
り

故
小
泉
菫
一
三
博
士
編
著
「
明
治
大
正
短
歌
史
料
大

成
」
三
巻
の
中
、
「
明
治
歌
論
資
料
集
成
」
の
一
書

は
子
規
以
前
の
稀
観
に
属
す
る
重
要
歌
論
を
牧
め
て

⑭

い
る
が
、
博
士
は
そ
の
「
解
説
」
に
「
さ
て
、
こ
れ

ら
の
資
料
の
う
へ
に
加
何
な
る
歌
論
歌
学
史
が
組
立

て
ら
れ
る
の
で
あ
ら
う
か
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
組
立

て
る
人
々
の
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
わ
れ

た
。
こ
れ
は
謙
虚
で
公
正
な
こ
と
ば
で
あ
っ
た
が
、

本
書
の
著
者
は
自
ら
も
博
士
の
仕
事
に
直
接
助
力
を

し
た
立
場
か
ら
、
そ
の
資
料
博
捜
の
労
を
認
め
る
と

と
も
に
、
そ
の
「
序
」
に
「
博
士
は
そ
れ
に
基
づ
い

て
「
近
代
短
歌
史
』
（
明
治
筋
）
の
大
著
を
書
か
れ

た
が
、
そ
の
文
学
史
的
把
握
に
は
、
も
ち
ろ
ん
多
く

の
異
論
が
予
想
さ
れ
る
だ
ろ
う
」
と
、
博
士
の
業
蹟

の
上
に
さ
ら
に
力
づ
よ
い
新
展
開
を
望
も
う
と
し
て

い
ら
れ
る
。
蓋
し
、
亡
師
を
思
う
て
、
本
書
を
そ
の

書
評

国
崎
望
久
太
郎
著

「
近

代

短
歌
史
研

「
霊
前
に
さ
さ
げ
」
よ
う
と
す
る
著
者
の
心
裡
は

「
序
」
に
い
う
ご
と
き
「
果
敢
な
い
」
ど
こ
ろ
の
も

の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
近
代
短
歌
の
真
の
意
味
の
史
的
研
究
は
昨

今
よ
う
や
く
そ
の
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
と
い
っ
て
い

ゞ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
る
ほ
ど
お
び
た
だ
し
い

作
品
鑑
賞
や
歌
人
伝
や
歌
壇
史
風
の
も
の
は
既
に
書

か
れ
て
い
る
が
、
多
く
は
悉
意
的
底
も
の
か
、
圏
外

的
の
も
の
か
、
さ
も
な
く
ぱ
一
結
社
に
無
意
識
に
拘

束
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
深
く
展
開
の
真
相
に
踏

み
入
っ
て
、
縦
横
に
《
」
れ
を
料
理
し
た
も
の
は
殆
ど

な
か
っ
た
と
い
う
の
が
実
状
で
あ
る
。
本
書
の
著
者

は
常
に
冷
静
な
史
観
に
よ
る
姿
勢
を
崩
さ
ず
、
特
に

「
全
近
代
を
巨
視
的
に
把
握
し
‐
一
つ
つ
文
を
や
っ
て

い
る
た
め
に
、
そ
の
広
般
歴
観
察
と
適
確
な
筆
致
と

相
ま
っ
て
、
従
来
に
な
い
近
代
短
歌
史
の
斬
鮮
な
研

究
L－

田

中

順

一
一

『
近
代
蝿
歌
史
の
輪
郭
』
は
巻
頭
に
当
っ
て
、
時
代

区
分
を
試
み
、
新
詩
社
の
文
学
運
動
、
特
に
晶
子
の

出
現
を
第
一
開
化
期
、
「
ス
・
ハ
ル
」
の
諸
歌
人
に
牧

水
・
夕
暮
を
加
え
た
歌
人
群
の
時
期
を
第
二
展
開

期
。
赤
彦
・
茂
吉
。
憲
吉
。
千
樫
ら
に
よ
っ
て
代
表

さ
れ
る
大
正
五
元
六
年
頃
の
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
を
第
三

完
成
期
と
し
、
そ
の
前
後
を
含
め
て
、
手
際
よ
く
各

時
期
の
特
色
と
そ
の
展
開
の
模
様
を
示
さ
れ
て
い

る
。
子
規
・
鉄
幹
を
「
星
雲
の
よ
う
に
混
沌
と
し
た

な
か
か
ら
」
生
じ
た
「
二
つ
の
核
」
と
し
、
晶
子
の

出
現
を
「
近
代
個
人
主
義
確
立
の
凱
歌
」
と
す
る
一

面
、
蕪
村
の
去
俗
前
に
な
ら
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
世
俗
的
現
実
か
ら
高
踏
し
た
と
こ
ろ
に
そ
の
危

機
」
の
伏
在
を
認
め
る
と
か
、
特
に
赤
彦
を
大
き
く

取
り
上
げ
、
「
赤
彦
が
そ
の
鍛
錬
道
に
よ
っ
て
切
り

す
て
た
と
こ
ろ
に
、
近
代
個
人
、
王
義
の
現
実
的
樹
立

に
か
か
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
哀
歓
が
あ
っ
た
」
と
さ
れ

る
と
こ
ろ
に
は
示
唆
に
富
む
も
の
が
あ
る
。
従
つ

四
九

＄

究
の
成
果
を
挙
げ
て
い
ら
れ
る
。
攻
め
る
と
こ
ろ
す

べ
て
十
篇
。
そ
の
中
、
三
編
は
早
く
戦
前
の
述
作
の

も
の
、
他
の
六
編
は
戦
後
か
ら
最
近
に
発
表
さ
れ
た

も
の
、
そ
し
て
巻
頭
の
一
編
は
新
た
に
本
書
の
た
め

に
執
筆
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

今
は
本
書
掲
載
順
に
従
っ
て
紹
介
し
て
み
よ
う
。

言



て
、
「
赤
彦
・
ア
ラ
ラ
ギ
的
歌
風
に
よ
っ
て
近
代
短

歌
が
完
成
し
た
こ
と
は
悲
劇
的
で
あ
っ
た
」
と
見
、

「
近
代
的
自
我
の
未
確
立
の
状
況
の
う
ち
に
、
そ
の

現
実
的
形
成
の
努
力
が
、
政
治
的
社
会
的
分
野
で
十

分
に
か
つ
効
果
的
に
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
、
近
代

の
一
切
は
頽
溌
と
し
て
拒
否
さ
れ
、
現
実
へ
の
随
順

の
論
理
が
用
意
さ
れ
た
。
し
か
も
一
応
自
然
主
義
を

経
過
し
た
人
間
に
と
っ
て
は
、
多
分
に
意
志
的
に
強

制
的
に
、
い
わ
ば
鍛
錬
道
的
に
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
そ
↑
」
に
赤
彦
の
近
代
が
あ
り
、
ア
ラ
ラ
ギ

の
現
実
主
義
が
存
在
を
主
張
し
え
た
歴
史
的
条
件
が

あ
っ
た
。
ま
た
、
対
象
を
自
然
と
私
小
説
的
領
域
に

限
定
一
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
理
由
も
そ
こ
に
あ
っ

た
」
と
さ
れ
る
一
項
は
ア
ラ
ラ
ギ
批
判
と
し
て
考
え

さ
せ
る
重
要
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
『
近
代
歌
論

の
成
立
』
の
一
編
は
害
中
も
つ
と
も
長
編
の
力
作

で
、
明
治
初
期
の
和
歌
改
良
論
の
歴
史
的
論
理
的
展

開
を
当
時
の
広
い
社
会
思
想
の
動
き
の
中
に
具
さ
に

跡
づ
け
て
い
ら
れ
る
・
従
来
改
良
論
が
資
料
的
に
断

片
的
に
放
置
さ
れ
て
い
た
か
に
思
わ
れ
る
も
の
を
著

者
は
よ
く
一
々
必
然
的
の
発
言
と
し
て
整
理
を
試
み

ら
れ
た
。

『
子
規
を
め
ぐ
る
二
・
三
の
問
題
』
に
お
い
て

は
、
こ
れ
ま
で
の
子
規
評
価
が
鉄
幹
晶
子
の
詩
的
事

業
を
雌
価
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
終
わ
り
と
し
て
い

た
態
度
に
不
満
を
示
し
、
叉
漢
詩
に
そ
の
文
学
的
出

発
を
見
出
し
て
い
ら
れ
る
が
、
《
」
れ
は
旧
子
規
観
の

盲
点
に
照
明
を
あ
て
た
も
の
と
い
え
る
や
『
・
子
規
に

お
け
る
万
葉
主
義
の
進
展
』
で
は
子
規
の
写
生
説
を

見
直
し
、
そ
の
写
生
的
態
度
は
画
家
か
ら
学
ん
だ
の

一
で
な
く
、
単
に
写
生
と
い
う
用
語
を
借
用
し
た
に
過

ぎ
ず
、
．
又
そ
の
写
生
説
と
近
代
リ
ア
リ
ズ
ム
と
の
表

面
的
一
致
、
お
よ
び
本
質
的
な
隔
絶
は
も
う
一
度
考

察
す
べ
き
問
題
だ
と
さ
れ
る
。
『
近
代
に
於
け
る
歌

道
観
念
」
に
お
い
て
は
赤
彦
歌
論
を
万
葉
調
の
復

活
、
写
生
の
提
唱
、
鍛
錬
道
の
主
張
の
三
つ
に
要
約

し
、
特
に
鍛
錬
道
に
つ
い
て
、
当
時
の
ア
ラ
ラ
キ
と

阿
部
次
郎
・
小
宮
豊
隆
・
田
辺
元
ら
と
の
内
部
的
連

絡
に
留
意
し
、
結
局
赤
彦
の
歌
道
を
一
概
に
反
動
的

、
保
守
的
、
非
近
代
的
の
も
の
と
規
定
せ
ず
、
個
人

の
現
実
感
に
の
鍬
真
実
を
見
た
処
に
近
代
的
特
色
を

見
よ
う
と
し
、
中
世
的
な
歌
道
観
念
が
赤
彦
を
通
じ

て
ど
の
よ
う
な
変
質
を
遂
げ
た
か
を
見
て
お
ら
れ

る
。
次
の
『
島
木
赤
彦
』
の
一
文
は
巻
頭
文
と
照
応

し
、
赤
彦
の
現
実
面
へ
の
接
触
の
狭
少
、
豊
饒
な
現

実
に
対
す
る
不
感
性
を
粍
摘
、
一
世
を
風
摩
し
た
赤

彦
調
を
も
っ
て
桂
園
派
の
様
相
に
比
し
て
い
る
な
ど

興
味
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
書
は
赤
彦
を
大
き

五
○

く
考
察
の
姐
上
に
載
せ
て
い
る
が
、
斉
藤
茂
吉
・
高

田
浪
吉
。
丸
山
静
諸
氏
に
よ
る
嘗
て
の
論
考
の
偏
向

を
し
ば
し
ば
お
の
ず
か
ら
一
訂
正
し
て
い
る
結
果
と
な

っ
て
い
る
。
『
千
標
の
生
涯
と
芸
術
’
一
は
多
く
の
引

用
獣
に
よ
っ
て
「
社
会
認
識
の
浅
淋
」
と
「
独
創
性

の
乏
し
さ
と
通
俗
性
感
傷
性
」
と
を
実
証
し
て
お
ら

れ
る
が
、
古
く
も
の
さ
れ
た
旧
稿
で
あ
る
だ
け
に
公

式
論
め
い
て
い
る
か
と
思
う
。
『
若
山
牧
水
と
自
然

主
義
的
麺
唐
期
』
は
牧
水
を
「
明
星
系
に
対
し
て
は

内
面
化
さ
れ
た
自
我
を
も
っ
て
、
自
然
主
義
に
対
し

て
は
主
情
的
反
溌
を
も
っ
て
自
己
確
立
の
契
機
と
し

つ
つ
一
時
期
を
形
成
し
始
め
た
」
と
し
、
自
然
主
義

的
弧
唐
派
の
有
力
な
存
在
核
と
み
な
す
。
「
落
価
者

の
文
学
』
に
お
い
て
は
、
従
来
の
伝
説
化
さ
れ
た
啄

木
観
を
正
し
、
「
時
代
遅
れ
の
浪
慢
詩
人
と
し
て
自

然
主
義
文
学
運
動
の
形
成
期
に
登
場
」
し
た
啄
木
を

落
伍
者
と
見
、
却
て
そ
こ
に
切
実
な
心
性
を
魅
力
と

し
て
見
よ
う
と
さ
れ
る
。
最
後
の
【
赤
光
の
編
蟇
に

つ
い
て
の
疑
問
』
は
三
十
八
年
作
と
あ
る
「
折
に
触

れ
」
一
連
が
実
は
大
正
二
年
「
赤
光
」
編
集
時
の
も

の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
で
、
こ
の
試
論
は
一
般
に

歌
集
の
緬
集
意
識
の
問
題
と
し
て
興
味
深
い
。

著
者
は
「
諸
君
は
啄
木
を
愛
す
る
だ
ろ
う
。
真
に

愛
す
る
と
は
対
象
の
批
判
的
構
成
に
ま
で
い
た
る
こ

’



鈴
木
弘
道
氏
著
の
「
平
安
末
期
物
語
の
研
究
」

は
、

第
一
篇
夜
半
の
寝
覚

第
二
篇
浜
松
中
納
言
物
語

一
第
三
篇
と
り
か
へ
ぱ
や
物
語

の
三
篇
か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
卒
安
末

期
物
語
研
究
の
執
筆
順
序
は
、
本
書
に
收
め
ら
れ
て

い
る
順
序
と
は
逆
に
、
と
り
か
へ
ぱ
や
物
語
の
研
究

が
‐
も
つ
と
も
古
い
も
の
で
あ
る
。
昭
和
二
十
五
年
三

月
刊
卒
安
文
学
研
究
第
三
輯
所
載
の
「
と
り
か
《
・
ぱ

や
物
語
と
後
代
文
学
『
ち
ご
い
ま
』
と
の
関
係
ｌ
」

（
本
書
第
三
篇
第
五
章
第
二
節
）
が
は
じ
め
で
あ
る

と
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
呼
び
か
け
は
啄

木
の
問
題
に
限
ら
な
い
。
著
者
の
こ
の
呼
び
か
け
は

本
耆
の
特
色
と
し
て
、
ど
の
論
考
も
す
べ
て
読
者
に

訴
え
て
く
る
も
の
が
多
い
司
未
整
理
の
資
料
を
よ
く

鈴
木
弘
道
氏
著

「
平
安
末
期
の
物
語
研
究
」

う
か
。
著
者
は
こ
の
年
に
立
命
館
大
学
を
卒
業
さ
れ

て
い
る
Ｊ
す
で
に
源
氏
物
語
の
注
釈
害
を
出
版
し
て

い
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、

か
ね
て
よ
り
著
者
は
源
氏
物
語
の
研
究
を
し
た
い
と

思
っ
て
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
源
氏
を
理
解
す
る

た
め
に
は
、
そ
の
周
辺
の
作
品
を
き
わ
め
る
こ
と
が

必
要
で
あ
り
、
た
ま
た
ま
未
だ
多
く
の
人
に
よ
っ
て

研
究
さ
れ
て
い
な
い
作
品
を
研
究
す
る
↑
」
と
も
有
意

義
な
仕
事
で
は
な
い
か
と
の
後
藤
丹
治
博
士
の
す
す

め
も
あ
っ
て
、
卒
業
論
文
を
と
り
か
へ
ば
や
物
語
に

き
め
ら
れ
た
と
い
》
う
こ
と
で
あ
る
。

本
書
に
收
録
さ
れ
て
い
る
と
り
か
へ
ぱ
や
物
語
の

こ
な
し
た
上
で
の
発
言
は
著
者
独
自
の
も
の
と
し
て
』

読
み
ご
た
え
の
あ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
慾
を

い
え
ば
そ
れ
ら
の
資
料
を
も
つ
と
丹
念
に
引
用
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
資
料
そ
の
も
の
に
語
ら
せ
る
方
法

大

橋
清
・
秀

』

研
究
は
物
語
の
構
想
》
物
語
に
現
れ
た
愛
情
、
無
名

草
子
に
於
け
る
今
と
り
か
へ
ぱ
や
論
、
狭
衣
物
語
と

の
比
較
、
及
び
影
響
作
品
、
外
国
文
学
と
の
比
較
文

学
研
究
に
わ
た
っ
て
い
る
。
著
者
の
実
証
的
な
真
學

な
研
究
態
度
は
本
書
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
と
り
か
へ
ぱ
や
物
語
の
研
究
に
於
て
は
、
広
く

外
国
文
学
に
ま
で
及
び
、
独
自
の
境
地
を
開
拓
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
勤
務
の
か
た
わ
ら
の
研

究
は
時
間
的
に
も
制
約
さ
れ
ざ
る
を
得
ず
、
資
料
面

の
不
如
意
は
容
易
に
解
決
す
る
↑
」
と
が
出
来
ぬ
と
考

え
ら
れ
て
か
、
同
時
代
の
作
品
で
あ
る
浜
松
中
納
言

物
語
に
目
を
転
ぜ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
浜
松
中
納

言
物
語
と
燗
桐
の
故
事
（
本
書
第
二
篇
第
二
章
）
、

浜
松
・
と
り
か
へ
ぱ
や
所
載
「
さ
せ
ま
る
伝
説
」

に
関
す
る
考
察
（
本
書
第
二
篇
第
三
章
）
な

ど
の
研
究
は
著
者
の
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ

ワ
（
）
０

次
に
夜
半
の
寝
覚
・
浜
松
中
納
言
物
語
の
成
立
順

五
一

を
多
く
採
用
で
き
な
か
っ
た
も
の
か
と
も
思
う
。

（
昭
和
三
十
五
年
三
月
刊
、
国
語
国
文
学
研
究
叢
書

、
、
三
二
○
頁
定
価
六
二
○
円
、
桜
楓
社
出
版
）
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