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　　　　　　　　『短
歌
と
書
写
』
０

歌
は
調
べ
を
つ
け
て
唱
わ
れ
て
き
た
か
ら
、
う
た
と
い
う
の
だ
と
誰
も
承
知

し
て
い
る
。
事
実
、
古
く
か
ら
の
謡
い
も
の
、
あ
る
い
は
ご
く
近
世
の
も
の
で

も
、
短
歌
は
い
ろ
い
ろ
に
使
わ
れ
て
い
る
の
が
多
く
、
な
か
に
は
唱
わ
れ
て
い

る
た
め
に
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。

こ
の
歌
が
い
ま
日
本
の
文
化
遺
産
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
伝
存
す
る
文
献
量
は

ど
れ
は
ど
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
文
献
の
ご
く
吉
い
も
の
は
ど
う
い
う

風
に
し
て
蒐
集
さ
れ
、
ど
う
い
う
風
に
し
て
伝
存
　
普
及
し
て
き
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
の
中
で
今
ち
ょ
う
ど
触
れ
た
唄
な
ど
の
日
伝
え
の
よ
う
な
も
の
は
除

い
て
、
こ
れ
が
筆
写
　
印
刷
な
ど
に
よ
つ
て
、
今
日
容
易
に
わ
れ
わ
れ
の
身
辺

に
ま
で
置
か
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
経
過
は
、
古
写
本
の
種
類
や
そ
の
校
今

の
状
況
な
ど
を
知
る
た
び
に
、
ま
ず
第

一
次
の
作
業
と
し
て
の
筆
写
に
は
、
時

に
ひ
と
く
興
味
を
惹
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。

『紀
」

『記
』
『万
葉
集
』
『吉
今
集
』
以
後
の
厖
大
な
も
の
は
、
み
な
写
本

が
あ
る
い
は
後
生
に
な

っ
て
の
印
刷
に
よ
る
伝
達
な
の
で
あ
る
。
最
古
の
歌
集

と
し
て
の
専
者
は

『万
葉
集
』
で
あ
る
。
そ
の

「万
葉
集
」
の
中
に
あ
る
あ
の

四
十
五
百
首
も
の
歌
は
、
そ
の
以
前
に
も
以
後
に
も
あ
の
類
の
も
の
が
も

っ
と

あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
と
に
か
く
あ
の
大
量
の
も
の
が
今
日
に
伝
存
し
得
た

の
は
、
ど
う
い
う
手
段
に
よ

っ
た
も
の
か
。
ま
あ
、
や
は
り
そ
れ
ぞ
れ
に
控
え

の
も
の
が
あ

っ
た
に
違
い
な
か
ろ
う
。

い
く
つ
か
の
自
家
葉
の
よ
う
な
も
の
の

あ

っ
た
こ
と
は
、
集
の
中
に
明
記
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
『万
葉
集
』
自
身
の

詞
書
き
の
よ
う
な
も
の
に
よ

つ
て
も
、
最
初
の
伝
達
の
様
子
が
わ
か
る
も
の
も

少
し
は
あ
る
。

巻
五
に
あ
る

「連
の
吉
口
宜
」
の
、

お
く
れ
み
て
長
恋
せ
ず
ば
御
苑
生
の
梅
の
花
に
も
な
ら
ま
し
も
の
を

と

い
う

一
首
に
昨
け
て
あ
る
詞
書
き
の
末
尾
に

「
謹
み
て
片
紙
を
付
く
宜
謹

殿
不
次
」
な
ど
と
あ
れ
ば
、
と
に
か
く
最
初
書
か
れ
た
型
は
推
察
に
難
く
な

同
じ
万
葉
時
代
の

一
首
で
、
万
葉
集
に
載
せ
て
は
な
い
が
　
正
貪
院
の
古
文

書
紙
背
に
あ
る
格
書
き
の

口
国
家
之
性
藍
花
今
日
見
者
難
写
成
鴨
　
姜
薇
手
実
．
一原
文
）

―
―
い
も
が
家
の
か
ら
あ
ゐ
の
花
今
回
見
れ
ば
写
し
か
た
く
も
な
り
に
け

る
か
も
、
装
世
千
■
．

■
潰
と
い
う
の
は
今
の
表
業
の
こ
と
で
、
ま
■
師
の
手

，
と
い
う
者
の
相
開
歌

の
よ
う
で
あ
る
．
実
は
こ
の
手
実
二
年
の
下
に
片
か
な
の
ノ
の
年
の
よ
う
な

一

画
が
告
か
れ
て
い
る
か
ら
、
ま
だ
下
に
続
く
牛
が
書
か
れ
る
●
で
あ

っ
た
か
も

知
れ
な
い
と
す
る
と
　
手
実
の
解
釈
は
変
わ

っ
て
く
る
が
、
ま
あ
写
経
所
の
巻

物
を
せ
る
役
人
の
戯
書
で
あ
ろ
う
．

こ
れ
は
争
跡
も
ち
ょ
っ
と

，
れ
て
い
る
の
で
　
い
ろ
い
ろ
の
角
度
か
ら
注
目

を
ひ
い
て
　
「万
葉
集
一
以
外
の
同
時
代
の

一
首
と
し
て
有
名
で
あ
る
。

ま
た
大
伴
旅
人
が
九
州
在
勤
時
に
、
対
馬
結
石
山
の
梧
桐
で
世

っ
た
倭
琴

を
　
都
の
中
街
大
将
藤
原
”
前
に
贈

っ
た
著
名
な
夢
も
の
が
た
り
風
な
た
い
詞

書
き
の
あ
と
に
　
琴
自
身
が
歌

っ
た
と
す
る
体
の

い
か
に
あ
ら
む
――
の
時
に
か
も
声
開
知
ら
し
人
の
瞭
の
上
わ
が
枕
か
む

に
、
旅
人
が
答
え
て
い
る
形
で
、

言
問
わ
ぬ
本
に
は
あ
り
と
も
う
る
は
し
き
‘
が
手
な
れ
の
琴
に
し
あ
る
ら

し

と
応
し
て
　
人
平
元
年
十
月
七
日
と
口
附
ま
で
あ
る
＋
輸
に
添
え
琴
を
常
贈
す

る
二
■
の
歌
は
、
内
容
の
風
雅
な
お
も
し
ろ
さ
と
＝
挨

っ
て
　
い
い
継
か
れ
書

き
継
が
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
．

以
上
　
■
Ｈ
進
宣
の
欧
　
大
■
旅
人
の
歌
は
ど
ち
ら
も
巻
第
■
に
あ
る
も
の

か
ら
拾

つ
た
が
　
お
読
み
下
さ
る
人
の
煩
を
も
考
え
ず
に
　
も
う
ひ
と

つ
、
こ

れ
は
鎌

，
時
代
の

，
編
集

「■
訓
抄
」

（
二

五
一
年
篇
）
に
あ
る
　
後
二
条

人
■
の
孫
に
あ
た
る
源
布
●
、
す
な
わ
ち
化
同
大
巨
に
■
え
た
特
の
も
の
が
た

り
。
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