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短
歌
に
口
語
を
と
り
入
れ
る
こ
と
は
、
随
分
久
し
い
問
題
で
あ
る
。
さ
う
し

て
今
に
、
何
の
解
決
も
つ
か
ず
に
、
残
さ
れ
て
ゐ
る
。

一
体
ど
の
時
代
で
も
、
歌
が
型
に
這
入
つ
て
来
る
と
、
大
抵
は
珍
し
い
語
に

逃
げ
道
を
求
め
た
。
形
式
の
刺
戟
に
よ
つ
て
、
一
時
を
糊
塗
し
よ
う
と
す
る

の
で
あ
る
。
若
し
わ
れ
〳
〵
が
、
文
献
に
現
れ
た
死
語
・
古
語
の
中
か
ら
、

当
時
に
於
け
る
口
語
・
文
語
が
択
り
分
け
ら
れ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
必
、
多

く
の
口
語
的
発
想
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
よ
う
と
思
ふ
が
、
今
日
で
は
容
易

な
仕
事
で
は
な
く
な
つ
て
ゐ
る
。
散
木
弃
歌
集
あ
た
り
に
は
、
そ
れ
で
も
多

く
の
口
語
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
実
は
、
こ
の
話
の
最
初
に
歴
史
的
に
見

た
、
口
語
と
文
語
と
の
限
界
に
就
い
て
、
予
め
述
べ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
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筈
な
の
で
あ
つ
た
。
何
時
の
時
代
に
も
、
文
語
と
口
語
と
の
区
別
は
、 

大  

お
ほ
よ

凡 そ
立
つ
て
ゐ
た
事
な
の
で
、
た
ゞ
そ
れ
が
、
今
日
ほ
ど
甚
し
く
は
な
く
て
、

幾
分
互
ひ
に
譲
歩
し
あ
ふ
事
が
あ
つ
た
と
い
ふ
ば
か
り
で
、
今
の
人
の
考
へ

る
や
う
に
、
口
語
そ
の
儘
を
筆
録
し
た
の
が
、
直
に
文
語
と
な
ら
な
い
事
は
、

今
日
の
口
語
文
を
見
て
も
知
れ
る
で
あ
ら
う
。
二
葉
亭
や
美
妙
斎
の
大
胆
な

試
み
に
過
ぎ
な
か
つ
た
時
代
か
ら
見
れ
ば
、
今
日
の
口
語
文
は
、
確
に
一
種

の
形
式
を
備
へ
た
も
の
に
な
つ
て
来
て
ゐ
る
。
多
く
の
人
は
、
で﹅
す﹅
、
だ﹅
を

会
話
語
と
し
て
、
文
章
語
と
し
て
は
で﹅
あ﹅
る﹅
を
使
う
て
ゐ
る
。
よ
く
〳
〵
、

修
辞
上
の
必
要
の
あ
る
場
合
の
外
は
、
の﹅
つ﹅
け﹅
に﹅
と
は
言
は
な
い
で
、
最﹅
初﹅

に﹅
と
い
ふ
。
か
う
し
て
現
代
語
の
中
に
も
、
幾
分
、
硬
化
し
か
け
て
ゐ
る
正

確
な
語
を
、
文
章
語
に
む
け
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
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こ
れ
ま
で
の
研
究
で
も
時
間
の
助
動
詞
つ﹅
・
き﹅
は
ぬ﹅
・
け﹅
り﹅
と
較
べ
て
、
会

話
的
要
素
の
多
い
も
の
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
俊
頼
な
ど
が
口
語
を
取
り
容
れ

て
ゐ
る
、
と
い
う
た
と
こ
ろ
で
、
名
詞
に
止
つ
て
ゐ
る
の
で
、
一
つ
の
短
歌

の
全
体
の
発
想
に
は
、
大
し
た
影
響
を
持
つ
て
ゐ
な
い
も
の
で
あ
る
。
西
行

あ
た
り
に
な
る
と
、
ま
ゝ
、
会
話
語
と
文
章
語
と
の
判
断
を
誤
つ
た
ら
し
い

ふ﹅
つ﹅
﹅ゝ

か﹅
さ﹅
が
見
え
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
全
発
想
に
深
い
影
響
の
あ
る
動
詞

・
副
詞
な
ど
に
も
、
会
話
語
が
尠
か
ら
ず
混
じ
て
ゐ
る
容
子
で
あ
る
。
が
併

し
、
こ
れ
は
西
行
の
出
身
が
、
も
と
〳
〵
無
学
で
あ
る
べ
き
筈
な
の
で
あ
る

か
ら
、
不
思
議
は
な
い
。
山
家
集
を
見
て
、
折
々
さ
う
し
た
処
に
気
の
つ
く

の
は
、
会
話
語
の
発
想
法
が
、
ま
だ
、
純
化
を
経
て
取
り
入
れ
ら
れ
て
ゐ
な

か
つ
た
証
拠
で
あ
る
。
景
樹
な
ん
ど
は
、
あ
れ
で
な
か
〳
〵
動
揺
し
た
男
で
、
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「
一
寝
入
り
せ
し
花
の
蔭
か
な
」
「
そ
れ
そ
こ
に
豆
腐
屋
の
声
聞
ゆ
な
り
」

な
ど
の
試
み
を
し
て
ゐ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
も
口
語
を
も
つ
て
文
語
的
発

想
を
試
み
た
、
と
言
ひ
換
へ
る
方
が
寧
適
当
で
あ
ら
う
。
代
々
の
俗
謡
類
を

見
て
も
、
必
会
話
語
そ
の
儘
を
用
ゐ
た
も
の
と
は
思
は
れ
な
い
。
ど
う
し
て

も
い
く
ら
か
宛
形
式
化
し
、
硬
化
さ
せ
て
ゐ
る
傾
き
が
あ
る
。
し
て
見
れ
ば
、

短
歌
の
上
に
は
何
時
も
、
文
語
即
古
語
・
死
語
・
普
通
文
語
ば
か
り
を
用
ゐ

て
ゐ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
か
。
古
語
・
死
語
の
利
用
範
囲
も
限
り
が
あ

ら
う
し
、
現
代
の
文
語
で
も
だ
ん
〳
〵
硬
化
の
度
を
増
す
に
連
れ
て
、
生
き

〳
〵
と
し
た
実
感
を
現
す
こ
と
が
出
来
な
く
な
る
。
限
り
あ
る
言
語
を
以
て
、

極
り
な
く
わ
れ
〳
〵
の
内
界
を
具
象
し
て
行
か
う
と
す
る
に
は
、
幾
分
の
無

理
が
残
る
。
譬
ひ
現
代
語
の
表
さ
な
い
も
の
を
、
古
語
・
死
語
が
持
つ
て
ゐ
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る
に
し
て
も
、
無
限
に
内
的
過
程
を
説
明
し
て
ゆ
く
こ
と
の
出
来
よ
う
筈
が

な
い
。
我
々
は
ど
う
し
て
も
、
口
語
の
発
想
法
を
利
用
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

場
合
に
、
今
立
ち
到
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
其
で
、
い
よ
〳
〵
、
口
語
の
方

か
ら
、
或
補
充
を
求
め
る
と
な
る
と
、
ま
づ
わ
れ
〳
〵
の
態
度
を
き
め
て
置

く
必
要
が
あ
る
。
其
は
、
（
一
）
若
し
、
文
語
と
口
語
と
が
同
量
の
内
容
を

持
つ
て
ゐ
る
も
の
と
し
た
な
ら
ば
、
口
語
の
方
を
採
ら
な
い
こ
と
。
甚
常
識

的
な
物
言
ひ
の
様
で
あ
る
が
、
形
式
が
違
へ
ば
、
自
ら
内
容
の
範
囲
も
変
つ

て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
訣
で
、
か
う
い
ふ
場
合
は
あ
ま
り
無
い
の
で
あ
る

が
、
悟
性
が
如
何
に
鋭
敏
に
働
い
て
も
、
知
性
が
こ
れ
に
伴
う
て
、
微
細
な

区
別
ま
で
も
意
識
す
る
と
い
ふ
事
は
、
総
て
の
人
に
予
期
せ
ら
れ
な
い
事
で

あ
る
。
豊
富
な
学
才
と
、
敏
感
と
を
備
へ
た
歌
人
、
並
び
に
読
者
の
少
い
世
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の
中
で
は
、
事
実
、
こ
の
条
件
は
無
用
な
事
か
も
知
れ
な
い
。
（
二
）
文
語

に
直
訳
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
「
春
日
野
に
若
菜
を
摘
め
ば
わ△

れ△

な△

が△

ら△

昔
の
人
の
心
地
こ
そ
す
れ
」
（
景
樹
）
に
於
て
は
、
わ﹅
れ﹅
な﹅
が﹅
ら﹅
の
口
語
ら

し
い
臭
ひ
が
著
し
く
鼻
に
附
く
。
こ
れ
は
無
意
識
な
が
ら
口
語
的
発
想
を
直

訳
し
た
の
で
、
無
機
的
に
固
定
し
て
ゐ
る
。
（
三
）
口
語
的
発
想
法
を
用
ゐ

る
な
ら
、
歌
全
体
に
脈
搏
の
伝
つ
て
ゐ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
水
に

油
を
雑
へ
た
や
う
な
も
の
で
あ
つ
て
は
、
邪
魔
に
こ
そ
な
れ
、
口
語
を
取
り

容
れ
た
価
値
は
な
い
の
で
あ
る
。
大
正
五
年
十
二
月
号
の
「
煙
草
の
花
」
に

見
え
た
、
白
秋
氏
の
「
た
ま
ら
ず
雀
が
可
愛
く
な
る
の
」
の
の﹅
は
、
固
定
し

て
ゐ
る
。
言
ひ
換
へ
れ
ば
有
機
的
で
な
い
の
で
、
そ
こ
に
一
種
の
嫌
味
が
生

じ
た
の
で
あ
る
。
部
分
的
に
、
口
語
と
文
語
の
発
想
法
が
存
在
し
て
ゐ
る
や
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う
で
は
駄
目
で
あ
る
。
（
四
）
ま
た
、
口
語
的
発
想
は
、
ど
う
か
す
る
と
散

文
的
に
流
れ
易
い
。
此
は
と
り
わ
け
、
避
け
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
、
景
樹
の

わ﹅
れ﹅
な﹅
が﹅
ら﹅
は
一
首
に
律
文
情
調
の
漲
る
こ
と
を
碍
げ
て
ゐ
る
。
白
秋
氏
の

か﹅
あ﹅
ゆ﹅
く﹅
な﹅
る﹅
の﹅
も
固
定
し
て
ゐ
る
為
に
、
散
文
に
過
ぎ
な
く
な
つ
て
し
ま

つ
た
。
（
五
）
ま
た
、
口
語
的
発
想
法
を
用
ゐ
る
に
は
、
厳
密
な
観
照
態
度

を
用
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
若
し
、
明
徹
し
た
意
識
を
働
す
こ
と
を
閑
却
し

て
を
つ
た
ら
、
と
ん
で
も
な
い
発
想
法
を
捉
へ
て
得
々
と
す
る
や
う
な
事
が

あ
る
で
あ
ら
う
。
景
樹
の
場
合
で
も
、
観
照
を
怠
つ
た
為
に
、
作
者
の
小
主

観
を
表
す
わ﹅
れ﹅
な﹅
が﹅
ら﹅
と
い
ふ
、
不
快
な
口
語
脈
が
混
入
し
て
来
た
の
で
あ

る
。
（
六
）
口
語
を
用
ゐ
る
以
上
は
、
こ
れ
ま
で
の
文
語
で
は
表
し
了
せ
な

か
つ
た
、
曲
折
・
気
分
を
表
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
白
秋
氏
の
場
合
に
か﹅
あ﹅
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ゆ﹅
く﹅
な﹅
る﹅
の﹅
が
遊
戯
的
に
聞
え
る
の
は
、
単
に
新
し
い
刺
戟
を
求
め
た
ゞ
け

に
止
つ
て
、
特
殊
の
発
想
法
を
要
求
し
て
ゐ
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
「
ア

ラ
ヽ
ギ
」
同
人
が
、
近
年
口
語
か
ら
発
見
し
て
来
た
、
不
可
抗
力
を
表
は
す

「
　
　
ね
ば
・
な
ら
ね
ば
」
な
ど
は
貴
い
収
穫
で
あ
る
。
と
は
い
へ
事
実
、

こ
の
古
典
的
な
詩
形
に
、
あ
る
革
命
を
起
さ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
単

な
る
内
容
の
改
革
の
や
う
な
苦
悶
に
は
止
ら
な
い
。
そ
れ
に
較
べ
て
は
、
単

に
材
料
を
提
供
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
其
材
料
を
ど
う
取
り
扱
ふ
か
を
問

題
に
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
困
難
は
尋
常
一
様
な
こ
と
で
は
な
い
。

言
ひ
換
へ
れ
ば
、
一
々
の
場
合
に
深
く
観
照
し
て
適
切
な
発
想
法
を
捉
へ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

明
治
の
新
派
和
歌
で
は
、
服
部
躬
治
氏
の
試
み
ら
れ
た
安
房
歌
（
「
迦
具
土
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」
）
が
此
種
の
最
初
の
も
の
で
あ
ら
う
が
、
全
体
的
に
生
命
が
律
動
し
て
ゐ

な
い
。
又
此
と
反
対
に
、
子
規
氏
は
通
常
語
か
ら
文
語
に
直
訳
を
試
み
て
、

ひ
ず
り
ぶ
み
（
新
聞
紙
）
・
さ
む
さ
は
か
り
（
寒
暖
計
）
・
て
い
ぶ
る
の
高

足
机
な
ど
い
ふ
新
造
語
を
拵
へ
た
が
、
俳
諧
趣
味
か
ら
の
出
来
心
で
あ
つ
た
。

其
他
近
年
に
な
つ
て
、
西
出
朝
風
氏
の
口
語
短
歌
が
現
れ
た
が
、
こ
れ
は
叙

述
語
を
口
語
に
し
た
、
と
い
ふ
だ
け
の
も
の
で
、
白
秋
氏
の
か﹅
あ﹅
ゆ﹅
く﹅
な﹅
る﹅

の﹅
ほ
ど
に
も
練
れ
て
ゐ
な
か
つ
た
。
わ
た
し
が
述
べ
た
数
条
の
用
意
を
忘
れ

て
、
口
語
短
歌
を
作
る
も
の
が
あ
つ
た
ら
、
そ
れ
は
必
、
失
敗
に
終
る
こ
と

が
予
言
せ
ら
れ
る
。
譬
ひ
短
歌
全
体
を
口
語
で
組
み
た
て
ゝ
も
、
畢
竟
無
駄

な
話
し
で
あ
る
。
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