
時
評

『
続
コ
ロ
ナ
禍
歌
集
』よ
り
田
中
拓
也

　

現
代
歌
人
協
会
編
『
続
コ
ロ
ナ
禍
歌
集
２
０
２
１
年
～
２
０
２
２
年
』（
短

歌
研
究
社
）
が
刊
行
さ
れ
た
。
同
歌
集
は
「
共
通
体
験
と
し
て
の
『
コ
ロ
ナ

禍
』
を
短
歌
で
表
現
」（
栗
木
京
子
「
は
じ
め
に
」
よ
り
）
し
た
作
品
を
集
め

た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
。

・
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
終
は
れ
ば
し
ん
と
ひ
と
り
生な
ま
み身
の
桃
を
猛
然
と
食
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
島
ゆ
か
り

・
ト
ラ
ン
プ
の
絵
札
の
よ
う
に
集
ま
っ
て
我
ら
画
面
に
密
を
楽
し
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

俵　

万
智

　

コ
ロ
ナ
禍
の
日
々
の
中
で
最
も
普
及
し
た
の
は
Ｚ
Ｏ
Ｏ
Ｍ
等
を
活
用
し
た

オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
で
あ
ろ
う
。直
接
、同
じ
場
所
で
対
面
し
な
い
型
式
の
会
議

は
確
か
に
感
染
対
策
と
し
て
は
有
効
で
あ
っ
た
。だ
が
、直
接
会
え
な
い
中
で

生
ま
れ
る
違
和
感
は
根
深
い
。小
島
は
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
後
に「
桃
」を
食
べ

る
時
の
感
覚
を
通
し
て
、そ
の
違
和
感
を
表
現
し
て
い
る
。俵
は
オ
ン
ラ
イ
ン

上
の
交
流
を「
密
を
楽
し
む
」と
一
見
肯
定
的
に
詠
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る

が
、こ
の
歌
の
根
底
に
は
直
接
会
う
こ
と
の
で
き
な
い
寂
し
さ
が
あ
る
よ
う

に
思
う
。

・「
あ
の
夏
」
と
記
憶
さ
れ
る
か
八
月
の
樹
下
に
な
ら
び
て
ワ
ク
チ
ン
を
待

　

つ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
藤
由
紀
恵

・
ア
リ
殺
し
ゴ
キ
ブ
リ
殺
し
ハ
エ
殺
し
蚊
殺
し
の
わ
れ
ワ
ク
チ
ン
を
打
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

馬
場
あ
き
子

　

ワ
ク
チ
ン
を
い
つ
打
っ
た
か
、
何
回
打
っ
た
か
と
い
う
会
話
も
日
常
的
に

交
わ
さ
れ
た
話
題
と
思
う
。
後
藤
は
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
す
る
自
分
を
長
い
時

間
の
中
で
俯
瞰
し
て
詠
む
こ
と
を
通
し
て
、
作
品
に
抒
情
性
を
生
み
出
し
て

い
る
。
馬
場
は
生
き
物
を
殺
す
自
分
で
あ
り
な
が
ら
ワ
ク
チ
ン
を
打
っ
て
生

き
よ
う
と
す
る
「
わ
れ
」
を
通
し
て
、
命
の
重
み
を
考
え
さ
せ
る
作
品
を
詠

ん
で
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
作
品
に
つ
い
て
共
通
し
て
言
え
る
の
は
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
詠
ま

れ
た
と
い
う
前
提
を
外
し
て
も
成
立
す
る
秀
歌
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

・
コ
ロ
ナ
禍
を
生
き
る
は
幸
せ
な
ら
ざ
れ
ど
そ
れ
さ
へ
知
ら
ぬ
き
み
を
か
な

　

し
む　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
田　

和
宏

　

逆
に
コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
て
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
み
が

深
ま
る
作
品
も
あ
る
。
永
田
は「
コ
ロ
ナ
禍
を
生
き
る
は
幸
せ
な
ら
ざ
れ
ど
」

と
詠
み
な
が
ら
、
特
殊
な
時
間
を
共
に
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
ま
ま
彼
岸

へ
行
っ
た
「
き
み
」
へ
の
痛
切
な
想
い
を
詠
ん
で
い
る
。
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で

直
接
会
え
な
い
寂
し
さ
を
詠
ん
だ
作
品
は
沢
山
あ
る
が
、
永
田
の
相
聞
歌
か

ら
伝
わ
っ
て
く
る
「
き
み
」
へ
の
想
い
は
そ
の
状
況
を
踏
ま
え
て
読
む
こ
と

を
通
し
て
読
者
の
心
に
一
層
染
み
渡
っ
て
く
る
。

　

今
回
、
抄
出
し
た
作
品
を
機
会
詩
や
時
事
詠
と
し
て
鑑
賞
す
る
こ
と
は
正

道
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
五
人
の
作
品
を
通
し
て
私
が
感
じ
た
の
は
短

歌
の
持
つ
定
型
詩
の
た
く
ま
し
い
「
力
」
で
あ
っ
た
。
優
れ
た
作
品
は
時
代

を
超
え
て
読
み
継
が
れ
る
「
力
」
を
持
っ
て
い
る
。
現
代
短
歌
の
世
界
で
は

修
辞
の
巧
み
さ
や
主
題
の
新
し
さ
を
追
究
し
た
作
品
も
沢
山
生
ま
れ
て
い
る

が
、
本
歌
集
を
読
み
つ
つ
改
め
て
短
歌
と
い
う
詩
型
の
持
つ
魅
力
を
私
は
感

じ
て
い
る
。
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