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俳
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平
成
二
二
年
四
月
例
会
（
第
二
八
五
回
）
 
秀
句
鑑
賞
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
散
り
際
を
ふ
ん
ば
つ
て
を
り
八
重
桜
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貞
勝
 

 
 

 
彼
岸
桜
か
ら
始
ま
っ
て
、
今
で
は
桜
の
代
名
詞
の
ご
と
き
染
井
吉
野
を
経
て
八
重
桜
ま
で
、
桜
は
待
ち

焦
が
れ
た
春
を
形
容
す
る
代
表
的
な
花
木
で
あ
る
。
八
重
桜
の
別
称
は
遅
桜
。
そ
の
名
の
通
り
、
染
井
吉

野
が
薄
緑
の
葉
に
覆
わ
れ
る
こ
の
晩
春
に
最
盛
期
を
迎
え
る
。「

散
り
際
を
踏
ん
張
っ
て
い
る
」
と
言
わ
れ

れ
ば
、
そ
の
通
り
と
頷
く
ば
か
り
で
あ
る
。
上
五
か
ら
下
五
ま
で
一
連
の
一
句
一
章
と
し
て
読
み
取
る
こ

と
も
、
中
七
で
切
れ
た
二
句
一
章
の
句
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
前
者
の
読
み
方
は
、
直
截
的
に
八
重

桜
の
擬
人
化
の
句
と
し
て
受
け
入
れ
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
の
読
み
方
は
、
八
重
桜
を
見
な
が
ら
、
人
が

自
ら
の
来
し
方
を
顧
み
て
い
る
句
と
な
る
。
 

 
 

 
鶯
の
渡
る
野
毛
坂
通
い
坂
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貞
勝
 

 
 

 
一
句
の
中
に
同
じ
語
を
繰
り
返
し
用
い
る
「
重
語
」
は
、
安
易
に
使
用
す
る
と
却
っ
て
句
の
価
値
を
下

げ
る
恐
れ
が
あ
る
が
、
掲
句
は
「
重
語
」
の
効
果
が
良
く
出
て
い
る
。
往
時
の
野
毛
坂
の
回
想
の
中
に
今

の
野
毛
坂
を
観
て
い
る
作
者
の
眼
前
に
、
通
勤
途
上
に
眼
に
し
耳
に
し
た
鶯
が
現
わ
れ
出
て
く
る
よ
う
だ
。

表
記
と
し
て
は
、
口
語
俳
句
で
あ
れ
ば
「
通
い
坂
」
で
良
い
が
。
文
語
俳
句
で
あ
れ
ば
「
通
ひ
坂
」
と
な

る
。
 

 
 

 
生
徒
等
の
夢
の
壁
画
や
風
光
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
真
三
 

 
 
 

 
「
夢
」
と
い
う
言
葉
は
、
俳
句
で
は
使
い
方
が
難
し
い
言
葉
の
一
つ
で
あ
る
。
作
者
に
正
面
切
っ
て
「
・
・
・

の
夢
」
と
言
わ
れ
れ
ば
、
読
み
手
に
は
否
定
し
切
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
内
実
と
し
て
は
、
作
者
の

一
人
よ
が
り
で
浮
い
た
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
掲
句
は
、「

夢
」
が
実
感
を
と
も
な
っ
た

生
き
た
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
お
り
、
「
夢
の
壁
画
」
と
「
風
光
る
」
の
照
合
が
効
い
て
い
る
。
 

 
 
 

 
筍
を
茹
で
る
甘
き
香
母
の
笑
み
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヤ
エ
子
 

 
 

 
台
所
仕
事
や
料
理
は
、
大
方
は
母
と
娘
の
間
の
貴
重
な
伝
承
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
男
は
外
で
働
き
女

は
家
事
を
行
な
う
、
と
い
う
性
差
に
よ
る
仕
事
分
担
論
に
言
及
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
句

が
読
み
上
げ
ら
れ
た
後
、
す
か
さ
ず
男
性
作
者
が
名
乗
り
を
上
げ
た
ら
、
日
本
の
男
女
均
等
労
働
も
定
着

し
た
も
の
と
言
え
る
。
 

 
「
甘
き
香
」
に
「
母
の
笑
み
」
と
畳
み
掛
け
る
と
、
句
に
少
し
甘
さ
が
出
て
く
る
が
、「

甘
い
香
り
」
が

掲
句
の
眼
目
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
止
む
を
得
な
い
こ
と
な
の
か
。
 

 
 
 



 
父
母
よ
り
も
生
き
て
感
謝
の
桜
か
な
 
 
 
 
 
 
 
 
幸
 

 
 

 
何
時
の
間
に
か
父
母
よ
り
も
多
く
の
年
齢
を
重
ね
て
し
ま
っ
た
自
分
が
い
る
。
風
雪
に
耐
え
た
一
本
の

老
桜
の
泰
然
と
し
て
咲
き
誇
る
姿
を
前
に
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
自
ら
の
人
生
に
か
か
わ
っ
て
来
た
全
て
の

人
々
と
天
の
配
剤
に
対
す
る
感
謝
の
念
が
い
ま
さ
ら
な
が
ら
深
く
な
る
。
こ
の
気
持
ち
は
分
か
り
す
ぎ
る

ほ
ど
良
く
分
か
る
が
、「

感
謝
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
自
分
の
心
情
を
直
接
表
す
こ
と
は
避
け
た
い
。
例

え
ば
、「

父
母
よ
り
も
長
く
生
か
さ
れ
桜
か
な
」
、
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
。「

自
分
で
生
き
て
来
た
の
で
は

な
く
、
周
り
か
ら
生
か
さ
れ
て
来
た
の
だ
」
、
と
す
る
方
が
感
謝
の
念
が
よ
り
深
く
表
さ
れ
る
の
で
は
な
い

か
。
 

 
 

 
春
愁
の
メ
ー
ル
打
つ
指
休
み
な
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヤ
エ
子
 

 
 
 

 
携
帯
電
話
で
指
を
巧
み
に
忙
し
な
く
動
か
し
な
が
ら
メ
ー
ル
を
発
信
し
て
い
る
姿
は
、
車
中
や
街
頭
な

ど
の
見
慣
れ
た
風
景
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
「
春
愁
の
メ
ー
ル
」
と
簡
約
し
た
切
り
取
り
方
が
良
い
。
メ
ー

ル
の
打
ち
手
が
春
愁
の
状
態
に
あ
る
か
ど
う
か
、
す
な
わ
ち
他
者
の
内
心
は
知
る
由
も
な
い
か
ら
、
見
て

い
る
作
者
が
春
愁
の
状
態
な
の
で
あ
ろ
う
。
普
通
な
ら
ば
、「

春
愁
や
」
と
置
く
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の

よ
う
に
す
る
と
平
板
で
つ
ま
ら
な
い
句
と
な
る
。「

春
愁
の
」
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
メ
ー
ル
を
打
つ
者

と
そ
れ
を
見
て
い
る
者
が
と
も
に
春
愁
に
あ
る
よ
う
な
雰
囲
気
が
出
て
き
て
、
奥
行
き
あ
る
句
と
な
る
。
 

 
 
 

 
そ
の
上
の
鷹
の
狩
場
や
ひ
こ
ば
ゆ
る
 
 
 
 
 
 
 
 
友
子
 

 
 
 

 
「
上
」
は
「
か
み
」
と
読
む
。
そ
の
昔
、
鷹
狩
り
の
行
な
わ
れ
た
場
所
で
「
ひ
こ
ば
え
」
を
見
た
と
の

句
で
あ
る
。
往
時
に
は
徳
川
将
軍
家
に
よ
っ
て
盛
大
に
行
な
わ
れ
た
鷹
狩
り
も
、
明
治
維
新
後
は
廃
れ
て

し
ま
っ
た
。
名
残
の
鴨
場
一
面
に
は
、
ひ
こ
ば
え
の
緑
が
目
立
つ
。
廃
れ
ゆ
く
昔
の
も
の
と
、
再
生
を
意

味
す
る
「
ひ
こ
ば
え
」
と
の
対
比
が
良
い
。
浜
離
宮
恩
賜
公
園
で
の
吟
行
句
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会
場
・
桜
蔭
会
館
 
 
文
責
・
増
田
 
守
 

 
 

 
【
事
務
連
絡
】
 

 
同
封
の
葉
書
で
ご
案
内
の
通
り
、
春
季
通
信
句
会
を
開
催
し
ま
す
。「

春
一
切
」（

春
の
季
語
で
あ
れ
ば
、

ど
の
季
語
で
も
よ
い
）
で
作
句
し
て
下
さ
い
。
締
め
切
り
は
厳
守
に
て
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
 

 
 
 

 
【
自
句
自
解
】
 

 
 
 

 
 
空
ど
こ
か
歪
ん
で
ゐ
た
り
さ
く
ら
冷
え
 
 
 
守
 

 
 



 
満
開
の
桜
も
震
え
上
が
る
よ
う
な
、
一
日
ご
と
に
大
き
な
寒
暖
の
差
に
見
舞
わ
れ
た
今
年
の
春
。
こ
の

異
常
な
春
を
記
録
し
て
み
た
い
と
思
っ
た
。
異
常
気
象
を
大
い
な
る
天
行
の
乱
れ
と
捉
え
、
こ
れ
を
「
空

の
歪
み
」
と
し
て
切
り
取
ろ
う
と
し
た
も
の
。
 

 
 

 
 


