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現
代
俳
句
く
ま
も
と 

第
１
７
号 

 

 

「
ま
わ
る
ま
わ
る
時
代
は
回
る
」 

 
 

 
熊
本
県
現
代
俳
句
協
会
会
長 

 
 

加
藤 

知
子 

ま
わ
る
ま
わ
る 
時
代
は
回
る 

～
～
～ 

 

生
ま
れ
変
わ
っ
て
め
ぐ
り
合
う
よ 

と
き
ど
き
口
ず
さ
む
、
中
島
み
ゆ
き
の
名
曲
「
時
代
」
の

一
節
で
す
。
こ
れ
を
聴
く
と
い
つ
も
、
作
詞
作
曲
で
き
た
ら

い
い
な
あ
と
思
い
ま
す
が
、
最
短
詩
型
の
俳
句
の
表
現
活
動

も
ま
た
、
困
難
な
人
生
に
お
い
て
殊
更
に
、
活
力
を
与
え
て

く
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

中
村
汀
女
は
、
先
の
大
戦
下
、「
三
月
十
日
東
京
空
襲
、B2

9

幻
の
如
く
美
し
」
と
い
う
前
書
き
を
つ
け
て
、「
火
事
明
り
ま

た
輝
き
て
一
機
過
ぐ
」
と
詠
み
、「
炎
天
や
早
や
焦
土
と
も
思

は
な
く
」
と
も
詠
み
ま
し
た
。 

 

台
所
俳
句
と
揶
揄
気
味
に
評
さ
れ
る
汀
女
俳
句
で
は
あ
り

ま
す
が
、
こ
う
い
う
句
を
書
い
て
い
た
こ
と
を
最
近
知
り
、

驚
き
ま
し
た
。
過
酷
な
事
実
の
描
写
に
も
、
詩
人
の
眼
は
誠

実
に
反
応
し
、
心
情
の
純
粋
な
吐
露
に
向
か
わ
せ
ま
し
た
。

汀
女
の
こ
の
句
に
対
し
て
不
謹
慎
と
非
難
さ
れ
る
こ
と
も
あ

る
よ
う
で
す
が
、
本
当
に
悲
し
み
の
極
限
に
あ
る
と
き
と
は
、

こ
の
よ
う
な
真
空
状
態
な
も
の
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
２
０
１

６
年
の
熊
本
地
震
の
と
き
も
、「
も
う
笑
う
し
か
な
い
」
と
い

う
人
の
声
を
聞
き
ま
し
た
。 

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
芭
蕉
の
「
喪
に
居
る
者
は
悲
し
み

を
あ
る
じ
と
し
、
酒
を
飲
む
も
の
は
楽
し
み
を
あ
る
じ
と
す
」

と
い
う
言
葉
に
通
底
す
る
こ
と
だ
と
思
え
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

負
の
世
界
に
十
分
に
浸
る
こ
と
に
拠
っ
て
、
正
の
世
界
へ
転

じ
る
、
と
い
う
こ
と
。 

俳
句
に
も
こ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
力
の
あ
る
こ
と
を
教

示
し
て
く
れ
る
先
達
に
、
感
謝
し
た
い
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。 

 

第
２
回
紙
上
句
会
を
始
め
ま
す
！ 

 

投
句
締
切
： 

７
月 

３
１
日 

投
句
先
： 

〒 

８
６
１
・
１
１
０
４ 

熊
本
県
合
志
市
御
代
志
１
６
７
２
の
４ 

 
 
 
 
 

吉 

良  

香 

織 

宛 

 

郵
送
ま
た
は
メ
ー
ル
に
て
受
け
付
け
ま
す
。 

  

メ
ー
ル
送
信
可
能
な
方
は
、↓

 

m
in

a
m

otok
1
2
0
@

g
m

a
il.com

 
参
加
費
：
会
員
・
準
会
員
は
無
料 

会
員
外
の
方
は
、
投
句
と
と
も
に
８
４
円
切
手
５
枚 

を
同
封
し
て
く
だ
さ
い 

◎
５
句
ま
で
投
句
可
能
で
す
。（
１
句
で
も
受
付
可
） 

 

皆
さ
ま
、
積
極
的
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

   

熊
本
県
現
代
俳
句
協
会
創
立
３
０
周
年
記
念 

合
同
句
集
か
ら 

一 

句 

評  

（
到
着
順
） 

梅
の
漬
け
方
コ
ロ
ナ
禍
の
過
ご
し
方 

 
 

真
弓
ぼ
た
ん 

平
行
に
二
つ
が
置
か
れ
た
日
常
で
あ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
は
非

日
常
だ
と
思
っ
て
い
た
が
、
人
類
の
、
い
や
地
球
の
歴
史
か

ら
み
れ
ば
日
常
な
の
だ
と
気
づ
か
さ
れ
る
。
今
年
の
梅
に
語

り
か
け
な
が
ら
、
何
ご
と
に
も
逆
ら
わ
ず
に
生
き
る
だ
け
。

そ
れ
が
難
し
い
。 

 
 
 
 
 
 
 

（
評
者
：
西
村
楊
子
） 

 

素
麺
を
啜
る
音
の
み
誕
生
日 

 
 
 
 
 

伊
藤 

健
二 

「
糶
り
人
」
と
題
さ
れ
、
作
者
の
生
身
か
ら
絞
り
出
さ
れ
た

よ
う
な
十
五
句
の
中
の
一
句
。
肉
体
労
働
を
終
え
、
静
か
に

一
人
祝
う
誕
生
日
。冷
水
の
中
の
素
麺
が
美
し
く
、哀
し
い
。

喉
の
辺
り
が
キ
ュ
ッ
と
締
め
付
け
ら
れ
る
よ
う
な
、
生
の
切

な
さ
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
評
者
：
西
口
裕
美
子
） 

 

夜
行
列
車
き
れ
い
に
蛇
の
穴
渡
る 

 
 
 

加
藤 

知
子 

夜
の
ト
ン
ネ
ル
？
を
「
蛇
の
穴
」
と
見
立
て
た
の
か
。
夜

行
列
車
の
窓
か
ら
洩
れ
る
明
か
り
が
、
徐
々
に
消
え
て
行
く

様
は
、
正
に
大
人
の
童
話
。
人
の
命
が
終
わ
る
時
も
、
こ
の

よ
う
な
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
あ
る
日
突
然
、
人
は
き
れ
い

に
向
こ
う
岸
に
渡
っ
て
行
く
。 

 

（
評
者
：
林
よ
し
こ
） 

 

か
な
か
な
や
己
の
髪
を
嗅
ぐ
少
女 

 
 
 

青
島 

玄
武 

こ
の
中
七
下
五
は
現
実
感
が
濃
い
が
、
不
潔
な
感
じ
が
し

な
い
の
は
「
少
女
」
の
行
為
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。 

晩
夏
の
頃
の
髪
は
汗
の
香
り
か
、
プ
ー
ル
帰
り
の
洗
い
髪

か
。
季
語
が
場
面
に
広
が
り
を
与
え
て
い
る
。
作
者
の
細
や

か
な
観
察
眼
と
的
確
な
表
現
技
術
を
感
じ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
評
者
：
吉
良
香
織
） 

 



 

梨
を
剥
く
こ
の
山
の
こ
の
風
に
住
み 

 
 

荒
尾
か
の
こ 

も
ち
ろ
ん
こ
の
句
は
自
分
を
詠
ん
で
い
る
。
が
、
読
者
も

ま
る
で
そ
こ
の
住
人
の
よ
う
な
錯
覚
を
覚
え
る
。「
こ
の
山
の

こ
の
風
」
と
畳
み
か
け
る
言
葉
に
、
こ
れ
ま
で
決
し
て
楽
な

こ
と
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
と
、
推
察
さ
れ
る
。
今
あ

る
の
は
、
そ
う
い
う
こ
と
も
含
め
て
の
現
在
で
あ
る
。
作
者

は
穏
や
か
で
豊
か
な
余
生
を
楽
し
ん
で
い
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
評
者
：
真
弓
ぼ
た
ん
） 

 

新
樹
光
形
見
の
一
本
も
混
る 

 
 
 
 
 

寺
尾 

敏
子 

合
同
句
集
の
あ
と
が
き
の
よ
う
に
昭
和
迄
の
感
情
は
古
典 

の
域
に
あ
る
よ
う
で
私
の
感
覚
も
ア
ナ
ロ
グ
世
界
で
廻
っ
て

い
る
。
紙
上
で
ず
っ
と
憧
れ
て
き
た
先
輩
の
句
は
、
常
に
颯

爽
と
し
て
軽
や
か
で
前
方
に
光
を
見
せ
て
く
れ
る
〈
生
き
生

き
と
死
ぬ
つ
も
り
で
す
実
む
ら
さ
き
〉
も
そ
ん
な
一
句
。 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
評
者
：
丘
菜
月
） 

 

盲
い
た
わ
れ
ら
の
い
の
ち
も
つ
れ
る
秋
の
水 

西
口
裕
美
子 

 

文
明
病
で
盲
目
に
な
っ
た
人
類
は
、
今
、
新
型
コ
ロ
ナ
と

か
い
う
化
物
に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
、
絶
滅
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ

て
い
る
よ
う
だ
。
秋
の
水
よ
、
せ
め
て
人
類
の
未
来
の
姿
を

そ
の
清
冽
な
水
面
に
写
し
て
み
せ
て
は
く
れ
ま
い
か
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
評
者
：
榮
田
し
の
ぶ
） 

 

猟
犬
が
魂
を
消
す
四
丁
目 

 
  

 
 
 
 

徳
山 

直
子 

  

ペ
ッ
ト
と
し
て
歩
く
犬
。
猟
犬
と
し
て
人
間
の
そ
ば
に
い

る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
が
、
時
代
の
変
遷
と
と
も
に
獲
物
を

追
う
こ
と
も
な
く
、
新
興
住
宅
街
を
リ
ー
ド
を
つ
け
ら
れ
て

歩
く
。
か
つ
て
山
野
だ
っ
た
地
も
四
丁
目
と
い
う
新
し
い
町

名
を
与
え
ら
れ
て
。  

 
 
 
 
 

（
評
者
：
中
山
宙
虫
） 

  

第
２
７
回
全
国
俳
句
コ
ン
ク
ー
ル
（
全
国
俳
誌
協
会
主
催
） 

参
加
作
品
抄 

春
の
空
大
き
く
描
く
設
計
図 

 
 
 
 
 
 

林
よ
し
こ 

振
り
仮
名
の
ゑ
は
う
は
恵
方
は
る
の
そ
ら 

 

西
村
楊
子 

宿
の
灯
の
消
え
た
る
街
や
寒
椿 

 
 
 
 
 

徳
山
直
子 

藪
椿
の
藪
の
そ
だ
ち
や
陽
の
匂
い 

 
 
 
 

加
藤
知
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句
集
紹
介 

西
口
裕
美
子
句
集
『
群
青
い
耳
』 

（
文
學
の
森
、
２
０
２
１
年
５
月
） 

よ
ろ
ず
一
斉
に
耳
尖
ら
せ
よ
梅
ひ
ら
く 

鳴
き
終
え
て
こ
お
ろ
ぎ
群あ

青お
い

い
谷
探
す 

気
化
と
い
う
選
択
も
あ
る
秋
の
昼 

 

新
会
員
紹
介 

荒
尾
市
在
住
の
林
紀
子
さ
ん
が
、
７
月
か
ら
現
代
俳
句 

協
会
に
入
会
さ
れ
ま
し
た
。
昨
年
度
の
熊
本
県
民
文
芸
賞

川
柳
部
門
一
席
を
受
賞
さ
れ
て
お
り
、
川
柳
歴
１
３
年
、

俳
句
歴
は
６
年
と
い
う
こ
と
で
す
。 

に
ん
げ
ん
の
奥
へ
お
く
へ
と
冬
の
霧 

 
 

 

わ
ら
べ
唄
月
の
匂
ひ
に
な
る
母
と 

『 

現
代
俳
句 

』 

列 

島 

春 

秋  
掲
載
句 

２
０
２
１
年 

 
 

二
月 

臥
龍
梅
と
ん
で
異
郷
の
鬼
と
な
る 

 
 

木
庭
杏
子 

三
月 

野
焼
き
し
て
阿
蘇
に
集
ま
る
あ
ま
の
じ
ゃ
く 

 

田
上
公
代 

四
月 

若
き
日
は
知
ら
ん
ぷ
り
し
た
桜
の
国 

 
加
藤
知
子 

 

五
月 

二
天
忌
や
背
後
か
ら
来
る
己
の
声 

 

榮
田
し
の
ぶ 

六
月 

青
天
の
天
に
挿
し
た
る
余
り
苗 

 
 
 

徳
山
直
子 

七
月 

崩
落
の
岸
に
桑
の
実
供
物
と
す 

 
 
 

志
賀
孝
子 

  

お 

知 

ら 

せ 
 

◯ 

現
代
俳
句
協
会
の
年
会
費 

未
納
の
方
は
、
お
振
込
み
を
お
願
い
し
ま
す
。 

◯ 

準
会
員
更
新
の
方
は
、
年
会
費
千
円
を
お
願
い
し
ま
す
。 

◯ 

第
５
８
回 

現
代
俳
句
全
国
大
会 

令
和
３
年 

１
０
月
３
０
日
の
予
定 

投
句
用
紙
は
、
６
月
と
７
月
の
『
現
代
俳
句
』
の
巻
末

に
挿
入
さ
れ
ま
し
た
。
同
封
の
投
句
用
紙
を
使
わ
れ
て

も
大
丈
夫
で
す
。 

 

当
協
会 

創
立
３
０
周
年
記
念 

合
同
句
集
の 

一 

句 

評 

募 

集 
 

好
き
な
句
と
か
共
鳴
句
と
か
あ
れ
ば
、 

引
き
続
き
一
句
評(

１
０
０
字
以
内)

を
募
集
中
。 

事
務
局
ま
で
ご
送
付
く
だ
さ
い
（
メ
ー
ル
可
）。 

次
号
の
会
報
に
掲
載
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。 

 

色
々
と
ご
不
明
な
点
は
事
務
局
ま
で 

お
気
軽
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。 

  

熊
本
県
現
代
俳
句
協
会 

会
報 

第
１
７
号 

２
０
２
１
（
令
和
３
）
年
７
月
１
２
日 

発
行 

発
行
人 

会 

長 
 

加
藤 

知
子 

 

編
集
人 

事
務
局
長 

西
田 

和
平 

熊
本
市
北
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田
陳
内
三
丁
目
１
９
番
２
７
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：
０
９
６
・
３
３
７
・
２
０
６
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