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今
回
の
橘
曙
覧
賞
に
は
﹁
楽
し
み
は
⻘
か
ら
⾚
に
か
わ
�
て
く
お
ば
あ

ち
�
ん
ち
の
か
き
を
⾒
る
と
き
﹂
︵
吉
本
渚
星
︶
を
推
し
た
︒

 

 

短
歌
は
わ
ず
か
三
⼗
⼀
⽂
字
だ
が
︑
短
編
⼩
説
を
読
む
よ
う
な
物
語
を
表

現
す
る
こ
と
が
出
来
る
︒
今
回
の
受
賞
作
は
そ
う
い
う
⾯
を
持
�
て
い
る
︒ 

 

ま
ず
作
者
が
⼦
ど
も
で
あ
る
こ
と
は
﹁
お
ば
あ
ち
�
ん
ち
﹂
か
ら
想
像
す

る
︒﹁
お
ば
あ
ち
�
ん
ち
﹂
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
思
う
の
も
⾯
⽩
い
︒
通
学
路

に
沿
�
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︑
少
し
廻
り
道
を
す
れ
ば
⾒
え
る
の
だ
ろ
う
か
︑

近
い
の
で
よ
く
顔
を
⾒
に
寄
る
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
に
﹁
柿
の
⽊
﹂
こ
れ
は

⼀
本
だ
ろ
う
︒
⼤
き
く
て
た
く
さ
ん
実
が
な
る
︒
も
ち
ろ
ん
⽢
柿
だ
ろ
う
︒

葉
の
中
に
ま
ぎ
れ
て
⾒
え
な
か
�
た
柿
の
実
が
︑
少
し
⾊
づ
い
て
存
在
を
主

張
し
は
じ
め
る
と
﹁
楽
し
み
は
﹂
の
基
が
出
来
て
く
る
︒
⼩
学
⽣
の
歌
と
い

う
な
か
に
︑
⾒
え
て
く
る
風
景
は
多
い
し
楽
し
い
の
で
あ
る
︒

 

 

私
た
ち
は
集
ま
�
た
作
品
を
審
査
す
る
役
な
の
だ
が
︑
数
字
的
に
点
数
を

つ
け
る
も
の
で
は
な
い
︒
⼀
読
し
て
﹁
⼩
さ
な
物
語
﹂
が
出
来
る
か
ど
う
か

を
楽
し
む
︒
独
楽
吟
は
﹁
楽
し
み
は
﹂
と
歌
い
出
す
作
者
の
発
⾒
し
た
﹁
世

界
﹂
ま
た
﹁
思
想
﹂
の
中
に
︑
読
者
と
し
て
の
私
が
⼊
れ
る
世
界
が
あ
る
か

ど
う
か
を
楽
し
ん
で
い
る
︒
軽
く
詠
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
い
い
︒
ま
た
次
回

も
﹁
楽
し
み
﹂
を
⾒
せ
て
下
さ
る
と
う
れ
し
い
︒
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毎
年
思
う
こ
と
だ
が
︑﹁
令
和
独
楽
吟
﹂
応
募
作
品
の
⽅
が
︑
短
歌
専
門
誌

掲
載
の
歌
⼈
の
作
品
よ
り
感
銘
深
い
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
︒

 

 

そ
う
︑
応
募
作
品
に
は
⽣
活
が
あ
り
︑
⼈
⽣
が
在
る
の
だ
︒
さ
ら
に
⾔
え

ば
︑
時
代
が
あ
り
歴
史
が
あ
る
︒
そ
し
て
⼈
が
背
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

﹁
⽣
⽼
病
死
﹂
が
あ
り
︑
真
摯
な
﹁
祈
り
﹂
が
あ
り
︑﹁
労
働
﹂
が
あ
り
︑﹁
戦

争
﹂
の
記
憶
が
あ
る
︒

 

︿
鍬
を
振
り
荒
れ
し
吾
が
掌
を
包
み
つ
つ
﹁
緊
い
⼿
だ
な
¿
﹂
と
孫
は
呟
く
﹀

︿
農
継
ぐ
と
⾔
�
た
孫
か
ら
聞
か
さ
れ
る
⼟
の
匂
い
が
好
き
な
ん
だ
よ
と
﹀

︿
⾦
星
は
夜
勤
の
我
ら
⾒
守
り
て
空
淡
く
な
り
静
か
に
宙
へ
﹀
︿
蚊
帳
の
う

ち
⺟
の
嗚
咽
の
や
ま
ざ
り
き
叔
⽗
の
戦
死
の
報
せ
あ
り
し
夜
﹀
︑﹁
病
﹂
を
詠

ん
だ
︿
コ
ロ
ナ
禍
に
逝
く
⺟
⾒
舞
い
は
制
さ
れ
て
別
れ
は
全
て
事
務
的
に
済

む
﹀
の
作
が
現
在
を
鋭
く
抉
り
︑︿
か
じ
か
ん
だ
両
⼿
で
雪
を
か
き
分
け
て
万

両
の
実
の
輝
き
に
あ
う
﹀
に
は
︑
﹁
⽣
﹂
の
率
直
な
感
嘆
が
あ
る
︒

 

 

そ
し
て
︑︿
﹁
ま
た
あ
し
た
﹂
と
び
ら
が
開
き
⾚
⾊
の
⼣
陽
に
溶
け
て
消
え

ゆ
く
背
中
﹀
に
接
し
︑
⽇
本
は
⼤
丈
夫
だ
の
感
を
深
め
た
︒

 




