
時
評

「
思
想
」と
し
て
の
歌
谷
岡
亜
紀

　
今
や
昔
話
の
よ
う
に
語
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
の
が
悲
し
い
が
、「
前
衛

短
歌
」
に
端
を
発
し
た
「
現
代
短
歌
運
動
」
に
お
い
て
は
、
作
品
や
歌
集
を

評
価
す
る
軸
と
し
て
、「
方
法
」
と
「
思
想
」
が
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
た
。

そ
ん
な
に
昔
の
話
で
は
な
い
。「
思
想
」
と
い
う
と
大
仰
に
響
く
が
、
英
語

で
はthought

。
何
の
こ
と
は
な
い
自
分
の
頭
で
「
考
え
る
」
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
考
え
が
人
間
や
時
代
社
会
の
何
か
核
心
に
触
れ
る
時
、そ
れ
は
「
思
想
」

と
呼
ば
れ
る
。
簡
単
に
言
え
ば
人
間
へ
の
問
い
で
あ
り
、
人
生
へ
の
問
い
で

あ
る
。
例
え
は
竹
山
広
の
歌
も
佐
佐
木
幸
綱
の
歌
も
伊
藤
一
彦
の
歌
も
、「
思

想
」
と
呼
ば
れ
る
そ
の
軸
を
外
し
て
真
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
三
枝
浩
樹
『
時
禱
集
』
は
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
思
い
出
さ

せ
て
く
れ
る
歌
集
だ
っ
た
。
内
省
的
な
思
考
、
思
惟
、
思
索
に
よ
っ
て
な
さ

れ
た
、
静
か
な
哀
し
み
と
祈
り
を
湛
え
た
一
冊
で
あ
る
。

・
た
だ
一
度
生
ま
れ
て
果
つ
る
時
の
な
か
ひ
と
り
に
ひ
と
り
の
終つ

い

の
答
あ
り

・
も
の
の
持
つ
感サ

ン
サ
シ
オ
ン覚
に
め
ざ
め
ゆ
く
予
感
の
ご
と
き
今
朝
の
青
空

・
い
ま
し
ば
し
こ
の
世
の
時
の
な
か
に
あ
る
わ
が
妻
わ
が
子
　
春
暁
の
空

　『
時
禱
集
』
と
は
リ
ル
ケ
の
『
時
禱
詩
集
』
に
触
発
さ
れ
た
タ
イ
ト
ル
だ

と
い
う
。
リ
ル
ケ
と
い
え
ば
『
マ
ル
テ
の
手
記
』
を
思
い
出
す
が
、
内
向
す

る
「
随
想
」
の
手
触
り
は
こ
の
歌
集
に
も
顕
著
で
あ
る
。

　
一
首
目
は
、
人
生
へ
の
問
い
、
い
か
に
生
き
る
か
へ
の
問
い
が
、
直
接
表

白
さ
れ
た
歌
。
大
い
な
る
問
い
が
あ
り
、
そ
し
て
答
え
が
あ
る
。
あ
る
い
は

答
え
は
ど
こ
に
も
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
「
終
の
答
」
を
探
す
こ
と

が
す
な
わ
ち
生
き
る
こ
と
で
あ
る
と
作
者
は
考
え
る
。
作
者
に
と
つ
て
歌
と

は
、
そ
の
答
え
に
至
る
道
筋
な
の
だ
ろ
う
。
二
首
目
で
は
、
世
界
の
存
在
を

感
得
し
て
イ
ン
ス
パ
イ
ア
さ
れ
る
魂
が
う
た
わ
れ
る
。「
感サ
ン
サ
シ
オ
ン覚
」
に
敬
虔
な

知
の
手
触
り
が
あ
る
。
三
首
目
で
は
歌
集
の
タ
イ
ト
ル
と
も
な
っ
た
「
時
間

へ
の
祈
り
」
が
歌
わ
れ
る
。
こ
の
歌
集
全
体
に
通
底
す
る
の
は
、
時
間
に
支

配
さ
れ
、
死
を
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
人
間
存
在
へ
の
、
根
源
的
な
か
な
し

み
で
あ
る
。
人
間
と
は
す
な
わ
ち
、
例
外
な
く
「
悲
の
器
」
な
の
だ
と
い
う

思
い
が
、
そ
の
根
底
に
は
あ
る
だ
ろ
う
。

・
か
ぎ
り
な
き
贈
与
の
な
か
に
め
ざ
め
つ
つ
ひ
か
り
の
春
の
木
に
凭
り
い
た

　
り

・
広
や
か
な
あ
お
ぞ
ら
　
ゆ
る
す
と
い
う
こ
と
を
否
、
ゆ
る
さ
れ
て
い
る
こ

　
と
知
ら
ず

　
神
の
存
在
に
ま
つ
わ
る
思
い
が
示
さ
れ
た
歌
で
あ
る
。
宗
教
も
ま
た
、
生

き
る
理
由
や
方
向
性
を
求
め
て
帰
依
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
究
極

の
「
思
想
」
で
あ
る
と
言
え
る
。
著
者
は
後
書
き
で
「
歌
は
鎮
魂
で
あ
り
、

祈
り
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
そ
う
考
え
た
時
期
が
長
か
っ
た
」「
こ
の
基

調
音
が
、
や
が
て
わ
た
し
を
聖
書
に
導
い
て
い
っ
た
」
と
述
べ
る
。

　
こ
う
し
た
三
枝
浩
樹
の
歌
を
読
み
つ
つ
思
い
出
す
こ
と
が
あ
る
。
私
が

二
十
六
歳
の
時
に
半
年
弱
旅
を
し
た
イ
ン
ド
で
の
こ
と
で
あ
る
。
ゆ
く
先
々

で
日
本
人
は
ど
の
宗
教
を
信
じ
る
の
か
と
尋
ね
ら
れ
た
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒

が
大
半
を
占
め
る
イ
ン
ド
人
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
最
大
の
関
心
事
で
あ
る
ら

し
か
っ
た
。
私
は
、
多
く
の
日
本
人
は
厳
密
な
意
味
で
は
無
宗
教
に
近
い
と

答
え
た
。
で
は
ど
の
よ
う
に
生
き
る
指
針
を
決
め
て
い
る
の
か
と
、
彼
ら
は

み
な
信
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
顔
を
し
た
。
宗
教
に
依
る
と
依
ら
ず
と
に
か
か

わ
ら
ず
、「
生
き
る
指
針
」は
誰
に
で
も
必
ず
必
要
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で「
思

想
」
と
は
決
し
て
遠
い
別
世
界
の
も
の
で
は
な
い
。
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