
 

〈
短
歌
〉 

― 

全
体
講
評 

― 

今
回
は
、
十
代
の
若
い
作
者
と
ご
高
齢
の
作
者
が
比
較
的
多
い
印
象
が
あ
り
ま
し
た
。 

十
代
の
方
々
の
作
品
は
青
春
期
の
み
ず
み
ず
し
い
息
吹
に
あ
ふ
れ
て
い
る
も
の
が
多
く
、

部
活
動
を
は
じ
め
若
者
の
生
き
る
風
景
が
あ
ざ
や
か
に
浮
か
ん
で
き
ま
す
。
ま
た
、
ご
高
齢

の
方
々
の
作
品
に
は
、
歌
人
と
し
て
の
表
現
や
技
巧
の
冴
え
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
り
ま

し
た
。
老
い
を
テ
ー
マ
と
す
る
作
に
も
前
向
き
な
心
と
動
作
を
詠
み
込
ん
だ
作
が
多
く
、
ま

た
風
土
や
自
然
を
歌
柄
大
き
く
詠
み
込
ん
だ
作
も
あ
り
、
注
目
し
ま
し
た
。 

さ
ら
に
、
出
産
や
子
育
て
、
教
師
の
日
々
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
な
ど
、
人
生
の
青
年
期
、

壮
年
期
を
生
き
る
方
々
の
作
品
に
は
、
確
か
な
手
応
え
、
重
み
が
実
感
さ
れ
ま
し
た
。 

コ
ロ
ナ
禍
の
社
会
状
況
が
つ
づ
く
中
で
、
一
首
一
首
か
け
が
え
の
な
い
光
を
帯
び
て
い
ま

す
。
そ
の
作
品
中
か
ら
、
短
歌
と
し
て
の
表
現
や
視
点
に
独
自
な
何
か
が
感
じ
ら
れ
る
も
の

を
選
出
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

山
田 

吉
郎 

  

【
最
優
秀
賞
】 

大
山
の
嶺
に
礼
を
し
稲
を
刈
り
刈
り
終
へ
し
田
に
父
は
礼
を
す 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

遠
藤 

寛 

 

― 

講
評 

― 

霊
峰
大
山
に
見
守
ら
れ
、
稲
の
収
穫
に
向
き
合
う
父
の
姿
を
詠
ん
で
い
る
。
遠

き
日
の
父
を
回
想
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
風
土
と
融
け
合
う
人
々
の
暮

ら
し
が
伝
わ
る
一
首
。「
礼
」
は
「
れ
い
」
の
ほ
か
「
ゐ
や
（
い
や
）」（
古
語
）

と
読
ん
で
も
よ
い
だ
ろ
う
。 

【
優
秀
賞
】 

大
寒
に
胸
を
反
ら
し
て
ラ
ジ
オ
体
操
青
天
に
見
ゆ
る
飛
行
機
雲
１
本 

貝
塚 

よ
し
た
か 

― 

講
評 

― 

「
胸
を
反
ら
し
て
」
と
い
う
身
体
の
動
き
が
、
大
寒
と
い
う
季
節
感
と
相
ま
っ
て

す
が
す
が
し
い
。
さ
ら
に
「
飛
行
機
雲
１
本
」
と
い
う
描
線
の
太
い
表
現
が
新
し

く
注
目
し
た
。 

   

【
優
秀
賞
】 

鼻
と
口
マ
ス
ク
で
見
え
は
し
な
い
け
ど
あ
な
た
の
笑
顔
い
つ
も
見
え
ま
す 

國
近 

優
斗 

 

― 

講
評 

― 

マ
ス
ク
生
活
が
つ
づ
く
な
か
で
、
見
え
な
い
は
ず
の
「
あ
な
た
の
笑
顔
」
が
「
い

つ
も
見
え
ま
す
」
と
は
っ
き
り
言
い
切
っ
た
と
こ
ろ
が
新
鮮
で
あ
る
。
日
常
会
話

語
が
生
き
て
い
る
。 

   

【
優
秀
賞
】 

現
代
文
の
授
業
は
た
の
し
李
徴
子
の
生
き
ざ
ま
学
び
我
が
振
り
な
お
す 

齋
藤 

奏
音 

 
― 
講
評 

― 

李
徴
子
は
中
島
敦
の
小
説
『
山
月
記
』
の
主
人
公
で
、
こ
の
作
品
は
国
語
教
科
書

に
頻
出
す
る
。
自
尊
心
に
身
を
ほ
ろ
ぼ
す
主
人
公
へ
の
若
い
作
者
の
ま
な
ざ
し
が

印
象
的
で
あ
る
。 



 

【
優
秀
賞
】 

ヒ
マ
ラ
ヤ
シ
ー
ダ
ー
伝
い
歩
け
ば
足
元
か
ら
樹
の
上
か
ら
も
音
ぞ
弾
け
る 

中
田 

勇 
 

― 

講
評 
― 

美
し
く
端
正
な
枝
葉
が
印
象
的
な
ヒ
マ
ラ
ヤ
シ
ー
ダ
ー
を
、「
音
」
で
表
現
し
た
と

こ
ろ
が
ユ
ニ
ー
ク
。
字
余
り
は
あ
り
な
が
ら
も
一
首
全
体
の
歌
の
調
べ
が
の
び
や

か
で
よ
い
。 

  

【
優
秀
賞
】 

卒
業
生
を
時
間
な
く
と
も
相
手
す
る
在
校
生
を
指
導
し
な
が
ら 本

田 

卓 

 

― 

講
評 

― 

教
師
の
日
常
は
忙
し
い
が
、
訪
れ
る
卒
業
生
を
「
時
間
な
く
と
も
相
手
す
る
」
の

で
あ
る
。
そ
れ
が
ま
た
作
者
の
歓
び
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
が
一
首
の
ポ
イ

ン
ト
。
職
業
詠
と
し
て
の
実
感
が
こ
も
る
。 

  

【
優
秀
賞
】 

母
の
顔
ほ
ほ
ゑ
み
て
見
え
あ
る
時
は
泣
く
が
に
見
ゆ
る
遺
影
の
写
真 

吉
田 

美
代
子 

 

― 

講
評 

― 

母
の
遺
影
を
前
に
、
母
の
表
情
が
そ
の
と
き
ど
き
に
変
わ
り
、
心
の
会
話
が
な
さ

れ
て
い
る
よ
う
な
一
首
。
哀
切
な
な
か
に
心
の
慰
撫
さ
れ
る
よ
う
な
お
も
む
き
が

感
じ
ら
れ
る
。 

 

                      



 

〈
俳
句
〉 

― 

全
体
講
評 

― 

令
和
元
年
度
は
表
彰
式
が
新
型
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
開
催
で
き
ず
、
令
和
二
年
度
も

コ
ロ
ナ
禍
で
、
表
彰
式
も
展
示
も
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
年
も
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
で
日

常
に
戻
れ
ま
せ
ん
。
吟
行
も
出
来
ず
、
句
会
も
ネ
ッ
ト
句
会
で
凌
い
で
お
り
ま
す
。
俳

句
は
密
に
な
る
座
の
文
芸
で
す
。
句
会
の
出
句
と
選
句
に
よ
っ
て
文
学
的
個
性
を
高
め

た
い
も
の
で
す
。
今
年
度
は
八
十
一
名
の
方
々
の
応
募
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
一
時
感

染
が
急
激
に
減
少
し
た
こ
と
も
あ
り
、
旅
の
自
然
を
詠
み
、
身
近
な
句
材
も
非
日
常
の

経
験
を
生
か
し
な
が
ら
の
表
現
が
み
ら
れ
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
。
単
な
る
報
告
で
は
な
く
、
詩

と
し
て
表
現
し
よ
う
と
苦
心
さ
れ
た
作
品
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
】 

振
り
上
ぐ
る
考
の
腕
や
飾
臼 

 

髙
浪 

國
勝 

― 

講
評 

― 

臼
は
農
家
に
と
っ
て
神
仏
に
近
い
神
聖
な
道
具
で
あ
っ
た
。
正
月
に
筵
を
敷
き
、

据
え
た
臼
に
注
連
を
張
り
、
鏡
餅
を
供
え
新
春
を
祝
う
と
、
亡
き
父
の
餅
を
搗
く

若
き
腕
が
蘇
っ
た
。 
    

【
優
秀
賞
】 

秋
祭
り
コ
ロ
ナ
気
遣
う
太
鼓
の
音 

 

加
藤 

滋 

― 

講
評 

― 

コ
ロ
ナ
禍
の
日
常
が
三
年
に
及
ぶ
。
感
染
予
防
の
為
に
イ
ベ
ン
ト
は
中
止
や
縮

小
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
中
で
の
秋
祭
。
密
を
避
け
ね
ば
と
い
う
心
が
撥
に
伝
わ

っ
て
太
鼓
の
音
が
鈍
る
。 

 

 

【
優
秀
賞
】 

冬
落
暉
川
面
を
染
む
る
老
舗
宿 

 

髙
津 

茂
々
乃 

― 

講
評 

― 

県
外
を
跨
い
で
の
移
動
は
避
け
る
コ
ロ
ナ
へ
の
対
策
が
経
済
に
大
打
撃
を
齎
し

て
い
る
。
祖
先
代
々
繁
盛
し
て
川
面
に
映
っ
て
い
た
旅
館
も
、
冬
の
夕
日
の
中

に
沈
も
う
と
し
て
い
る
。 

  

 

【
優
秀
賞
】 

鄙
の
戸
の
留
守
を
守
宮
に
ま
か
せ
け
り 

志
賀 

久
一 

 
― 
講
評 

― 

日
本
全
国
、
今
で
は
ど
の
家
で
も
鍵
を
掛
け
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
昔
は
都
か
ら

遠
く
離
れ
た
田
舎
で
は
鍵
を
掛
け
る
家
は
な
か
っ
た
。
夜
や
外
出
す
る
時
、
留
守

番
は
守
宮
に
頼
ん
だ
。 



 

【
優
秀
賞
】 

谷
戸
川
の
瀬
音
ひ
そ
や
か
寒
の
入
り 

下
山 

芳
廣 

  

― 

講
評 
― 

丘
陵
の
小
川
の
源
流
で
森
や
沼
の
動
植
物
を
育
む
谷
戸
川
が
音
を
し
の
び
や
か
に

し
始
め
る
と
、
三
〇
日
間
（
一
月
五
日
頃
の
小
寒
か
ら
二
月
四
日
頃
の
節
分
ま

で
）
の
寒
に
入
る
。 

  

【
優
秀
賞
】 

海
溝
の
怪
魚
と
な
り
て
大
昼
寝 

髙
橋 

克 

 

― 

講
評 

― 

人
類
は
背
骨
に
海
を
組
み
込
み
、
海
か
ら
陸
に
遣
っ
て
き
た
と
い
う
書
を
読
ん
で

い
る
う
ち
に
、
う
と
う
と
昼
寝
、
水
深
六
千
ｍ
以
上
の
海
底
に
棲
む
奇
妙
な
魚
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

  

【
優
秀
賞
】 

煩
悩
を
真
つ
逆
さ
ま
に
滝
落
つ
る 

中
村 

茂
昭  

 

― 

講
評 

― 

密
教
や
修
験
道
や
神
道
な
ど
の
滝
行
の
体
験
が
あ
ち
こ
ち
で
行
え
る
よ
う
で
あ

る
。
滝
壺
に
入
っ
て
、
先
ず
煩
悩
が
滝
の
冷
水
の
衝
撃
を
受
け
、
耐
え
る
と
次
第

に
楽
に
な
っ
て
き
た
。 

 

【
優
秀
賞
】 

春
を
待
つ
最
終
バ
ス
の
赤
ラ
ン
プ 

野
澤 

星
彦 

  

― 

講
評 

― 

夜
遅
く
ま
で
、
仕
事
に
追
わ
れ
、
区
切
り
を
つ
け
て
、
駅
に
向
か
う
。
途
中

バ
ス
停
か
ら
最
終
便
と
思
わ
れ
る
車
が
発
っ
た
。
尾
灯
の
赤
ラ
ン
プ
が
春
の

彩
を
滲
ま
せ
て
い
た
。 

  

【
優
秀
賞
】 

背
を
正
し
名
の
る
ひ
孫
ら
お
年
玉 

山
﨑 

照
子 

  

― 

講
評 

― 

昔
の
お
年
玉
は
年
霊
で
、
そ
の
年
の
神
が
宿
る
餅
で
あ
っ
た
。
今
は
お
金
。

曾
孫
た
ち
は
慣
れ
合
い
を
他
人
行
儀
に
切
り
替
え
、
お
年
玉
を
貰
う
、
真
剣

な
態
度
で
自
分
の
名
を
告
げ
た
。 

         



 

〈
川
柳
〉 

― 

全
体
講
評 

― 

 

川
柳
は
生
活
の
詩
（
う
た
）
で
す
。
一
句
の
中
心
に
人
間
を
ず
し
り
と
据
え
て
、
森

羅
万
象
を
描
き
ま
す
。
ゆ
え
に
そ
の
傾
向
も
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
。
ユ
ー
モ
ア
・
ペ
ー

ソ
ス
・
時
事
・
詩
情
…
。
ど
れ
も
川
柳
の
大
切
な
基
盤
で
す
。 

 

そ
の
基
盤
を
最
大
限
に
活
か
す
形
が
「
定
型
」
で
す
。
五
七
五
の
リ
ズ
ム
は
、
余
分

な
表
現
を
そ
ぎ
落
と
し
、
一
語
一
語
に
深
み
を
与
え
て
い
き
ま
す
。 

 

全
四
十
三
句
、
皆
さ
ま
の
一
句
一
句
に
は
、
日
常
を
深
く
見
つ
め
ユ
ー
モ
ア
と
人
生

の
厚
み
を
も
っ
て
、
定
型
詩
・
川
柳
を
楽
し
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
姿
が
あ
り
ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
禍
で
も
楽
し
む
心
を
失
わ
ず
、
現
況
を
句
で
決
し
て
責
め
な
い
。
人
と
し
て
の

尊
厳
と
、詠
む
心
の
滴
り
が
輝
く
四
十
三
句
に
出
会
え
た
こ
と
へ
、深
く
感
謝
し
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

や
ま
ぐ
ち 

珠
美 

 

【
最
優
秀
賞
】 

女
か
ら
母
へ
船
出
の
海
満
ち
る 

神
宮
寺 

清
文 

 

― 

講
評 

― 

な
ん
と
雄
大
で
、
温
か
な
応
援
句
で
し
ょ
う
。
身
近
な
方
の
出
産
へ
の
一
句
と

思
い
ま
す
。
女
性
の
変
化
を
「
海
満
ち
る
」
と
と
ら
え
た
詩
情
が
読
む
人
の
心

を
揺
さ
ぶ
り
ま
す 

  
  

【
優
秀
賞
】 

古
希
す
ぎ
て
大
器
晩
成
ま
だ
捨
て
ず 

 
 

小
須
田 

壽
久  

― 

講
評 

― 

作
者
の
心
意
気
が
熱
を
帯
び
て
伝
わ
り
ま
す
。
一
歩
ず
つ
確
か
に
歩
む
日
常
が

浮
か
ん
で
く
る
下
五
で
す
。
人
生
百
年
と
言
わ
れ
る
時
代
に
「
大
器
晩
成
」
の

一
語
が
響
き
ま
す
。 

  

【
優
秀
賞
】 

薬
手
帳
保
険
証
持
ち
プ
チ
さ
ん
ぽ 

 
 

東 
 

晢
子 

 

― 

講
評 

― 
 

川
柳
の
切
り
口
が
冴
え
る
一
句
で
す
。
上
の
句
と
中
の
句
か
ら
「
プ
チ
散
歩
」

へ
転
換
、
ユ
ー
モ
ア
の
視
座
で
ご
自
身
を
見
つ
め
て
い
ま
す
。
こ
の
視
座
こ
そ

川
柳
の
大
人
力
で
す
。 

  

【
優
秀
賞
】 

不
器
用
で
い
つ
も
消
ゴ
ム
持
っ
て
生
き 

 
 

小
糸 

藍
子 

 
― 
講
評 

― 
 

川
柳
は
喩
え
（
た
と
え
）
の
面
白
さ
が
特
長
の
ひ
と
つ
で
す
。「
消
し
ゴ
ム
」
は
、

人
生
の
つ
ま
ず
き
や
間
違
え
を
懸
命
に
建
て
直
す
処
世
へ
の
覚
悟
で
す
。「
持
っ

て
生
き
」
が
輝
き
ま
す
。 

 



 

【
優
秀
賞
】 

自
然
に
は
勝
て
ぬ
地
球
の
間
借
り
人 

 
 

増
田 

千
賀
子 

 

― 

講
評 
― 

 

時
代
を
映
し
風
刺
す
る
。
こ
れ
も
川
柳
の
髄
で
す
。「
勝
て
ぬ
」
に
人
間
へ
の

警
鐘
を
、
そ
し
て
「
間
借
り
人
」
で
世
相
に
寸
鉄
を
打
ち
ま
し
た
。「
地
球
」

へ
の
謙
虚
を
示
し
て
い
ま
す
。 

 


