
時
評

歌
と
人

　
朝
日
新
聞
の
短
歌
時
評
で
松
村
正
直
が
、
佐
藤
通
雅
の
文
章
や
小
池
光
の

歌
を
引
き
な
が
ら
、
ベ
テ
ラ
ン
歌
人
た
ち
が
最
近
「
言
葉
の
扱
い
方
や
作
品

自
体
を
論
じ
評
価
す
べ
き
」
と
い
う
立
場
か
ら
、
歌
人
像
を
重
視
す
る
方
向

へ
と
変
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
に
対
し
て
「
戸
惑
い
を
覚
え
る
」
と
書
い
て
い

る
（
十
月
二
十
日
付
「『
歌
は
人
』
で
い
い
の
か
」）。

　
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
な
内
容
だ
。
佐
藤
通
雅
は
「
う
た
新
聞
」
十
月
号

「
生
年
に
つ
い
て
」
で
「
作
品
は
作
品
と
し
て
自
立
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

作
者
の
人
生
と
は
関
係
な
い
」
と
い
う
考
え
と
「
作
品
と
作
者
は
不
即
不
離

の
関
係
に
あ
る
」
と
い
う
考
え
が
あ
っ
て
、
自
分
は
前
者
に
賛
同
し
て
き
た

が
「
歌
人
像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
な
い
の
は
、
何
か
が
不
足
し
て
い
る
と

考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
言
う
。
ま
た
小
池
光
の
最
新
歌
集
『
梨
の
花
』

に
は
「
人
間
と
し
て
だ
め
だ
か
ら
だ
め
な
ん
だ
　
歌
集
を
閉
ぢ
て
わ
が
ひ
と

り
ご
つ
」「
お
も
し
ろ
き
事
を
語
ら
ぬ
ひ
と
の
歌
お
も
し
ろ
か
ら
ず
歌
は
人
に

て
」
と
い
う
歌
が
あ
る
が
、
小
池
は
そ
の
約
二
十
年
前
に
「『
将
棋
に
人
生

を
持
ち
込
む
と
甘
く
な
る
』
羽
生
善
治
言
へ
り
我
ら
頷
く
」（『
静
物
』）
と
も

詠
ん
で
い
た
。
松
村
は
二
人
の
変
化
が
「
短
歌
の
本
質
に
迫
る
話
で
あ
る
な

ら
ば
、
も
っ
と
丁
寧
な
説
明
を
聞
か
せ
て
欲
し
い
」
と
問
い
か
け
る
。

　
松
村
は
自
身
の
ツ
イ
ッ
タ
ー
に
「
最
近
目
指
し
て
い
る
の
は
『
言
葉
の
出

ど
こ
ろ
が
見
え
に
く
い
』
歌
。
身
体
や
直
感
で
掴
み
取
っ
た
言
葉
や
リ
ズ
ム

を
で
き
る
だ
け
歌
に
取
り
入
れ
て
い
き
た
い
」（
七
月
二
十
二
日
）
と
ツ
イ
ー

ト
し
て
お
り
、
自
ら
の
テ
ー
マ
と
も
重
な
る
部
分
が
あ
る
だ
け
に
、
こ
の
問

題
に
よ
り
敏
感
な
の
だ
ろ
う
。

　
松
村
の
最
新
歌
集『
紫
の
ひ
と
』の
、タ
イ
ト
ル
と
な
っ
た
集
中
の
連
作「
紫

の
ひ
と
」
は
、
美
術
館
で
観
た
絵
の
な
か
の
人
物
と
の
出
会
い
を
描
い
た
不

思
議
な
味
わ
い
を
持
つ
一
連
で
あ
る
。

・
絵
の
奥
へ
奥
へ
と
の
び
る
道
が
あ
り
窓
の
小
さ
な
建
物
が
見
ゆ

・
展
示
室
に
時
計
は
あ
ら
ず
絵
の
な
か
の
壁
の
時
計
が
午
後
四
時
を
指
す

・
ま
っ
白
な
壁
に
か
か
り
て
手
を
触
れ
る
こ
と
の
か
な
わ
ぬ
紫
の
ひ
と

・
ふ
か
ぶ
か
と
潜
り
た
る
の
ち
水み
な
も面
へ
と
浮
か
び
し
ご
と
き
表
情
を
せ
り

・
紫
の
ひ
と
は
部
屋
か
ら
出
て
行
き
ぬ
絵
の
な
か
に
私
ひ
と
り
残
し
て

　
自
ら
目
指
す
も
の
を
実
践
す
る
よ
う
に
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ッ
ク
な
雰
囲
気
と

手
触
り
の
あ
る
具
体
が
一
連
に
入
り
混
じ
る
な
か
、
絵
の
中
の
人
物
と
の
相

聞
を
思
わ
せ
る
往
還
が
描
か
れ
る
。
日
常
と
非
日
常
の
往
還
と
も
言
え
る
。

　
思
う
に
、
作
品
と
作
者
は
別
と
い
う
考
え
と
、
作
品
と
作
者
は
切
り
離
せ

な
い
と
い
う
考
え
は
、
二
者
択
一
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
斎
藤
茂
吉
で
あ
れ
塚
本
邦
雄
で
あ
れ
、
彼
ら
の
歌
が
今
も
我
々
の
心
を
打

つ
の
は
、
作
歌
当
時
に
お
い
て
の
表
現
の
新
し
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
言

葉
に
籠
め
ら
れ
た
魂
に
、個
人
を
超
え
た
普
遍
性
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
か
。

そ
の
普
遍
性
は
、心
に
動
く
言
葉
を
拾
い
上
げ
て
い
く
作
者
の
も
の
の
見
方
、

感
じ
方
、
ひ
い
て
は
包
括
的
な
作
者
の
あ
り
方
が
読
み
手
に
通
じ
た
時
に
生

ま
れ
る
も
の
で
、そ
の
意
味
で
小
池
の
「
歌
は
人
な
り
」
は
真
実
だ
と
思
う
。

　
言
葉
を
拾
い
上
げ
る
場
所
は
作
者
の
身
近
な
日
常
風
景
か
も
し
れ
な
い

し
、
迷
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
想
念
か
も
し
れ
な
い
。
論
に
添
っ
て
歌
は
詠
む

べ
き
と
い
う
立
場
も
あ
る
か
と
思
う
が
、
詩
は
心
の
声
だ
。
論
は
作
歌
を
規

定
す
る
も
の
で
な
く
、
よ
き
動
機
付
け
で
あ
っ
て
ほ
し
い
。

梅
原
ひ
ろ
み

77


