
時
評誰

が
決
め
て
い
る
？
短
歌
の
価
値
高
山
邦
男

　

短
歌
作
品
の
価
値
や
歌
人
へ
の
評
価
は
当
時
と
現
在
で
は
変
わ
っ
て
く
る

も
の
で
、
ま
た
、
時
代
の
移
り
変
わ
り
の
中
で
変
化
し
た
り
す
る
。
例
え
ば
、

「
心
の
花
」
誌
で
連
載
が
始
ま
っ
た
平
田
英
夫
「
西
行
の
詩
想
」
の
中
で
「
源

頼
政
は
、
平
安
時
代
末
期
に
は
大
歌
人
と
し
て
認
識
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
評

価
は
、
鴨
長
明
や
そ
の
歌
の
師
で
あ
る
俊
恵
周
辺
の
歌
人
に
と
っ
て
西
行
を

は
る
か
に
凌
駕
し
て
い
た
。」
と
い
う
記
述
に
認
識
を
新
た
に
し
た
り
、
若

山
牧
水
の
評
価
の
変
遷
（
十
月
号
「
ほ
ろ
よ
い
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」
参
照
）
な

ど
、
様
々
な
方
々
の
研
究
や
評
文
の
積
み
重
ね
に
よ
り
評
価
が
決
ま
っ
て
く

る
。
た
だ
、
そ
れ
は
現
時
点
で
の
評
価
や
価
値
観
な
の
で
当
然
な
が
ら
時
代

が
下
れ
ば
ま
た
違
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
今
生
ま
れ
て
く
る
短
歌
作
品
の
評
価
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
。

歌
謡
曲
だ
っ
た
ら
ヒ
ッ
ト
す
る
か
し
な
い
か
、
小
説
で
も
商
業
的
に
成
功
す

る
か
し
な
い
か
は
重
要
だ
が
、
短
歌
界
は
か
な
り
事
情
が
違
う
。
た
だ
、
良

い
悪
い
と
い
う
評
価
は
必
ず
あ
り
、
い
い
歌
も
あ
ま
り
褒
め
ら
れ
な
い
歌
も

あ
る
が
、
人
気
テ
レ
ビ
番
組
の
俳
句
の
某
先
生
み
た
い
に
点
数
化
で
き
る
よ

う
な
絶
対
的
基
準
な
ど
あ
る
は
ず
も
な
い
。
過
去
に
お
い
て
は
結
社
同
士
の

争
い
が
有
っ
た
り
、
新
し
い
短
歌
運
動
が
起
こ
っ
た
り
、
歌
壇
史
を
位
置
づ

け
る
流
れ
の
中
で
価
値
を
主
張
す
る
評
が
生
ま
れ
て
き
た
。
さ
て
、
現
在
は

ど
う
い
う
時
代
な
の
だ
ろ
か
。
岡
井
隆
は
昭
和
文
学
全
集
35
（
小
学
館
）
の

「
昭
和
短
歌
史
」
の
中
で
次
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　

赤
彦
の
歌
論
書
『
歌
道
小
見
』
は
、
今
読
ん
で
も
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の

　

多
い
本
で
あ
る
。
そ
の
中
に
、
比
喩
と
い
う
技
法
を
軽
蔑
し
、
拒
否
し
た

　

項
が
あ
る
。（
中
略
）
い
ま
や
、
暗
喩
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
こ
と
ご
と
し

　

く
言
う
必
要
が
な
い
ほ
ど
常
識
化
し
て
い
る
反
面
、
ほ
と
ん
ど
比
喩
表
現

　

に
関
心
を
も
た
な
い
中
・
高
年
層
の
短
歌
が
ふ
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

　

短
歌
が
、
三
度
目
の
、
革
新
期
の
あ
と
の
豊
熟
の
時
期
に
入
っ
た
こ
と
を

　

意
味
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

こ
の
三
十
年
以
上
前
の
認
識
が
現
在
で
も
当
て
は
ま
る
の
か
否
か
は
私
に

は
分
か
ら
な
い
。
た
だ
、
論
争
の
流
行
ら
な
い
現
況
は
豊
熟
化
し
つ
つ
あ
る

状
態
と
考
え
る
と
腑
に
落
ち
る
。
そ
の
中
で
、
誰
か
が
現
代
短
歌
の
価
値
観

を
決
め
、
方
向
性
を
示
し
て
い
る
。
当
然
、
深
い
知
識
や
感
性
が
必
要
で
高

度
な
鑑
賞
力
が
必
要
な
作
業
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
役
を
担
っ
て
い
る
人

た
ち
が
新
聞
歌
壇
の
選
者
や
各
種
短
歌
賞
の
選
考
委
員
を
し
て
い
る
は
ず
で

あ
る
。
そ
の
中
で
も
現
代
の
歌
壇
で
最
も
権
威
の
あ
る
賞
と
言
わ
れ
て
い
る

の
が
「
迢
空
賞
」
で
、
今
年
の
第
五
十
八
回
は
吉
川
宏
志
『
雪
の
偶
然
』
が

受
賞
し
た
。
こ
れ
か
ら
、
吉
川
さ
ん
は
短
歌
の
価
値
を
決
め
て
い
く
最
高
権

威
の
一
人
に
な
る
は
ず
だ
。
そ
の
選
評
の
中
で
佐
佐
木
幸
綱
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
推
し
て
い
る
。

　

現
代
短
歌
が
古
典
和
歌
、
近
代
短
歌
と
の
緊
張
関
係
を
失
っ
て
し
ま
っ
た

　

ら
、
気
の
利
い
た
ツ
イ
ッ
タ
ー
と
同
じ
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
こ
の

　

歌
集
に
は
短
歌
が
気
の
利
い
た
ツ
イ
ッ
タ
ー
に
な
ら
な
い
た
め
の
配
慮
、

　

工
夫
が
さ
ま
ざ
ま
な
さ
れ
て
い
る
。

　

短
歌
に
は
短
歌
の
価
値
が
あ
り
、
そ
れ
は
ど
う
い
っ
た
所
に
あ
る
の
か
と

い
う
視
点
が
明
瞭
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
更
に
拡
大
し
て
い
く
だ

ろ
う
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
時
代
に
現
代
短
歌
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
危
機
の
提
示
と
こ

れ
か
ら
の
道
を
照
ら
す
標
示
と
し
て
読
ん
だ
。
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