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最
初
に
、
ど
の
よ
う
に
選
考
し
た
の
か
概
要
を
書
い
て
お
き
ま
す
。
十
月
初
旬
に
、
名
前
を
伏
せ
て
コ
ピ
ー
し
た
応
募
作
品
一
八
篇
が
届
き

ま
し
た
。
各
審
査
員
は
作
品
を
読
ん
で
意
中
の
作
品
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
、
十
月
二
十
日
の
選
考
会
議
に
臨
み
ま
し
た
。
全
般
的
な
傾
向
や
感

想
を
出
し
合
っ
た
あ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
が
約
十
編
の
入
選
候
補
作
品
を
あ
げ
ま
し
た
。
三
人
が
一
致
し
た
作
品
が
五
篇
、
二
人
が
一
致
し
た
作
品

六
編
、
一
人
が
二
編
。
候
補
に
あ
が
っ
た
作
品
を
一
編
一
編
検
討
し
て
感
想
を
出
し
議
論
し
た
あ
と
、
投
票
し
ま
し
た
。
三
人
が
一
致
し
た
作

品
が
四
編
あ
り
、
そ
の
中
か
ら
更
に
議
論
し
て
、
上
位
入
選
作
品
を
決
め
て
い
き
ま
し
た
。
議
論
す
る
な
か
で
、
見
落
と
さ
れ
て
い
た
作
品
の

良
さ
が
浮
上
し
た
り
、
類
型
的
発
想
や
不
的
確
な
表
現
な
ど
が
指
摘
さ
れ
評
価
が
下
が
る
場
合
も
あ
り
ま
し
た
が
、
最
終
的
に
は
一
致
し
て
入

選
作
品
を
決
め
ま
し
た
。

現
代
詩
と
し
て
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
作
品
に
は
出
会
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に

「
捨
て
が
た
い
持
ち
味
」
や
「
風
雪
を

、

経
た
人
生
の
目
」
が
あ
り
、
詩
で
な
け
れ
ば
表
現
で
き
な
い
文
学
性
が
あ
り
ま
し
た
。
詩
に
は

「
こ
う
書
く
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
決
ま
り

、

は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
番
自
由
な
表
現
形
式
で
す
。
小
説
に
近
い
「
散
文
詩
」
も
あ
り
ま
す
し
、
俳
句
に
近
い
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
短
詩
も
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
普
通
の
こ
と
を
普
通
の
言
葉
で
書
い
て
も
詩
に
な
り
ま
せ
ん
。
独
自
性
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
、
個
性
、
発
見
、
独
自
の
視
点
な

、

（

）
、

（

）

。

、

ど
は
必
要
で
す
し

説
明
で
は
な
く

説
明
は
芸
術
の
敵

省
略

書
か
な
い
こ
と

が
詩
を
起
立
さ
せ
ま
す

省
略
や
空
白
が
あ
る
か
ら

読
者
は
独
自
に
想
像
の
翼
を
広
げ
る
の
で
す
。
想
像
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
豊
か
さ
こ
そ
、
文
学
の
エ
ッ
セ
ン
ス
だ
と
思
い
ま
す
。
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知
事
賞

「
汚
れ
」

角
森

玲
子

や
さ
し
い
言
葉
で
淡
々
と
書
か
れ
た
詩
で
す
が
、
深
味
が
あ
り
、
様
々
な
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
十
八
行
の
短
い
詩
に
、
九
回
「
か

ら
だ
を
あ
ら
う
」
と
い
う
言
葉
が
で
て
き
ま
す
。
波
の
よ
う
に
人
生
の
繰
り
返
し
を
思
わ
せ
ま
す
。
繰
り
返
し
の
強
調
が
効
い
て
い
ま
す
。
体

、

。

、「

」「

」「

」

の
汚
れ
は

洗
っ
た
ら
落
ち
る
で
し
ょ
う

し
か
し

い
い
す
ぎ
た
こ
と

で
き
な
か
っ
た
こ
と

子
ど
も
を
ふ
た
り

亡
く
し
た
こ
と

そ
れ
は
い
く
ら
洗
っ
て
も
消
え
な
い
。
読
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
身
に
引
き
寄
せ
て
、
自
分
の
人
生
や
宿
業
に
思
い
を
馳
せ
ま
す
。
い
い
詩
で
す
。

金

賞

「
御
前
」

金
築

雨
学

説
明
的
な
言
葉
は
皆
無
。
三
連
ま
で
は
名
詞
を
並
列
し
て
置
く
だ
け

「
な
ん
だ
こ
れ
は
？
素
っ
気
な
い
」
と
思
わ
せ
、
ラ
ス
ト
で
一
気
に

。

意
味
を
帯
び
、
現
実
が
リ
ア
ル
に
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。
言
葉
が
持
つ
効
用
と
魔
術
性
、
文
学
性
を
十
分
心
得
て
い
る
人
で
な
い
と
書
け

な
い
詩
で
す
。
名
詞
以
外
の
言
葉
が
あ
る
の
は
最
後
の
連
だ
け
で
す
。
こ
の
言
葉
の
背
後
に
、
こ
の
詩
の
深
い
闇
と
恐
ろ
し
さ
が
潜
ん
で
い
ま

す
。
ベ
ッ
ド
に
入
る
前
に
、
数
多
い
「
沖
の
漁
り
火
」
の
数
を
か
ぞ
え
、
三
連
ま
で
に
書
い
た
「
一
日
の
朝
餉
、
昼
餉
、
夕
餉
」
の
名
前
を
声

に
出
し
て
言
っ
て
か
ら
、
寝
る
の
で
す
。
で
き
ま
す
か
。
そ
う
し
な
い
と
認
知
症
と
い
う
暗
黒
の
世
界
が
広
が
っ
て
い
く
の
で
す
。

銀

賞

「
学
校
」

牧
尾

実

難
し
い
言
葉
や
詩
を
意
識
し
た
抽
象
的
な
表
現
は
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
力
ま
ず
、
淡
々
と
情
景
が
描
写
さ
れ
、
水
彩
画
を
見
て
い
る
よ

う
に
一
つ
の
風
景
が
浮
か
ん
で
き
ま
す
。
家
の
近
く
に
学
校
が
あ
り
、
そ
こ
に
父
が
勤
務
し
、
子
ど
も
た
ち
も
遊
ん
で
い
た
。
こ
の
「
山
に
囲

ま
れ
た
空
が
遠
い
場
所
」
が
幼
い
時
の
「
す
べ
て
だ
っ
た

。
学
校
は
な
く
な
り
階
段
だ
け
が
残
る
。
そ
の
階
段
の
下
で

「
学
校
へ
通
え
る

」

、

日
を
夢
見
て
い
る
」
幼
い
作
者
が
い
る
。
一
昔
前
の
懐
か
し
い
一
幅
の
風
景
で
味
わ
い
が
残
り
ま
す
が
、
単
な
る
思
い
出
の
域
に
留
ま
っ
て
い

る
弱
さ
も
あ
り
ま
す
。
題
も
「
学
校
」
よ
り
「
石
段
」
か
「
階
段
」
に
し
て
イ
メ
ー
ジ
の
焦
点
を
絞
っ
た
方
が
効
果
的
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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銀

賞

「
優
し
い
夫
婦
」

柳
楽

多
恵
子

目
の
前
に
、
明
る
さ
が
見
え
て
く
る
心
温
ま
る
詩
で
す
。
五
時
間
も
過
ぎ
た
夫
の
手
術
が
終
わ
る
の
を
待
ち
な
が
ら
、
目
の
前
の
「
優
し
い

夫
婦
」
の
会
話
を
目
に
し
ま
す

「
私
」
と
「
夫
」
と
の
関
係
は
直
接
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
「
ず
っ
と
私
の
胸
に
降
り
積
も
っ
た
雪
」

。

と
、
象
徴
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
す
。
で
も
空
想
は
広
が
り
ま
す
。
長
い
間
つ
ら
い
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
詩
句
が
こ
の

詩
に
奥
行
き
を
与
え
て
い
ま
す
。
題
は
、
ひ
と
工
夫
し
た
い
。
最
後
の
一
行
も
一
考
し
た
い
気
が
し
ま
す
。

銅

賞

「
わ
が
最
後
の
田
肥
を
ま
く
」

小
林

俊
二

た

ご

え

土
か
ら
生
ま
れ
た
よ
う
な
独
特
で
個
性
的
な
詩
で
す
。
田
に
対
す
る
深
い
思
い
と
、
時
代
へ
の
遺
恨
が
、
詠
じ
る
よ
う
な
口
調
で
書
か
れ
、

凝
縮
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
あ
り
ま
す
。

先
祖
代
々
幾
百
年
続
い
た
田
に
「
最
後
の
肥
を
ま
く

。
そ
こ
へ
争
点
を
絞
っ
て
書
か
れ
た
の
が
詩
の

」

効
果
を
高
め
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
文
語
の
混
在
、
文
末
の
助
詞
の
扱
い
、
詩
全
体
の
形
式
な
ど
の
点
で
不
統
一
や
未
整
理
な
と
こ
ろ
が
あ

り
、
詩
の
完
成
度
と
い
う
点
か
ら
ひ
と
工
夫
欲
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

銅

賞

「
愛
を
あ
り
が
と
う
」

横
木

早
苗

ひ
と
捻
り
も
せ
ず
、
素
直
に
気
持
ち
を
書
き
下
ろ
し
た
詩
で
す
。
そ
れ
だ
け
に
気
持
ち
は
そ
の
ま
ま
伝
わ
っ
て
き
ま
す
が
、
物
足
り
な
い
感

じ
も
残
り
ま
す
。
目
で
は
な
く
朗
読
で
聞
く
と
、
こ
の
素
直
な
感
謝
の
気
持
ち
が
胸
を
打
つ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
詩
の
風
景
が
覗
い
て
見
え
る

と
こ
ろ
は

「
あ
な
た
の
建
て
た
こ
の
家
が
夢
や
希
望
の
出
発
点
で
～
今
は
私
一
人
の
住
み
家
に
な
り
ま
し
た
」
と
い
う
箇
所
で
す
。
無
意
識

、

の
半
捻
り
が
あ
り
、
哀
感
を
伴
う
物
語
性
が
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。

銅

賞

「
桜
」

凛
子
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余
計
な
言
葉
を
切
り
落
と
し
て
切
り
詰
め
て
書
か
れ
、
詩
に
一
定
の
語
調
や
リ
ズ
ム
が
あ
り
、
心
地
よ
い
響
き
や
流
れ
が
あ
り
ま
す
。
詩
句

も
作
者
の
美
的
な
語
感
か
ら
選
ば
れ
て
洗
練
さ
れ
て
い
る
の
で
美
し
い
桜
の
姿
が
見
え
て
き
ま
す
。
同
時
に
、
そ
れ
は
読
者
の
心
の
表
面
を
撫

で
て
過
ぎ
去
っ
て
い
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
食
い
込
ん
で
く
る
陰
影
や
独
自
性
が
な
い
か
ら
で
す
。
普
通
の
日
本
人
が
抱
い
て
い
る
桜
の
イ
メ

ー
ジ
を
越
え
る
視
点
が
見
え
な
い
か
ら
で
す
。
最
後
の
「
儚
く
も
あ
れ
」
に
ち
ょ
っ
と
違
和
感
を
感
じ
ま
し
た
。

入

選

「
ル
ー
ズ
リ
ー
フ
」

幸
村

蒼
依

ル
ー
ズ
リ
ー
フ
に
自
分
を
置
き
換
え
て
、
そ
の
思
い
を
素
直
に
伸
び
伸
び
と
書
い
て
い
ま
す
。
作
者
独
自
の
視
点
や
新
た
な
発
見
や
詩
特
有

の
象
徴
的
表
現
な
ど
は
あ
り
ま
せ
ん
が

「
使
い
捨
て
」
で
も
「
み
ん
な
の
役
に
立
っ
て
い
る
」
と
い
う
素
朴
な
気
持
ち
を
人
間
に
置
き
換
え

、

て
読
む
こ
と
も
で
き
ま
す
。
純
粋
な
目
を
生
か
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
書
い
て
ほ
し
い
と
い
う
激
励
の
意
味
も
込
め
て
選
び
ま
し
た
。

入

選

「
手
術
そ
の
後
」

佐
田

光
子

記
録
メ
モ
の
よ
う
に
淡
々
と
綴
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
リ
ハ
ビ
リ
を
命
じ
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
膝
の
痛
み
に
耐
え
て
も
畑
仕
事
を
し
て
し
ま
う

気
丈
さ
や
医
者
へ
の
信
頼
が
温
か
く
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
全
般
に
平
板
な
書
き
方
で
不
要
な
言
葉
も
散
見
さ
れ
ま
す

「
う
す
茶
色
の
に
ご
り

。

水
を
／
何
斗
抜
い
て
も
ら
っ
た
か
」
と
い
う
含
蓄
の
あ
る
重
い
詩
句
を
核
に
し
た
ら
、
作
者
独
自
の
詩
が
生
ま
れ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

以
下
の
作
品
も
そ
れ
ぞ
れ
良
さ
が
あ
り
、
入
賞
対
象
と
し
て
議
論
し
ま
し
た

「
味
噌
汁
さ
ん
、
さ
よ
う
な
ら
」
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
物
語
で
面
白

。

い
の
で
す
が
、
散
文
的
で
推
敲
が
足
り
ま
せ
ん

「
花
」
詩
の
技
巧
も
あ
り
よ
く
で
き
た
作
品
と
い
う
点
で
は
一
致
し
ま
し
た
が

「
サ
サ
ユ

。

、

リ
」
自
体
の
認
識
に
基
本
的
な
誤
解
を
指
摘
さ
れ
ま
し
た

「
背
中
の
母
」
凝
縮
し
た
詩
句
や
時
代
意
識
に
鋭
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
が
、
ス

。

ロ
ー
ガ
ン
的
な
硬
直
性
が
良
さ
を
減
じ
た
こ
と
が
惜
し
ま
れ
ま
す
。
以
上
三
人
の
批
評
や
意
見
を
ま
と
め
ま
し
た

（
文
責

洲
浜
）

。



- 5 -

H26 20141115 54 19島根文芸詩選評 ×

【
ジ
ュ
ニ
ア
ー
の
部
】

総

評
小
中
学
生
対
象
の
「
ジ
ュ
ニ
ア
ー
」
の
部
が
設
け
ら
れ
た
の
は
平
成
十
九
年
、
今
年
で
八
年
目
に
な
り
ま
す
。
文
芸
に
若
い
人
た
ち
の
参
加

が
ほ
と
ん
ど
な
く

「
島
根
文
芸
」
で
も
高
齢
者
中
心
に
な
っ
て
い
る
現
状
か
ら
、
未
来
の
文
芸
愛
好
者
を
育
て
る
た
め
に
、
希
望
と
励
ま
し

、

を
与
え
る
発
表
の
場
を
つ
く
る
こ
と
が
目
的
で
し
た
。
ゼ
ロ
や
二
編
と
い
う
年
も
あ
り
、
多
い
時
に
は
八
四
編
、
七
十
七
編
と
い
う
年
も
あ
り

ま
し
た
。
今
年
は
二
十
七
編
で
し
た
。
小
中
学
生
の
場
合
、
自
分
か
ら
応
募
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
学
校
の
授
業
や
地
域

の
指
導
者
の
熱
意
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
今
回
も
、
鏡
の
よ
う
に
純
白
な
心
で
写
し
、
素
直
な
目
で
見
て
書
い
た
す
ば
ら
し
い
詩
が

集
ま
り
ま
し
た
。
優
劣
を
越
え
て
、
書
く
こ
と
自
体
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。
今
後
と
も
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

大

賞

「
雨
」

坂
本

宙

出
来
事
を
、
普
通
の
文
章
で
日
記
の
よ
う
に
書
い
た
詩
が
多
い
な
か
で
、
こ
の
作
品
に
は
、
事
実
を
リ
ア
ル
に
し
っ
か
り
見
て
表
現
す
る
力

と
同
時
に
、
詩
的
な
比
喩
や
飛
躍
が
あ
り
、
詩
を
豊
か
に
し
て
い
ま
す

「
雨
の
あ
か
ち
ゃ
ん
た
ち

「
か
ぞ
く
や
友
達
や
親
類
の
雨
を
さ
そ

。

」

っ
て
に
ぎ
や
か
に
降
っ
て
く
る

「
体
の
中
ま
で
雨
が
降
っ
て
き
て
」
な
ど
作
者
独
自
の
比
喩
が
す
て
き
で
す
。
最
後
の
一
行
の
視
点
の
展
開

」

も
鮮
や
か
で
す
。
雨
の
風
景
が
一
気
に
浮
か
び
あ
が
り
、
詩
が
広
が
り
安
定
し
ま
す
。
作
者
の
柔
軟
で
自
由
な
思
考
が
光
っ
て
い
ま
す
。

入

選

「
お
母
さ
ん
の
休
み
」

植
林

公
希

効
果
的
な
技
巧
を
考
え
、
表
現
を
工
夫
し
て
、
詩
の
レ
ベ
ル
を
高
め
る
こ
と
も
大
切
で
す
が
、
小
中
学
生
の
場
合
に
は
そ
れ
よ
り
も
っ
と
大

切
な
こ
と
が
あ
り
ま
す

「
よ
く
見
て
書
く

「
感
じ
た
こ
と
考
え
た
こ
と
を
素
直
に
書
く
」
こ
と
で
す
。
そ
こ
に
自
ず
か
ら
詩
が
立
ち
上
が

。

」
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っ
て
き
ま
す
。
こ
の
詩
は
、
そ
の
み
ご
と
な
例
で
す
。
作
者
は
鏡
の
よ
う
に
、
お
母
さ
ん
の
言
葉
や
振
る
舞
い
を
心
に
写
し
と
り
、
飾
る
こ
と

な
く
言
葉
に
し
て
い
ま
す
。
怒
っ
た
り
、
優
し
か
っ
た
り
、
怒
鳴
っ
た
り
、
矛
盾
し
た
こ
と
だ
ら
け
。
し
か
し
そ
こ
に
現
実
に
生
き
て
い
る
母

の
姿
が
リ
ア
ル
に
浮
か
び
上
が
り
ま
す
。
根
底
に
は
お
母
さ
ん
へ
の
深
い
信
頼
が
あ
る
の
で
、
温
か
い
作
者
の
心
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

入

選

「
親

友
」

金
築

公
平

親
友
の
「
陸
」
の
こ
と
を
、
感
情
を
交
え
ず
に
淡
々
と
書
い
て
い
ま
す
。
詩
ら
し
く
書
こ
う
、
と
い
う
意
識
は
ほ
と
ん
ど
見
え
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
心
を
許
せ
る
親
友
の
姿
と
作
者
の
信
頼
の
深
さ
が
心
に
じ
ん
わ
り
と
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
は
こ
の
素
朴
な
詩
に
嘘
が
な
い
か
ら
で

す

「
ゲ
ー
ム
機
を
カ
ン
タ
ン
に
貸
し
て
く
れ
た
り

「
ゲ
ー
ム
で
ズ
ル
を
し
ま
せ
ん
」
と
事
実
を
そ
の
ま
ま
淡
々
と
書
い
て
い
ま
す
が
、
そ

。

」
、

れ
は
当
た
り
前
の
よ
う
で
、
当
た
り
前
で
は
な
い
の
で
す

「
い
じ
め
」
が
減
ら
な
い
社
会
的
背
景
が
、
こ
の
詩
の
背
後
に
あ
り
ま
す
。
作
者

。

は
そ
ん
な
こ
と
は
微
塵
も
意
識
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
子
ど
も
た
ち
の
素
直
な
詩
は
そ
れ
を
写
し
取
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。

入

選

「
ぼ
く
の
弟
」

佐
藤

翔
真

弟
に
対
す
る
率
直
な
気
持
ち
が
書
か
れ
て
い
て
、
思
わ
ず

「
そ
う
だ
よ
な

「
そ
う
な
ん
だ
よ
」
と
相
づ
ち
を
打
ち
な
が
ら
一
気
に
読
ん

、

」

で
し
ま
い
ま
す
。
年
が
近
い
と
兄
弟
げ
ん
か
は
付
き
も
の
で
す
。
弟
が
悪
く
て
け
ん
か
し
て
も
、
必
ず
兄
の
方
が
「
兄
さ
ん
の
く
せ
に
！
我
慢

し
な
さ
い
」
と
叱
責
が
飛
ん
で
き
ま
す

「
お
こ
ら
れ
て
い
る
と
／
ぼ
く
を
ち
ょ
う
は
つ
す
る
よ
う
に
／
弟
は
に
や
に
や
し
な
が
ら
へ
ん
な
ふ

。

う
に
お
ど
る
／
お
か
し
く
て
笑
う
と
／
「
何
で
笑
う
」
と
お
母
さ
ん
に
本
気
で
た
た
か
れ
る
」
た
だ
事
実
を
書
い
た
だ
け
で
、
鋭
い
批
判
や
風

刺
、
ユ
ー
モ
ア
な
ど
豊
か
な
詩
の
世
界
が
立
ち
上
が
っ
て
き
ま
す
。
と
て
も
楽
し
く
読
み
ま
し
た
。

改

ジ
ュ
ニ
ア
ー
の
詩
を
読
み
な
が
ら
、
詩
を
書
く
こ
と
に
は
優
劣
を
越
え
た
意
義
が
あ
る
こ
と

「
子
ど
も
た
ち
は
無
意
識
の
詩
人
」
だ
と

、

め
て
思
い
ま
し
た
。
他
に
も
取
り
上
げ
た
い
詩
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
が
、
紙
幅
の
関
係
で
残
念
で
す

（
文
責

洲
浜
）

。


