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一
般
の
部
に
は
九
編
の
応
募
が
あ
っ
た
。
世
上
コ

ロ
ナ
禍
を
詠
ん
だ
歌
を
目
に
す
る
こ
と
が
多
い
が
、

社
会
的
事
象
は
自
身
に
ひ
き
つ
け
て
読
む
こ
と
が
大

切
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
す
る
。
そ
ん
な
中
で
、「
小

松
文
芸
」
へ
の
応
募
作
は
地
に
足
の
着
い
た
作
品
が

多
く
、
誠
実
に
自
身
の
心
に
向
か
い
合
っ
て
い
る
姿

勢
を
感
じ
た
。
自
愛
の
心
は
自
分
だ
け
に
と
ど
ま
ら

ず
、
周
囲
の
人
や
対
象
物
へ
も
向
か
う
。
さ
ら
に
一

歩
深
く
対
象
に
迫
る
表
現
を
目
指
し
た
い
。
今
回
は

小
松
文
芸
賞
は
見
送
り
、
村
上
滋
子
さ
ん
の
作
品
を

奨
励
賞
に
推
薦
す
る
。

　

尊
敬
と
親
し
み
の
こ
も
る
眼
差
し
が
、
姑
の
姿
を

生
き
生
き
と
描
き
だ
し
て
い
る
。
老
い
て
病
を
得
た

身
で
あ
っ
て
も
、
山
に
入
れ
ば
き
び
き
び
と
体
が
動

く
の
だ
ろ
う
。
弾
む
よ
う
な
そ
の
姿
は
若
者
の
よ
う

に
も
見
え
た
の
で
は
な
い
か
。
一
首
目
は
、
姑
の
姿

で
は
な
く
「
う
し
ろ
手
」
が
消
え
た
と
見
た
と
こ
ろ

が
秀
逸
。
老
媼
の
知
恵
と
技
の
象
徴
の
よ
う
な
手
が

あ
り
あ
り
と
目
に
浮
か
ぶ
。
二
～
四
首
目
か
ら
は
、

姑
の
丁
寧
で
無
駄
の
無
い
し
ぐ
さ
や
手
つ
き
が
思
わ

れ
る
。
自
然
と
の
付
き
合
い
方
の
作
法
を
身
に
付
け

て
い
た
先
人
の
姿
が
尊
い
。
今
は
も
う
そ
の
山
も
荒

れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
自
身
の
肉

体
的
な
衰
え
を
も
感
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
五
首

目
は
「
険
し
く
」
が
生
き
て
お
り
、
斜
面
を
仰
ぐ
作

者
の
表
情
が
想
像
さ
れ
胸
に
迫
る
も
の
が
あ
る
。

姑
の
松
茸
狩
り 

若
杉
町

　
村
上
　
滋
子

山
に
入
り
一
目
散
に
松
茸
の
も
と
に
消
え
た
り
姑
の
う
し
ろ
手

名
人
は
地
の
膨
ら
み
を
見
る
と
言
ふ
踏
み
て
も
茸
と
判
ら
ぬ
吾
は

ふ
つ
く
ら
と
頭
の
見
ゆ
る
松
茸
を
指
差
し
入
れ
て
根
よ
り
ゆ
つ
く
り

松
茸
を
掘
り
た
る
後
の
作
法
と
ぞ
必
ず
土
の
蓋
し
て
も
と
に

松
茸
を
見
つ
く
る
こ
つ
を
教
へ
ら
る
斜
面
険
し
く
下
よ
り
仰
ぐ

奨

励

賞

komatsu
スタンプ


