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第第
五五
回回
　

文
芸
思
潮
新
人
賞

文
芸
思
潮
新
人
賞
発
表
発
表

該
当
作

　
　
な
し

最
優
秀
賞

　

第
五
回
文
芸
思
潮
新
人
賞
に
御
応
募
く
だ
さ
い
ま
し
て
、
ま
こ
と

に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
回
は
前
回
よ
り
微
増
の
三
九
篇

の
応
募
が
あ
り
ま
し
た
が
、
や
や
低
調
で
、
残
念
な
が
ら
優
秀
賞
以

上
の
該
当
作
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
発
想
の
鋭
さ
、
新
し
い
視
点

や
着
想
、
文
体
を
備
え
た
作
品
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
ま
し
た
が
、
新

人
に
ふ
さ
わ
し
い
気
概
を
持
っ
た
作
品
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

九
月
末
に
予
選
選
考
を
経
た
作
品
の
中
か
ら
、
大
高
雅
博
・
八
覚

正
大
・
小
浜
清
志
・
五
十
嵐
勉
の
選
考
委
員
に
よ
る
厳
正
な
選
考
審

査
の
結
果
、
以
下
の
通
り
決
定
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
に
発
表

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
奨
励
賞
作
品
二
篇
だ
け
を
掲
載
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

　

授
賞
式
・
祝
賀
会
は
、
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
考
慮
中
で
す
。

佳
作
以
下
の
賞
状
・
賞
品
は
後
日
直
接
御
本
人
宛
て
に
送
ら
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
御
了
承
く
だ
さ
い
。

　

な
お
文
芸
思
潮
新
人
賞
は
明
年
も
枚
数
、
締
切
、
審
査
料
な
ど
ほ

ぼ
同
じ
要
領
に
て
募
集
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
挑
戦
意
欲
を
持
っ

た
気
鋭
の
新
人
作
品
を
大
い
に
期
待
し
て
お
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
ま
た

奮
っ
て
御
応
募
く
だ
さ
い
。
心
か
ら
お
待
ち
申
し
上
げ
ま
す
。

文
芸
思
潮
新
人
賞

文
芸
思
潮
新
人
賞
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「
怒
」

　
　
　
　
　

宇
部
道
路　
（
東
京
都
豊
島
区
）

「
青
」

　
　
　
　
　

小
村
詩
穂
子
（
大
阪
府
堺
市
）

奨
励
賞

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

第 5回
文芸思潮　新人賞新人賞

優
秀
賞

　

該
当
作

　
　
　

な
し

「
他
人
留
学
」　　
　
　
　
　

桜
串
あ
や

「
30
で
死
ぬ
と
い
う
こ
と
」　

岡
本　

択

「
痛
み
を
辿
っ
て
」　　
　
　

阿
彦
美
咲

「
め
ざ
め
」　　
　
　
　
　
　

水
谷
忠
央

「
彼
女
の
シ
ネ
マ
」　　
　
　

仙
波
寛
人

佳
作

「
狐
の
嫁
入
り
」

　
　
　
　

角
谷
美
和

「
画
布
と
視
線
」

　
　
　
　

真
木
ダ
イ
ク

「
や
わ
ら
か
に
お
眠
り
く
だ
さ
い
」
乾
あ
ま
ぐ
つ

「
宇
宙
交
尾
」　
　
　
　
　
　
　

麻
木
春
希

「
素
数
ゼ
ミ
」

　
　
　
　

あ
ず
き

「
卒
業
式
」　
　
　
　
　
　
　
　

木
村
恭
一
郎

入
選
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選　

評　

昨
年
は
、
当
選
作
が
出
た
が
、
そ
の

反
動
な
の
か
、
今
回
は
、
少
し
、
低
調

で
あ
っ
た
。

　

奨
励
賞
の
宇
部
さ
ん
の
「
怒
」
で
あ

る
が
、
文
体
に
力
は
あ
っ
た
と
思
う
。

自
分
の
舌
打
ち
が
肩
と
肩
が
ぶ
つ
か
っ

た
相
手
に
伝
わ
り
、
そ
の
男
は
仕
事
の
ラ
イ
バ
ル
で
あ
っ
た
女
性
を

刺
す
。
そ
の
こ
と
を
、
自
分
が
事
件
の
引
き
金
に
な
っ
た
か
も
し
れ

な
い
事
を
隠
し
、
そ
の
事
件
を
取
材
す
る
こ
と
に
な
る
。
物
語
と
し

て
は
、
面
白
い
構
成
で
あ
る
。
た
だ
、
最
後
が
、
自
分
が
胎
児
と
な

り
、子
宮
か
ら
、出
て
く
る
イ
メ
ー
ジ
な
の
だ
ろ
う
か
、た
だ
、「
怒
」

と
上
手
く
結
び
つ
か
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
の
だ
が
、
ど
う
だ
ろ
う

か
？

　

奨
励
賞
の
小
村
詩
穂
子
さ
ん
の
「
青
」
だ
が
、
中
々
、
面
白
い
設

定
の
よ
う
だ
し
、
そ
れ
な
り
の
雰
囲
気
が
あ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
た

と
え
ば
、「
ア
ン
チ
ナ
タ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
て
、
意

選　

評

　
　
　
　第 5回

文芸思潮 新人賞新人賞

外
と
、
全
体
と
関
わ
る
言
葉
の
よ
う
だ
が
、
説
明
が
な
い
。
こ
の
言

葉
だ
け
で
、
理
解
で
き
る
人
間
が
ど
れ
だ
け
い
る
だ
ろ
う
か
、
こ
れ

は
説
明
が
必
要
だ
と
思
う
。
そ
れ
に
こ
の
小
説
は
「
青
」
と
い
う
彼

氏
と
の
話
だ
と
思
う
が
、
最
後
は
、
扉
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
か
ら
一

度
も
会
っ
た
こ
と
の
な
い
兄
が
出
て
く
る
。
そ
う
す
る
と
、
私
の
中

に
青
が
い
る
と
感
じ
る
。
そ
れ
ら
を
含
む
最
終
の
部
分
は
、
正
直
、

理
解
が
難
し
い
。
感
覚
的
に
は
、
わ
か
る
の
だ
け
れ
ど
、
も
っ
と
、

明
確
さ
が
必
要
で
は
な
い
か
、そ
う
す
れ
ば
、衝
撃
力
が
増
す
と
思
う
。

　

さ
て
、こ
の
小
説
に
は
、「
マ
ッ
プ
リ
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
。

別
の
小
説
で
も
似
た
よ
う
な
言
葉
が
出
て
く
る
の
だ
け
れ
ど
、
似
た

よ
う
な
と
い
う
の
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
普
及
し
て
そ
の
周
辺
で

生
み
出
さ
れ
て
広
ま
っ
た
言
葉
と
い
う
意
味
だ
が
、
お
そ
ら
く
、
作

者
と
同
世
代
な
ら
、
誰
で
も
知
っ
て
い
る
言
葉
な
の
だ
ろ
う
。
ち
な

み
に
「
マ
ッ
プ
リ
」
は
、
ケ
イ
タ
イ
で
調
べ
る
と
、
す
ぐ
に
そ
の

意
味
が
出
て
く
る
の
も
不
思
議
な
感
じ
だ
が
、「
マ
ッ
チ
ン
グ
ア
プ

リ
」
の
略
語
で
あ
る
ら
し
い
。
言
葉
は
、
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
い
く

も
の
だ
け
れ
ど
、
小
説
を
書
く
と
き
に
は
、
繊
細
さ
が
必
要
だ
と
思

う
。
こ
れ
は
流
行
語
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
つ
ま
り
、
流
行
で
あ
れ

ば
、
す
ぐ
に
廃
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
半
年
後
や
一
年
後
に
は
、
誰

も
わ
か
ら
な
い
か
、
使
わ
な
く
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の

時
、
誰
か
が
、
こ
の
小
説
を
読
む
と
、
意
味
が
わ
か
ら
な
い
か
、
酷

く
時
代
遅
れ
な
も
の
に
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。つ
ま
り「
ダ
サ
い
」

小
説
に
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
。
そ
の
こ
と
を
分
か
っ
て
い
て
使
う
方

少
し
低
調

大
高
雅
博

法
も
あ
る
が
、
熟
慮
が
必
要
だ
と
思
う
。

　

佳
作
の
岡
本
択
さ
ん
の
「
30
で
死
ぬ
と
い
う
こ
と
」
は
、
愚
兄
の

話
な
の
だ
け
ど
、
実
は
、
結
構
こ
う
い
う
題
材
は
多
い
。
そ
の
作
品

群
と
違
う
の
は
、
最
後
の
方
で
、
生
身
と
思
わ
れ
る
兄
が
、
出
て
く

る
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
は
良
か
っ
た
。
た
だ
、
全
体
に
表
現
が
甘
い
。

間
違
っ
た
使
い
方
が
あ
る
し
、「
は
ん
ぶ
ん
に
割
ら
れ
た
中
辛
の
カ

レ
ー
粉
」（
は
ん
ぶ
ん
に
割
ら
れ
た
と
す
れ
ば
カ
レ
ー
ル
ー
）「
カ
レ

ー
を
作
る
前
の
気
分
転
換
に
死
ん
だ
み
た
い
な
唐
突
さ
」
と
書
い
て

あ
る
の
に
、
後
で
、「
冷
蔵
庫
の
中
に
は
」「
お
で
ん
の
残
り
が
あ
っ

た
。」
と
あ
り
、
矛
盾
し
な
い
だ
ろ
う
か
、
何
度
も
読
み
返
し
て
ほ

し
い
。
細
部
が
重
要
。

　

佳
作
の
阿
彦
美
咲
さ
ん
の
「
痛
み
を
辿
る
」
は
、
昔
自
分
が
書
い

た
文
章
を
読
み
返
す
こ
と
で
、
感
動
や
痛
み
に
つ
い
て
考
え
る
と
い

っ
た
よ
う
な
、
独
特
で
、
不
思
議
な
感
じ
が
す
る
作
品
で
、
良
い
と

思
っ
た
。
た
だ
、
こ
の
作
品
は
、
も
っ
と
、
感
覚
的
に
書
い
た
方
が

い
い
か
も
し
れ
な
い
。
少
し
繋
ぎ
が
悪
い
と
思
っ
た
の
は
、
昔
自
分

が
書
い
た
文
章
に
入
る
前
の
行
で
、「
私
は
気
に
入
り
の
曲
を
再
生

し
、
目
を
閉
じ
た
」
で
、
そ
の
後
文
章
が
出
て
く
る
の
で
、
目
を
閉

じ
て
は
読
め
な
い
と
思
っ
た
。
続
け
て
「
す
る
と
、
そ
の
文
章
が
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
付
け
加
え
れ
ば
、
良

か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

重
箱
の
隅
を
つ
つ
く
よ
う
な
事
柄
ば
か
り
書
い
て
い
る
よ
う
な
気

が
す
る
が
、
細
部
が
大
事
。
何
度
も
読
み
返
し
て
く
だ
さ
い
。

文芸思潮新人賞

　　選　評

　

第
五
回
の
文
芸
思
潮
新
人
賞
は
低

調
で
、
落
胆
し
た
。
応
募
し
て
く
る

作
品
群
に
は
、
当
然
波
が
あ
り
、
第

一
回
の
よ
う
に
最
優
秀
賞
が
一
度
に

三
篇
出
る
ほ
ど
い
い
作
品
が
集
ま
っ

て
く
る
場
合
も
あ
り
、
逆
に
今
回
の

よ
う
に
優
秀
賞
に
も
届
か
な
い
線
で
留
ま
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

ま
だ
応
募
数
が
二
桁
台
前
半
に
あ
る
よ
う
な
状
況
で
は
、
そ
の
当
た

り
は
ず
れ
が
大
き
い
の
は
や
む
を
得
ず
、
今
回
は
波
の
底
部
に
遭
遇

し
て
し
ま
っ
た
と
諦
め
る
よ
り
し
か
た
が
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

特
に
先
回
は
文
章
が
い
い
作
品
が
多
か
っ
た
の
で
、
今
回
の
よ
う

に
読
ま
せ
る
新
味
の
文
章
が
少
な
か
っ
た
こ
と
で
、
低
調
が
目
立
っ

た
き
ら
い
は
あ
る
。

　

そ
う
は
言
っ
て
も
、
そ
れ
な
り
に
新
人
の
鋭
い
視
点
や
、
新
感
覚

の
文
章
は
散
見
し
た
。
奨
励
賞
の
二
作
に
は
そ
れ
が
あ
り
、
今
後
が

期
待
で
き
る
可
能
性
は
感
じ
た
。

　

宇
部
道
路
氏
の
「
怒
」
は
、
社
会
の
圧
力
下
で
鬱
積
し
た
不
満
が

ち
ょ
っ
と
し
た
言
葉
や
舌
打
ち
で
一
気
に
爆
発
す
る
現
実
を
う
ま
く

五
十
嵐
勉

波
の
底
部
に
遭
遇
―
―
不
振
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取
り
出
し
て
、
凶
暴
化
し
た
「
怒
り
」
の
形
を
作
品
に
し
て
い
る
。

確
か
に
こ
う
い
う
個
人
と
社
会
の
乖
離
現
象
は
見
え
な
い
部
分
で
大

き
く
な
っ
て
お
り
、
胸
の
底
に
溜
ま
っ
た
怒
り
は
ご
く
些
細
な
こ
と

で
爆
発
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
秋
葉
原
の
事
件
も
、
思
う

よ
う
に
な
ら
な
い
社
会
か
ら
自
身
が
拒
否
さ
れ
て
い
る
乖
離
感
が
、

負
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
爆
裂
し
た
構
造
を
有
し
て
い
る
。
た
だ
、

昔
と
は
違
っ
た
現
代
的
な
形
を
取
っ
て
い
る
そ
こ
に
こ
そ
、
文
学
は

社
会
の
矛
盾
の
領
域
と
、
個
人
の
内
面
の
領
域
の
両
面
を
汲
み
取
っ

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
現
代
は
富
め
る
者
と
貧
し
い

者
と
の
格
差
が
想
像
以
上
に
広
が
っ
て
い
る
。
一
方
は
ア
パ
ー
ト
の

一
室
で
孤
独
死
す
る
よ
う
な
窮
状
に
あ
り
、
一
方
は
一
流
ホ
テ
ル
で

豪
華
な
食
事
を
楽
し
む
よ
う
な
生
活
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
規
則
や

法
律
や
社
会
組
織
の
硬
い
縛
り
に
よ
っ
て
、
貧
し
い
者
は
い
っ
そ
う

生
き
方
を
狭
め
ら
れ
て
い
る
。
一
般
の
水
準
の
生
活
と
の
隔
た
り

が
、
自
己
の
疎
外
感
と
し
て
鬱
屈
し
、
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
ど
こ

ろ
か
反
対
に
な
っ
て
い
く
こ
と
が
、
一
般
を
憎
み
、
怒
り
と
し
て
そ

れ
を
傷
つ
け
破
壊
す
る
衝
動
と
な
っ
て
い
く
。
こ
の
小
説
に
足
り
な

い
も
の
は
、
な
ぜ
そ
の
構
造
が
造
ら
れ
、
ど
う
し
て
そ
の
殻
を
打
ち

破
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
、
そ
の
社
会
構
造
と
怒
り
の
感
情
構
造

ま
で
踏
み
込
み
、
そ
の
根
と
行
方
ま
で
掘
り
下
げ
切
っ
て
い
な
い
こ

と
で
あ
る
。
些
細
な
こ
と
で
発
火
す
る
そ
の
微
妙
さ
に
主
に
目
を
向

け
て
し
ま
っ
て
、
そ
の
奥
の
重
要
な
構
造
を
掘
削
し
て
い
な
い
。
着

想
の
お
も
し
ろ
さ
に
眼
を
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
し
っ

か
り
摘
出
し
て
、
普
遍
化
で
き
た
ら
、
意
外
に
大
き
な
共
感
を
呼
ぶ

も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
文
学
と
し
て
は
そ
こ
ま
で
や
っ
て
ほ
し
い
。

　

同
じ
く
奨
励
賞
の
小
村
志
穂
子
氏
の
「
青
」
は
、
文
章
に
一
つ
の

ス
タ
イ
ル
が
あ
り
、
現
代
的
な
文
章
の
新
し
さ
と
し
て
流
れ
て
い

る
。
肉
体
の
生
理
的
な
感
受
性
が
、
現
実
の
一
つ
一
つ
の
具
体
的
な

事
物
に
奇
妙
に
溶
け
合
い
、
物
が
心
理
化
さ
れ
、
心
理
が
物
化
さ
れ

る
。
そ
の
出
し
入
れ
や
溶
け
合
い
は
新
し
い
文
章
表
現
と
し
て
う
ね

り
流
れ
て
い
る
。
そ
の
長
所
は
創
作
に
到
達
し
て
い
る
が
、
逆
に
そ

れ
に
よ
っ
て
客
体
的
世
界
が
形
を
取
り
に
く
く
、
一
つ
の
現
実
と
し

て
の
境
界
を
曖
昧
に
し
て
い
る
。
「
青
」
と
い
う
の
は
、
人
物
で
も

あ
り
、
世
界
感
覚
で
も
あ
り
、
空
気
で
も
あ
る
。
そ
の
溶
け
合
い
が

新
し
い
感
覚
を
醸
し
て
い
る
と
同
時
に
、
逆
に
現
実
造
形
を
遠
ざ
け

て
い
る
。
「
現
実
は
そ
う
い
う
も
の
で
あ
れ
ば
い
い
。
客
体
的
で
な

く
て
も
よ
い
」
と
い
う
の
も
一
つ
の
立
場
で
あ
り
、
表
現
基
盤
に
な

り
う
る
が
、
現
実
は
逆
に
そ
こ
に
留
ま
る
者
に
対
し
て
報
復
す
る
か

の
よ
う
に
容
赦
な
く
襲
い
か
か
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
ど
う
す

る
か
、
覚
悟
と
準
備
が
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
対
し
て
、

他
の
選
考
委
員
は
「
何
が
書
い
て
あ
る
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
」

と
言
っ
た
。
そ
の
わ
か
り
に
く
さ
は
、
現
実
ま
で
い
っ
さ
い
を
感
覚

に
飲
み
込
み
現
実
を
溶
か
し
て
受
容
す
る
強
烈
な
感
受
の
消
化
力
に

あ
る
の
だ
が
、
溶
か
し
て
し
ま
っ
た
現
実
は
、
実
は
も
っ
と
強
固
な

屹
立
を
残
し
て
い
る
は
ず
で
、
そ
の
残
存
の
問
題
を
ど
う
処
理
し
て

い
く
か
が
大
き
な
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

あ
と
も
う
一
つ
。
出
だ
し
の
「
親
孝
行
っ
て
い
う
言
葉
自
体
が
お

か
し
く
ね
?
」
と
い
う
部
分
は
、
表
現
と
し
て
新
し
く
て
も
、
内
容

と
し
て
は
軽
佻
に
な
り
、
足
元
を
見
ら
れ
る
。
親
の
無
視
を
気
取
っ

て
も
、
結
局
自
分
も
親
に
な
る
か
も
し
れ
ず
、
そ
の
と
き
は
こ
の
言

葉
を
撤
回
す
る
羽
目
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
別
な
こ
と
で
イ

ン
パ
ク
ト
の
あ
る
出
だ
し
に
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

　

今
回
の
新
人
へ
の
落
胆
を
一
挙
に
吹
き
飛
ば
す
よ
う
な
新
鮮
で
挑

戦
的
な
作
品
を
次
回
は
大
い
に
期
待
し
て
い
る
。

　

今
回
は
全
体
的
に
不
作
で
あ
っ

た
よ
う
な
気
が
す
る
が
、
私
が
も
っ

と
も
興
味
を
持
っ
た
作
品
は
「
30

で
死
ぬ
と
い
う
こ
と
」
で
あ
っ
た
。

三
十
を
迎
え
た
日
の
朝
に
、
タ
マ
ネ

ギ
の
隣
で
一
人
で
首
を
吊
っ
て
い

た
兄
に
つ
い
て
書
こ
う
と
思
っ
た
。
外
線
電
話
が
鳴
っ
て
上
司
が
僕

を
呼
ん
だ
時
、
僕
は
直
感
的
に
兄
が
も
う
こ
の
世
に
い
な
い
こ
と
を

悟
っ
て
い
た
。

　

兄
は
ご
く
控
え
め
に
言
っ
て
プ
ラ
イ
ド
の
か
た
ま
り
の
よ
う
な
男

　
　
　

今
回
は
不
作

小
浜
清
志

だ
っ
た
。
垢
ぬ
け
な
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
次
の
日
に
は
美
容
院
で

親
の
金
を
盗
ん
で
ま
で
流
行
の
髪
形
に
し
た
り
、
半
ズ
ボ
ン
か
ら
の

ぞ
く
足
の
毛
深
さ
を
指
摘
さ
れ
た
翌
日
に
は
す
べ
て
の
半
ズ
ボ
ン
を

ゴ
ミ
袋
に
入
れ
、
か
わ
り
に
同
じ
数
の
長
ズ
ボ
ン
を
買
い
そ
ろ
え

た
。
数
学
の
授
業
で
教
師
に
と
ん
ち
ん
か
ん
な
回
答
を
し
た
次
の
定

期
試
験
で
満
点
を
と
り
汚
名
を
す
す
い
だ
し
、
ユ
ー
モ
ア
の
久
如
が

原
因
で
交
際
相
手
に
振
ら
れ
て
か
ら
し
ば
ら
く
は
た
と
え
葬
儀
の
と

き
で
も
冗
談
し
か
言
わ
な
か
っ
た
。
な
に
か
事
が
起
こ
る
た
び
、
兄

は
こ
れ
ま
で
の
衣
服
を
脱
ぎ
す
て
て
別
人
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
の

だ
。
兄
は
昔
か
ら
小
説
を
読
む
の
が
好
き
で
、
古
本
屋
で
虫
に
食
わ

れ
た
よ
う
な
本
を
安
く
買
い
込
ん
で
は
大
切
そ
う
に
棚
に
並
べ
て
い

た
。
し
か
し
、
一
、二
か
月
は
放
っ
て
お
く
の
で
、
僕
は
そ
の
間
に

勝
手
に
読
み
あ
さ
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
兄
が
そ
の
本
を
読
み
終
え

た
こ
ろ
合
い
を
見
て
か
ら
感
想
を
聞
い
た
の
だ
っ
た
。
し
か
し
僕
の

期
待
は
す
べ
て
裏
切
ら
れ
、
お
前
に
は
ま
だ
わ
か
ら
な
い
と
逃
げ
ら

れ
て
し
ま
う
。

　

僕
が
九
歳
の
と
き
両
親
が
自
動
車
事
故
で
死
ん
だ
。
祖
母
の
と
こ

ろ
に
兄
と
二
人
で
預
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
僕
は
優
等
生
か

ら
問
題
児
と
華
麗
な
る
転
身
を
し
た
。
三
日
に
一
度
の
ス
パ
ン
で
祖

母
は
学
校
に
呼
び
出
さ
れ
る
の
だ
が
、
認
知
症
の
は
い
っ
た
祖
母
は

「
は
あ
」
と
「
へ
え
」
と
「
さ
よ
う
で
す
か
」
を
繰
り
返
す
ば
か
り

で
話
が
ま
と
ま
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
問
題
児
は
ま
す
ま
す
手
が
付

け
ら
れ
な
く
な
り
、
盗
ん
だ
チ
ョ
ウ
ク
で
目
に
入
る
全
て
の
物
に
落
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取
り
出
し
て
、
凶
暴
化
し
た
「
怒
り
」
の
形
を
作
品
に
し
て
い
る
。

確
か
に
こ
う
い
う
個
人
と
社
会
の
乖
離
現
象
は
見
え
な
い
部
分
で
大

き
く
な
っ
て
お
り
、
胸
の
底
に
溜
ま
っ
た
怒
り
は
ご
く
些
細
な
こ
と

で
爆
発
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
秋
葉
原
の
事
件
も
、
思
う

よ
う
に
な
ら
な
い
社
会
か
ら
自
身
が
拒
否
さ
れ
て
い
る
乖
離
感
が
、

負
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
爆
裂
し
た
構
造
を
有
し
て
い
る
。
た
だ
、

昔
と
は
違
っ
た
現
代
的
な
形
を
取
っ
て
い
る
そ
こ
に
こ
そ
、
文
学
は

第 5回
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第
五
回
目
に
な
る
こ
の
賞
、
今
回
は

多
少
低
迷
し
た
感
が
あ
り
、
こ
れ
は
―

―
と
言
う
作
品
に
は
出
会
え
な
か
っ

た
気
が
す
る
。
感
覚
の
鋭
さ
や
、
設
定

の
お
も
し
ろ
さ
は
見
ら
れ
つ
つ
も
、
目

を
見
開
か
せ
、
こ
ち
ら
の
感
性
が
揺
さ

ぶ
ら
れ
て
読
み
終
え
る
…
…
ほ
ど
の
も
の
は
な
か
っ
た
。
思
い
切
っ

た
発
想
と
、
そ
れ
を
展
開
す
る
構
想
、
小
説
舞
台
を
支
え
る
リ
ア
リ

テ
ィ
、
気
づ
か
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
へ
の
指
摘
…
…
言
う
の
は
簡

単
だ
が
、
作
る
の
は
並
々
な
ら
ぬ
覚
悟
と
力
業
が
要
る
だ
ろ
う
…
…

次
回
を
さ
ら
に
期
待
し
た
い
。

﹁
怒
﹂　

怒
り
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
良
く
考
察
は
で
き
て
い

る
と
思
う
。
怒
り
に
よ
る
無
差
別
殺
人
、
そ
の
原
因
を
知
ろ
う
と
す

る
テ
レ
ビ
局
に
勤
め
る
中
堅
社
員
の
話
だ
。

　

育
児
休
暇
の
取
得
を
決
意
し
た
た
め
、
主
人
公
は
若
手
女
性
デ

ィ
レ
ク
タ
ー
に
企
画
を
横
取
り
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
胸
中
の

「
怒
」
を
抱
え
て
歩
く
中
、
全
身
黒
づ
く
め
の
男
と
擦
れ
違
い
肩
が

ぶ
つ
か
る
、
そ
の
瞬
間
思
わ
ず
舌
打
ち
を
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
は
印

象
的
だ
。
〈
そ
う
、
舌
打
ち
を
私
は
確
か
に
打
っ
た
の
だ
。
こ
の
世

界
へ
と
、
そ
の
短
い
音
を
響
か
せ
た
。
そ
れ
は
、
彼
が
ぶ
つ
か
っ
た

こ
と
を
ト
リ
ガ
ー
と
す
る
銃
声
に
も
等
し
い
よ
う
な
、
私
の
「
怒
」

を
世
界
へ
と
解
放
す
る
作
用
で
あ
っ
た
の
だ
。
…
…
そ
の
と
き
は
ま

だ
知
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
平
常
と
は
異
に
す
る
怒
涛
の
日
常
が
待
っ

て
い
る
こ
と
を
。
広
が
っ
て
い
っ
た
「
怒
」
の
波
紋
が
、
私
の
日
常

に
押
し
寄
せ
て
く
る
こ
と
を
。
〉

　

自
分
の
企
画
を
横
取
り
し
よ
う
と
し
て
い
た
女
性
が
、
そ
の
黒
づ

く
め
の
男
に
刺
さ
れ
る
。
ま
た
立
ち
向
か
い
巻
き
添
え
と
な
り
死
亡

し
た
男
性
も
出
る
。
主
人
公
は
、
そ
の
原
因
を
〈
自
ら
が
発
し
た
「
チ

ッ
」
と
い
う
舌
打
ち
の
音
響
は
、
私
の
怒
り
が
発
露
し
た
、
確
か
な

「
怒
」
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
や
は
り
私
が
悪
い
の
か
。
あ

の
時
の
私
が
悪
い
の
か
〉
と
悩
み
繋
げ
て
い
く
。
被
害
者
の
男
性
の

家
族
と
会
い
、
ま
た
殺
人
犯
と
主
人
公
は
対
峙
し
そ
の
過
去
も
知
ろ

う
と
す
る
、
そ
の
原
因
を
も
…
…
。
し
か
し
、
最
後
は
夢
に
な
っ
て
、

掴
み
切
れ
て
は
い
な
い
。

　

神
戸
の
酒
鬼
薔
薇
事
件
や
、
池
田
小
の
児
童
殺
傷
事
件
…
…
秋
葉

原
の
無
差
別
殺
人
、
養
老
施
設
の
無
差
別
殺
傷
事
件
さ
ら
に
…
…
時

折
、
無
差
別
殺
人
事
件
は
新
た
に
起
こ
っ
て
は
社
会
的
話
題
と
な

る
。
作
者
は
、
そ
こ
に
一
つ
の
解
釈
を
犯
人
の
言
葉
で
表
そ
う
と
す

る
。
〈
「
あ
ん
た
た
ち
が
撒
き
散
ら
す
「
怒
」
が
、
国
民
を
、
俺
た

ち
を
怒
り
に
満
ち
た
不
幸
な
人
間
に
変
え
て
い
る
想
像
も
つ
か
な
い

の
か
、
こ
の
ア
バ
ズ
レ
野
郎
」
〉
と
。
そ
し
て
主
人
公
は
、
チ
ッ
と
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書
き
を
す
る
。
翌
日
目
撃
者
が
い
て
僕
は
職
員
室
で
問
い
詰
め
ら
れ

る
が
一
言
も
謝
ら
な
い
。
そ
の
時
中
学
生
の
学
生
服
を
着
た
兄
が
現

れ
保
護
者
と
し
て
の
振
る
舞
い
を
し
て
僕
は
解
放
さ
れ
る
。
落
書
き

を
兄
と
消
し
な
が
ら
僕
は
元
の
自
分
に
帰
ろ
う
と
思
う
。
と
い
う
と

こ
ろ
で
話
は
終
わ
る
が
、
兄
に
限
ら
ず
一
人
の
人
間
を
文
章
で
捉
え

る
の
は
不
可
能
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
し
ま
っ
た
。
前
半
の

兄
の
描
写
は
自
分
の
こ
と
を
書
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
な
と
も
思
っ

た
が
、
そ
う
で
は
な
く
て
や
は
り
兄
だ
っ
た
。
ど
こ
に
軸
足
を
置
こ

う
と
し
て
い
た
か
が
良
く
分
か
ら
な
か
っ
た
か
、
挑
戦
し
よ
う
と
し

た
こ
と
は
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
っ
た
。

宇
部
道
路
「
怒
」、
誰
の
中
に
も
あ
る
「
怒
」
を
ど
う
描
写
し
よ

う
か
と
考
え
た
結
果
テ
レ
ビ
局
を
狙
っ
た
無
差
別
殺
人
事
件
が
生
ま

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
犯
人
と
事
件
の
前
に
す
れ
違
い
ざ
ま
肩
を

ぶ
つ
け
、
舌
打
ち
を
し
た
。
そ
れ
が
犯
人
の
怒
を
刺
激
し
た
の
で
は

な
い
か
。
し
か
し
、
永
井
と
い
う
犯
人
は
テ
レ
ビ
の
番
組
が
視
聴
者

に
む
け
怒
を
む
き
出
し
に
し
て
い
る
と
怒
る
。
同
じ
部
署
の
今
川
も

被
害
に
あ
い
意
識
不
明
の
重
体
で
あ
る
。
そ
の
今
川
を
守
ろ
う
と
し

て
鈴
木
と
い
う
銀
行
マ
ン
が
死
ん
だ
。
そ
の
母
親
と
面
会
し
た
時
母

親
が
加
害
者
も
テ
レ
ビ
局
の
皆
さ
ん
も
許
せ
ま
せ
ん
、
大
事
な
一
人

息
子
を
奪
っ
た
の
だ
か
ら
。
怒
は
伝
播
し
怒
は
深
ま
っ
て
い
く
。
し

か
し
、
輪
郭
す
ら
見
え
て
こ
な
い
怒
を
う
ま
く
と
ら
え
き
れ
な
い
ま

ま
幕
引
き
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

今
回
は
低
迷
し
た
感八

覚
正
大

い
う
舌
打
ち
の
ト
リ
ガ
ー
に
何
度
も
何
度
も
戻
っ
て
行
く
が
、
原
因

と
な
っ
た
こ
と
へ
の
自
意
識
過
剰
と
、
初
め
か
ら
「
怒
」
と
概
念
化

し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
解
の
存
在
は
朧
げ
に
見
え
つ
つ
、
解
け
て

い
な
い
感
が
や
は
り
残
っ
て
し
ま
う
。
感
情
と
行
為
と
の
関
係
を
さ

ら
に
追
究
し
て
欲
し
い
。
か
つ
て
『
異
邦
人
』
の
作
家
カ
ミ
ュ
は
、

主
人
公
が
太
陽
の
せ
い
で
偶
然
ア
ラ
ブ
人
を
射
殺
し
、
や
が
て
死
刑

に
な
る
話
を
書
い
た
、
そ
れ
は
原
因
の
分
か
ら
な
い
《
不
条
理
》
と

し
て
一
世
を
風
靡
し
た
…
…
こ
と
が
あ
っ
た
。

﹁
青
﹂　

出
だ
し
の
、
投
げ
掛
け
の
よ
う
な
、
一
見
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う

な
表
現
は
面
白
い
。
〈
…
…
暑
苦
し
い
コ
ン
ク
リ
も
こ
の
夏
も
て

ゆ
う
か
去
年
も
そ
の
前
も
、
嫌
悪
で
煮
込
ま
れ
泡
に
な
る
。
…
…

そ
う
い
う
日
が
何
度
か
あ
っ
て
、
そ
の
何
度
か
を
貪
り
生
き
て
い

る
。
息
、
息
、
息
、
息
。
も
う
い
い
っ
て
。
鬱
を
孕
ん
だ
卵
は
む
く

む
く
と
育
ち
ま
く
っ
て
い
て
、
夜
間
、
成
長
す
る
っ
ぽ
い
。
〉
そ

ん
な
感
覚
の
主
人
公
が
、
青
と
い
う
男
子
学
生
と
仲
良
く
な
る
。

〈
二
〇
二
三
年
の
大
学
に
縄
文
土
偶
が
ふ
た
り
、
し
か
も
一
人
は
喫

煙
者
。
青
が
燻
ら
せ
る
右
手
を
見
な
が
ら
私
も
言
う
。「
か
わ
い
い
」

　

こ
の
時
か
ら
た
ぶ
ん
、
私
は
息
を
吸
う
場
所
を
得
た
。
〉
そ
し
て

青
と
の
関
り
や
大
学
の
授
業
の
話
、
ア
ン
チ
ナ
タ
リ
ズ
ム
…
…
な
ど

と
出
て
は
来
る
が
、
青
と
は
そ
れ
っ
き
り
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ラ
ス

ト
に
出
て
来
る
、
お
兄
ち
ゃ
ん
へ
の
呼
び
か
け
、
未
生
と
い
う
主
人

公
の
名
前
が
何
か
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
は
思
え
る
が
、
よ
く
は

分
か
ら
な
か
っ
た
。
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﹁
30
で
死
ぬ
と
い
う
こ
と
﹂　

死
ん
だ
兄
を
回
想
す
る
弟
の
視
点
。

〈
…
…
兄
は
自
分
と
い
う
も
の
を
持
た
な
か
っ
た
。
…
…
す
ぐ
に
誰

と
で
も
仲
良
く
な
れ
る
く
せ
に
本
当
の
親
友
は
一
人
も
い
な
い
男
。

実
の
と
こ
ろ
、
ほ
ん
と
う
の
兄
の
姿
を
見
た
こ
と
の
あ
る
人
間
は
僕

も
含
め
て
誰
ひ
と
り
い
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
。
だ
か
ら
僕
が

語
ろ
う
と
す
る
兄
も
ま
た
、
兄
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
〉
と
。

一
方
〈
人
が
一
人
死
ん
だ
の
な
ら
、
少
な
く
と
も
一
冊
の
本
が
書
か

れ
る
べ
き
だ
〉
と
い
う
小
説
家
を
目
指
し
た
兄
の
言
葉
が
繰
り
返
さ

れ
る
。
そ
れ
は
誰
が
何
の
た
め
に
書
く
の
か
？　

〈
こ
の
文
章
の
原

動
力
は
た
だ
兄
と
い
う
人
間
が
何
で
あ
っ
た
か
を
確
か
め
た
い
と
い

う
純
粋
な
熱
意
以
外
の
何
も
の
で
な
い
〉
と
あ
る
。
何
か
抽
象
的
な

思
い
を
書
き
つ
つ
、
話
は
だ
ん
だ
ん
具
体
的
に
な
っ
て
い
く
。
兄
は

〈
プ
ラ
イ
ド
の
カ
タ
マ
リ
の
よ
う
な
男
だ
っ
た
〉
。
し
か
し
中
身
の

な
い
兄
に
対
し
、
弟
は
そ
れ
を
凌
駕
す
る
読
書
を
し
て
い
た
こ
と
。

兄
の
遺
品
一
覧
も
、
何
だ
ろ
う
…
…
と
思
っ
て
読
ん
だ
が
特
に
纏
ま

り
は
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
Ｐ
11
か
ら
は
主
人
公
の
こ
と
に
な
る
。

Ｐ
13
、
14
は
交
通
事
故
で
両
親
を
亡
く
し
た
（
唐
突
感
な
感
が
あ

る
）
自
分
を
兄
が
か
ば
っ
て
く
れ
た
？　

話
（
こ
れ
は
面
白
か
っ

た
）
な
る
。
前
半
と
の
整
合
性
云
々
よ
り
、
Ｐ
11
か
ら
の
作
品
に
し

た
方
が
、
小
説
に
な
っ
た
気
が
す
る
。

﹁
痛
み
を
辿
っ
て
﹂　

主
人
公
が
以
前
に
書
い
た
自
分
の
思
い
を
読

み
直
し
、
さ
ら
に
考
察
を
加
え
て
い
く
話
。
「
痛
み
」
や
「
感
動
」

…
…
そ
の
過
去
に
書
い
た
も
の
を
再
読
し
、
あ
る
種
の
自
己
内
対

話
、
考
察
を
加
え
た
後
、
前
へ
向
か
っ
て
生
き
て
行
こ
う
と
す
る
決

意
が
描
か
れ
て
い
る
。
純
粋
な
考
察
は
な
る
ほ
ど
と
思
わ
れ
る
が

…
…
エ
ッ
セ
イ
的
な
感
が
あ
る
。

﹁
彼
女
の
シ
ネ
マ
﹂　

女
子
高
校
生
が
主
人
公
。
実
は
中
学
時
代
女

子
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
部
の
部
長
を
や
っ
て
い
た
時
、
仲
間
の
自
死

に
遭
い
、
そ
れ
を
自
分
の
せ
い
に
さ
れ
た
過
去
が
あ
る
。
ふ
と
、
と

あ
る
映
画
館
に
出
会
い
、
そ
こ
で
映
画
を
観
て
い
る
内
に
眠
く
な
り

…
…
過
去
を
回
想
し
な
が
ら
ど
こ
か
癒
さ
れ
て
い
く
。
ラ
イ
ト
ノ
ベ

ル
的
で
ス
ト
ー
リ
ー
は
伝
わ
る
。
た
だ
い
じ
め
の
加
害
者
に
さ
れ
た

こ
と
は
色
々
出
て
来
る
が
、
タ
イ
ト
ル
と
の
結
び
つ
き
、
さ
ら
に
生

き
方
へ
の
思
い
が
少
し
弱
い
気
が
し
た
。

文芸思潮では、新しい世代、新しい時代の小説作品を募集します。清新な感受性、
斬新な発想、大胆で挑戦的な構想、画期的な文体や文章による表現など、若い世代
でなければできない尖鋭な小説創作を期待します。社会の変化や生活の激変の底に
沈む人間の声の爆発、新しい前衛的な試み、新奇の感性、海外の体験に基づく地球
規模の体験など、常識を覆すパワーの小説作品をお待ちしています。
●●募集要項
募集内容●オリジナルの短編小説作品。純文学に限らず、SF、エンターテインメ
ント、歴史小説、推理小説など小説ジャンルは自由。これまで同人雑誌などに発表
した作品の改作も可。一人一篇に限る（複数応募者は失格とする）。
応募資格● 2025 年 4 月 30 日時点において 39 歳以下の者
応募規定● 2 万字以内。ワープロ原稿は A4 用紙 40 字× 30 行で印字。必ず右上を
綴じること。応募原稿は返却しないので、必ずコピーを取り、コピーを応募のこと。
400 字詰原稿用紙はなるべく使用しない。使用する場合は A4 を用いること。
別紙に①応募部門を明記（2025第 6回文芸思潮新人賞応募作品と明記）②タイ
トル③本名およびペンネーム・どちらも要ふりがな④年齢・生年月日（生年月日の
ないものは失格とする）・性別⑤〒住所⑥電話番号⑦職業・略歴
　応募者には結果を通知する。
応募審査料●2800円（郵便局の郵便為替を無記入で同封のこと）外国からは
20US ドル。切手も可。郵便為替 2000 円＋切手も可。（外国切手は不可）
応募先●〒 158-0083 東京都世田谷区奥沢 7-15-13 アジア文化社
　　　　「文芸思潮」新人賞係
　　TEL03-5706-7847　FAX03-5706-7848　E-mail　 bungeisc@asiawave.co.jp
賞●文芸思潮新人賞
最優秀賞■賞状・トロフィー・賞金 20 万円（受賞者 2 名の場合は 12 万　　　　　
　　　円、3 名の場合は 10 万円）
　　優秀賞■賞状・賞メダル・賞金 3 万円（4 名以上の場合は 2 万円）
　　奨励賞■賞状・賞メダル　佳作・入選■賞状
選考委員●作家集団「塊」メンバー
締切● 2025 年 4 月 30 日（当日消印有効）
発表●予選通過者は2025年9月25日発売の「文芸思潮」97号に発表する。受賞作・
優秀作は 2025 年 12 月 25 日発売の「文芸思潮」98 号に発表掲載。奨励賞など優れ
た作品も順次「文芸思潮」およびインターネットに掲載する。
主催●文芸思潮
※主催者から　新しい世代による新しい小説を期待する。一見平和で、安全に蓋を
されている現代の便利な生活のなかでも、噴き出している何かがあるはず。全て表
面はきれいに覆われている中に、もっと暴かなければならない人間の本質的な問題
が潜んでいる。それらを剔出するような新鋭の作品を期待しています。

第6回　文芸思潮新人賞　作品募集

八覚正大小説集「シェルター発」
1500円


