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一
・短
歌
と
書
写
』
０

言
葉
に
は
抑
揚
、
南
低
が
あ

っ
て
、
お
の
す
か
ら
喜
怒
哀
楽
を
表
現
し
て
い

る
．
平
安
末
に
近

い
仮
名
書
き
作
品
と
し
て
の
短
歌
は
、
全
く
見
る
言
葉
と
し

て
の
完
成
を
も

っ
て
自
由
白
在
に
散
ら
し
て
　
最
後

の

一
年
か
強
め
の
意
を
表

現
す
る
と
な
れ
ば
、
そ
の

一
字
を
短
歌
二
十
年
を
故
ら
し
た
部
分
か
ら
切
り
皮

し
て
意
外
な
＋
間
を
お
い
た
と
こ
ろ
に
＝
え
て
語
感
を
遺
は
な
く
去
班
し
た
り

し
て
い
る
．

つ
い
に
は
そ
の
散
ら
し
書
き
に
も

い
く

つ
か
の
形
式
を
決
め
、
ひ
と

つ
定
型

と
し
て
定
型
同
士
の
組
合
わ
せ
て
ま
た
新
し
い
も

の
が
考
え
ら
れ
た
り
も
し
て

き
た
．
こ
れ
を
私
は
普
に
よ
る
●
欧
の
楽
評
で
あ
る
と

い
っ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
冒
頭
に
述
べ
た
う
た
わ
れ
る
も
の
の
本
質
が
祝
党
の
芸
術
と
し
て
の
形
を

，

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
．

紅
歌

の
出
玄
　
調
べ
が
ひ
と

つ
の
型
と
し
て
　

，
Ｉ
と
か
口
伝
と
か
い
っ
た

も
の
に
定
ま

つ
て
く
る
と
、
■
写
の
方
で
も
は
と
ん
ど
歩
調
を

一
に
し
て
流
派

的
な
も
の
を
組

，

て
て
し
ま

つ
た
．
そ
の
最
も
大
き
な
原
因
と
な

っ
た
も
の

は
、
平
安
　
鎌
令
　
生
町
の
長

い
間
、
歌
人
は
例
外
も
な
い
く
ら

い
、
み
な
普

名
な
書
家
で
　
流

一
派
の
大
宗
で
も
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
．

中
に
は
書
の
方
の
名
が
歌
の
方
よ
り
通

っ
て
い
る
人
も
な

い
で
は
な

い
。

つ

ま
り
歌
人
は
歌
の
伝
授
を
う
け
て
歌
人
と
し
て
世
に
あ
れ
ば
　
そ
の
歌
人
と
し

て
あ
る
ベ
ミ
条
件
の
中
に
　
美
し
い
仮
名
書
き
の
子
腕
を
具
え
て
も

い
な
け
れ

ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
．

こ
の
瓜
習
は
鎌
倉
　
室
町
を
通
り
明
治
中
期
に
ま
で
及
ん
で
い
た
と

い
つ
て

も
、
ま
ず
過
言
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
．
生
町
以
後
に
な
る
と
　
鎌
倉
期
か
ら

本
版
印
刷
が
発
達
し
て
、
大
量
に
同
じ
も

の
を
作
り
出
し
て
し
ま
う
の
で
　
筆

写
の
労
は
完
全
に
省
け
る
が
、
同
時
に
筆
写
の
技
量
も

■
え
て
く
る
．
だ
が
中

国
の
末
　
元
版

の
発
達
の
影
響
は
、
日
本
の
製
版
戦
術
を
刺
激
し
て
つ
い
に
は

ｋ
名
書
き
文

の
活
宇
本
ま
で
出
来
る
と
な
る
と
　
歌
書
の
印
行
は
ま
た
急
速
に

増
加
し
て
く
る
よ
う
に
な
り
　
決
籍
類
に
比
し
て
の
量
は
少
な
い
が
、
■
写
よ

り
同

一
物
の
増
加
の
た
め
に
湮
減
し
て
し
ま
う
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な

つ

て
　
こ
れ
が
木
活
宇
か
ら
グ
ー
デ
ン
ベ
ル
′
の
印
刷
機
の
発
明
か
ら
今
回
の
よ

う
に
■
活
字
、
さ
ら
に
写
植
と
ま
で
な
る
と
　
筆
写
の
姿
　
■
写
の
版
彫
り
な

ど
と
は
全
く
隔
絶
し
て
　
朱
朝
、
明
朝
、
清
朝
な
ど
い
く

，
か
の
定
型
の
活
■

は
、
た
だ
去
〓
　
表
■
の
記
号
体
と
し
て
の
役
割
り
を
果
た
す
だ
け
の
も
の
に

な

つ
て
、
言
葉
を
文
字
に
記
し
た
感
情
な
ど
は
全
然
無
視
し
て
量
産
に
役
立
つ

こ
と
だ
け
に
な

つ
て
　
今
日
日
が
さ
め
れ
ば
絣
開
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
活
卒
文

化
泄
乱
の
中
に
　
短
歌
世
界
の
文
献
も
新
旧
を
問
わ
ず
作
り
出
さ
れ
、
作
者
も

競
賞
者
も
こ
れ
を
当
然
の
あ
り
方
と
し
て
何
の
抵
抗
も
感
じ
な
い
の
で
あ
る
．

た
だ
こ
ん
な
大
勢
の
中
に
い
て
も
、
多
少
の
伝
詭
性
み
た
い
な
も
の
は
道

っ

て
い
て
、
今
日
で
も
個
人
対
個
人
な
ど
は
も
ち
ろ
ん
　
か
な
り
広
い
意
味
で
人

に
見
せ
る

，
歌
は
、
や
は
り
歌
入
自
身
の
■
で
あ
る
こ
と
が
妙
に
珍
重
さ
れ
て

い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
．

話
を
も
と

へ
民
し
て
、
書
与
が
ま
だ
原
則
的
件
業
で
あ

っ
た
時
代
の
短
訳
の

賠
答
、
発
表
等
の
型
も
工
朝
以
来
そ
の
型
式
も
い
よ
い
よ
多
社
化
し
て
　
平
安

か
ら
鎌
倉
期
へ
か
け
て
慨
組
の
書
式
証
〓
の
型
　
こ
れ
を
着
に
に
し
て
哭
維
、

つ
い
で
生
町
以
後
は

，
冊
の
よ
う
な
も
の
に
ま
で
■
人
し
て
、
そ
の
書
き
方
の

秘
訳
な
ど
、
型
　
千
本
ま
で
刊
行
さ
れ
て
今
で
も
相
当
の
も
の
が
伝
え
ら
れ
て

い
る
．

こ
ん
な
瓜
に
述
べ
て
き
て
　
さ
て
今
の
短
歌
の
―――
界
は
　
　

，
な
る
と
　
ま

ず
歌
人

の
歌
人
た
る
条
件

の
ひ
と

つ
と
し
て
の
　

，
名
書
き

の
美
し
さ
な
ど

は
　

，
く
蔓
■
″
彼
方
に
洸
ん
で
し
ま

っ
て
、
影
も
形
も
な

い
．
否
０
し
ろ
文

字
の
う
ま

い
歌
人
な
ど
は
、
あ
れ
ば
や
や
・珍
し
い
存
在
で
あ
る
．
あ
る
大
家
は

読
み
ず
ら
い
の
で
有
名
た
と

い
う
書
法
無
視
を
も

っ
て
聞
こ
え
て
い
る
．

況
ん
や
敦
紙
、
短
冊
の
書
式
な
ど
に
不

っ
て
は
完
全
無
視
の
態
度
で
あ
る
．

時
代
の
流
れ
と

い
う
も
の
の
お
も
し
ろ
さ
、
こ
の
書
法
も
普
人
も
無
視
の
態
度

こ
そ
は
む
し
ろ
■
代
歌
人
で
あ
る
こ
と
の
ひ
と

つ
の
人
事
な
条
件
で
で
も
あ
る

か
の
よ
う
に
も
え
え
る
の
で
あ
る
．

一
つ
づ
く
）
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