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●
選
考
経
過 

 

小
説
部
門
は
、
応
募
総
数
35
編
の
中
か
ら
3
編
を
最
終
候
補
と
し
て
選
び
、
選
考
会
議
で
討
議
し
た
結

果
、
三
善
早
葵
さ
ん
の
『
引
っ
越
し
祝
い
』
を
最
優
秀
賞
に
決
定
し
た
。
最
終
選
考
に
残
っ
た
作
品
は
い
ず

れ
も
レ
ベ
ル
が
高
く
、
審
査
員
の
推
挙
す
る
作
品
も
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
り
、
ま
た
、
評
価
が
激
し
く
わ
か
れ

る
作
品
も
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
今
年
度
は
特
例
と
し
て
審
査
員
特
別
賞
を
設
け
、
小
田
栞
さ
ん
の
『
夏
霞
』

に
授
与
す
る
こ
と
と
し
た
。
優
秀
賞
受
賞
の
杉
山
梨
奈
さ
ん
の
『
岬
の
海
』
も
決
し
て
見
劣
り
す
る
作
品
で

は
な
く
、
例
年
の
水
準
で
は
最
優
秀
作
に
匹
敵
す
る
出
来
ば
え
だ
っ
た
。
俳
句
部
門
は
、
複
数
句
の
部
に
6

編
の
応
募
が
あ
り
、
最
優
秀
作
は
該
当
作
な
し
、
優
秀
作
に
野
城
知
里
さ
ん
の
『
日
々
の
雫
』
が
選
ば
れ
た
。

ま
た
、
一
句
単
独
の
部
に
は
１
４
５
句
の
応
募
が
あ
り
、
最
優
秀
作
に
は
該
当
作
が
な
か
っ
た
も
の
の
、
優

秀
作
に
伊
藤
彰
洋
さ
ん
、
佐
藤
琳
利
子
さ
ん
、
佳
作
に
は
9
句
が
選
出
さ
れ
た
。 

  

●
小
説
部
門 

選
評 

三
田 

誠
広 

 

『
引
っ
越
し
祝
い
』（
三
善
早
葵
）
は
引
越
祝
い
に
「
月
」
が
届
く
と
い
う
話
で
す
。
こ
の
「
月
」
と
は

何
か
、
ど
う
い
う
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
の
か
は
、
最
後
ま
で
説
明
さ
れ
ま
せ
ん
。
説
明
し
過
ぎ
な
い
と
こ

ろ
が
こ
の
作
品
の
最
大
の
長
所
で
す
。
と
ぼ
け
た
作
品
で
す
が
、
文
章
に
安
定
感
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う

引
越
祝
い
が
届
く
の
は
、
寂
し
い
人
に
限
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
ヒ
ロ
イ
ン
の
寂
し
さ
が

よ
く
描
け
て
い
ま
す
。『
夏
霞
』（
小
田
栞
）
は
性
同
一
性
障
害
の
問
題
を
扱
っ
て
い
ま
す
。
社
会
的
テ
ー
マ

に
挑
ん
だ
点
は
評
価
で
き
ま
す
が
、
文
章
が
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
方
向
に
流
れ
て
い
て
、
切
実
さ
は
伝
わ
っ

て
き
ま
す
が
視
野
が
狭
く
な
っ
て
い
ま
す
。
も
う
少
し
冷
静
に
、
描
く
対
象
と
の
間
に
距
離
を
と
る
姿
勢
が

必
要
で
す
。『
岬
の
海
』（
杉
山
梨
奈
）
は
不
思
議
な
作
品
で
す
。
途
中
ま
で
何
を
書
こ
う
と
し
て
い
る
の
か

よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
こ
の
岬
が
死
の
世
界
と
の
境
界
線
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
き
ま

す
。
も
っ
と
整
理
し
て
書
い
て
欲
し
い
と
思
い
ま
し
た
が
、
奇
妙
な
後
味
を
残
す
作
品
に
な
っ
て
お
り
、
秀

作
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

宮
川 

健
郎 

 

最
終
候
補
作
品
三
編
を
読
ん
だ
。
今
回
は
、
例
年
に
ま
し
て
レ
ベ
ル
が
高
い
。 

 

「
引
っ
越
し
祝
い
に
送
ら
れ
て
き
た
ダ
ン
ボ
ー
ル
に
は
月
が
入
っ
て
い
た
。
」
―
―
『
引
っ
越
し
祝
い
』
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の
書
き
出
し
で
あ
る
。
い
き
な
り
読
者
を
作
品
世
界
に
引
き
込
む
力
わ
ざ
だ
。
ダ
ン
ボ
ー
ル
を
開
け
て
出
て

き
た
の
は
春
の
月
で
、
桜
の
花
び
ら
と
も
に
送
ら
れ
て
き
た
。
引
っ
越
し
の
多
い
「
私
」
の
人
生
や
、
卒
業

し
た
高
校
で
知
り
合
っ
た
ヤ
ス
と
の
か
か
わ
り
が
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
届
く
月
と
と
も
に
語
ら
れ
る
。
月
と
は
何

の
こ
と
な
の
か
、
簡
単
に
は
こ
た
え
ら
れ
な
い
象
徴
性
が
あ
り
、
そ
の
象
徴
性
が
作
品
の
完
成
度
を
高
め
て
、

見
事
な
小
説
に
な
っ
た
。 

 

私
自
身
は
、『
岬
の
海
』
を
強
く
推
し
た
。
作
品
は
、「
私
」
が
店
番
を
す
る
岬
の
バ
ス
停
の
前
の
店
を
中

心
に
展
開
す
る
。
そ
の
世
界
を
語
る
文
章
の
息
づ
か
い
が
心
地
よ
く
て
、
何
回
で
も
読
め
て
し
ま
う
。「
私
」

と
、
四
歳
年
上
の
健
ち
ゃ
ん
の
付
き
合
い
も
好
ま
し
い
。
中
ご
ろ
に
な
っ
て
「
補
陀
落
渡
海
」
と
い
う
こ
と

ば
が
取
り
込
ま
れ
、
作
品
に
「
意
味
」
が
あ
た
え
ら
れ
て
い
く
け
れ
ど
、
作
品
は
、
「
意
味
」
か
ら
も
っ
と

遠
く
逃
れ
て
、
た
だ
夏
の
海
を
書
け
ば
よ
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

『
夏
霞
』
の
「
私
」
の
語
り
は
「
私
」
の
心
の
内
の
り
を
描
き
出
す
が
、「
私
」
か
ら
見
た
弟
の
侑
の
人

物
像
が
お
し
ま
い
ま
で
想
像
し
づ
ら
い
。
読
者
と
し
て
の
私
は
、『
夏
霞
』
を
十
分
に
読
み
切
れ
な
か
っ
た
。 

 

土
屋 

忍 
 

『
引
っ
越
し
祝
い
』
は
、
胎
児
の
自
由
意
志
に
よ
り
出
産
す
る
母
体
を
選
択
で
き
る
と
い
う
設
定
が
と
て

も
興
味
深
い
。
引
越
し
と
い
う
名
の
夜
逃
げ
を
母
親
と
と
も
に
乗
り
越
え
て
き
た
「
私
」
が
上
京
し
た
と
こ

ろ
か
ら
物
語
は
始
ま
り
、「
引
っ
越
し
祝
い
」
に
月
の
入
っ
た
ダ
ン
ボ
ー
ル
が
送
ら
れ
て
く
る
。「
恐
怖
」
は

や
が
て
東
京
の
都
市
部
に
生
息
す
る
「
背
広
や
ス
ー
ツ
の
人
達
」
に
と
っ
て
代
わ
る
の
だ
が
、「
月
」
の
存

在
感
と
比
べ
て
「
東
京
」
の
捉
え
方
が
や
や
陳
腐
で
あ
っ
た
。
『
岬
の
海
』
の
都
は
、
バ
ス
停
近
く
の
お
店

で
店
番
を
し
な
が
ら
、
自
殺
の
名
所
で
あ
る
岬
へ
の
出
入
り
を
数
え
て
い
る
。
バ
ス
の
運
転
手
を
し
て
い
た

お
父
さ
ん
を
「
う
っ
か
り
」
亡
く
し
た
彼
女
は
、「
迎
え
盆
」
を
控
え
て
「
父
の
こ
と
ば
か
り
考
え
て
い
る
」。

友
人
と
の
や
り
と
り
を
通
じ
て
、
父
の
死
を
受
け
と
め
よ
う
と
し
て
い
く
様
子
が
う
ま
く
描
か
れ
て
い
る

が
、「
過
疎
の
村
」
の
描
写
と
「
補
陀
落
」
へ
の
洞
察
が
少
し
足
り
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。『
夏
霞
』
も
ま

た
他
の
２
作
と
同
様
に
、
父
親
不
在
の
家
族
が
物
語
の
中
心
に
置
か
れ
て
い
る
。
頭
脳
明
晰
で
繊
細
な
都
会

の
男
子
像
が
姉
の
目
を
通
し
て
才
気
走
る
よ
う
に
描
か
れ
て
お
り
、
家
族
は
「
最
初
か
ら
歪
ん
で
い
た
」
、

と
い
う
弟
の
台
詞
は
極
め
て
リ
ア
ル
で
あ
る
。
感
覚
的
に
理
解
が
及
ば
な
い
読
者
も
い
る
か
も
し
れ
な
い

と
も
思
わ
れ
、
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
作
品
を
推
し
た
か
っ
た
。 

 

川
西 

宏
之 

 

受
賞
し
た
三
作
は
そ
れ
ぞ
れ
に
魅
力
が
あ
る
。『
夏
霞
』（
小
田
栞
）
は
書
き
手
の
感
覚
が
よ
く
活
か
さ
れ

た
作
品
だ
。
圧
迫
や
緊
張
を
空
気
と
し
て
伝
え
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
こ
の
作
品
で
は
主
人
公
の
感
じ
る
違

和
や
不
安
、
緊
張
が
鮮
明
に
伝
わ
っ
て
く
る
。
多
少
、
生
硬
で
大
仰
な
言
葉
遣
い
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
す

ら
、
主
人
公
た
ち
の
現
実
へ
の
違
和
を
表
現
す
る
の
に
役
立
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
短
編
小
説
の
結
構
も

整
っ
て
い
て
、
構
成
に
も
書
き
手
の
戦
略
が
表
れ
て
い
る
。
弟
が
短
冊
に
な
に
を
書
い
た
の
か
？ 

最
後
に

そ
れ
が
明
ら
か
に
な
っ
た
時
、
震
え
が
き
た
。
私
は
こ
の
作
品
を
推
し
た
。『
引
っ
越
し
祝
い
』（
三
善
早
葵
）

は
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
作
品
に
仕
上
が
っ
て
い
る
。
贈
り
物
と
し
て
の
月
、
と
い
う
発
想
は
面
白
い
し
、
そ
れ

が
、
主
人
公
の
日
常
＝
現
実
世
界
の
中
に
自
然
に
置
か
れ
て
、
充
分
に
機
能
し
て
い
る
。
淡
々
と
し
た
語
り
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で
あ
り
な
が
ら
、
現
実
の
一
面
を
切
り
取
り
、
重
層
的
に
世
界
を
描
き
出
す
力
に
は
感
服
す
る
以
外
な
い
。

『
岬
の
海
』（
杉
山
梨
奈
）
は
、
夏
の
気
だ
る
さ
の
中
に
、
生
と
死
が
溶
け
合
う
異
質
な
（
特
別
な
）
空
間

を
的
確
に
描
き
出
し
て
い
る
。
書
き
手
の
詩
的
な
セ
ン
ス
が
論
理
を
超
え
て
文
章
に
活
か
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
と
、
さ
ら
に
充
実
し
た
作
品
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。 

 

高
校
生
の
手
に
な
る
こ
れ
ら
三
作
に
め
ぐ
り
逢
え
た
こ
と
を
心
か
ら
喜
ん
で
い
ま
す
。 

  

●
俳
句
部
門 

選
評 

 
 

井
上 
弘
美
、
三
浦 

一
朗 

 

一
句
単
独
の
部 

【
優
秀
賞
】 

八
月
十
五
日
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
の
溶
け
て
い
く 

冬
眠
や
ぬ
い
ぐ
る
み
の
目
は
開
い
た
ま
ま 

 

 

「
八
月
十
五
日
」
と
い
う
終
戦
記
念
日
を
季
語
と
し
て
、
暑
い
日
の
気
怠
い
昼
下
が
り
を
想
わ
せ
る
「
ア

イ
ス
ク
リ
ー
ム
の
溶
け
て
い
く
」
と
い
う
情
景
を
切
り
取
っ
た
こ
と
で
、
比
類
の
無
い
印
象
鮮
明
な
一
句
と

な
っ
た
。
こ
の
作
品
は
日
本
近
代
の
負
の
歴
史
を
背
負
っ
た
敗
戦
記
念
日
を
時
間
に
設
定
し
た
こ
と
で
、
日

常
的
な
気
怠
さ
が
、
け
じ
め
が
つ
い
た
よ
う
で
付
か
ず
、
終
わ
っ
た
よ
う
で
終
わ
っ
て
い
な
い
戦
後
の
メ
タ

フ
ァ
ー
と
し
て
効
果
的
に
機
能
し
て
い
る
。
残
念
な
の
は
「
八
月
十
五
日
」
が
秋
の
季
語
で
あ
り
、「
ア
イ

ス
ク
リ
ー
ム
」
が
夏
の
季
語
、
さ
ら
に
一
句
全
体
が
九
・
八
・
五
音
と
二
十
音
あ
り
、
全
体
が
長
く
や
や
散

文
的
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
以
上
の
点
か
ら
、
最
優
秀
賞
作
品
と
し
て
推
す
こ
と
が
出
来
ず
残
念
だ
っ
た
。 

  

「
冬
眠
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
対
し
て
、
冬
眠
す
る
動
物
を
詠
む
の
で
は
な
く
、
目
を
閉
じ
な
い
「
ぬ
い
ぐ

る
み
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
点
に
セ
ン
ス
の
良
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
「
ぬ
い
ぐ
る
み
」
が
物
置
か
ど
こ
か

で
存
在
を
忘
れ
去
ら
れ
た
も
の
な
ら
、
閉
じ
な
い
ま
ま
の
眼
が
不
気
味
で
あ
り
、
置
き
去
り
に
さ
れ
た
悲
し

み
や
嘆
き
を
想
わ
せ
て
独
特
の
味
わ
い
が
あ
る
。
ま
た
、
部
屋
に
飾
ら
れ
て
い
る
「
ぬ
い
ぐ
る
み
」
な
ら
、

決
し
て
眼
を
閉
じ
る
こ
と
を
許
さ
れ
ず
、
そ
こ
に
存
在
し
続
け
る
こ
と
の
哀
れ
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
残
念
な

の
は
、
ぬ
い
ぐ
る
み
に
限
ら
ず
、
人
形
の
眼
が
開
い
た
ま
ま
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
詠
ん
だ
句
は
す
で
に
多

く
存
在
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
作
者
に
と
っ
て
は
知
る
由
も
無
い
こ
と
だ
ろ
う
が
、
受
賞
作
に
は
オ
リ
ジ

ナ
リ
テ
ィ
ー
が
求
め
ら
れ
る
。 

  

【
佳
作
】 

「
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
」
は
、
打
ち
消
し
表
現
に
よ
っ
て
整
然
と
並
ぶ
同
色
の
チ
ユ
ー
リ
ッ
プ
を
表
現
す
る
こ

と
に
成
功
。「
紙
芝
居
」
は
場
面
の
切
り
取
り
が
鮮
明
。「
瘡
蓋
」
は
梅
雨
期
の
不
快
感
を
身
体
表
現
で
捉
え

て
い
る
。
「
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
」
は
唇
と
金
管
楽
器
の
質
感
の
違
い
を
生
か
し
て
「
涼
し
」
が
生
き
た
。
流
れ
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星
」
は
「
噛
み
な
が
ら
」
に
巧
ま
ざ
る
ユ
ー
モ
ア
が
感
じ
ら
れ
、
素
朴
な
詠
み
ぶ
り
に
好
感
が
も
て
る
。「
角

刈
り
」
は
「
冬
ぬ
く
し
」
が
日
常
の
中
の
心
理
的
暖
か
さ
を
も
捉
え
て
い
る
。
「
過
ぎ
る
」
は
動
く
「
貨
物

列
車
」
の
上
に
澄
ん
だ
「
秋
の
空
」
を
置
い
た
構
成
力
が
良
い
。 

  

複
数
句
の
部 

【
優
秀
賞
】 

日
々
の
雫 

 

二
十
句
が
早
春
か
ら
始
ま
っ
て
、
冬
で
終
わ
る
構
成
に
な
っ
て
い
て
、
季
節
の
推
移
を
丁
寧
に
捉
え
て
い

る
。
日
頃
か
ら
俳
句
に
向
き
合
っ
て
い
る
こ
と
で
、
季
語
も
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
で
い
る
。
「
花
冷
え
」

の
句
は
桜
の
咲
く
頃
の
冷
た
い
雨
を
「
白
」
と
い
う
色
彩
で
捉
え
、
雨
の
彼
方
か
ら
聞
こ
え
る
鐘
の
音
を
配

す
る
こ
と
で
視
覚
・
聴
覚
に
よ
っ
て
情
感
あ
る
世
界
を
描
出
し
て
い
る
。「
雲
に
名
を
」
や
「
オ
リ
オ
ン
に
」

の
句
に
は
視
点
の
新
し
さ
や
、
読
み
ぶ
り
の
伸
び
や
か
さ
も
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
取
り
合
わ
せ
で
詠
ん

だ
「
た
の
し
き
は
」
や
「
も
う
一
度
」
の
句
は
、
季
語
に
ど
れ
く
ら
い
作
者
の
実
感
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の

か
疑
問
に
感
じ
た
。
ま
た
、
題
名
は
作
品
の
顔
な
の
で
、
焦
点
を
定
め
る
ほ
う
が
良
い
。
今
後
に
可
能
性
を

感
じ
る
作
品
だ
っ
た
。 


