
茂
吉
短
歌
ー
「
地
獄
極
楽
図
」
『
赤
光
』
か
ら(

一) 

 

 

大
月 

和
彦 

 

ペ
ン
ク
ラ
ブ
の
読
書
会
で
短
歌
を
鑑
賞
す
る
こ
と
に
な
り
斎
藤
茂
吉
（
明
治
一
五
年
～
昭
和
二
三
年
）
を

取
り
上
げ
た
。
テ
キ
ス
ト
に
茂
吉
の
高
弟
佐
藤
佐
太
郎
著
『
茂
吉
秀
歌
』
（
岩
波
新
書
）
を
使
っ
た
。 

茂
吉
の
膨
大
な
作
品
の
解
釈
、
評
論
や
短
歌
史
上
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
研
究
者
や
評
論
に
よ
っ

て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
生
い
立
ち
、
人
柄
や
性
格
、
作
歌
の
態
度
、
家
族
関
係
な
ど
は
北
杜
夫
や
斎
藤
茂
太

な
ど
の
小
説
や
随
筆
に
描
か
れ
て
い
る
。 

茂
吉
二
三
歳
か
ら
三
一
歳
ま
で
の
作
品
を
収
載
し
た
最
初
の
歌
集
『
赤
光
』
は
、
写
実
を
基
調
に
し
な
が

ら
感
情
を
あ
ら
わ
す
生
命
感
に
満
ち
た
歌
集
と
し
て
反
響
を
呼
ん
だ
。
歌
集
の
名
は
、
阿
弥
陀
経
の
中
で
極

楽
浄
土
の
描
写
し
て
い
る
「
池
中
蓮
華
大
如
車
輪
、
青
色
青
光
黄
色
黄
光
赤
色
赤
光
白
色
白
光
」
か
ら
採
っ

た
。
子
ど
も
の
こ
ろ
聞
い
た
こ
の
経
典
の
こ
と
ば
を
茂
吉
は
の
ち
の
ち
聞
き
覚
え
て
い
た
と
い
う
。 

『
赤
光
』
の
冒
頭
部
に
収
載
さ
れ
て
い
る
「
地
獄
極
楽
図-

明
治
三
九
年
作
」
の
四
首
は
、
山
形
県
金
瓶
村

の
宝
泉
寺
で
盆
と
正
月
に
村
人
に
公
開
さ
れ
る
地
獄
極
楽
の
絵
図
を
見
て
強
烈
な
印
象
を
受
け
、
後
年
高
校

生
の
頃
に
回
想
し
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。 

白
き
華
し
ろ
く
か
が
や
き
赤
き
華
あ
か
き
光
を
放
ち
ゐ
る
と
こ
ろ 

青
い
色
の
花
に
は
青
い
光
が
射
し
て
青
く
輝
き
、
黄
色
の
花
に
は
黄
色
い
光
、
赤
い
花
に
は
赤
い
光
、
白

い
花
に
は
白
い
光
が
輝
い
て
い
る
。
極
楽
浄
土
の
蓮
池
の
光
景
を
描
く
。 

次
の
三
首
は
、
地
獄
に
墜
ち
た
死
者
が
、
飢
え
や
炎
熱
、
血
の
池
で
苦
し
む
様
子
を
描
い
た
も
の
。 

赤
き
池
に
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
の
真
裸
の
を
ん
な
亡
者
の
泣
き
ゐ
る
と
こ
ろ 

飯
の
中
ゆ
と
ろ
と
ろ
と
上
る
炎
見
て
ほ
そ
き
炎
口
の
お
ど
ろ
く
と
こ
ろ 

い
ろ
の
色
の
鬼
ど
も
集
ま
り
て
蓮
の
華
に
ゆ
び
さ
す
と
こ
ろ 

「
地
獄
極
楽
図
」
は
、
子
規
が
釈
迦
涅
槃
図
を
見
て
詠
ん
だ
「
木
の
も
と
に
臥
せ
る
仏
を
打
ち
か
こ
み
象

蛇
ど
も
の
泣
き
居
る
と
こ
ろ
」―

入
滅
し
た
釈
迦
の
死
を
嘆
き
悲
し
ん
で
、
象
や
蛇
な
ど
の
動
物
ま
で
も
泣

い
て
い
る―

を
マ
ネ
し
た
も
の
と
本
人
が
書
簡
に
記
し
て
い
る
。 

 

茂
吉
は
、
生
家
隣
の
宝
泉
寺
の
住
職
佐
原
窿
応
師
か
ら
習
字
や
漢
文
を
学
び
、
そ
の
人
柄
と
学
識
か
ら
大

き
な
影
響
を
受
け
た
と
い
わ
れ
る
。 


