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序

短

歌

表

現
論

近

代
短

歌
史

の
流

れ
を

、
出

発
点

に
お

い

て
大
き

く

二
分
け

し

て

い
る

の
は
新
詩

社
系

と
根

岸
派

と
で

あ

る
。
さ

ら

に
時

代

を
く

だ

っ
て
歌

人
や

歌
誌

の
名

称
で

い
え
ば

『
明
星
』

の
流

れ

を
汲

む
北

原
白
秋

の

『
多
磨

』

と

、
正

岡
子
規

を
祖

と
す

る

『
ア
ラ
ラ
ギ
』

と

の
対
立

と
呼

ん

で
よ

い
だ

ろ

う
。
現

代
短

歌

の
現
象

面
で

、

こ
の

二
派

を
作

品

の
上
か

ら
厳

密

に
識

別
す

る

こ
と
は

困
難

で
あ

る
と

し

て
も

、
底

流

に

こ
の

二

つ
の
流

れ
が

存

在
す

る

こ
と
は

否
め

な

い
。

こ
の

こ
と
を
文

芸
思

潮

の
流

れ

の
面

か
ら

、

明
治

の
短
歌

革

新
期

か
ら

説
き

お

こ
し

、
解

明
す

る
作

業
も

文
芸

を
論

ず

る

一
つ
の
方

法

で
あ

る
。
既

に
そ

の
よ

う
な
試

み

は
多

く
為

さ

れ

て
来

た
。

し
か

し
、

い
ま

一
つ
表

現

形
式

の
面
か

ら
説

き
明

か
す

こ
と
が

で
き

は
し

な

い
か
と

い
う

の
が
本

稿

の
試

み
で
あ

る
。

一
作

家

を
論

ず

る
際

に
も
、
作

品

の
底
を

流

れ

て
い
る

思
想

を
と
ら

え

る

見
方

や
、
う

た
わ

れ

て
い
る
内

容

か
ら
社

会
詠

が
多

い
、
自
然

詠
が

多

い
、
ま

た

心
象

風
景

詠
が
多

い
と
か

い
う
見

方
も

あ

る
。

こ
れ

ら
は

お
お

む
ね
素

材
中

心

の
見
方

と

い
え

よ
う

。

い
わ

ゆ

る
イ

メ
ー
ジ

(
心
象

〉

の

展
開
を

中
心

に
と
ら

え
よ

う
と
す

る
見

方
も

こ
の
部
門

に
は

い
る
し
、

ま

た

一
作

家

の
作

品

の
色

彩

語

の
多

少

や
、
赤

が
多

い
と

か
青

が
多

い
と

か

を
論
ず

る

こ
と
も

こ
の
系
列

に
は

い

る
。

山

崎

孝

子

し

か
し

、
詩
歌

、

こ
と

に
短
歌

の
よ
う

に
短

い
定
型

詩
を

論
ず

る
場

合

に
は

い
ま

一
つ
方

法
が

あ
り

は
し

ま

い
か

。
ひ
と

し

く
定
型

詩
で

あ
り

な

が

ら

、
あ

る
作
家

の
作

品

は
流
麗

で
あ

る

の
に
対

し

て
、
別

の
作
家

は
滞

お
り
が

ち
な

調

べ
を
も

つ
と

い
う
場

合
口
、

そ

の
差

異
を

考
え

る

こ
と
は
素

材

論

よ
り
、

よ
り

本
質

的
な

こ
と

が
ら

な

の
で
は

な
か

ろ
う

か
。

い
わ

ゆ

る
五
七

調
、

七

五
調
、

字
余

り
、

字
足

ら
ず

、
破

調
な

ど

の
問
題

は
素
材

を

越

え
、
も

っ
と
端

的

に
表

現
手
法

、

こ
と
ば

の
斡
旋

に
か

か
わ

る

こ
と

が

ら
で

あ

る
。
私

は

こ
の
部
門

の
考

察
を

「
短

歌
表

現
論

」

と
名

づ
け

る
。

短
歌

の
よ

う
な
短

い
詩

型

に
お

い

て
、
ど

れ

ほ
ど

の
意

味
内

容

が
包
含

で

き

よ
う
か

。

に
も

か

か
わ

ら
ず

、

こ
の

三
十

一
音
量

の
表

現

の
美

し
さ

が

読
者

を
無

限

の
美

に
誘

っ
て
や
ま

な

い
、

人
間

の
深

い
問

題
に

ひ
き
ず

り

こ
ん
で
や

ま
な

い
作

品
が
存

在
す

る
。

こ
の

こ
と
は
表

現
論

的
な

分
析

を

と
お

さ
な

い
と
解

明

で
き

な

い
の
で

は
な

い
か

。
何
を

の
問

題

よ
り
も

い
か

に
の
問

題
が
問

わ

れ
る

の
で
あ

る
。

以
下

の
小
論

は
冒

頭

に
し

る
し

た
近
代
短

歌

史

に
き
わ

だ

っ
た

二

つ
の

流

れ
を
表

現
論
的

に
考
察

し

て
み

よ
う
と

し
た

一
つ
の
試

論
で
あ

る
。
作

家

と
し

て
北
原

白
秋

と
斎

藤
茂
吉

の
二

人
を
と

り
上

げ
た

。

こ

の
二
人
が

近
代

短
歌

史

に
相

対
峙

し

て
輝

く

二

つ
の
星
で

あ

る

こ
と

と
、

二
人

の
処

5



女
歌
集

『
桐

の
花

』

『
赤
光

』
が

と
も

に
大

正

二
年

二

九

一
三
年

)
出

版
と

い
う

類
似
点

に
よ

る
。

作

品
は

全
作

品
を

対
象

と
せ

ず
、
ま

た
無

作
為

抽
出

の
方

法

に
も

よ
ら

ず

、
抄

出

歌
集

に
よ

っ
た

。

一
作
家

の
特
質

を

み

る

の
に
、
必

ず
し
も

全

作

品

に
よ
る

必
要

は
な

く
、
信
頼

す

る

に
足

る
抄
出

歌
集

(自

選
ま

た
は

他

選

の
)

に
よ
る

ほ
う
が

よ
り

真
実

に
近

い
結

果
を

得

る
と
考

え
た

か
ら

で
あ

る
。
白
秋

作

品
は
新

潮
文

庫

本
の

『
北

原
白

秋
歌

集
』

の
、
茂

吉
作

品

は
岩
波

文

庫
本

の

『
斎
藤
茂

吉
歌

集
』

の
そ
れ

ぞ
れ
所

載

全
作
品

を

調

査

対
象

と
し

た
。

(注
1
)

ひ

と
口

に
表

現
論

と

い

っ
て
も

、
た
と

え
ば

音
韻

論

、
品

詞
論

な
ど

さ

ま

ざ
ま

の
分

野
が

あ

る
が

、
本
稿

で

は
短
歌

を
文

章

よ
り
成

る
と

み

て
、

句
切

れ
を
中

心

に
考
察

し

て
み
た

。

一
短
歌

は

一
文
章

に
よ

っ
て
成

る
と

は
限

ら
な

い
。
定

型
詩

と

し

て
五
、
七

、

五
、
七

、
七

の
律

調
を

も

つ
故

に
、

四
個

の
休

止
を

も

つ
が
、
句

切

れ
は
休

止

と
は

異
な

る
。
終

止
す

る

形
が

体
言

で
あ

れ
、

用
言

で
あ

れ
、

ま
た
助

詞

、
助

動
詞

で
あ

れ
、

一
文

章

と
し

て
完
結

す

る
と

み
ら

れ
る
場

合
を
句

切

れ
と

し

て
取
り
扱

っ
た
。

以
下

、
北

原
白

秋
作

品
を

中

心

に
句

切

れ
に

つ
い
て
考
察

し
、
次

に
白

秋

茂
吉

、
両

作

家

の
差
異

を
中

心

に
論

考

を
す
す

め

る
。

注1
新
潮
文
庫
本

の

『
北
原
白
秋
歌
集
』
は
北
原
隆
太
郎

・
木

俣
修
両
氏
に
よ
る
抄
出

歌
集
で
あ

る
。
抄
出

歌
数

一
五

二
八
首

(同
文
庫
本
あ

と
が
き
に
は

一
五

三
○
首

と
あ

る
が

、
私
の
計
算
で

は

一
五

二
八
首

に
し
か

な
ら
な
い
。
同
書
は
昭
和

二
七

年

五
月

二
十
日
初
刷
で
あ
る
が
、
使
用
し
た

の
は
昭
和
三
五

年
四
月
十
五

日
十
刷

で
あ

る
)
は
白
秋
全
作
品
八
〇

三
三
首

の
約

二
○
%
弱
で

あ
り
、
古
今
集

の
約

一

一
○
○
首
、
新
古
今

集
の
約
二
○
○
○
首

に
比

べ
て

一
作
家

の
特
質
を
考

え
る
の

に
決
し

て
少

な
い
数
で
は
な

い
。

『斎
藤
茂
吉

歌
集
』
は
山

口
茂
吉
、
柴
生

田
稔

、
佐
藤
佐
太
郎

三
氏

の
選

に
よ
る
。

全
作
品

一
七
九

○
七
首
中

の

一
六
八

四
首

(補

遺
七
首
は
割
愛

)
は
九
%

強
に
当

た

る
。
白
秋

に
比

べ
て
約
半
分

の
抽
出
率

に
な
る
が

、
両
者

比
較

の
た
め

に
は
却

っ
て
適

切
に
あ
る
と
考
え
た
。

1
春

の
鳥

な
鳴

き

そ
鳴
き

そ
あ
か
あ

か

と
外

の
面

の
草

に

日
の
入

る
夕

べ

『
桐

の
花
』

2

秋

の
蚊

の
耳

も

と
ち

か
く

つ
ぶ
や
く

に
ま

た
と

り

い
で

て
蠣

を

吊
ら

し

む
う

『
牡

丹

の
木
』

1

は

『
桐

の
花

』

の
巻
頭

歌
で

あ
り

、
2

は

『
牡
丹

の
木

』

の
巻
末

歌

で

あ

る
。

『
桐

の
花
』

は
大

正

二
年

二

九

=

二
年

)
刊

の
処
女

歌
集

で

あ

り

、

『
牡

丹

の
木
』

は
白

秋

没
後

昭
和

一
八

年

(
一
九

四
三
年

)
刊

の

最

終

歌
集
で

あ

る
。

年
代
的

に
両
極

に
立

つ
作

品
で

あ

る
と
同
時

に
、
は

か
ら

ず
も

こ
の
二

つ
は
文

学
と

し

て
も

鮮

か
な

両
極

を
示

し

て
い

る
。

1

の
歌

に
は

「
春

の
鳥

」
と

い
う
呼

び

か

け
が
あ

り
、

「
な
鳴

き

そ
鳴

き

そ
」

と

い
う
禁
止

命
令

が
あ

る
。
結
句

は

「
日
の
入

る
夕

べ
」
と

い
う

一体

言
ど

め
で
あ

る
。

そ

れ

に
対

し

て
2

の
歌

は
上
句

か

ら
下
句

ま
で

ひ
と

つ
づ
き

で

「
吊
ら

し
む

」
と
活

用

語

の
終

止
形

で
結

ぶ

。
1

の
歌

は
初
句

で

切

れ
、

二
句

で

切
れ

、
体

言
で

と
あ

る
。

2

の
歌

は

三
句

に
休
止

が
あ

る
が

、

こ
れ
は
句

切
れ

で
は

な

い
。

白
秋

は

ー

の
歌

に
み

ら
れ

る
よ

う
な
表

現

形
式

を
大

き
く
変

貌

せ
し

め

て
終

り

の
歌

に
到

っ
た

の
で

あ

ろ
う
か

。
彼

が
生

涯

に
残
し

た
十

一
歌
集

一6一



を
、
前

掲

文
庫

本

の
抄

出
歌

に
当

た

っ
て
調

査
し

た
結

果
得

た

の
が
第

一

表
でて
あ

る
。

(注
1
)

総
計

に
お

い

て
比
率

の
高

い
の
は

三
句

切
れ
で

、

次

い
で
体

言

ど
め

と
な

る
。

初
句

切
れ

の

一
五
%

も
、

初
句

切

れ

の
特

殊

性

を
考

え

る
と

異
常

に
高

い
。
以

下

こ
の

三
型

に

つ
い

て
具

体
例

に
触

れ

て
み

よ
う

。

例

歌
1

の
「
春

の
鳥
」

は
呼

び
か

け
で

あ

る
。
耳
春

の
鳥

よ
」
と

い
う
完

結

文
で

あ

る
か

ら
初

句

切
れ

と
み

て
よ

い
。

3
わ

が
世

さ
び

し
身

丈

お
な

じ
き
苗

香
も

薄
黄

に
花

の
咲
き

そ
め

に

け
り

『
桐

の
花
』

4
麗

ら
か

や
此

方
此

方

へ
か
が

や
き

来

る
沖

の
さ
ざ

な

み
か

ぎ
り

知
ら

れ

ず

『
雲
母

集

』

5
白

き
猫

庭

の
木
賊

の
日
た

む
ろ

に
眼

は

ほ
そ
め

つ

つ
ま
だ

現
な

り

『
雀

の
卵
』

6
夢

殿
や
美

豆

良
結

ふ
子

も

行
き
め

ぐ
り

を
さ

な
か

り

け
む
春

は
酬

は

『
夢

殿
』

7
眼

は
向

ふ
大

き

か
ぐ

ろ
き
岩

づ
ら

の
上

の
た

ぎ
ち

の
ひ
と

い

う

の
渦
、

『
渓
流

唱
』

同

じ
く
初

句

切

れ
で
あ

っ
て
も
、

表
現
手

法

の
異

な

る
も

の
を

五
首
選

ん
で

み
た

。

そ

の
お

の
お

の
に

つ
い
て

の
説

明

は
省

略
す

る
が

、

こ
れ
ら

の
初

句

は

「
春

の
鳥

」
と

い
う
呼
び

か

け
が

一
首

全

体
を
統

率

し

て
い
る

の
と

同
様

に
、

一
首

に
上

か
ら

か

ぶ
さ

っ
て
結
句

ま
で

ひ
び

き

わ
た

っ
て

い
る

こ
と

は
た

し

か
で
あ

る
。

形

だ
け

み
れ

ば
あ

た
か

も
初
句

切

れ

の
よ
う

に
み

え

て
も

、
格

助
詞

の

省
略

そ

の
他

に
よ

る
も

の
で
あ

っ
て
、
実
質

上

の
初
句

切

れ
と

は
考

え
ら

れ
な

い
も

の
は

除
外

し
た

。
た

と
え
ば

「
冬

の
蝿
そ

こ
ら
遊

び

し
小
夜

ふ

け

て
居

る
も

の
は
無
し

凍

み

て
来

ら
し

も
」

(
『
白
南

風

』

〉
の
歌

で

は

「
冬

の
蝿

」
は
外

見

上
、
切

れ

て
い

て
も

「
そ

こ
ら

遊
び

し
」

に
し

か

ひ
び

い
て

い
な

い
と
考

え
ら

れ
除

外
し

た
。
全

体

に

ひ
び

い
て

い
る
と

も

い
な

い
と
も

両
様

に
解

し
得

る
微
妙

な
場

合
も

、

も
ち

ろ
ん

存
在

す
る
わ

け

で

あ

る
が

、

そ
の
よ

う
な

と
き

は
で
き

る
だ

け
数

に
加

え

な

い
よ
う

に
配
慮

し

た
。

こ

の
数

表

に
よ

る
と

、
初
句

切

れ
は

『
桐

の
花

』
の
頻

度
数

が
後

年

減

じ
た
わ

け
で

は

な
く

、

『
夢

殿
㌧
渓

流

唱
』
『
橡
』

に
お

い
て
か

な
り

の

増
加

を

み
せ
、

白
秋

全
歌

集
を

一
貫

し
た

特
質

で
あ

っ
た
と

い
え

る
。

体

言

ど
め

に

つ
い

て
は

次

の
諸
例

が
み

ら
れ

る
。

8
金

口
の
土
耳

古
煙

草

の
け
む

り

よ
り
な

ほ

ゆ
る

や
か

に
燃
ゆ

る
わ

が
恋

『
桐

の
花
』

9

ひ
い

や
り
と
剃

刀

ひ
と

つ
落
ち

て
あ

り
鶏

頭

の
花
黄

な

る
初
秋

同
前

10
河

土
手

に
螢

の
臭

ひ
す
ず

う

な

れ
ど
朝

間

は

さ
び
し

月
見

草

の
花

『
雀

の
卵

』

11
鞠

も
ち

て
遊

ぶ
子
供

を
鞠

も

た
ぬ
子

供
見

悦

る
る
山

ざ
く

ら
花

同
前

12
か

な
し
き

は
人

間

の
み
ち

牢
獄

み
ち

馬
車

の
軋

み

て
ゆ
く

礫
道

『
桐

の
花
』

白
秋
短

歌

に
お

け

る
体

言

ど
め

は
ほ

ぼ
右

の

五
種

に
整

理

さ
れ

る
よ

う

で

あ

る
。

例
歌

8

の
よ
う

に

一
首

全
体

が
結

句

の
体

言

を
修

飾
す

る
場

合

は

「
ひ

と

す
じ

の
香

の
煙

の
ふ

た

い
う

に
う
ち

な
び

き

つ
つ
な
げ

く
わ

が
恋

」

(

『
桐

の
花

』

)

「
石
ば
し

る

水

の
か

か
り

の
音

立

て

て
紫

冷
や

き
竜

胆

の

は

な
」

へ
『
白

南
風

』

)
な
ど

が
あ

る
が
、

全
体

と

し

て
数

は

少
な

く
、
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成
功

し

に
く

い
型
で

あ
る

。

例
歌

9

の
場

合

は
上
句

と
下
句

と

が
分
か

れ

て

い
て
、

三
十

一
音

と

い

う
制

限

の
た

め

に
下
句

の
叙
述

が
未

完
結

と
な
り

、
体

言

でて
結

び
と

め
た

場
合

で
あ

る
。

「
ふ
か

ぶ
か
と

人
間
笑

ふ
声

す

な
り

谷

い
ち
め

ん

の
白
百

合

の
花

」

(
『
雲

母
集

』
)

「
ほ
と

ほ
と

に
西

日

け
う
と

く
な

り

に
け
り

垂

が
ち

な
る
蒲

の
穂

の
立

」

(
『
雀

の
卵
』

)

「
光

発
し

そ

の
清
し

さ
は

か
ぎ

り

な
し
朴

は
木

高

く
白
き

花
群

」

(
『
白

南
風

』

)
な
ど

、

こ

の
例

に
は
秀
作

が
多

い
。

例
歌

10
は

下
句

に
お

け
る
主

語

、
述

語
あ

る

い
は
そ

の
他

の
倒
置

に
よ

り

結
句

が
体

言
と

な

っ
た
場
合

で
あ

る

。

「
冬

青

の
葉

に
雪

の
ふ
り

つ
む

声

す

な
り
あ

は

れ
な

る
か
も

冬
青

の
青
き

葉
」

(
『
雲

母
集
』

)

「
雪
箋

い
よ

よ
卍
と

ふ

る
な

か

に
あ

な
か
う

が

う
し

明
け

の
白
鶴

」

(
『
雀

の
卵

』

)

「
雨
と

ふ

る
朝

ひ
ぐ
ら

し

の
声

き

け
ば
常

あ

る

に
似

た
り

繁
き

杉
山

」

(
『
黒
檜

』

)
な
ど

が
所

属
す

る
。

例
歌

11

の
場
合

は
結

句
が

、
あ

た
か

も
初

句
切

れ

の
と
き

の
初
句

の
よ

う

に
、
独
立

し

て
全
体

を
支

え

る
か
た
ち

で
体

言

ど
め

と
な

っ
て
い
る
場

合
でて
あ

る

。

「
恋

す

て
ふ
浅

き
浮
名

も

か

に
か
く

に
立

て
ば

な

つ
か
し
白

芥

子

の
花

」

(
『
桐

の
花
』

)

「
虫

の
音

の
繁

か

る
か

な
と

し
ろ

が
ね

の

箸

そ
ろ

へ
を
り
苑

の
秋

ぐ

さ
」

(
『
橡

』

)

「
う

ち
沈

む
黒

き
微

塵

の
照

り

に
し

て
暑
は

果
し

な
し
金

の
向

日
葵

」
(

『
黒
檜

』
)な

ど
が

属
す

る
。

こ

の
型

は
初

句
切

れ
が

上
か

ら

一
首

を
統

率
し

て
い
る

の
に
対

し

て
、
下

か

ら
全
体

を

支

え

て
い
る
と

い
え
ば

よ

い

の
か

、

四
句
ま

で

の
世

界

と
結
句

の
世

界
と

が
同

量

の
重
さ

で
相
対

立
し

、

そ

の
間

の
飛

躍
が

詩

の
興
奮

を

誘
う

。

四
句
切

れ

、体

言
ど

め
が

成
功

し
た
場

合

の
詩
的

燃
焼

度

は
高

い
。

例

歌
12

の
場
合

は
上
句

も
体

言
ど

め
、
下

句
も

体
言

ど

め
と
し

て
並

立

し

て
い
る
場
合
口
で

あ

る
。
「
赤

き

日

に
か

ん
か

ん
と

う

つ
鉦

の
音

冬

の
枯

野

に
う

つ
鉦

の
音

」
(
『
雲
母

集
』
)「
白
魚

の
移

ろ

ふ
群

の
ひ

と
な

が

れ
初
秋

の

雲

の
空

に
す
ず

し

さ
」
(『
白
南

風
』
)
「
嶺

の
裏

行
く

低
き

冬

の
雲
榛

名

の
湖

は

山

の

う

へ
の
湖

」
(
『
黒
檜

』
)な

ど
が

あ

る
。
こ

の
例

は
例
歌

9

の
変

形
と

も

み
ら

れ

る
が
、

上
句

に
体

言

ど
め
が

あ

る
た

め
、

少
し

く
異

な

る
効
果

を

あ
げ

て
い
る

一
群

と
し

て
分

け

て
み
た

。

頻
度

数

に
お

い

て
も

っ
と

も

多

い
の
は

三
句

切
れ

で
あ

る
。

総
計

の
百

分

比
が

二
八
%
で

あ

る
か

ら
、

四
首
弱

に

一
首

の
割

合
で
存

在

す

る
。

13

ヒ
ヤ

シ

ン
ス
薄

紫

に
咲
き

に
け
り
早

く
も

人
を
お

そ
れ

そ
め

つ
つ

『
桐

の
花
』

14
か

は
た

れ

の

ロ
ー
デ

ン
バ

ッ

ハ
芥

子

の
花

ほ

の
か

に
過

ぎ
し

夏
は

な

つ

か

し

同
前

15
病

め

る
児
は

ハ
モ

ニ
カ
を
吹

き
夜

に
入

り

ぬ
も

ろ

こ
し
畑

の
黄

な

る
月

の
出

同
前

16
か

く

の
ご
と

き
秋

の
簡
素

を

わ
れ
愛

す
枯

木

一
本

幽
か

に
光

る
『
雲

母
集

』

17
悩

ま
し

く
廻

り
梯

子
を

く
だ

り

ゆ
く
春

の
夕

の
踊

子
が

む
れ

『
桐

の
花

』

例
歌

13
か
ら

16
ま

で

は

三
句

で
切

れ
、

上
句

、
下

句

の
対

立
が

み
ら

れ

る
場

合
で

、
結

句
が

13

は

「
つ

つ
」

ど
め

、
15

は
体

言
ど
め

、

14
、

16
は

用

言

の
終

止
形

ど
め

で
あ

る
。

14
は
上

句

が
体

言
で

切
れ
、

16

は
用
言

で

切

れ

て
い
る
。

例
歌

17
は
以

上

の
四
例

と
少

し
異

な
り

、
上
句

と

下
句
と

が
倒

置

の
関

係

に
お
か

れ
た
場

合

で
あ

る
。

こ
の
例
は

少
な

い
。

「
サ

ラ
ダ

と
り
白

き

ソ
オ
ス
を
か

け

て
ま

し

さ
み
し
き
春

の
思

ひ
出

の
だ

め
」
(
『
桐

の
花
』

)
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や

る
せ

な
き
淫

ら

心

と
な
り

に
け
り

椋
椙

の
花
咲

き

身
さ

へ
肥
満

れ

ば
」

(
『
桐

の
花
』

)

「
春
過
ぎ

て
夏

は
日
射

の
明

ら

け
し
七

面
鳥

の
か

が

よ

ふ
見
れ
ば

」

(
『
海

阪
』

)
な

ど

の
諸
例

が
散

見
す

る
が

、
歌

と
し

て
理

屈

が
勝
ち

す
ぎ

る
と

い
う

の
で

あ

ろ
う
か

、
成
功

し

に
く

い
よ

う
で
あ

る
。

そ
の
点
例

歌

17
は
結

び
が
体

言

ど
め

で
あ

る
た

め

、
論

理
が
下

に
お
さ

え

ら

れ

て
効

果
を

生

ん
で

い
る
。

三
句
切

れ
中

、
特

に
目
立

つ
め

は
例
歌

9

・
12

に
既

に
挙
げ

た
結

句
が

体

言
ど
め

の
場

合
で

あ

る
。

三
句

切
れ
総

数

四

二
三
首
中

、

一
○

五
首
が

結
句

を
体

言
で

結

ん
で

お
り
、

こ
れ

は

三
句

切
れ
中

、

二
五

%

の
頻

度
数

と

な
る
。

こ
の
例

に
は

「
空

の
も
と

ト
ラ
ピ

ス
ト
修

道
院

建

て
り

け
り

こ

の
正
面

の
昼

の
し
つ

か

さ
」

(
『
海

阪
』

)

「
吹
き

は
ら

ふ
風

さ
き
清

に

こ
の
朝
や

霜

は
雲

れ
ゆ
き

て
天

王
寺

の
塔

」

(
『
白

南
風

』

〉

「
春

日
向

牡

丹
香
を

吐
き

豊

か
な

り
土

に
は

つ
づ

く
行
き

あ

ひ

の
蟻

」

(
『
橡
』

)

な

ど
す
ぐ

れ

た
作

品
が
多

い
。

上
句

と
下

句
と

が
相

映
発

し

、
し
か

も
下

句

を
体
言

で
結

び

、
余
韻

を
う

ち

に

こ
も

ら
せ

る
手
法

は

白
秋
短

歌

中
、

き
わ

立

っ
て
鮮

か

な
特
色

を
示

す

一
群
で

あ

る
。

以
上

、特

色

の
強

い
と

思
わ
れ

る

三

つ
の
型
を

と

り
上

げ
略

説
し

た
が

、

こ
う
し
た

特
色

は
白

秋

の
初

期

作
品

に

つ
い

て
特

に
目
立

つ
こ
と
で

は
な

く

て
、
数

表

に
み

る
と

お
り
、

生
涯

の
全
歌

集

に
わ

た

っ
て

い
る
。

し

て

み

る
と
最

初

に
し

る
し

た
例
歌

1
と

2
と

は
、

1
か

ら
2

へ
の
推

移

と
み

る

べ
き
で

は

な
く

、
白
秋

歌
体

の
多

様
さ

を
示

す

一
例

に
過

ぎ

な

い
と
み

る

べ
き
で

あ

ろ
う

。
意
味

内
容

を
も

含

め
た
総
合

的

な
歌

風
と

し

て
は
、

白

秋
は

『
桐

の
花
』

的

な
多
彩

な
き

ら

め
き

の
世
界

か
ら

『
牡

丹

の
木
』

の
幽
寂
を

湛

へ
た
彼

の
い
う
新

幽
玄

体

へ
の
移

行
が

み
と

め
ら

れ

る
で
あ

ろ

う
が

、
歌

の
表

現
形
式

は

そ
れ

ほ
ど
揺

れ
動

い
て
は

い
な

い
。

一
貫
し

て
、
短

歌

と

い
う
よ

り
は
短

詩

と
呼

ん
だ

ほ
う
が
適

切

と
思

え
る

よ
う
な

切
れ

の
多

い
型

を
保
ち

続

け
た

と

い
う

こ
と
が

お

お
よ

そ

の
結

論

と
し

て

い
え

そ
う

で
あ

る
。

(注
2
)

北 原 白 秋 作 品(新 潮文庫本)第 一表

歌集名の下のか っ こ内の数字は文庫本の所収 歌数
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注1

一
首

に
句

切
れ
は

一
カ
所
と
は

限
ら
な
い
。
計
算

に
際
し

て
は
そ
れ
ぞ
れ
を

一
回

ず

つ
数

え
た
。
た
と
え
ば

三
句
切

れ
、
体

言
ど
め

の
歌
は

三
句

切
れ
の
数
に
も
体

言
ど
め

の
数

に
も
は

い

っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
重
な
り
具
合

に

つ
い
て
の
検
討
は

別

の
用
意
が
必

要
で
あ
る
が
、
本
稿

の
当
面

の
目
的

の
た
め

に
ば
、

さ
し
あ
た
り

必
要
が
な

い
の
で

省
い
た
。

2
白
秋
の
詩
と
短
歌
と

の
接
近

に

つ
い
て
は
多
く

の
指
摘

が
あ
る
が
、
最
近
も

「北
原

白
秋

の
再
評
価
」
と

題
す
る
座

談
会

(
「短
歌
』

一
九

六
八
年
七
月
号

〉
で
河
村

政
敏

氏
の

「

『桐

の
花
』

は
い
わ
ゆ

る
短
歌
的
叙

情
と

い
う

よ
う
な
も

の
で
は
な

い
。

こ
れ
は
詩
が
た
ま
た
ま
短
歌

の
形
を
借
り
た
だ

け
の
も

の
で
あ

る
。
」
と
の

発
言
が
あ

る
。

こ
れ
は

「桐

の
花
』

以
後

に

つ
い
て
も

い
え
る

こ
と
で

、
白
秋

が

短
歌
以
外

の
詩

形
を
自
在

に
駆
使

し
た
作
家
で
あ

っ
た

こ
と
も
、
彼

の
短
歌
作

品

に
大
き
く
影
響

し
て
い
る
。

二

 

北

原
白

秋
作

品

を
調

査
し

た

の
と

同
方

法

に
よ

り
、
斎

藤
茂

吉

作
品

を

分
類

し
た
結

果

得

た

の
が
第

二
表
で

あ

る

(表
は
後
出
〉

文
芸

作

品

の
分
析

に
お

い
て
得

ら

れ
た
数

字

に

は
限

界
が

あ

る
。
白

秋

作

品

の
初

句

切

れ

の
と
き

に
触

れ

た

よ
う

に
判

断

の
相
違

も
あ

る
。
数

字

を
絶
対

視
し

な

い
よ

う

に
、

そ

の
限
界

を
わ

き

ま
え

つ

つ
数
字

の
荷

う
意

味

を
検
討

し

な

け
れ
ば

な

ら
な

い
。
あ

ら
わ

れ

た
百

分
比

の
差

が

一
%

か

二
%
な
ら

、

ほ
ぼ

同
じ

と
考

え

て
い

い
。

両

作
家

の
数

表
を

比

較
し

て
、
ま

ず
気

づ

く
大

き

な
差

異
は

総
計

数

の

百
分
比

に
お

い

て
、

白
秋

作

品
で

は

最
低

を

示
す

二
句

切

れ

の

一
四
%

と

茂

吉
作

品
で

は

最
高

を

示
す

三
句

切

れ

一
六
%

と

の
類

似
で

あ

る
。

一
、

二
%

の
差

を

ほ
ぼ

同
じ

と
み

れ
ば

、白

秋

作
品

に
お
け
る
最

低
比

率

と
茂
吉

作

品

に
お
け

る
最
高

比
率

と
が

ほ
ぼ

一
致

す

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

つ

ま
り

白
秋

作

品

に
お

い
て
は

二
句

切
れ

の

一
四
%

を
最

低
比

率
と

し

て
初

句

切
れ

そ

の
他

が

よ
り
高

い
頻

度
数

で
あ

ら

わ

れ
る

の
に
対

し

て
、
茂

吉

作
品

で

は

三
句

切

れ

=

ハ
%
を

最
高

比
率

と
し

て
、

こ
れ
以

外

の
形

は
頻

度

数

が
落

ち

る

こ
と

、
初

句

切
れ

に
至

っ
て
は

一
%

に
も
満

た

な

い
と

い

う

こ
と
で

あ

る
。

こ

の
こ
と
を

も

っ
と
端

的

に

い
え
ば

ゆ、
茂

吉
作

品

の
表

現
様

相

の
揺
ら

ぎ
が

ち

よ
う
ど

終

っ
た
と

こ
ろ
か

ら
、

白
秋

作
品

の
揺

ら

ぎ

が

始
ま

る
。

つ
ま

り
白

秋

の
ほ

う
が
茂

吉

よ
り

も
は

る
か

に
揺

れ
が

大

き

い
と

い
う

こ
と
で

あ

る
。
以

上
が

数
表

の
概

観

か
ら

い
え

る

こ
と
で

あ

る
が

、
同
じ
型

と

は

い

っ
て
も

、数
字

以

上

の
差
も

あ

る

の
で

は
な

い
か

。

茂
吉

作

品
で

頻
度

数

の
低

い
初
句

切

れ
、

四
句

切

れ

に

つ
い
て

こ
ま
か
く

み

て
み

た

い
。

茂
吉

作

品

の
初

句

切

れ
は
十

七
歌

集

の
抄

出

歌

、
計

一
六

八
四

首

中

、

わ

ず

か

一
六

首

で
あ

る
。

18
汝

兄
よ

汝
兄

よ
た

ま
ご

が
鳴

く
と

い
ふ
ゆ

ゑ

に
見

に
行
き

け
れ
ば

卵

が

鳴

く
も

警

の
く
象

『
赤
光

』

19
ま

は
り

み
ち

畑

に

の
ぼ

れ
ば

く

ろ
ぐ

う
と
麦

奴

は
棄

て
ら

れ

に
け
り

同
前

20
尊

か
り

け
り

こ
の
よ

の
暁

に
雄
子

ひ
と

い
き

に
悔

し

み
暗

け
り

『
あ

ら

た
ま
』

21
夜

は
暗

し
寝

て
を

る
我

の
顔

の
べ
を
飛

び

て
遠

ぞ
く
蝿

の
寂

し

さ

.

同
前

飽
あ

は
れ
あ

は

れ
電

の
ご

と
く

に

ひ
ら
め

き

て
わ
が

子
等

す

ら
を

に
く

む

こ
と
あ

り

『
白

桃
』
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一
六
首

中

よ
り
代

表
的

な

五
首
を
抽

出

し

て
み
た

。
整

理
す

る
と

、
体

言
も

し
く

は
体

言

に
助
詞

の
加

わ

っ
た
も

の
が

あ

り
、

こ

の
体

言
型

を
A

群

と
す

る
。
例

歌

18

・
19

・
22

が
所

属
す

る
。
(注
1
〉

A

群
は

初
句

切
れ

十
六

首
中

十

一
首
を

数

え
る
。
次

に
B
群

と
し

て
形

容
詞

、
ま

た

は
形
容

詞

に
動
詞

、
助

動
詞

、
助

詞
が
加

わ

っ
た

も

の
を
分

け
得

る
。

体
言

型

に

対
し

て
用
言
型

と
呼

ぼ

う
。
例

歌
で

は
20

が

こ
れ

に
属
す

る
。

例
歌

21

は

大
き

く
分

け
れ

ば

用
言
型

に
は

い
る

の
で

あ

る
が

、

「
夜

は
」

の
限
定
が

あ

り
、

五
言
句

で
主

述
完

備

の

一
文
章

を

成
す

珍
し

い
例
な

の
で

、
B
群

と
分

け
C
群

と

呼

ぼ
う
。
B
群

に
は

四
首

、
C

群

に
は

一
首

が
所

属
す

る
。

白

秋
作

品

の
初
句

切

れ
を
、

こ
の
A

、
B

、
C
群

に
整

理
し

て
み
た

と

こ
ろ
、
A
群

一
八
七

首

、
B
群

一
○

首

、C

群

三
五
首

と

い
う
数

を
得

た
。

体
言

型
が

用
言

型

を
は

る
か

に
上

廻

る
点

は

二
者
共

通

で
あ

る
が

、
白
秋

作
品

に
特

異
な

点

は
C
群

が

B
群

を

三

・
五
倍

と

い
う

比
率

で
凌
駕

し

て

い
る

こ
と

で
あ

る

。
具
体

例

と
し

て
で
き

る
だ

け
異

な

る
用
法

の
も

の
を

挙
げ

れ
ば

「
わ

が
世

さ

び
し

(
『
桐

の
花

』

)

「
日
は
暮

れ

ぬ
」

(

『

雲
母

集
』

)

「
鶏

は
哺

け
」

(
『
風
隠
集

』

)

「
眼
は
向

ふ
」

(
『
白

南

風
』

)

「
日
は
黄

な
り

」

(
『
夢

殿
』

)

「
何

な
ら

じ

」

(
『
渓

流
唱
』

)

「
盲

ふ
る
待

つ
」

(
『
牡

丹

の
木
』

)
な

ど
で
あ

る
。
僅

か

五
音

の
た

め

、
お

の
ず
か

ら

形
は

限
ら

れ

て
く

る
が
、

数
多

い
順

に
挙

げ

る
と

「
さ

び
し

」

「
深
し

」

「
寒

し
」

な
ど

形
容

詞
を

用

い
た
も

の

一
九
例

「
い
ひ

ぬ
」

「
暮

れ

ぬ
」

の

よ
う

に
動
詞

に
助
動

詞

の
加

わ

っ
た
も

の
六

例

「
暗

け

」

「
待

つ
」

の
よ
う

に
動

詞
で

終

る
も

の
六
例

「
:

:
な
り

」
と
体

言

に
助

動
詞

が
付

属

す

る
も

の
四
例

の
計

三
五
例

で
あ

る
。

こ
こ
に
は
指

定

あ
り

、
命
令

あ

り

、
現
在

形
あ

り

、
完

了
形
あ

り
で

、

日
本

語

の
主
述

完
備

の
文
章

の
お
お

よ
そ
が

含
ま

れ

て

い
る
と

い

っ
て

い

い
。

こ
の
事

実

は
白
秋

が
初

句

切
れ

を
独
立

し

た

一
文

章

と
み
な

す
度

合
ロ

が
茂
吉

よ

り
も

は
る
か

に
高

か

っ
た

こ
と

を
立

証
す

る
。

こ
れ
が

白
秋

作

品

に
初

句

切
れ

の
多

い
理
由

で
あ

る

。

い
ま

一
つ
、
茂

吉
作

品
中

、
例

が
少

な

い

の
は

四
句

切

れ
で
あ

る
。

23
玉
き

は

る
命
を

さ

な
く
女

童
を

い
だ

き
遊

び

き
夜
半

の
こ

ほ
ろ
ぎ

『
赤
光

』

24
虫

の
こ
ゑ

い
た
り

わ
た

れ
る

野

の
う

へ
に
吾
も

来

て
を

り
天

の
な
か

の

月

『
暁
紅
』

25
わ

が
家

の
猫

が
庭

た
つ

み
を
飲

み

に
来

て
楽

し
き
が

如
し

く

れ
な

ゐ

の

し
た

『
つ
き

か
げ

』

26

ほ

の
ぼ

の
と

お

の
れ
光

り

て
な
が

れ
た

る
螢

を
殺

す
わ

が
道
く

ら
し

『
赤
光

』

27
油

煙
た

つ
ラ

ン
プ

と
も

し

て
山
家
集

を
吾

は
読

み

を
り
物

音

た
え

つ

『
つ
ゆ
じ
も

』

28
納

豆
を

餅

に

つ
け

て
食

す

こ
と
を
わ

れ

は
楽

し
む

人

に
い
は

ぬ
か
も

『
白
桃

』

29
月

い
り

て
霜

ぐ
も

る
夜

を
起

き

ゐ

つ
る
わ
れ

の
こ

の
身

よ
客
観

に
似
た

り

『
の
ぼ
り
路

』

お

・
別

・
25

の
三
例

は
結
句

体
言

ど
め

の
四
句

切
れ
、

26

・
27

・
認

・

29

の

四
例

は

用
言
ま

た

は
用
言

に
助

動
詞

、
助

詞
が

付

い

て
結

ぶ
場
合

の

四
句

切

れ
で
あ

る

。
そ

れ
ぞ
れ

D
群

、
E
群

と

呼
び

、
初
句

切

れ

の
と
き

同

様
、
前

者

を
体
言

型

、
後
者

を

用
言
型

と
名

づ
け

よ
う

。

と

こ
ろ
で

、

四
句

切

れ

に
は
今

一
つ
の
型
が

あ

る
。

30

上

野
な

る
動

物

園

に
か
さ
さ

ぎ

は
肉
食

ひ
ゐ

た
り

く
れ

な

ゐ

の
肉

を

『
赤
光

』
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31
大

き
な

る
御
手

無
造

作

に
わ

が
ま

へ
に
さ

し
出

さ

れ
け

り

こ
の
碩
学

は

『
遠
遊
』

32

い
そ
ぎ

行
く

馬

の
背
な
か

の
氷

よ
り

し
つ

く
は

落
ち

ぬ
夏

の
山

路

に

『
と
も

し
び
』

33
黒
鵜

来
鳴

く
春

べ
と
な

り

に
け
り
楽

し
き

か

な
や

こ
の
老

い
人
も

『
白

き
山
』

こ
の

一
群

を

F
群

と
呼

ぶ

こ
と

に
す

る

が
、
共
ハ通

す

る

こ
と

は
何

ら
か

の
形

で
倒

置
法

を
と

っ
た

た
め

に

四
句

切

れ
と

な

っ
て

い
る
点

で
あ

る
。

例

歌

31
でて
は

「
こ
の
碩
学

は
」

と

い
う
結
句

が

初
句

の
前

に
帰

っ
て
く

る

と

い
う
か

な
り
大

胆

な
倒

置
でて
あ

る

。

こ
の
歌

の
終

り

の
助
詞

「
は

」
は

格

表
現

を
あ

ら
わ

す

と

い
う
よ

り
も

、
多

分

に
感

動

を
あ

ら
わ

す
要
素

が

強

い
。
そ

う
考

え
る

と
D
群

に
近
づ

く
が

、
と

い

っ
て
た

と

え
ば

前
掲

D

群

中

の
例
歌

23

の

「
夜

半

の

こ
ほ
ろ
ぎ

」

に
比

べ
る
と
、

や
は

り
独
立

性

が

弱

い
と

い
わ
ざ

る
を
得

な

い
。

つ
ま

り

D
群

の
場
合

は

四
句

ま
で

に
完

結

文
が

あ

っ
て
、

結
句

は

そ
れ

と
か

な
り
か

け

は
な

れ
た

も

の
が
登
場

し

て
、
相

対
応

す

る

の
で
あ

る
。

と

こ
ろ
が

、
F
群

の
場

合

は
第

四
句

ま
で

が

叙
述

と
し

て
未

完
結

でて
あ

っ
て
、

そ

の
欠

け

た
部

分
を

第

五
句

が
補

う

形

を
と

る

の
でて
あ

る
。
従

っ
て
結
句

は

四
句

ま

で
と

密
接

な
か

か
わ

り
を

持

ち
、

切
れ

が
鮮

か

に
な

ら
な

い

の
で
あ

る
。

白
秋

作
品

に
お

い
て
は

、

D
、

E
、

F
群

は

ど
う

い
う

こ
と

に

な
る

の

で
あ

ろ
う
か

。

訓
寂

し

さ

に
海
を

覗

け
ば
あ

は

れ
あ

は
れ
章

魚

逃
げ

て

ゆ
く
真

昼
の
光

『
雲
母

集
』

35
春

生

れ

し
仔
馬

は

い
ま
だ

乳

の
み

て
遊

ぶ

の
み
な

り
螢

草

の
花

『
海

阪
』

36
虫

の
音

の
繁

か

る
か
な

と
し

ろ
が

ね

の
箸

そ

ろ

へ
を

り
苑

の
秋

ぐ
さ

『
橡

』

訂
霜

さ

む
き
孟
宗

原

に
燃

ゆ

る
火

の
ほ

の
ぼ

の
と

赤
し

夜
や

明

け
ぬ
ら

む

『
雀

の
卵

』

認
青

丹

よ
し
奈

良

の
都

の
藤

若

葉
け

ふ
新

た
な
り

我

は
空
行

く

『
夢

殿
』

39
光

堂
黄

金
か

が

よ
ふ
冬

あ
り

て
澄

み

つ
つ
か
あ

ら

む
我

は
お
も

ほ

ゆ

『
牡

丹

の
木

』

40
夜

祭

の
万
燈

の
上

に
い
よ

い
よ
あ

が
り
大

き

な
る
か

も
今

宵

の
月

は

『
雀

の
卵

』

41

麗
風
東

漸
し

つ
つ
あ

り
と

い
ふ
夕

い
ま
だ

蜻

蛉
は
飛

べ
り

空

の
高
き

に

『
橡

』

42

そ

の
母
と
父

と

こ
も

る

に
い

つ
か
来

て
子
ら

は
あ

る
な
り

居

る
と
も

な

し

に

『
黒
檜

』

D
、

E
、

F
群

に
相
当

す

る
も

の
を
各

三
首

ず

つ
挙
げ
た

。
問

題

は
両

作

家

の
作
品
中

に
各

群

が
ど

の
よ

う
な
分
布

を
示
す

か
と

い
う

こ
と
で

あ

る
。
整

理

に
際

し

、
煩
雑

を
避

け

る
た
め

D

E

二
群

を
合
口
併

し

た
。

こ

の

二

つ
は
体
言
型

、

用
言

型

の
相

違
が

あ

る

に
せ
よ
、

と
も

に
上

四
句

と

の

断

絶
が

深

い
の

に
対

し

、
F
群

は

む
し

ろ
か
か

わ
り

が
深

い
と

い
う
点

で

区
別
で

き

る
か
ら

で
あ

る
。

調
査

の
結
果

、
得

た

の
が
第

三
表
で

あ

る

。

繊
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こ
の
表
で

わ

か

る

こ
と

は
茂
吉

作
品

に

お
け

る
D
E

群
対

F
群

の
比

率

が
概

算

四
対

三
の
割
で

接
近

し

て

い
る

の
に
対

し

、
白

秋
作

品

に
お

い
て

は
F

群

は
D
E

群

の
三
六

%
弱

の
少

な
さ
で

あ

る
と

い
う

こ
と
で

あ

る
。

断
絶

度

の
強

い
D
E
群

が
白

秋
作

品

に
お

い

て
圧

倒
的

多
数

を
占

め

る
と

い
う

こ
と

は
、

両
作
家

の
表

現
形

式

の
特
質

に
触

れ

る
問

題
で
あ

る
。

上

か
ら

下
ま

で
平

明

に
論
理

を
追

い
、
感

情

の
流

れ
を
追

っ
て
組

み
立

て
ら
れ

る

の
が

お

お
よ

そ
の
散
文

で

、
普

通

の
文
章

に
倒

置
は

み
ら

れ
な

い
。
そ

の
点

か
ら

い
え
ば

、
F
群

の
倒
置

も
、

四
、

五
句

の
間

に
心

理

の

屈
折

が
あ

り

、
純
散

文
と

は
異

な

る
律
調

を
生

ん
で

い
る

こ
と

は
た

し
か

で
あ

る
が

、
D

E
群

と
比

べ
る
と
、

F
群

の
ほ
う
が

散
文

に
近

い

と

い
え

る
。
し

て
み

る
と

D
E
群

が

圧
倒
的

に
多

い
白

秋
作

品

は
、

そ
れ

ほ
ど
多

く
な

い
茂

吉
作

品

に
比

べ
て
、
詩
的

燃
焼

度
が

高

い
、
逆

に
茂

吉
作

品
は

よ
り
散

文
的
で

あ

る
と

い
う

こ
と
が

お

お
よ

そ

の
結

論

と
し

て

い
え
る

の

で
は
な

か

ろ
う
か

。

注1

「
あ
は
れ
あ
は
れ

」
を
体
言

と
考
え
る

こ
.と

に
は
異
論
が
あ

る
か
も

し
れ
な
い
が

こ
こ
で
は
活

用
し
な
い
語
の
意
味
で
体
言
型

に
含

め
た
。

三

 

以

上
、

白
秋

作
品

か
ら
初

句

切

れ
、
体

言
ど

め
、

三
句

切
れ

を
と

り
上

げ

、
茂

吉

作

品
か

ら
は
初

句
切

れ

、

四
句

切
れ

を
と

り
上

げ

、
白
秋

作
品

と

の
比
較

の
上
で

分
析

し

て
み
た

。
そ

の
結

果
、

同

じ
句

切

れ
で

あ

っ
て

も

、

そ
の
内
容

に
さ
ら

に
大

き

い
隔
た

り
が

み
ら

れ

る

こ
と

を
観
察

し

た

茂
吉

自
身

は
句

切

れ

の
問
題
を

ど

う
考

え
て

い
た

の
で
あ

ろ

う
か
。

歌集名のかっこ内の数字は文庫本の所収歌数

 

「
短
歌

声
調

論

」
(注
1
)

の
第

三
章

「
句

格

、
句
切

、
休

止
、

短
歌

一
行

説

、
字
余

歌

と
自
由

律

」

に
お

い
て
、
茂

吉

は
橘
守

部

の
分
類

を
要

約
し

つ

つ
説

明
し

た

の
ち

、
次

の
よ
う

に
し

る
し

て
い
る
。

(注
2
)
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「意
味
の
う

へ
の
句
切

(句
絶
)
音
律
上
の
休
止

(中
止
℃
髭
器

)
の
有
様
は
大

凡
右
の
如
く
で
あ
る
が
、
こ
の
句
切
に
よ
る

一
首
の
声
調
の
特
質
は
、
さ
う
簡
単

に
公
式
の
如
く
に
は
い
ひ
あ
ら
は
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
た
だ

一
直
線
に
結
句
ま

で
続
く
、
の
べ
つ
調
と
か
直
押
調
と
か
い
ふ
の
は
、
太
く
流
動
す
る
や
う
な
場
合

或
は
静
か
に
、
平
坦
に
、
波
瀾
な
く
進
む
や
う
な
場
合
に
多
く
用
ゐ
ら
れ
る
で
あ

ら
う
し
、
第
四
句
切
の
倒
序
の
場
合
は
、
心
が

一
ひ
ね
り
ひ
ね
ら
れ
る
の
で
あ
る

か
ら
、
こ
の
声
調
は
歓
喜
で
も
悲
哀
で
も
総
じ
て
心
の
急
迫
し
た
や
う
な
場
合
に

適
当
の
ご
と
く
で
あ
る
。
第
二
句
切
の
場
合
口も
ま
た
さ
う
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の

節
奏
は
や
や
遠
く
な
り
、
波
動
の
山
と
山
と
の
間
が
近
寄
る
と
い
ふ
形
と
な
る
で

あ
ら
う
。
第
三
句

切
は
流
麗
の
声
調
の
も
の
に
多
い
、
そ
し
て
腰
弱
で
、
第

四

第
五
句
が
軽
く
な
る
か
ら

一
首
と
し
て
腎
軽
不
安
定
な
声
調
に
な
り
が
ち
で
あ
翫

そ
こ
で
、
正
岡
子
規
な
ど
が
第
三
句
切
れ
の
歌
を
作
る
と
き
に
は
、
結
句
を
よ
く

字
余
に
し
た
の
は
腎
軽
に
な
る
危
険
を
能
く
知

っ
て
ゐ
た
た
め
で
あ
る
。
第

一
句

切
の
歌
は
、
軽
妙
で
細
か
い
感
情
の
歌
に
多
く
見

つ
か
る
と
お
も
ふ
が
、
細
か
く

匙
る
の
で
軽
薄
に
響
く
。
後
世
の
歌
の
技
巧
、
即
ち
言
掛
等
と
共
に
発
達
し
た

一

つ
の
形
態
で
あ
る
。
併
し
以
上
の
特
質
は
必
ず
し
も
公
式
と
し
て
役
立

つ
の
で
は

な
く
、

一
首
の
声
調
は
句
切
の
問
題
も
そ
の

一
つ
の
要
素
と
し
て
働
き
掛
け
る
に

過
ぎ
ず
、
そ
の
他
の
沢
山
の
要
素
と
相
待
つ
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
」

以
上

か
ら

わ

か

る
よ

う

に
、
茂

吉

は

二

直

線

に
結

句

ま
で
続

く

」
作

品
お

よ
び

四
句

切
れ

、

二
句

切
れ

の
作
品

の
評
価

と

、

三
句
切

れ
、
初

句

切

れ

の
作
品

の
評

価

と

の
間

に
区
別

を

み
と
め

て

い
る
。

前
者

に
点

が
甘

く

、
後
者

に
点

が

辛

い
。

ま
た

そ

の
少
し
あ

と

に

「
短

歌
は
古

人

も

一
行

に
書

下

し
た

と

こ
ろ
を

見

れ
ば

、
幾

行
か

に
分

け

て
書

く

必
要

を
見

な
か

っ
た

の
で

あ

ら
う

し
、

ま

た
実
際

、
句

切

の
場
合

で

も
休
止

が

極
め

て
小

さ

い

の
で

あ

る
か

ら
、

意
味

が
其

処

で

一
寸

切

れ

て
も

声

調

の
方

か

ら
は

連
続

す

る
も

の
と

考

へ
て
い

い
の
で
あ

る
」

と

し
る
し

、
啄

木

の

三
行

書

き

に
反

対
し

「
三
行

に
書

い

て

一
寸

お
も

し

ろ

い
と
お

も

ふ
声

調

で
も

、

一
行

に
書

直
し

て
味

へ
ば

、

お
も
し

ろ
く

な

い
場

合
口
が
あ

る
。
啄

木

の
歌

な

ど

に
も

さ
う

い
ふ
場

合

が
あ

る
」

と

述

べ
て
い

る
。

ま

た

「
短
歌

声

調
論

」

の
第

五
章

(注
3
)

に
は

「
語

は
単

に
音

に
本

つ
く

の
み
な
ら

ず

そ
れ
と

不
離

断

の
関
係

に
あ

る
意

味

(表

象
的

特
質

)

に
も

本
つ

く
も

の
な

る

こ
と
は

既

に
く
ど

い
程

云

っ
た
。

そ
し

て

そ
の
意

味
と
音

と

の
二

つ
に
本

つ

く
語
感

が

、
そ

れ
ぞ

れ
国

語
特
有

の

『
文
法

上

連
鎖

』

に
よ

っ
て
、
も

っ
と
複
雑

な

る
語

感

に
発
達

す

る
の
で
あ

る
か

ら

短

歌

の
声

調
を

論
ず

る
場
合
口
に
は
、

そ

の

『
文
法

的
』

連
続

の
有

様
を

も

観

察

せ
ね
ば

な

ら
ぬ

の
で
あ

る
」

と
論

じ

た
あ

と
形

式

の
問
題

に
は

い
り

「
古

歌

の
詞

つ
か

ひ
は
正
順

で
あ

る
か

ら

、
そ

の
続

け
ざ
ま

は
、
初

か

ら

終

ま
で

た

ゆ
ま
ず

行

く

の
が
原

則
で
あ

り

、
実
語

(名

詞

)
虚
語

(動

詞

形
容

詞
副
詞

等

)

の
使

ひ
ざ

ま
が

自
然

で
順

直
で

、
花

に
は
色
、

月

に
は

影
と

い
ふ

や
う

に
自
然

に
ひ
ね
ら

ず
使

ふ
し

、
虚

語
も

ま
が

ら
ず

顛
倒

せ

ず

、

て

に
を

は
を

置
く

に
も

な

る

べ
く

句

の
末

に
置
く

、
ま

た
句

の
中

間

に

て
に
を

は
を
置

く
場

合

に
も
、

そ
れ

が
自
然

の
語
格

に
叶

つ
て
ゐ

て
、

句

割

に
な

る
や

う
な

こ
と

は
な

い
」
と

こ
れ
ま

た

守
部

に
依
櫨

し

つ

つ
、
,

順

直

、
正
順

な
流

れ
を

最
高

と
し

て

い
る
。

さ
ら

に
発

展
す

る
と

「
古
歌

の
表

現
は

正
し
く

、
後

世

の
歌

の
表

現

は
邪

道
」

と
な

り

「
短

歌

は
原

則

に
於

て
、
万

葉
調

を
以

て
表

現
せ

ね
ば

な
ら

ぬ
と

い
ふ

予
等

の
歌
風

の
根

本

信
念

の
礎

は

こ

こ
に
も
存
す

る

の
で
あ

る
」
と

万
葉
調

の
賛

美

に
到

る

以
上

、
茂
吉

の

「
短

歌
声

調
論

」
を

一
貫
す

る
主

調

は
前
掲

数
表

の
作

品
分
析

の
結

果
と
相

照
応

し

て
い
る

。

翻

っ
て
北

原
白
秋

は

同
じ

問
題
を

ど

う
考

え

て
い
た
で

あ

ろ
う
か

。
彼
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の
歌

論
を

探

っ
て
み

よ

う
。
本

稿
で

白
秋

短
歌

の
特

質

と
し

て
と

り
上

げ

た
初
句

切

れ
、
体

言

ど
め
、

三
句

切
れ

は
周

知

の
ご
と

く
、
新

古
今

集

の

も

っ
て

い
た
特
質

で
あ

る
。

(注
4
)
新

古
今

集

に
至

っ
て

こ
の
三
特
質

は
著
し

く
増
加

し

て
い
る

の
で

あ

る
。

白
秋

自
身

、
新

古
今
集

に

つ
い
て

「
多

磨
綱

領
」

(注
5
)
に
お

い
て

記
紀
万

葉

の
世

界

を
尊
崇

し

な

い
わ

け
で

は
な

い
が

、
ま

た
古

今

の

「
詞

藻

の
都
雅

、
豊

麗

、
西
落

」

に
眼
を

塞

い
で
は

な
ら

な

い
が
、

と

の
前

お

き

を
お

い
た
あ

と

、
新
古

今
集

に
至

っ
て
三
十

一
音

型
が

芸
術

の

「
無

比

の
鍛

錬
台

」

に
な

っ
た

こ
と
、
短

歌

が

「
日
本
短

歌

最
上

の
象

徴
芸
術

」

と

な

っ
た

こ
と

に
深

い
感
歎

の
叫
び

を
上

げ

て
い

る
。
白
秋

に
よ
れ
ば

新

古
今

集

は

日
本

に

お
け

る
第

一
期

の
象

徴
詩

運
動

で

あ

っ
た
。

(注
6
)

白
秋

は

こ
う
も

言

っ
て
い
る
。

「
多
磨

は

万
葉

に
固
執

せ
ず

、
新

古
今

の

み
を

ま
た

理
念

と
し

て
追
随

し

な

い
。
多
磨

は
多

磨
で

あ

る
。

た
だ

日
本

短
歌

の
正

統
を

受

け
、

そ
の
本
流

に
乗

じ

て
時
代

の
進

展
を

成

さ
う
」

「

方
今

の
非
韻

律
的

或

は
散
文

的

傾
向
を

否
定

し
、

真

の
香

気

と
気

品
と

を

心
頭

の
音
楽

に
よ

っ
て
揺
曳

せ
し

め

よ
う
。

」

(
「多
磨
第

一
環
状
線
」

注
7
)

白
秋

が
短

歌
作

法
を

論
じ

た
文
章

に
は

っ
き

り

し

て
し
る

こ
と

は
歌

は

三
十

一
音
定

型

で
あ

っ
て
、

こ
の
定

型

の
中

に
正

し

い
整

調

を
行

な
う

こ

と
を
歌

の
正
統

と
み

て

い
た

こ
と

で
あ

る
。

(注
8
)

「
定
型

は

万
人

が

入

り
易

い
。

し
か

し
ま

た

そ

の
奥

所

に
達
す

る

に
は
極

め

て
鍛
錬

を
要

す

る
。

一
旦
自
在

力

を
得

れ
ば

又

、

こ
の
定
型

は
決

し

て
不
自

由
型

で

な
く

な
る

。

一
粒

の
真

珠

に
も
大

海

の
響

を

蔵
す

る

こ
と
が
で

き

る
。
ま

た
短

歌

の
定

型

に
あ

っ
て
も

、

三
十

一
音

の
構

成
で

は
あ

る
が

、
千

変
万

化
で

あ

る
。

こ
の
定

型
を
目

し

て
直

に

一
の
生

命

の
無

い
鋳

形
と

す

る

の
も

謬

っ
て
ゐ

る
。
徹

し

て
み

る

こ
と

だ
と
思

ふ

L

(注
9
)
と

い
う

一
文

は
白

秋

の
定
型

理
解

を
よ

く
示

し

て
い

る
。
短
歌

は
仮

に
途

中

に
休
止

が
あ

ろ

う
と

な

か
ろ

う
と

一
首

連
続

の
声

調

と
考

え
た
茂

吉

(注
-o
)
と
同
じ

く

三

十

一
音

型
を

固

く
守

り

な
が

ら

、
そ

の
中
で

白
秋

は
も

っ
と
自

在
な

駆
使

を

考

え

て

い
た
わ

け
で
あ

る
。

書
式

に

つ
い
て
も

一
行

の
書
き
流

し

を
最

上

と
考
え

て
い
た
。

行
を

分

け

る
な
ら
本

来
短

歌

は
五
句

の
も

の
ゆ

え
、

五
行

に
細

別
す

べ
き

で
あ

る

が
、
深

く
考

慮
す

る
な

ら
ば

、
個

個

の
歌

の
律
動

に
即

し

て
行
を

分
け

る

べ
き
で

あ

る
と

い
う

の
が
白

秋

の
考

え
で

あ

っ
た

。

(注
11
)

従

っ
て
啄

木

が
す

べ
て

の
歌

を

三
行
書

き

に
し

た

こ
と

に
は
不

賛
成

で
あ

っ
た

。
ま

た

「
行

別

け
、
句
点

、

画
面
的

技
巧

」

の
よ

う
な

こ
と

は
鑑

賞

者

に
強

い

る
と

こ
ろ
が
あ

り

、
落

莫
た

る
感
じ

を
与

え

る

こ
と

「
別

つ
に
別

つ
べ
か

ら

ざ

る
微

妙

の
休
止

は

一
行

の
書
き

流
し

に
お

い
て
無
言

の
音
楽

」

と
し

て
伝

え

る

べ
き

も

の
で
あ

る

こ
と
を

説

い

て
い
る
か

ら

(注
12
)
釈
邉

空

ら

の
用

い
た
句

読
点

書
き

に
も

反
対

で
あ

っ
た

こ
と

が
知

ら
れ

る
。

一
行

書
き

と

い
う
点

で

は
茂
吉

と
共
ハ
通
で
あ

る

が
、

表
現

形
式

の
流

れ
か
ら

い

え
ば

、
白

秋
は

啄
木

に
続

き
、

遣
空

に
流

れ

て
行
く
線

上

に
位

置
す

る

こ

と

は
確

か

で
あ

る
。

注1

「短
歌
声

調
論

」
は
昭
和
七
年
八
月

二
十

一
日
発

行
改
造
社

「
短
歌
講
座
」
第

四

巻

「概
論
解
説
篇

」
に
掲
載
。
本
稿

に
は

「斎
藤
茂
吉

全
集
』
第
十
六
巻
よ
り
引

用
。

2
橘
守
部

の

「短
歌
撰
格
」

3

「短
歌
声
調
論
」
第

五
章

「
実
語
虚
語

の
按
配
、
句
割

、
格
句

、
繰
返
、
枕
詞
、
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序
詞
」
と
題
す
る
。
引
用
は
全
集
第
十
六
巻

よ
り
。

4
風
巻

景
次

郎
氏

『新
古
今
時
代
』
所
収

の

「新

古
今
集

の
特
質
と
時
代
的

傾
向

」

に
詳
し
い
。

5

「
多
磨

綱
領
」

(昭
和
十
年

五
月
ー

八
月
稿
)

『短
歌

の
書
』

(昭
和
十

七
年
三

月
河
出
書
房
刊

)
所
収
。

6

「
多
磨
綱
領
」

に
お

い
て
新
古
今
集

を
第

一
期
の
象
徴
詩
運
動
と
し

、
俳
譜
を
第

二
期
の
、
明
治

の

『
明
星
』
を
第

三
期
の
、
昭
和

の

「多
磨
」

を
第

四
期

の
象
徴

詩
運
動
と
し

て
論
じ

て
い
る
。

7

「
多
磨
第

一
環
状
線

」

(昭
和
十

三
仁

パ
月
稿

)
前
掲

『
短

歌
の
書

』
所
収

8

「
定
型
短
歌
論
」

(昭
和
七
年

八
月
稿
)

『短
歌

の
書
』

所
収

9

「
定
型

一
夕
論

」

(昭
和
七

年
九

月
稿

〉

『短
歌

の
書
』

所
収

10

「短
歌
声
調
論

」

11

・
12

「短
歌
鑑
賞
論

」

(昭
和
七
年
八
月
稿

)

「短
歌

の
書

」
所
収

意

味

と
密
接

な
関

係

を
も

つ
句

切
れ

を
論

じ

た
が
、

古
典
短

歌

に
お

い

て

は

む
し

ろ
音
律

上

の
休
止

の
ほ
う

が
重

み
を

も

つ
よ
う

に
考

え
ら

れ
る
か

ら
で

あ

る
。

ま

た
斎
藤
茂

吉

ら

の

い
う

万
葉

調
が

必
ず

し
も

万
葉
集

全
般

を
律

す
る
も

の
で

は
な

い
だ

ろ

う
と

の
疑
問

も
残

る

本
稿

で

は
表

現
形
式

と

い
う
語

を
用

い
た
が
、

別

語
で

い
え
ば
、

こ
れ

は
短

歌

の
文

体
論

的
分

析
で

あ

る
。
短

歌

の
よ

う
な
短

小
定

型
詩

に
も

多

様
な

型
が
あ

り

、
作
家

の
個
性

、
短
歌

観

に

よ
り
表

現
形
式

が
異

な

っ
て

く

る

こ
と

が
立

証
で
き

た

か
と
思

う
。

i

一
九
六

八

・
八

・
三
〇

1
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結

び

以

上
、
近

代
短

歌
史

を
大

き

く

二
分

け

す

る
流

れ

を
代

表

的

二
作
家

の

作
品

に
焦
点

を
合

わ

せ
、
表

現
形

式
を

中

心

に
考

察
し

て
み

た
。

そ

の
結

果
、,
表

現

形

式
上

か
ら

も
、

は

っ
き
り

と

区

別

で
き

る

こ
と
を

幾

分

か

客
観
的

に
実

証

し
得

た
か

と
思

う
。

こ
の
流

れ

は
両
歌

人

に
近

い
源

と
し

て
は
與

謝

野
晶

子
、

正
岡

子
規

に
さ
か

の
ぼ
り
得

る

。

こ
の

二
人

に

つ
い

て
は

こ
こ
に
詳

説
す

る

ゆ
と
り

は
な

く
、

別

の
機

会

に
ゆ
ず

る

が
、
結

論

だ

け

い
え
ば

、

二

つ
の
流

れ

の
開
き
を

さ

ら

に
明
確

に
跡
づ

け

る
開

き

の

あ

る

こ
と

が
立

証
で

き
た

。

こ
の
流

れ
を
古

典

に
さ

か

の
ぼ
れ
ば

、
白

秋

の
新

古
今

調
、
茂

吉

の
万
葉

調

と

い
う

こ
と

に
な
ろ

う
が

、
近
代

短
歌

と

古
典

短
歌

と

の
関
係

は
簡

単

に
公
式

的

に
は
割

り
切

れ
な

い
。

本
稿

で

は


