資
業
の
不
在
と
、
友
人
大
江
公
資
の
卦
報
に

接
し
た
た
め
で
あ
っ
た
か
と
推
察
さ
れ
る
。

m番
歌
の
後
に
次
の
如
き
詠
が
み
ら
れ
る
。

故
公
資
朝
臣
の
旧
宅
に
一
宿
、
月
夜
詠
之

218 

ぬ
し
な
く
て
あ
れ
た
る
宿
の
そ
と
も
に
は
月
の
ひ
か
り
そ
ひ
と
り
す
み
け
る

公
資
の
卒
去
は
、

『
春
記
』
に
よ
り
長
久
元
年
六
月
廿
五
日
の
こ
と
と
知
れ
る
か
ら
、
能
因
の
伊
予
下
向
直
後
の
こ
と
で
あ
る
。
能
因
と
公
資
と
の
交
友
は
か

〈

6
）

な
り
親
密
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
卒
去
の
報
が
能
因
を
上
京
の
途
に
着
か
せ
た
の
も
首
肯
し
得
る
。
と
も
か
く
能
因
は
上
京
し
、
公
資
宅
に
一
宿
、
右
一
首
を

← 190ー

詠
ん
で
公
資
の
死
を
弔
っ
た
。

そ
の
後
ま
も
な
く

l
長
久
三
年
頃

l
、
能
因
は
再
び
伊
予
に
下
向
し
た
。

与
州
に
て
詠
之
、
楽
府
和
歌
百
練
鏡
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さ
み
た
れ
に
と
く
る
ま
か
ね
を
み
か
き
っ
斗
て
る
日
と
み
ゆ
る
ま
す
か
L
み
哉

の
一
首
が
そ
れ
を
証
す
る
。
長
暦
三
年
正
月
廿
六
日
に
伊
予
守
に
任
じ
た
藤
原
資
業
は
、
任
期
満
了
に
伴
う
残
務
整
理
の
た
め
、
再
び
伊
予
に
下
向
し
た
も
の

と
推
察
さ
れ
、
能
困
は
そ
れ
に
随
伴
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
伊
予
在
国
中
の
詠
歌
の
中
に
、
友
人
源
為
善
の
卒
去
を
哀
悼
し
た
歌
が
み
え
て
い
る
。

対
月
憶
故
備
州
源
判
史
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命
あ
れ
は
こ
と
し
の
秋
も
月
は
み
つ
わ
か
れ
し
人
に
あ
ふ
よ
な
き
哉

（

8
）
 

こ
の
歌
は
、
長
久
四
年
秋
の
詠
と
見
徹
さ
れ
る
。
何
ら
か
の
事
情
で
資
業
の
伊
予
在
国
が
延
び
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
来
な
ら
、
同
年
正
月
の
時
点
で
資
業
は



伊
予
守
を
退
任
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
バ
～
な
お
、
右
一
首
は
、
の
ち
の
上
洛
直
後
の
詠

京
に
て
、
好
事
七
八
人
許
、
月
の
夜
客
に
あ
ふ
と
い
ふ
題
を
よ
む
に
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む
か
し
見
し
人
に
た
ま
さ
か
逢
夜
哉
み
や
こ
の
月
は
こ
れ
そ
う
れ
し
き

の
一
首
と
照
応
す
る
も
の
か
と
も
思
わ
れ
る
。

m番
歌
が
伊
予
で
の
独
詠
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、

一
層
そ
の
感
は
強
い
。

と
こ
ろ
で
、
資
業
が
伊
予
に
お
い
て
歌
合
を
催
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
既
述
の
と
お
り
だ
が
、
そ
の
観
点
か
ら
、
能
因
の
再
度
伊
予
下
向
時
の
詠
歌
を
見
る

と

一
つ
の
興
味
深
い
歌
群
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

m
l
mに
配
列
さ
れ
る
、
梅
為
度
年
花
、
青
柳
、
子
日
、
詠
月
、
も
み
ち
、
き
く
、

〈

m）

氷
、
と
し
の
暮
、
山
か
は
の
歌
群
で
あ
る
。
こ
の
題
詠
歌
群
に
は
夏
題
の
詠
が
み
ら
れ
な
い
が
、
そ
れ
を
無
視
す
れ
ば
、
お
お
む
ね
季
節
順
に
従
っ
て
題
が
配

列
さ
れ
て
お
り
、
ぃ
小
に
も
歌
合
詠
ら
し
き
体
裁
を
装
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
八
首
を
子
細
に
検
討
し
て
み
る
と
、

m番
歌
「
も
み
ち
」
詠
が
、

代
集
』
（
巻
五
）
に
入
集
し
、
詞
書
に
「
式
部
大
輔
資
慶
家
歌
合
に
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
萩
谷
氏
は
、
資
慶
を
資
業
の
誤
り
と
し
、

『万

こ
の
「
も
み
じ
」
詠
一

n
u
d
 

首
を
も
と
に
「
〔
永
承
五
年
以
前
秋
〕
式
部
大
輔
資
業
歌
合
」
と
し
て
『
平
安
朝
歌
合
大
成
』
国
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
資
慶
が
資
業
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
間

違
い
な
か
ろ
う
が
、
右
に
記
し
た
事
象
を
勘
案
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
「
山
か
は
」
詠
を
除
く
七
題
七
首
の
歌
は
、
同
時
の
歌
合
詠
で
は
あ
る
ま
い
か
。
伊
予

守
と
し
て
任
国
に
赴
任
中
の
資
業
が
、
部
で
の
す
さ
び
に
、
年
令
的
に
み
て
も
歌
人
と
し
て
名
声
を
博
し
て
い
る
能
因
が
と
も
に
居
る
の
を
幸
い
に
、
任
国
で

歌
合
を
催
し
た
こ
と
は
想
像
に
易
い
。
同
席
歌
人
が
、
能
因
一
人
し
か
知
ら
れ
な
い
こ
と
も
、
伊
予
と
い
う
都
の
地
で
の
歌
合
で
あ
る
こ
と
を
傍
証
し
よ
う
。

前
記
の
祈
雨
歌
合
に
お
い
て
も
、
能
図
と
資
業
以
外
の
出
詠
歌
人
名
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
疑
問
の
持
た
れ
る
の
は
、
式
部
大
輔
資
業
と
あ
る
点
で
、

当
時
資
業
は
式
部
大
輔
の
官
を
辞
し
て
い
る
。
し
か
し
、
の
ち
永
承
元
（
一

O
四
六
）
年
四
月
十
四
日
に
再
び
式
部
大
輔
と
な
り
、
出
家
す
る
永
承
六
年
二
月

『
万
代
集
』
の
記
載
は
最
終
官
位
に
よ
っ
た
も
の
と
み
れ
ば
さ
し
っ
か
え
な
か
ろ
う
。
な
お
右
の
歌
合
に
関
し
て
、
更
に
穿

十
六
日
ま
で
同
官
に
あ
る
か
ら
、

っ
て
言
え
ば
、
右
の
歌
群
に
つ
づ
く
歌
が
伊
予
国
府
に
近
い
三
島
明
神
社
で
東
遊
を
し
た
折
の
詠
、

あ
つ
ま
あ
そ
ひ
を
見
て

232 

う
と
は
ま
に
あ
ま
の
羽
衣
む
か
し
き
て
ふ
り
け
む
袖
や
け
ふ
の
は
う
り
こ



の
一
首
で
あ
る
か
ら
、
東
遊
を
し
た
折
の
一
興
と
し
て
、
歌
合
が
催
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
前
の
祈
雨
歌
合
が
一
宮
明
神
に
お
い
て
行
わ
れ

た
こ
と
と
符
合
し
て
、

一
つ
の
興
味
深
い
和
歌
創
作
活
動
が
想
定
さ
れ
よ
う
。

資
業
は
、
能
因
が
伊
予
下
向
に
随
伴
し
た
こ
と
に
よ
り
、
右
の
歌
合
以
外
に
も
様
々
な
詠
歌
の
機
会
を
持
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

『
玄
々
集
』
に
能
因
が

撰
し
た
資
業
歌
二
首

た
か
さ
こ
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く
れ
な
ゐ
に
た
っ
し
ら
な
み
の
み
え
つ
る
は
や
ま
の
あ
な
た
の
入
日
な
り
け
り

古
郷
を
お
も
ふ
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ふ
な
で
し
て
い
く
か
に
な
り
ぬ
ふ
る
さ
と
は
山
見
ゅ
は
か
り
け
ふ
そ
き
に
け
り

（
両
首
と
も
版
本
『
玄
々
集
』
に
よ
る
）

な
ど
は
、
こ
の
伊
予
下
向
時
の
詠
で
あ
ろ
う
。
能
因
は
直
接
的
な
形
で
右
二
首
を
知
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
家
集
の
配
列
か
ら
し
て
長
久
年
間
の
詠
と
み
ら
れ
る
も
の
の
中
に

-192-

備
中
守
兼
房
の
館
に
て
、
歳
暮
和
歌

214 

春
た
与
は
を
と
っ
れ
よ
き
み
し
は
ふ
き
て
ぬ
ま
の
こ
ほ
り
の
と
く
る
た
よ
り
に

（

ロ

）

（

臼

）

と
い
う
一
首
が
み
え
て
い
、
高
橋
氏
は
「
備
中
に
も
し
ば
ら
く
逗
留
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
別
稿
に
記
し
た
如
く
、
兼
房
は
『
春

記
』
長
久
二
（
一

O
四
一
）
年
三
月
廿
六
日
の
条
に
「
備
中
前
司
兼
房
」
と
み
え
、
く
わ
え
て
『
公
卿
補
任
』
長
元
八
（
一

O
三
五
）
年
藤
原
兼
隆
の
項
に

「
正
月
廿
日
辞
中
納
言
。
以
男
正
四
位
下
兼
房
朝
臣
申
仕
備
中
守
」
と
割
注
が
あ
る
。
仮
に
、
家
集
の
配
列
の
乱
れ
を
想
定
し
て
、
右
一
首
が
兼
房
の
備
中
守

任
官
時

l
長
元
八
年
正
月
以
降
の
四
年
間

l
の
詠
と
見
倣
す
と
、
当
時
能
因
は
、
頼
通
歌
合
出
詠
や
、
美
濃
よ
り
遠
江
（
浜
名
の
橋
）
辺
り
へ
の
下
向
が
重
な

っ
て
、
備
中
下
向
の
暇
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
、
矛
盾
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
家
集
の
配
列
の
乱
れ
は
予
想
し
難
い
。
お
そ
ら
く
、
別
番
歌
詞
書

（

M
）

（

t
u）
 

は
、
平
野
氏
の
指
摘
さ
れ
る
如
く
、
「
前
備
中
守
」
の
「
前
」
の
一
字
が
脱
落
し
た
も
の
と
憶
測
さ
れ
、
能
因
の
備
中
下
向
は
考
え
難
い
。



一
方
、
『
後
拾
遺
集
』
（
巻
一
、
春
上
）
の
次
の
一
首
に
よ
り
、
能
因
の
美
作
下
向
が
想
定
さ
れ
る
。

美
作
に
ま
か
り
下
り
け
る
に
お
ほ
い
ま
う
ち
君
の
か
づ
け
物
の
事
を
思
ひ
出
で
L
範
永
の
朝
臣
の
も
と
に
遣
し
け
る
（
能
因
法
師
）
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よ
ふ
ふ
と
も
我
れ
忘
れ
め
や
桜
花
こ
け
の
挟
に
散
り
て
か
斗
り
し

こ
の
歌
は
、
家
集
に
は
み
え
な
い
。

し
た
が
っ
て
家
集
末
尾
の
寛
徳
二
（
一

O
四
五
）
年
詠
以
後
の
詠
と
見
倣
さ
れ
る
。
目
崎
氏
は
、

『
後
拾
遺
集
』
（
巻
十

J¥ 

一
O
五
八
）
に
「
み
ま
さ
か
の
守
に
侍
る
時
：
：
：
」
と
い
う
詞
書
を
も
っ
兼
一
房
の
歌
が
み
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
兼
房
が
能
因
を
任
地
へ
伴
っ
た
可
能
性

を
考
え
て
お
ら
れ
、
永
承
初
年
頃
を
目
安
と
し
て
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。
永
承
五
（
一

O
五
O
）
年
二
月
、
藤
原
長
房
が
美
作
守
に
任
ず
る
ま
で
の
永
承
年
間
の

美
作
守
が
不
明
で
あ
る
の
で
兼
一
房
の
可
能
性
も
濃
く
、
筆
者
は
一
応
目
崎
氏
説
を
支
持
し
て
お
き
た
い
。
能
因
の
美
作
下
向
は
、
右
一
首
が
そ
れ
を
証
す
の
み

で
他
に
資
料
も
な
い
。
よ
っ
て
多
く
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

以
上
、
前
稿
に
引
き
続
き
述
べ
て
き
た
如
く
、
能
因
の
旅
を
年
次
的
に
つ
づ
る
こ
と
は
、
能
因
の
生
涯
の
大
半
を
伝
記
風
に
記
す
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
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く
。
こ
の
能
因
の
旅
へ
の
志
向
は
、
生
来
の
資
質
に
よ
る
と
こ
ろ
も
多
い
で
あ
ろ
う
が
、
一
方
で
そ
れ
を
助
長
さ
せ
た
友
人
達
｜
受
領
層
歌
人
群

l
の
存
在
も

見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
し
た
中
で
、
能
因
は
新
た
に
歌
枕
の
発
見
を
し
、
或
い
は
旧
来
の
歌
枕
の
見
直
し
を
試
み
て
い
る
。
旅
が
彼
の
和
歌
に
与
え

た
影
響
は
、
以
上
に
述
べ
来
た
っ
た
点
だ
け
に
限
っ
て
み
て
も
は
か
り
知
れ
ぬ
と
こ
ろ
が
あ
る
。
『
後
拾
遺
集
』
巻
九
に
収
め
ら
れ
る
覇
旅
歌
三
十
六
首
中
に
、

能
因
の
歌
が
五
首
入
集
し
て
、
約

U
%の
高
比
率
を
占
め
て
い
る
と
い
う
事
実
を
み
て
も
、
能
因
に
お
け
る
旅
の
も
つ
意
味
の
大
き
さ
と
、
同
時
に
後
世
歌
人

達
の
能
因
の
把
握
の
仕
方
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

再
び
家
集
に
眼
を
転
じ
て
み
よ
う
。

113 

世
中
は
か
く
て
も
へ
け
り
久
竪
の
あ
ま
の
と
ま
や
を
わ
か
宿
に
し
て

115 

わ
ひ
こ
と
は
と
っ
く
に
そ
よ
き
さ
き
て
ち
る
花
の
都
は
い
そ
に
の
み
し
て

119 

岩
ま
ゆ
く
み
つ
に
も
に
た
る
我
身
か
な
心
に
も
あ
ら
て
の
と
け
か
ら
ぬ
よ
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さ
す
ら
ふ
る
身
は
い
つ
く
と
も
な
か
り
け
り
は
ま
な
の
は
し
の
わ
た
り
へ
そ
行

こ
れ
ら
の
い
さ
さ
か
述
懐
め
い
た
歌
が
、
各
地
下
向
先
で
の
詠
で
あ
る
こ
と
を
思
う
時
、
能
因
の
旅
に
お
け
る
別
の
一
面
を
我
々
は
見
て
と
る
こ
と
が
で
き

る
。
旅
中
ふ
と
吐
露
さ
れ
る
複
雑
な
心
情
が
、
右
の
詠
に
は
あ
り
あ
り
と
窺
え
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
漂
泊
の
思
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
当
代

貴
族
歌
人
の
詠
み
ぶ
り
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
り
、
能
因
法
師
論
へ
の
一
つ
の
視
点
と
も
な
り
得
ょ
う
。

前
稿
に
つ
づ
き
本
稿
で
も
、
家
集
の
薦
旅
詠
を
中
心
に
、
「
旅
」
と
い
う
能
困
の
一
側
面
を
み
て
き
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
能
因
の
全
体
像
を
把
え
る
こ
と

『
能
因
歌
枕
』
『
玄
々
集
』
の
如
き
能
因
の
著
書
の
見
直
し
を
基
本
的
な
前
提
と
し
て
、
能
因
と
周
辺
歌
人
群
と
の
関

は
難
し
い
。
家
集
の
執
劫
な
検
討
と
、

係
や
能
因
の
古
典
文
学
摂
取
の
状
況
等
の
問
題
を
明
ら
か
に
し
つ
L
、
能
因
法
師
論
は
展
開
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
は
ず
だ
が
、
そ
れ
へ
の
道
は
ま
だ
遠
い
と
言
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。

〈
注
〉

（l
）
拙
稿
「
能
因
法
師
論
へ
の
一
視
点
」
（
『
和
歌
文
学
研
究
』
幻
号
、
昭
和
田
・

3
）

ω頁
参
照
。

（
2
）
「
能
因
の
伝
に
お
け
る
二
、
三
の
問
題
」
（
『
平
安
文
化
史
論
』
｜
昭
和
必
・
日
、
桜
楓
社

i
所
収
）
三
四
九
J
一一一五

O
頁
参
照
。

（3
）
能
因
と
資
業
が
同
時
に
伊
予
に
下
向
し
た
か
ど
う
か
確
証
は
な
い
。
『
公
卿
補
任
』
に
よ
れ
ば
、
資
業
は
前
年
の
長
暦
三
年
正
月
廿
六
日
伊
予
守
を
兼
任

し
て
い
る
。
既
に
資
業
が
伊
予
に
赴
任
し
て
い
た
可
能
性
も
濃
い
。

（4
）
原
本
未
見
。
平
沢
五
郎
氏
『
金
葉
和
歌
集
の
研
究
』
（
昭
和
田
・

5
、
笠
間
書
院
）
所
掲
の
も
の
に
よ
る
。

（5
）
家
集
の
配
列
で
は
長
久
二
年
暮
の
こ
と
と
推
察
さ
れ
る
が
、
そ
の
徴
証
は
な
い
。
『
後
拾
遺
集
』
（
巻
九
、
覇
旅
、
五
一
一
二
）
に
「
伊
予
の
国
よ
り
十
二

月
の
十
日
頃
ふ
ね
に
の
り
て
い
そ
ぎ
ま
か
り
の
ぼ
り
け
る
に
／
式
部
大
輔
資
業
／
急
ぎ
つ
L

船
出
ぞ
し
つ
る
年
の
内
に
花
の
都
の
春
に
あ
ふ
ベ
く
」
と

あ
る
の
は
、
こ
の
上
洛
時
の
詠
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
今
後
の
考
察
の
資
料
と
す
る
た
め
に
、
長
暦

1
長
久
に
か
け
て
の
資
業
の
在
京
時
を
、
管
見
に

入
っ
た
限
り
で
記
す
と
左
の
と
お
り
で
あ
る
。

川

w

長
暦
四
年
十
一
月
十
日
、
長
久
と
改
元
す
る
に
際
し
、
『
一
克
秘
抄
』
は
「
大
輔
資
業
兼
伊
与
守
、
博
士
国
成
兼
美
乃
守
不
v
進
若
赴
任
欺
。
｜
中
略
｜
叉

或
本
今
度
資
業
進
ニ
治
平
成
徳
等
一
之
由
注
v
之
。
如
何
。
」
と
記
し
て
お
り
、
一
応
在
京
の
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
同
年
十
二
月
七
日
、
『
春
記
」

（
脱
漏
）
に
よ
れ
ば
、
「
資
業
宅
同
焼
亡
」
と
あ
る
。
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「
祈
雨
歌
合
」
は
同
年
夏
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
花
宴

長
久
二
年
三
月
四
日
、
『
公
卿
補
任
』
に
「
昇
股
（
花
宴
次
）
」
と
あ
り
在
京
が
確
認
さ
れ
る
。

（

6
）
 

（

7
）
 

直
後
伊
予
に
下
向
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。

付
長
久
四
年
正
月
、
『
公
卿
補
任
』
に
「
辞
式
部
大
輔
、
以
男
実
政
任
丞
」
と
あ
り
、
在
京
し
て
い
た
横
様
で
あ
る
。

右
の
如
く
、
資
業
は
伊
予
守
赴
任
中
何
度
か
帰
京
し
た
も
の
と
知
れ
る
。

拙
稿
「
能
因
法
師
考
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
田
・

1
）
担
J
M
頁
参
照
。

能
因
の
二
度
に
わ
た
る
伊
予
下
向
に
際
し
て
、
藤
原
家
経
、
同
範
永
、
同
経
衡
、
橘
為
仲
等
と
の
歌
の
贈
答
、
交
会
が
行
わ
れ
、
犬
養
氏
に
よ
る
考
察

も
あ
る
が
、
紙
幅
の
都
合
上
本
稿
で
は
全
て
略
に
従
う
。
機
会
を
改
め
て
検
討
を
加
え
た
い
。

注
山
所
掲
論
文
鈎
頁
参
照
。

『
元
秘
抄
』
に
よ
れ
ば
、
長
久
五
年
十
一
月
廿
四
日
、
寛
徳
と
改
元
す
る
条
に
「
伊
輿
守
藤
資
業
」
と
み
え
て
い
、
依
然
と
し
て
伊
予
守
で
あ
っ
た
ら

し
い
。
な
お
、
同
書
寛
徳
三
年
四
月
十
四
日
、
永
ゑ
と
改
元
す
る
条
に
は
「
前
伊
興
守
藤
原
朝
臣
資
業
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
山
か
は
」
詠
は
、
書
陵
部
本
で
は
回
－

M
番
歌
の
聞
に
重
出
し
て
お
り
、
疑
問
が
持
た
れ
る
。

『
後
拾
遺
集
』
（
巻
二
十
、
神
抵
、
一
一
七
四
）
に
同
首
は
入
集
し
、
そ
の
調
書
は
「
式
部
大
輔
資
業
伊
予
守
に
侍
け
る
時
、
か
の
国
の
三
嶋
明
神
に
あ

づ
ま
遊
び
し
て
た
て
ま
つ
り
け
る
を
よ
め
る
」
と
あ
り
、
更
に
説
明
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

高
橋
良
雄
氏
「
能
因
」
（
『
国
文
学
』
第
別
巻
目
号
、
昭
和
印
・
日
）
一
三

O
頁。

拙
稿
「
中
宮
亮
兼
房
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
芸
文
研
究
』
勾
号
、
昭
和
必
・

2
）
幻
頁
参
照
。

「
能
因
集
の
一
研
究
｜
家
集
の
自
律
的
世
界
｜
」
（
『
寝
話
語
対
校
平
安
文
学
論
集
』

l
昭
和
印
・

9
、
風
間
書
房
1
所
収
）
貯
頁
。

長
元
八
年
以
後
の
数
年
間
、
兼
房
は
在
京
の
可
能
性
が
濃
く
、
実
際
に
備
中
に
下
国
し
た
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。
（
注
（
臼
）
所
掲
論
文
訂
頁
参
照
）

戸、unu 

（

8
）
 

（

9）
 

（

U
）
 

（

U）
 

（ロ）
（臼）

A
U）

 

（日）


