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　「
短
歌
研
究
」
九
月
号
で
は
、
歴
代
新
人
賞
作
の
掲
載
と
「
受
賞
の
秘
訣
」

と
テ
ー
マ
付
け
さ
れ
た
受
賞
者
の
エ
ッ
セ
イ
が
特
集
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も

田
口
綾
子
「
要
素
と
構
造
の
分
散
」
と
い
う
連
作
論
が
参
考
に
な
っ
た
。

①
「
前
半
十
首
・
中
盤
十
首
・
後
半
十
首
と
考
え
た
と
き
、
こ
の
歌
は
ど

こ
に
置
く
の
が
適
切
だ
ろ
う
か
？
」
と
い
う
こ
と
を
、
一
首
ず
つ
じ
っ
と

見
て
検
討
し
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
に
は
連
作
に
お
け
る
何
ら
か
の
役

割
が
あ
り
、
そ
の
役
割
を
果
た
す
た
め
に
適
し
た
位
置
が
あ
る
よ
う
に
思

え
た
か
ら
で
す
。

　
連
作
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
数
の
歌
を
発
表
す
る
と
き
、
ど
の
よ
う
な
並
び

に
そ
の
歌
を
置
く
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
ろ
う
。
常
々
こ
の
苦
悩
に
直

面
し
つ
つ
も
、
未
だ
自
分
な
り
の
明
確
な
答
え
が
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。

　
連
作
と
い
う
タ
ー
ム
は
、
近
代
に
生
ま
れ
た
。
子
規
の
連
作
の
試
み
を
、

左
千
夫
が
理
論
的
に
位
置
づ
け
た
と
こ
ろ
か
ら
と
さ
れ
る
（『
岩
波
現
代
短

歌
辞
典
』「
連
作
」
項
目
執
筆 

俵
万
智
）。
左
千
夫
の
連
作
論
は
「
心
の
花
」

（
一
九
〇
三
年
一
月
）
に
掲
載
さ
れ
、
論
争
を
巻
き
起
こ
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
連
作
と
言
う
時
、
そ
れ
は
、
一
人
の
作
者
が
ま
と
ま
っ
た
歌

を
発
表
す
る
際
に
な
さ
れ
る
配
列
の
趣
向
の
こ
と
を
言
う
。
が
、
も
っ
と
根

源
的
に
、
歌
を
並
べ
る
こ
と
の
意
味
を
も
考
え
て
み
た
い
と
私
は
思
う
。

　
先
日
初
め
て
書
い
た
投
稿
論
文
が
学
会
誌
に
掲
載
さ
れ
た
（「
菅
原
道
真

と
そ
の
母
―
『
拾
遺
抄
』
所
収
歌
の
問
題
―
」「
国
文
学
研
究
」
一
九
二
集
）。

歌
集
の
配
列
か
ら
撰
者
の
企
て
を
見
た
も
の
で
あ
る
。
和
歌
集
を
紐
解
く
と
、

歌
の
配
列
に
苦
心
し
た
撰
者
達
の
姿
が
見
て
取
れ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。

　
勅
撰
集
の
撰
者
に
よ
る
配
列
の
意
識
は
、
例
え
ば
藤
原
俊
成
の
『
古
来
風

体
抄
』
に
見
え
る
。『
千
載
集
』
の
撰
集
を
命
じ
ら
れ
た
俊
成
は
、
過
去
の

勅
撰
集
（『
後
拾
遺
集
』）
に
つ
い
て
、「
秀
歌
と
秀
歌
の
間
に
あ
る
地
の
歌

は
あ
ま
り
よ
ろ
し
く
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
歌
の
集
と
す
る
に
は
、
抜
群

の
秀
歌
だ
け
で
は
な
く
、そ
れ
を
引
き
立
て
る
「
地
の
歌
」
が
必
要
な
の
だ
。

　
歌
集
全
体
の
歌
の
塩
梅
を
見
る
俊
成
の
意
識
は
、
百
首
歌
の
影
響
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
歌
人
た
ち
は
こ
ぞ
っ
て
百
首
と
い
う
定
数
の
和
歌
を

一
人
で
詠
み
、
一
つ
の
作
品
と
し
て
い
た
。
注
意
す
べ
き
は
、
百
首
中
そ
れ

ぞ
れ
の
和
歌
に
は
題
が
あ
り
、
百
首
の
モ
チ
ー
フ
が
連
関
し
な
い
点
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
前
述
の
左
千
夫
の
定
義
か
ら
す
る
と
連
作
と
は
呼
ば
な
い
よ
う
だ
。

　
定
数
の
歌
を
並
べ
、
全
体
に
一
筋
の
流
れ
を
見
る
。
こ
の
意
識
は
、
百
韻

の
連
歌
に
至
っ
て
明
確
と
な
ろ
う
。
中
世
に
は
、百
句
の
付
け
合
い
（
百
韻
）

を
基
本
単
位
と
し
て
、作
品
と
な
っ
た
。
他
者
の
前
句
に
自
ら
の
句
を
付
け
、

前
々
句
に
趣
向
が
戻
ら
な
い
よ
う
、世
界
を
展
開
さ
せ
て
い
く
文
芸
で
あ
る
。

　
連
歌
の
醍
醐
味
は
前
句
と
の
付
合
の
妙
と
さ
れ
る
が
、
前
句
と
前
々
句
の

意
識
だ
け
が
あ
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
。
百
韻
全
体
に
と
っ
て
こ
の
一
句
は

ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
、
が
意
識
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意

識
を
も
つ
の
が
一
座
の
宗
匠
で
あ
る
。
連
歌
は
、
一
座
の
宗
匠
に
よ
っ
て
連

衆
の
句
が
規
制
さ
れ
う
る
。「
私
の
文
芸
」
と
は
様
相
を
異
に
す
る
。

　
宗
匠
と
い
う
コ
ン
ダ
ク
タ
ー
は
ど
の
よ
う
な
百
韻
を
目
指
す
か
。
連
歌
論

の
『
筑
波
問
答
』
に
は
、
は
じ
め
は
厳
か
に
、
中
頃
で
賑
や
か
に
、
終
わ
り

は
お
も
し
ろ
く
「
序
・
破
・
急
」
の
流
れ
を
意
識
せ
よ
と
あ
る
。
世
界
を
転

換
さ
せ
て
百
句
を
並
べ
つ
つ
も
、
一
筋
の
流
れ
が
あ
る
の
だ
。

御
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洗
靖
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