
歌
人
西
行
の
原
点

渡

部

泰

明

平
成
二
十
六
年
の
三
月
三
十
一
日
、
愛
知
県
立
大
学
サ
テ
ラ
イ
ト
教
室
で
催

さ
れ
た
一
人
称
研
究
会
に
お
い
て
、﹁
和
泉
式
部
か
ら
西
行
へ
﹂
と
い
う
題
で
話

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
と
て
も
熱
心
な
学
生
さ
ん
や
卒
業
生
の
方
々
に

聞
い
て
い
た
だ
い
て
、
大
変
楽
し
く
、
有
意
義
な
時
間
を
過
ご
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
大
学
院
の
学
生
時
代
以
来
お
教
え
を
い
た
だ
い
て
き
た
久
富
木
原

先
輩
に
司
会
を
し
て
い
た
だ
き
、
ま
た
同
じ
研
究
室
で
共
に
学
ん
だ
伊
藤
伸
江

さ
ん
に
も
何
く
れ
と
な
く
お
世
話
を
頂
戴
し
、
有
り
難
く
も
恐
縮
す
る
ほ
か
な

い
時
間
で
し
た
。

さ
て
、
そ
の
時
お
話
し
し
た
の
は
、
和
泉
式
部
と
西
行
の
和
歌
に
、
ま
る
で

﹁
私
﹂
が
二
人
い
る
よ
う
な
人
称
の
分
裂
が
あ
り
、
そ
う
し
た
二
人
の
共
通
点
の

意
義
を
考
え
て
み
よ
う
と
し
た
も
の
で
す
。
私
の
話
の
拙
さ
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
と
し
て
さ
て
お
き
、
和
歌
史
を
代
表
す
る
よ
う
な
大
歌
人
を
二
人
も
取
り
上

げ
る
な
ど
と
い
う
欲
張
り
な
こ
と
を
し
た
た
め
に
、
ず
い
ぶ
ん
舌
足
ら
ず
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
場
を
か
り
て
、
西
行
の
歌
の
一
首
に

つ
い
て
、
今
考
え
て
い
る
こ
と
を
、
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。
拙
い
話
の
補
足

に
な
れ
ば
、
と
。
そ
れ
は
、
西
行
の
歌
人
と
し
て
の
出
発
点
と
い
っ
て
よ
い
歌

に
つ
い
て
で
す
。
私
が
西
行
を
考
え
る
上
で
、
重
要
な
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
も

ら
っ
て
い
る
一
首
で
す
。

研
究
会
の
当
日
、
西
行
の
身
と
心
が
分
裂
す
る
よ
う
な
歌
を
い
く
つ
か
引
い

て
、﹁
西
行
の
和
歌
は
、
自
己
分
裂
︵
一
人
称
の
分
裂
︶
を
演
じ
な
が
ら
、
他
者

に
挑
発
的
に
誘
い
か
け
る
対
話
性
︵
二
人
称
性
︶
を
孕
ん
で
い
る
の
で
は
な
い

か
﹂
な
ど
と
い
う
、
少
々
抽
象
的
な
結
論
を
示
し
ま
し
た
。
人
称
の
分
裂
は
、

演
技
が
あ
っ
て
こ
そ
、
人
に
訴
え
か
け
る
力
を
も
つ
、
と
考
え
た
わ
け
で
す
。

で
は
、
そ
の
西
行
の
演
技
と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
、
も
っ
と
彼
の
資
質
に

即
し
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

西
行
に
は
、
い
く
つ
か
の
家
集
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
も
も
っ
と
も
有

名
で
あ
り
、
一
番
歌
数
の
多
い
﹃
山
家
集
﹄
に
、
次
の
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
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京
極
太
政
大
臣
中
納
言
と
申
し
け
る
を
り
、
菊
を
お
び
た
た
し
き
程

に
し
た
て
て
、
鳥
羽
院
に
ま
ゐ
ら
せ
給
ひ
た
り
け
り
。
鳥
羽

と

ば

の

南
み
な
み

殿ど
の

の
東

面

ひ
が
し
お
も
て

の
壺
に
、
と
こ
ろ
な
き
ほ
ど
に
植
ゑ
さ
せ
給
ひ
た
り
け

り
。
公き

ん

重し
げ

の
少
将
、
人
々
勧
め
て
菊
も
て
な
さ
れ
け
る
に
、
加
は
る

べ
き
よ
し
あ
り
け
れ
ば

君
が
す
む
宿
の
壺
を
ば
菊
ぞ
か
ざ
る

仙
ひ
じ
り

の
宮
と
や
い
ふ
べ
か
る
ら
ん︵
山

家
集
・
四
六
六
︶

京
極
太
政
大
臣
と
は
、
中
御
門
宗

な
か
み
か
ど
む
ね

輔す
け

と
呼
ば
れ
た
藤
原
宗
輔
︵
一
〇
七
七
～

一
一
六
二
︶
の
こ
と
で
す
。
彼
が
ま
だ
中
納
言
で
あ
っ
た
と
き
、
た
く
さ
ん
の

菊
の
花
を
準
備
し
て
、
鳥
羽
院
に
献
上
し
た
、
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
し
て
そ
の
菊
を
、
鳥
羽
殿
の
一
角
で
あ
る
南
殿
の
東
側
の
壺
︵
中
庭
︶
に
、

隙
間
も
な
い
ほ
ど
び
っ
し
り
と
植
え
さ
せ
ま
し
た
。
そ
の
際
、
藤
原
公
重
と
い

う
少
将
だ
っ
た
人
が
、
人
々
に
菊
を
讃
美
す
る
歌
を
詠
も
う
じ
ゃ
な
い
か
、
と

誘
っ
た
。
そ
の
時
西
行
に
も
声
を
か
け
た
。
お
前
も
ど
う
だ
、
詠
ん
で
み
な
い

か
、
と
。
公
重
は
西
行
が
仕
え
た
藤
原
実さ

ね

能よ
し

の
猶
子
で
、
し
か
も
ほ
と
ん
ど
同

年
輩
で
す
か
ら
、
前
か
ら
親
し
い
間
柄
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
歌
人
と
し
て

も
知
ら
れ
た
人
で
す
。
そ
し
て
西
行
が
詠
ん
だ
の
が
、﹁
君
が
住
む
﹂の
歌
で
す
。

鳥
羽
院
が
住
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
お
屋
敷
の
壺
を
、
菊
が
み
ご
と
に
飾
っ

て
い
る
。
な
る
ほ
ど
﹁
仙
宮
﹂
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
飾
り
付
け
な
の
で

し
ょ
う
ね
。

と
い
う
意
味
で
す
。﹁
ひ
じ
り
の
宮
﹂
と
い
う
の
は
、
仙
人
の
宮
殿
と
い
う
意
味

と
、﹁
仙
洞
﹂︵
上
皇
の
御
所
︶
の
意
の
掛
詞
で
す
。
菊
は
長
寿
の
し
る
し
と
し

て
仙
人
と
関
わ
り
深
く
、
鳥
羽
殿
は
、
鳥
羽
院
の
離
宮
で
す
の
で
、
そ
の
二
つ

を
う
ま
く
重
ね
て
表
現
し
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
か
ら
ど
う
な
っ
た
か
、
何
も
書

い
て
い
ま
せ
ん
が
、
喝
采
を
浴
び
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
う
ま
い
こ
と

を
い
う
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
感
じ
で
。
そ
の
感
じ
を
、
も
う
少
し
丁
寧
に
再

現
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

そ
も
そ
も
の
張
本
人
、
藤
原
宗
輔
が
﹁
中
納
言
﹂
で
あ
っ
た
の
は
、
保
延
六

年
︵
一
一
四
〇
︶
三
月
二
十
七
日
ま
で
の
こ
と
で
す
。
西
行
は
そ
の
保
延
六
年

に
出
家
し
て
い
ま
す
。
こ
の
歌
で
は
菊
が
出
て
き
ま
す
の
で
、
そ
の
前
年
以
前

の
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
す
る
と
、
西
行
は
、
ま
だ
出
家
す

る
前
で
、
佐
藤
義の

り

清き
よ

と
名
乗
っ
て
い
た
俗
人
の
時
の
こ
と
と
な
り
ま
す
。
現
在

残
さ
れ
て
い
る
西
行
の
歌
の
中
で
、
出
家
前
だ
と
は
っ
き
り
わ
か
る
歌
は
、
実

は
か
な
り
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
そ
の
限
ら
れ
た
歌
も
、
基
本
的
に
出

家
や
仏
道
に
関
わ
る
歌
な
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
出
家
す
る
前
も
、
た
く
さ
ん
歌

を
詠
ん
だ
こ
と
で
し
ょ
う
。
普
通
の
季
節
の
歌
な
ど
も
。
け
れ
ど
西
行
は
、
後

に
家
集
を
編
纂
す
る
時
に
意
識
し
て
そ
れ
ら
を
排
除
し
た
よ
う
で
す
。
あ
る
い

は
、
在
俗
の
と
き
に
詠
ん
だ
と
、
は
っ
き
り
と
は
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
入
れ
て

い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
遁
世
歌
人
の
プ
ラ
イ
ド
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
し

か
し
こ
の
歌
だ
け
は
、
珍
し
く
、
俗
人
で
あ
っ
た
と
き
の
様
子
を
あ
り
あ
り
と
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伝
え
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
忘
れ
が
た
か
っ
た
か
ら
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
で

は
、
何
が
忘
れ
が
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

ま
ず
、
鳥
羽
殿
と
い
う
場
所
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
鳥
羽
殿
は
、
先
に
も

言
っ
た
よ
う
に
、
鳥
羽
院
の
離
宮
で
す
。
鳥
羽
離
宮
と
も
い
い
ま
す
。
平
安
京

か
ら
南
に
３
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
た
、
鴨
川
と
桂
川
の
合
流
地
点
に
造
営

さ
れ
ま
し
た
。﹁
殿
﹂
と
い
っ
て
も
一
つ
の
建
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
壮
麗
を

極
め
る
、
い
く
つ
か
の
建
造
物
群
か
ら
成
る
、
都
市
と
呼
ん
で
も
よ
い
空
間
で

す
。﹁
南
殿
﹂
は
、
そ
の
中
に
複
数
あ
る
寝
殿
の
一
つ
で
す
。
鳥
羽
殿
の
建
造
を

始
め
た
の
は
、
鳥
羽
院
の
祖
父
に
あ
た
る
白
河
院
。
鳥
羽
院
は
そ
れ
を
さ
ら
に

拡
充
・
整
備
し
ま
し
た
。
院
政
を
し
き
、
絶
大
な
る
権
勢
を
誇
っ
た
上
皇
の
、

権
力
の
象
徴
と
も
い
え
る
都
市
空
間
で
す
。
し
か
も
池
と
庭
園
の
広
が
る
、
美

と
遊
興
の
空
間
で
も
あ
り
ま
し
た
。
中
庭
を
菊
で
埋
め
て
し
ま
え
、
な
ど
と
い

う
遊
び
心
に
満
ち
た
ア
イ
デ
ア
が
生
ま
れ
る
の
も
、
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な

い
の
で
す
。

し
か
も
そ
の
菊
を
用
意
し
た
藤
原
宗
輔
と
い
う
人
物
が
ま
た
、
な
か
な
か
面

白
い
人
で
し
た
。﹁
蜂
飼

は
ち
か
い

の
大
臣

お

と

ど

﹂
と
呼
ば
れ
、
蜂
を
大
量
に
飼
育
し
て
い
て
、

﹁
誰
そ
れ
を
刺
し
て
来
い
﹂な
ど
と
自
由
に
操
っ
た
と
い
う
の
で
す
。﹃
十
訓
抄
﹄

︵
一
ノ
六
︶
な
ど
に
伝
え
る
説
話
で
す
。
そ
の
﹃
十
訓
抄
﹄
に
は
、
今
回
の
舞
台

で
あ
る
鳥
羽
殿
で
の
話
も
載
っ
て
い
ま
す
。
鳥
羽
殿
の
院︵
鳥
羽
院
で
し
ょ
う
︶

の
御
前
で
、
蜂
の
巣
が
落
ち
て
大
騒
ぎ
に
な
っ
た
と
き
、
宗
輔
が
お
も
む
ろ
に

琴こ
と

爪づ
め

︵
琴
を
弾
く
と
き
指
に
付
け
る
道
具
︶
で
枇
杷
の
実
の
皮
を
む
き
、
そ
こ

に
蜂
を
全
部
と
ま
ら
せ
て
難
を
防
ぎ
、
院
の
御
感
に
あ
ず
か
っ
た
、
と
い
う
の

で
す
。
説
話
で
す
か
ら
、
す
べ
て
事
実
だ
と
鵜
呑
み
に
す
る
わ
け
に
は
い
き
ま

せ
ん
が
、
少
々
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
の
あ
る
人
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
琴
爪
や
枇

杷
の
実
の
扱
い
方
な
ど
、
い
か
に
も
芝
居
が
か
っ
て
い
て
、
世
に
も
珍
し
い
蜂

飼
の
芸
を
見
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

そ
ん
な
彼
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
で
、
鳥
羽
殿
の
一
角
の
中
庭
に
、
菊
で
埋
め
ら

れ
た
空
間
が
出
現
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
イ
ベ
ン
ト
で
も
や
っ
て
い
る
よ

う
な
調
子
で
す
ね
。
何
だ
か
、
学
園
祭
の
よ
う
な
盛
り
上
が
り
で
す
。
鳥
羽
殿

と
い
う
特
異
な
遊
興
空
間
に
、
そ
う
い
う
演
劇
的
な
遊
び
心
を
促
す
雰
囲
気
が

あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
催
し
の
と
ど
め
が
、
和
歌
で
し
た
。
和
歌
を
詠
む

こ
と
で
、こ
の
一
回
的
な
イ
ベ
ン
ト
も
長
く
記
念
さ
れ
る
も
の
に
な
る
の
で
す
。

そ
の
意
味
で
、
和
歌
は
評
語
と
か
、
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
近
い
働
き
を
す
る

と
い
え
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
で
義
清
が
詠
ん
だ
の
が
、
先
に
上
げ
た
和

歌
で
し
た
。
も
う
一
度
あ
げ
ま
し
ょ
う
。

君
が
す
む
宿
の
壺
を
ば
菊
ぞ
か
ざ
る

仙
ひ
じ
り

の
宮
と
や
い
ふ
べ
か
る
ら
ん

﹁
仙
の
宮
﹂
が
掛
詞
だ
と
い
う
こ
と
は
前
に
言
い
ま
し
た
。
こ
の
掛
詞
が
、

作
者
の
一
番
の
狙
い
で
、
き
っ
と
お
お
い
に
評
価
さ
れ
た
だ
ろ
う
、
と
想
像
し

ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
も
う
一
つ
こ
の
歌
に
は
た
く
ら
み
が
あ
る
、

と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
仙
人
の
意
味
の
﹁
ひ
じ
り
﹂
と
、﹁
壺
﹂
が

七



縁
語
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。﹁
壺
﹂
は
表
の
意
味
で
は
中
庭
の
こ
と
で
す
。

そ
の
場
合
は
、﹁
坪
﹂と
描
い
た
方
が
わ
か
り
や
す
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
一
方
、

器
と
し
て
の
﹁
壺
﹂
は
、
こ
れ
も
仙
人
と
深
い
関
係
に
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、

﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
に
次
の
摘
句
が
見
ら
れ
ま
す
。

壺
中
の
天
地
は
乾
坤

け
ん
こ
ん

の
外ほ

か

夢
の
裏う

ち

の
身
名

し
ん
め
い

は
旦た

ん

暮ぼ

の
間
︵
和
漢
朗
詠

集
・
仙
家
・
五
四
〇
・
元
稹
︶

壺
の
中
の
世
界
は
ま
る
で
別
世
界
で
、
そ
れ
に
比
べ
て
夢
の
よ
う
な
人
生
で

名
誉
を
得
て
も
、
一
日
も
も
た
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
す
。﹁
壺
中
の
天

地
﹂
は
、
後
漢
の
費
長
房
が
、
仙
人
で
あ
る
壺
公
の
持
つ
壺
の
中
に
あ
る
仙
宮

世
界
を
見
た
故
事
を
ふ
ま
え
て
い
ま
す
。﹃
神
仙
伝
﹄
な
ど
に
語
ら
れ
る
話
で

す
。
義
清
は
こ
の
故
事
も
取
り
入
れ
た
。
ほ
ら
、
こ
れ
こ
そ
費
長
房
が
見
た
と

い
う
、
壺
の
中
の
仙
宮
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
意
味
も
、
込
め
ら
れ
て
い
る
と

思
う
の
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、﹁
上
皇
の
御
所
﹂
の
﹁
壺
﹂
に
﹁
菊
﹂
が
あ
る
、

と
い
う
こ
の
場
合
の
特
殊
な
現
実
を
表
す
三
点
が
、
ぴ
た
り
と
組
み
合
わ
さ
れ

て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
上
手
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
特
殊

な
イ
ベ
ン
ト
の
中
、
鳥
羽
殿
と
い
う
舞
台
の
上
で
、
あ
っ
と
お
ど
ろ
く
離
れ
業

を
演
じ
た
わ
け
で
す
。
喝
采
を
浴
び
た
と
、
私
が
判
断
し
た
理
由
が
わ
か
っ
て

い
た
だ
け
た
で
し
ょ
う
か
。

そ
し
て
私
が
な
に
よ
り
興
味
を
惹
か
れ
る
の
は
、遁
世
者
と
な
っ
て
か
ら
も
、

西
行
が
こ
の
歌
を
決
し
て
忘
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。
詠
ま
れ
た
詳
し
い
状
況

を
も
含
め
て
、家
集
に
残
し
た
こ
と
で
す
。
俗
人
の
と
き
の
俗
人
ら
し
い
歌
は
、

そ
れ
と
明
確
に
判
明
す
る
形
で
は
残
さ
な
い
と
い
う
、
お
そ
ら
く
自
分
自
身
に

課
し
て
い
た
だ
ろ
う
ル
ー
ル
を
破
っ
て
ま
で
。
た
ま
た
ま
記
憶
に
残
っ
て
い
た

だ
け
、
と
は
思
え
な
い
の
で
す
。
き
っ
と
そ
こ
に
は
、
西
行
な
り
の
こ
だ
わ
り

が
あ
っ
た
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

義
清
は
、
人
々
の
中
で
、
そ
の
場
に
応
じ
て
巧
み
に
和
歌
を
詠
ん
で
注
目
を

集
め
る
、
そ
う
い
う
こ
と
に
才
を
発
揮
し
、
快
を
も
感
じ
る
男
だ
っ
た
。
い
わ

ば
天
性
の
俳
優
だ
っ
た
。
出
家
し
て
西
行
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
そ

の
性
格
は
基
本
的
に
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
和
歌
を
詠
む
こ
と
が
仏
道

に
通
じ
る
面
が
あ
る
と
い
う
大
義
名
分
が
あ
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
原
動
力
に
し

て
、
い
っ
そ
う
熱
心
に
歌
を
詠
ん
だ
。
歌
に
人
の
心
を
動
か
す
力
が
あ
る
こ
と

を
、も
っ
と
生
か
そ
う
と
し
た
。
そ
ん
な
ふ
う
に
考
え
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

も
し
そ
う
な
ら
、
西
行
は
け
っ
し
て
孤
独
に
自
分
の
心
情
を
表
白
し
よ
う
と
し

た
の
で
は
な
く
、
人
々
に
向
け
て
、
人
の
心
に
歌
で
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
よ
う
と

し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
歌
は
、
た
だ
自
分
の
思
い
が
表
現
で
き
れ
ば
よ

い
、
と
い
う
類
の
も
の
で
は
な
く
、
他
者
へ
の
強
い
語
り
か
け
を
意
識
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
ま
し
て
や
、
自
意
識
に
囲
い
込
ま
れ
、
自
問
に
閉

塞
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
る
で
俳
優
の
よ
う
に
、演
技
し
て
い
る
西
行
。

い
え
、和
歌
を
自
分
で
作
る
の
で
す
か
ら
、劇
作
家
兼
俳
優
と
い
う
べ
き
で
し
ょ

う
か
。
私
は
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
西
行
を
捉
え
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
演

八



技
す
る
資
質
が
あ
っ
て
こ
そ
、
彼
が
和
泉
式
部
か
ら
受
け
継
い
だ
人
称
の
分
裂

の
表
現
な
ど
も
生
か
さ
れ
る
。
人
称
の
分
裂
と
は
、
自
分
を
他
者
の
よ
う
に
見

つ
め
る
こ
と
で
す
か
ら
、
他
者
の
視
線
を
意
識
す
る
演
技
と
、
深
く
結
び
つ
い

て
い
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
面
か
ら
彼
の
和
歌
を
読
み
直
し
た
い
と
思
っ
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

九






