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新
短
歌
に
就
い
て
論
ず
る
こ
と
は
、
非
常
に
困
難
な
こ
と
に
思
は
れ
る
。

す
べ
て
芸
術
上
の
新
様
式
の
発
生
期
に
当
つ
て
そ
の
新
様
式
を
是
非
す
る
こ

と
は
、
予
想
外
の
困
難
を
伴
ふ
こ
と
だ
し
、
大
概
の
場
合
正
鵠
を
射
当
て
る

こ
と
は
な
い
。
そ
ん
な
わ
け
で
私
は
今
ど
ん
な
断
定
的
な
態
度
を
も
と
る
こ

と
は
出
来
な
い
。
私
は
此
の
新
生
児
を
抱
い
て
、
七
転
八
倒
し
て
み
る
だ
け

の
こ
と
で
あ
る
。

　
扨
新
短
歌
は
、
既
に
新
し
い
様
式
と
し
て
存
在
し
て
ゐ
る
か
？
　
或
ひ
は

存
在
す
る
に
到
り
さ
う
で
あ
る
か
？

　
そ
の
成
績
を
今
問
は
な
い
こ
と
と
す
る
な
ら
ば
、
新
短
歌
は
、
ど
う
や
ら

詩
歌
の
新
し
い
様
式
と
し
て
、
既
に
存
在
し
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
こ
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れ
が
短
歌
よ
り
出
て
来
た
も
の
だ
と
し
て
も
、
既
に
短
歌
と
訣
別
し
て
、
新

し
い
領
土
に
立
つ
て
ゐ
る
こ
と
も
恐
ら
く
間
違
ひ
な
い
。
然
し
、
私
は
さ
う

思
ふ
と
同
時
に
、
多
く
の
躊
躇
を
も
感
ず
る
も
の
だ
。
そ
こ
で
問
題
を
、
他

の
側
か
ら
考
へ
て
み
る
。

　
新
短
歌
が
、
短
歌
か
ら
出
て
来
た
も
の
と
考
ふ
べ
き
か
、
全
然
別
個
に
発

生
し
た
も
の
と
考
ふ
べ
き
か
は
甚
だ
疑
問
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
短
歌
に
も
は

や
発
展
の
余
地
が
な
い
と
思
つ
た
人
々
に
よ
つ
て
工
夫
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
は
慥
か
で
あ
る
。

　
で
は
短
歌
に
発
展
の
余
地
が
残
さ
れ
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
事
実
で
あ

ら
う
か
？
　
　
　
多
分
、
事
実
で
あ
ら
う
と
私
は
思
ふ
。
こ
の
懐
か
し
い
遺

風
は
今
後
と
も
決
し
て
忘
ら
れ
は
し
な
い
で
あ
ら
う
け
れ
ど
も
、
今
後
と
も
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発
展
し
さ
う
に
は
思
は
れ
な
い
。
恐
ら
く
現
に
生
存
し
て
ゐ
る
歌
人
諸
氏
が
、

最
後
的
の
も
の
で
あ
ら
う
。
す
べ
て
か
う
い
ふ
こ
と
は
、
判
然
と
示
証
す
る

こ
と
は
出
来
な
い
け
れ
ど
も
、
短
歌
を
作
り
た
い
と
い
ふ
こ
と
が
、
今
後
と

も
人
々
に
全
的
な
希
望
、
全
的
な
仕
事
と
し
て
考
へ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
得

な
い
や
う
に
思
は
れ
る
。
元
々
此
の
短
歌
な
る
も
の
は
、
生
活
の
傍
か
た
は
らに
生
じ

た
芸
術
と
い
ふ
感
じ
の
強
い
も
の
で
あ
つ
て
、
短
歌
が
、
一
人
の
人
間
の
全

生
命
と
な
る
と
い
ふ
風
の
も
の
で
は
な
か
つ
た
。
そ
れ
は
何
も
人
々
が
短
歌

に
不
熱
心
で
あ
つ
た
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
で
は
な
く
、
短
歌
様
式
そ
の
も
の

が
本
来
さ
う
し
た
も
の
で
あ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
従
つ
て
、
人
類
生
活
が

益
々
繁
忙
な
も
の
に
な
り
ゆ
く
以
上
、
さ
う
い
つ
た
芸
術
様
式
が
発
展
を
続

け
て
ゆ
く
も
の
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
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で
は
新
短
歌
が
短
歌
に
交
代
す
る
も
の
で
あ
ら
う
か
？
　
尠
く
と
も
短
歌

に
交
代
す
る
も
の
ゝ
一
つ
で
あ
ら
う
か
？

　
さ
し
あ
た
つ
て
先
づ
、
新
短
歌
の
成
績
を
考
へ
て
み
よ
う
。
　
　
読
ん
で

み
て
面
白
い
も
の
は
あ
る
。
然
し
そ
の
面
白
さ
た
る
や
「
感
覚
的
」
に
終
止

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
争
は
れ
な
い
。
「
感
覚
的
」
も
結
構
で
あ
る
。
も

と
も
と
芸
術
は
先
づ
は
感
覚
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
さ
も
な
け
れ
ば
地
に

根
を
下
ろ
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
け
れ
ど
も
、
良
い
芸
術
品
は
、
「
感
覚
的
」

を
透
し
て
理
念
（
情
緒
を
も
含
め
て
）
を
蕩
揺
さ
せ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。

理
念
を
指
示
、
或
ひ
は
暗
示
す
る
だ
け
で
は
な
い
、
そ
の
理
念
を
対
者
に
怡

し
ま
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
理
念
を
暫
時
、
蕩﹅
揺﹅
さ﹅
せ﹅
て﹅
み﹅
せ﹅
る﹅
も
の
で
あ

る
。
そ
の
蕩
揺
と
い
ふ
こ
と
が
な
い
以
上
、
生
活
の
余
暇
の
芸
術
で
は
あ
り
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得
て
も
、
芸
術
生
活
と
な
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
謂
は
ば
男
子
一
生
の
仕
事

と
な
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
つ
ま
り
大
人
の
芸
術
と
は
な
る
こ
と
は
出
来
な

い
。
而
し
て
新
短
歌
に
は
そ
の
蕩
揺
は
な
い
。
そ
の
様
式
を
規
範
的
に
考
へ

て
み
て
も
、
そ
の
蕩
揺
は
出
せ
さ
う
に
な
い
。

　
又
、
別
様
に
考
へ
て
み
る
に
、
新
短
歌
は
、
抒
情
と
い
ふ
よ
り
抒
情
的
イ

ン
タ
ー
プ
リ
テ
イ
シ
ョ
ン
と
い
つ
た
感
じ
で
あ
る
。
暗
示
と
い
ふ
よ
り
は
、

鋭
敏
な
指
示
と
い
つ
た
感
じ
で
あ
る
。
　
　
さ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
れ
は
ま

た
し
て
も
芸
術
の
中
に
生
活
を
見
出
す
こ
と
の
な
い
、
「
生
活
の
余
暇
の
芸

術
」
で
あ
る
と
思
は
れ
る
。
そ
し
て
さ
う
で
あ
る
限
り
、
新
短
歌
も
短
歌
と

共
に
今
後
の
発
展
を
約
束
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
み
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
私
は
新
短
歌
が
現
に
挙
げ
て
ゐ
る
成
績
に
偏
執
し
過
ぎ
た
か
も
知
れ
な
い
。
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然
し
新
短
歌
様
式
を
規
範
的
に
吟
味
し
て
み
て
、
私
の
考
へ
が
余
り
間
違
つ

て
ゐ
る
や
う
に
は
思
は
れ
な
い
。

　
新
短
歌
の
み
な
ら
ず
す
べ
て
一
呼
吸
詩
歌
（
私
は
短
歌
や
俳
句
や
新
短
歌

を
今
仮
り
に
さ
う
呼
ぶ
）
が
、
そ
の
詩
歌
の
中
に
生
活
を
見
出
す
も
の
で
な

く
て
、
生
活
の
傍
か
た
は
らに
生
ず
る
も
の
と
し
て
だ
け
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る

と
い
ふ
こ
と
を
、
左
に
も
う
少
し
言
添
へ
よ
う
。

　
何
し
ろ
是
等
三
様
式
は
極
め
て
短
い
詩
形
で
あ
る
か
ら
、
語
自
体
の
力
が
、

語
を
駆
使
す
る
作
者
の
力
よ
り
も
存
外
に
大
き
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭

で
あ
ら
う
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
偶
然
の
介
入
す
る
余
地
が
、
多
い
と
い
ふ
こ

と
で
あ
る
。
即
ち
意
欲
す
べ
き
も
の
と
い
ふ
よ
り
、
お
の
づ
と
出
来
る
に
ま

か
せ
る
べ
き
も
の
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
俳
聖
芭
蕉
は
、
み
だ
り
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に
作
ら
な
い
と
い
ふ
覚
悟
を
非
常
に
持
つ
て
ゐ
た
さ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
事

は
、
私
に
は
此
の
場
合
特
に
重
要
な
事
と
考
へ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
是

等
の
一
呼
吸
詩
歌
が
十
分
に 

人 

一 

人 

ひ
と
ひ
と
り

の
仕﹅
事﹅
と
な
る
性
質
の
も
の
で
な
く

て
、
生
活
の
余
暇
に
出
来
る
　
　
と
い
つ
て
語
弊
が
あ
る
な
ら
ば
、
生
活
に

随
伴
的
に
出
来
る
も
の
と
し
て
意
義
の
あ
る
も
の
だ
と
い
ふ
こ
と
を
証
示
す

る
、
一
つ
の
事
で
は
あ
る
ま
い
か
？

　
そ
れ
は
さ
て
、
新
短
歌
の
吟
味
を
、
ま
た
少
し
つ
ゞ
け
て
み
る
。

　
新
短
歌
の
、
語
句
か
ら
語
句
へ
の
推
移
は
、
短
歌
よ
り
も
俳
句
に
近
い
。

短
歌
に
於
け
る
語
句
か
ら
語
句
へ
の
推
移
は
謂
は
ば
情
理
的
で
あ
る
が
、
俳

句
の
語
句
か
ら
語
句
へ
の
推
移
は
、
謂
は
ば
感
覚
的
で
あ
る
。
勿
論
か
う
い

ふ
こ
と
は
、
一
々
の
短
歌
作
品
、
一
々
の
俳
句
作
品
に
就
い
て
そ
つ
く
り
そ
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の
ま
ま
当
箝
ま
る
こ
と
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
夫
々
の
様
式
を
規
範
的
に
観

た
場
合
そ
の
や
う
に
言
ふ
こ
と
は
先
づ
間
違
ひ
な
い
。
而
し
て
新
短
歌
の
語

句
か
ら
語
句
へ
の
推
移
は
現
に
情
理
的
で
あ
る
よ
り
も
感
覚
的
で
あ
り
、
又

左
様
に
あ
る
こ
と
が
此
の
様
式
に
相ふ
応さ
ふ
や
う
に
思
へ
る
。

　
芭
蕉
は
、
一
物
と
他
物
と
の
合
体
の
瞬
間
に
於
け
る
妙
と
い
ふ
こ
と
を
、

非
常
に
大
切
に
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
し
て
恐
ら
く
此
の
事
こ
そ
俳
句
の
最

高
眼
目
た
る
も
の
で
も
あ
ら
う
が
、
そ
の
眼
目
が
射
当
て
ら
れ
る
た
め
に
は
、

蓋
し
情
理
的
で
あ
る
よ
り
も
お
の
づ
と
感
覚
的
で
あ
る
方
が
適
切
で
あ
る
に

相
違
な
い
。
　
　
此
の
点
か
ら
観
て
も
、
新
短
歌
は
短
歌
よ
り
も
俳
句
に
近

い
と
云
へ
ま
い
か
？
　
尠
く
と
も
そ
の
眼
目
と
す
る
所
に
於
て
俳
句
に
近
い

で
あ
ら
う
。
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こ
れ
は
何
も
何
方
に
近
い
か
ら
良
い
と
か
悪
い
と
か
い
ふ
の
で
は
な
く
て
、

尠
く
と
も
一
般
か
ら
は
却
て
短
歌
よ
り
発
展
し
て
出
来
た
も
の
と
さ
れ
て
ゐ

る
新
短
歌
が
却
て
そ
の 

精  

神 

エ
ス
プ
リ

に
於
て
俳
句
に
近
い
と
い
ふ
こ
と
を
注
意
し

て
み
た
か
つ
た
ま
で
で
あ
る
。

　
扨
、
新
短
歌
が
今
後
益
々
作
ら
れ
る
こ
と
に
、
異
存
の
あ
る
わ
け
も
な
い

が
、
新
短
歌
が
「
生
活
の
余
暇
的
な
も
の
」
と
い
ふ
私
の
考
へ
に
し
て
間
違

ひ
が
な
い
な
ら
ば
、
新
短
歌
が
民
族
詩
歌
の
発
展
に
寄
与
す
る
所
は
少
な
い

で
あ
ら
う
。
私
と
し
て
は
、
従
来
の
も
の
を
一
新
し
よ
う
と
い
ふ
新
短
歌
作

者
等
が
、
ど
う
し
て
い
つ
そ
寛
闊
な
様
式
　
　
新
体
詩
様
式
に
到
ら
な
い
の

か
寧
ろ
不
思
議
で
あ
る
。

　
新
体
詩
様
式
は
、
未
だ
十
分
の
発
達
を
示
し
て
は
ゐ
な
い
け
れ
ど
も
、
人
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々
は
そ
の
案
外
に
困
難
な
る
故
を
以
て
か
ど
う
か
、
何
時
の
間
に
か
退
却
し
、

昨
今
再
び
立
向
つ
て
ゐ
る
状
勢
だ
が
、
猶
極
め
て
怠
惰
な
立
向
ひ
方
と
云
へ

よ
う
。
そ
の
退
却
す
る
時
十
分
自
覚
的
で
な
か
つ
た
如
く
、
今
更
め
て
立
向

ふ
に
も
自
覚
的
な
人
は
甚
だ
稀
な
や
う
で
あ
る
。
然
し
も
し
此
の
新
体
詩
様

式
の
困
難
が
、
次
第
に
征
服
さ
れ
て
ゆ
け
ば
、
其
処
に
始
め
て
詩
歌
は
「
生

活
の
傍
ら
的
な
も
の
」
か
ら
、
「
そ
の
中
で
生
活
の
出
来
る
詩
歌
」
に
迄
到

達
す
る
こ
と
だ
と
思
ふ
。
而
し
て
そ
の
両
者
の
重
要
な
相
違
点
は
「
理
念
を

蕩
揺
さ
せ
る
こ
と
」
の
あ
る
な
い
に
あ
る
と
思
ふ
。

　
要
す
る
に
私
の
言
ひ
た
い
こ
と
は
、
詩
歌
は
理
念
を
持
つ
と
い
ふ
だ
け
で

は
十
分
で
な
い
、
そ
の
理
念
を
蕩
揺
さ
せ
て
み
る
べ
き
だ
と
い
ふ
こ
と
、
謂

は
ば
理
念
の
余
剰
価
値
に
迄
到
達
す
べ
き
だ
と
い
ふ
こ
と
、
そ
こ
に
於
て
は
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じ
め
て
詩
歌
は
享
楽
さ
れ
る
も
の
た
る
の
み
な
ら
ず
、
意
欲
さ
れ
る
も
の
と

な
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

　
あ
ま
り
七
転
八
倒
の
文
章
で
あ
る
か
ら
以
下
簡
単
に
此
の
一
文
を
要
約
し

て
み
る
。

　
新
短
歌
は
、
単
な
る
思
ひ
付
以
上
の
も
の
だ
。
と
ん
か
く
一
様
式
と
観
ら

る
べ
き
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
而
も
理
念
を
蕩
揺
さ
せ
て
み
せ
る
こ
と
の
可

能
な
或
ひ
は
適
し
た
様
式
で
は
な
い
や
う
だ
。
か
く
て
私
と
し
て
は
、
新
体

詩
様
式
を
確
立
す
る
こ
と
が
、
大
切
な
や
う
に
思
は
れ
る
。
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