
一

田
中
教
子
氏
は
、
ア
ラ
ラ
ギ
派
に
所
属
す
る
気
鋭
の
歌
人
で
あ
り
、
二

〇
〇
八
年
に
は
歌
集
『
乳
房
雲
』
で
名
誉
あ
る
中
条
ふ
み
子
賞
を
受
賞
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
後
も
『
空
の
扉
』（
な
が
ら
み
書
房
）、『
中
つ
国
よ
り
』

（
文
芸
社
）
と
順
調
に
第
三
歌
集
ま
で
出
版
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
歌
作
の
た
め
に
と
『
万
葉
集
』
の
研
究
を
志
し
、
奈
良
女
子
大
学

大
学
院
で
研
鑽
を
積
ん
で
い
る
。
こ
れ
ま
で
に
『
こ
と
の
は
し
ら
べ
万
葉

集
と
現
代
短
歌
』（
文
芸
社
）
や
、『
覚
醒
の
暗
指
│
現
代
短
歌
の
創
造
的

再
生
の
た
め
に
│
』（
な
が
ら
み
書
房
）
な
ど
の
著
作
も
ま
と
め
て
お
ら

れ
る
。
そ
う
い
っ
た
研
鑽
の
中
か
ら
、
近
代
の
歌
人
と
『
万
葉
集
』
の
か

か
わ
り
に
目
を
向
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
『
万
葉
集
』
評
論
と
実
作
を
融
合

さ
せ
て
い
る
斎
藤
茂
吉
に
辿
り
つ
き
、
茂
吉
の
万
葉
評
価
語
彙
を
研
究
対

象
に
据
え
、
学
位
論
文
を
書
き
上
げ
た
次
第
で
あ
る
。

縁
あ
っ
て
同
志
社
女
子
大
学
の
寺
川
真
知
夫
教
授
（
現
在
名
誉
教
授
）

の
指
導
を
受
け
、
さ
ら
に
寺
川
教
授
が
退
職
さ
れ
た
後
は
吉
野
政
治
教
授

（
現
在
名
誉
教
授
）
の
指
導
を
受
け
た
こ
と
か
ら
、
語
彙
に
よ
る
研
究
、

特
に
外
来
語
の
翻
訳
語
と
い
う
視
点
が
確
固
た
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
を
万
葉
研
究
や
茂
吉
研
究
に
応
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
田
中
論
の

独
自
性
・
斬
新
さ
が
認
め
ら
れ
る
。

本
論
文
で
最
も
目
を
引
い
た
の
は
、「
物
理
学
」
と
い
う
語
の
使
用
で

あ
る
。
こ
れ
は
茂
吉
の
万
葉
評
価
語
彙
と
し
て
の
「
屈
折
」
等
が
、
古
来

の
日
本
語
の
意
味
で
は
な
く
、
明
治
以
後
に
西
欧
か
ら
輸
入
さ
れ
た
物
理

学
用
語
の
翻
訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
し
て
お
り
、
こ
れ
に
は
非

常
に
驚
い
た
。

ま
た
茂
吉
が
歌
作
の
た
め
に
学
ん
だ
の
は
、
人
麻
呂
を
核
と
す
る
『
万

葉
集
』
で
あ
る
が
、
そ
の
評
論
を
執
筆
す
る
過
程
で
、
む
し
ろ
従
来
は
評

書
評

田
中
教
子
著
『
斎
藤
茂
吉

声
調
に
見
る
伝
統
と
近
代
』吉

海

直
人

一
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価
の
低
か
っ
た
歌
の
よ
さ
を
発
掘
（
再
評
価
）
し
、
そ
れ
を
積
極
的
に
自

作
に
応
用
し
て
い
る
点
を
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
旧
来
の
万
葉
研
究
者

の
研
究
と
は
視
点
を
異
に
し
た
、
歌
人
な
ら
で
は
の
ユ
ニ
ー
ク
な
視
点

（
感
性
）
で
あ
ろ
う
。

本
論
文
は
、
茂
吉
の
万
葉
研
究
に
新
た
な
光
を
当
て
た
の
み
な
ら
ず
、

さ
ら
に
そ
れ
が
茂
吉
の
実
作
に
応
用
さ
れ
た
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
し
て

い
る
点
、
独
創
性
に
富
ん
で
お
り
、
そ
の
研
究
成
果
の
み
な
ら
ず
、
新
た

な
研
究
の
切
り
口
を
提
示
し
た
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
る
。
た
だ
し
茂
吉

の
作
歌
活
動
は
長
く
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
切
り
口
だ
け
で
茂
吉
の

全
て
を
論
じ
切
れ
る
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
今
後
引
き
続
き
研
究
を
進
展

・
深
化
さ
せ
て
い
っ
て
ほ
し
い
。

以
上
が
田
中
氏
の
学
位
請
求
論
文
「
斎
藤
茂
吉
の
万
葉
集
評
価
語
彙
と

物
理
学
な
ど
│
そ
の
作
歌
へ
の
応
用
│
」
に
対
す
る
私
（
副
査
）
の
講
評

の
概
要
で
あ
る
。
そ
の
学
位
論
文
が
、
こ
の
た
び
『
斎
藤
茂
吉

声
調
に

見
る
伝
統
と
近
代
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
出
版
さ
れ
た
。
ま
こ
と
に
お
め

で
た
い
こ
と
で
あ
る
。
心
か
ら
田
中
氏
に
お
祝
い
を
申
し
上
げ
た
い
。

二

早
速
、
学
位
論
文
が
ど
の
よ
う
に
一
書
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
か
、

両
者
の
比
較
を
通
し
て
そ
の
過
程
を
分
析
し
て
み
た
い
。
ま
ず
本
書
の
目

次
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

は
じ
め
に

第
Ⅰ
章

声
調
の
「
ゆ
ら
ぎ
」
と
は
何
か

第
Ⅱ
章

声
調
の
「
屈
折
」
と
は
何
か

第
Ⅲ
章

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ア
ー
リ
ィ
モ
ダ
ニ
ズ
ム
か
ら
「
屈
折
」
へ
の

影
響

第
Ⅳ
章

茂
吉
の
後
代
へ
の
影
響
│
「
屈
折
」
を
中
心
に
│

第
Ⅴ
章

声
調
の
「
波
動
」
と
は
何
か

第
Ⅵ
章

声
調
の
「
圧
搾
」
と
「
顫
動
」
と
は
何
か

あ
と
が
き
・
参
考
文
献

本
書
の
構
成
は
以
上
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
短
い
「
あ
と
が
き
」
を

見
る
と
、「
今
回
の
出
版
に
あ
た
っ
て
は
、
タ
イ
ト
ル
と
章
立
て
の
変
更

お
よ
び
新
た
に
第
Ⅱ
章
第
Ⅲ
章
を
中
心
に
増
補
を
加
え
た
」
と
記
さ
れ
て

い
た
。
な
る
ほ
ど
学
位
論
文
と
本
書
で
は
タ
イ
ト
ル
が
大
き
く
違
っ
て
い

一
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る
。
学
位
論
文
で
は
「
評
価
語
彙
」「
物
理
学
」
と
ス
ト
レ
ー
ト
に
キ
ー

ワ
ー
ド
を
出
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
本
書
で
は
そ
れ
を
「
声
調
」
に
置

き
換
え
て
い
る
。
私
は
「
な
ど
」
が
気
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
も
解
消
さ
れ

て
い
る
。

タ
イ
ト
ル
の
変
更
は
自
ず
か
ら
目
次
の
変
更
と
連
動
し
て
い
る
。
あ
ら

た
め
て
学
位
論
文
と
単
行
本
の
目
次
を
比
較
し
て
み
る
と
、
論
題
が
か
な

り
わ
か
り
や
す
い
用
語
に
修
正
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
目
次
に
「
声

調
」
と
「
何
か
」
が
対
と
し
て
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か

で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
研
究
書
と
い
う
よ
り
、
一
般
向
け
の
評
論
・
解

説
書
の
よ
う
な
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
わ
か
り
や
す
い
の

は
、
読
む
側
に
と
っ
て
は
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
る
し
、
二
五
〇
〇
円
と

い
う
定
価
の
安
さ
も
評
価
に
値
す
る
。

さ
ら
に
詳
し
く
目
次
を
分
析
す
る
と
、
学
位
論
文
で
は
第
Ⅰ
章
が
「
屈

折
」、
第
Ⅱ
章
が
「
ゆ
ら
ぎ
」
論
で
あ
っ
た
。
ま
た
第
Ⅲ
章
が
「
波
動
」、

第
Ⅳ
章
が
「
圧
搾
」、
第
Ⅴ
章
が
「
顫
動
」
だ
っ
た
の
で
、
大
き
く
入
れ

替
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
続
く
第
Ⅵ
章
は
未
来
派
、
第
Ⅶ
章
は
後

代
へ
の
影
響
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
全
体
の
章
立
て
が
一
つ
少
な
く
な
っ
て

せ
ん
ど
う

い
る
計
算
に
な
る
。
こ
れ
は
独
立
し
て
い
た
「
圧
搾
」
と
「
顫
動
」
を
一

章
に
ま
と
め
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
そ
の
理
由
は
、「
圧
搾
」
と
「
顫
動
」

が
必
ず
し
も
茂
吉
の
成
功
例
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

も
う
一
つ
見
逃
せ
な
い
の
は
、
田
中
氏
の
声
調
論
で
も
っ
と
も
重
点
的

に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
「
屈
折
」
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と

は
第
Ⅱ
章
の
分
量
が
多
い
だ
け
で
な
く
、
第
Ⅲ
章
・
第
Ⅳ
章
も
「
屈
折
」

論
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
第
Ⅱ
章
と
第
Ⅲ
章
が
単
行
本
で
さ
ら
に
増

補
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
容
易
に
読
み
取
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
本
書
の
特

徴
と
し
て
押
さ
え
て
お
い
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
本
書

の
核
は
「
屈
折
」
論
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
。

三

続
い
て
各
章
を
一
つ
ず
つ
吟
味
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
第
Ⅰ
章
の
「
ゆ

ら
ぎ
」
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
前
述
の
よ
う
に
、
学
位
論
文
で
は

第
Ⅱ
章
に
あ
っ
た
「
ゆ
ら
ぎ
」
論
が
、
単
行
本
で
第
Ⅰ
章
に
据
え
直
さ
れ

た
こ
と
の
意
義
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
田
中
氏
は
「
は
じ
め

に
」
で
、「
声
調
と
し
て
の
「
ゆ
ら
ぎ
」
は
、
他
の
声
調
に
比
較
し
て
特

に
実
作
が
概
念
の
明
確
化
に
い
ち
じ
る
し
く
先
行
し
て
い
る
」（
１０
頁
）

と
さ
れ
な
が
ら
、
直
後
に
「
声
調
と
し
て
の
概
念
の
確
立
が
か
な
り
遅
れ

一
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る
」
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
こ
と
は
２８
頁
で
も
、「
こ
う
し
た
語
の
使
い
方
は
論
と
し
て
は
未

整
理
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
断
じ
て
い
る
。
そ
し
て
「
お
わ
り
に
」

（
３３
頁
）
ま
で
き
て
、
茂
吉
の
中
の
「
ゆ
ら
ぎ
」
が
、
必
ず
し
も
ブ
ラ
ウ

ン
運
動
（
物
理
学
）
で
統
一
さ
れ
て
い
な
い
と
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
田

中
氏
は
正
直
に
告
白
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
わ
ざ
わ
ざ
本
書
の
第
Ⅰ

章
に
「
ゆ
ら
ぎ
」
論
を
置
い
た
戦
略
は
、
必
ず
し
も
成
功
し
て
い
る
よ
う

に
は
読
め
な
か
っ
た
。

次
に
些
細
な
こ
と
だ
が
、
第
Ⅰ
章
の
２１
頁
に
「
を
と
め
等
が
袖
振
山
」

歌
が
引
用
さ
れ
、
そ
の
序
詞
に
つ
い
て
、

「
袖
振
る
」
と
地
名
の
「
布
留
」
が
同
音
で
掛
詞
と
な
り
、
布
留
山

へ
と
意
味
が
転
換

云
々
と
分
析
し
て
い
る
点
、
田
中
氏
は
『
万
葉
集
』
の
技
法
と
し
て
「
掛

詞
」
を
認
め
る
立
場
な
の
か
ど
う
か
を
尋
ね
て
み
た
い
。
枕
詞
や
序
詞
の

場
合
は
、
自
ず
か
ら
同
音
の
言
葉
を
導
き
出
す
こ
と
が
多
い
の
で
、
あ
え

て
意
図
的
な
技
法
と
し
て
の
掛
詞
を
持
ち
出
す
必
要
は
な
い
と
思
う
か
ら

で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
田
中
氏
も
２４
頁
で
、

茂
吉
の
い
う
声
調
の
「
ゆ
ら
ぎ
」
に
は
正
確
に
は
掛
詞
と
は
言
え
な

い
が
、
掛
詞
に
類
似
し
た
表
現
を
と
ら
え
る
も
の
も
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。「
掛
詞
と
は
言
え
な
い
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
さ
夜
中

と
」
歌
に
い
わ
ゆ
る
掛
詞
は
認
め
ら
れ
な
い
。「
空
」
が
聴
覚
と
視
覚
を

結
ん
で
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
そ
れ
を
あ
え
て
掛
詞
に
こ
だ
わ
っ

て
論
じ
る
の
は
、
か
え
っ
て
読
者
に
誤
解
を
生
じ
さ
せ
る
恐
れ
が
あ
る
。

ど
う
や
ら
田
中
氏
は
「
掛
詞
」
が
お
気
に
入
り
ら
し
く
、
３３
頁
の
「
お

わ
り
に
」
で
も
「
掛
詞
の
連
想
に
よ
っ
て
歌
意
が
予
想
外
の
方
向
へ
移
動

し
適
応
し
つ
つ
結
句
に
至
る
も
の
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
お
ら
れ
る
。
し

か
し
な
が
ら
茂
吉
の
実
作
に
も
、
い
わ
ゆ
る
掛
詞
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ

て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
近
代
短
歌
で
は
当
た
り
前
）。
あ
え

て
『
万
葉
集
』
論
で
掛
詞
を
多
用
・
強
調
す
る
理
由
が
よ
く
わ
か
ら
な
か

っ
た
。

な
お
２４
頁
に
引
用
さ
れ
た
「
さ
夜
中
と
」
歌
に
つ
い
て
、
田
中
氏
は

「
結
句
は
空
の
月
が
低
く
な
り
か
か
っ
て
夜
が
明
け
よ
う
と
し
て
い
る
様

と
な
る
」
と
分
析
し
て
い
る
。
し
か
し
歌
に
は
「
夜
は
深
け
ぬ
ら
し
」
と

あ
っ
て
、
そ
の
根
拠
が
「
月
渡
る
見
ゆ
」
な
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
月

が
西
に
沈
も
う
と
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て
夜
が
明
け
る
兆

候
に
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
太
陽
と
違
っ
て
月
の
運
行
は
、
日
々

時
間
が
ず
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

二
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四

次
に
第
Ⅱ
章
だ
が
、
本
書
の
中
で
「
屈
折
」
が
最
重
要
視
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
前
に
述
べ
た
。
こ
こ
で
気
に
な
っ
た
の
は
４０
頁
以
下
で
「
腰
折
」

を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
歌
論
用
語
と

し
て
の
「
腰
折
」
は
、
平
安
時
代
以
降
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を

『
万
葉
集
』
に
援
用
す
る
の
は
適
切
と
は
思
え
な
い
。
と
い
う
以
上
に
、

誰
も
万
葉
歌
を
「
腰
折
」
と
い
う
語
で
は
論
じ
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。

他
に
「
曲
折
」
な
ど
も
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
戦
略
と
し
て
う
ま

く
い
っ
て
い
る
と
は
思
え
な
か
っ
た
。
や
は
り
こ
こ
は
「
屈
折
」
に
徹
し

て
論
じ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
引
用
さ
れ
て
い
る
万
葉
歌
を
見
る
と
、
４１
頁
の
「
白
浪
の
」
に
も

４３
頁
の
「
あ
な
し
川
」
に
も
末
尾
に
「
ら
し
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
根
拠
の
あ
る
助
動
詞
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
「
ら

し
」
の
つ
い
て
い
る
歌
は
、
上
の
句
と
下
の
句
に
因
果
関
係
が
あ
る
と
見

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
あ
な
し
川
」
歌
な
ど
、
下
流
の
波
の
様
子
が
普
段

と
違
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
目
に
は
見
え
な
い
上
流
の
雨
雲
（
天
候
）
を

予
想
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
明
ら
か
に
因
果
関
係
は
は
っ
き
り
し
て

い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
歌
を
「
屈
折
」
の
好
例
と
す
べ
き
か
ど
う
か
、

再
考
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

ま
た
６７
頁
の
「
の
ど
あ
か
き
」
歌
に
つ
い
て
も
、
ツ
バ
メ
が
巣
作
り
を

す
る
と
い
う
の
は
、
卵
を
産
ん
で
雛
を
育
て
る
た
め
で
あ
る
。
と
な
る
と

片
や
生
命
の
誕
生
、
片
や
生
命
の
終
焉
で
見
事
に
対
に
な
っ
て
い
る
。
一

見
、
上
の
句
と
下
の
句
に
因
果
関
係
は
な
さ
そ
う
に
見
え
て
、
そ
の
実
、

命
の
問
題
と
し
て
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
た
と
え
「
屈
折
」
の
理

論
を
用
い
な
く
て
も
、
容
易
に
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ

れ
は
単
な
る
見
解
の
相
違
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
田
中
論
で
取
り
上
げ

る
べ
き
は
、
本
当
に
両
者
に
因
果
関
係
の
な
い
歌
の
は
ず
だ
か
ら
、
そ
の

見
極
め
を
厳
密
に
行
な
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

第
Ⅴ
章
は
「
波
動
」
論
だ
が
、
大
半
は
長
歌
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い

る
の
で
、「
波
動
」
論
は
長
歌
に
こ
そ
有
効
で
あ
り
、
短
歌
に
は
あ
ま
り

有
効
で
は
な
い
と
い
う
印
象
を
受
け
た
。
で
き
れ
ば
短
歌
に
つ
い
て
の
有

効
性
を
も
っ
と
強
調
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

ま
た
第
Ⅱ
章
で
「
波
動
論
的
句
法
」
と
「
屈
折
」
の
技
法
の
重
な
り
が

指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
田
中
氏
は
ど
の
よ
う
に
関
連
付
け

て
い
る
の
か
を
う
か
が
い
た
い
。
そ
の
上
で
、「
波
動
」
に
つ
い
て
１６２
頁

で
「
と
も
し
び
の
」
歌
の
「
ラ
ム
」
と
「
ナ
ム
」
を
「
波
動
」
と
し
て
お

二
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ら
れ
る
が
、
た
っ
た
そ
れ
だ
け
の
根
拠
で
論
じ
る
の
は
無
理
が
あ
る
の
で

は
と
感
じ
た
。
そ
の
程
度
の
「
波
動
」
な
ら
、
９９
頁
の
「
屈
折
」
論
に
あ

げ
ら
れ
て
い
た
茂
吉
の
歌
な
ど
、
ほ
ぼ
全
て
「
波
動
」
の
例
と
見
て
も
よ

さ
そ
う
で
あ
る
。
特
に
「
た
た
か
ひ
は
」
歌
な
ど
、「
起
り
居
た
り
け
り
」

「
散
り
居
た
り
け
り
」
と
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
う
い
っ
た

重
な
り
を
有
す
る
歌
を
ど
の
よ
う
な
物
差
し
で
分
類
・
処
理
さ
れ
て
い
る

の
か
、
そ
の
点
を
明
白
に
（
素
人
に
も
わ
か
る
よ
う
に
）
し
て
い
た
だ
き

た
い
。

同
様
の
こ
と
は
「
ゆ
ら
ぎ
」
で
も
い
え
る
。「
ゆ
ら
ぎ
」
論
で
引
用
さ

れ
て
い
た
「
子
等
が
名
に
」
歌
に
は
「
か
」
が
四
回
も
用
い
ら
れ
て
お

り
、
十
分
「
波
動
」
の
例
に
な
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。「
屈
折
」
と
「
波

動
」
の
み
な
ら
ず
、「
ゆ
ら
ぎ
」
と
「
波
動
」
の
重
な
り
に
つ
い
て
、
と

い
う
よ
り
声
調
の
重
な
り
に
つ
い
て
、
複
合
的
・
重
層
的
な
分
析
・
視
点

が
必
要
で
あ
ろ
う
。

な
お
田
中
氏
は
「
お
わ
り
に
」
で
や
や
唐
突
に
、「
こ
の
よ
う
な
「
波

動
」
こ
そ
、
和
歌
の
声
調
の
基
本
で
あ
り
」（
１７０
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
「
基
本
」
の
中
身
は
、『
万
葉
集
』
以
降
の
平
安
朝
和
歌
の
伝

統
も
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
読
め
た
が
、
そ
れ
な
ら
声
調
論
は
、『
万
葉

集
』
と
茂
吉
の
評
価
語
彙
だ
け
で
は
論
じ
尽
せ
な
い
こ
と
に
な
る
。
欲
張

ら
ず
に
ま
ず
は
本
書
で
論
証
し
た
こ
と
を
結
論
と
し
て
ま
と
め
て
い
た
だ

き
た
い
。五

最
後
に
全
体
的
な
感
想
を
記
し
て
お
く
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
『
万
葉

集
』
に
も
近
代
短
歌
に
も
疎
い
門
外
漢
の
私
の
素
朴
な
感
想
（
印
象
批

判
）
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
医
者
の
茂
吉
で
あ
る
か
ら
、
医
学
用
語
な
ら
す

ん
な
り
納
得
で
き
る
。
で
は
茂
吉
は
物
理
学
用
語
を
ど
の
よ
う
に
し
て
学

ん
だ
の
だ
ろ
う
か
（
学
校
？
独
学
？
）。
そ
れ
に
関
連
し
て
ア
イ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
や
石
原
純
や
物
理
の
教
科
書
の
翻
訳
な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
指
摘
だ
け
で
証
明
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
物

理
学
の
用
語
導
入
に
は
タ
イ
ム
ラ
グ
が
あ
っ
て
、「
ゆ
ら
ぎ
」
な
ど
同
一

時
点
で
は
扱
え
な
い
こ
と
も
気
に
な
っ
た
。
素
人
の
読
者
の
た
め
に
、
是

非
時
系
列
に
沿
っ
た
説
明
も
加
え
て
い
た
だ
き
た
い
。

そ
の
上
で
、
た
と
え
ば
茂
吉
が
物
理
学
用
語
に
暗
い
歌
人
や
読
者
に
、

ブ
ラ
ウ
ン
運
動
な
ど
の
物
理
学
用
語
を
用
い
て
説
明
し
て
も
、
そ
の
意
図

は
伝
わ
り
に
く
か
っ
た
（
伝
わ
ら
な
か
っ
た
）
は
ず
で
あ
る
。
一
般
に
浸

透
し
て
い
る
熟
語
の
場
合
、
そ
の
意
味
・
用
法
の
区
別
は
容
易
に
は
つ
け

二
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が
た
い
。
そ
う
考
え
る
と
茂
吉
の
説
明
は
、
一
般
の
歌
人
や
読
者
に
す
ん

な
り
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
は
到
底
思
え
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
「
難
解
」
と

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
学
究
的
な
『
万
葉
集
』
の
評
価
だ
け
な

ら
納
得
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
が
さ
ら
に
茂
吉
の
歌
に
及

ん
だ
途
端
、
す
っ
き
り
納
得
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

ま
た
茂
吉
の
作
歌
活
動
は
長
期
に
及
ん
で
い
る
の
で
、
生
涯
に
詠
ん
だ

歌
の
数
も
膨
大
な
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
全
体
の
中
で
、
田
中
論
は

茂
吉
の
歌
の
ど
れ
く
ら
い
を
カ
バ
ー
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ

ば
こ
の
方
法
は
、
茂
吉
研
究
に
ど
の
程
度
有
効
な
の
だ
ろ
う
か
。
本
書
の

筆
勢
で
は
、
茂
吉
の
短
歌
は
『
万
葉
集
』
抜
き
に
は
成
り
立
た
な
い
よ
う

に
も
読
め
る
が
、
果
た
し
て
『
万
葉
集
』
と
か
か
わ
ら
な
い
歌
は
そ
ん
な

に
少
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
こ
そ
素
人
の
浅
は
か
な
感
想
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
来
て
、
第
一
歌
集
『
赤
光
』
成
立
の
時
点
で
、
田
中
論
が
ど

れ
だ
け
有
効
な
の
か
が
気
に
な
っ
て
き
た
。
田
中
氏
は
「
は
る
ば
る
と
」

歌
に
つ
い
て
、「
茂
吉
に
と
っ
て
は
「
腰
折
」
の
概
念
を
打
ち
破
る
以
前

の
作
で
あ
る
が
、「
屈
折
」
の
萌
芽
と
見
て
よ
い
」（
６６
頁
）
と
し
て
お
ら

れ
る
。

『
赤
光
』
に
茂
吉
の
名
歌
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
と
私
は
思
っ
て
い
る

が
、
と
す
れ
ば
万
葉
評
論
か
ら
学
ん
だ
こ
と
を
歌
作
に
応
用
し
た
こ
と

は
、
か
え
っ
て
茂
吉
の
歌
を
平
凡
な
も
の
に
し
た
（
理
屈
っ
ぽ
く
し
た
）

と
は
言
え
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
声
調
論
は
必
ず
し
も
名
歌
・
激
情
的
な
歌

を
生
み
出
す
秘
密
兵
器
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
本
書
の
主
旨
か

ら
は
離
れ
て
し
ま
う
が
、
こ
れ
が
私
の
正
直
な
感
想
（
妄
想
）
で
あ
る
。

素
人
考
え
で
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
文
学
（
歌
作
）
に
進
化
論

は
当
て
は
ま
ら
な
い
と
い
う
の
が
私
の
持
論
な
の
で
、
あ
え
て
問
い
か
け

て
み
た
次
第
で
あ
る
。
藤
原
定
家
に
し
て
も
、
歌
を
詠
ま
な
く
な
っ
た
頃

に
古
典
の
書
写
や
注
釈
を
行
っ
て
い
る
。

も
と
も
と
本
書
は
、
茂
吉
の
万
葉
研
究
と
実
作
を
通
し
て
、
そ
れ
を
自

身
に
重
ね
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
田
中
氏
の
研
究
成
果

は
、
今
後
の
田
中
氏
の
短
歌
実
作
に
豊
穣
な
果
実
を
も
た
ら
す
に
違
い
な

い
。
研
究
と
実
作
の
両
立
に
向
か
う
田
中
氏
の
今
後
の
活
躍
を
楽
し
み
に

し
て
い
る
。
辛
口
の
書
評
に
な
っ
た
こ
と
を
お
詫
び
す
る
。
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