
短
歌
は
ま
こ
と
に
不
思
議
な
表
現
形
式
で
あ
る
。

万
葉
集
の
成
立
は
八
世
紀
半
ば
と
さ
れ
て
い
る
が
、

日
本
最
古
の
こ
の
歌
集
に
す
で
に
短
歌
は
登
場
す
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
時
代
は
長
歌
（「
五
音
と
七
音
」
の

組
み
合
わ
せ
を
二
回
以
上
繰
り
返
し
、
最
後
を
五
七

七
で
結
ぶ
形
）
が
主
流
で
、
短
歌
（
五
七
五
七
七
）

は
長
歌
の
後
ろ
に
添
え
物
と
し
て
置
か
れ
る
だ
け
で

あ
っ
た
。
短
歌
が
表
舞
台
に
躍
り
出
る
の
は
平
安
時

代
に
な
っ
て
か
ら
。
古
今
和
歌
集
を
は
じ
め
と
す
る

さ
ま
ざ
ま
な
勅
撰
和
歌
集
が
編
ま
れ
、
そ
こ
に
収
め

ら
れ
た
歌
の
数
々
は
や
が
て
日
本
人
の
美
意
識
の
基

盤
と
な
っ
て
い
っ
た
。

明
治
時
代
や
敗
戦
直
後
の
昭
和
二
十
年
代
な
ど
、

時
代
の
変
わ
り
め
に
「
短
歌
は
古
臭
い
」「
短
歌
は
片

言
に
し
か
す
ぎ
な
い
」
と
い
っ
た
滅
亡
論
が
湧
き
上

が
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
な
ぜ
か
押
し
つ
ぶ
さ
れ
て

し
ま
う
こ
と
な
く
、
現
在
ま
で
生
き
残
っ
て
い
る
。

万
葉
集
の
昔
か
ら
数
え
て
千
数
百
年
。
三
十
一
音
の

ち
っ
ぽ
け
な
形
式
の
ど
こ
に
そ
ん
な
し
ぶ
と
さ
が
あ

る
の
だ
ろ
う
。
考
え
る
ほ
ど
に
不
可
解
な
気
持
ち
に

な
っ
て
く
る
。

た
だ
、
不
可
解
な
が
ら
も
私
な
り
に
生
き
残
り
の

理
由
を
考
え
て
み
る
と
、
ま
ず
思
い
当
た
る
の
が
短

歌
の
リ
ズ
ム
の
こ
と
で
あ
る
。

短
歌
は
五
音
と
七
音
の
繰
り
返
し
で
成
り
立
っ
て

い
る
の
だ
が
、
五
音
と
七
音
の
リ
ズ
ム
は
日
本
語
と

と
て
も
相
性
が
よ
い
。
現
在
で
も
、
標
語
や
キ
ャ
ッ

チ
フ
レ
ー
ズ
な
ど
語
感
が
の
び
や
か
で
つ
い
口
ず
さ

ん
で
し
ま
う
表
現
は
五
音
と
七
音
の
組
み
合
わ
せ
で

あ
る
こ
と
が
多
い
。

飛
び
出
す
な
車
は
急
に
と
ま
れ
な
い

お
出
掛
け
は
ひ
と
声
か
け
て
鍵
か
け
て

注
意
一
秒
け
が
一
生

た
と
え
ば
こ
れ
ら
の
標
語
は
五
音
と
七
音
で
出
来

て
い
る
。
三
つ
め
に
あ
げ
た
標
語
を
聞
く
と
、
じ
つ

は
私
は
次
の
自
作
を
思
い
浮
か
べ
る
の
で
あ
る
。

観
覧
車
回
れ
よ
回
れ
想
ひ
出
は

君
に
は
一ひ

と

日ひ

我
に
は
一ひ

と

生よ

有
難
い
こ
と
に
教
科
書
に
も
た
び
た
び
採
り
上
げ

て
も
ら
っ
て
い
る
歌
で
あ
る
。「
注
意
一
秒
」
の
標
語

と
「
観
覧
車
」
の
短
歌
の
下
句
を
比
べ
て
み
よ
う
。

注
意
一
秒
／
け
が
一
生

君
に
は
一
日
／
我
に
は
一
生

ど
ち
ら
も
な
か
な
か
き
れ
い
な
対
称
形
を
成
し
て

い
る
。
す
べ
て
の
標
語
や
短
歌
が
対
称
性
を
持
て
ば

よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
五
音
と
七
音
の
織

り
成
す
し
ら
べ
は
と
て
も
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
の
で
、
繰

り
返
し
や
対
句
と
自
然
に
融
合
す
る
特
徴
が
あ
る
。

や
や
大
げ
さ
に
言
え
ば
、
日
本
人
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
は
呼
吸

し
た
り
歩
行
し
た
り
す
る
よ
う
に
、
短
歌
の
リ
ズ
ム

と
親
和
性
を
持
つ
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
自
歌
自
讃
の
よ
う
で
恐
縮
だ
が
観
覧

車
の
歌
に
つ
い
て
少
し
だ
け
解
説
を
付
け
さ
せ
て
も

ら
い
た
い
。
そ
れ
は
「
君
に
は
一
日
我
に
は
一
生
」

の
と
こ
ろ
で
「
一
日
」
に
「
ひ
と
ひ
」、「
一
生
」
に

「
ひ
と
よ
」
と
ル
ビ
を
振
っ
た
こ
と
で
あ
る
。「
い
ち

に
ち
」「
い
っ
し
ょ
う
」
と
読
ん
で
も
意
味
の
上
で
は

問
題
な
い
の
だ
が
、
作
者
と
し
て
は
こ
こ
は
何
と
し

て
も
「
ひ
と
ひ
」「
ひ
と
よ
」
の
な
め
ら
か
な
語
感
を

大
切
に
し
た
か
っ
た
。「
ひ
と
ひ
」
と
「
ひ
と
よ
」。

た
っ
た
一
音
の
差
が
一
日
と
一
生
と
い
う
大
き
な
隔

た
り
を
生
む
。
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
、
三
十
一
音

の
小
さ
な
空
間
だ
か
ら
い
っ
そ
う
際
立
っ
て
く
る
。

私
の
大
好
き
な
短
歌
に
、

あ
ぢ
さ
ゐ
の
藍あ

ゐ

の
つ
ゆ
け
き
花
あ
り
ぬ

ぬ
ば
た
ま
の
夜
あ
か
ね
さ
す
昼

佐
藤
佐
太
郎

が
あ
る
。
み
ず
み
ず
し
い
藍
色
の
あ
じ
さ
い
が
咲

い
て
い
る
、
夜
も
昼
も
。
そ
れ
だ
け
を
表
し
て
い
る

歌
だ
が
、
シ
ン
プ
ル
な
中
に
豊
か
な
味
わ
い
を
持
っ

て
い
る
。
声
に
出
し
て
読
み
上
げ
る
と
な
お
さ
ら
。

ア
の
音
を
母
音
に
持
つ
語
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
拠
る
の
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、「
ぬ
ば
た
ま
の
」

「
あ
か
ね
さ
す
」
と
い
う
表
現
に
注
目
し
た
い
。
い
ず

れ
も
枕ま

く
ら

詞こ
と
ば

で
あ
る
。
枕
詞
は
万
葉
集
以
来
の
伝
統
を

持
つ
修
辞
法
で
、
決
め
ら
れ
た
言
葉
に
付
い
て
独
特

の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
た
ら
す
。
引
用
歌
の
場
合
は

「
ぬ
ば
た
ま
の
」
が
「
夜
」
に
掛
か
る
枕
詞
で
、「
あ

か
ね
さ
す
」
は
「
昼
」
に
掛
か
る
枕
詞
。
た
と
え
ば

枕
詞
「
あ
か
ね
さ
す
」
は
昼
の
ほ
か
に
も
「
日
」
や

「
む
ら
さ
き
」
に
も
掛
か
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
あ
か
ね

さ
す
」
と
聞
い
た
だ
け
で
、

あ
か
ね
さ
す
紫
野
行
き
標し

め

野の

行
き

野の

守も
り

は
見
ず
や
君
が
袖
振
る

額ぬ
か

田た
の

王
お
ほ
き
み

万
葉
の
時
代
の
女
性
歌
人
の
恋
歌
を
ふ
っ
と
思
い

出
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
す
る
と
、
目
の
前
の
あ

じ
さ
い
の
花
が
何
や
ら
万
葉
人び

と

の
化
身
の
よ
う
に
感

じ
ら
れ
て
、
か
ぐ
わ
し
い
気
持
ち
に
な
る
。

も
ち
ろ
ん
、
古
典
の
知
識
が
な
く
て
も
短
歌
の
解

釈
に
差
し
支
え
な
い
の
だ
が
、
歴
史
を
知
れ
ば
知
る

ほ
ど
よ
り
深
い
鑑
賞
が
で
き
る
。
そ
れ
が
長
い
伝
統

を
有
す
る
短
歌
な
ら
で
は
の
醍
醐
味
と
言
え
よ
う
。

明
治
の
末
か
ら
昭
和
に
か
け
て
歌
人
、
詩
人
と
し

て
活
躍
し
た
北
原
白
秋
は
歌
集
『
桐
の
花
』
に
収
め

た
散
文
の
中
で
、「
短
歌
は
一
個
の
小
さ
い
緑
の
古
宝

玉
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。
エ
メ
ラ
ル
ド
色
の
小

さ
な
古
い
宝
石
。
そ
れ
が
短
歌
な
の
だ
と
い
う
。
じ

つ
に
美
し
い
定
義
付
け
で
あ
る
。
歳
月
の
波
に
磨
か

れ
て
輝
き
を
増
す
宝
石
。
こ
れ
か
ら
も
こ
の
不
思
議

な
古
宝
玉
を
大
切
に
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

短
歌
と
い
う
宝
石
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