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第
二
十
四
回
全
国
高
校
生
創
作
コ
ン
テ
ス
ト
に
応
募

し
て
く
だ
さ
っ
た
皆
さ
ん
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
今
回
は
こ
の
状
況
の
な
か
で
応
募
数
が
少
し
減
っ

た
も
の
の
、
い
つ
に
も
ま
し
て
レ
ベ
ル
の
高
い
作
品
が

多
か
っ
た
こ
と
が
嬉
し
か
っ
た
で
す
。

　

で
は
、
入
選
を
果
た
し
た
句
を
観
て
い
き
ま
す
。

　

鈴
虫
や
畳
の
上
の
回
覧
板

　

最
優
秀
賞
の
濵
口
美
咲
さ
ん
の
作
品
。
季
語
は
「
鈴

虫
」
で
秋
。
日
常
の
何
で
も
な
い
風
景
を
切
り
取
っ
て

お
り
、
何
一
つ
大
げ
さ
な
表
現
や
誇
張
し
た
も
の
が
見

受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
が
こ
の
句
の
魅
力
で
す
。
上

五
で
「
鈴
虫
や
」
と
そ
の
鳴
き
声
を
詠
嘆
し
て
い
ま
す
。

「
鈴
虫
が
リ
ー
ン
リ
ー
ン
と
鳴
い
て
い
る
な
あ
」
と
。

そ
れ
か
ら
視
点
が
「
畳
の
上
」
に
移
さ
れ
て
「
回
覧
板
」

を
映
し
出
す
の
で
す
。
上
五
は
聴
覚
、
中
七
・
下
五
は

視
覚
が
活
か
さ
れ
て
い
ま
す
。
鈴
虫
が
鳴
く
な
か
、
お

隣
か
ら
回
っ
て
き
た
回
覧
板
が
畳
の
上
に
置
い
て
あ
る

だ
け
の
風
景
に
読
み
手
は
何
を
感
じ
る
で
し
ょ
う
か
。

私
は
日
常
の
暮
ら
し
の
尊
さ
を
感
じ
ま
す
。
平
和
な
光

景
の
一
コ
マ
と
い
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
な

が
ら
、
私
は
そ
こ
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
蔓
延
と

不
安
も
感
じ
ま
し
た
。
回
覧
板
に
は
町
内
の
情
報
が

載
っ
て
い
ま
す
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
が
中
止
に
な
っ

た
と
い
う
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
一
見
日
常

に
見
え
ま
す
が
、「
回
覧
板
」
を
開
け
る
と
、
非
日
常

が
現
れ
る
。
そ
れ
が
こ
の
句
の
さ
り
げ
な
い
深
み
な
の

で
す
。

　

東
へ
と
翅
一
枚
の
蜂
が
這
う

　

優
秀
賞
の
鈴
木
瑠
華
さ
ん
の
作
品
。
季
語
は
「
蜂
」

で
春
。「
翅
一
枚
」
に
な
っ
た
蜂
が
東
に
向
か
っ
て
一

生
懸
命
に
這
っ
て
い
ま
す
。
い
っ
た
い
ど
こ
に
向
か
っ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
傷
つ
い
た
蜂
に
目
を
留
め
て

詠
ん
だ
作
者
自
身
の
心
情
が
、
こ
の
小
さ
な
生
き
物
に

託
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
ま
し
た
。
飛
べ
な
く

な
っ
て
も
這
っ
て
で
も
前
に
進
も
う
と
す
る
蜂
に
鼓
舞

さ
れ
な
が
ら
、
自
分
を
見
つ
め
直
し
て
い
る
よ
う
に
思

え
る
一
句
で
す
。

　

さ
よ
な
ら
は
詩
語
に
成
り
果
て
冬
木
立

　

優
秀
賞
の
勝
井
七
海
さ
ん
の
作
品
。
季
語
は
「
冬
木

立
」
で
冬
。「
詩
語
」
と
は
詩
や
韻
文
に
用
い
る
言
葉

の
意
味
で
す
が
、「
さ
よ
な
ら
」
は
も
う
そ
れ
に
「
成

り
果
て
」
た
と
い
う
の
で
す
。
そ
の
表
現
が
こ
の
句
の

寂
し
さ
と
説
得
力
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
確
か
に
日

常
的
に「
さ
よ
な
ら
」と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
な
く
な
っ

た
と
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。「
バ
イ
バ
イ
」
や
「
じ
ゃ
あ
、

ま
た
」
と
言
う
ほ
う
が
多
い
で
し
ょ
う
。「
さ
よ
な
ら
」

は
詩
語
の
ご
と
く
儚
い
美
し
さ
を
孕
ん
だ
言
葉
だ
な

と
、
こ
の
句
を
読
ん
で
思
い
ま
し
た
。
冬
木
立
の
凛
と

し
た
空
気
の
な
か
で
「
さ
よ
な
ら
」
の
響
き
と
意
味
を

捉
え
直
し
て
い
る
光
景
で
す
。

　

佳
作
の
横
溝
さ
ん
の
句
は
、
マ
ス
ク
を
洗
濯
し
な
が

ら
こ
の
状
況
が
終
息
す
る
こ
と
へ
の
祈
り
が
あ
り
ま

す
。
山
本
さ
ん
の
句
は
、
ト
マ
ト
の
熟
れ
た
色
を
質
感

の
違
う
「
本
塗
り
」
の
比
喩
で
見
事
に
捉
え
ま
し
た
。

田
中
さ
ん
の
句
は
、「
青
空
に
殴
ら
る
る
」
と
い
う
諷

刺
的
な
擬
人
法
が
強
烈
に
効
い
て
い
ま
す
。
永
松
さ
ん

の
句
は
、
弓
道
の
弓
を
引
く
と
き
の
静
け
さ
が
、
よ
く

伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
鈴
木
さ
ん
の
句
は
、
祖
母
の
徘

徊
を
描
き
つ
つ
優
し
さ
を
感
じ
ま
し
た
。「
緑
陰
へ
」

の
下
五
に
救
い
が
あ
り
ま
す
。

俳
句
の
部
選
評

● 

堀
本　

裕
樹
（
ほ
り
も
と
・
ゆ
う
き
）

　

俳
人
。
一
九
七
四
年
和
歌
山
県
生
ま
れ
。
俳
句
結
社
「
蒼

海
」
主
宰
。
俳
人
協
会
幹
事
。
國
學
院
大
學
卒
。
第
2
回
北

斗
賞
、
第
36
回
俳
人
協
会
新
人
賞
受
賞
。
二
松
學
舍
大
学
非

常
勤
講
師
。
２
０
１
９
年
度
「
N
H
K
俳
句
」
選
者
。
著
書

に
『
桜
木
杏
、俳
句
は
じ
め
て
み
ま
し
た
』（
幻
冬
舎
文
庫
）、

『
N
H
K
俳
句 

ひ
ぐ
ら
し
先
生
、
俳
句
お
し
え
て
く
だ
さ

い
。』（
N
H
K
出
版
）、漫
画
家
・
ね
こ
ま
き
と
の
共
著
『
ね

こ
も
か
ぞ
く
』（
さ
く
ら
舎
）、『
俳
句
の
図
書
室
』（
角
川
文

庫
）、
芸
人
・
又
吉
直
樹
と
の
共
著
『
芸
人
と
俳
人
』（
集
英

社
文
庫
）、句
集『
熊
野
曼
陀
羅
』（
文
學
の
森
）な
ど
が
あ
る
。


