
〈
短
歌
〉

― 

全
体
講
評 

―

今
回
の
応
募
作
品
は
、
題
材
・
表
現
の
両
面
に
お
い
て
、
実
に
多
彩
な
印
象
が
あ

り
ま
し
た
。 

コ
ロ
ナ
禍
や
世
界
情
勢
を
反
映
し
た
作
品
が
あ
り
、
ま
た
日
々
の
暮
ら
し
の
中

か
ら
い
の
ち
の
流
露
す
る
ひ
と
と
き
を
掬
い
あ
げ
た
作
品
が
あ
り
ま
し
た
。
短
歌

と
い
う
器
が
捉
え
た
の
は
、
ま
さ
に
石
川 

木
の
い
う
「
い
の
ち
の
一
秒
」
と
言
え

る
で
し
ょ
う
。 

今
回
は
幅
広
い
年
齢
層
か
ら
作
品
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
が
、
長
か
っ
た
コ
ロ
ナ

禍
の
出
口
が
見
え
て
き
た
こ
と
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
、
全
体
に
動
作
、
行
動
を
う

た
う
作
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
力
強
い
畑
仕
事
の
様
子
や
、
子
ど
も
た
ち

の
遊
ぶ
姿
、
県
大
会
や
学
校
生
活
で
の
若
者
た
ち
の
生
き
生
き
と
し
た
姿
、
年
配
の

方
々
の
前
向
き
な
暮
ら
し
ぶ
り
な
ど
が
詠
ま
れ
、
一
首
一
首
に
感
銘
を
受
け
つ
つ

拝
読
し
ま
し
た
。 

山
田 

吉
郎 

【
最
優
秀
賞
】 

美
し
く
老
い
た
き
も
の
と
幾
度
も
合
せ
鏡
を
見
入
る
笑
顔
で  

川

美
智
子 

― 

講
評 

―

美
し
く
老
い
た
い
と
い
う
さ
り
げ
な
い
述
懐
が
、
格
調
あ
る
端
正
な
歌
の

調
べ
を
伴
っ
て
う
た
わ
れ
、
読
む
者
の
心
に
沁
み
る
。
共
感
を
覚
え
る
人
の

多
い
作
品
で
あ
ろ
う
。 

【
優
秀
賞
】 

孫
た
ち
は
く
っ
つ
き
虫
を
つ
け
あ
っ
て
歓
声
を
あ
げ
学
校
へ
行
く 

井
村 

清
美 

― 

講
評 

―

子
ど
も
た
ち
が
明
る
い
声
を
ふ
り
ま
き
登
校
す
る
姿
が
生
き
生
き
と
う
た

わ
れ
て
い
る
。
く
っ
つ
き
虫
は
衣
服
に
つ
く
草
の
実
で
あ
ろ
う
か
。
上
の
句

の
リ
ズ
ム
が
楽
し
く
快
い
。 

【
優
秀
賞
】 

膝
ま
で
の
深
き
畝
間
に
凍
る
雪
砕
き
つ
つ
強
く
匂
ふ
葱
抜
く 遠

藤 

寛

― 

講
評 

―

冬
畑
で
葱
を
抜
く
息
づ
か
い
と
、
心
の
は
ず
む
よ
う
な
律
動
が
鮮
や
か
に

伝
わ
っ
て
く
る
。
一
首
の
言
葉
の
運
び
と
調
べ
、
感
覚
の
冴
え
も
み
ご
と

で
、
熟
達
の
作
品
で
あ
る
。 

【
優
秀
賞
】 

は
じ
め
て
の
県
大
会
で
の
挨
拶
は
暗
記
で
心
拍
数
が
上
が
っ
た 

大
矢 

有
朔 

―

講
評

―

県
大
会
の
挨
拶
の
大
役
を
こ
な
す
作
者
の
緊
張
感
と
心
の
高
ぶ
り
が
生
き
生
き

と
う
た
わ
れ
て
い
る
。「
暗
記
で
心
拍
数
が
上
が
っ
た
」
が
そ
の
高
揚
感
を
み
ご

と
に
伝
え
て
い
る
。

𠮷 

啄 



【
優
秀
賞
】 

ビ
オ
ラ
咲
き
積
も
る
雪
へ
の
憧
れ
よ
君
と
手
つ
な
ぐ
時
を
待
っ
て
る 

髙
橋 

悠
乃 

― 

講
評 
―

「
ビ
オ
ラ
咲
き
積
も
る
雪
へ
の
憧
れ
よ
」
と
い
う
上
の
句
の
季
節
の
表
現

と
リ
ズ
ム
が
み
ず
み
ず
し
い
。
君
へ
の
思
慕
の
情
と
融
け
合
い
、
印
象
深
い

一
首
と
な
っ
て
い
る
。 

 

【
優
秀
賞
】 

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
ひ
な
鳥
ヒ
ヨ
と
見
渡
し
て
車
の
群
れ
に
羽
毛
ふ
る
わ
す 

中
田 

勇

― 

講
評 

―

ひ
な
鳥
の
可
憐
な
様
子
を
詠
ん
だ
写
生
的
な
一
首
。
下
の
句
の
「
車
の
群
れ
に

羽
毛
ふ
る
わ
す
」
が
、
い
と
お
し
み
と
哀
感
を
伴
い
、
作
者
の
深
い
ま
な
ざ
し
を

感
じ
さ
せ
る
。 

【
優
秀
賞
】 

強
豪
が
県
大
会
で
魅
せ
る
技
ま
る
で
い
か
つ
い
大
き
な
虎
だ 花

野 

真
輝 

―

講
評

―

観
客
を
魅
了
す
る
強
豪
の
姿
を
個
性
的
に
捉
え
て
い
る
。
競
技
の
種
類
は
分

か
ら
な
い
が
、「
ま
る
で
い
か
つ
い
大
き
な
虎
だ
」
が
圧
倒
的
な
存
在
感
を
み
ご

と
に
表
現
し
て
い
る
。 



〈
俳
句
〉

― 

全
体
講
評 

―

コ
ロ
ナ
禍
も
四
年
目
に
入
り
ま
す
。
マ
ス
ク
の
着
脱
の
議
論
が
さ
れ
、
五
月
に
は

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
相
当
の
五
類
に
す
る
方
向
で
検
討
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
句

会
も
吟
行
も
大
分
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
人
間
を
含
め
た
自
然
を

じ
っ
く
り
見
つ
め
て
句
作
し
た
い
も
の
で
す
。
今
年
度
は
七
十
三
名
の
方
々
の
応

募
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
猫
の
居
る
風
景
や
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
の
民
へ
の
想
い
等

を
詠
ん
だ
も
の
も
あ
り
ま
し
た
が
三
分
の
二
は
戸
外
の
移
ろ
う
自
然
の
中
の
自
分

へ
の
鋭
い
視
線
が
感
じ
ら
れ
る
作
品
で
し
た
。
私
は
「
俳
句
は
対
象
の
真
実
を
印
象

と
し
て
表
現
す
る
詩
で
あ
る
」
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
今
回
も
単
な
る
報
告
で
は
な

く
、
飛
躍
や
省
略
の
利
い
た
表
現
で
、
個
性
の
滲
ん
だ
詩
の
中
か
ら
秀
作
を
選
び
ま

し
た
。 

来
年
も
ま
た
応
募
下
さ
い
ま
す
よ
う
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。 

梶
原 

美
邦 

【
最
優
秀
賞
】 

産
土
は
肺
に
沁
み
入
る
雲
雀
東
風 

高
橋 

桂
子 

― 

講
評 

―

生
ま
れ
た
土
地
に
帰
っ
て
、
思
い
切
り
深
呼
吸
を
す
る
。
天
上
と
地
上
の
使
者

で
あ
る
雲
雀
が
来
る
頃
の
硬
い
東
風
を
吸
い
込
む
。
胸
に
幼
い
頃
の
懐
か
し
い
痛

み
を
感
じ
て
微
笑
む

【
優
秀
賞
】 

晴
天
へ
駆
け
登
り
行
く
出
初
式 

安
齋 

行
夫 

― 

講
評 

―

江
戸
の
火
消
が
創
め
た
出
初
式
。
今
は
新
春
に
放
水
や
梯
子
乗
り
等
行
わ
れ

る
が
、
伝
統
の
梯
子
乗
り
が
圧
巻
。
梯
子
を
素
早
く
登
っ
た
団
員
は
青
空
の
人

と
な
っ
て
演
技
を
始
め
る
。 

 

【
優
秀
賞
】 

秋
茄
子
の
水
や
り
任
せ
入
院
す 

金
丸 

尚

― 

講
評 

―

茄
子
は
「
水
で
作
る
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
秋
茄
子
は
柔
ら
か
く
瑞
々

し
い
も
の
だ
。
だ
か
ら
土
が
乾
い
た
な
ら
、
水
を
た
っ
ぷ
り
遣
っ
て
欲
し
い

と
家
族
に
頼
ん
で
、
入
院
し
た
。 

 

【
優
秀
賞
】 

桂
か
ら
淀
へ
変
れ
ば
春
が
行
く 

髙
浪 

國
勝 

―

講
評

―

京
都
の
桂
駅
の
あ
る
西
京
区
か
ら
電
車
で
染
井
吉
野
を
眺
め
な
が
ら
行
く

と
、
淀
駅
の
あ
る
伏
見
区
。
街
を
桃
色
に
染
め
た
河
津
桜
も
早
や
葉
桜
の
兆

し
。
春
が
過
ぎ
て
ゆ
く
よ
う
だ
。 



【
優
秀
賞
】 

鉄
棒
を
く
る
り
と
回
っ
て
い
わ
し
雲 

竹
岡 

和
奏 

― 

講
評 

―

校
庭
の
遊
具
の
鉄
棒
に
両
手
で
掴
ま
り
、
空
に
向
か
っ
て
跳
ね
上
が
り
、

眼
を
瞑
り
、
回
転
し
て
降
り
る
と
、
心
に
空
の
鰯
雲
の
よ
う
な
歓
喜
の
後
の

不
安
が
ち
ょ
っ
ぴ
り
残
っ
た
。 

【
優
秀
賞
】 

伐
採
の
札
付
け
し
裸
木
凜
と
立
つ 

中
村 

文
江 

― 

講
評 

―

樹
木
名
と
番
号
の
札
が
取
り
付
け
ら
れ
た
裸
木
。
落
葉
し
尽
し
た
冬
木
で

あ
る
。
地
区
で
意
見
や
苦
情
に
よ
り
年
々
伐
採
し
て
ゆ
く
が
、
裸
木
は
最
期

ま
で
毅
然
と
立
ち
続
け
て
い
る 

【
優
秀
賞
】 

春
立
て
り
湯
気
立
ち
上
ぐ
る
橅
の
幹 

真
壁 

繁
子 

―

講
評

―

橅
は
高
さ
三
〇
ｍ
で
太
さ
は
一
ｍ
、
樹
齢
三
〇
〇
年
に
も
な
る
森
の
神
。

森
は
積
雪
に
強
く
、
保
水
力
に
富
み
、
生
物
を
育
む
。
幹
に
陽
が
射
し
て
く

る
と
湯
気
を
た
て
て
春
を
告
げ
る 

【
優
秀
賞
】 

訛
り
あ
る
友
と
の
ん
び
り
初
電
話 

和
田 

加
代
子 

― 

講
評 

―

故
郷
に
帰
る
と
ス
ー
ツ
を
脱
い
だ
よ
う
な
気
軽
さ
に
な
る
。
そ
れ
は
訛
が

昔
に
連
れ
て
ゆ
く
か
ら
だ
。
友
か
ら
の
初
電
話
。
里
訛
が
長
閑
な
声
を
醸

し
、
受
話
器
を
置
く
の
も
忘
れ
た 



〈
川
柳
〉

― 

全
体
講
評 

―
 

今
年
は
、
成
人
の
句
・
四
十
二
句
、
小
学
生
の
句
・
八
十
五
句
の
ご
参
加
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。 

 

川
柳
は
「
生
活
の
詩(
う
た)
」
で
す
。
自
分
を
見
つ
め
て
、
身
近
な
こ
と
を
一
句

に
し
ま
す
。
大
切
な
の
は
「
上
手
に
作
ろ
う
と
し
な
い
」
こ
と
で
す
。
自
分
の
ほ
ん

と
う
を
詠(

う
た)

う
、
そ
れ
が
一
番
深
い
こ
と
な
の
で
す
。
ま
た
、
句
に
「
現
代
」

を
映
し
て
詠(

よ)

む
の
も
川
柳
の
い
い
と
こ
ろ
で
す
。
な
る
べ
く
現
代
の
表
記
・
表

現
を
心
が
け
て
み
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
一
句
は
、
句
を
受
け
取
る
人
の
心
に
、
す
う

っ
と
染
み
て
い
き
ま
す
。 

 

成
人
の
句
で
は
、
身
近
な
題
材
と
と
も
に
、
世
界
平
和
へ
の
願
い
や
、
日
本
社
会

の
問
題
点
が
「
川
柳
の
切
り
口
」
で
表
情
豊
か
に
示
さ
れ
ま
し
た
。 

 

小
学
生
の
句
は
、
国
語
の
教
科
書
で
学
ん
だ
椋
鳩
十
の
「
大
造
じ
い
さ
ん
と
が
ん
」

を
題
材
に
、
心
に
残
っ
た
と
こ
ろ
を
一
句
に
し
て
く
れ
ま
し
た
。
ど
の
句
も
み
ず
み

ず
し
い
感
動
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。 

や
ま
ぐ
ち 
珠
美 

【
最
優
秀
賞
】 

飢
餓
絶
え
ぬ
地
球
で
絶
え
ぬ
フ
ー
ド
ロ
ス 

長
谷
部 

誠
一

―

講
評

―

地
球
規
模
の
視
野
で
食
料
問
題
を
射
抜
き
、「
絶
え
ぬ
」
の
繰
り
返
し
で

警
鐘
を
深
く
鳴
ら
し
て
い
ま
す
。
鋭
い
ま
な
ざ
し
で
貫
か
れ
て
い
る
一
句
で

す
。

【
優
秀
賞
】 

節
電
へ
タ
マ
湯
湯
婆
に
し
て
早
寝 

 

安
藤 

美
佐
子 

― 

講
評 

―

物
価
の
高
騰
が
、
庶
民
生
活
を
重
く
暗
い
雲
で
覆
っ
て
い
ま
す
。
作
者

は
そ
れ
に
対
し
、
工
夫
と
ユ
ー
モ
ア
で
対
抗
し
ま
し
た
。「
タ
マ
の
湯ゆ

湯た
ん

婆ぽ

」
の
愛
ら
し
い
暖
か
さ
。 

【
優
秀
賞
】 

現
金
を
頼
り
に
生
き
て
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス 

 

岩
下 

正
文 

― 

講
評 

―

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
社
会
を
生
き
る
本
音
を
「
頼
り
に
生
き
て
」
で
鮮
や
か

に
描
き
ま
し
た
。
社
会
の
潮
流
に
添
い
な
が
ら
も
、
現
金
を
拝
む
し
た
た
か

さ
に
う
な
ず
か
さ
れ
ま
す
。 

【
優
秀
賞
】 

失
敗
も
挫
折
も
今
は
宝
物 

 

は
な 

―

講
評

―

人
生
の
つ
ま
ず
き
は
苦
し
く
に
が
く
、
も
う
立
ち
直
れ
な
い
よ
う
に
思
え

ま
す
が
、
や
が
て
し
な
や
か
な
強
さ
で
前
途
へ
目
を
向
け
ま
す
。
下
五
が
作

者
を
輝
か
せ
て
い
ま
す
。 



【
優
秀
賞
】 

趣
味
一
途
余
命
の
灯
り
赤
々
と 

 

 

茂
太 

― 

講
評 
―

体
力
も
時
間
も
ま
だ
大
丈
夫
、
と
思
っ
て
い
た
壮
年
期
と
は
ち
が
い
、「
余

命
」
を
は
っ
き
り
意
識
し
て
生
き
る
作
者
の
、
な
ん
と
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
上
五
。

「
赤
々
と
」
命
燃
や
す
日
々
。 

【
特
別
賞
】 

春
の
雪
羽
音
一
番
と
け
て
去
る 

 

店
村 

陽
向 

― 

講
評 

―

残
雪
の
飛
び
立
つ
最
後
の
場
面
を
「
と
け
て
去
る
」
と
表
し
ま
し
た
。

空
に
と
け
て
い
く
残
雪
の
影
と
、
大
造
じ
い
さ
ん
と
残
雪
の
通
う
心
を
一

句
に
し
て
晴
れ
や
か
で
す
。 

【
特
別
賞
】 

英
雄
は
快
晴
の
空
輝
く
よ 

 

林

健
斗 

―

講
評

―

大
造
じ
い
さ
ん
は
「
が
ん
の
英
雄
よ
」
と
残
雪
に
呼
び
か
け
ま
し
た
。

こ
れ
を
読
ん
だ
作
句
者
の
心
に
、「
快
晴
の
空
」
が
「
輝
」
き
ま
し
た
。
そ

の
嬉
し
さ
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。 

【
特
別
賞
】 

ガ
ン
と
じ
い
英
雄
た
ち
の
広
い
空 

 

髙
柳 

陽
太 

― 

講
評 

―

残
雪
を
「
英
雄
」
と
み
と
め
た
大
造
じ
い
さ
ん
も
ま
た
英
雄
だ
、
と
考
え

た
と
き
「
広
い
空
」
を
感
じ
た
作
句
者
の
思
い
も
澄
み
渡
っ
て
い
ま
す
。 
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