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歌
を
例
に
挙
げ
ら
れ
な
が
ら
短
歌
創
作
の

原
則
や
意
味
に
つ
い
て
話
さ
れ
た
、
そ
し

て
若
く
し
て
亡
く
な
っ
た
大
学
同
期
の
山

根
清
氏
の
遺
歌
を
紹
介
し
つ
つ
、
歌
に

よ
っ
て
心
の
交
流
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
話

さ
れ
た
。
そ
の
後
、
短
歌
創
作
、
創
作
短

歌
相
互
批
評
と
進
ん
で
い
っ
た
が
、
参
加

者
は
自
分
の
心
の
動
き
を
言
葉
に
表
現
す

る
こ
と
の
難
し
さ
を
実
感
す
る
と
共
に
、

心
を
表
現
し
て
ゐ
る
言
葉
の
重
み
を
体
験

的
に
知
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

ま
た
二
日
目
の
夜
に
は
、「
日
本
の
国

柄
と
皇
室
祭
祀
」
と
題
し
て
大
岡
弘
先
生

の
ご
講
義
が
あ
っ
た
。
御
代
替
り
に
伴
っ

て
、
こ
の
秋
に
行
は
れ
る
大
嘗
祭
に
代
表

さ
れ
る
皇
室
祭
祀
と
天
皇
陛
下
の
御
存
在

が
日
本
の
国
柄
の
特
徴
で
あ
る
と
し
て
、

そ
の
祭
祀
の
時
の
様
子
を
具
体
的
に
説
か

れ
た
。
陛
下
は
天
照
大
神
を
は
じ
め
神
々

祖
先
を
お
祀
り
さ
れ
る
こ
と
を
最
も
大
切

な
お
務
め
と
さ
れ
て
、
連
綿
と
続
く
皇
統

を
守
っ
て
こ
ら
れ
た
。
さ
う
い
ふ
陛
下
を

国
民
と
し
て
お
偲
び
申
し
上
げ
る
こ
と
の

意
味
合
ひ
を
改
め
て
思
ひ
知
ら
さ
れ
た
。

　

閉
会
式
前
の
全
体
感
想
自
由
発
表
で

は
、
こ
れ
か
ら
も
っ
と
日
本
の
歴
史
を
学

ん
で
い
き
た
い
と
い
ふ
学
生
の
感
想
発
表

が
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
一
緒
に
学
ん
だ
仲

間
と
今
後
も
連
絡
を
取
り
合
っ
て
共
に
研

鑚
を
深
め
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
切
に
願
っ

て
ゐ
る
。 

 

（
若
築
建
設（
株
）東
京
支
店
）

し
て
し
ま
ふ
と
国
家
は
国
家
で
な
く
な
っ

て
し
ま
ふ
」
と
語
ら
れ
、
フ
ラ
ン
ス
革
命

の
経
緯
や
明
治
時
代
に
国
史
を
回
顧
し
つ

つ
憲
法
の
作
成
に
関
っ
た
先
人
の
労
苦
に

つ
い
て
具
体
的
に
触
れ
て
い
か
れ
た
。
そ

し
て
「
日
本
国
憲
法
」
改
正
の
必
然
性
に

つ
い
て
熱
く
説
か
れ
た
。

　

次
の
山
内
健
生
先
生
の
ご
講
義
で
は
、

こ
れ
ま
で
先
人
が
伝
へ
て
き
た
自
国
の
歴

史
を
「
い
ま
」
を
生
き
て
ゐ
る
者
の
合
理

的
な
判
断
で
切
り
捨
て
て
い
い
の
か
と
訴

へ
ら
れ
て
、
日
本
国
憲
法
の
不
具
合
に
つ

い
て
問
題
提
起
さ
れ
つ
つ
憲
法
問
題
が

我
々
に
と
っ
て
い
か
に
大
事
で
身
近
な
事

柄
で
あ
る
か
を
示
し
て
頂
い
た
。
開
会
式

後
わ
づ
か
の
間
に
参
加
者
は
一
気
に
問
題

の
核
心
へ
と
導
か
れ
て
、
初
日
で
あ
り
な

が
ら
床
に
就
く
頃
に
は
数
日
が
経
過
し
た

か
の
ご
と
き
錯
覚
さ
へ
覚
え
た
。

　

二
日
目
は
最
初
に
西
山
八
郎
先
生
か
ら

「
聖
徳
太
子
に
学
ぶ
日
本
人
の
心
」
と
題

す
る
ご
講
義
が
行
は
れ
た
。
丁
寧
な
先
生

独
特
な
口
ぶ
り
に
導
か
れ
て
、
維
摩
経
を

説
く
太
子
の
御
声
が
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
も

聞
え
て
く
る
か
の
や
う
に
思
は
れ
た
。
さ

ら
に
古
典
を
学
ん
で
い
く
上
で
は
言
葉
の

意
味
以
上
に
感
じ
た
も
の
を
大
事
に
心
に

と
ど
め
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
ご

体
験
を
踏
ま
え
た
お
話
も
さ
れ
た
。

　

午
後
に
は
森
田
仁
士
先
生
に
よ
る
短
歌

創
作
導
入
講
義
が
行
は
れ
て
具
体
的
な
短

ま
っ
て
は
ゐ
る
が
、
そ
れ
で
は
「
日
本
と

は
ど
う
い
ふ
国
な
の
か
」
を
問
は
れ
る
と

は
っ
き
り
と
答
へ
ら
れ
る
人
は
少
な
い
だ

ら
う
。
合
宿
で
の
諸
講
義
に
耳
を
澄
ま
し

て
、
先
人
の
言
葉
を
た
ど
る
中
で
日
本
人

の
心
が
我
々
の
心
に
活
き
活
き
と
呼
び
起

さ
れ
る
な
ら
ば
…
と
い
ふ
こ
と
を
願
っ

て
、
合
宿
教
室
の
準
備
に
取
り
組
ん
だ
。

不
安
と
期
待
を
胸
に
開
会
式
を
迎
へ
た

が
、
合
宿
が
終
っ
た
今
、
振
り
返
っ
て
み

る
と
先
生
方
が
心
を
砕
か
れ
用
意
さ
れ
て

こ
ら
れ
た
講
義
内
容
と
、
参
加
者
各
々
の

真
面
目
な
姿
勢
と
が
相
俟
っ
て
有
意
義
な

合
宿
が
作
り
上
げ
ら
れ
た
と
の
思
ひ
が
し

て
ゐ
る
。
有
難
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

開
会
式
の
後
、
早
速
に
招
聘
講
師
で
あ

る
伊
藤
哲
夫
先
生
の
ご
講
義
が
行
は
れ

た
。
こ
の
合
宿
の
主
要
テ
ー
マ
で
あ
る
国

家
の
あ
り
方
に
つ
い
て
「
歴
史
的
な
基
盤

あ
っ
て
の
国
家
で
あ
っ
て
、
歴
史
を
否
定

　
「
第
六
十
四
回
全
国
学
生
青
年
合
宿
教

室
」《
主
会
場
》
は
、
四
十
八
名
が
参
加

し
た
五
月
の
《
熊
本
会
場
》（「
あ
し
き
た

合
宿
研
修
」）
に
続
い
て
、
八
月
三
十
日
か

ら
九
月
一
日
ま
で
の
二
泊
三
日
間
、
千
葉

県
柏
市
の
（
公
益
財
団
法
人
）
モ
ラ
ロ
ジ
ー

研
究
所
内
の
「
柏
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
」

に
、
学
生
・
社
会
人
ら
七
十
七
名
が
集
っ

て
開
催
さ
れ
た
。
例
年
は
人
里
離
れ
た
景

勝
地
な
ど
で
開
か
れ
て
来
た
が
今
回
は
交

通
の
便
を
考
慮
し
て
、
柏
市
で
の
開
催
と

な
っ
た
。
都
心
か
ら
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
モ

ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
の
広
々
と
し
た
構
内
に

は
、
大
き
な
樹
木
が
生
育
し
、
緑
の
芝
生

が
広
が
っ
て
ゐ
た
。自
然
豊
か
な
構
内
は
、

「
短
歌
創
作
」
の
た
め
の
散
策
の
時
間
や

宿
泊
棟
と
の
移
動
の
折
な
ど
に
自
づ
と
参

加
者
の
目
を
楽
し
ま
せ
た
。

　

今
年
は
令
和
へ
の
御
代
替
り
の
年
で
あ

る
。
わ
が
「
日
本
」
に
つ
い
て
関
心
も
高

編
集
後
記
　
千
葉
県
柏
市
で
の
合
宿
教
室
特

集
号
と
し
た
た
め
九
月
号
の
お
届
け
が
大
幅

に
遅
れ
て
し
ま
っ
た
。
合
宿
で
は
「
日
本
」

を
学
び
、「
日
本
」
を
感
じ
よ
う
と
一
同
で
努

め
た
。「
日
本
国
憲
法
」
か
ら
は
「
本
来
の

歴
史
的
日
本
の
姿
」
が
見
え
て
こ
な
い
と
い

ふ
悲
し
む
べ
き
現
実
が
、
改
め
て
浮
上
し
た
。

そ
の
憲
法
が
内
外
諸
政
策
の
拠
り
所
に
な
っ

て
ゐ
る
。
憲
法
の
問
題
点
は
第
九
条
の
「
武

装
解
除
規
定
」
だ
け
で
は
な
い
の
だ
。（
山
内
）

　「
日
本
」
を
学
び
、「
日
本
」
を
語
り
合
っ
た
三
日
間
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千
葉
県
柏
市
で
、「
合
宿
教
室
」開
催
さ
れ
る—
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