
5 4

　
第第
三三
回回
「
文
芸
思
潮
」

「
文
芸
思
潮
」
短
歌
賞

短
歌
賞
　　

発
表
発
表

第3回「文芸思潮」
　　　　短歌短歌賞賞

最
優
秀
賞

最
優
秀
賞
　　

　
該
当
作
な
し

該
当
作
な
し

　　 第第
三三
回
「
文
芸
思
潮
」

回
「
文
芸
思
潮
」
短
歌
賞

短
歌
賞

「文芸思潮」短歌賞発表

優
秀
賞

優
秀
賞

奨
励
賞

奨
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賞

石
井
和
子	

　（
和
歌
山
県
西
牟
婁
郡
）

風
間
洋
平	

　	

（
新
潟
県
新
潟
市
）

尾
内
甲
太
郎	

（
静
岡
県
浜
松
市
）

工
藤
瑞
樹	

　（
愛
知
県
名
古
屋
市
）

鈴
木
あ
ぐ
り	

（
栃
木
県
小
山
市
）

星
野
秀
水	

　
　（
福
岡
県
太
宰
府
市
）

三
ッ
木
健	

　
　
　
　
　（
東
京
都
墨
田
区
）

田
浦
チ
サ
子
　
　（
福
岡
県
北
九
州
市
）

新
井
巳
喜
雄	

（
埼
玉
県
児
玉
郡
）

平
尾
三
枝
子	

（
岡
山
県
岡
山
市
）

葵
井
禎
子	

　
　
　（
京
都
府
京
都
市
）

渡
良
瀬
愛
子	

（
千
葉
県
柏
市
）

原
比
呂
子	

　
　
　（
大
分
県
国
東
市
）

華
央
子	

　
　
　（
北
海
道
茅
部
郡
）

野
葛
間	

　
　
　（
長
野
県
上
田
市
）

徳
永
逸
夫		

（
高
知
県
須
崎
市
）

志
水
麻
衣
子	

（
東
京
都
港
区
）

渡
邉
美
愛	

　
　
　（
愛
知
県
名
古
屋
市
）

山
本
　
明		

（
千
葉
県
市
川
市
）

佐
藤
優
羽	

　
　
　（
東
京
都
府
中
市
）

清
水
隆
司		

（
千
葉
県
松
戸
市
）

　

第
三
回
「
文
芸
思
潮
」
短
歌
賞
に
御
応
募
く
だ
さ
り
、
ま
こ
と
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
回
は
四
八
名
九
六
首
と
や
や
少
な

く
な
り
ま
し
た
が
、
日
本
の
伝
統
に
則
っ
た
自
然
と
人
生
と
に
和
し

た
叙
情
歌
と
し
て
の
短
歌
は
多
く
集
ま
り
、
期
待
に
大
い
に
応
え
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

現
代
の
短
歌
は
荒
廃
の
う
ち
に
あ
り
、
正
岡
子
規
が
提
唱
し
た
近

代
短
歌
か
ら
離
れ
て
言
葉
や
観
念
の
遊
び
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

に
歯
止
め
を
か
け
る
べ
く
、
こ
の
短
歌
賞
を
始
め
短
歌
賞
と
こ
ろ
、

応
募
作
品
の
中
に
、
今
回
も
真
の
短
歌
精
神
が
生
き
生
き
と
漲
っ
て

い
る
こ
と
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
残
念
な
が
ら
第
三
回

は
最
優
秀
賞
は
出
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ
の
息
吹
の
う
ち
に
ま
た
優

れ
た
歌
が
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
を
次
回
に
期
待
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

集
ま
っ
た
応
募
作
の
中
か
ら
、
ま
ず
予
選
担
当
に
よ
っ
て
第
一
次
、

第
二
次
、
第
三
次
の
選
考
が
行
な
わ
れ
、
そ
れ
ら
を
通
過
し
た
作
品

を
対
象
に
、
四
月
十
日
、
福
田
淑
子
、
五
十
嵐
勉
の
選
考
委
員
に
よ

り
、
最
終
選
考
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
厳
正
な
審
査
の
結
果
、
以
下

の
通
り
決
定
し
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
に
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

第
四
回
「
文
芸
思
潮
」
短
歌
賞
は
、
明
年
も
今
年
と
ほ
ぼ
同
じ
要

領
で
募
集
を
行
な
う
予
定
で
す
。
ど
う
ぞ
奮
っ
て
御
応
募
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
（「
文
芸
思
潮
」
短
歌
賞
選
考
委
員
会
／
文
芸
思
潮
）
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選
評
選
評

第3回「文芸思潮」
　　　　短歌短歌賞賞

　

思
い
と
叙
景

　

五
十
嵐
　
勉
　

　

第
三
回
の
短
歌
賞
は
、
残
念
な
が
ら
最
優
秀
賞
は
出
な
か
っ
た
。

深
い
思
い
と
叙
景
が
密
接
に
絡
み
合
っ
て
天
に
届
く
よ
う
な
昇
華
を

見
せ
て
い
る
名
歌
、
秀
歌
と
い
う
も
の
は
、
そ
う
頻
繁
に
出
る
も
の

で
は
な
い
と
思
い
つ
つ
、
ど
こ
か
で
そ
ん
な
歌
に
巡
り
会
う
こ
と
を

密
か
に
期
待
し
て
い
る
自
分
が
い
る
。
た
だ
、
も
う
一
歩
で
そ
の
賞

賛
を
贈
り
た
い
歌
も
い
く
つ
か
あ
っ
た
こ
と
は
、
事
実
で
あ
り
、
そ

の
い
い
味
わ
い
も
ま
た
否
定
で
き
な
い
。

　

私
と
し
て
は
、
そ
れ
に
最
も
近
か
っ
た
歌
は
石
井
和
子
氏
の
二
首

で
あ
る
。
特
に

「
骨
肉
の
離
れ
難
か
る
煮
凝
り
の
白
き
魚
あ
り
刻
が
流
る
る
」

　

は
そ
の
造
形
の
深
さ
が
奥
行
の
あ
る
味
を
広
げ
て
い
る
点
で
、
賞

賛
す
べ
き
一
首
と
思
っ
た
。
こ
れ
は
こ
れ
で
、
完
結
し
た
重
み
を
備

え
て
い
る
の
で
、
表
に
出
て
い
か
な
い
か
ら
こ
そ
脹
ら
む
人
生
の
凝こ

ご

り
の
深
さ
を
し
っ
か
り
受
け
取
る
べ
き
だ
が
、
天
へ
の
は
ば
た
き
と

は
逆
の
方
向
へ
沈
む
ベ
ク
ト
ル
が
賛
同
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
も
う

一
首
の

「
よ
る
べ
な
き
軽
や
か
さ
も
て
蝶
亘
る
紀
伊
水
道
の
五
月
た
そ
が
れ
」

　

も
秀
歌
で
、
軽
や
か
さ
と
よ
る
べ
な
さ
を
海
の
広
さ
の
上
に
描
い

て
季
節
の
華
や
か
さ
の
中
に
逆
に
は
か
な
い
も
の
を
表
出
す
る
歌
意

の
深
淵
は
、
一
流
の
表
現
に
達
し
て
い
る
。
た
だ
「
亘
る
」
が
こ
れ

で
い
い
の
か
、
疑
問
の
余
地
が
あ
り
、「
渡
る
」
か
「
わ
た
る
」
も

考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
と
に
か
く
こ
れ
だ
け
の
歌
の
表
出
は

誇
っ
て
い
い
力
量
を
示
し
て
い
る
。

　

同
じ
く
優
秀
賞
の
工
藤
瑞
樹
氏
の

「
垂
乳
根
の
指
を
吸
い
吸
い
稚
児
ね
む
る
枯
れ
そ
め
し
野
に
夢
見
し

春
ぞ
」

　

も
、
そ
の
描
か
ん
と
す
る
世
界
の
重
層
的
な
広
大
さ
は
魅
力
が
あ

る
が
、「
垂
乳
根
の
」
が
母
に
か
か
る
枕
詞
で
あ
る
で
あ
る
点
、「
枯

れ
そ
め
し
野
」
の
「
そ
め
」
が
曖
昧
な
点
が
、
難
と
さ
れ
て
評
価
を

落
と
し
た
。
そ
の
点
で
は
、
や
や
小
粒
だ
が
、

「
遣
る
瀬
な
き
法
事
の
席
の
陽
だ
ま
り
に
小
さ
き
姪
の
足
寛く

つ
ろぎ
て
」

　

の
方
が
無
難
で
、
流
れ
も
よ
く
通
っ
て
、
情
景
が
鮮
や
か
な
の
で
、

こ
ち
ら
を
優
秀
賞
と
し
た
。
三
〇
歳
と
い
う
若
さ
の
割
に
、
古
典
的

な
歌
相
を
身
に
着
け
て
い
る
の
は
好
感
が
持
て
、
今
後
に
期
待
す
る
。

　

二
首
全
体
を
「
冬
の
別
れ
」
と
題
し
た
尾
内
甲
太
郎
氏
の

「
手
の
ひ
ら
を
逃
れ
こ
ぼ
る
る
風
花
の
や
が
て
は
風
と
な
り
果
つ
る

か
も
」

　

は
、
切
り
取
り
方
も
よ
く
、
流
れ
も
い
い
が
、
惜
し
む
ら
く
は
、

「
風
」
が
重
複
し
て
い
る
。「
風
」
の
代
わ
り
に
何
か
な
い
か
、も
っ

と
探
し
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
も
う
一
首
の
方
は
「
祖
母

選評選評

の
言
葉
の
よ
う
な
冬
の
陽
」
は
比
喩
が
悪
い
。
短
詩
で
は
、「
よ
う

な
」
な
ど
と
い
う
例
え
を
用
い
る
言
葉
の
余
裕
は
な
い
。
着
想
は
い

い
の
で
、
そ
れ
に
ど
の
よ
う
に
リ
ア
リ
ズ
ム
を
付
与
し
て
表
現
す
る

か
、
表
現
を
鍛
え
て
ほ
し
い
。

　

風
間
洋
平
氏
の

「
亡
き
母
の
着
物
解
し
て
作
り
た
る
暖
簾
掛
け
た
り
し
ば
し
触
れ
み
る
」

　

は
、
亡
き
母
親
へ
の
愛
情
が
暖
簾
の
布
の
肌
触
り
に
蘇
る
よ
う
で
、

味
わ
い
の
深
い
一
首
で
あ
る
。
母
へ
の
愛
し
さ
が
匂
い
立
ち
、
慈
し

み
が
深
く
流
れ
て
い
る
。「
し
ば
し
」
が
や
や
弱
い
か
。

　

最
後
の
優
秀
賞
鈴
木
あ
ぐ
り
氏
の
短
歌
も
、
同
じ
母
親
へ
の
追
懐

を
表
出
し
て
い
て
、
感
深
い
も
の
が
あ
る
。

「
袖
口
で
滴
る
汗
を
拭
い
お
り
草
引
く
母
や
麦
雨
に
還
ら
ず
」

　

こ
の
歌
は
読
め
ば
読
む
ほ
ど
味
わ
い
が
増
し
、
生
き
て
い
た
頃
の

母
堂
の
姿
が
彷
彿
と
す
る
秀
歌
で
あ
る
。
袖
で
汗
を
拭
う
そ
こ
に
働

き
輝
く
母
親
が
息
吹
を
放
っ
て
い
る
。
永
遠
の
中
に
溶
け
込
む
光
が

あ
る
。
黄
泉
の
母
親
と
今
生
き
て
い
る
自
分
の
命
と
を
結
ぶ
、
強
い

絆
が
彼
岸
と
此
岸
を
繋
い
で
輝
い
て
い
る
。

　

奨
励
賞
の
野
葛
間
氏
の
二
首
も
、
母
親
を
偲
び
つ
つ
そ
の
絆
を
確

か
め
る
歌
で
、

「
亡
き
人
の
育
て
し
薔
薇
も
朽
ち
果
て
て
匂
ひ
袋
に
蘇
ら
せ
む
」

　

が
ナ
イ
ー
ブ
な
受
容
を
表
出
す
る
一
方
で
、

「
朧
夜
に
少
女
密
か
に
紅
を
さ
す
母
の
鏡
台
映
し
出
す
翳
」

　

と
、
女
性
の
一
面
の
積
極
的
な
引
継
ぎ
を
も
覚
悟
す
る
艶
め
き
も

あ
っ
て
、相
反
す
る
貌
が
双
面
の
幅
を
出
し
て
い
る
。「
飛
花
落
葉
」

と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
も
合
っ
て
い
て
、
い
い
。

　

逆
に
父
親
を
通
し
て
リ
ア
リ
ズ
ム
で
迫
っ
て
く
る
歌
も
イ
ン
パ
ク

ト
が
あ
っ
た
。
し
み
ず
た
か
し
氏
の

「
父
抱い

だ

き
眠
り
し
夜
の
悲
し
み
は
鼻
腔
を
穿
つ
饐す

へ
た
老
臭
」

　

は
、
一
見
顔
を
背
け
た
く
な
る
老
い
の
無
残
さ
が
被
う
が
、
そ
の

徹
底
し
た
写
実
の
中
に
、
逆
に
父
親
の
真
の
姿
が
あ
り
、
そ
こ
に
男

の
老
残
の
姿
を
見
て
逆
に
愛
惜
を
深
く
す
る
流
れ
は
、
胸
に
食
い
込

ん
で
く
る
。

　

志
水
麻
衣
子
氏
の
歌
は
爽
や
か
に
広
が
る
自
然
の
吸
引
が
あ
る
。

「
空
色
の
ペ
ン
キ
ぬ
り
た
て
寝
転
ん
で
洗
濯
物
の
は
た
め
く
を
見
る
」

　

は
、
一
仕
事
終
わ
っ
た
後
の
空
と
風
が
よ
く
薫
っ
て
き
て
、
気
持

ち
が
い
い
。
空
は
ど
こ
に
も
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
言
わ
な
く
て
も

「
空
色
」
を
遣
う
こ
と
で
、
そ
の
広
が
り
の
中
に
い
る
こ
と
が
十
分

感
じ
ら
れ
、
洗
濯
物
を
翻
す
風
の
快
さ
が
青
空
と
溶
け
合
っ
て
い
る

感
覚
が
よ
く
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

北
海
道
の
地
で
作
歌
す
る
華
央
子
氏
は
、
エ
ス
プ
リ
の
匂
い
を
そ

の
風
土
に
乗
せ
た
作
風
で
シ
ャ
ー
プ
だ
が
、
そ
の
分
流
れ
が
ギ
ク

シ
ャ
ク
し
て
、
や
や
硬
く
感
じ
ら
れ
る
の
が
惜
し
ま
れ
る
。

「
清
ら
か
な
水
面
に
足
を
す
べ
ら
せ
て
光
を
織
り
し
白
鳥
の
群
れ
」

　

も
、
視
点
は
い
い
が
、「
清
ら
か
な
水
面
」
や
「
光
を
織
り
し
」

は
人
工
的
な
捉
え
方
が
勝
っ
て
い
て
、
潤
い
に
欠
け
る
。
エ
ス
プ
リ
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第3回「文芸思潮」
　　　　短歌短歌賞賞

五十嵐　勉
いがらし　つとむ

1949　山梨県生まれ
　79「流

るた く
謫の島」で群像新人

長編小説賞受賞
　98「緑の手紙」で読売新聞・
NTT プリンテック主催第 1
回インターネット文芸新人賞
最優秀賞受賞
2002「鉄の光」で健友館文学
賞受賞
　15 より歌人越山しづかの勧
めで短歌誌「美知思波」入会

の
切
れ
味
を
残
す
と
同
時
に
、
生
命
や
優
し
さ
へ
の
汲
み
取
り
を
深

め
る
と
、
さ
ら
に
そ
の
素
質
が
生
き
る
だ
ろ
う
。

　

平
尾
美
枝
子
氏
の
病
院
の
友
へ
の
二
首
は
思
い
が
溢
れ
て
い
て
、

い
い
。
た
だ
、
二
首
の
構
成
な
ら
な
ぜ
無
菌
室
に
い
る
の
か
、
ど
ち

ら
か
で
明
ら
か
に
し
て
も
ら
っ
た
方
が
、
奥
行
き
が
増
し
た
だ
ろ
う
。

「
し
ろ
が
ね
の
月
の
光
よ
降
り
そ
そ
げ
無
菌
病
棟
き
み
臥
す
窓
に
」

「
無
菌
室
か
ら
ひ
と
と
き
解
か
れ
し
友
に
添
い
秋
の
ベ
ン
チ
に
お
む

す
び
食
べ
る
」

　

ど
ち
ら
も
い
い
が
、
一
首
目
の
方
が
重
い
の
で
、
詠
嘆
は
深
い
も

の
の
、
病
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
分
、「
し
ろ
が
ね
」
が
や
や
浮
い

て
滑
る
の
が
惜
し
ま
れ
る
。
ま
た
応
募
原
稿
に
横
書
き
で
書
い
て
く

る
無
頓
着
さ
も
減
点
と
な
っ
た
。

「
八
月
十
五
日
」
と
題
し
た
三
ツ
木
健
氏
の

「
一
兵
の
吶
喊
眠
る
南
海
に
あ
お
き
空
あ
り
あ
お
き
島
あ
り
」

　

は
、
太
平
洋
戦
争
を
顧
み
る
歌
だ
が
、
戦
没
者
を
悼
む
そ
の
思
い

は
痛
切
な
も
の
が
確
か
に
宿
っ
て
い
る
。
し
か
し
「
吶
喊
」
は
地
上

戦
で
響
く
も
の
な
の
で
、「
南
海
」
よ
り
も
「
島
」
に
か
か
る
よ
う

に
し
て
も
ら
え
ば
紛
れ
が
な
く
結
晶
度
が
増
し
た
だ
ろ
う
。「
南
海

の
」
か
ら
始
ま
る
形
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

星
野
秀
水
氏
の

「
還
ら
ざ
る
北
の
領
土
へ
向
か
ふ
雲
朽く

ち
し
祖
父
ら
の
墓
地
巡
る
が

に
」　

も
北
方
領
土
で
無
念
に
戦
死
し
た
人
々
を
追
懐
す
る
歌
で
、

悼
み
と
北
方
領
土
へ
の
思
い
が
し
っ
か
り
乗
っ
て
い
る
。「
悠
然
と
」

辻
花
ひ
ろ

岩
谷
隆
司

愛
闘
希

坂
井
　
傑

谷
町
蜆

瀬
戸
内
光

日
野
正
美

松
下
二
三
夫

田
和
　
明 佳

作
佳
作

を
「
還
ら
ざ
る
」
に
直
し
た
こ
と
で
さ
ら
に
よ
く
な
っ
た
。

　

三
回
続
け
て
入
賞
と
な
っ
た
新
井
巳
喜
雄
氏
の
歌
は
、
故
郷
の
生

き
る
吐
息
が
染
み
渡
る
世
界
が
今
回
も
開
示
さ
れ
て
い
て
、
一
貫
し

た
麗
し
い
営
み
が
過
去
へ
の
い
と
お
し
み
の
中
に
感
じ
ら
れ
る
作
風

は
今
回
も
結
実
し
て
い
る
。

「
父
祖
か
ら
の
井
戸
の
泉
は
湧
き
続
く
水
神
ま
つ
る
祠
と
と
も
に
」

「
井
戸
水
を
天
秤
棒
で
運
ぶ
母
幼
き
わ
れ
を
背
中
に
負
ひ
て
」

　

ど
ち
ら
も
い
い
。

　

繋
が
る
テ
ー
マ
で
も
あ
る
原
比
呂
子
氏
の

「
限
界
の
集
落
焦
が
す
曼
珠
沙
華
人
等
ふ
る
里
捨
て
て
帰
ら
ず
」

　

は
、「
焦
が
す
」
に
や
や
苦
し
さ
が
あ
る
も
の
の
、
寂
し
さ
や
荒

涼
を
、
逆
に
詠
嘆
の
強
さ
に
変
え
て
直
面
す
る
故
郷
の
現
実
を
浮
き

彫
り
に
し
て
い
る
。

「
役
員
の
叱
責
受
け
し
社
を
後
に
丘
よ
り
送
る
夜
汽
車
の
尾
灯
」

　

こ
の
山
本
明
氏
の
歌
は
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
な
ら
ほ
と
ん
ど
の
人
が

味
わ
う
落
胆
悲
哀
の
時
を
、
一
つ
の
人
生
の
歴
程
の
中
に
し
っ
か
り

見
つ
め
て
、
詠
嘆
と
し
て
刻
印
し
て
い
る
佳
い
歌
で
あ
る
。
こ
の
夜

汽
車
の
尾
灯
は
、
鉄
路
が
自
分
の
長
い
人
生
航
路
を
追
う
よ
う
に
、

ど
こ
ま
で
も
余
韻
を
引
き
ず
っ
て
い
く
の
が
胸
に
深
く
残
る
。

　

渡
良
瀬
愛
子
氏
の

「
碧
な
す
火
口
湖
た
ゆ
た
ふ
白
煙
の
消
え
ゆ
く
空
よ
り
か
な
し
み
は

来
る
」

　

は
、
調
べ
が
き
れ
い
に
高
ま
り
を
描
く
と
同
時
に
結
句
の
転
調
が

見
事
に
空
へ
翔
け
昇
っ
て
い
る
。
こ
の
「
か
な
し
み
」
の
相
が
、
現

実
と
の
結
節
を
暗
示
し
て
い
る
と
さ
ら
に
結
晶
し
た
だ
ろ
う
。

　

自
然
の
中
に
吸
い
込
ま
れ
て
い
く
思
い
の
美
し
さ
は
葵
井
禎
子
氏
の

「
ド
レ
ミ
フ
ァ
の
次
の
ソ
の
お
と
春
風
の
中
で
わ
れ
の
手
す
り
抜
け

て
ゆ
く
」

　

に
も
あ
り
、「
春
風
」
と
「
手
を
す
り
抜
け
て
い
く
」
と
い
う
表

現
が
絶
妙
の
取
り
合
わ
せ
を
な
し
て
、
流
れ
て
い
く
。
前
半
が
単
調

で
味
気
な
い
の
を
少
し
工
夫
す
れ
ば
さ
ら
に
よ
く
な
っ
た
か
も
。

　

田
浦
チ
サ
子
氏
の

「
人
々
の
深
き
祈
り
を
収
め
た
る
観
音
の
み
手
に
優
し
さ
あ
ふ
る
る
」

　

は
、
仏
像
の
真
の
慈
愛
を
よ
く
表
現
し
て
、
麗
し
い
。
祈
り
を
受

け
止
め
る
心
が
な
い
と
、
こ
の
よ
う
な
仏
像
の
本
質
に
迫
る
歌
は
で

き
な
い
だ
ろ
う
。

　

ま
だ
若
い
佐
藤
優
羽
氏
は
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。

「
大
陸
を
端
へ
端
へ
と
押
し
寄
せ
る
白
い
波
濤
が
芯
ま
で
揺
ら
す
」

　

は
、
陸
の
涯
で
見
る
海
の
壮
観
が
よ
く
表
出
さ
れ
て
い
て
い
い
が
、

「
芯
ま
で
揺
ら
す
」
が
や
や
小
粒
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
が
惜

し
ま
れ
た
。

　

他
に
も
い
い
歌
は
あ
り
、
少
し
直
せ
ば
は
る
か
に
よ
く
な
る
歌
も

た
く
さ
ん
あ
っ
た
。
表
現
を
さ
ら
に
鍛
え
て
、
生
き
る
こ
と
と
生
か

さ
れ
て
い
る
こ
と
と
の
交
わ
り
を
心
の
花
に
結
晶
さ
せ
て
ほ
し
い
。

　

次
回
も
期
待
し
た
い
。

柊
　
二
郎

械
冬
弱
虫

岡
崎
佐
紅

入
選
入
選

選評選評
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情
感
を
捉
え
る
言
葉
を
紡
ぐ

福
田
淑
子
　

　
コ
ロ
ナ
禍
は
な
か
な
か
治
ま
ら
ず
、
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻

な
ど
こ
こ
ろ
穏
や
か
で
は
な
い
社
会
情
勢
が
こ
れ
で
も
か
と
押
し
寄

せ
る
昨
今
で
あ
る
。
か
つ
て
、「
情
念
の
方
が
よ
ほ
ど
病
気
よ
り
た

ち
が
悪
い
」
と
言
っ
た
思
想
家
が
い
た
が
、
世
界
い
た
る
と
こ
ろ
で

争
い
が
あ
り
、
災
害
や
病
や
格
差
に
苦
し
み
、
ま
た
、
妬
み
や
恨
み

の
気
持
ち
に
理
性
を
失
い
、
狂
気
を
生
み
出
す
。
ま
さ
に
人
の
持
つ

欲
望
や
闘
い
の
情
念
を
抑
え
こ
む
魔
法
は
な
い
の
か
と
思
っ
て
し
ま

う
。
科
学
は
日
進
月
歩
で
進
化
し
続
け
て
い
て
、
と
て
も
小
さ
な
頭

で
は
追
い
つ
く
ど
こ
ろ
で
は
な
い
が
、
様
々
な
不
安
に
翻
弄
さ
れ
る

感
情
は
、
科
学
の
よ
う
に
進
化
し
て
ゆ
く
こ
と
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
ん
な
中
で
、
私
た
ち
は
歌
を
詠
む
と
い
う
営
み
を
通
し
て
、
自

然
の
豊
か
さ
に
心
を
奪
わ
れ
、
己
の
心
を
反
芻
し
、
限
り
あ
る
命
の

一
瞬
を
な
ん
と
か
掴
み
取
っ
て
言
葉
に
託
す
。
そ
し
て
、
詠
ま
れ
た

歌
は
読
み
手
を
得
て
、
見
え
な
い
他
者
と
の
心
の
交
流
を
す
る
と
い

う
世
界
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
豊
穣
の
時
を
感
謝
し
た
い
と
思
う
。

　

歌
を
詠
み
続
け
る
こ
と
で
、
科
学
で
は
見
え
な
い
も
の
が
薄
暮
の

向
こ
う
に
し
ら
じ
ら
と
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
、
期
待
し
て

や
ま
な
い
。

　

今
回
は
大
賞
に
該
当
す
る
歌
が
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
い
ず
れ
も

選評選評

独
自
の
心
象
や
風
景
を
詠
み
込
ん
だ
短
歌
の
魅
力
を
十
分
に
備
え
た

作
品
で
あ
っ
た
。

　

優
秀
賞
か
ら
感
想
を
述
べ
て
み
た
い
。

「
亡
き
母
の
着
物
を
解ほ
ぐ

し
作
り
た
る
暖
簾
掛
け
た
り
し
ば
し
触
れ
み
る
」

風
間
洋
平　

　

生
前
、
愛
用
し
て
い
た
母
の
着
物
に
は
そ
の
人
生
の
喜
び
哀
し
み
、

生
活
の
息
遣
い
が
し
み
込
ん
で
い
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
日
々
の
生

活
を
彩
る
暖
簾
に
変
身
し
て
生
活
の
中
に
蘇
る
。
暖
簾
と
な
る
こ
と

で
作
者
の
思
い
出
の
な
か
の
母
が
何
よ
り
も
手
触
り
で
伝
わ
っ
て
く

る
。と
こ
ろ
で
、一
首
の
中
に
動
詞
が
四
つ
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、「
解

し
」
か
「
作
り
た
る
」
の
ど
ち
ら
か
は
別
の
言
葉
に
置
き
換
え
た
方

が
動
き
の
せ
わ
し
な
さ
が
消
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

「
手
の
ひ
ら
を
逃
れ
こ
ぼ
る
る
風
花
の
や
が
て
は
風
と
な
り
果
つ
る

か
も
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

尾
内
甲
太
郎

　

冷
た
い
空
気
と
と
も
に
雪
の
結
晶
で
あ
る
風
花
が
陽
の
光
を
反
射

し
て
き
ら
き
ら
と
流
れ
て
く
る
。
誰
し
も
受
け
止
め
た
い
と
手
を
出

す
の
だ
が
、
手
の
ひ
ら
で
一
瞬
で
き
え
て
し
ま
う
。
捕
ま
え
そ
こ
な

っ
た
風
花
は
木
々
や
雪
上
に
落
ち
て
も
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
ふ
う
っ

と
消
え
て
ゆ
く
。
風
花
が
風
の
花
と
呼
ば
れ
る
所
以
で
あ
る
。
花
の

よ
う
に
降
り
積
む
こ
と
は
な
く
、
風
に
な
っ
て
消
え
て
ゆ
く
の
で
あ

る
。
美
し
い
も
の
は
儚
い
。
儚
い
も
の
に
人
は
心
を
そ
そ
ら
れ
る
。

そ
ん
な
心
情
を
見
事
に
と
ら
え
た
一
首
。
こ
の
景
の
中
で
、「
な
り

果
つ
る
か
も
」
と
言
い
放
つ
の
で
は
な
く
、
も
う
少
し
い
く
つ
か
別

の
語
句
を
動
か
し
て
み
る
の
も
面
白
い
の
で
は
と
思
う
が
い
か
が
で

あ
ろ
う
か
。

「
遣
る
瀬
無
き
法
事
の
席
の
陽
だ
ま
り
に
小
さ
き
姪
の
足
寛
ぎ
て
」

　

工
藤
瑞
樹

　

親
し
い
も
の
の
死
は
や
り
き
れ
な
い
も
の
だ
が
、
命
は
必
ず
尽
き

る
。
枯
れ
果
て
て
死
ん
だ
よ
う
に
見
え
る
冬
の
木
々
に
新
し
い
青
い

芽
が
吹
い
て
く
る
と
、
脈
々
と
続
く
命
の
循
環
を
思
う
。
葬
儀
の
場

で
、
死
ぬ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
な
ど
お
ぼ
つ
か
な
い
幼
子
が
、
足

を
投
げ
出
し
て
く
つ
ろ
い
で
い
る
と
、
不
謹
慎
に
も
心
が
緩
ん
で
微

笑
ん
で
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。「
陽
だ
ま
り
に
小
さ
き
姪
の

足
寛
ぎ
て
」
の
情
景
描
写
が
見
事
な
一
首
で
あ
る
。

「
袖
口
で
滴
る
汗
を
拭
い
お
り
草
引
く
母
や
麦
雨
に
還
ら
ず
」

鈴
木
あ
ぐ
り

　

畑
や
庭
で
懸
命
に
働
く
母
の
姿
が
眼
に
焼
き
付
い
て
い
る
の
だ
ろ

う
。
麦
雨
と
は
五
月
雨
の
事
だ
が
、
恐
ら
く
雨
が
強
く
降
っ
て
い
る

日
は
骨
休
み
の
暇
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
ほ
っ
と
す
る
ひ

と
と
き
を
も
う
一
度
迎
え
る
こ
と
な
く
逝
っ
て
し
ま
っ
た
母
親
の
、

草
取
り
の
合
間
に
袖
口
で
汗
を
拭
い
て
い
る
姿
が
健
気
で
懐
か
し
く

い
と
お
し
い
。
亡
き
人
を
思
い
出
す
と
き
、
ど
の
場
面
や
ど
ん
な
表

情
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
の
か
、
そ
れ
で
そ
の
人
の
人
柄
や
そ
の

人
へ
の
思
い
が
見
え
て
く
る
よ
う
で
、
し
み
じ
み
と
懐
か
し
さ
も
伝

わ
っ
て
く
る
。
汗
や
麦
雨
な
ど
の
語
句
が
う
ま
く
響
き
あ
っ
て
、
み

ず
み
ず
し
い
印
象
が
残
る
抒
情
歌
で
あ
る
。

「
骨
肉
の
離
れ
難
か
る
煮
凝
り
の
白
き
魚
あ
り
刻
が
流
る
る
」

　

石
井
和
子

　

食
卓
の
皿
の
上
の
煮
魚
だ
ろ
う
か
。
煮
凝
り
が
骨
と
肉
を
離
れ
が

た
く
し
て
い
る
。
煮
凝
り
の
絡
ま
っ
て
い
る
白
い
身
を
骨
か
ら
何
と

か
剝
が
し
た
い
の
だ
が
、
時
間
が
か
か
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
日
常
の

も
た
つ
き
の
時
間
を
「
刻
が
流
る
る
」
と
意
識
化
す
る
こ
と
で
、
何

気
な
い
日
々
の
時
間
を
顕
在
化
し
て
い
る
。
日
常
の
時
間
を
焙
り
出

す
こ
と
で
、
生
き
る
じ
た
ば
た
が
、
い
と
お
し
く
感
じ
ら
れ
て
く
る

味
わ
い
の
あ
る
一
首
で
あ
る
。

　

今
回
は
た
く
さ
ん
の
作
品
が
奨
励
賞
と
な
っ
た
。
い
ず
れ
も
力
作

で
そ
れ
ぞ
れ
に
魅
力
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
か
ら
い
く
つ
か
取
り
上

げ
て
み
た
い
。

「
人
々
の
深
き
祈
り
を
収
め
た
る
観
音
の
み
手
に
や
さ
し
さ
あ
ふ
る
る
」

　

田
浦
チ
サ
子

　

こ
れ
ま
で
に
幾
万
の
民
衆
が
仏
像
や
観
音
に
祈
り
を
捧
げ
て
き
た

こ
と
だ
ろ
う
か
。
い
つ
の
時
代
に
も
、
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
苦
悩
を
抱

第3回「文芸思潮」
　　　　短歌短歌賞賞
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え
、
目
に
見
え
な
い
大
き
な
力
に
救
い
を
求
め
、
そ
れ
に
運
命
を
託

し
て
き
た
。
人
々
の
祈
り
を
観
音
像
は
、
手
の
中
に
抱
え
込
ん
で
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
祈
り
を
受
け
止
め
る
観
音
像
の
み
手
に
は
限
り
な

く
や
さ
し
さ
が
あ
ふ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
思
い
を
感
受
す
る

作
者
の
深
い
人
生
観
を
思
い
み
る
一
首
で
あ
る
。

「
役
員
の
叱
責
受
け
し
社
を
後
に
丘
よ
り
送
る
夜
汽
車
の
尾
灯
」　

山
本　

明

　

勤
め
人
に
は
誰
に
で
も
そ
ん
な
日
が
あ
る
だ
ろ
う
゜
゛
労
。
覚
え

の
あ
る
人
に
は
、
身
に
つ
ま
さ
れ
る
一
首
。

　

ま
る
で
、
仲
間
か
ら
外
れ
た
「
銀
河
鉄
道
」
の
主
人
公
の
ジ
ョ
バ

ン
ニ
の
よ
う
に
、
丘
か
ら
夜
汽
車
を
見
つ
め
て
、
遠
ざ
か
る
夜
汽
車

の
尾
灯
に
置
き
去
り
に
さ
れ
た
切
な
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

「
限
界
の
集
落
焦
が
す
曼
殊
沙
華
人
ら
ふ
る
里
捨
て
て
帰
ら
ず
」　

原
比
呂
子

　

感
慨
の
深
さ
思
い
の
切
実
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
人
が
住
ま
な
く

な
っ
た
集
落
の
空
虚
が
曼
殊
沙
華
の
花
の
「
集
落
焦
が
す
」
よ
う
な

熱
い
色
合
い
と
「
ふ
る
里
」
の
表
記
で
い
っ
そ
う
身
に
迫
る
。
作
者

に
と
っ
て
は
ふ
る
里
が
無
人
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
身
を
切
ら

れ
る
よ
う
な
痛
切
な
寂
し
さ
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
集
落
が
あ
た
か

も
幻
想
の
世
界
の
よ
う
に
浮
か
び
上
が
っ
て
き
て
、
印
象
深
い
。

「
ド
レ
ミ
フ
ァ
の
次
の
ソ
の
お
と
春
風
の
中
で
わ
れ
の
手
す
り
抜
け

て
ゆ
く
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

葵
井
禎
子

　

さ
り
げ
な
い
日
々
の
暮
ら
し
の
中
で
、
一
瞬
の
官
能
を
刺
激
す
る

美
し
い
時
間
が
あ
る
。　

か
ろ
や
か
な
春
風
を
ド
レ
ミ
フ
ァ
の
音
階

に
喩
え
て
、
触
覚
と
聴
覚
を
み
ご
と
に
コ
ラ
ボ
さ
せ
て
楽
し
い
歌
で

あ
る
。
感
覚
が
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
て
い
る
豊
か
な
人
生
が
垣
間
見
え
る
。

「
竹
添
へ
て
ト
マ
ト
三
本
育
て
を
り
芭
蕉
句
碑
た
つ
寺
の
畑
に
」

　

徳
永　

逸
夫

　

高
知
県
の
須
崎
市
の
圓
龍
寺
に
は
確
か
に
芭
蕉
の
句
碑
が
あ
る
よ

う
だ
。「
春
も
や
ゝ
気
色
と
と
の
ふ
月
と
梅
」。
歌
に
詠
ま
れ
た
の
は
、

こ
の
寺
の
畑
の
こ
と
だ
ろ
う
か
。
三
株
の
ト
マ
ト
を
育
て
て
い
る
の

は
住
職
か
。
ト
マ
ト
の
蔓
が
ま
っ
す
ぐ
上
に
伸
び
て
い
く
よ
う
に
竹

を
添
え
て
あ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
、
な
ん
で
も
な
い
さ
り
げ
な
い

お
寺
の
叙
景
な
の
だ
が
、
三
本
育
て
て
い
る
と
い
う
の
が
つ
つ
ま
し

や
か
で
、
と
ぼ
け
て
い
る
よ
う
で
、
な
ん
と
も
味
が
あ
る
。
歌
の
中

に
芭
蕉
の
句
碑
を
詠
み
込
ん
だ
と
こ
ろ
が
絶
妙
で
、
俳
句
的
な
味
わ

い
も
あ
っ
て
面
白
い
。

「
は
つ
な
つ
の
水
を
ざ
ん
ぶ
と
掛
け
合
ひ
て
児
ら
は
神
居
の
川
に
あ

そ
べ
り
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
邉
美
愛

　

一
七
歳
の
高
校
二
年
生
の
作
品
で
あ
る
。「
ざ
ん
ぶ
」
と
い
う
オ

ノ
マ
ト
ペ
を
得
る
こ
と
で
子
ど
も
た
ち
が
水
辺
で
遊
ぶ
躍
動
感
が
五

感
す
べ
て
に
伝
わ
っ
て
く
る
。
神
居
と
い
う
地
名
も
神
の
い
る
と
こ

ろ
で
見
守
ら
れ
て
い
る
児
ら
の
姿
が
思
い
浮
か
ん
で
、
神
々
し
さ
に

包
ま
れ
た
子
供
の
未
来
を
感
じ
さ
せ
て
、
手
放
し
で
明
る
く
気
持
ち

の
い
い
情
景
で
あ
る
。

「
時
を
捨
て
人
を
捨
て
た
る
成
れ
の
果
て
わ
が
身
の
ほ
か
に
捨
つ
る

も
の
な
し
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
水
隆
司

　

時
も
、
人
も
捨
て
て
、
人
は
生
き
て
い
け
る
の
だ
ろ
う
か
。
世
捨

て
人
は
昔
か
ら
数
限
り
な
く
い
る
が
、
時
を
捨
て
る
と
は
、
過
去
を

忘
れ
未
来
を
期
待
し
な
い
と
い
う
こ
と
か
。
こ
れ
で
は
捨
て
る
も
の

は
確
か
に
我
が
身
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
身
を
落
と
す
と
い
う
こ
と
か
。

そ
ん
な
自
分
を
こ
の
よ
う
に
高
ら
か
に
詠
ま
れ
る
と
、
こ
の
方
は
大

丈
夫
で
は
な
い
か
と
、
思
っ
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
ふ
う
に
自
ら
を
の

め
し
て
突
き
放
せ
る
ほ
ど
の
、
矜
持
の
高
さ
を
も
垣
間
見
る
一
首
。

　

応
募
さ
れ
た
お
歌
は
そ
れ
ぞ
れ
、
生
き
生
き
と
し
た
人
生
の
実
感

に
裏
打
ち
さ
れ
、
言
葉
も
よ
く
練
ら
れ
て
い
て
心
打
た
れ
る
も
の
ば

か
り
で
あ
っ
た
。
ひ
し
ひ
し
と
一
人
の
人
間
の
実
存
が
の
し
か
か
っ

て
く
る
よ
う
な
圧
迫
感
さ
え
伝
わ
っ
て
き
て
、
充
実
し
た
時
間
を
共

有
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
今
日
、
様
々
な
表
現
形
式
の
中
で
、
時
に

短
歌
と
い
う
形
式
に
物
足
り
な
さ
を
感
じ
る
こ
と
も
あ
る
の
だ
が
、

や
は
り
千
年
も
の
時
間
を
く
ぐ
っ
て
脈
々
と
紡
い
で
き
た
伝
統
と
言

葉
は
、
私
た
ち
に
力
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
だ
と
確
信
し
た
。
こ
れ

か
ら
も
、
力
を
与
え
て
く
れ
る
短
歌
を
期
待
し
た
い
。

選評選評


