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白
山
ふ
る
さ
と
文
学
賞 

 
 

第
三
十
八
回
暁
烏
敏
賞
選
考
結
果
並
び
に
選
評 

(

梶
田 

叡
一 

委
員
長) 

 

本
年
（
第
三
十
八
回
）
の
応
募
作
品
数
は
、
第
一
部
門
〈
哲
学
・
思
想
に
関
す
る
論

文
〉
が
三
十
九
点
、
第
二
部
門
〈
子
ど
も
の
育
成
に
関
す
る
論
文
・
実
践
記
録
ま
た
は

エ
ッ
セ
イ
〉
が
十
点
、
合
わ
せ
て
四
十
九
点
で
あ
っ
た
。 

 

本
年
で
三
十
八
回
目
を
迎
え
た
本
賞
は
、
例
年
、
多
彩
な
職
種
や
年
齢
層
か
ら
の
応

募
を
い
た
だ
き
、
本
賞
に
多
く
の
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
大
き
な
喜
び
で
あ

り
、
本
賞
が
重
ね
て
き
た
歴
史
と
重
要
性
を
再
認
識
す
る
と
と
も
に
、
今
後
ま
す
ま
す

継
続
・
発
展
さ
せ
て
い
く
大
き
な
使
命
を
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

去
る
九
月
二
十
八
日
、
暁
烏
敏
賞
選
考
委
員
会
（
委
員
長
：
梶
田
叡
一
、
選
考
委
員
：

川
村
覚
昭
・
山
本
哲
也
・
氣
多
雅
子
・
上
原
麻
有
子
）
が
、
京
都
市
内
に
お
い
て
開
催

さ
れ
た
。 

選
考
に
当
っ
て
は
、
「
伝
統
文
化
の
継
承
発
展
と
次
代
を
担
う
子
ど
も
の
育
成
を
図

る
」
と
い
う
本
賞
の
趣
旨
に
則
り
、
論
旨
が
明
確
か
つ
独
創
的
で
あ
る
こ
と
、
全
体
の

構
成
が
整
っ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
広
く
市
民
の
啓
発
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
な

ど
に
留
意
し
つ
つ
行
っ
た
。 

 

本
年
は
例
年
に
も
ま
し
て
、
第
一
部
門
・
第
二
部
門
共
に
甲
乙
つ
け
難
い
優
れ
た
論

文
が
多
か
っ
た
。 

選
考
委
員
会
は
長
時
間
に
わ
た
る
活
発
か
つ
慎
重
な
審
議
を
行
っ
た
結
果
、
第
三
十

八
回
暁
烏
敏
賞
受
賞
者
を
次
の
よ
う
に
決
定
し
た
。 

 

第
一
部
門
〈
哲
学
・
思
想
に
関
す
る
論
文
〉 

  

入
選
論
文
名 

 

不
信
心
の
近
代
知
識
人
た
ち
へ 

 
 
 
 
―

富
士
川
游
に
よ
る
真
宗
教
学
の
新
し
い
解
釈―

 

吉
田 

智
子 

 

【
選 

評
】
（
川
村 

覚
昭 

委
員
） 

本
論
文
は
、
医
学
者
で
あ
り
自
然
科
学
者
で
あ
る
富
士
川
游
の
宗
教
思
想
、
特
に
親

鸞
の
信
仰
を
背
景
に
し
た
宗
教
観
と
信
仰
観
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。 そ

の
た
め
、
研
究
の
手
続
き
と
し
て
、
富
士
川
が
生
き
た
同
時
代
の
自
然
科
学
の
発

達
と
そ
の
宗
教
へ
の
影
響
を
丹
念
に
論
じ
、
そ
の
う
え
で
富
士
川
が
自
然
科
学
者
と
し

て
到
達
し
た
宗
教
観
と
信
仰
観
を
抉
出
し
て
い
る
。 

そ
の
展
開
は
論
理
的
で
あ
り
哲
学
思
想
の
論
文
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
る
。
た
だ
筆

者
が
意
図
す
る
「
真
宗
教
学
の
新
し
い
解
釈
」
と
い
う
点
で
は
問
題
が
若
干
残
る
。 

真
宗
教
学
に
関
し
て
は
伝
統
的
な
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
の

論
究
が
希
薄
で
あ
り
、
解
釈
の
新
規
性
が
十
分
に
出
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。 

本
論
稿
が
哲
学
思
想
論
文
と
し
て
優
れ
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
筆
者
の
今
後
の
研

究
に
期
待
し
た
い
と
思
う
。 
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第
一
部
門
〈
哲
学
・
思
想
に
関
す
る
論
文
〉 

  

佳
作
論
文
名 

 

中
川
一
政
の
画
業
に
み
る
武
道
精
神 

 
 
 
 
―

宮
本
武
蔵
「
独
行
道
」
を
受
け
継
ぐ 大

嶋 

利
佳(

大
学
院
生) 

 【
選 

評
】
（
上
原 

麻
有
子 

委
員
） 

本
論
文
は
、
中
川
一
政
の
独
自
の
画
風
に
は
、
宮
本
武
蔵
の
武
道
精
神
を
認
め
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
点
に
注
目
し
、
極
め
て
斬
新
な
主
張
を
展
開
し
て
い
る
。 

近
現
代
の
画
家
と
、
近
世
一
流
の
剣
客
で
あ
り
か
つ
画
家
。
一
見
ま
る
で
異
な
る
表

現
法
を
も
つ
二
つ
の
個
性
を
重
ね
つ
つ
論
じ
る
手
法
は
見
事
で
あ
る
。 

な
ぜ
中
川
は
他
の
模
倣
を
一
切
拒
ん
だ
の
か
。 

本
稿
は
、
そ
の
理
由
を
探
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
『
中
川
一
政
全
文
集
』
（
全
十
巻
）

お
よ
び
武
蔵
の
著
作
、
水
墨
画
を
丁
寧
に
読
み
解
き
、
二
人
の
精
神
の
共
通
性
を
実
証

し
て
い
る
。 

そ
の
共
通
性
が
「
独
行
道
」
で
あ
る
の
だ
。
大
嶋
氏
の
研
究
は
、
言
わ
ば
孤
高
の
画

家
、
中
川
の
思
想
を
解
き
明
か
し
て
く
れ
た
。 

彼
は
、
芸
術
の
創
作
に
は
、
禅
の
公
案
で
一
人
格
闘
す
る
の
に
も
似
た
生
き
方
が
要

さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
だ
。 

 

 

第
二
部
門
〈
子
ど
も
の
育
成
に
関
す
る
論
文
・
実
践
記
録
ま
た
は
エ
ッ
セ
イ
〉 

  

入
選
論
文
名 

 

学
校
教
育
、
家
庭
教
育
の
両
方
に
お
い
て
大
切
に
す
べ
き
こ
と 

栫
井 

大
輔(

大
学
准
教
授) 

 

【
選 

評
】(

山
本 

哲
也 

委
員) 

「
我
が
子
の
指
導
が
い
ち
ば
ん
難
し
い
」 

多
く
の
ス
ポ
ー
ツ
指
導
者
が
語
る
言
葉
で
す
。 

栫
井
大
輔
さ
ん
の
論
文
は
こ
う
し
た
懸
念
を
打
ち
破
る
ヒ
ン
ト
を
含
ん
で
い
る
よ

う
に
思
い
ま
す
。 

野
球
に
打
ち
込
む
次
男
に
具
体
的
な
年
間
目
標
と
到
達
目
標
を
示
し
、
更
に
努
力
の

経
緯
や
結
果
を
数
値
化
・
可
視
化
し
成
長
を
確
認
し
ま
す
。 

そ
の
一
方
で
野
球
を
す
る
目
的
を
、
じ
い
ち
ゃ
ん
、
ば
あ
ち
ゃ
ん
を
元
気
づ
け
る
こ

と
と
し
、
お
母
さ
ん
や
お
兄
ち
ゃ
ん
も
含
め
て
一
家
一
族
の
絆
の
強
さ
を
も
感
じ
さ
せ

ま
す
。 

著
者
は
一
年
間
に
わ
た
る
実
践
を
、
現
行
の
学
習
指
導
要
領
で
強
調
さ
れ
る
「
多
面

的
な
評
価
」・「
人
間
性
の
涵
養
」
と
も
関
連
付
け
て
考
察
し
、
野
球
の
技
術
だ
け
で
な

く
、
「
人
を
育
て
る
」
重
要
性
を
訴
え
ま
す
。 

こ
の
親
子
の
記
録
を
是
非
多
く
の
方
々
に
読
ん
で
欲
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。 
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第
二
部
門
〈
子
ど
も
の
育
成
に
関
す
る
論
文
・
実
践
記
録
ま
た
は
エ
ッ
セ
イ
〉 

  

佳
作
論
文
名 

 

「
愛
着
を
育
て
る
と
い
う
こ
と
」 

 
 
 
 

児
童
精
神
科
医
か
ら
の
提
言 

秋
谷 

進(

精
神
科
医) 

 

【
選 

評
】
（
氣
多 

雅
子 

委
員
） 

本
エ
ッ
セ
イ
は
、
児
童
精
神
科
医
と
し
て
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
子
ど
も
た
ち
と
接

し
て
き
た
著
者
が
、
不
安
定
な
現
代
で
特
に
重
要
な
障
害
と
し
て
「
愛
着
障
害
」
に
注

目
し
、
ど
の
よ
う
に
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
い
っ
た
ら
よ
い
か
を
提
言
す
る
も
の
で
あ
る
。 

「
私
は
愛
さ
れ
て
い
る
か
ら
大
丈
夫
な
ん
だ
」
と
思
え
な
い
子
ど
も
は
自
己
評
価
が

極
端
に
低
く
、
他
人
や
社
会
と
の
繋
が
り
に
不
信
を
も
っ
て
し
ま
う
。 

子
ど
も
の
愛
着
障
害
に
気
づ
い
た
時
点
で
、
子
ど
も
に
と
っ
て
の
「
安
全
基
地
」
を

作
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
、
著
者
は
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。 

幼
児
期
の
愛
着
形
成
が
非
常
に
重
要
な
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
子
ど
も
が
年
長
に

な
っ
て
も
親
以
外
の
人
に
よ
っ
て
も
愛
着
の
形
成
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
提
言
は
注

目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

本
エ
ッ
セ
イ
は
現
代
社
会
で
の
子
ど
も
の
育
成
に
つ
い
て
非
常
に
重
要
な
問
題
を

扱
っ
た
も
の
と
し
て
高
く
評
価
で
き
る
。 

た
だ
、
愛
着
を
育
て
る
こ
と
に
関
し
て
父
親
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
い
こ
と
が
惜
し

ま
れ
る
。 

愛
着
形
成
に
お
け
る
父
親
の
役
割
の
探
究
は
現
代
社
会
の
課
題
で
あ
ろ
う
。 

 

  
 


