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『
短
歌
研
究
』
2
0
2
4
年
1
月
号
「
新
春
特
別

企
画　

新
春
自じ

歌か

合あ
わ
せ大
会
」
を
面
白
く
読
ん
だ
。

　

第
1
部
は
馬
場
あ
き
子
と
吉
川
宏
志
の
「
『
歌

論
』
の
真
髄
。
よ
い
歌
と
は
な
に
か
」
と
題
し
た
対

談
で
あ
る
。
「
西
行
・
俊
成
・
定
家
と
現
代
歌
人
が
、

時
代
を
超
え
て
向
き
合
う
大
問
題
」、
「
よ
い
歌
は
ど

ち
ら
か
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
」
の
副
題
ど
お
り
、
中
世

和
歌
の
世
界
を
担
っ
た
歌
人
の
歌
と
そ
の
評
価
に
つ

い
て
、
現
代
短
歌
を
最
先
端
で
リ
ー
ド
す
る
馬
場
あ

き
子
と
吉
川
宏
志
が
再
評
価
し
あ
っ
て
い
る
。

　

歌
は
、
西
行
が
七
十
歳
の
総
決
算
と
し
て
自
ら
の

歌
を
二
首
ず
つ
三
十
六
組
選
び
、
藤
原
俊
成
の
判
の

『
御み

裳も

濯す
そ

河が
わ

歌
合
』
は
伊
勢
神
宮
内
宮
へ
、
藤
原
定

家
の
判
の
『
宮み
や

河が
わ

歌
合
』
は
伊
勢
神
宮
外
宮
へ
奉
納

し
た
。

　

西
行
よ
り
四
歳
年
長
の
俊
成
は
、
「
よ
し
と
は
い

か
な
る
を
い
ひ
、
悪
し
と
は
い
づ
れ
を
定
む
べ
し
と

は
、
我
も
人
も
知
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ざ
る
も
の
也
」

と
言
い
な
が
ら
も
、
そ
の
判
に
真
剣
に
と
り
く
ん
だ
。

ま
た
二
十
代
の
若
き
定
家
も
二
年
が
か
り
で
、
大
権

威
た
る
西
行
の
歌
の
判
を
し
あ
げ
た
。

　

こ
の
俊
成
と
定
家
の
西
行
の
歌
へ
の
そ
れ
ぞ
れ
の

判
の
あ
り
方
も
面
白
い
し
、
こ
れ
ら
の
判
に
対
す
る

馬
場
氏
と
吉
川
氏
の
評
価
も
ま
た
面
白
い
。

　

な
か
で
も
注
目
し
た
の
は
、
俊
成
が
、
西
行
の
代

表
歌
と
も
い
え
る
「
願
は
く
は
花
の
も
と
に
て
春
死

な
む
そ
の
二き
さ

月ら
ぎ

の
望
月
の
こ
ろ
」
を
、
「
来
む
世
に

は
心
の
う
ち
に
あ
ら
は
さ
む
飽
か
で
や
み
ぬ
る
月
の

光
を
」
と
「
持
」（
引
き
分
け
）
に
し
た
こ
と
だ
。

　

馬
場
は
「
百
人
い
た
ら
百
人
が
」、
「
願
は
く
は
」

の
歌
の
方
が
い
い
と
思
う
で
し
ょ
う
。
「
来
む
世
に

は
」
の
ほ
う
は
、
「
こ
ん
な
歌
つ
ま
ら
な
い
よ
ね
。

現
代
短
歌
と
し
て
見
た
ら
」
と
述
べ
、
「
願
は
く

は
」
の
方
を
「
勝
」
と
す
る
と
思
っ
た
ら
「
持
」
な

ん
で
す
よ
ね
、
と
驚
く
。

　

吉
川
は
、
わ
れ
わ
れ
は
西
行
が
歌
の
通
り
に
二
月

に
死
ん
だ
こ
と
を
知
っ
て
い
る
こ
と
も
考
慮
す
べ
き

だ
と
指
摘
し
た
。
そ
し
て
馬
場
は
、
俊
成
と
し
て
は

「
願
は
く
は
」
「
春
死
な
む
」
は
麗
し
く
な
い
上
に
、

「
願
い
が
あ
っ
て
、
す
ぐ
結
論
が
あ
る
の
は
よ
く
な

い
」
と
い
う
の
が
俊
成
の
歌
論
だ
ろ
う
と
語
る
。
こ

れ
を
う
け
て
吉
川
は
、
俊
成
が
「
麗
し
く
は
な
い
と

い
い
つ
つ
も
『
い
み
じ
く
聞
ゆ
る
な
り
』（
す
ば
ら

し
く
聞
こ
え
る
）
」
と
言
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
俊
成

の
バ
ラ
ン
ス
感
覚
の
良
さ
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

第
２
部
で
は
「
現
代
歌
人
『
ペ
ア
自
歌
合
』
豪
華

八
組
競
選
・
判
」
と
題
し
、
馬
場
と
吉
川
は
じ
め
、

八
組
十
六
名
の
現
代
歌
人
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
同

じ
テ
ー
マ
の
自
歌
を
二
首
提
出
し
、
相
手
の
判
を
し

あ
っ
た
。
小
島
ゆ
か
り
は
北
山
あ
さ
ひ
と
の
ペ
ア
で
、

「
か
た
つ
む
り
の
歌
」
二
首
の
判
を
受
け
た
。

か
た
つ
む
り
の
殻
右
巻
き
に
右
巻
き
に
わ
た
し

は
ね
む
く
な
る
ゐ
な
く
な
る

 

（
『
獅
子
座
流
星
群
』
収
録
）

雨
の
日
は
雨
の
に
ほ
ひ
の　

風
の
日
は
風
の
に

ほ
ひ
の　

聖
か
た
つ
む
り

 

（
『
雪
麻
呂
』
収
録
）

　

北
川
は
二
首
目
を
勝
ち
と
し
た
。
一
首
目
に
は
作

者
と
か
た
つ
む
り
が
一
体
と
な
っ
て
い
く
感
じ
が
あ

っ
て
私
は
好
き
な
の
だ
が
、
北
川
は
「
『
聖
か
た
つ

む
り
』
に
こ
そ
真
似
で
き
な
い
熟
練
の
技
が
あ
る
」

と
し
た
。
評
価
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
の
ア
プ

ロ
ー
チ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
勉
強
に
な
っ
た
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
、
歌
を
読
み
、
か
つ
詠
む
こ
と

は
、
そ
の
歌
人
の
歌
論
の
実
践
で
あ
り
、
自
ら
の
歌

論
を
磨
く
研
鑽
の
場
で
も
あ
る
。
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る

歌
人
の
上
に
君
臨
す
る
絶
対
的
な
歌
論
は
な
く
、
時

代
に
よ
り
、
個
性
に
よ
り
違
っ
た
歌
論
が
あ
る
。
そ

の
こ
と
を
目
の
あ
た
り
に
す
る
特
集
で
あ
っ
た
。

自
歌
合�

水
辺
あ
お

展
望


