
第34
回

川
マ
ガ
東
京
四
月
句
会
自
由
吟

評
・
鑑
賞

松
橋
帆
波

１

取
り
敢
え
ず
鏡
に
見
せ
る
赤
い
ブ
ラ

「

取
り
敢
え
ず」
と
い
う
表
現
で、

い
ず
れ
誰
か
に
見
せ
る
と

い
う
意
思
を
匂
わ
せ
て
い
る。

状
態
を
表
す
副
詞
を
用
い
る
こ
と

で、

そ
の「

思
い
を
匂
わ
せ
る」
手
法
の
一
つ
と
し
て
覚
え
て
お

き
た
い。

た
だ
し、

状
態
や
程
度
を
表
す
副
詞（

ゆ
っ
く
り、

た

い
し
て、

し
ば
ら
く
・
・
・）

は
音
字
数
も
多
く、

扱
い
に
よ
っ

て
は
直
接
的
な
説
明
に
な
る
こ
と
も
あ
る。

2

外
道
と
は
ひ
ど
い
釣
ら
れ
て
あ
げ
た
の
に

言
葉
が
持
っ
て
い
る「

関
連
し
て
い
な
い
複
数
の
意
味」
を
利

用
し
た
作
品。

川
柳
は
通
常、

傍
点
を
打
っ
た
り、

ル
ビ
を
振
ら

な
い
た
め、

こ
の
よ
う
な
手
法
を
試
み
る
場
合、

漢
字
・
カ
ナ
表

記
に
悩
む
場
面
が
あ
る。

3

ち
ゃ
ぶ
台
に
相
談
し
て
る
原
節
子

固
有
名
詞
を
用
い
た
作
品
は、

作
者
の
想
定
す
る
要
素
と、

読

者
の
そ
れ
が
一
致
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
あ
る。

原
節
子

さ
ん
は、

か
つ
て「

永
遠
の
処
女」

と
謳
わ
れ
た
大
女
優。

多
く

の
出
演
作
が
あ
る
中
で、

上
五、

中
七
で
表
現
さ
れ
て
い
る
場
面

が、

作
者
と
読
者
で
ど
の
程
度
一
致
す
る
か、

で
あ
ろ
う。

4

ひ
と
ひ
ら
の

さ
く
ら
に
よ
せ
る

わ
が
お
も
い

下
五「

わ
が
お
も
い」

だ
が、

じ
っ
さ
い
は
そ
の「

思
い」

を

ど
の
よ
う
に
表
現
す
る
か
に
作
句
の
妙
が
あ
る。

全
体
が
平
仮
名

表
記
で
あ
る
た
め、

読
み
手
の
中
に
入
り
や
す
く、

読
み
手
の
思

い
を
乗
せ
や
す
い
と
い
え
る
が、

そ
の
分
作
者
の
手
か
ら
離
れ
て

し
ま
う
と
も
い
え
る。
そ
の
可
否
は
作
者
の
判
断
に
な
る
が
・
・。

5

地
下
鉄
で
地
震
に
会
う
と
ど
う
逃
げ
る

答
え
は
お
そ
ら
く
あ
る
の
だ
ろ
う
が、

改
め
て
問
わ
れ
る
と、

と
い
う
意
外
性
を
突
い
た
作
品。

確
か
に「

意
外
性」

は
句
の
材

料
に
な
る
が、「

捻
り」

的
な
も
の
も
欲
し
い
と
こ
ろ。

6

プ
ッ
シ
ュ
で
も
プ
ル
で
も
開
く
無
節
操

5

に
比
べ
て
も
っ
と
当
た
り
前
の
こ
と
を
扱
っ
て
い
る。

句
の

形
を
比
較
す
る
と、5

は
投
げ
か
け、6

は
断
定。

し
か
し
こ
の
断

定
に
よ
っ
て
当
た
り
前
の
こ
と
が
改
め
て「

発
見」

と
し
て
読
者

に
伝
わ
る。

7

親
孝
行
親
不
孝
よ
り
む
つ
か
し
い

相
反
す
る
も
の
を
並
べ、

そ
こ
に
作
者
の
思
い
を
加
え
る
こ
と

で、

対
象
物
の
差
を
際
立
た
せ
て
い
る。

対
比
と
い
う
手
法
は
対

照
物
の
是
非
を
強
調
し
肯
定
す
る
の
で
は
な
く、

否
定
的
表
現
で

決
着
さ
せ
る
こ
と
で、

是
非
の
ね
じ
れ
を
発
生
さ
せ
る
ほ
う
が、

イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
作
品
に
仕
上
が
る。

8

天
下
り
と
か
け
て
渡
り
鳥
と
解
く

謎
か
け
の
題
の
形
を
取
り、「

そ
の
心
は」

の
部
分
を
共
有
す

る
こ
と
を
目
指
し
た
作
品
と
い
え
る。

い
わ
ゆ
る
問
い
の
形
式
を

踏
襲
し
て
い
る
た
め
完
結
性
に
乏
し
く、

一
句
と
し
て
の
独
立
性

に
疑
問
が
残
る。

9

今
日
明
日
と
言
え
ぬ
積
木
の
知
恵
を
見
る

「

積
み
木
の
知
恵」

と
い
う
の
が
発
見
で
あ
る
の
と
同
時
に、

難
解
さ
の
元
で
も
あ
る。

し
か
し、

何
度
か
読
ん
で
い
く
う
ち
に

句
意
は
見
え
て
く
る
わ
け
で、「

一
読
明
快」

で
な
け
れ
ば
解
ら

な
い
句
と
す
る
の
は
読
み
方
と
し
て
正
し
く
は
な
い
気
も
す
る。

「

読
み」

を
考
え
る
き
っ
か
け
と
し
た
い。

10

花
道
を
忘
れ
て
い
な
い
散
る
桜

桜
が
散
る
と
い
う
当
然
の
事
柄
と、

人
生
を
示
唆
す
る
言
葉
と

の
対
比。「

忘
れ
て
い
な
い」

の
は
桜。
で
は「

忘
れ
て
い
る
の
は」

と
い
う
と
こ
ろ
に
作
者
の
思
い
が
あ
る。

書
か
な
い
で
匂
わ
せ
る

手
法
と
し
て
検
証
し
た
い。

11

こ
の
膝
の
傷
が
解
せ
な
い
二
日
酔
い

下
五
は
座
五
と
も
呼
ぶ
よ
う
に、

下
五
の
表
現
で
句
が
し
ま
る

場
合
が
多
い。

特
に「

軽
味」「
お
か
し
み」

を
表
現
す
る
場
合、

下
五
の
表
現
は
重
要。

12

人
知
れ
ず
無
縁
仏
に
手
を
合
わ
せ

通
常
無
縁
仏
は
山
野
に
あ
る
わ
け
で
は
な
く
墓
地
に
存
在
す

る。

そ
こ
で「

人
知
れ
ず」

と
い
う
状
況
が
作
者
の
思
い
と
作
品

世
界
を
広
げ
て
い
く。

無
縁
仏
に
対
す
る、

作
者
と
読
者
の
理
解

に
差
が
あ
る
か
ど
う
か
を
検
証
し
た
い。

13

原
色
で
誘
う
チ
ラ
シ
の
超
目
玉

「

原
色」

と「

超」

と
い
う
修
飾
語
が
二
つ
あ
る
点
に
つ
い
て、

読
み
手
が
受
け
る
印
象
か
ら
そ
の
効
果
を
検
証
し
て
み
た
い。

14

張
り
ぼ
て
の
爪
が
炊
い
て
る
無
洗
米

状
況
か
ら
下
五「

無
洗
米」

が
必
然
性
を
持
っ
て
し
ま
う。「

炊

い
て
い
る」

が「

磨
い
で
い
る」

だ
と
前
提
か
ら
無
理
が
出
る。

「

張
り
ぼ
て
の
爪」

と
い
う
表
現
は
発
見
だ
が、

そ
の
後
の
表
現

が
目
新
し
さ
を
感
じ
な
い
と
こ
ろ
が
も
っ
た
い
な
い。

15

首
都
高
に
喰
わ
れ
ち
ま
っ
た
歩
道
橋

風
景
な
の
か、

事
象
な
の
か、

ど
ち
ら
と
し
て
理
解
す
る
か
に

よ
っ
て
印
象
が
違
っ
て
く
る。

風
景
な
ら、

そ
こ
か
ら
中
七
の
思

い
を
鑑
賞
す
る
こ
と
に
な
る
が、

事
象
な
ら
時
事
的
な
事
柄
を
知

ら
な
い
と
理
解
で
き
な
い。

二
つ
の
事
柄
の
対
比、

組
み
合
わ
せ



に
は
読
者
が
ど
う
捕
ら
え
る
か
に
つ
い
て
の
推
敲
が
必
要
と
な
る

が、

あ
ま
り
そ
の
こ
と
を
重
要
視
す
る
と、「

思
い」

が
薄
れ
て

し
ま
う
こ
と
が
あ
る。

16

花
び
ら
が

ほ
ろ
酔
い
面
に

舞
い
降
り
て

「

面」

を（

つ
ら）
と
読
む
の
に
は、

句
全
体
を
通
し
て
の
言

葉
遣
い
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
感
じ
て
少
し
抵
抗
が
あ
る。

で
は（

め

ん）

と
読
め
ば
い
い
の
か
と
い
う
と、

微
妙。

例
え
ば「

ほ
ろ
酔

い
の
頬
に
花
び
ら
舞
い
降
り
る」

と
い
う
と
こ
ろ
か
ら、

推
敲
を

ス
ター

ト
さ
せ
る
と
ど
う
だ
ろ
う。

17

千
年
の
夢
か
ら
覚
め
て
花
の
下

夢
を
見
て
い
た
の
は
誰、

覚
め
た
の
は
誰、

花
の
下
で
覚
め
た

の
か、

覚
め
て
か
ら
花
の
下
へ
来
た
の
か、

読
者
が
ど
う
読
む
か

の
ヒ
ン
ト
は「

千
年
の
夢」

と
い
う
喩。

読
者
が「

誰」

は「
読

者
自
身」

と
し
て
も
鑑
賞
に
耐
え
う
る
作
り
は、

命
題
か
ら
座
五

へ
導
く
手
法
と
は
違
っ
た
可
能
性
を
見
せ
る。

18

凛
と
し
て
そ
の
日
暮
し
に
甘
ん
ず
る

下
五
の
意
味
を「

清
貧
云
々」

と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
と
っ
て

し
ま
う
と、

上
五
と
の
ず
れ
が
生
じ
る。

こ
こ
は「

楽
し
む
・
満

足
す
る」

と
い
う
用
法
で
理
解
し
た
い
と
こ
ろ。

作
句
時
も
辞
書

は
離
せ
な
い
が、
読
む
場
合
も
辞
書
を
活
用
し
た
い
も
の
で
あ
る。

19

忙
し
い
そ
う
思
う
時
花
の
う
ち

下
五
が
少
々
言
葉
足
ら
ず
か。「

そ
う
言
う
内
が
花」

と
い
う
意

味
か。

そ
う
だ
と
す
る
と、

も
と
も
と「

待
つ
う
ち
が
花」「

待
つ

間
が
花」

か
ら
き
た
用
法
の
流
用
に
な
る。

例
え
ば「

忙
し
い
う

ち
が
花
だ
っ
た」

と
状
況
を
過
去
形
と
し、「

花
の
日
も
あ
っ
た
銀

座
と
い
う
通
り」

な
ど
の
創
り
も
あ
っ
た
か
と
思
う。

20

泣
く
た
め
の
胸
を
妻
に
は
借
り
ら
れ
ず

川
柳
に
形
式
上
の「

切
れ」

は
な
い
が、「

胸
を」

を「

胸
は」

と
し、

い
っ
た
ん
切
る
こ
と
で
思
い
が
前
後
に
掛
か
る
よ
う
な
手

法
も
あ
っ
た
の
で
は。「

胸
は」「

妻
に
は」

と
い
う「

は」

の
重

な
り
を
嫌
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が。

21

ジ
ャ
ン
プ
傘
パ
チ
ン
と
閉
じ
て
恋
終
る

関
連
性
の
な
い
事
柄
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
を
広
げ
る

手
法。

こ
こ
は
ジ
ャ
ン
プ
傘
を
持
っ
て
き
た
と
こ
ろ
が
手
柄。

22

老
い
ふ
た
り
裏
も
表
も
な
い
帳
簿

裏
帳
簿
と
い
う
と、

あ
ま
り
よ
い
イ
メー

ジ
が
な
い
が、

そ
れ

が
な
い
こ
と
で、

正
直
・
清
貧
等
の
イ
メー

ジ
が
喚
起
さ
れ
る。

と
同
時
に、

表
も
な
い
と
い
う
意
外
性
が
こ
の
句
の
手
柄。

23

菜
の
花
を
手
折
っ
て
仰
ぐ
空
の
色

空
の
色
は
表
現
さ
れ
て
い
な
い。

し
か
し、

ど
の
よ
う
な
状
況

で
空
を
仰
い
だ
の
か
は
表
現
さ
れ
て
い
る。
こ
れ
は
作
者
の
世
界。

し
か
し
同
時
に、

表
現
さ
れ
て
い
な
い
空
の
色
に
よ
っ
て、

読
者

が
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
を
導
く
こ
と
を
否
定
し
て
い
な
い。

こ
の
下

五
の
喩
は
興
味
深
い。

24

妻
も
言
う
私
が
先
に
逝
き
ま
す
と

「

も」

の
対
象
が
句
の
中
に
あ
る
場
合
と、

外
に
あ
る
場
合
を

比
較
す
る
上
で
参
考
な
る
作
品。「

僕
も
妻
も」

と
い
う
表
現
よ
り、

言
外
に
自
身
を
置
く
こ
と
で
句
姿
が
平
易
に
な
り、

読
者
の
中
に

入
り
や
す
く
な
る。

25

言
葉
出
ず
席
を
譲
っ
て
は
に
か
む
目

言
葉
が
出
な
か
っ
た
の
は
誰、

席
を
譲
っ
た
の
は
誰、

は
に
か

ん
だ
の
は
誰、

と
見
て
い
く
と、

す
べ
て
同
じ
人
物
で、

外
に
席

を
譲
ら
れ
た
人
が
い
る
が、

そ
の
像
が
見
え
て
こ
な
い。

つ
ま
り

状
況
が
多
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る。

26
も
う
い
い
よ
そ
ん
な
に
薄
く
し
な
く
て
も

昔
は
重
厚
長
大、

そ
の
後、

軽
薄
短
小
な
ど
と
産
業
構
造
の
変

化
が
表
現
さ
れ
て
き
た
が、

こ
の
作
品
の「

薄
く」

か
ら
読
者
は

何
を
想
定
す
る
だ
ろ
う
か。

例
え
ば
携
帯
電
話
な
ど
日
常
的
に
使

用
さ
れ
る
ツー

ル
の
薄
さ
な
の
か、

教
科
書
の
中
身
な
ど
と
い
っ

た
比
喩
と
し
て
の
事
柄
な
の
か、

色
々
と
考
え
る
こ
と
で
読
者
が

楽
し
め
る
と
い
う
側
面
と、

何
を
薄
く
す
る
の
か
判
ら
な
い、

と

い
う
疑
問
を
抱
い
た
ま
ま
に
な
る
の
か、

そ
の
状
況
に
作
者
が
タ

ッ
チ
で
き
な
い
で
い
る。

27

社
会
面
衝
動
的
と
い
う
病
い

「

社
会」

で
は
な
く「

社
会
面」

。

こ
の
違
い
で
解
釈
が
違
っ

て
く
る。

つ
ま
り「

衝
撃
的
な
事
件
が
数
多
く
起
こ
る
社
会」

と

「

衝
撃
的
と
い
う
言
葉
で
飾
り
立
て
る
紙
面」

作
者
の
想
定
は
ど

ち
ら
だ
ろ
う
か。

28

街
に
出
て
生
き
た
証
を
拾
い
た
い

ま
ず
読
み
方
と
し
て、「

街
に
出
な
い」

と
は
ど
う
い
う
こ
と
で、

「

生
き
た
証
が
得
ら
れ
な
い
状
況」

と
は
ど
う
い
う
こ
と
か、

と

逆
に
置
き
換
え
て
鑑
賞
す
る
と、

作
者
の
思
い
と、

広
が
り
を
共

有
し
や
す
い。

句
の
読
み
と
し
て
の
検
証
に
役
立
て
た
い
作
品。

29

入
学
を
祝
っ
て
桜
歩
を
合
わ
せ

今
年
の
よ
う
な
気
候
で
は
タ
イ
ム
リー

と
い
え
る。

時
事
で
は

な
い
が
即
時
性
の
高
い
作
品。

下
五
の
表
現
が
手
柄。

テー

マ
と

し
て
は
良
く
あ
る
も
の
だ
け
に、

即
時
性
が
キ
モ
と
い
え
る。


