
191 190

　
　　
文
芸
思
潮

文
芸
思
潮
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評

短
歌
季
評

　

今
号
も
、
朝
日
新
聞
の
「
日
曜
歌
壇
」
に
載
っ
て
い
る
短
歌
を
あ

げ
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
八
月
一
四
日
に
選
者
が
そ
れ
ぞ
れ
十
首

を
選
ん
で
掲
載
さ
れ
た
短
歌
の
中
で
、
特
に
そ
の
選
者
が
秀
で
て
い

る
、
推
薦
す
る
と
し
た
歌
に
は
☆
印
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
今
回
は

試
み
に
そ
の
☆
印
の
歌
を
す
べ
て
並
べ
て
み
る
。

　

高
野
公
彦
選
。

☆
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
氏
が
ユ
ニ
ク
ロ
の
Ｃ
Ｍ
に
出
る
よ
う
な
そ
ん
な
日

　

が
早
く
来
て
ほ
し
い

☆
マ
イ
ク
持
つ
安
倍
元
総
理
に
写
り
こ
む
犯
罪
者
と
な
る
前
の
そ
の

　

顔
☆
孫
の
手
で
借
り
て
は
倹
約
せ
ぬ
祖
父
母
赤
字
国
債
平
た
く
言
え
ば

☆
一
学
き
の
お
楽
し
み
会
教
室
に
大
き
な
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
イ
ッ
チ
作
る

　

第
二
選
者
の
永
田
和
宏
氏
は
、
前
の
三
つ
に
同
じ
☆
印
を
付
け
て

い
る
。

　

第
三
選
者
の
馬
場
あ
き
子
氏
は
高
野
氏
の
選
ん
だ
「
一
学
き
―

―
」
に
加
え
て
、

☆
投
げ
っ
ぷ
り
倒
し
っ
ぷ
り
が
す
ご
く
っ
て
母
じ
ゃ
な
い
母
を
知
る

　

ボ
ウ
リ
ン
グ

　

を
選
ん
で
い
る
。

　

最
後
の
選
者
佐
佐
木
幸
綱
氏
は
「
投
げ
っ
ぷ
り
―
―
」
だ
け
に
☆

を
与
え
て
い
る
。

　

ま
ず
何
よ
り
も
問
題
な
の
は
、
こ
こ
に
採
り
上
げ
ら
れ
る
短
歌
の

レ
ベ
ル
の
低
さ
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
本
来
近
代
短
歌
の
基

軸
を
な
す
生
活
や
生
き
る
こ
と
や
主
体
的
な
感
情
の
吐
露
や
詠
嘆
や

自
然
描
写
で
は
な
い
。
テ
レ
ビ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
見
た
り
、
マ

ス
コ
ミ
を
通
し
て
得
ら
れ
る
知
識
や
ニ
ュ
ー
ス
画
像
に
対
す
る
浅
い

反
応
で
あ
る
。
マ
ス
コ
ミ
の
短
歌
は
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
、
社
会
の

ニ
ュ
ー
ス
現
象
に
対
す
る
皮
相
的
な
反
応
表
現
が
闊
歩
す
る
よ
う
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
社
会
現
象
を
短
歌
の
形
式
に
嵌
め
込
ん
で
、
事

件
の
社
会
反
応
に
同
調
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
浅
薄
な

快
感
、
共
同
感
で
あ
る
。「
安
倍
元
総
理
」
の
短
歌
に
し
て
も
、
犯

人
の
顔
の
緊
迫
感
は
出
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
奥
に
あ
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
結
局
何
も
切
り
込
ん
で
い
か
な
い
、
正
義
の
衣
を
借
り
た

野
次
馬
の
眼
差
し
で
し
か
な
い
。
こ
う
い
う
社
会
事
件
に
対
す
る
同

調
短
歌
は
、
逆
に
真
に
も
の
を
見
る
目
を
曇
ら
せ
て
い
く
だ
け
だ
ろ

う
。
こ
う
い
う
作
品
に
☆
印
を
付
け
て
「
佳
い
」
と
す
る
選
者
の
見

識
が
疑
わ
れ
る
。

　

ま
た
日
本
短
歌
の
伝
統
の
一
つ
で
あ
る
、「
調
べ
」
と
い
う
点
で

も
あ
ま
り
に
お
粗
末
だ
。
こ
れ
ら
の
☆
印
短
歌
の
中
で
、
調
べ
を
感

じ
る
も
の
は
一
つ
も
な
い
。
日
記
の
文
と
し
て
書
い
た
方
が
い
い
も



193 192

「
馬
場
さ
ん
」
に
御
丁
寧
に
小
さ
く
「
馬
場
あ
き
子
氏
」
と
添
え
書

き
が
付
い
て
い
る
。
お
そ
ら
く
朝
日
歌
壇
の
選
者
と
想
わ
れ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
個
人
的
な
こ
と
を
公
の
場
で
歌
う
神
経
が
わ
か
ら
な
い
。

こ
の
歌
に
何
の
意
味
が
あ
る
の
か
。

　

ま
た
後
半
に
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
戦
争
が
出
て
き
て
、

　

人
口
の
減
一
説
で
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
市
民

少
対
策
も
目百
万
人
以
上
が

的
と
ふ　

他
ロ
シ
ア
へ国
民
拉
致
、
シ
ベ
リ
ア
移
送

　

惨
状
が
映
像
に
届
く
ウ
ク
ラ
イ
ナ
衆
心
城
を
成
す
言
も
届
く

　

む
つ
か
し
い
離
岸
と
着
岸　

戦
争
の
岸
は
夢
中
に
先
行
き
見
え

　

忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
こ
の
前
の
あ
や
ま
ち
の
柳
条
湖
事
件
、
盧
溝
橋
事
件

　

と
さ
ら
に
戦
争
へ
の
言
及
短
歌
が
続
く
が
、
こ
う
し
た
短
歌
は
、

皮
相
部
分
で
戦
争
を
な
ぞ
る
だ
け
で
、
自
分
は
安
全
な
と
こ
ろ
に
い

て
、
言
葉
や
思
い
で
そ
の
戦
争
の
本
質
に
迫
っ
て
い
る
と
錯
覚
し
て

い
る
偽
善
が
あ
る
。ま
た
こ
の
筆
者
が
ど
こ
ま
で「
柳
条
湖
事
件
」「
盧

溝
橋
事
件
」
の
当
時
の
実
情
に
つ
い
て
認
識
し
て
い
る
の
か
疑
わ
し

い
。
む
し
ろ
知
ら
な
い
か
ら
言
え
る
こ
と
の
よ
う
な
気
が
す
る
。
こ

れ
ら
の
事
件
の
真
相
は
戦
後
に
な
っ
て
初
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ

と
で
、
当
時
の
民
衆
は
知
ら
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
た
と
え
知
っ

た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
を
阻
止
す
る
こ
と
が
困
難
な
こ
と
は
、
当
時
踊

ら
さ
れ
た
国
民
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
安
易
に
出

の
ば
か
り
で
あ
る
。

　

私
は
こ
の
よ
う
な
短
歌
ば
か
り
も
し
自
分
の
と
こ
ろ
へ
集
ま
っ
て

き
た
ら
、
箒
で
集
め
て
ま
と
め
て
ゴ
ミ
箱
に
捨
て
て
し
ま
い
た
い
。

文
芸
思
潮
短
歌
賞
に
応
募
さ
れ
て
き
た
ら
、
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
の
う
ち
の

Ｃ
評
価
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
歌
壇
の
編
集
と
し
て
、
集
ま
っ
て
く
る
短
歌
の
処
理
の
仕

方
に
も
問
題
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
よ
う
に
選
者
が
皆
同
じ

よ
う
な
も
の
を
重
複
し
て
選
ぶ
こ
と
に
、
何
の
意
味
が
あ
る
の
か
。

異
な
っ
た
作
品
を
選
ぶ
と
こ
ろ
に
選
者
が
四
人
も
い
る
意
味
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
。
も
と
も
と
数
が
集
ま
ら
な
い
か
ら
あ
え
て
重
複
し

て
で
も
回
し
て
い
る
の
か
、
選
者
に
も
、
運
営
の
仕
方
に
も
貧
困
を

感
じ
る
。

　

朝
日
歌
壇
は
日
本
の
短
歌
を
ダ
メ
に
し
て
い
る
。

　

こ
う
い
う
傾
向
は
朝
日
新
聞
や
大
手
の
新
聞
だ
け
で
は
な
い
の
か

も
し
れ
な
い
と
思
い
、「
歌
壇
」
と
言
う
歌
誌
を
買
っ
て
読
ん
で
み

た
ら
、懸
念
が
的
外
れ
で
は
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
巻
頭
の「
黙

黙
」
と
題
し
た
伊
藤
一
彦
氏
の
六
ペ
ー
ジ
に
わ
た
る
連
作
の
中
に
そ

れ
が
見
ら
れ
る
。

　

伊
藤
氏
は
わ
ざ
わ
ざ
個
人
的
な
付
き
合
い
の
人
を
あ
げ
て

　

馬
場
さ
ん
と
同
じ
年
生
ま
れ
と
知
り
て
よ
り
、
ミ
ッ
キ
ー
マ
ウ
ス

い
よ
い
よ
親
し

　　短歌季評短歌季評

て
く
る
よ
う
な
言
葉
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
原
発
一
つ
、
あ
れ
だ
け
の

重
大
事
を
招
き
な
が
ら
ま
だ
増
や
す
な
ど
と
言
っ
て
い
る
現
実
を
疎

か
に
し
て
、
頭
の
先
だ
け
で
遠
く
の
戦
乱
を
危
ぶ
む
姿
勢
は
、
本
質

的
な
も
の
か
ら
む
し
ろ
遠
ざ
か
っ
て
い
く
だ
け
で
あ
る
。
こ
う
い
う

作
風
が
短
歌
の
主
流
と
な
る
こ
と
を
、
私
は
む
し
ろ
危
ぶ
む
し
、
同

調
主
義
へ
の
便
乗
を
警
戒
す
る
。
詩
人
の
高
村
光
太
郎
も
、
志
賀
直

哉
も
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
陥
落
を
喝
采
す
る
詩
や
文
章
を
書
い
て
い
る

こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
短
歌
の
立
場
は
、
ど
こ
ま
で

も
身
辺
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
、
命
を
見
つ
め
て
自
然
の
中
で
響
き
合

う
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
置
か
れ
た
現
実
の
な
か
で
燃
焼
す
る
自
身
の

魂
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
と
り
も
な
お
さ
ず
そ
の

ま
ま
平
和
を
愛
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
は
ず
だ
し
、
か
け
が
え
の

な
い
世
界
へ
の
深
い
思
い
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　

今
季
は
地
方
の
短
歌
誌
を
と
り
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、　
「
ア
ラ

ラ
ギ
」
の
系
統
を
引
く
長
野
県
の
歌
誌
「
ヒ
ム
ロ
」
に
は
や
は
り
い

い
歌
が
見
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
だ
け
は
載
せ
て
お
き
た
い
。

　

881
号
及
び
907
号
か
ら
―
―

　

夜
三
度
起
き
出
で
て
仲
秋
の
月
仰
ぐ
明
日
の
命
尚
恃
み
つ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
林
靖
子　

　

直
目
に
は
会
ふ
日
な
く
と
も
是
の
世
に
在
す
と
安
ら
ぎ
ゐ
た
り
し
も

　

の
を

　

た
っ
ぷ
り
と
水
浸
み
ゆ
け
り
こ
の
土
に
溢
れ
て
萌
え
む
勿
忘
草
は

中
山
や
す
ゑ

　

満
天
星
の
紅
葉
も
褪
せ
て
冬
ざ
れ
の
庭
に
目
を
引
く
あ
ら
ら
ぎ
の
青

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

橋
本
佳
代
子

　

日
本
の
近
代
短
歌
の
基
盤
と
し
て
、
正
岡
子
規
の
「
歌
よ
み
に
与

ふ
る
書
」
は
い
ま
だ
に
重
要
と
思
う
の
で
、
こ
れ
か
ら
毎
号
現
代
文

に
直
し
て
載
せ
、読
ん
で
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。一
つ
一
つ
は
短
く
、

十
回
に
及
ぶ
も
の
の
、
子
規
の
姿
勢
は
、
よ
く
わ
か
っ
て
も
ら
え
る

と
思
う
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
十
嵐
勉
）
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お
っ
し
ゃ
る
通
り
最
近
の
和
歌
は
い
っ
こ
う
に
振
る
わ
な
い
状
況

で
す
。
正
直
に
言
え
ば
、
万
葉
集
以
来
、
源
実
朝
以
来
、
ま
っ
た
く

振
る
わ
な
い
状
況
と
言
え
ま
す
。
実
朝
と
い
う
人
は
三
十
歳
に
も
な

ら
な
い
う
ち
に
、
い
ざ
こ
れ
か
ら
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
あ
え
な
く
最

期
を
遂
げ
ら
れ
、
ま
こ
と
に
残
念
な
こ
と
で
し
た
。
あ
の
方
を
も
う

十
年
も
生
か
し
て
お
い
た
な
ら
、
ど
ん
な
に
た
く
さ
ん
の
名
歌
を
残

し
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
に
か
く
第
一
流
の
歌
人
で
す
。
あ
な
が

ち
柿
本
人
麻
呂
や
山
部
赤
人
の
歌
の
流
れ
に
追
随
す
る
と
い
う
の
で

も
な
く
、
も
ち
ろ
ん
紀
貫
之
や
藤
原
定
家
の
歌
跡
に
踏
み
従
う
な
ど

と
は
遥
か
に
遠
く
、
自
己
の
本
領
を
屹
然
と
持
ち
、
あ
た
か
も
山
岳

と
そ
の
高
さ
を
競
い
、
日
月
と
光
を
争
お
う
と
す
る
よ
う
な
高
邁
な

志
の
も
と
に
作
歌
す
る
に
あ
っ
て
は
、
思
わ
ず
畏
怖
の
念
さ
え
抱

き
、
膝
を
屈
し
て
敬
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
ほ
ど
で
す
。
古
来
、
実

朝
が
凡
庸
の
人
と
批
評
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
の
誤
り

で
、
北
条
氏
の
勢
力
を
憚

は
ば
か

っ
て
、
本
来
の
姿
を
隠
そ
う
と
し
た
の

か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
大
器
晩
成
の
人
だ
っ
た
の
か
、
ど
ち
ら
か
と

推
し
量
ら
れ
ま
す
。
人
の
上
に
立
つ
ほ
ど
文
学
技
芸
の
道
を
究
め
た

者
は
、
人
間
と
し
て
は
地
位
が
あ
ま
り
高
く
な
い
と
こ
ろ
に
い
る
の

が
通
例
で
す
が
、
実
朝
は
ま
っ
た
く
例
外
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
実
朝

の
歌
は
た
だ
器
用
と
い
う
の
で
は
な
く
、
力
量
が
あ
り
、
見
識
が
あ

り
、
威
勢
が
あ
り
、
時
流
に
染
ま
る
こ
と
な
く
、
世
間
に
媚
び
る
こ

と
も
な
く
、
風
流
に
堕
し
た
物
数
寄
な
連
中
や
、
死
に
歌
よ
み
の

公く

げ卿
た
ち
と
と
て
も
同
列
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
な
人
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
人
間
と
し
て
立
派
な
見
識
の
あ
る
人
で
な
け
れ
ば
、
実
朝
の
歌

の
よ
う
な
力
の
あ
る
歌
は
詠
み
出
せ
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

賀
茂
真
淵
は
力
を
極
め
て
実
朝
を
褒
め
た
人
で
す
が
、
真
淵
の
褒
め

方
で
は
ま
だ
足
り
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
真
淵
は
実
朝
の
歌
の
妙

味
の
半
分
の
面
を
理
解
し
て
い
ま
す
が
、
他
の
半
分
の
面
を
理
解
し

て
い
な
い
か
ら
で
す
。

　

真
淵
は
短
歌
に
つ
い
て
は
近
世
の
達
見
家
で
、
万
葉
崇
拝
な
ど
、

当
時
に
あ
っ
て
実
に
偉
大
な
業
績
を
残
し
て
い
ま
す
が
、
私
の
眼
か

ら
見
れ
ば
、
な
お
万
葉
集
の
よ
さ
を
褒
め
足
り
な
い
よ
う
に
思
い
ま

す
。
真
淵
が
、
万
葉
に
も
善
い
調
べ
と
悪
い
調
べ
が
あ
る
と
言
う
こ

と
を
た
い
へ
ん
気
に
し
て
、
そ
れ
を
繰
り
返
し
言
っ
て
い
ま
す
が
、

社
会
の
人
が
万
葉
集
の
中
の
佶き

っ
く
つ屈

な
る
（
堅
苦
し
く
難
解
な
こ
と
）

歌
を
取
り
上
げ
て
「
こ
れ
だ
か
ら
万
葉
は
だ
め
だ
」
な
ど
と
攻
撃
す

る
の
を
、
恐
れ
た
よ
う
に
も
窺
え
ま
す
。
も
と
よ
り
真
淵
自
身
も
そ

れ
ら
を
善
い
歌
と
は
思
っ
て
い
な
い
ゆ
え
に
、
弱
み
も
出
て
い
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
世
人
が
万
葉
集
の
中
の
堅
苦
し

い
と
評
す
歌
や
、
真
淵
が
悪
し
き
調
べ
と
言
う
歌
の
中
に
は
、
私
が

最
も
好
む
歌
も
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
ど
う
し
て
か
と
原
因
を
探
る

と
、
他
の
人
々
の
作
歌
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
真
淵
の
作
歌
に
も
、

私
が
好
む
と
こ
ろ
の
万
葉
調
と
い
う
内
容
の
歌
は
ま
っ
た
く
見
当
た

ら
な
い
の
で
す
（
も
っ
と
も
、
こ
の
辺
の
論
は
短
歌
に
つ
い
て
の
論

と
言
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
）。
真
淵
の
家
集
を
見
て
、
真
淵
は
存

外
に
万
葉
の
わ
か
ら
ぬ
人
と
呆
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

こ
う
言
う
か
ら
と
い
っ
て
、
す
べ
て
真
淵
を
け
な
す
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
楫か

と
り取
魚な
ひ
こ彦
は
万
葉
を
模
し
た
歌
を
た
く
さ
ん
詠
み
出
し
ま

し
た
が
、
な
お
こ
れ
が
い
い
と
思
う
よ
う
な
歌
は
極
め
て
少
な
い
よ

う
で
す
。
そ
れ
ほ
ど
に
古
調
は
擬
し
が
た
い
も
の
な
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
近
来
私
ら
の
知
っ
て
い
る
人
た
ち
の
中
に
、
歌
よ
み
で
は
な

い
の
に
、
か
え
っ
て
古
調
を
巧
み
に
模
す
る
人
が
少
な
か
ら
ず
い
る

こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
見
れ
ば
、
昔
の
歌
よ
み

の
歌
は
、
今
の
歌
よ
み
な
ら
ぬ
人
の
歌
よ
り
も
、
は
る
か
に
劣
っ
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
心
細
い
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。
と
な
る

と
今
の
歌
よ
み
の
歌
は
、
昔
の
歌
よ
み
の
歌
よ
り
も
さ
ら
に
劣
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
ま
す
が
、
い
か
が
な
も
の
で
し
ょ

う
か
。

　

長
歌
の
み
は
や
や
短
歌
と
異
な
り
ま
す
。『
古
今
集
』
の
長
歌
な

ど
は
箸
に
も
棒
に
も
か
か
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
よ
う
な
長
歌
は
古
今

集
時
代
に
も
後
世
に
も
あ
ま
り
流
行
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
も
っ
け
の

幸
い
と
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
後
世
に
お
い
て
も
、
長
歌

を
よ
む
者
は
直
ち
に
万
葉
集
を
師
と
す
る
者
が
多
く
、
そ
う
い
う
姿

形
で
か
な
り
の
長
歌
の
作
品
が
残
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

今
日
で
も
、
長
歌
を
好
ん
で
作
る
者
は
、
短
歌
に
比
べ
れ
ば
多
少
手

際
よ
く
で
き
る
よ
う
で
す
（
御
歌
会
派
の
気
ま
ぐ
れ
に
作
る
長
歌
な

ど
は
端は

う
た唄
に
も
劣
っ
て
い
ま
す
）。
し
か
し
あ
る
人
は
そ
れ
を
非
難

し
て
、
長
歌
が
万
葉
の
模
型
を
離
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
笑
っ
て

い
ま
す
。
そ
れ
は
も
っ
と
も
で
は
あ
っ
て
も
、
歌
よ
み
に
そ
ん
な
む

ず
か
し
い
こ
と
を
注
文
す
る
の
で
は
、
古
今
集
以
後
ほ
と
ん
ど
新
し

い
歌
は
な
い
と
言
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
ま
だ
い
ろ

い
ろ
言
い
残
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、
後
に
譲
り
ま
し
ょ
う
。
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歌
よ
み
に
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ふ
る
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