
〈
短
歌
〉 

― 

全
体
講
評 

― 

 

〈 

玄
関
の
隅
に
春
待
つ
杖
の
あ
り
風
押
し
て
行
く
夫
の
容
体
見
に 

〉
の
一
首
の

発
想
が
良
か
っ
た
に
も
拘
ら
ず
選
外
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
の
で
一
言
。
結
句

を
「
夫
を
見
舞
い
に
」
と
す
れ
ば
七
音
で
収
ま
り
ま
し
た
ね
。
季
節
の
春
と
夫
の

全
快
へ
の
願
い
が
籠
も
る
「
春
待
つ
杖
」
の
詩
的
な
表
現
が
生
か
さ
れ
ず
残
念
で

し
た
。
一
首
を
生
か
す
も
殺
す
も
結
句
の
力
と
痛
感
し
た
短
歌
で
し
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
表
現
の
不
足
は
添
削
で
補
え
ま
す
が
発
想
は
作
者
の
独
自
の
も
の

で
す
。
月
並
み
な
結
論
で
す
が
、
何
を
如
何
に
詠
う
か
と
い
う
こ
と
が
一
首
の
要

と
な
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
世
界
の
数
多
の
事
象
か
ら
何
を
選
択
し
て
歌
に
す
る

か
、
日
頃
か
ら
、
ひ
と
つ
短
歌
に
限
ら
ず
様
々
の
芸
術
作
品
な
ど
に
触
れ
て
感
覚

を
磨
く
こ
と
で
得
ら
れ
る
も
の
で
、
更
に
生
き
方
に
も
繋
が
っ
て
ゆ
く
姿
勢
だ
と

思
い
ま
す
。 

長
澤 

ち
づ 

  

【
最
優
秀
賞
】 

胸
元
に
抱
へ
き
れ
な
い
漣
の
放
つ
光
を
こ
ぼ
し
ゆ
く
鴨 

高
橋 

敦
子 

 

― 

講
評 

― 

 

透
明
で
豊
か
な
詩
の
世
界
が
広
が
る
。「
～
き
れ
な
い
」
や
「
こ
ぼ
す
」

の
過
剰
を
表
す
語
が
、
こ
の
短
歌
で
は
効
を
奏
し
て
豊
か
さ
へ
と
導
く
。
水

辺
と
い
う
場
の
設
定
も
透
明
感
へ
と
い
ざ
な
う
。 

  

 

【
優
秀
賞
】 

消
し
が
た
き
過
去
と
思
へ
ば
ア
ル
バ
ム
も
し
ま
い
置
き
た
り
盲
し
い
の
今
も 

熊
谷 

う
め 

 

― 

講
評 

― 

過
去
を
写
真
で
振
り
返
る
こ
と
は
叶
わ
な
い
現
在
だ
が
、
ア
ル
バ
ム
を
処

分
で
き
な
い
心
情
が
切
々
と
伝
わ
る
。
人
生
へ
の
哀
惜
は
周
囲
の
人
々
へ
の

感
謝
の
念
で
も
あ
ろ
う
。
結
句
の
収
め
方
が
巧
み
。 

 
 

 
 

 

【
優
秀
賞
】 

受
験
す
る
少
女
暗
記
の
声
ひ
び
き
ば
あ
ば
も
合
せ
る
枕
草
子 

小
林 

宏
子 

 

― 

講
評 

― 

健
や
か
に
育
ち
受
験
期
を
迎
え
た
孫
へ
の
愛
が
込
め
ら
れ
た
一
首
。「
ひ
び

き
ば
あ
ば
」
を
中
心
と
し
た
濁
音
が
、
孫
歌
の
甘
さ
を
救
う
役
を
果
た
す
。

更
に
「
枕
草
子
」
が
利
発
な
少
女
像
を
立
ち
上
げ
る
。 

   

【
優
秀
賞
】 

氷
山
が
解
け
水
位
増
す
海
水
は
き
っ
と
地
球
の
涙
な
ん
だ
ね  

 

長
谷
部 

誠
一 

 
― 
講
評 

― 
目
先
の
快
適
な
生
活
が
優
先
し
地
球
の
温
暖
化
は
益
々
深
刻
化
す
る
。
そ

ん
な
現
状
の
打
破
を
「
地
球
の
涙
」
と
擬
人
化
し
て
訴
え
る
作
者
。
詠
う
素

材
を
社
会
問
題
に
求
め
た
点
を
評
価
し
た
い
。 

 



〈
俳
句
〉 

― 

全
体
講
評 

― 

 

昨
年
は
兼
日
題
「
平
成
」
で
作
品
を
応
募
戴
き
ま
し
た
が
、
本
年
は
自
由
に
お
つ
く

り
戴
く
事
に
な
り
ま
し
た
。
ご
高
齢
の
方
が
多
か
っ
た
よ
う
で
、
よ
り
個
性
的
な
作
品

が
集
ま
っ
た
気
が
致
し
ま
す
。
作
品
と
言
う
場
合
、
あ
る
歌
人
の
言
を
借
り
る
な
ら
、

「
作
品
と
作
者
は
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
る
」
と
「
作
品
は
作
品
と
し
て
自
立
す
る
の

で
、
作
者
の
人
生
と
は
関
係
が
な
い
」
と
い
う
考
え
が
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
、
こ
の
ど

ち
ら
か
の
中
で
個
性
が
発
揮
さ
れ
る
事
に
な
り
ま
す
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
作
者
が
滲
み

出
る
で
し
ょ
う
が
、
俳
句
を
詩
と
考
え
る
場
合
、
後
者
に
近
づ
き
た
い
も
の
で
す
。
私

は
、「
俳
句
は
対
象
の
真
実
を
印
象
と
し
て
表
現
す
る
詩
」
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
今
回

の
応
募
作
に
も
詩
の
魅
力
的
表
現
が
多
く
見
ら
れ
ま
し
た
。
皆
様
の
作
品
に
励
ま
さ
れ

ま
し
た
。
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

梶
原 

美
邦 

  

【
最
優
秀
賞
】 

冬
茜
ボ
ト
ル
シ
ッ
プ
の
中
の
凪 

八
木 

せ
い
じ 

― 

講
評 

― 

茜
は
赤
根
。
根
か
ら
採
る
染
料
。
冬
茜
は
冬
夕
焼
。
窓
際
の
素
敵
な
ウ
イ
ス

キ
ー
の
瓶
の
中
に
夕
焼
が
忍
び
込
ん
で
、
浮
か
ぶ
船
を
染
め
る
と
、
瓶
の
中
の

海
が
一
面
に
凪
い
で
い
っ
た
。 

 

 

【
優
秀
賞
】 

か
わ
せ
み
の
値
踏
む
浅
瀬
や
鮒
の
影 

釜
谷 

徹
男 

― 

講
評 

― 

翡
翠
が
川
へ
突
き
出
し
て
い
る
古
木
の
枝
に
停
ま
っ
て
い
る
。
空
飛
ぶ
宝
石

と
言
わ
れ
て
い
る
鳥
。静
け
さ
の
中
で
鋭
い
眼
が
獲
物
の
品
定
め
を
し
て
い
る
。 

鮒
が
近
づ
い
て
き
た
。 

  
 【

優
秀
賞
】 

海
色
に
街
の
暮
れ
ゆ
く
弥
生
尽 

熊
谷 

う
め 

― 

講
評 

― 

弥
生
は
イ
ヤ
オ
イ
。
ま
す
ま
す
草
木
が
生
い
茂
る
の
意
。
三
月
、
港
町
は
海

の
明
る
さ
に
、
暮
れ
な
ず
む
。
空
に
反
射
す
る
藍
色
は
、
そ
の
ま
ま
街
を
染
め

上
げ
て
、
暮
れ
て
ゆ
く
。 

  

【
優
秀
賞
】 

世
論
揺
れ
原
発
揺
ら
す
蜃
気
楼 

坂
野 

光
成 

― 
講
評 

― 

地
震
に
襲
わ
れ
る
度
に
原
子
力
発
電
所
の
放
射
能
が
心
配
に
な
る
。
化
石
燃

料
も
大
気
を
汚
染
す
る
。
ク
リ
ー
ン
な
風
力
が
よ
い
等
と
世
間
は
蜃
気
楼
の
風

景
が
揺
れ
る
様
に
揺
れ
る
。 

 

優 秀 賞 作品番号（俳―８１） 

本殿にスプリンクラー神迎へ 

本殿にスプリンクラ―神 



 
【
優
秀
賞
】 

春
疾
風
子
ら
追
う
声
も
ち
ぎ
れ
飛
ぶ 

志
賀 

久
一 

― 

講
評 
― 

西
や
南
か
ら
吹
く
、
強
い
風
の
中
。
親
の
心
配
げ
な
声
が
追
い
か
け
る
。
風

が
や
む
間
も
子
を
追
い
か
け
る
声
。
子
は
面
白
が
っ
て
逃
げ
る
。
又
、
突
然
の

風
に
声
が
千
切
れ
て
飛
ん
だ
。 

  

【
優
秀
賞
】 

冴
返
る
医
師
は
一
語
の
間
を
お
き
て 

髙
橋 

眞
也 

― 

講
評 

― 

何
処
か
気
に
な
る
事
が
あ
り
、
医
師
の
診
断
を
受
け
た
。
結
果
を
述
べ
る
段

に
な
っ
て
、
医
師
の
口
元
に
一
瞬
言
葉
が
閊
え
た
。
全
身
に
寒
気
が
奔
る
の
を

感
じ
て
狼
狽
し
て
終
う
。 

  

【
優
秀
賞
】 

冬
銀
河
奥
歯
で
砕
く
金
平
糖 

 
 
 

露
木 

君
江 

― 

講
評 

― 

冬
空
に
は
先
ず
昴
が
、
そ
し
て
オ
リ
オ
ン
星
座
が
大
気
の
澄
み
に
す
む
中
、

鋭
く
美
し
い
光
を
放
つ
。
口
中
の
幾
つ
も
突
起
の
あ
る
砂
糖
菓
子
を
星
に
み
と

れ
て
思
わ
ず
奥
歯
で
砕
い
た
。 

  

 

【
優
秀
賞
】 

里
帰
り
障
子
ま
ぶ
し
き
目
覚
め
か
な 

 
 

前
田 

久
美
子 

― 

講
評 

― 

故
郷
に
帰
っ
た
。
実
家
は
伝
統
的
な
建
築
様
式
で
、
外
か
ら
雨
戸
、
次
が
廊

下
、
そ
し
て
障
子
の
部
屋
で
あ
る
。
兄
が
雨
戸
を
開
け
た
の
だ
ろ
う
。
懐
か
し

い
障
子
の
明
る
さ
に
目
覚
め
た
。 

  

【
優
秀
賞
】 

本
殿
に
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
神
迎
へ 

横
山 

裕 

― 

講
評 

― 

陰
暦
十
月
一
日
に
全
国
の
神
々
は
留
守
番
を
残
し
て
、
出
雲
に
ゆ
く
。
運
命

や
縁
や
天
気
等
の
会
議
を
し
、
月
末
に
帰
る
と
い
う
。
人
間
は
環
境
を
整
え
、

丁
重
に
「
神
迎
へ
」
を
行
う
。 

           

優 秀 賞 作品番号（俳―８１） 

本殿にスプリンクラー神迎へ 

本殿にスプリンクラ―神 

優 秀 賞 作品番号（俳―８１） 

本殿にスプリンクラー神迎へ 

本殿にスプリンクラ―神 



〈
川
柳
〉 

― 

全
体
講
評 

― 

 

川
柳
は
課
題
と
雑
詠
に
分
け
て
詠
み
ま
す
が
、
今
年
の
募
集
は
「
自
由
吟
」
な
の

で
自
分
の
思
い
を
好
き
に
詠
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
何
を
詠
む
か
迷
う
場
合
、
体
験

の
あ
れ
こ
れ
を
記
憶
の
引
き
出
し
か
ら
小
出
し
し
て
、
日
頃
感
じ
て
い
る
腹
の
立

つ
こ
と
、
嬉
し
い
こ
と
、
悲
し
い
・
寂
し
い
こ
と
、
辛
い
こ
と
等
々
リ
ズ
ム
に
合
わ

せ
て
仕
立
て
ま
し
ょ
う
。
上
五
の
字
余
り
も
出
来
る
だ
け
避
け
て
、
十
七
音
に
纏
め

る
と
句
姿
が
整
い
ま
す
。
定
型
で
収
ま
ら
ぬ
場
合
は
、
類
語
を
探
し
、
句
意
に
違
和

感
が
な
け
れ
ば
入
れ
替
え
る
と
、
す
っ
き
り
と
し
た
句
に
な
り
ま
す
。
今
回
は
字
余

り
・
字
足
ら
ず
、
な
ど
推
敲
の
手
抜
き
や
同
想
の
句
も
散
見
さ
れ
ま
し
た
。
作
品
は

余
裕
を
も
っ
て
取
り
か
か
り
、
再
度
見
直
す
と
良
い
で
し
ょ
う
。
川
柳
に
振
り
仮
名

は
要
り
ま
せ
ん
。
ご
注
意
下
さ
い
。 

 
荻
原 

美
和
子 

   

【
最
優
秀
賞
】 

 

解
放
へ
動
か
ぬ
拉
致
の
身
を
案
じ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東 

晢
子 

― 

講
評 

― 

北
朝
鮮
の
工
作
員
に
よ
り
拉
致
さ
れ
た
多
く
の
日
本
人
が
未
だ
に
解
放

さ
れ
て
い
な
い
。
肉
親
の
帰
り
を
待
つ
家
族
の
思
い
は
い
か
ば
か
り
か
と
思

う
。
解
決
の
糸
口
が
見
え
ぬ
寒
い
現
実
。 

  

 

【
優
秀
賞
】 

百
歳
へ
若
さ
漲
る
好
奇
心 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

斉
藤 

一
歩 

― 

講
評 

― 

百
歳
を
視
野
に
入
れ
た
元
気
な
作
者
。
年
齢
を
重
ね
好
奇
心
が
旺
盛
で
、

若
々
し
く
お
洒
落
な
人
柄
が
浮
か
ぶ
。「
若
さ
漲
る
」
の
表
現
も
巧
み
で
、

下
五
と
う
ま
く
マ
ッ
チ
し
た
。 

   

【
優
秀
賞
】 

ダ
イ
エ
ッ
ト
今
年
こ
そ
は
と
神
頼
み 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

田
中 

康
子 

― 

講
評 

― 

女
性
な
ら
ダ
イ
エ
ッ
ト
を
し
た
い
と
思
う
だ
ろ
う
。
何
度
も
失
敗
を
し
て
、

今
は
神
頼
み
し
か
残
っ
て
い
な
い
様
子
。
本
気
度
は
分
か
ら
ぬ
が
、
神
様
も

お
手
上
げ
の
頼
み
ご
と
だ
ろ
う
。 

 

  

【
優
秀
賞
】 

禁
酒
中
と
き
お
り
忘
れ
虎
に
な
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

林 

宏
子 

― 
講
評 

― 
酒
好
き
の
夫
を
妻
が
詠
ん
だ
と
解
釈
し
た
。
ど
ち
ら
に
も
受
け
止
め
ら
れ

る
だ
ろ
う
。
上
五
で
興
味
を
引
き
、
中
七
で
お
と
ぼ
け
を
見
せ
、
下
五
で
困

ら
せ
る
表
現
が
笑
い
を
誘
う
。 



 

 
【
優
秀
賞
】 

温
暖
化
少
女
の
危
惧
が
つ
き
さ
さ
る 

 
 
 
 
 
 
 
 

増
田 

千
賀
子 

― 

講
評 
― 

十
六
歳
の
少
女
グ
レ
タ
さ
ん
が
気
候
の
危
機
を
訴
え
、
温
暖
化
対
策
に

消
極
的
な
大
国
に
涙
の
講
義
を
し
た
の
は
最
近
の
こ
と
。
日
本
の
対
策
も

は
っ
き
り
と
見
え
ず
、
気
掛
か
り
な
日
々
。 

       


