
　
　
　

は
じ
め
に

最
近
、
短
歌
総
合
誌
を
は
じ
め
短
歌
関
係
の
新
聞
や
結
社
誌
な
ど
に
お
い

て
、「
女
歌
」
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
し
た
企
画
、
論
考
な
ど
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ

な
く
な
っ
て
い
る
。
代
表
的
な
総
合
誌
で
は
、
二
〇
〇
四
年
（
平
16
）
の
『
短

歌
』（
角
川
学
芸
出
版
）
九
月
号
で
の
特
集
「
女
性
歌
人
の
時
代
」
以
来
で
あ
ろ

う
と
思
う
。
こ
の
状
態
を
見
る
と
、
現
代
短
歌
や
歌
人
に
と
っ
て
「
女
歌
」
の

問
題
は
、
短
歌
史
に
お
け
る
一
用
語
と
し
て
記
憶
さ
れ
つ
つ
あ
る
存
在
に
過
ぎ

な
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
印
象
を
受
け
が
ち
だ
。
と
こ
ろ
が
、
本
年
（
二
〇

一
〇
）
同
誌
二
月
号
で
は
「
女
歌
の
現い

在ま　

変
わ
り
ゆ
く
女
の
生
き
様
と
歌
」
と

題
し
て
、
特
集
を
組
ん
で
い
る
の
を
目
に
し
た
。
六
年
ぶ
り
の
こ
と
で
あ
る
。

な
か
に
し
よ
う
こ
：
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し
か
し
、
採
り
あ
げ
ら
れ
た
女
性
歌
人
の
作
品
や
男
性
歌
人
に
よ
る
各
解

説
・
批
評
を
見
る
限
り
、
い
わ
ゆ
る
「
女
歌
」
に
即
し
て
の
み
の
そ
れ
で
は
な

い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
た
。「
女
歌
」
は
各
時
代
や
社
会
の
変
遷
を
反
映
し
て
、

そ
の
と
ら
え
方
、
理
解
の
さ
れ
方
も
変
化
し
て
当
然
で
あ
ろ
う
。
男
女
を
問
わ

ず
そ
の
生
き
方
も
め
ざ
ま
し
く
多
様
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
折
し
も
、
本
年

八
月
河
野
裕
子
が
他
界
し
た
。
長
年
女
性
歌
人
の
中
心
的
な
立
場
に
あ
っ
て
、

不
断
の
活
動
を
続
け
て
き
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。「
女
歌
」
と
い
う

時
、
そ
の
初
期
に
お
い
て
上
の
世
代
と
の
座
談
会
で
「
身
ご
も
る
こ
と
は
死
も

孕
む
こ
と
だ
」
と
発
言
し
、
話
題
を
呼
ん
だ
こ
と
が
記
憶
に
新
し
い（
１
）。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
本
稿
で
は
、
現
代
短
歌
に
お
い
て
「
女
歌
」
が
ど
の
よ
う
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に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
か
を
、
近
年
の
諸
論
を
ふ
り
返
り
つ
つ
問
い
直
し
、
現

代
短
歌
で
い
う
「
女
歌
」
と
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
、
ど

の
よ
う
な
方
向
に
向
か
お
う
と
し
て
い
る
の
か
、
な
ど
を
探
っ
て
み
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

一

先
ず
、
前
掲
『
短
歌
』（
二
〇
一
〇
・
二
）
の
特
集
「
女
歌
の
現
在
」
に
つ
い

て
検
討
し
て
お
き
た
い
。
特
集
の
内
容
は
、
花
山
多
佳
子
、
今
野
寿
美
、
栗
木

京
子
、
小
島
ゆ
か
り
、
米
川
千
嘉
子
、
俵
万
智
、
梅
内
美
華
子
、
駒
田
晶
子
、

澤
村
斉
美
ら
女
性
歌
人
九
名
に
つ
い
て
の
「
〇
〇
の
今
」
と
題
す
る
男
性
歌
人

に
よ
る
三
頁
ほ
ど
の
各
小
論
と
、
そ
れ
に
続
く
男
性
歌
人
三
名
に
よ
る
座
談
会

か
ら
な
る
。
こ
れ
に
当
て
た
分
量
は
52
頁
か
ら
99
頁
ま
で
の
47
頁
分
で
あ
る
。

特
集
に
際
し
て
、
右
の
女
性
歌
人
九
名
を
何
を
基
準
に
選
ん
だ
か
、
特
に
「
女

歌
」
と
ど
う
関
わ
る
の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
現
歌
壇
や
各
結
社
で
活
躍
中

の
歌
人
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
歌
人
を
批
評
す
る
の
が
男

性
歌
人
に
限
ら
れ
て
い
る
の
に
も
疑
問
を
持
つ
。

加
え
て
そ
の
各
小
論
を
見
る
と
、
特
集
に
掲
げ
る
テ
ー
マ
に
忠
実
に
対
応
し

て
述
べ
ら
れ
た
も
の
が
非
常
に
少
な
い
点
に
気
付
く
。
わ
ず
か
に
荻
原
裕
孝
の

「
歪
み
と
し
て
の
自
然
体
─
澤
村
斉
美
小
論
」
の
一
文
の
み
で
あ
り
、
こ
れ
以
外

は
単
な
る
女
性
歌
人
の
近
作
に
つ
い
て
述
べ
た
小
論
、
と
い
う
お
も
む
き
で
あ

る
。「
女
歌
」
を
ど
う
と
ら
え
、
自
分
が
論
じ
よ
う
と
す
る
女
性
歌
人
に
対
し
て

ど
の
よ
う
な
「
女
歌
」
を
見
て
い
る
の
か
が
、
一
向
に
伝
わ
っ
て
来
な
い
印
象

を
ま
ぬ
か
れ
な
い
の
で
あ
る
。

荻
原
に
よ
る
と
、
一
九
八
三
年
、
阿
木
津
英
、
河
野
裕
子
、
永
井
陽
子
、
道

浦
母
都
子
ら
当
時
三
十
代
の
女
性
歌
人
に
よ
っ
て
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム（
２
）以

来
、「
女
性
で
あ
る
こ
と
を
、
あ
る
い
は
、
女
性
的
な
要
素
を
、
自
覚
的
に
モ
チ

ー
フ
に
組
み
こ
ん
だ
作
品
」
が
歌
壇
で
も
大
き
な
議
論
を
呼
ん
だ
と
し
て
、
先

ず
そ
の
近
い
過
去
で
あ
る
一
九
八
〇
年
代
の
「
女
歌
」
ブ
ー
ム
を
ふ
り
返
る
と

こ
ろ
か
ら
書
き
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
女
歌
」
が
そ
の
時
代
を
語
る
た
め
の

キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
り
得
た
理
由
と
し
て
、
男
性
中
心
の
社
会
や
世
界
観
、
人
間

像
が
時
代
の
中
で
疲
弊
し
て
、
さ
ほ
ど
魅
力
の
あ
る
も
の
を
生
み
出
せ
な
い
状

況
が
背
景
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
規
定
す
る
。

そ
う
し
た
明
確
な
「
女
歌
」
観
の
も
と
に
、
澤
村
斉
美
作
品
の
中
に
「
女
歌
」

の
系
譜
を
見
よ
う
と
し
て
選
ん
だ
の
が
次
の
二
首
で
あ
る
。

　

ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
凋
落
の
章
の
読
み
易
く
髪
の
奥
ま
で
ゆ
ふ
や
み
が
く
る

　

性
別
の
気
配
を
消
し
て
接
す
れ
ば
ぎ
く
し
や
く
と
人
は
離
れ
て
ゆ
け
り

荻
原
は
こ
こ
で
「
髪
の
奥
」
や
「
性
別
の
気
配
」
な
ど
の
言
葉
に
注
目
し
、

女
性
で
あ
る
位
置
か
ら
の
発
想
、
あ
る
い
は
女
性
的
属
性
を
指
摘
し
て
お
り
、

ま
た
、「
柔
ら
か
な
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
」
に
つ
な
が
る
も
の
と
も
い
う
。
し
か
し
、

澤
村
の
作
品
に
八
〇
年
代
か
ら
の
「
女
歌
」
の
系
譜
に
つ
な
が
る
作
品
が
少
な

い
こ
と
、「
女
性
」
に
自
覚
的
で
あ
る
よ
り
も
、
女
性
と
し
て
の
自
然
体
を
選
択

し
て
い
る
と
と
ら
え
て
い
る
こ
と
な
ど
、
現
在
の
「
女
歌
」
を
考
え
る
に
当
た

っ
て
多
く
示
唆
的
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

右
は
、
必
ず
し
も
真
正
面
か
ら
「
女
歌
」
の
系
譜
の
中
で
と
ら
え
よ
う
と
し

た
も
の
で
は
な
い
が
、
今
野
寿
美
を
論
じ
た
真
中
朋
久
の
「
馬
の
歌
」
に
、
次

の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
こ
と
も
加
え
て
お
き
た
い
。
同
論
は
、
今
野
が
古
典
の
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教
養
に
裏
打
ち
さ
れ
た
、
姿
の
美
し
い
作
品
と
い
う
、
従
来
の
歌
風
か
ら
一
歩

を
踏
み
出
そ
う
と
し
て
い
る
作
品
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
い
ま
ど
き
「
女
流
」
を
冠
す
る
の
は
古
風
に
過
ぎ
る
が
、
今
野
に
関
し
て

は
違
和
感
は
な
い
と
し
、
そ
れ
は
釋
迢
空
の
言
う
「
女
歌
」
に
も
通
じ
、
写
実

に
対
す
る
象
徴
、
漢
語
脈
に
対
す
る
和
語
、
社
会
に
対
す
る
内
面
と
い
う
よ
う

に
も
言
え
る
云
々
、
と
述
べ
た
箇
所
で
あ
る
。
今
野
の
従
来
の
作
品
を
総
括
し

た
形
で
、
い
わ
ゆ
る
折
口
（
迢
空
）
の
「
女
歌
」
の
系
譜
の
上
に
見
よ
う
と
し

た
点
に
注
目
し
た
い
。

他
で
は
、「
女
歌
」
と
い
う
語
こ
そ
用
い
て
は
い
な
い
が
、
梅
内
美
華
子
を
論

じ
た
山
田
富
士
郎
の
「
偶
然
を
必
然
に
」
が
、
今
後
の
「
女
歌
」
の
方
向
を
考

え
よ
う
と
す
る
時
、
大
い
に
示
唆
的
な
内
容
だ
と
思
わ
れ
た
。
ま
た
、「
女
流
」

と
い
う
言
葉
に
関
し
て
、「
男
流
」
と
い
う
対
に
な
る
べ
き
言
葉
は
な
い
か
ら
、

最
初
か
ら
男
の
視
線
の
貼
り
つ
い
た
言
葉
で
あ
り
、
廃
れ
つ
つ
あ
る
の
も
そ
の

せ
い
だ
、
と
い
う
箇
所
も
加
え
て
お
こ
う
。

こ
の
よ
う
に
「
女
歌
」
の
系
譜
、
そ
の
時
代
の
流
れ
の
中
で
「
女
歌
」
を
理

解
し
、
各
歌
人
を
選
ん
で
論
じ
た
も
の
は
き
わ
め
て
少
な
い
。「
女
流
」、「
女
性

歌
人
」
と
い
う
呼
び
方
の
不
明
確
さ
も
含
め
て
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
に
、
現
代

に
お
い
て
「
女
歌
」
を
ど
う
と
ら
え
る
の
か
が
容
易
で
は
な
い
こ
と
を
、
こ
れ

ら
の
小
論
は
物
語
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
の
だ
ろ
う
。

　
　
　

二

で
は
、
同
誌
の
座
談
会
「
女
流
歌
人
は
ど
う
変
化
し
た
か
」
で
は
「
女
歌
」、

あ
る
い
は
女
性
の
歌
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
出
席
者
は
小

高
賢
、
大
島
史
洋
、
吉
川
宏
志
の
三
名
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ぞ
れ
が
持
ち

寄
っ
た
例
歌
を
中
心
に
、
女
流
中
心
の
時
代
と
も
い
う
べ
き
中
に
あ
っ
て
、
環

境
や
社
会
の
変
化
も
含
め
、
女
流
の
短
歌
は
ど
う
な
っ
て
ゆ
く
の
か
が
話
し
合

わ
れ
て
い
る
。
掲
げ
る
例
歌
は
馬
場
あ
き
子
、
雨
宮
雅
子
を
は
じ
め
二
十
首
十

七
人
分
（
河
野
裕
子
、
小
島
ゆ
か
り
、
野
口
あ
や
子
各
二
首
）、
前
出
の
九
人
の

内
、
梅
内
と
澤
村
を
除
く
七
人
を
こ
こ
に
含
む
。
そ
れ
ぞ
れ
の
発
言
の
中
で
、

注
目
し
た
幾
つ
か
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

先
ず
、
大
島
の
「
男
の
鑑
賞
眼
で
男
の
歌
を
読
ん
で
き
た
と
同
様
、
女
性
の

歌
も
男
の
組
み
立
て
て
き
た
鑑
賞
眼
で
読
ん
で
き
た
」
と
い
う
ふ
り
返
り
が
あ

る
。
こ
れ
は
、
葛
原
妙
子
を
論
じ
た
川
野
里
子
著
『
幻
想
の
重
量
』（
二
〇
〇
九
・

六　

本
阿
弥
書
店
）
に
つ
い
て
、
そ
の
中
心
を
な
す
の
は
「
今
ま
で
女
性
の
歌
を

男
性
が
評
価
し
て
き
た
が
、
そ
の
男
性
の
読
み
に
は
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
問
題
意
識
だ
、
と
い
う
吉
川
の
発
言
を
受
け
た
も

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
識
は
近
年
、
女
性
側
か
ら
す
で
に
生
ま
れ
て
い
る
の

だ
が
、
男
性
に
限
る
こ
と
な
く
女
性
の
参
加
も
こ
こ
に
あ
れ
ば
、
も
っ
と
膨
ら

み
の
あ
る
座
談
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
。

ま
た
、
駒
田
晶
子
作
「
わ
れ
の
中
に
人
ひ
と
り
い
る
ぐ
で
ん
ぐ
で
ん
に
な
る

ま
で
飲
め
ぬ
春
さ
び
し
か
り
『
銀
河
の
水
』」
に
つ
い
て
、
小
高
は
こ
う
述
べ
る
。

今
ま
で
女
性
に
と
っ
て
大
き
な
圧
力
と
し
て
存
在
し
た
結
婚
、
出
産
な
ど
の
有

無
、
ま
た
、
馬
場
あ
き
子
世
代
が
奮
闘
し
て
い
た
対
男
性
、
対
社
会
と
い
う
力

学
、
な
ど
か
ら
自
由
に
な
っ
た
。
多
岐
な
選
択
が
可
能
に
な
っ
た
。
し
か
し
、

駒
田
作
品
に
は
そ
の
ラ
イ
フ
ス
ト
ー
リ
ー
が
逆
に
出
て
い
て
新
鮮
だ
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
時
代
、
社
会
的
環
境
の
変
化
が
女
性
の
歌
に
反
映
さ
れ
た
一
例
と
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し
て
と
ら
え
た
、
女
性
作
品
の
見
方
で
あ
ろ
う
。

大
島
発
言
で
は
、
究
極
の
と
こ
ろ
、
女
流
、
男
流
の
区
別
は
特
に
な
い
と
し
、

馬
場
あ
き
子
作
「
い
さ
ぎ
よ
き
断
念
と
卑
怯
な
る
断
念
と
わ
れ
は
い
づ
れ
の
が

は
に
あ
り
し
か
『
太
鼓
の
空
間
』（
他
一
首
）」
に
対
し
て
、
男
女
を
越
え
て
し
ま

っ
た
よ
う
な
感
じ
だ
と
言
う
。
ま
た
、
河
野
裕
子
作
「
菜
の
花
の
あ
か
る
い
真

昼　

耳
の
奥
の
鼓
室
で
誰
か
が　

ぽ
、
ぽ
、
ぽ
ん
ぽ
ん
『
母
系
』（
他
一
首
）」
に

つ
い
て
、「
母
親
と
か
女
流
と
か
で
は
な
く
て
、
自
然
の
中
に
溶
け
込
ん
だ
奔
放

な
歌
を
河
野
裕
子
は
歌
っ
て
い
く
だ
ろ
う
」
と
、
そ
の
性
差
の
枠
を
越
え
た
歌

を
女
性
に
見
よ
う
と
し
て
い
る
。

女
性
歌
人
の
作
品
に
つ
い
て
の
三
人
の
発
言
は
恋
愛
、
結
婚
、
日
常
、
妻
、

母
、
出
産
、
子
、
社
会
、
介
護
、
仕
事
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
が
、
右
で
は
本
稿

を
進
め
て
い
く
上
で
、
特
に
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
部
分
を
紹
介

し
た
。
こ
の
内
前
二
つ
の
大
島
、
小
高
発
言
は
、
男
性
の
鑑
賞
眼
に
よ
っ
て
女

性
作
品
が
読
ま
れ
て
き
た
こ
と
、
時
代
や
社
会
環
境
の
変
化
に
よ
る
女
性
作
品

へ
の
多
面
的
な
影
響
な
ど
、
女
性
は
無
論
、
男
女
を
問
わ
ず
実
作
者
が
直
面
し
、

認
識
を
深
め
つ
つ
あ
る
事
柄
だ
ろ
う
と
思
う
。
ま
た
、
三
つ
目
の
大
島
発
言
は

今
後
の
女
性
作
品
の
方
向
づ
け
と
し
て
注
目
し
た
意
見
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
後
述
す
る
。

次
い
で
、同
座
談
に
お
け
る
「
女
歌
」に
つ
い
て
の
部
分
を
抄
出
し
て
お
き
た
い
。

今
野
寿
美
作
「
柚
子
な
な
つ
賜
は
り
ひ
と
つ
身
に
を
さ
め
六
つ
は
夜
に
身
を

か
を
ら
す
る
『
か
へ
り
水
』」
を
示
し
て
、「
何
で
も
な
い
こ
と
を
実
に
優
美
に

歌
っ
て
い
る
、
こ
れ
は
女
歌
の
文
体
だ
、
男
で
は
な
か
な
か
作
れ
な
い
」
と
い

い
、
さ
ら
に
、
安
永
蕗
子
作
「
鳴
く
声
を
聞
か
ず
聞
か
せ
ぬ
青
さ
ぎ
の
飛
ぶ
全

身
が
我
が
上
を
ゆ
く
『
天
窓
』」
を
「
伝
統
を
踏
ま
え
た
よ
う
な
女
性
の
文
体
っ

て
、
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
ん
で
す
。
王
朝
和
歌
に
通
じ
る
よ
う
な
。」
と
い
う

吉
川
の
発
言
が
あ
る
。
た
だ
し
、
吉
川
は
「
女
歌
」
を
「
じ
ょ
か
」
と
呼
ぶ（
３
）。

ま
た
、（
言
葉
に
男
女
差
が
あ
る
の
か
、
な
い
の
か
と
い
う
問
題
を
受
け
て
）

「
僕
は
あ
る
と
思
う
。
河
野
愛
子
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
非
常
に
微
妙
な
心
理

主
義
的
な
心
の
揺
ら
ぎ
み
た
い
な
も
の
を
比
喩
や
微
妙
な
言
葉
遣
い
で
表
し
て

い
く
。
そ
う
い
う
方
法
、
言
葉
遣
い
」
と
い
う
大
島
の
発
言
も
、「
女
歌
」
と
い

う
言
葉
と
し
て
は
扱
っ
て
い
な
い
が
、
注
目
し
た
い
部
分
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、「
女
歌
の
現
在
」
と
題
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
評

者
や
発
言
者
に
よ
っ
て
そ
の
と
ら
え
方
や
意
識
に
は
そ
れ
ぞ
れ
差
が
見
ら
れ
る

こ
と
が
あ
ら
た
め
て
理
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
文
体
や
方
法
、
立
場
を
含
め
て
「
女

歌
」
と
い
う
も
の
が
い
か
に
少
数
派
で
あ
る
か
も
よ
く
知
り
得
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

三

次
に
、「
女
歌
」
は
今
ま
で
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
近

年
の
主
な
「
女
歌
」
論
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

「
女
歌
」
と
い
う
言
葉
は
、
周
知
の
よ
う
に
折
口
信
夫
（
釋
迢
空
）
に
よ
っ
て

考
え
ら
れ
た
歌
論
の
用
語
で
あ
る
。
そ
の
歌
論
は
古
代
よ
り
近
現
代
に
わ
た
る

も
の
で
あ
り
、
折
口
の
文
学
研
究
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
テ
ー
マ
の
一

つ
で
あ
る
。
特
に
現
在
に
つ
な
が
る
論
と
し
て
は
、
戦
後
発
表
さ
れ
た
『
女
流

短
歌
史
』、『
女
流
の
歌
を
閉
塞
し
た
も
の
』、『
女
人
短
歌
序
説
』
な
ど
の
一
連

に
見
ら
れ
る（
４
）。

こ
れ
ら
の
根
幹
を
な
す
主
張
の
概
ね
は
、
古
来
女
の
歌
に
は
男

の
歌
と
違
う
特
徴
が
あ
っ
た
こ
と
、
歌
垣
の
場
に
お
け
る
掛
け
合
い
に
発
す
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る
、
男
の
歌
に
対
抗
し
て
の
相
手
を
か
ら
か
っ
た
り
、
突
っ
ぱ
ね
た
り
、
じ
ら

し
た
り
な
ど
の
態
度
や
強
い
調
子
を
持
っ
て
い
た
こ
と
、
従
っ
て
、
女
の
歌
は

男
の
歌
に
追
従
す
る
も
の
で
は
な
く
、
対
等
の
関
係
を
持
ち
、
同
格
と
し
て
認

め
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
し
か
し
、
機
知
や
誇
張
表
現
な
ど
の
技
巧
は
洗
練
さ
れ

る
も
の
の
、
男
の
歌
に
寄
り
か
か
っ
て
歌
う
た
め
独
立
性
に
欠
け
、
男
が
文
学

意
識
を
獲
得
す
る
の
に
比
べ
て
そ
れ
が
遅
れ
て
い
た
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
そ

の
上
で
、
各
時
代
に
お
け
る
代
表
的
な
女
性
歌
人
の
歌
を
例
に
掲
げ
な
が
ら
、

「
女
歌
」
の
特
徴
と
変
遷
を
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
こ
う
し
た
場
合
必
ず
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
が
、
賀
茂
真
淵
の

「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
に
対
す
る
「
た
を
や
め
ぶ
り
」
の
よ
う
な
女
ら
し
さ
や
弱
々

し
さ
、
女
々
し
さ
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
折
口
の
い
う
「
女

歌
」
は
け
し
て
固
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
内
容
は
時
代
に
よ
り
流
動
的

に
変
化
し
て
い
く
。
ま
た
、
そ
の
視
点
は
常
に
作
者
の
社
会
的
位
置
や
習
慣
に

置
か
れ
て
い
た
こ
と
も
加
え
て
お
こ
う
。
と
り
わ
け
、
戦
後
の
「
女
歌
」
論
に

あ
っ
て
は
、
女
性
の
歌
の
興
隆
を
切
望
し
た
と
こ
ろ
に
そ
の
主
眼
が
あ
っ
た
こ

と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　

 

ア
ラ
ラ
ギ
第
一
の
し
く
じ
り

0

0

0

0

は
女
の
歌
を
殺
し
て
了
つ
た
。

─
女
歌
の

伝
統
を
放
逐
し
て
し
ま
つ
た
や
う
に
見
え
る
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
特
殊

な
人
で
な
い
限
り
、
女
性
が
ア
ラ
ラ
ギ
風
を
賛
美
す
る
と
い
ふ
の
は
、
こ

れ
だ
け
は
大
き
な
間
違
ひ
で
せ
う
。
ア
ラ
ラ
ギ
的
に
新
し
い
女
性
歌
が
建

設
さ
れ
な
い
限
り
は
。 

（『
女
流
の
歌
を
閉
塞
し
た
も
の
』）

右
は
、「
明
星
」
の
歌
人
・
山
川
登
美
子
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
、
し
ば
し

ば
引
用
さ
れ
る
有
名
な
箇
所
で
あ
る
。
ま
た
次
に
掲
げ
る
の
も
同
様
で
、
与
謝

野
晶
子
を
述
べ
た
後
に
つ
づ
く
文
章
で
あ
る
。

　

 

女
性
の
歌
が
必
し
も
、
さ
う
し
た
傾
向
を
占
有
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
は

出
来
ぬ
が
、
ろ
ま
ん
ち
つ
く
で
あ
り
、
せ
ん
ち
め
ん
た
る
で
あ
る
と
い
ふ

こ
と
が
、
女
流
文
学
の
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
こ
と
は
、
日
本
の
短
歌
文
学

で
は
事
実
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
短
歌
の
質
に
、
さ
う
し
た
立
場
を
持
た
ぬ

も
の
が
有
力
に
な
つ
て
来
る
と
、
女
性
の
短
歌
文
学
は
衰
へ
て
来
る
わ
け

で
あ
る
。 

（『
女
流
短
歌
史
』）

こ
の
よ
う
に
晶
子
、
登
美
子
以
後
の
女
性
短
歌
が
ア
ラ
ラ
ギ
の
現
実
主
義
に

押
さ
れ
、
衰
退
の
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
嘆
く
と
共
に
、「
女
人
短
歌
序
説
」「
所

謂
『
未
亡
人
短
歌
』
の
含
む
暗
示
」
な
ど
の
一
連
を
含
め
て（
５
）、
そ
の
復
活
を
期

待
し
激
励
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
折
口
の
「
女
歌
」
論
に
つ
い
て
、

馬
場
あ
き
子
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
折
口
の
「
ろ
ま
ん
ち
つ
く
で
あ
り
、
せ

ん
ち
め
ん
た
る
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、

　

 

か
え
っ
て
迢
空
が
心
に
描
い
て
い
た
「
女
歌
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
「
ろ
ま
ん

ち
つ
く
」
と
か
「
せ
ん
ち
め
ん
た
る
」
と
い
う
言
葉
に
膠
着
さ
せ
る
結
果

を
生
ん
だ
と
も
い
え
る
。（
略
）
迢
空
の
心
に
は
近
代
を
通
し
て
「
た
お
や

め
ぶ
り
」
の
衰
退
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を
歎
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

（『
女
歌
の
系
譜
』
ま
え
が
き（
６
））

と
し
、『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
に
見
る
紀
貫
之
の
小
町
評
「
つ
よ
か
ら
ぬ

は
、
女
の
歌
な
れ
ば
な
る
べ
し
」
を
そ
の
源
と
し
て
、

　

 
女
の
う
た
い
方
の
婉
曲
性
は
、
相
手
へ
の
い
た
わ
り
の
心
や
、
控
え
目
な

立
場
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
こ
に
は
、
言
葉
の
あ
や
の

深
さ
や
、
直
接
で
な
い
も
の
言
い
の
面
白
さ
が
生
ま
れ
、
そ
れ
が
「
優
に
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や
さ
し
い
」
と
い
う
評
価
や
、「
艶え
ん

」
と
い
う
厚
み
の
あ
る
美
を
生
み
出
し

た
も
の
で
あ
る
。 

（
同
右
）

こ
こ
に
い
う
、「
女
歌
」
へ
の
理
解
の
し
方
と
馬
場
自
身
が
導
い
た
意
見
は
、

す
で
に
「
女
歌
の
ゆ
く
え
」（「
短
歌
」
一
九
七
一
・
三
月
号
）
に
お
い
て
示
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
上
田
三
四
二
の
昭
和
三
十
年
代
（
一
九
六
〇
〜
）
の
女

流
歌
人
の
興
隆
に
つ
い
て
と
ら
え
た
「
生
理
や
感
性
に
基
礎
を
置
く
〝
女
歌
＂」

や
、
菱
川
善
夫
の
「
性
に
よ
っ
て
日
常
性
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
作
品
形
成
」

な
ど
を
踏
ま
え
、
検
討
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
折
口
の
論
旨
を
今

日
（
筆
者
注 

昭
和
三
十
年
代
）
も
な
お
主
張
さ
れ
得
て
い
る
と
認
め
た
上
で
、

「
こ
こ
に
嘱
望
さ
れ
た
〈
艶
〉
の
伝
統
の
継
承
は
、
非
ア
ラ
ラ
ギ
的
一
面
を
指
摘

し
た
も
の
と
し
て
、
女
流
の
み
に
望
み
を
托
さ
れ
た
も
の
と
は
考
え
な
い
」
と

い
い
、
ま
た
「
女
歌
を
、
多
く
の
対
置
す
べ
き
男
歌
と
別
個
に
系
譜
づ
け
る
こ

と
に
意
味
を
み
と
め
な
い
」
と
も
主
張
し
て
い
る（
７
）。

「『
艶え
ん

』
と
い
う
厚
み
の
あ
る
美
」「〈
艶
〉
の
伝
統
」
は
折
口
の
「
ろ
ま
ん
ち

つ
く
」
で
あ
り
「
せ
ん
ち
め
ん
た
る
」
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
、
馬
場
が
打
ち

出
し
た
「
女
歌
」
の
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
、
女
流
の
み
に
望
み
を
托
し
た
り
、

男
歌
と
別
個
に
系
譜
づ
け
た
り
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
な
ど
、
い
く
つ
か
相
違

点
が
見
ら
れ
る
。
も
う
一
つ
、「
和
歌
が
最
も
和
歌
ら
し
い
要
素
と
し
て
も
っ
て

い
た
文
体
の
一
つ
で
あ
る
」（
先
掲
『
女
歌
の
ゆ
く
え
』）
と
い
う
よ
う
に
、
文

体
の
一
つ
で
あ
る
と
と
ら
え
た
点
も
馬
場
の
「
女
歌
」
論
を
見
る
上
で
見
逃
せ

な
い
。

前
後
す
る
が
、「
女
歌
」
に
つ
い
て
島
津
忠
夫
は
次
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い

る
。
一
九
八
三
年
五
月
（
昭
58
）
に
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
「
女

歌
」
論
議
に
、
各
パ
ネ
ラ
ー
の
見
解
が
明
確
で
な
か
っ
た
こ
と
を
発
端
と
し
た

も
の
で
、「『
女
歌
』
と
い
う
こ
と
は
文
学
史
の
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
を
ふ
ま
え

た
上
で
の
短
歌
の
革
新
の
提
言
で
あ
っ
た
」
と
し
て
、

　

 

迢
空
は
け
っ
し
て
現
実
の
女
流
の
歌
を
問
題
と
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
長

く
歌
壇
を
支
配
し
た
ア
ラ
ラ
ギ
リ
ア
リ
ズ
ム
に
対
し
て
、
短
歌
の
革
新
を

『
女
歌
』
と
い
う
提
言
に
よ
っ
て
期
待
し
た
の
で
あ
っ
た
。

（「
い
ま
女
歌
を
論
ず
る
な
ら
ば
」『
女
歌
の
論
』
所
収（
８
））

と
と
ら
え
て
い
る
。「
女
歌
」
を
文
学
史
の
問
題
、
ア
ラ
ラ
ギ
の
現
実
主
義
に

対
抗
す
る
短
歌
の
革
新
と
し
て
の
理
解
は
、
さ
し
て
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ

ろ
う
が
、「
現
実
の
女
流
の
歌
を
問
題
と
し
て
い
な
い
」
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残

る
。「
女
人
短
歌
序
説
」
で
は
、
実
際
に
同
時
代
の
女
性
歌
人
た
ち
─
「
女
人
短

歌
」
に
集
ま
っ
た
五
島
美
代
子
、
生
方
た
つ
ゑ
、
長
澤
美
津
ら
六
人
の
作
品
評

を
し
て
お
り
、「
女
歌
」
の
方
向
を
も
示
唆
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

折
口
の
「
女
歌
」
論
に
つ
い
て
そ
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
を
再
確
認
し
、
そ
れ

が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
、
展
開
さ
れ
て
き
た
か
、
そ
の
主
な
論
を
右
の
よ
う

に
見
て
き
た
。

　
　
　

四

で
は
、
前
章
で
提
示
し
た
折
口
の
「
女
歌
」
に
つ
い
て
の
理
解
や
展
開
に
つ

い
て
、
最
近
で
は
ど
の
よ
う
に
受
け
と
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
馬
場
と
島
津
の

見
方
に
対
し
、
阿
木
津
英
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
阿
木
津
は
折
口
の
「
女
歌
」

論
を
ヴ
ァ
ナ
キ
ュ
ラ
ー
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
と
し
て
考
え
る
歌
人
で
あ
る（
９
）。

　

 〝
迢
空
の
〈
女
歌
〉
待
望
論
は
「
現
実
の
女
流
の
歌
を
問
題
と
は
し
」
た
も
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の
で
は
な
い
＂〝〈
女
歌
〉
と
は
女
が
作
る
歌
と
い
う
意
味
で
は
な
く
方
法

論
や
文
体
・
手
法
上
の
問
題
だ
＂（
略
）
し
か
し
、
虚
心
に
そ
の
女
歌
論
の

総
体
に
に
向
き
合
う
と
き
、
折
口
は
た
ん
に
方
法
論
や
文
体
・
手
法
上
の

問
題
と
し
て
取
り
扱
っ
た
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
歴
然
と
し
て
い
る
。

（『
折
口
信
夫
の
女
歌
論
』
第
一
章）

（（
（

）

既
に
示
し
た
よ
う
に
、
各
〝　

＂
印
の
内
前
者
は
島
津
、
後
者
は
馬
場
の
と

ら
え
方
で
あ
る
が
、「
し
か
し
」
以
下
で
阿
木
津
は
こ
の
二
つ
を
否
定
し
て
い

る
。
ま
た
、「
た
を
や
め
ぶ
り
」
に
つ
い
て
、
賀
茂
真
淵
が
歌
の
理
想
と
し
た
万

葉
集
の
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
と
対
抗
す
る
と
い
う
よ
り
、
女
ら
し
さ
や
女
々
し

さ
と
い
う
当
時
の
女
に
対
す
る
価
値
概
念
を
反
映
さ
せ
た
言
葉
だ
と
し
、
折
口

の
「
女
性
主
体
が
に
な
っ
て
き
た
文
化
の
歴
史
が
背
後
に
考
え
ら
れ
て
い
た
」

そ
れ
と
の
違
い
を
指
摘
す
る
。

こ
れ
は
折
口
の
古
代
に
さ
か
の
ぼ
る
「
女
歌
」
論
を
よ
く
理
解
し
た
指
摘
で

あ
ろ
う
。「
女
歌
」
と
は
、
単
に
女
性
が
作
る
歌
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
と

は
、
既
に
共
通
の
理
解
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
方
法
論
や
文
体
・
手
法
上
の
問

題
と
し
て
の
論
で
は
な
い
と
、「
た
わ
や
め
ぶ
り
」
へ
の
理
解
も
含
め
て
馬
場
の

解
釈
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
男
女
を
対
と
み
な
す
生
活
思
想

が
日
本
古
代
の
生
活
に
あ
っ
て
、
歌
の
歴
史
の
う
え
に
そ
の
痕
跡
を
た
ど
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
、
一
連
の
女
流
短
歌
史
論
で
述
べ
て
い
る
の
で
あ

る
。」
と
す
る
折
口
の
考
え
に
基
づ
い
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
考
え
方

は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
と
い
う
方
法
を
用
い
ず
と
も
、
古
典
研
究
の
世
界
で
は
一

般
的
に
了
解
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
歌
人
側
か
ら
の
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー

チ
を
見
る
と
き
、
折
口
の
「
女
歌
」
へ
の
理
解
を
今
さ
ら
に
再
認
識
さ
せ
ら
れ

た
思
い
が
す
る
。
し
か
し
一
方
、
馬
場
の
理
解
や
と
ら
え
方
、
そ
の
展
開
さ
れ

た
言
説
は
、
先
掲
の
小
高
発
言
に
も
ほ
ぼ
同
じ
見
方
が
示
さ
れ
て
い
た
よ
う

に
、
現
在
な
お
根
強
く
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

他
に
、
川
野
里
子
は
『
女
流
の
歌
を
閉
塞
し
た
も
の
』
の
中
で
、
与
謝
野
晶

子
の
「
乳
房
お
さ
へ　

神
秘
の
と
ば
り
そ
と
け
り
ぬ
。
こ
こ
な
る
花
の
紅
ぞ
濃

き
」
に
つ
い
て
、
こ
の
歌
に
関
す
る
限
り
、
折
口
は
歯
切
れ
が
悪
い
と
い
い
、

　

 

ポ
ー
ズ
と
の
み
言
え
ぬ
何
か
、
想
像
力
と
の
み
言
え
ぬ
何
か
、
が
残
り
続

け
る
の
で
あ
る
。
特
に
下
の
句
は
ポ
ー
ズ
か
ら
飛
躍
し
て
、
命
や
性
や
情

熱
と
い
っ
た
目
に
見
え
ぬ
も
の
の
象
徴
化
が
果
た
さ
れ
て
い
る
と
読
め

る
。（
略
）「
現
実
力
を
発
散
す
る
想
像
」
と
呼
ん
だ
も
の
は
、
新
詩
社
的

な
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
可
能
性
に
開
け
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
象
徴

表
現
を
励
ま
す
可
能
性
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

 

（『
幻
想
の
重
量
』
Ⅲ
）

と
述
べ
る
。
折
口
の
い
う
「
ポ
ー
ズ
」
に
は
、
象
徴
表
現
の
意
味
も
含
ま
れ

て
い
た
だ
ろ
う
と
見
た
点
を
注
目
し
た
い
。
こ
れ
は
葛
原
妙
子
の
幻
想
的
、
象

徴
的
方
法
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
と
ら
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　

五

折
口
の
「
女
歌
」
論
に
つ
い
て
、
そ
の
理
解
や
展
開
と
と
も
に
そ
れ
に
対
す

る
意
見
な
ど
を
見
て
き
た
。
こ
の
内
、
主
要
な
も
の
と
し
て
は
既
に
述
べ
た
よ

う
に
、
馬
場
の
「
女
歌
」
論
と
近
く
は
阿
木
津
の
「
女
歌
」
論
で
あ
る
と
い
え

る
だ
ろ
う）

（（
（

。
い
ず
れ
も
歌
に
関
わ
る
立
場
や
自
分
自
身
の
歌
の
あ
り
方
か
ら
の

論
と
し
て
説
得
力
を
持
っ
て
お
り
、
ま
た
同
時
に
そ
の
再
検
討
な
ど
も
今
後
必
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要
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
そ
の
要
約
に
止
め
た
。

ふ
た
た
び
第
一
章
に
お
け
る
座
談
会
に
戻
り
た
い
。
先
ず
、「
女
歌
」、「
女
性

の
歌
」、「
女
流
の
歌
」
の
呼
び
方
が
曖
昧
で
あ
る
こ
と
、
従
っ
て
「
女
歌
」
と

そ
う
で
な
い
歌
と
を
等
し
く
扱
っ
て
お
り
、「
女
歌
」
に
対
し
て
の
明
確
な
と
ら

え
方
を
し
て
い
る
発
言
者
が
少
な
い
こ
と
な
ど
が
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
少
な

く
と
も
た
と
え
ば
、

　

 

つ
ぎ
つ
ぎ
に
「
お
じ
や
ま
し
ま
し
た
」
と
言
ふ
声
の
聞
こ
え
て
息
子
も
ゐ

な
く
な
り
た
り 

花
山
多
佳
子

　

 

わ
れ
の
中
に
人
ひ
と
り
い
る
ぐ
で
ん
ぐ
で
ん
に
な
る
ま
で
飲
め
ぬ
春
さ
び

し
か
り 

駒
田
晶
子

　

 

看
護
婦
さ
ん
に
戻
り
し
曽
我
さ
ん
、
注
射
さ
れ
泣
く
子
の
腕
を
も
り
も
り

と
揉
む 

栗
木
京
子

　

 

ふ
て
ぶ
て
し
く
お
ん
な
を
生
き
る
わ
た
く
し
は
ジ
ュ
レ
に
犬
歯
で
あ
な
あ

け
て
お
り 

野
口
あ
や
子

な
ど
は
女
性
の
歌
で
は
あ
る
も
の
の
、
筆
者
に
は
ど
の
よ
う
な
点
が
「
女
歌
」

で
あ
る
の
か
、
そ
の
要
素
が
ど
の
よ
う
な
所
に
あ
る
の
か
よ
く
理
解
が
で
き
な

い
。つ

ま
り
、
い
わ
ゆ
る
「
女
歌
」
に
関
し
て
は
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
わ
ず
か

に
今
野
寿
美
や
安
永
蕗
子
の
歌
に
「
女
歌
」
の
伝
統
を
み
と
め
て
い
る
に
過
ぎ

な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
誌
面
に
見
る
限
り
、
こ
れ
が
現
代
短
歌
に
お
け
る
「
女

歌
」
の
現
状
で
あ
る
と
思
う
ほ
か
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
加
え
て
、
今
野
、
安

永
の
文
体
に
つ
い
て
、「
全
体
の
読
者
か
ら
見
る
と
少
し
古
め
か
し
い
感
じ
を

受
け
る
か
な
」
と
い
う
小
高
発
言
も
あ
る
。「
女
歌
」
の
文
体
が
必
ず
し
も
文
語

で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
だ
ろ
う
が
、「
女
歌
」
を
生
か
し
や
す
い
文
体
で
は
あ

る
。
し
か
し
、
文
語
の
文
体
に
対
し
て
こ
う
し
た
印
象
を
持
つ
と
す
れ
ば
、
こ

の
よ
う
な
現
状
に
こ
そ
現
代
短
歌
の
問
題
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
古
語
、

文
語
を
活
か
し
た
文
体
な
ら
で
は
の
し
ら
べ
と
味
わ
い
、
そ
の
豊
か
さ
、
新
鮮

さ
を
も
っ
と
見
直
す
必
要
が
あ
ろ
う
と
思
う
。
口
語
調
、
口
語
脈
を
軽
ん
じ
る

つ
も
り
は
な
い
。
現
代
短
歌
で
は
む
し
ろ
そ
れ
が
増
え
る
傾
向
に
あ
る
の
は
確

か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
そ
れ
で
、
新
し
い
抒
情
、
韻
律
が
生
ま
れ
て
来
れ

ば
よ
い
と
思
う
。
し
か
し
、
口
語
文
体
が
現
代
短
歌
の
中
心
と
な
っ
て
い
く
と

し
た
な
ら
ば
、
男
女
を
問
わ
ず
歌
は
い
よ
い
よ
先
細
り
と
な
る
に
違
い
な
い
。

ひ
る
が
え
っ
て
「
女
歌
」
の
方
向
を
考
え
て
み
る
と
き
、
こ
の
よ
う
に
多
彩

な
女
性
歌
人
の
輩
出
を
見
な
が
ら
、
現
状
は
混
沌
と
し
て
い
る
と
い
う
印
象
を

強
く
受
け
る
。
新
し
い
「
女
歌
」
を
ど
こ
に
見
出
し
た
ら
よ
い
の
か
、
見
当
が

つ
き
か
ね
る
と
い
う
の
が
現
在
の
正
直
な
印
象
で
あ
る
。『
女
流
短
歌
史
』
の
最

後
に
折
口
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

　

 

日
本
に
お
け
る
唯
一
の
女
性
文
学
で
あ
っ
た
短
歌
の
一
面
は
、
今
は
完
全

に
男
性
文
学
の
方
へ
併
合
せ
ら
れ
た
よ
う
に
見
え
る
。
新
詩
社
以
外
、
言

い
か
え
れ
ば
与
謝
野
晶
子
以
後
、
驚
く
べ
き
女
流
歌
人
の
出
て
来
て
、
我わ
れ

等ら

の
渇
望
を
医い
や

さ
な
い
こ
と
は
、
同
時
に
男
女
両
面
を
持
っ
た
短
歌
が
一

面
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

右
は
昭
和
二
十
一
、
二
年
頃
、
ア
ラ
ラ
ギ
の
写
生
歌
の
時
代
で
あ
る
。
現
代

に
お
い
て
は
、
ア
ラ
ラ
ギ
写
実
主
義
の
影
響
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
ず
、
ま

た
、
い
わ
ゆ
る
男
歌
が
興
隆
し
て
い
る
と
も
言
い
難
い
状
態
で
あ
ろ
う
。
一
方
、

女
性
歌
人
の
作
品
に
し
て
も
、
男
女
の
区
別
の
つ
き
か
ね
る
傾
向
が
多
く
見
受
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け
ら
れ
る
。
社
会
的
な
束
縛
か
ら
の
解
放
、
女
性
の
社
会
進
出
な
ど
と
も
密
接

に
関
わ
っ
て
お
り
、
こ
の
傾
向
は
ま
す
ま
す
強
ま
っ
て
い
く
と
思
わ
れ
る
。
そ

う
し
た
中
か
ら
の
「
女
歌
」
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

折
口
の
い
う
「
女
歌
」
は
時
代
や
社
会
の
変
化
に
よ
り
、
柔
軟
に
変
化
を
見

せ
る
。
そ
の
意
味
で
今
野
、
安
永
以
外
に
も
「
女
歌
」
の
視
野
で
と
ら
え
ら
れ

る
歌
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
作
品
、

　

 

つ
く
よ
み
の
光
を
待
ち
て
、
と
詠
む
こ
ゑ
を
聞
き
も
や
ら
ず
や
秋
の
月
冴

ゆ 

藤
井
常
世
（「
短
歌
」
平
20
・
11
）

　

 

病
み
臥
し
の
母
を
ベ
ッ
ド
に
の
せ
た
ま
ま
朧
月
夜
へ
漕
ぎ
出
さ
ん
と
す

 
佐
伯
裕
子
（「
未
来
」
平
21
・
8
）

　

 

影
絵
の
や
う
に
老
父
母
う
ご
く
晩
秋
の
日
ざ
し
し
づ
け
し
わ
れ
も
入
り
ゆ

く 

日
高
堯
子
（「
歌
壇
」
平
21
・
1
）

　

 

う
ち
囃
す
者
な
く
ひ
と
り　

と
ん
と
ん
と
七
草
叩
く
春
の
七
草

 

雨
宮
雅
子
（
角
川
『
短
歌
年
鑑
』
平
22
版
）

　

 

住
み
慣
れ
ぬ
家
と
の
折
り
合
ひ
ゆ
つ
く
り
と
わ
れ
が
靡
け
ば
家
も
な
び
け

り 

古
谷
智
子
（　
　

同　
　

）

し
ら
べ
の
の
び
や
か
さ
、
発
想
の
柔
ら
か
さ
、
日
常
生
活
の
中
か
ら
こ
ぼ
れ

出
た
こ
ま
や
か
な
感
性
に
注
目
し
た
。
こ
う
し
た
作
に
も
現
代
の
「
女
歌
」
は

息
づ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
、
折
口
の
い
う
「
女
歌
」
は
ど
こ
ま
で
有
効
か
、
今
一
度
問
い
直
す
必

要
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ひ
き
続
き
こ
の
問
題
を
考
え
て
い
き
た
い
。

【
注
】

（
１
）
河
野
裕
子
「
い
の
ち
を
見
つ
め
る
─
母
性
を
中
心
と
し
て
」（
角
川
書
店
「
短

歌
」
一
九
七
九
年
五
月
号
）

（
２
）
一
九
八
三
年
五
月
二
十
九
日
名
古
屋
で
「
女
・
た
ん
か
・
女
」
と
い
う
テ
ー
マ

で
行
わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
。
阿
木
津
英
、
河
野
裕
子
、
永
井
陽
子
、
道
浦
母
都

子
ら
の
パ
ネ
ラ
ー
、
永
田
和
宏
の
司
会

（
３
）
一
九
八
四
年
四
月
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
歌
う
な
ら
ば
、
今
─
，84
京
都
〈
春
の

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〉」
に
お
い
て
、
女
お
ん
な

歌う
た

と
区
別
し
た
女
性
歌
と
い
う
意
味
で
阿
木
津

が
用
い
た
呼
び
方
。

（
４
）
折
口
信
夫
「
女
流
短
歌
史
」（
一
九
四
六
年
十
一
・
十
二
月
、
四
七
年
二
・
三
月

「
婦
人
文
庫
」
第
一
巻
第
七
・
八
号
、
第
二
巻
第
二
・
第
三
号
）『
折
口
信
夫
全
集
』

第
十
一
巻
、「
女
人
短
歌
序
説
」（
一
九
五
〇
年
十
一
月
「
女
人
短
歌
」
第
二
巻
第

四
号
）
同
全
集
第
二
十
七
巻
、「
女
流
の
歌
を
閉
塞
し
た
も
の
」（
一
九
五
一
年
短

歌
研
究
社
「
短
歌
研
究
」
第
八
巻
）
同
全
集
第
二
十
七
巻

（
５
）「
所
謂
『
未
亡
人
短
歌
』
の
含
む
暗
示
」（
一
九
五
〇
年
五
月
中
央
公
論
社
『
こ

の
果
て
に
君
あ
る
如
く
』
序
文
）
同
全
集
第
二
十
七
巻

（
６
）
馬
場
あ
き
子
『
女
歌
の
系
譜
』（
一
九
九
七
年
朝
日
新
聞
社
朝
日
選
書
5
7
5
）

同
「
女
歌
の
ゆ
く
え
」（
一
九
七
一
年
「
短
歌
」
三
月
号
）
に
も
論
じ
て
い
る
。

（
７
）
馬
場
あ
き
子
「『
ま
す
ら
を
ぶ
り
』
と
『
た
わ
や
め
ぶ
り
』」（
一
九
八
七
年
読
売

新
聞
社
『
短
歌
へ
の
招
待
』）

（
８
）
島
津
忠
夫
「
い
ま
女
歌
を
論
ず
る
な
ら
ば
」（
一
九
八
六
年
雁
書
館
『
女
歌
の

論
』）

（
９
）
阿
木
津
は
文
化
的
に
固
有
な
自
生
的
、
自
俗
的
と
い
う
意
味
で
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー

論
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
是
非
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。『
短
歌
の
ジ

ェ
ン
ダ
ー
』（
二
〇
〇
三
年
本
阿
弥
書
店
）
も
同
方
法
に
よ
る
短
歌
論
。

（
10
）
阿
木
津
英
『
折
口
信
夫
の
女
歌
論
』
第
一
章
の
一
（
二
〇
〇
一
年
五
柳
書
院
）

（
11
）
阿
木
津
の
「
短
歌
往
来
」（
一
九
九
〇
年
二
月
号
）
の
評
論
に
対
し
て
、
沢
口
芙

美
は
阿
木
津
の
指
摘
を
「
迢
空
の
女
歌
の
論
と
馬
場
あ
き
子
の
短
歌
論
を
微
妙
に

接
続
し
、
援
用
し
て
い
る
」
と
批
判
し
て
い
る
。（
一
九
九
〇
年
「
短
歌
」
七
月
号
）
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Abstract

Featuring on ‘Onna-Uta Today’, male kajins’ short papers on the works of 9 female 

kajins, and a table-talk by three male kajins are contributed in Tanka, February Issue, 

2010 (Kadokawa Gakugei Shuppan). Unfortunately the author finds in the table-talk, 

nothing relevant and essential to the true appreciation of onna-uta. An attempt is 

therefore made in this paper to re-define what onna-uta is in modern tanka poetry, and 

to see how it is perceived now, and how it has been developed with the special 

reference to the recent theorization of this genre.

Key Words：modern tanka,  onna-uta,  sexual distinction,  prospect of onna-uta

キーワード：現代短歌、女歌、性差、女歌の方向


