
第32
回
川
柳
マ
ガ
ジ
ン
ク
ラ
ブ
東
京
句
会

平
成21
年2

月8

日（

日）

自
由
吟

評
・
鑑
賞

松
橋
帆
波

責
任
者
気
の
持
ち
よ
う
で
ケ
セ
ラ
セ
ラ

導
入
か
ら
中
七
ま
で
来
て、

こ
の
下
五
で
は
残
念。

過
去
に
も
多
く
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
だ
け
に
新
鮮
味

に
欠
け
る。

年
金
崩
壊
老
後
移
民
増
加

音
字
数
は
十
七
音
な
の
だ
が、「

年
金
崩
壊」「

老
後」

「

移
民
増
加」

の
言
葉
を
並
べ
た
だ
け
に
な
っ
て
し

ま
っ
た。

全
部
漢
字
と
い
う
思
い
切
り
は
買
え
る
が、

五
七
五
の
定
型
は
そ
の
形
を
持
っ
て
意
味
を
伝
達
す

る
機
能
も
持
っ
て
い
る
の
で、

そ
の
辺
も
考
慮
し
た

い
と
こ
ろ。

い
い
国
と
ほ
め
て
伸
ば
そ
う
日
本
を

上
五、

中
七、

下
五
の
流
れ
が
標
語
の
よ
う
に
な
っ

て
し
ま
っ
た。「

現
在
の
よ
う
な
経
済
状
況
の
時
こ
そ、

日
本
を
褒
め
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か」

的
ニ
ュ
ア

ン
ス
を
前
面
に
出
し
た
方
が
良
か
っ
た
の
で
は。

年
取
る
と
出
不
精
に
な
り
老
い
加
速

上
五
と
下
五
が
同
じ
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
が
残
念。

「

だ
か
ら
ま
た
年
を
と
っ
て
い
く」

と
繋
が
っ
て
い

け
ば
面
白
い
の
だ
が、

別
の
表
現
が
あ
れ
ば
比
較
し

て
み
た
い。

誕
生
日
祝
う
仲
間
の
至
福
顔

自
分
の
誕
生
日
な
の
か、

仲
間
の
誕
生
日
な
の
か
が
見

え
て
こ
な
い。
例
え
ば「

祝
っ
て
く
れ
る
至
福
顔」

な
ら

作
者
の
誕
生
日。「

祝
っ
て
あ
げ
る
至
福
顔」

な
ら
仲

間。

尤
も
こ
れ
で
は
報
告
に
な
っ
て
し
ま
う
が
・
・。

太
朗
さ
ん
政
治
の
オ
モ
チ
ャ
捨
て
な
さ
い

句
意
は
伝
わ
る
が、「

政
治
は
あ
な
た
の
オ
モ
チ
ャ
で

は
な
い」「

政
治
を
オ
モ
チ
ャ
に
し
な
い
で
欲
し
い」

と
い
う
言
葉
の
助
詞「

は」「

を」

と、

作
品
の「

政

治
の
オ
モ
チ
ャ」

の「

の」

か
ら
受
け
る
印
象
の
違
い
を

比
較
検
討
し
て
み
た
い。

押
し
花
を
セ
ピ
ア
色
し
た
辞
書
が
待
つ

辞
書
が
待
っ
て
い
る
の
は、

押
し
花
が
出
来
上
が
る

こ
と
な
の
か。

そ
の
事
象
か
ら
の
広
が
り
を、

読
者

が
ど
う
捕
ら
え
る
の
か、

そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
を
聞
い

て
み
た
い。

ア
メ
リ
カ
の
惑
星
が
待
つ
春
嵐

「

春
嵐
を
待
つ」

を「

春
一
番
・
春
の
疾
風」

と
理
解

す
る
と、

春
を
待
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が、

「

惑
星」

が
難
解。

ア
メ
リ
カ
発
の
金
融
危
機
の
影
響

を
受
け
て
い
る
世
界
の
国

、々

も
し
く
は
同
盟
国
な

ど
を
指
す
の
か
ど
う
か。

空
席
が
あ
ち
こ
ち
目
立
つ
不
況
風

空
席
の
目
立
つ
場
所
が
何
処
か
が
見
え
な
い
の
が
残

念。

か
と
い
っ
て、

あ
ま
り
具
体
的
で
あ
れ
ば
状
況
の

報
告
に
な
っ
て
し
ま
う。

ジ
ャ
ン
ボ
く
じ
当
れ
ば
多
分
う
ろ
た
え
る

「
確
か
に
そ
う
だ
な」

と
い
う
読
者
の
同
意
・
共
感
の

先
に
行
け
て
い
る
か
ど
う
か。

こ
の
点
を
検
証
し
た

い。夢
語
る
見
つ
め
る
子
ど
も
の
瞳
の
中
で

子
供
の
瞳
の
中
に
い
る
の
は
私
な
の
だ
ろ
う。

そ
こ
に

不
思
議
な
空
間
が
生
ま
れ
る。

鏡
の
中
の
瞳
の
中
に
写

る、

ど
こ
ま
で
も
連
続
す
る
像。

素
直
に
読
め
ば
い

い
の
だ
が、

こ
の
中
八
音
は
句
の
区
切
り
が
何
処
に

あ
る
の
か
を
判
り
難
く
し
て
い
る。

紅
白
の
裏
番
組
で
老
い
て
行
く

「

裏
番
組」

を
ど
う
解
釈
す
る
か。「

裏
番
組
で」

と

「

裏
番
組
と」

と
比
較
し
て
み
た
い。

同
じ
こ
と
考
え
て
い
た
僕
と
妻

下
五
の
語
順
を
変
え
て
み
た
時
に、

作
品
の
印
象
が

ど
う
変
わ
る
か
を
比
較
し
て
み
た
い。

自
分
に
は
真
似
の
出
来
な
い
人
が
好
き

「

真
似
の」

と「

真
似
が」

を
比
較
検
討
し
た
み
た
い。

木
枯
ら
し
に
春
一
番
の
噂
聞
く

木
枯
ら
し
の
擬
人
化
と
見
る
が
ど
う
か。「

春
は
ま
だ

か
い
？」

と
い
っ
た
と
こ
ろ
か。

モ
ン
ゴ
ル
の
奇
跡
も
見
せ
ら
れ
る
国
技

導
入
部
か
ら
下
五
へ
の
流
れ
が
い
い。

並
列
さ
せ
る
言

葉
の
選
定
の
妙。「

土
俵」

と
し
て
し
ま
う
と
モ
ン
ゴ

ル
が
生
き
な
く
な
る。

裏
方
で
記
念
写
真
に
縁
が
な
い

上
五
と
下
五
の
表
現
で
言
う
と
ス
タ
イ
ル
と
し
て
は

古
い
形。

そ
の
分
安
定
感
は
あ
る
が、

パ
ン
チ
に
乏



し
い
か。

買
い
替
え
を
し
た
い
テ
レ
ビ
が
よ
く
映
る

「

地
デ
ジ」
と
い
う
時
事
と
絡
め
る
と
共
感
を
得
ら

れ
る
が、

時
事
が
絡
ま
な
い
と、

買
い
換
え
た
い
と

い
う
意
思
が
個
人
的
な
都
合
と
な
っ
て
し
ま
う。

そ

こ
が
こ
の
テー

マ
の
難
し
い
と
こ
ろ。

だ
か
ら
と
言

っ
て
詰
め
込
む
と
く
ど
く
な
っ
て
し
ま
う。

何
を
省
略

す
る
の
か
を
検
証
し
て
み
た
い。

空
の
缶
持
ち
帰
っ
て
も
や
は
り
ゴ
ミ

「

裏
方」

の
作
品
と
比
べ
る
と、

下
五
に
力
が
あ
る。

状
況
と
し
て
こ
の
缶
は
飲
料
の
缶
で
は
な
い
だ
ろ
う。

友
達
に
松
田
聖
子
が
一
人
い
る

固
有
名
詞
を
詠
み
込
ん
だ
作
品
は、

そ
の
固
有
名
詞
が

持
つ
力
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る。「

松
田
聖
子」

は
十

分
力
を
持
つ
固
有
名
詞
だ
と
思
う
が、

読
者
に
よ
っ
て

印
象
の
差
が
出
る
か
も。

不
景
気
で
買
え
ぬ
買
わ
な
い
か
ら
不
況

定
型
を
外
れ
る
が

「

不
景
気
で
買
え
な
い

買
え
な
い
か
ら
不
況」

と
比
較
し、

外
在
律、

内
在
律
に
つ
い
て
検
証
し
て

み
た
い。

又
小
言
馬
耳
東
風
で
日
が
暮
れ
る

四
字
熟
語
の
選
定
が
い
い。

下
五
で
日
常
を
匂
わ
せ

て
い
る
の
で、

句
意
が
広
が
る。

没
の
句
は
一
兵
卒
の
よ
う
に
消
え

没
句
と
一
兵
卒
と
を
並
列
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
が、

面

白
さ
で
あ
る
と
同
時
に、

戦
争
の
非
情
さ
を
浮
き
上

が
ら
せ
る。

何
処
に
ポ
イ
ン
ト
を
置
く
か
で
広
が
り
が

変
わ
る
作
品。

功
を
焦
る
な
と
砥
石
の
声
が
す
る

「

砥
石
の
声」

と
い
う
表
現
で、

そ
の
状
況
を
思
い
浮

か
べ
る
こ
と
が
で
き
る。

擬
人
法
の
妙。

ノー

と
言
う
準
備
で
脚
を
組
み
換
え
る

意
識
を
表
す
言
葉
と、

身
体
の
動
き
を
表
す
言
葉
の
組

み
合
わ
せ
の
妙。

心
の
状
態
と
体
の
動
き
が
見
え
る
作

品。人
救
う
咄
嗟
の
嘘
を
一
ツ
吐
く

一
読
し
て
病
室
の
風
景
が
浮
か
ん
だ。

そ
の
後
そ
れ

だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
鑑
賞
が
広
が
っ
て
い
く。

「

咄
嗟
の
嘘」

と
い
う
言
葉
の
強
さ
が
効
い
て
い
る
作

品。年
経
て
も
母
の
温
み
を
捨
て
き
れ
ず

作
者
が
ご
高
齢
だ
と
す
れ
ば、

深
い
作
品。

若
い
人

だ
と
し
た
ら
創
り
過
ぎ。

皺
寄
っ
て
か
ら
が
人
生
忙
し
い

「

か
ら
が」

と
い
う
部
分
が
強
い。

限
定
し
て
い
る

よ
う
で
い
て、

老
後
と
い
う
人
生
が
喚
起
さ
れ
て
い

く。

そ
こ
に
読
者
の
共
感
が
呼
び
込
ま
れ
て
い
く。

あ
り
が
と
う
短
い
よ
う
な
五
十
年

省
略
の
妙。

誰
が
誰
に
対
し
て「

あ
り
が
と
う」

と
言

っ
て
い
る
の
か
を
中
七
以
降
で
推
測
さ
せ、

句
の
世
界

が
広
が
っ
て
行
く。

◎
追
記

外
在
律
・
内
在
律

五
七
五
の
定
型
俳
句
や
五
七
五
七
七
の
定
型
短
歌
に

対
し
音
数
に
と
ら
わ
れ
な
い
主
張、

ま
た
は
そ
の
作
品

を
自
由
律
と
い
う。

そ
の
自
由
律
の
定
義
と
し
て、

一

句
一
律、

内
容
に
即
し
た
律
を
持
つ、

と
い
う
こ
と
を

内
在
律
と
呼
ぶ。

そ
れ
に
対
応
す
る
言
葉
が
外
在
律。

即
ち
五
七
五、

五
七
五
七
七
の
定
型
を
い
う。

・
不
景
気
で
買
え
ぬ
買
わ
な
い
か
ら
不
況

は
定
型。

即
ち
外
在
律
を
有
す
る。

・
不
景
気
で
買
え
な
い

買
え
な
い
か
ら
不
況

は
前
半
の
九
音
と
後
半
の
九
音
が
一
字
開
け
に
よ
っ

て
鏡
像
を
な
し
て
い
る。

こ
れ
に
よ
っ
て
内
在
律
を
有

し
て
い
る。


