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〈
短
歌
〉 

― 

全
体
講
評 

― 

今
回
の
応
募
作
に
は
十
代
か
ら
九
十
代
以
上
の
方
ま
で
、
多
彩
な
作
品
が
寄
せ
ら
れ
ま
し

た
。 近

代
短
歌
の
伝
統
で
も
あ
る
写
生
的
な
叙
景
歌
は
や
や
少
な
い
印
象
が
あ
り
ま
し
た
が
、

丹
念
な
読
み
応
え
の
あ
る
作
品
に
出
合
え
た
の
を
歓
び
と
し
ま
す
。
ま
た
、
ふ
る
さ
と
や
亡

き
人
、
想
い
出
を
ふ
り
返
る
作
品
に
佳
作
が
あ
り
ま
し
た
。
回
想
詠
は
一
首
の
内
に
時
間
の

流
れ
を
含
み
、
豊
か
な
情
感
を
紡
ぎ
出
し
ま
す
。
さ
ら
に
生
活
を
明
る
い
タ
ッ
チ
で
う
た
う

作
品
に
も
特
色
が
あ
り
、
現
代
短
歌
の
一
面
を
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
。 

最
後
に
、
若
い
人
た
ち
の
受
験
や
学
生
生
活
、
学
外
活
動
に
若
い
力
で
打
ち
込
む
姿
な
ど
、

フ
レ
ッ
シ
ュ
な
作
品
群
に
惹
き
つ
け
ら
れ
た
こ
と
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
作

品
の
清
々
し
さ
は
か
け
が
え
の
な
い
も
の
で
、
文
学
の
源
泉
を
な
し
て
い
る
と
思
い
ま
し
た
。 

 
山
田 

吉
郎 

  

【
最
優
秀
賞
】 

今
度
い
つ
と
尋
ね
る
母
に
又
来
る
と
別
れ
し
ま
ま
の
永
き
歳
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

加
藤 

和
子 

 

― 

講
評 

― 

離
れ
住
む
母
と
ひ
と
と
き
を
過
ご
し
て
の
別
れ
際
、「
今
度
い
つ
」
と
尋
ね
た

母
の
言
葉
が
切
な
い
。
下
の
句
の
「
別
れ
し
ま
ま
」
と
い
う
感
慨
が
読
む
者
の
胸

を
打
つ
一
首
。 

   

【
優
秀
賞
】 

父
母
は
亡
く
帰
る
家
な
き
ふ
る
里
や
正
月
な
れ
ば
や
は
り
恋
し
き 

相
川 

和
子 

 

― 

講
評 

― 

ふ
る
さ
と
の
父
母
も
亡
く
な
り
、
生
家
も
な
く
な
っ
た
人
の
思
郷
の
想
い
が
さ

り
げ
な
く
吐
露
さ
れ
て
い
る
。「
正
月
な
れ
ば
や
は
り
恋
し
き
」
に
生
活
感
が
に

じ
み
出
て
い
る
。 

   

【
優
秀
賞
】 

旅
立
ち
の
花
を
貰
っ
た
翌
日
は
心
の
穴
を
花
瓶
が
わ
り
に 

詩
音 

 

― 

講
評 

― 

新
た
な
人
生
の
旅
立
ち
に
あ
た
っ
て
花
を
贈
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は

希
望
と
同
時
に
「
心
の
穴
」
も
あ
る
と
い
う
。
青
春
期
の
ま
ぶ
し
く
繊
細
な
心
情

を
詠
ん
で
印
象
的
。 

   

【
優
秀
賞
】 

花
の
有
る
道
を
選
び
て
散
歩
す
る
今
日
は
ソ
ヨ
ゴ
の
赤
い
実
光
る 

髙
橋 

ス
ミ 

 
― 
講
評 

― 
端
正
で
美
し
い
写
生
詠
。「
花
の
有
る
道
を
選
び
て
」
に
し
っ
と
り
と
し
た
落

ち
着
き
の
あ
る
心
境
が
う
か
が
わ
れ
る
。
下
の
句
の
「
赤
い
実
」
が
鮮
や
か
な
映

像
を
結
ん
で
い
る
。 
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【
優
秀
賞
】 

三
度
目
の
試
験
を
受
け
に
行
く
大
学
今
度
こ
そ
は
と
風
吹
き
飛
ば
す 長

谷
川 

杏
莉  

― 

講
評 
― 

受
験
に
正
面
か
ら
向
き
合
う
歌
。下
の
句
の「
今
度
こ
そ
は
と
風
吹
き
飛
ば
す
」

に
若
々
し
い
力
が
感
じ
ら
れ
、
ま
っ
す
ぐ
に
う
た
い
き
っ
た
と
こ
ろ
に
清
々
し
さ

が
流
露
す
る
。 

   

【
優
秀
賞
】 

あ
の
頃
と
お
ん
な
じ
笑
顔
す
こ
し
だ
け
大
人
び
て
い
る
君
の
遺
影
は 二

方 

久
文 

 

― 

講
評 

― 

し
み
じ
み
と
し
た
追
悼
歌
。「
あ
の
頃
」
の
君
の
笑
顔
を
回
想
し
、
今
見
つ
め
て

い
る
君
の
遺
影
が
「
少
し
だ
け
大
人
び
て
い
る
」
と
感
じ
と
る
繊
細
さ
が
、
読
者

の
胸
に
沁
み
る
。 
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〈
俳
句
〉 

― 

全
体
講
評 

― 

コ
ロ
ナ
は
五
類
に
な
り
ま
し
た
が
、
世
界
に
は
二
つ
の
戦
争
が
今
も
続
い
て
お
り
ま

す
。
日
本
で
は
一
月
元
旦
の
能
登
の
地
震
。
二
日
に
そ
の
地
に
物
資
を
運
ぶ
海
保
機
が

日
航
機
と
羽
田
で
衝
突
炎
上
し
ま
し
た
。
俳
句
も
戦
争
と
地
震
と
を
詠
む
事
か
ら
始
ま

り
ま
し
た
。
応
募
に
直
接
地
震
や
戦
争
を
詠
ん
だ
句
は
少
々
で
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な

深
刻
で
哀
し
い
命
の
晒
さ
れ
た
環
境
の
影
響
は
作
者
の
詩
の
背
後
に
滲
ん
で
い
る
よ
う

に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
今
年
度
は
七
十
二
名
の
方
々
の
応
募
を
戴
き
ま
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
た
く
さ
ん
良
い
句
が
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
単
な
る
報
告
で
は
な
く
、
飛
躍
の
効
い
た

詩
的
個
性
の
か
が
や
く
も
の
の
中
か
ら
秀
句
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
】 

側
転
の
少
女
の
回
す
大
花
野 

堀
場 

美
知
子  

― 

講
評 

― 

側
転
は
脚
を
開
い
た
ま
ま
両
手
を
横
に
つ
き
倒
立
し
て
一
回
転
し
、
立
つ
体

操
。
少
女
は
余
り
の
美
し
い
花
野
に
側
転
し
、
貴
女
を
一
回
転
さ
せ
ま
し
た
と
、

は
に
か
み
の
挨
拶
を
し
た
。 

  

【
優
秀
賞
】 

慣
れ
て
来
し
ホ
ー
ム
の
暮
ら
し
水
温
む 

安
齋 

行
夫  

― 

講
評 

― 

老
後
は
持
ち
家
や
マ
ン
シ
ョ
ン
の
一
室
を
借
り
て
住
む
の
も
困
難
。
そ
ん
な

時
、
老
人
ホ
ー
ム
が
最
適
で
あ
る
。「
水
温
む
」
が
ホ
ー
ム
で
の
暮
ら
し
を
象
徴

的
に
語
っ
て
い
る
。 

   

【
優
秀
賞
】 

線
香
の
確
か
な
香
り
秋
袷 

近
藤 

昭
子  

― 

講
評 

― 

袷
は
裏
地
の
あ
る
着
物
。
秋
冷
の
あ
る
日
の
墓
参
に
線
香
の
煙
の
染
み
を
確

り
袷
が
留
め
て
い
た
。
家
に
帰
っ
て
着
替
え
る
時
、
そ
の
線
香
の
香
に
亡
き
人

と
の
思
い
の
深
さ
を
感
じ
た
。 

   

【
優
秀
賞
】 

夢
う
つ
つ
気
は
南
方
に
か
じ
け
鳥 

坂
野 

光
山 

 

― 

講
評 

― 

か
じ
け
鳥
の
か
じ
け
は
や
つ
れ
る
・
か
じ
か
む
等
の
意
。
か
じ
け
鳥
は
冬
鳥
。

漂
鳥
が
留
鳥
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
寝
て
も
覚
め
て
も
故
郷
を
思
う
、
生
気
の
な

い
姿
に
見
え
て
く
る
。 
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【
優
秀
賞
】 

燃
え
上
が
る
枯
葉
の
中
の
ラ
ブ
レ
タ
ー 

竹
岡 

広
仁 

 

― 

講
評 
― 

嘗
て
思
い
も
か
け
な
い
恋
文
を
も
ら
い
、
大
切
に
保
存
し
て
き
た
が
、
今
と
な

っ
て
は
と
思
い
、
焚
火
の
際
、
枯
葉
の
底
に
秘
め
、
火
を
点
け
た
。
文
は
昔
の
想

い
の
炎
を
上
げ
た
。 

   

【
優
秀
賞
】 

や
や
こ
し
い
話
ほ
ぐ
れ
る
春
炬
燵 

竹
岡 

美
恵 

 

 

― 

講
評 

― 

こ
み
い
っ
た
複
雑
な
話
を
し
て
い
る
と
、
出
口
の
な
い
と
こ
ろ
ま
で
き
た
。
沈

黙
が
し
ば
ら
く
続
く
。
炬
燵
が
段
々
温
か
な
気
持
ち
を
呼
び
起
こ
す
。
解
決
の
言

葉
を
一
人
が
発
し
た
。 

   

【
優
秀
賞
】 

口
中
に
野
の
匂
ひ
満
つ
蓬
餅 

出
来 

典
子 

 

 

― 

講
評 

― 

草
餅
を
作
ろ
う
と
野
に
摘
み
に
行
く
。
草
は
そ
れ
ぞ
れ
の
香
を
放
っ
て
い
る
。

野
草
の
中
で
も
蓬
は
ゆ
か
し
い
。
摘
ん
で
家
に
帰
り
、
蓬
餅
を
作
り
、
野
の
香
を

思
い
切
り
頬
張
っ
て
み
た
。 

   

【
優
秀
賞
】 

丸
く
な
り
し
兄
と
語
ら
ふ
十
三
夜 

中
村 

み
き
子 

 

― 

講
評 

― 

兄
さ
ん
は
「
十
三
夜
」
の
よ
う
だ
ね
と
言
う
と
、
は
に
か
ん
だ
。
昔
は
父

に
似
て
頑
固
で
あ
っ
た
が
、
今
は
そ
の
気
骨
も
、
少
々
欠
け
の
残
っ
て
い
る

月
の
様
に
穏
や
か
に
な
っ
た
。 
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〈
川
柳
〉 

― 

全
体
講
評 

― 

 

二
〇
二
四
年
は
心
痛
む
出
来
事
で
始
ま
り
ま
し
た
。 

 

川
柳
は
時
代
を
く
っ
き
り
と
映
す
文
芸
で
す
。
今
年
度
は
震
災
・
戦
争
・
政
治
に
関

す
る
句
も
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。無
事
を
祈
る
ば
か
り
の
日
々
が
今
も
続
い
て
お
り
ま
す
。 

 

一
方
、
コ
ロ
ナ
対
策
緩
和
を
受
け
、
の
び
の
び
と
し
た
気
風
の
句
が
寄
せ
ら
れ
、
時

代
の
局
面
が
表
れ
ま
し
た
。
身
辺
の
出
来
事
か
ら
ご
自
身
の
心
を
詠
む
こ
と
が
、
句
の

奥
行
き
に
つ
な
が
り
ま
す
。
じ
っ
く
り
と
ご
自
身
を
見
つ
め
直
す
作
品
も
多
く
あ
り
ま

し
た
。 

 

さ
て
、
五
七
五
の
リ
ズ
ム
あ
る
音
の
数
は
、
作
句
す
る
人
に
も
、
そ
の
句
を
受
け
と

め
る
人
の
心
に
も
ス
ッ
キ
リ
と
し
み
わ
た
っ
て
い
き
ま
す
。
作
句
し
た
作
品
を
、
い
ま

一
度
推
敲
し
て
定
型
に
整
え
て
み
る
こ
と
を
ご
提
案
い
た
し
ま
す
。
心
に
響
く
リ
ズ
ム

は
、
句
に
説
得
力
を
与
え
ま
す
。 

 

お
お
ら
か
に
、
心
や
時
代
を
定
型
で
詠
む
。
川
柳
と
い
う
詩
の
器
が
、
皆
さ
ま
の
表

現
を
待
っ
て
い
ま
す
。 

や
ま
ぐ
ち 
珠
美 

  

【
最
優
秀
賞
】 

今
朝
の
パ
ン
戦
火
の
命
紡
ぐ
糸 

は
な 

 

― 

講
評 

― 

世
界
各
地
で
戦
火
が
収
ま
る
気
配
が
あ
り
ま
せ
ん
。
作
者
の
朝
食
に
パ
ン
。

そ
の
パ
ン
は
、
戦
火
に
逃
げ
惑
う
人
々
に
は
命
を
つ
な
ぐ
も
の
。
下
五
「
紡
ぐ

糸
」
に
一
縷
の
望
み
。 

【
優
秀
賞
】 

退
化
す
る
脳
の
歯
止
め
へ
不
便
益 

安
藤 

美
佐
子  

― 

講
評 

― 

「
不
便
益
」
と
は
、
手
間
の
か
か
る
こ
と
に
価
値
を
見
出
す
考
え
方
。
便
利

な
世
の
中
を
斜
め
に
見
据
え
た
と
こ
ろ
に
、
句
の
深
み
が
出
ま
し
た
。
脳
の
活

性
化
に
期
待
大
で
す
。 

   

【
優
秀
賞
】 

半
世
紀
つ
づ
く
絆
に
妻
の
チ
ョ
コ 

 
 

鈴
木 

雄
三 

 

― 

講
評 

― 
 

金
婚
式
を
迎
え
た
お
二
人
の
日
々
を
、
バ
レ
ン
タ
イ
ン
の
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
で

描
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
を
言
い
交
す
た
び
、
お
二
人
の
絆
が
よ
り
強
く
な

っ
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。 

   

【
優
秀
賞
】 

腹
空
か
し
彷
徨
っ
て
い
た
だ
け
の
熊 

 
 

堀
場 

美
知
子  

― 

講
評 

― 
 

民
家
や
、
山
中
の
人
を
襲
う
熊
が
問
題
に
な
り
ま
し
た
。
作
者
の
視
点
は
更

に
深
い
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
熊
は
人
の
自
然
破
壊
ゆ
え
に
「
彷
徨
っ
」
た
の

だ
と
。「
だ
け
」
は
寸
鉄
。 
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【
優
秀
賞
】 

雨
ふ
る
な
空
も
心
も
ぬ
れ
る
か
ら 

み
え 

 

― 

講
評 
― 

 

叫
び
と
も
と
れ
る
上
五
は
、
実
は
深
い
願
い
の
「
ふ
る
な
」
で
す
。
作
者
の

空
は
大
切
な
人
の
空
に
も
、
被
災
地
や
戦
地
の
空
に
も
続
い
て
い
ま
す
。
心
を

掬
い
あ
げ
る
一
句
で
す
。 

   

【
優
秀
賞
】 

ハ
レ
の
日
の
余
韻
に
ひ
た
る
夕
間
暮
れ 

八
木 

せ
い
じ  

― 

講
評 

― 
 

特
別
な
日
の
充
足
感
を
、
一
枚
の
写
真
の
よ
う
に
描
き
ま
し
た
。
光
あ
ふ
れ

る
情
景
に
い
る
作
者
へ
、
一
日
の
幕
引
き
の
「
夕
間
暮
れ
」。
光
と
陰
の
織
り

な
す
人
生
の
舞
台
。 

               


