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新
し
い
短
歌
地
図
へ
奥
田
亡
羊

　
砂
子
屋
書
房
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
コ
ラ
ム
「
夢
か
ら
う
ろ
こ
」
に
八
月
一

日
付
で
髙
良
真
実
氏
が
「
短
歌
で
遭
難
し
な
い
た
め
に
」
と
い
う
文
章
を
発

表
し
た
。
私
が
「
歌
壇
」
二
〇
二
一
年
一
月
号
に
寄
稿
し
た
「
短
歌
地
図
が

違
う
」
と
い
う
歌
壇
批
評
へ
の
反
論
で
あ
る
。

　「
短
歌
地
図
が
違
う
」
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
す
る
と
、
こ
の
文
章
は
学

生
短
歌
会
に
所
属
し
、
評
論
も
積
極
的
に
手
掛
け
る
気
鋭
の
若
手
歌
人
の
発

言
に
疑
問
を
呈
し
た
も
の
だ
。
そ
の
人
は
口
語
短
歌
に
つ
い
て
語
り
つ
つ
、

岡
井
隆
は
ま
だ
読
ん
で
い
な
い
と
い
う
。ま
た「
奥
田
さ
ん
の
世
代
は
ニ
ュ
ー

ウ
ェ
ー
ブ
の
陰
に
隠
れ
て
あ
ま
り
読
ま
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
ん
じ
ゃ
な

い
で
す
か
？
」
と
い
う
。
私
の
世
代
と
い
え
ば
吉
川
宏
志
、
梅
内
美
華
子
、

大
口
玲
子
、
横
山
未
来
子
、
松
村
正
直
、
江
戸
雪
、
高
島
裕
、
大
松
達
知
、

島
田
幸
典
、
松
本
典
子
と
い
っ
た
昭
和
四
十
年
代
生
ま
れ
の
歌
人
た
ち
。
ま

さ
に
多
士
済
々
、
あ
ま
り
読
ま
れ
て
い
な
い
世
代
と
括
れ
る
の
か
ど
う
か
。

そ
ん
な
首
を
か
し
げ
る
よ
う
な
発
言
に
触
れ
、
私
が
持
っ
て
い
る
短
歌
地
図

と
、
若
い
世
代
が
持
っ
て
い
る
短
歌
地
図
が
違
う
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し

た
。
そ
の
「
若
手
歌
人
」
と
い
う
の
が
髙
良
真
実
氏
だ
っ
た
。

　
髙
良
氏
の
コ
ラ
ム
は
、
時
を
か
け
て
岡
井
、
大
口
、
横
山
な
ど
読
み
込
ん

だ
上
で
の
改
め
て
の
投
げ
か
け
と
な
っ
て
い
る
。
断
っ
て
お
く
が
、
こ
れ
は

同
コ
ラ
ム
へ
の
直
接
の
返
答
で
は
な
く
、「
歌
壇
」
拙
論
へ
の
補
足
で
あ
る
。

　
私
が
「
短
歌
地
図
が
違
う
」
で
岡
井
隆
の
名
前
を
あ
げ
た
の
は
、
口
語
短

歌
を
論
じ
る
な
ら
、
や
は
り
岡
井
隆
は
読
ん
で
お
い
た
方
が
い
い
と
思
う
か

ら
だ
。
昭
和
四
十
年
代
生
ま
れ
の
歌
人
の
名
前
を
あ
げ
た
の
は
、
バ
ブ
ル
崩

壊
後
、
日
本
社
会
の
変
容
と
と
も
に
新
し
い
表
現
を
開
拓
し
た
世
代
で
あ
る

か
ら
だ
。
た
と
え
ば
大
口
玲
子
と
吉
川
宏
志
は
、
原
発
訴
訟
の
原
告
に
な
っ

た
り
、
沖
縄
基
地
問
題
の
デ
モ
に
参
加
し
た
り
、
行
動
す
る
歌
人
た
ち
で
あ

る
。
現
代
短
歌
の
一
つ
の
動
き
と
し
て
押
さ
え
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

　
短
歌
地
図
が
違
う
な
ら
、
世
代
を
超
え
て
情
報
交
換
を
す
れ
ば
、
新
し
い

短
歌
地
図
が
描
け
る
。
そ
う
前
向
き
に
書
け
ば
よ
か
っ
た
の
だ
が
、
私
も
乱

暴
な
も
の
い
い
を
し
て
し
ま
っ
た
。

　
さ
て
、
問
題
を
整
理
す
る
た
め
に
二
つ
の
問
い
を
設
け
て
み
よ
う
。
知
の

強
要
は
許
さ
れ
る
の
か
？
知
っ
て
い
る
こ
と
が
偉
い
の
か
？

　
髙
良
氏
の
モ
ヤ
モ
ヤ
も
こ
の
へ
ん
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
居
丈
高
に
誰

そ
れ
の
歌
ぐ
ら
い
常
識
と
し
て
読
ん
で
お
け
と
強
要
す
る
人
が
あ
れ
ば
、
誰

だ
っ
て
反
発
を
感
じ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
確
か
に
知
識
は
権
威
と
結
び
つ
き

や
す
い
も
の
だ
。
だ
が
、
こ
と
の
本
質
は
権
威
主
義
に
は
な
い
。

　
い
つ
だ
っ
た
か
森
本
平
氏
が「
八
代
集
を
読
ま
ず
に
歌
人
を
名
乗
る
人
を
認

め
な
い
」と
発
言
し
た
の
を
鮮
明
に
記
憶
し
て
い
る
。か
く
い
う
私
も
古
今
集
と

新
古
今
集
し
か
読
ん
で
い
な
い
が
、こ
の
発
言
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
よ
く
わ

か
る
。短
歌
に
限
ら
ず
、源
氏
物
語
、能
、茶
の
湯
、歌
舞
伎
、落
語
、さ
ら
に
言
え

ば
吉
本
新
喜
劇
に
到
る
ま
で
、先
行
作
品
や
型
、決
ま
り
ご
と
に
関
す
る
知
識
が

受
容
の
前
提
と
な
る
。知
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、そ
れ
が
日
本
文
化
の
核
心
に

深
々
と
あ
る
の
だ
。短
歌
を
選
ん
だ
時
点
で
、私
た
ち
は
逃
れ
難
く
文
化
共
同
体

に
取
り
込
ま
れ
て
い
く
。そ
の
上
で
な
お
、知
ら
な
い
と
開
き
直
れ
る
か
ど
う

か
。髙
良
さ
ん
、ど
う
だ
ろ
う
。す
べ
て
を
知
っ
て
い
る
人
は
い
な
い
。無
辺
際
の

短
歌
の
海
を
、抜
き
手
を
き
っ
て
渡
っ
て
い
く
し
か
な
い
と
私
は
思
う
が
。
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