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現
代
短
歌
、
ま
た
歌
壇
の
こ
と
に
は
暗
い

私
で
あ
る
が
、
及
川
隆
彦
『
編
集
者
の
短
歌

史
』（
は
る
書
房
）
は
面
白
く
読
ん
だ
。
私
の

知
る
名
前
が
次
々
に
出
て
く
る
こ
と
も
あ
っ

て
、
本
誌
連
載
中
に
も
よ
く
覗
い
て
い
た
の

だ
が
、
昨
秋
一
冊
に
ま
と
め
ら
れ
た
の
で
改

め
て
通
読
、
い
ろ
い
ろ
教
わ
っ
た
り
感
嘆
し

た
り
思
い
出
し
た
り
と
、
大
い
に
刺
激
を
受

け
た
の
で
あ
る
。

　
本
誌
の
読
者
に
は
紹
介
す
る
ま
で
も
な
い

で
あ
ろ
う
が
、
内
容
は
著
者
の
短
歌
新
聞
社

勤
務
時
代
、「
短
歌
現
代
」
の
創
刊
（
昭
和

52
年
）
か
ら
、
実
質
上
の
編
集
長
と
し
て
情

熱
を
傾
け
た
八
年
間
を
回
想
し
た
も
の
で
あ

る
。「
短
歌
現
代
」
は
短
歌
の
総
合
誌
だ
か
ら

執
筆
者
も
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
そ
こ
に

私
の
知
る
よ
う
な
名
も
た
く
さ
ん
出
て
く
る

わ
け
だ
が
、
そ
う
し
た
な
か
に
は
寺
山
修
司

と
吉
本
隆
明
の
対
談
を
実
現
さ
せ
た
と
い
う

よ
う
な
、
い
わ
ば
お
手
柄
話
も
あ
っ
て
わ
く

わ
く
さ
せ
る
。
し
か
し
私
が
フ
ッ
フ
ッ
と
思

わ
ず
頬
を
緩
め
る
の
は
そ
ん
な
大
ス
タ
ー
た

ち
で
は
な
く
て
、
た
と
え
ば
小
田
切
秀
雄
、

廣
末
保
、
松
田
修
と
い
っ
た
名
、
あ
る
い
は

梶
木
剛
、
小
笠
原
賢
二
等
々
と
い
っ
た
人
た

ち
だ
。
打
ち
明
け
て
し
ま
え
ば
、
私
は
及
川

隆
彦
と
は
大
学
の
同
窓
、
そ
れ
も
同
じ
小
田

切
ゼ
ミ
の
出
、
年
齢
も
近
い
か
ら
、
そ
の
点

で
共
通
す
る
恩
師
、
知
友
も
多
い
の
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
益
田
勝
実
。
こ
れ
は
本
誌
「
創

刊
350
号
」
記
念
号
の
編
集
長
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

で
も
話
題
に
な
っ
て
い
た
が
、「
短
歌
現
代
」

随
筆
欄
に
及
川
編
集
長
が
書
か
せ
た
人
、
そ

し
て
、
実
は
彼
の
学
生
時
代
、
一
度
も
授
業

に
出
席
せ
ず
、
危
う
く
単
位
不
足
で
留
年
す

る
と
こ
ろ
を
課
題
レ
ポ
ー
ト
で
卒
業
さ
せ
て

も
ら
っ
た
大
恩
人
だ
っ
た
の
だ
と
い
う
。
著

者
も
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
こ
ん
な
こ
と
は
、

管
理
の
厳
し
く
な
っ
て
い
る
当
今
の
大
学
で

は
ほ
と
ん
ど
あ
り
得
な
い
話
で
あ
る
が
、
著

者
は
古
典
的
な
大
学
生
活
を
送
っ
た
最
後
の

世
代
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
そ
の
益
田
先
生
は
平
成
二
十

二
年
、
八
十
六
歳
で
亡
く
な
っ
た
が
、
平
成

二
十
九
年
に
は
代
表
作
『
火
山
列
島
の
思
想
』

刊
行
五
〇
周
年
と
い
う
こ
と
で
講
談
社
学
術

文
庫
に
入
っ
た
り
、
青
土
社
か
ら
新
編
集
の

一
冊
が
出
た
り
し
た
。
合
わ
せ
て
法
政
大
学

で
も
記
念
講
演
会
を
も
っ
た
が
、
こ
ん
な
動

き
が
刺
激
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
蔵
書
を

整
理
す
る
親
族
に
よ
っ
て
、
復
員
直
後
に
書

か
れ
た
小
説
が
発
見
さ
れ
る
と
い
う
〝
事
件
〞

が
あ
っ
た
。
読
ん
で
み
れ
ば
、
中
国
大
陸
で

八
月
十
五
日
の
敗
戦
を
迎
え
、
形
の
上
で
は

解
散
と
な
っ
た
部
隊
が
大
陸
を
移
動
し
て
復

員
船
に
乗
る
ま
で
の
体
験
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

を
交
え
て
書
い
た
も
の
だ
と
分
か
る
。
書
か

れ
た
当
時
発
表
さ
れ
て
い
れ
ば
、
傑
作
と
は

言
わ
な
い
ま
で
も
戦
後
文
学
の
一
つ
と
し
て

〈
歌
・
小
説
・
日
本
語
〉㉓

及
川
隆
彦

『
編
集
者
の
短
歌
史
』の
こ
と

評
価
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
大
い
に

興
奮
し
た
私
は
早
速
遺
族
に
お
願
い
し
て

我
々
の
雑
誌
「
季
刊
文
科
」（
75
号
）
に
載

せ
て
も
ら
っ
た
の
で
あ
る
。

　
話
が
少
し
逸
れ
た
が
、
益
田
勝
実
は
最
近

の
私
に
と
っ
て
も
こ
ん
な
因
縁
の
あ
る
恩
師

の
一
人
で
あ
る
か
ら
、
名
前
を
見
た
だ
け
で

も
、
こ
ち
ら
の
勝
手
な
思
い
が
膨
ら
ん
で
し

ま
う
わ
け
だ
。
ち
な
み
に
記
し
て
お
く
と
、

一
緒
に
仕
事
を
す
る
機
会
の
多
か
っ
た
小
笠

原
賢
二
か
ら
及
川
隆
彦
の
存
在
は
昔
か
ら
聞

い
て
い
た
。
し
か
し
、
歌
の
世
界
に
遠
い
私

に
は
直
接
会
う
機
会
も
な
い
ま
ま
過
ぎ
て
き

た
。
親
し
く
話
す
よ
う
に
な
っ
た
の
は
ご
く

最
近
の
こ
と
に
過
ぎ
な
い
が
、
恩
師
も
含
め

て
共
通
す
る
知
友
は
か
な
り
あ
っ
た
の
に
不

思
議
な
こ
と
だ
と
思
う
一
方
、
ま
あ
、
そ
ん

な
こ
と
な
の
だ
ろ
う
と
自
ら
納
得
す
る
と
こ

ろ
も
あ
る
の
だ
。

　
お
付
き
合
い
の
あ
る
人
は
誰
も
ご
存
知
で

あ
ろ
う
が
、
及
川
隆
彦
は
今
時
は
珍
し
い
、

絶
滅
危
惧
種
に
類
す
る
ヘ
ビ
ー
ス
モ
ー
カ
ー
、

ま
た
音
に
聞
こ
え
た
ヘ
ビ
ー
ド
リ
ン
カ
ー
で

あ
っ
て
、
そ
こ
が
私
と
決
定
的
に
道
の
分
か

れ
る
と
こ
ろ
だ
。
酒
に
弱
い
た
め
に
人
生
を

ず
い
ぶ
ん
狭
く
、
損
を
し
て
き
た
と
は
、
私

の
若
い
頃
か
ら
の
嘆
き
の
一
つ
だ
が
、
そ
の

真
反
対
を
生
き
た
の
が
及
川
隆
彦
な
の
だ
と
、

今
度
こ
の
本
を
読
ん
で
つ
く
づ
く
思
っ
た
。

著
者
は
当
時
を
振
り
返
っ
て
、
自
分
も
ま
だ

若
か
っ
た
と
た
び
た
び
書
い
て
い
る
。
次
々

と
打
ち
出
す
大
胆
で
冒
険
的
な
企
画
や
、
そ

の
た
め
に
未
知
の
人
に
も
臆
せ
ず
会
い
に
行

く
積
極
性
や
、
そ
れ
を
実
行
さ
せ
る
行
動
力

を
指
し
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
の
源
が
、
彼
の
場
合
は
文
字
通
り
ア
ル
コ

ー
ル
、
お
酒
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　
た
と
え
ば
阿
部
正
路
の
こ
と
が
出
て
く
る

が
、
彼
の
家
ま
で
訪
ね
て
た
ち
ま
ち
酒
宴
と

な
る
、
そ
ん
な
付
き
合
い
ぶ
り
に
、
や
っ
ぱ

り
私
に
は
真
似
の
で
き
な
い
こ
と
だ
っ
た
と

つ
く
づ
く
カ
ン
プ
ク
し
た
の
で
あ
る
。
と
い

う
の
は
、
阿
部
正
路
は
私
も
一
時
共
に
学
会

の
仕
事
を
し
た
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
の
呑
兵

衛
ぶ
り
に
は
何
度
も
苦
い
思
い
し
た
か
ら
だ
。

彼
が
短
歌
の
結
社
を
主
宰
し
て
い
た
こ
と
は

知
っ
て
い
た
が
、
普
段
は
お
弟
子
さ
ん
が
勘

定
を
持
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
自
分
で
は
絶

対
と
い
う
く
ら
い
払
わ
な
か
っ
た
人
だ
。
私

は
何
度
か
の
お
付
き
合
い
で
懲
り
て
、
大
方

は
逃
げ
る
こ
と
に
し
て
い
た
が
、
か
わ
り
に

阿
部
正
路
の
ホ
モ
ッ
気
の
こ
と
な
ど
も
ま
る

で
知
ら
ず
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
人
は
、

踏
み
込
ん
で
み
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
こ
と

が
い
く
ら
も
あ
る
も
の
だ
。

　
こ
の
本
の
魅
力
は
、
ま
ず
た
く
さ
ん
の
人

と
の
濃
密
な
交
流
に
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

彼
が
編
集
者
と
し
て
も
、
ま
だ
フ
ァ
ッ
ク
ス

も
電
子
メ
ー
ル
も
な
い
〝
よ
き
時
代
〞
に
自

身
を
築
い
た
か
ら
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ

の
と
き
の
最
大
の
助
っ
人
が
お
酒
だ
っ
た
の

だ
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
の
経
験
が

な
け
れ
ば
彼
は
本
誌
「
短
歌
往
来
」
を
創
刊

す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
ろ
う
し
、
従
っ
て
こ

の
本
も
書
か
れ
な
か
っ
た
わ
け
だ
。

　
前
記
、
本
誌
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
及
川

隆
彦
は
こ
れ
か
ら
は
小
説
も
書
き
た
い
と
答

え
て
い
た
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
『
編
集
者
の

短
歌
史
』
か
ら
見
て
も
ご
く
自
然
な
流
れ
だ

と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
は
別
に
、

こ
の
本
の
続
編
と
し
て
も
「
短
歌
往
来
」
の

三
〇
年
史
を
是
非
読
み
た
い
も
の
だ
。
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や
が
て
虚
し
い
夕
陽
に
ま
む
か
ふ　
固

い
靴
擦
れ
を
さ
す
れ
ば
淋
し
く
。
原
つ

ぱ
に
夕
餉
を
呼
ぶ
声

　
及
川
隆
彦
『
編
集
者
の
短
歌
史
』（
は
る
書

房
）
を
読
ん
で
い
ろ
い
ろ
教
わ
っ
た
り
思
い

出
し
た
り
し
た
と
前
回
書
い
た
が
、
久
保
田

正
文
の
『
現
代
短
歌
往
来
』（
昭
和
63
年
、

筑
摩
書
房
）
の
こ
と
も
そ
の
一
つ
。
及
川
隆

彦
は
、
久
保
田
正
文
が
「
短
歌
現
代
」
に
連

載
し
て
い
た
「
短
歌
散
歩
」
の
あ
る
回
に
触

発
さ
れ
て
、
彼
自
身
が
、
当
時
シ
ャ
ボ
テ
ン

の
コ
レ
ク
タ
ー
と
し
て
有
名
だ
っ
た
晩
年
の

龍
胆
寺
雄
の
家
を
訪
問
し
た
思
い
出
を
書
い

て
い
る
。
そ
れ
で
、
久
保
田
正
文
の
こ
の
連

載
は
単
行
本
に
な
っ
た
は
ず
だ
と
思
い
当
た

り
、
書
棚
を
ご
そ
ご
そ
や
っ
た
と
い
う
次
第
。

取
り
出
し
て
み
れ
ば
、
も
っ
た
い
な
く
も
署

名
本
を
い
た
だ
い
て
い
る
の
だ
っ
た
。
そ
し

て
「
あ
と
が
き
」
に
は
、「
短
歌
新
聞
社
社
長

石
黒
晴
介
、
編
集
長
及
川
隆
彦
、
高
瀬
一
誌

の
三
氏
の
応
援
に
感
謝
す
る
」
と
あ
っ
た
。

　
こ
の
連
載
は
昭
和
五
十
四
年
七
月
か
ら
六

十
二
年
十
二
月
ま
で
の
九
年
余
、
百
二
回
に

わ
た
っ
て
い
た
。
し
か
も
内
容
は
「
き
わ
め

つ
き
の
名
家
・
名
作
を
え
ら
ぶ
こ
と
を
な
る

べ
く
避
け
て
、
近
代
短
歌
史
の
蔭
の
よ
う
な

部
分
の
光
を
さ
が
そ
う
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、

そ
う
誰
に
も
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
影
の

部
分
に
光
を
当
て
よ
う
で
は
な
く
、
そ
こ
か

ら
発
す
る
「
光
を
さ
が
そ
う
」
と
い
う
言
い

方
に
も
久
保
田
正
文
の
人
柄
が
よ
く
見
え
る

で
は
な
い
か
。
単
行
本
を
い
た
だ
い
た
と
き
、

周
辺
の
仲
間
た
ち
と
、
あ
ま
り
目
立
た
な
い

と
こ
ろ
で
こ
う
い
う
こ
と
を
し
て
い
る
、
や

っ
ぱ
り
久
保
田
正
文
の
仕
事
だ
ね
、
と
言
い

合
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。

　
久
保
田
正
文
は
「
文
学
界
」
同
人
雑
誌
評

の
担
当
者
の
一
人
と
し
て
二
十
三
年
間
勤
め

た
労
が
認
め
ら
れ
て
昭
和
五
十
四
年
、
菊
池

寛
賞
を
授
与
さ
れ
た
、
そ
ん
な
人
だ
が
、
短

歌
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
十
一
年
か
ら
三
年

程
勤
め
た
八
雲
書
店
で
短
歌
雑
誌
「
八
雲
」

や
「
短
歌
主
潮
」
の
編
集
長
と
し
て
の
仕
事

も
知
ら
れ
て
い
る
。
同
人
雑
誌
評
で
は
勤
労

者
文
学
を
支
持
支
援
す
る
人
だ
っ
た
が
、
そ

う
い
う
姿
勢
は
短
歌
の
方
で
も
変
わ
ら
な
か

っ
た
わ
け
だ
。

　
と
こ
ろ
で
、『
現
代
短
歌
往
来
』
は
す
ぐ
に

読
ん
だ
と
み
え
て
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
鉛
筆
が
入

っ
て
い
る
が
、
そ
の
一
つ
に
前
記
及
川
隆
彦

が
触
れ
て
い
た
「
五
味
保
義
と
龍
胆
寺
雄
」

の
章
に
も
線
が
引
い
て
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

私
は
見
送
っ
た
が
、
当
時
刊
行
さ
れ
た
龍
胆

寺
雄
の
自
伝
的
な
小
説
を
久
保
田
正
文
が
読

ん
で
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
は
、
ま
だ
中

学
生
だ
っ
た
こ
ろ
龍
胆
寺
雄
の
『
放
浪
時
代
』

を
読
み
、「
都
会
に
あ
こ
が
れ
る
田
舎
の
少
年

〈
歌
・
小
説
・
日
本
語
〉㉔

久
保
田
正
文
の
短
歌

ら
し
く
、
私
は
そ
の
小
説
に
感
動
し
た
」、
そ

の
余
韻
の
よ
う
な
も
の
だ
、
と
あ
っ
た
か
ら

だ
っ
た
。
私
も『
放
浪
時
代
』を
読
ん
だ
が
、

た
だ
し
三
十
歳
に
近
い
頃
、
研
究
上
の
必
要

か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
か
、
そ
の
軽
薄

な
調
子
に
は
と
う
て
い
付
い
て
行
け
な
か
っ

た
覚
え
が
あ
っ
た
。
そ
れ
で
、
今
度
先
生
に

お
会
い
し
た
ら
そ
の
こ
と
、
労
働
者
文
学
と

昭
和
初
期
の
モ
ボ
・
モ
ガ
小
説
と
ど
う
い
う

関
係
が
あ
る
の
で
す
か
、
な
ど
と
聞
い
て
み

よ
う
と
思
っ
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
恥
ず
か
し
な
が
ら
私
に
は
『
二
人
の
先
生
』

な
る
エ
ッ
セ
イ
が
あ
っ
て
、
そ
の
先
生
と
は

小
田
切
秀
雄
と
久
保
田
正
文
な
の
だ
。
小
田

切
先
生
は
、
何
し
ろ
成
績
を
付
け
ら
れ
て
し

ま
う
先
生
だ
っ
た
か
ら
前
に
出
れ
ば
緊
張
も

し
た
が
、
久
保
田
先
生
は
授
業
外
の
先
生
だ

っ
た
か
ら
の
ん
気
に
何
で
も
話
せ
た
。
そ
れ

で
、
小
田
切
先
生
は
父
親
、
久
保
田
先
生
は

母
親
だ
と
例
え
た
り
し
た
が
、
こ
れ
は
お
酒

を
一
滴
も
飲
ま
な
い
先
生
と
、
お
酒
の
大
好

き
な
先
生
と
の
違
い
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
の

で
あ
る
。
久
保
田
先
生
は
、
お
酒
が
入
れ
ば
、

酒
も
飲
ま
ず
に
何
が
文
学
か
ね
、が
口
癖
で
、

そ
の
度
に
私
は
子
規
も
漱
石
も
下
戸
で
し
た

よ
と
反
論
し
続
け
た
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
ん

な
席
で
ず
い
ぶ
ん
失
礼
な
こ
と
も
言
っ
て
き

た
と
慚
愧
の
念
は
今
も
続
く
。
し
か
し
学
生

時
代
、
仲
間
と
出
し
た
同
人
雑
誌
に
書
い
た

も
の
を
最
初
に
褒
め
て
く
だ
さ
っ
た
の
が
久

保
田
先
生
だ
っ
た
。

　
こ
こ
で
、
話
が
や
っ
と
冒
頭
に
繋
が
る
の

だ
が
、
今
回
は
人
が
あ
ま
り
知
ら
な
い
で
あ

ろ
う
久
保
田
正
文
の
短
歌
を
紹
介
し
よ
う
と

思
い
た
っ
た
次
第
。
掲
出
し
た
の
は
昭
和
十

年
六
月
号
の
「
短
歌
と
方
法
」
に
載
っ
た
「
檸

檬
・
鏡
」
と
総
題
さ
れ
た
六
首
の
な
か
の
一

首
。「
下
宿
探
し
あ
ぐ
ん
で
」
と
、
こ
の
一
首

だ
け
は
詞
書
が
付
い
て
い
る
。
先
生
が
亡
く

な
ら
れ
て
か
ら
だ
が
、
友
人
が
発
掘
し
て
コ

ピ
ー
を
く
れ
た
も
の
。
前
記
の
『
現
代
短
歌

往
来
』、
そ
の
「
高
群
郁
追
悼
」
の
章
に
は
、

「
昭
和
十
年
、
私
は
東
京
へ
出
て
、
高
円
寺

の
素
人
下
宿
に
住
ん
だ
」
と
い
う
一
節
が
あ

る
か
ら
、
ま
さ
に
そ
の
頃
の
作
な
の
だ
ろ
う
。

　
高
円
寺
に
は
近
く
に
松
本
高
校
時
代
の
友

人
が
い
て
、
同
じ
ア
パ
ー
ト
に
高
群
郁
の
表

札
を
発
見
、
訪
ね
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
も

あ
る
。
そ
こ
に
引
か
れ
て
い
る
高
群
郁
の
一

首
も
口
語
自
由
律
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
、
定

型
を
破
っ
た
前
衛
短
歌
で
あ
る
。
私
に
は
詳

し
い
こ
と
が
分
か
ら
な
い
が
、「
短
歌
と
方
法
」

と
い
う
雑
誌
全
体
が
前
衛
派
の
集
ま
り
だ
っ

た
よ
う
だ
。
久
保
田
先
生
の
短
歌
は
旧
制
中

学
の
頃
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
が
、
こ
う
い
う

前
衛
歌
人
だ
っ
た
と
き
も
あ
る
わ
け
だ
。

　
今
見
つ
か
ら
な
く
て
残
念
な
の
だ
が
、
私

は
久
保
田
先
生
の
自
作
短
歌
を
万
年
筆
で
書

い
た
色
紙
を
所
蔵
し
て
い
る
。
そ
れ
は
定
型

の
一
首
で
あ
っ
た
か
ら
、
先
生
の
前
衛
短
歌

は
こ
の
コ
ピ
ー
を
貰
っ
て
初
め
て
知
っ
た
の

で
あ
る
。

　
前
記
六
首
か
ら
も
う
二
首
を
引
い
て
み
る
。

ぽ
け
つ
と
に
そ
つ
と
檸
檬
を
し
の
ば
せ

て
夜
の
街
を
行
く　
時
に
は
空
を
仰
ぎ　

知
ら
な
い
人
ば
か
り
の
た
の
し
さ

シ
ョ
オ
ウ
イ
ン
ド
オ
の
中
の
季
節　
皿

に
の
つ
て
運
ば
れ
る
初
夏　
硬
質
の
陶

器
へ
緑
の
郷
愁
を
流
す

　
何
だ
か
梶
井
基
次
郎
と
、
や
っ
ぱ
り
龍
胆

寺
雄
が
同
居
し
て
い
る
よ
う
な
の
だ
。
そ
ん

な
ふ
う
に
言
っ
た
ら
、
人
一
倍
テ
レ
ヤ
だ
っ

た
先
生
は
何
と
言
わ
れ
た
ろ
う
か
、
想
像
す

る
と
楽
し
い
。
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　『
評
伝
石
川
啄
木
』（
昭
和
34
年
）
を
初

め
短
歌
に
関
す
る
著
書
の
た
く
さ
ん
あ
る
久

保
田
正
文
だ
が
、
そ
の
一
つ
に
『
第
二
芸
術

論
時
代
―
戦
後
短
歌
評
論
集
』（
同
34
年
）

が
あ
る
。
昭
和
二
十
一
年
か
ら
の
短
歌
雑
誌

「
八
雲
」、
続
い
て
「
短
歌
主
潮
」
の
編
集
長

時
代
に
連
載
し
た
「
歌
壇
展
望
」
な
ど
を
中

心
に
、
当
時
の
雑
誌
や
新
聞
に
書
い
た
短
歌

関
連
の
時
評
的
な
文
章
を
集
め
て
い
る
。

　
そ
の
冒
頭
の
「
戦
後
に
於
け
る
短
歌
否
定

論
の
概
観
」
に
よ
る
と
、
短
歌
俳
句
否
定
の

言
説
は
「
小
田
切
秀
雄
型
、
臼
井
吉
見
型
、

桑
原
武
夫
型
」
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
る
と
い

う
。
ち
な
み
に
そ
れ
ぞ
れ
の
タ
イ
ト
ル
を
挙

げ
て
み
れ
ば
小
田
切
秀
雄
「
歌
の
条
件
」（
昭

和
21
年
2
月
）、
臼
井
吉
見
「
短
歌
へ
の
訣

別
」（
同
4
月
）、
桑
原
武
夫
「
第
二
芸
術
―

現
代
俳
句
に
つ
い
て
」（
同
11
月
）
で
あ
る
。

久
保
田
説
は
そ
れ
を
、
短
歌
も
従
来
の
枠
を

破
っ
て
も
っ
と
自
由
に
な
れ
と
い
う
「
激
励
」

小
田
切
型
、
短
歌
的
抒
情
を
捨
て
て
知
性
の

構
築
を
は
か
れ
と
い
う
「
非
情
徹
底
論
」
臼

井
型
、
そ
し
て
結
社
組
織
に
閉
じ
込
め
ら
れ

て
「
芸
術
性
喪
失
」
を
自
覚
し
な
い
と
い
う

桑
原
説
と
い
う
ふ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
久
保
田
自
身
も
も
と
よ
り
短
歌
界
全
体
に

対
し
て
批
判
的
な
の
だ
が
、
た
だ
、
前
記
三

人
と
違
う
の
は
彼
が
半
分
は
歌
壇
内
部
に
身

を
置
い
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
三
人
は
、

い
わ
ば
歌
壇
の
外
か
ら
た
だ
言
い
っ
ぱ
な
し

た
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
短
歌
雑
誌
の
編
集
長

た
る
久
保
田
正
文
は
言
わ
れ
た
側
に
も
立
っ

て
、
そ
の
批
判
を
受
け
止
め
、
見
渡
し
て
も

い
た
人
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、

自
分
は
歌
を
詠
む
人
で
は
な
く
読
む
人
だ
、

と
い
う
の
が
彼
の
一
貫
し
た
姿
勢
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
歌
わ
な
い
歌
の
批
評
家
だ
が
、
こ
れ

は
永
い
短
歌
の
歴
史
の
な
か
で
も
珍
し
い
こ

と
、
お
そ
ら
く
近
代
に
な
っ
て
批
評
と
い
う

ジ
ャ
ン
ル
が
で
き
上
っ
て
か
ら
生
ま
れ
た
形

態
だ
ろ
う
。
久
保
田
正
文
は
そ
う
い
う
短
歌

評
論
家
の
草
創
期
の
人
だ
っ
た
。

　
話
が
逸
れ
た
が
、
久
保
田
正
文
に
言
わ
せ

れ
ば
、
こ
れ
ら
の
過
激
な
短
歌
否
定
論
は
、

い
わ
ば
戦
後
版
の
「
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
」

だ
っ
た
の
だ
。
た
だ
、
正
岡
子
規
時
代
は
下

手
な
歌
詠
み
を
叩
い
て
い
れ
ば
よ
か
っ
た
が
、

戦
後
は
そ
れ
で
は
済
ま
な
か
っ
た
。「
戦
争
に

対
し
て
盲
目
で
あ
っ
た
歌
人
の
問
題
」
か
ら
、

「
短
歌
そ
の
も
の
の
戦
争
責
任
の
問
題
究
明
」

へ
移
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し

て
、
そ
う
で
あ
る
の
に
歌
人
も
歌
壇
も
一
向

に
そ
れ
を
自
覚
せ
ず
、
受
け
と
め
よ
う
と
も

し
な
い
、
そ
こ
に
「
短
歌
世
界
そ
の
も
の
の

主
体
性
の
未
成
熟
」
が
あ
る
、
と
い
う
の
が

久
保
田
短
歌
時
評
の
基
調
低
音
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
こ
か
ら
、「
第
二
芸
術
論
時
代
」
と
い

う
命
名
も
出
て
く
る
わ
け
だ
。

　
学
校
教
育
か
ら
、「
江
戸
音
曲
と
同
じ
や
う

に
、
俳
諧
的
な
も
の
を
し
め
だ
し
て
も
ら
ひ

〈
歌
・
小
説
・
日
本
語
〉㉕

第
二
芸
術
論
時
代

た
い
」
と
ま
で
言
っ
た
桑
原
武
夫
の
「
第
二

芸
術
」
に
つ
い
て
は
、
私
も
度
々
言
及
し
て

き
た
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
が
い
か
に
西
洋
の
文

明
文
学
だ
け
を
基
準
と
し
た
ば
か
ば
か
し
い

議
論
で
あ
る
か
と
い
う
例
と
し
て
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
は
、
た
ま
た
ま
フ
ラ
ン
ス
文
学

者
で
あ
っ
た
桑
原
武
夫
一
人
の
無
知
な
意
見

と
い
う
の
で
は
な
い
こ
と
も
ま
た
確
か
な
の

だ
。
こ
こ
で
久
保
田
正
文
が
あ
げ
て
い
る
臼

井
吉
見
も
、「
今
こ
そ
吾
々
は
短
歌
へ
の
愛
着

を
決
然
と
断
ち
切
る
と
き
で
は
な
い
だ
ら
う

か
。
こ
れ
は
単
に
短
歌
や
文
学
の
問
題
に
と

ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
民
族
の
知
性
変
革

の
問
題
で
あ
る
」
と
ま
で
言
っ
て
い
た
。
こ

れ
は
教
科
書
か
ら
外
せ
ど
こ
ろ
か
、
短
歌
そ

の
も
の
を
無
く
し
て
し
ま
え
と
言
う
の
で
あ

ろ
う
。

　
こ
れ
ら
は
、
日
本
の
近
代
化
の
未
成
熟
、

日
本
人
の
主
体
性
の
未
確
立
、
そ
の
原
因
の

源
に
短
歌
俳
句
が
あ
る
と
い
う
判
断
な
の
だ
。

昭
和
二
十
年
代
と
は
そ
ん
な
時
代
だ
っ
た
。

そ
れ
を
、
た
と
え
ば
明
治
の
欧
化
主
義
時
代

を
「
鹿
鳴
館
時
代
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
、
こ
れ

か
ら
は
、
戦
後
の
「
第
二
芸
術
論
時
代
」
と

呼
ぼ
う
。
そ
し
て
こ
の
愚
を
忘
れ
な
い
た
め
、

二
度
と
繰
り
返
さ
な
い
た
め
に
も
、
こ
の
呼

称
を
文
学
史
に
登
録
し
て
お
き
た
い
も
の
だ

と
、
今
度
こ
の
本
を
読
ん
で
切
実
に
思
っ
た
。

　
話
が
飛
ぶ
が
、
奈
良
時
代
末
期
、
当
時
の

高
級
宮
廷
人
だ
っ
た
藤
原
浜
成
に
よ
る
『
歌

経
標
式
』（
772
年
）と
い
う
書
物
が
あ
る
。「
万

葉
集
」
の
成
立
よ
り
少
し
前
に
書
か
れ
た
日

本
最
古
の
歌
論
書
と
し
て
ず
っ
と
気
に
な
っ

て
い
た
。
し
か
し
全
文
漢
文
だ
か
ら
簡
単
に

は
手
が
出
な
い
。
と
こ
ろ
が
最
近
、
我
々
小

さ
な
研
究
会
で
平
安
文
学
を
や
る
友
人
が
読

ん
で
そ
の
あ
ら
ま
し
を
紹
介
し
て
く
れ
た
。

念
願
か
な
っ
て
嬉
し
か
っ
た
の
だ
が
、
結
果

は
や
っ
ぱ
り
と
言
う
か
予
想
通
り
と
言
う

か
、
ま
こ
と
に
味
気
な
い
代
物
だ
っ
た
。
要

す
る
に
中
国
漢
詩
の
作
法
を
そ
の
ま
ま
大
和

歌
に
当
て
は
め
応
用
し
て
、
分
類
し
た
り
鑑

賞
し
た
り
優
劣
を
付
け
た
り
し
て
い
る
の

だ
。
枕
詞
や
序
詞
の
概
念
が
ま
だ
な
か
っ
た

ら
し
い
が
、
か
わ
り
に
韻
や
対
句
が
む
や
み

に
強
調
さ
れ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
日
・
中
の

今
で
い
う
膠
着
語
と
孤
立
語
の
違
い
、
言
語

自
体
の
性
格
の
違
い
に
つ
い
て
は
意
識
も
し

な
か
っ
た
ら
し
い
。

　『
歌
経
標
式
』
は
天
皇
に
差
し
出
す
上
奏

文
形
式
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
漢
詩
文
に
通

じ
た
藤
原
浜
成
も
や
は
り
、
大
和
歌
は
抒
情

す
る
ば
か
り
で
知
性
が
な
い
、
思
想
性
が
な

い
な
ど
と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
と
い

う
の
は
、
こ
の
数
年
後
に
完
成
し
た
「
万
葉

集
」
の
あ
と
和
歌
は
公
の
場
所
か
ら
は
姿
を

消
し
て
漢
詩
の
時
代
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら

だ
。
宮
廷
に
歌
が
戻
っ
て
来
る
の
は
、
紀
貫

之
も
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
か
ら
何
と

二
三
〇
年
も
後
、「
古
今
和
歌
集
」
を
待
た
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
固
有
な
言
語
と
風

土
か
ら
発
し
た
民
族
文
学
へ
の
無
理
解
と
否

定
、
そ
れ
は
最
初
の
民
族
文
学
の
集
大
成
で

あ
っ
た
「
万
葉
集
」
と
と
も
に
始
ま
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。
あ
あ
、
で
は
な
い
か
。

　「
第
二
芸
術
論
時
代
」
は
幸
い
に
一
〇
年

程
で
終
わ
っ
た
が
、
し
か
し
ま
た
い
つ
名
を

変
え
て
現
れ
る
か
、
油
断
は
な
ら
な
い
と
思

っ
て
い
る
。
と
く
に
今
、
高
校
教
科
書
か
ら

文
学
作
品
が
消
え
、「
論
理
国
語
」
と
称
す
る

実
用
文
ば
か
り
読
ま
せ
る
教
材
が
で
き
て
い

る
な
ど
と
聞
け
ば
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。




