
『
短
歌
と
書
写

」
(四 )

と
に
か
く
写
本
は
別
と
し
て
、
古
い
時
代
の
歌
人
あ
る
い
は
欧
人
兼
書
家
た

ち
は
、
同
時
代
以
前
の
他
人
の
作
、
こ
と
に
名
歌
と
謳
わ
れ
て
い
る
も
の
は

誰
の
件
で
も
大
い
に
書
き
、
現
在
す
る
も
の
で
見
る
と
自
作
歌
を
向
書
し
た
も

の
の
方
が
０
し
ろ
少
な
い
く
ら
い
の
人
も
あ
る
。
そ
れ
が
現
■
で
は
　
書
の
は

術
と
は
全
く
相
関
わ
ら
な
い
で
　
他
人
の
歌
は
　
切
書
か
す
自
■
の
言
葉
だ
け

を
内
容
の
風
趣
に
は
か
か
わ
ら
ず
た
だ
た
だ
白
書
す
る
だ
け
で
あ
る
．

こ
れ
と

，
比
す
る
か
の
よ
う
に
、
欧
を
自
■
し
な
い
書
家
は
も

っ
ば
ら
他
人

の
歌
ば
か
り
を
書
い
て
い
る
．
し
た
が
っ
て
そ
の
書
は
歌
の
内
容
と
は
無
関
係

で
　
た
だ
書
と
し
て
の
技
巧
の
い
か
ん
に
だ
け
中
心
し
て
　
流
派
、
型
　
様
式

に
よ

っ
て
墨
量
も
豊
か
に
、
短
歌
の
持
つ
計
感
覚
と
は
別
に
　
は
は
流
行
の
書

作
品
と
し
て
愉
し
い
も
の
を
近
代
性
の
象
徴
の
よ
う
に
作

っ
て
い
る
．

前
者
は
言
葉
を
進
形
し
て
祝
感
覚
に
な
え
る
技
術
を
指
い
て
、
言
葉
の
伝
達

と
し
て
だ
け
の
文
字
を
書
い
て
い
る
。
後
者
は
机
感
覚
に
お
け
る
文
字
せ
形
の

興
味
だ
け
を
迫
求
し
て
、
そ
の
表
現
の
た
め
の
資
材
と
な

つ
て
い
る
文
字
、
言

来
の
■

つ
感
情
を
捨
て
て
、
た
だ
泄
形
だ
け
が
言
芸
術
と
解
し
て
い
る
．

こ
ん
な
紆
険
が
あ
る
．
人
東
文
化
大
学
の
創
立
者
で
あ

っ
た
＋
屋
竹
雨
先
生

が
決
語
研
究
を
各
社
に
請
し
て
下
さ
つ
た
時
、
ご
自
作
の
書
を
具
に
の
っ
て
吟

せ
ら
れ
た
こ
と
が
何
度
が
あ

つ
た
。
側
々
と
し
て
腸
に
注
み
る
か
の
調
を
も

つ

て
、
調
で
も
ま
た
計
と
と
も
に
●
怒
東
楽
を
唱

っ
て
お
ら
れ
た
．
青
情
の
理
解

も
，

も
な
い
の
に
、
計
が
謳
え
る
と
自
信
し
て
あ
る
会
合
の
市
で
工
維
陽
円
二

畳
を
鞭
声
粛
々
調
べ
や
っ
て
い
た

，
業
家
を
見
て
、
■
を
基
ぎ
た
く
な
っ
た
こ

と
が
あ
る
．

ま
た
、
も
う
故
人
と
な
ら
れ
た
あ
る
歌
壇
の
大
家
が
　
知
人
の
創
作
的
書
道

を
以
っ
て

，
し
て
い
る
人
か
ら
の
懇
篤
な
招
待
で
、
Ｌ
野
の
美
術
館

へ
行
き
そ

の
人
の
作
品
を
前
に
し
て
、
す
ば
ら
し
い
線
の
躍
動
を
見
て
い
る
う
ち
に
　
一

体
こ
れ
は
何
が
書

い
て
あ
る
の
か
　
と
気
づ

い
て
読
め
る
字
を
治

つ
て
だ
ん
だ

ん
読
ん
で
い
る
う
ち
に
　
こ
れ
は
自
分
の
歌
だ
と

い
う
こ
と
に
気
づ
き
　
ご
招

待
下
さ

っ
た
真
意
は
判

っ
た
が
　
あ
あ
し
て
み
る
と
　
あ
れ
は
供
の
■
と
は
兄

え
な
い
不
―
―

と
こ
に
し
て
い
た
．

時
代
の
流
れ
の
中
で
　
歌
と
書
が
そ
れ
ぞ
れ
に
分
離
し
て
独
自

の
方
向
に
発

民
し
て
い
っ
た
現
実
の
姿
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
状
態
を
招
来
し
た
　
番
大

き
な
原
因
は
セ
歌
は
全
く
活
字
に
よ

っ
て
の
み
■
表
さ
れ
る
も
の
と
な
り
　
そ

の
伝
ｔ
普
及
も
観
賞
も
す
べ
て
歌
矢
、
新
開
雑
誌
等
に
よ

っ
て
遣
憾
な
く
使
命

を
蝸
し
て
い
る
か
に
な

っ
て
お
り
　
難
読
　
古
風
な
争
書
き
の
文
字
を
も

つ
て

書
か
れ
た
も
の
は
、
関
わ
り
の
な

い
読
者
　
鑑
責
者
に
と

つ
て
は
外
国
語
よ
り

も
読
め
な

い
の
で
あ
る
．

一
方
平
安
　
藤
原
時
代
の

，
歌
の
発
展
と
と
も
に
■

の
極
地
ま
で
進
展
し
た

と

い
わ
れ
る
仮
名

の
書
は
　
流
派
的
様
式
が
流
行
し
て
き
た
鎌
倉
期
以
後
次
第

に
ド
リ
坂
に
な
り
宝
町
期
に
入
る
と
　
俗
化
の
様
相
を
濃
く
し
て
江
戸
の
末
期

ま
で
〓
て
し
ま

い
　
明
治
　
大
正
と
復
占
の
傾
同
に
あ

っ
た
も
の
が
昭
和
に
入

る
と
さ
ら
に
近
●
化
な
も
の
も
加
え
て
、
す
ば
ら
し
い
吉
共
的
問
化
を
す
る
か

に
見
え
て
い
た
が
、
戦
後

の
日
本
改
造
に
近

い
生
活
様
式
の
変
貌
は
急
速
に
せ

み
、

，
ｔ
は
ぐ

っ
と
明
る
く
な
り
ま
た
孤
質
に
も
な

つ
て
き
た
。
そ
れ
に
書

の

作
品
の
公
開
展
示
場
も
み
な
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
大
型
に
な
り
、
観
賞
の
■
距
離

も
広
く
な

っ
た
等
の
理
由
で
床
の
間
式
の
民
示
物
で
は
ひ
弱
な
た
め
に
、
■
作

り
の
様
式
が
逐
次
増
加
し
、
こ
の
硬
質
環
境
に
対
応
す
る
に
は
　
Ｉ
刹
風
の
繊

細
な
線
の
連
綿
す
る
仮
名
の
柔
“
さ
で
は
　
Ｉ
Ｉ
的
な
も
の
は
別
と
し
て
大
分

和
容
れ
な
く
な

っ
て
き
た
．

こ
れ
が
当
本

の
■
結
と
し
て
仮
名
の
書
も
迪
力
も
あ
リ
ボ
リ
ュ
ー
ム
も
あ
る

翼
字
と
中
和
し
た
新
鮮
な
も
の
か
離
し
出
さ
れ
て
き
た
．

い
わ
ゆ
る
近

，
仮
名

と
称
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
今
や
こ
れ
が
枚
名
書
き
の
書
の
十
流
と
な

っ
て
き

た
感
さ
え
あ
る
．
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