
新
・
評
論
の
場

123

若
い
人
た
ち
の
歌

前
中

映

｢
現
代
短
歌
﹂
二
〇
二
一
年
九
月
号
の
特
集
﹁
A
n
th
o
lo
g
y
o
f
6
0

T
a
n
k
a
P
o
e
ts
b
o
rn
a
fte
r
1
9
9
0
︵
�
�
�
�
年
以
降
生
ま
れ
の
歌
人

六
十
人
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
︶
﹂
︒
当
時
の
年
齢
で
二
十
一
歳
か
ら
三
十
歳

ま
で
の
若
手
歌
人
六
十
人
の
自
選
作
品
が
十
首
ず
つ
収
め
ら
れ
て
い
て
︑

大
変
読
み
応
え
の
あ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
︒
今
回
は
こ
の
特
集
の
中

か
ら
私
が
特
に
惹
か
れ
た
歌
を
読
み
直
し
な
が
ら
︑
文
体
の
違
い
と
そ

こ
か
ら
受
け
る
印
象
の
違
い
︑
そ
し
て
歌
の
中
の
﹁
私
﹂
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
︒

●
文
語
の
歌
・
口
語
の
歌
と
﹁
私
﹂

若
い
人
の
歌
イ
コ
ー
ル
口
語
と
い
う
印
象
が
あ
る
が
︑
口
語
メ
イ
ン

の
中
に
文
語
の
助
動
詞
が
交
じ
る
と
い
う
人
ま
で
含
め
る
と
二
十
人
ほ

ど
が
文
語
を
使
っ
て
い
る
︒
そ
の
中
で
文
語
を
メ
イ
ン
に
使
っ
て
い
る

歌
人
は
十
二
人
︒
特
に
惹
か
れ
た
作
品
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
る
︒
な

お
所
属
結
社
は
こ
の
特
集
の
略
歴
に
よ
る
︒

お

に

ぎ

り

を

箸

で

食

べ

ゆ

く

さ

み

し

さ

は

何

だ

ら

う

母

と

九

年

を

会

は

ず

山
下
翔
︵
や
ま
な
み
︶

母
の
愛
︑
親
子
の
繫
が
り
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
き
や
す
い

お
に
ぎ
り
を
箸
で
食
べ
る
と
い
う
行
為
が
現
実
の
母
と
の
距
離
を
感
じ

さ
せ
︑
﹁
さ
み
し
さ
﹂
が
読
み
手
に
染
み
て
く
る
︒

雪

平

鍋

ゆ

き

ひ

ら

の

底

へ

火

︑

花

の

ご

と

き

火

を

風

強

き

日

の

夕

餉

の

前

に

廣
野
翔
一
︵
塔
︶

一
人
暮
ら
し
の
わ
び
し
い
キ
ッ
チ
ン
︒
そ
こ
に
せ
め
て
﹁
花
の
ご
と

き
火
﹂
が
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
が
切
な
い
︒

死

ぬ

る

ほ

ど

の

恋

と

思

ひ

て

死

な

ざ

り

き

水

ほ

そ

く

出

し

グ

ラ

ス

を

洗

ふ

菅
原
百
合
絵
︵
心
の
花
︶

水
流
の
冷
た
さ
と
グ
ラ
ス
の
硬
さ
︒
﹁
私
﹂
の
現
在
の
心
境
が
具
体

的
な
手
触
り
と
な
っ
て
読
み
手
に
伝
わ
る
︒

カ

ー

テ

ン

に

鳥

の

影

は

や

し

速

か

り

し

の

ち

つ

く

づ

く

と

白

き

カ

ー

テ

ン

小
原
奈
実

時
間
に
す
れ
ば
数
秒
の
で
き
ご
と
を
映
像
的
に
切
り
取
っ
て
美
し
い
︒

二
句
切
れ
だ
が
二
句
と
三
句
の
音
の
重
な
り
で
上
の
句
を
一
気
に
読
ま

せ
︑
カ
ー
テ
ン
の
白
さ
に
そ
の
余
韻
が
い
つ
ま
で
も
残
る
︒

一
方
︑
口
語
短
歌
で
私
が
特
に
惹
か
れ
た
歌
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ

っ
た
︒暑

苦

し

い

乳

房

ち

ぶ

さ

を

脱

げ

ば

さ

え

ざ

え

と

硬

貨

の

よ

う

な

い

の

ち

が

残

る

道
券
は
な
︵
未
来
︶

女
性
で
あ
る
﹁
私
﹂
が
そ
の
女
性
性
を
脱
ぎ
捨
て
た
と
き
に
残
る
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﹁
硬
貨
の
よ
う
な
い
の
ち
﹂
は
美
し
く
輝
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
そ

れ
と
も
小
さ
く
冷
た
い
無
機
質
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
︒

沈

丁

花

架

空

の

文

字

を

考

え

て

そ

れ

が

漢

字

に

似

て

し

ま

う

ま

で

西
藤
定
︵
未
来
︶

何
と
も
不
思
議
な
一
首
だ
が
︑
見
た
こ
と
の
な
い
文
字
の
か
た
ち
と

沈
丁
花
の
花
房
の
姿
が
重
な
っ
て
印
象
的
︒

服

を

脱

ぐ

何

千

枚

も

服

を

脱

ぐ

あ

な

た

は

桜

吹

雪

の

よ

う

に

平
井
俊
︵
八
雁
︶

｢
あ
な
た
﹂
が
朝
に
晩
に
服
を
脱
ぐ
︑
そ
の
映
像
だ
け
が
何
年
分
も

何
十
年
分
も
繰
り
返
さ
れ
︑
そ
の
映
像
か
ら
桜
の
花
び
ら
が
ど
っ
と
噴

き
出
し
て
く
る
イ
メ
ー
ジ
の
美
し
さ
︒

浴

槽

に

降

り

積

も

る

雪

う

つ

く

し

い

の

は

生

活

を

あ

き

ら

め

た

か

ら

田
村
穂
隆
︵
塔
︶

温
か
い
湯
に
満
た
さ
れ
る
は
ず
の
浴
槽
に
積
も
る
冷
た
い
雪
︒
﹁
生

活
を
あ
き
ら
め
﹂
る
こ
と
の
淋
し
さ
と
︑
そ
の
淋
し
さ
を
突
き
抜
け
た

と
こ
ろ
に
あ
る
す
が
し
さ
︒

多
く
の
人
が
そ
う
だ
と
思
う
の
だ
が
私
も
文
語
作
品
と
口
語
作
品
で

は
受
け
る
印
象
が
か
な
り
違
う
と
感
じ
る
︒
で
は
い
っ
た
い
ど
こ
が
違

う
の
だ
ろ
う
︒
今
回
こ
れ
ら
の
作
品
を
読
み
比
べ
て
み
て
︑
次
の
点
に

差
異
を
感
じ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
︒

ま
ず
︑
私
に
は
文
語
作
品
の
方
が
そ
の
内
容
が
作
者
に
と
っ
て
の
現

実
で
あ
る
と
い
う
感
覚
が
強
く
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
作
者
の
人
生
︑

作
者
の
経
験
︑
作
者
の
見
た
も
の
や
思
っ
た
こ
と
が
直
接
そ
の
歌
に
反

映
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
あ
る
︒
山
下
翔
や
菅
原
百
合
絵

の
作
品
に
あ
る
母
と
の
関
係
や
恋
愛
は
明
ら
か
に
作
者
の
人
生
に
関
わ

る
も
の
だ
ろ
う
し
︑
廣
野
翔
一
の
作
品
に
も
作
者
自
身
の
生
活
の
匂
い

が
感
じ
ら
れ
る
︵
﹁
作
業
員
・
廣
野
翔
一
︑
醜
聞
の
特
に
無
け
れ
ば
赤

だ
し
啜
る
﹂
と
い
う
歌
も
あ
る
︶
︒
ま
た
小
原
奈
実
の
歌
は
い
わ
ゆ
る

﹁
生
活
感
﹂
と
は
遠
い
も
の
だ
が
︑
彼
女
の
作
品
は
作
者
自
身
が
見
た

も
の
を
鮮
や
か
に
切
り
取
っ
た
も
の
の
よ
う
に
読
め
る
︒
つ
ま
り
こ
れ

ら
の
歌
を
読
む
と
き
私
は
歌
の
中
の
﹁
私
﹂
＝
﹁
作
者
﹂
と
い
う
感
覚

で
読
ん
で
い
る
︒

一
方
︑
こ
こ
に
挙
げ
た
口
語
作
品
に
共
通
し
て
い
る
の
は
現
実
的
な

映
像
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
そ
う
で
で
き
ず
︑
読
む
度
に
映
像
が
浮
か
び

か
け
て
は
消
え
る
と
い
う
点
で
あ
る
︒
私
は
作
歌
を
始
め
た
頃
に
笹
井

宏
之
の
﹁
晩
年
の
あ
な
た
に
窓
を
と
り
つ
け
て
日
が
暮
れ
る
ま
で
磨
い

て
い
た
い
﹂
と
い
う
作
品
を
読
ん
で
︑
﹁
あ
な
た
に
窓
を
と
り
つ
け
﹂

る
映
像
が
浮
か
ん
で
は
消
え
る
不
思
議
な
感
覚
に
強
く
惹
か
れ
た
の
だ

が
︑
こ
れ
ら
の
歌
を
読
む
と
き
の
感
触
は
そ
れ
に
近
い
︒

一
首
目
で
は
服
で
は
な
く
﹁
乳
房
を
脱
﹂
ぐ
さ
ま
や
脱
い
だ
後
に
残

る
﹁
硬
貨
﹂
が
︑
と
て
も
美
し
い
が
具
体
的
な
像
を
結
べ
そ
う
で
結
べ

な
い
も
の
と
し
て
私
の
心
の
中
に
明
滅
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
︒
二

首
目
の
﹁
沈
丁
花
﹂
と
﹁
架
空
の
文
字
﹂
︑
三
首
目
の
﹁
何
千
枚
も
服

を
脱
ぐ
﹂
姿
も
同
様
で
あ
る
︒
四
首
目
で
は
浴
槽
に
雪
が
積
も
る
様
子

自
体
は
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
の
だ
が
︑
そ
の
浴
槽
が
置
か
れ
て
い
る
空

間
を
考
え
る
と
映
像
の
焦
点
が
あ
わ
な
く
な
る
︒

こ
れ
ら
の
歌
は
作
者
の
生
活
や
実
感
と
い
う
も
の
か
ら
離
れ
︑
像
を

結
ぶ
こ
と
の
で
き
る
一
般
的
な
想
像
の
世
界
か
ら
も
離
れ
て
︑
よ
り
高

い
と
こ
ろ
に
飛
ぼ
う
と
し
て
い
る
歌
の
よ
う
に
思
え
る
︒

単
純
に
考
え
れ
ば
日
常
生
活
で
使
わ
れ
て
い
る
口
語
こ
そ
が
人
生
や
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経
験
に
結
び
つ
き
そ
う
だ
が
︑
こ
れ
ら
の
歌
か
ら
受
け
る
感
覚
は
そ
の

反
対
に
な
っ
て
い
る
︒
不
思
議
だ
︒
日
常
用
語
で
は
な
い
文
語
を
用
い

る
こ
と
で
日
常
生
活
の
ひ
と
こ
ま
が
詩
的
な
も
の
に
昇
華
さ
れ
や
す
く

な
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
︒
だ
と
し
た
ら
︑
日
常
用
語
で
あ
る

口
語
を
用
い
て
詩
的
な
世
界
を
作
ろ
う
と
す
る
と
よ
り
大
き
な
飛
躍
が

必
要
に
な
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
し
て
そ
の
飛
躍
に

成
功
し
て
い
る
歌
に
私
は
惹
か
れ
て
い
る
ら
し
い
︒

●
話
語
の
歌
と
﹁
私
﹂

さ
て
︑
こ
の
特
集
に
は
一
般
的
な
意
味
で
の
口
語
つ
ま
り
﹁
書
き
言

葉
﹂
と
い
う
よ
り
﹁
話
し
言
葉
﹂
に
近
い
文
体
の
歌
人
も
多
く
い
る
︒

こ
の
よ
う
な
文
体
を
仮
に
﹁
話
語
﹂
と
呼
び
︑
書
き
言
葉
と
し
て
の

﹁
口
語
﹂
と
区
別
し
て
み
る
︒

カ

ー

テ

ン

が

ふ

く

ら

む

二

次

性

徴

み

た

い

あ

願

え

ば

春

は

永

遠

な

の

か

初
谷
む
い

風
に
膨
ら
む
カ
ー
テ
ン
を
見
た
こ
と
か
ら
広
が
る
心
の
高
ま
り
が
独

語
の
よ
う
な
文
体
で
表
現
さ
れ
て
い
る
︒
世
界
が
﹁
私
﹂
の
前
に
瑞
々

し
く
開
か
れ
て
い
く
よ
う
だ
︒

裸

木

で

あ

っ

て

も

そ

れ

は

さ

く

ら

だ

よ

逢

え

ば

お

の

ず

と

繫

い

で

い

る

手

安
田
茜

桜
の
樹
が
冬
で
も
桜
で
あ
る
よ
う
に
二
人
の
関
係
が
い
つ
ま
で
も
変

わ
ら
ず
に
あ
る
こ
と
︒
三
句
目
の
﹁
よ
﹂
は
そ
の
こ
と
を
相
手
に
対
し

て
確
か
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

会

っ

て

い

る

と

き

会

い

た

さ

は

昼

の

月

即

席

の

カ

メ

ラ

で

撮

っ

て

み

る

橋
爪
志
保

上
の
句
で
は
心
情
の
比
喩
に
な
っ
て
い
る
月
を
下
の
句
で
は
現
実
の

も
の
と
し
て
写
真
に
撮
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
り
︑
不
意
に
フ
ラ
ッ
ト

な
現
実
に
戻
さ
れ
る
感
覚
が
新
鮮
だ
︒

で
は
こ
の
よ
う
な
話
語
短
歌
か
ら
私
が
受
け
る
印
象
は
ど
の
よ
う
な

も
の
か
︒

ま
ず
︑
﹁
よ
﹂
﹁
ね
﹂
﹁
の
﹂
と
い
っ
た
終
助
詞
や
﹁
ち
ょ
う
だ
い
な
﹂

﹁
泣
い
て
な
い
す
か
﹂
﹁
愛
な
の
か
な
あ
﹂
と
い
っ
た
話
語
表
現
が
用

い
ら
れ
る
と
き
︑
そ
こ
に
は
文
語
や
口
語
に
は
な
い
瑞
々
し
さ
や
生
々

し
さ
︑
柔
ら
か
さ
や
︑
日
常
生
活
︑
等
身
大
︑
フ
ラ
ッ
ト
︑
と
い
う
印

象
が
生
ま
れ
る
︒
こ
こ
に
挙
げ
た
三
首
は
そ
の
よ
う
な
日
常
を
日
常
の

言
葉
で
表
し
な
が
ら
美
し
さ
や
詩
性
を
生
ん
で
い
る
︒
先
の
口
語
短
歌

と
は
そ
の
点
で
印
象
が
異
な
る
︒

で
は
こ
れ
ら
の
歌
に
お
い
て
作
中
の
﹁
私
﹂
に
﹁
作
者
﹂
は
感
じ
ら

れ
る
か
︒
文
語
や
口
語
よ
り
も
更
に
日
常
の
言
葉
に
近
い
表
現
方
法
で

書
か
れ
て
い
る
方
が
﹁
作
者
﹂
そ
の
も
の
に
近
づ
け
そ
う
だ
が
︑
こ
こ

で
も
実
際
は
そ
う
で
は
な
い
︒
こ
れ
ら
の
歌
の
中
の
﹁
私
﹂
は
作
者
自

身
と
い
う
よ
り
誰
と
で
も
交
換
可
能
な
﹁
私
﹂
︑
誰
で
も
な
い
﹁
私
﹂
︑

あ
る
い
は
架
空
の
﹁
主
人
公
﹂
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
︒
ま
す
ま
す
不

思
議
だ
︒

●
﹁
作
者
﹂
﹁
主
体
﹂
と
﹁
世
代
の
差
﹂

そ
う
い
え
ば
︑
歌
評
に
お
い
て
作
品
中
の
﹁
私
﹂
を
﹁
主
体
﹂
﹁
作

中
主
体
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
が
か
な
り
一
般
化
し
て
き
て
い
る
よ
う
だ
︒

例
え
ば
初
谷
む
い
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
て
﹁
歌
会
で
短
歌
を
個

人
的
な
話
に
持
っ
て
い
く
の
は
マ
ナ
ー
違
反
︒
例
え
ば
︑
﹃
こ
れ
を
作
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っ
た
の
は
女
性
だ
と
思
う
け
ど
﹄
と
評
す
る
の
は
Ｎ
Ｇ
︒
﹃
作
っ
た
人
﹄

と
﹃
主
体
﹄
は
別
で
す
﹂
と
言
い
︑
作
品
を
作
る
と
き
も
読
む
と
き
も

他
者
の
領
域
に
踏
み
込
ま
な
い
姿
勢
を
示
し
て
い
る
が
︵
ウ
ェ
ブ
マ
ガ

ジ
ン
﹁
月
に
吠
え
る
通
信
﹂
二
〇
二
二
年
六
月
二
十
六
日
︶
︑
こ
れ
は

私
が
知
っ
て
い
る
歌
の
作
り
方
や
読
み
方
︑
歌
会
の
あ
り
方
と
は
ず
い

ぶ
ん
違
う
︵
と
言
い
な
が
ら
実
は
私
も
歌
の
中
の
﹁
私
﹂
を
無
条
件
に

﹁
作
者
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
に
は
た
め
ら
い
が
あ
る
︒
一
方
﹁
主
体
﹂
と
い

う
言
葉
は
ど
う
に
も
好
き
に
な
れ
ず
︑
結
局
﹁
歌
の
中
の
﹃
私
﹄
﹂
の

よ
う
な
呼
び
方
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
コ
ス
モ
ス
の
東
京
歌
会
で
な
ら

﹁
こ
の
歌
の
作
者
は
﹂
と
普
通
に
言
え
る
の
だ
が
︶
︒

私
は
こ
の
特
集
に
掲
載
さ
れ
た
多
く
の
歌
に
心
を
惹
か
れ
た
が
︑
私

か
ら
は
か
な
り
遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
で
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
よ
う
な

印
象
を
受
け
る
歌
も
多
か
っ
た
︒
そ
こ
に
は
あ
る
種
の
違
和
感
が
あ
っ

た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
︒
こ
の
違
和
感
は
初
谷
の
発
言
に
見
ら
れ
る
よ

う
な
歌
に
対
す
る
姿
勢
の
違
い
に
よ
る
も
の
の
よ
う
に
も
思
え
る
︒
こ

れ
が
﹁
世
代
の
差
﹂
と
い
う
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
︒

た
だ
し
︑
こ
の
稿
に
挙
げ
た
よ
う
な
心
惹
か
れ
る
歌
を
読
む
と
き
︑

そ
こ
に
違
和
感
や
世
代
の
差
を
感
じ
る
こ
と
は
な
い
︒
逆
に
受
け
入
れ

ら
れ
な
い
よ
う
な
歌
を
読
ん
だ
と
き
︑
心
の
ど
こ
か
に
﹁
若
い
人
の
歌

は
わ
か
ら
な
い
﹂
と
い
う
気
持
ち
が
浮
か
ん
で
い
る
よ
う
に
思
う
︒

﹁
世
代
の
差
﹂
と
い
う
概
念
は
自
分
が
そ
の
歌
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い

時
の
理
由
づ
け
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒

●
歌
集
の
中
の
﹁
私
﹂

ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
が
一
首
独
立
の
も
の
な
の
で
そ

の
一
首
ご
と
の
よ
さ
を
純
粋
に
味
わ
う
と
い
う
読
み
方
に
な
る
が
︑
同

じ
歌
を
歌
集
の
中
で
読
む
と
そ
の
歌
の
印
象
は
か
な
り
異
な
る
も
の
に

な
る
︒
こ
の
こ
と
に
気
づ
い
た
の
は
田
村
穂
隆
の
﹃
湖う

み

と
フ
ァ
ル
セ
ッ

ト
﹄
を
読
ん
だ
と
き
の
こ
と
だ
っ
た
︒
こ
の
歌
集
で
は
︑
家
族
と
の
関

係
や
︑
自
己
の
精
神
と
肉
体
の
齟
齬
に
苦
し
む
作
者
の
姿
が
痛
々
し
く

迫
っ
て
く
る
の
だ
が
︑
そ
の
中
で
前
掲
の
一
首
を
読
む
と
き
︑
﹁
生
活

を
あ
き
ら
め
﹂
る
こ
と
と
そ
の
比
喩
と
し
て
の
﹁
浴
槽
に
降
り
積
も
る

雪
﹂
の
切
な
さ
が
と
て
も
よ
く
わ
か
る
︒

こ
の
特
集
が
出
た
後
︑
こ
こ
で
紹
介
さ
れ
た
歌
人
の
歌
集
が
何
冊
も

出
版
さ
れ
て
い
る
︒
私
は
他
に
山
下
翔
の
﹃
m
e
a
l﹄
︑
鈴
木
加
成
太
の

﹃
う
す
が
み
の
銀
河
﹄
︑
菅
原
百
合
絵
の
﹃
た
ま
し
ひ
の
薄
衣
﹄
を
読

ん
だ
が
い
ず
れ
も
読
み
応
え
が
あ
り
︑
新
し
い
歌
の
世
界
が
開
け
る
思

い
が
し
た
︒
そ
し
て
そ
こ
に
は
交
換
可
能
な
﹁
主
体
﹂
に
と
ど
ま
ら
な

い
﹁
作
者
﹂
の
生
が
息
づ
い
て
い
て
︑
歌
集
を
読
む
こ
と
の
よ
さ
を
改

め
て
知
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

年
齢
の
差
は
あ
っ
て
も
︑
自
己
の
生
と
歌
に
対
し
て
真
摯
に
向
き
合

う
歌
集
は
こ
ち
ら
の
胸
に
響
い
て
く
る
︒
﹁
若
い
人
の
歌
は
わ
か
ら
な

い
﹂
な
ど
と
思
わ
ず
︑
書
店
の
棚
で
歌
集
を
見
か
け
た
ら
﹁
ど
れ
ど

れ
﹂
と
開
い
て
み
る
姿
勢
は
な
く
さ
ず
に
い
た
い
︵
お
金
も
本
棚
の
ス

ペ
ー
ス
も
な
い
の
で
気
軽
に
買
え
な
い
の
が
悩
み
だ
が
︶
︒
若
い
歌
人

の
作
品
を
知
る
だ
け
で
な
く
︑
そ
の
歌
集
を
手
に
取
る
き
っ
か
け
を
作

っ
て
く
れ
た
と
い
う
意
味
で
も
︑
こ
の
特
集
を
読
ん
だ
こ
と
の
意
義
は

私
に
と
っ
て
大
き
か
っ
た
と
言
え
よ
う
︒
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