
桜
蔭
俳
話
会 

四
月
句
会(

第
三
０
四
回)  

 
 

鎌
倉
吟
行
（
寿
福
寺
・
英
勝
寺
他
） 

句
会
場
・
鎌
倉
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー 

 
 

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
二
日
（
日
） 

【
秀
句
鑑
賞
】 

う
ぐ
ひ
す
の
声
惜
し
み
な
く
立
子
の
碑 

 

友
子 

 

寿
福
寺
に
あ
る
星
野
立
子
の
墓
所
の
句
碑
に
は
、
「
命
惜
し
む
」
の
感
慨
を
披
瀝
し
た
雛
納
め
の
一
句
が
刻
ま

れ
て
い
た
。
心
の
奥
に
ま
で
染
み
込
む
よ
う
に
鳴
い
て
い
る
鶯
。
そ
の
声
の
只
中
に
い
る
作
者
は
、
こ
の
句
に
深

く
共
感
し
、
「
声
惜
し
み
な
く
」
の
フ
レ
ー
ズ
を
天
啓
の
よ
う
に
賜
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
格
調
の
高
い
、
吟
行
な

れ
ば
こ
そ
の
佳
句
で
あ
る
。 

 

【
自
句
自
解
】 

行
く
春
や
小
町
通
り
の
守
り
猫 

 
 
 
 

守 
 

雨
と
の
天
気
予
報
の
所
為
か
い
つ
も
よ
り
小
町
通
り
の
人
出
は
少
な
め
で
あ
っ
た
が
、
通
り
に
面
し
た
民
家
の

前
に
毛
並
み
が
良
い
大
柄
な
一
匹
の
猫
が
座
っ
て
い
た
。
飼
猫
と
思
し
き
そ
の
猫
は
頭
を
撫
で
ら
れ
て
も
嫌
が
っ

た
り
、
反
対
に
甘
え
た
り
す
る
こ
と
も
な
く
、
小
町
通
り
の
守
り
神
の
よ
う
に
威
厳
が
あ
り
、
泰
然
自
若
と
し
て

い
た
。
出
会
い
頭
に
瞬
間
的
に
得
た
一
句
で
あ
る
。 

 

【
秀
句
鑑
賞
】 

鶯
の
統
べ
ゐ
し
鎌
倉
五
山
か
な 

 
 
 
 

明
美 

 
 
 

 

鎌
倉
五
山
の
一
つ
で
あ
る
寿
福
寺
に
入
る
前
か
ら
鶯
の
声
は
そ
こ
か
し
こ
に
聴
こ
え
た
。
晩
春
と
も
な
れ
ば
鶯

の
鳴
き
声
は
正
調
そ
の
も
の
で
あ
り
、
五
体
に
沁
み
入
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
一
山
の
鶯 

の
鳴
き
声
か
ら
他
の
四

山
に
も
同
様
に
鳴
く
鶯
の
存
在
を
連
想
し
、
「
鎌
倉
五
山
」
と
し
て
鎌
倉
を
全
景
的
に
捉
え
た
も
の
で
あ
る
。
論

理
的
な
厳
密
さ
か
ら
言
え
ば
、
「
五
山
を
統
べ
る
」
と
断
言
で
き
る
の
は
、
五
山
全
部
を
巡
り
、
鶯
の
鳴
き
声
を

五
山
全
て
で
確
認
し
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
こ
れ
で
文
学
的
修
辞
と
し
て
は
許
さ
れ
る
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。
厳
格
な
体
験
主
義
よ
り
も
文
学
的
な
想
像
力
、
連
想
力
を
大
事
に
し
た
い
と
き
も
あ
る
。 

 

【
秀
句
鑑
賞
】 

十
字
架
の
ま
じ
る
墓
域
や
花
は
葉
に 
 
 

明
美 

 

キ
リ
ス
ト
教
を
邪
宗
と
し
て
排
斥
し
た
江
戸
時
代
か
ら
見
れ
ば
、
十
字
架
の
墓
が
何
気
な
く
混
在
し
て
い
る
墓

所
の
風
景
は
、
ま
さ
に
驚
天
動
地
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
花
は
葉
に
」
と
い
う
季
語
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

時
の
移
ろ
い
に
よ
る
為
政
者
や
人
心
の
変
化
が
巧
ま
ず
表
出
さ
れ
て
い
る
。 

 【
秀
句
鑑
賞
】 

花
冷
の
山
門
閉
ざ
す
葵
紋 

 
 
 
 
 
 

秀
一 

 



徳
川
幕
府
の
手
厚
い
庇
護
の
も
と
に
格
式
を
誇
っ
た
英
勝
寺
の
山
門
は
い
つ
も
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。
一
定
以
上

の
身
分
を
有
し
な
い
者
は
、
脇
の
狭
い
通
用
門
か
ら
の
出
入
り
を
許
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
意
図
し
て
か
偶
然

か
は
知
ら
な
い
が
、
吟
行
で
訪
れ
た
そ
の
日
も
通
用
門
が
開
か
れ
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
山
門
に
は
身
分
低
い

者
を
睥
睨
す
る
よ
う
に
権
力
の
象
徴
と
し
て
葵
の
御
紋
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
山
門
の
前
に
佇
め
ば
、
花
冷

が
一
層
身
に
沁
み
る
よ
う
だ
っ
た
。
文
化(

文
化
財)

の
保
護
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
封
建
的
思
潮
を

も
墨
守
す
る
と
い
う
こ
と
か
。 

 

【
秀
句
鑑
賞
】 

春
の
墓
ポ
ン
プ
を
強
く
こ
い
で
み
る 

 
 

真
三 

 ポ
ン
プ
は
閼
伽
桶
に
水
を
汲
み
取
る
た
め
の
井
戸
の
手
漕
ぎ
ポ
ン
プ
で
あ
る
。
こ
の
句
の
眼
目
は
「
強
く
こ
ぐ
」

に
対
し
て
「
春
の
墓
」
と
置
い
た
こ
と
に
あ
る
。
一
見
す
る
と
無
造
作
に
「
春
の
墓
」
と
置
い
た
よ
う
に
思
え
る

が
、
夏
の
墓
、
秋
の
墓
、
冬
の
墓
と
置
き
換
え
て
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
「
春
の
墓
」
は
揺
る
ぎ
な
い
も
の
で

あ
る
。
春
光
の
あ
ふ
れ
る
中
に
井
戸
の
ポ
ン
プ
を
強
く
こ
い
だ
の
で
あ
る
。 

 

【
自
句
自
解
】 

花
は
葉
に
川
喜
多
映
画
記
念
館 

 
 
 
 

守 
 

い
っ
と
き
の
映
画
隆
盛
期
に
多
感
な
少
年
時
代
を
過
ご
し
た
者
に
と
っ
て
、
現
在
の
低
迷
期
に
あ
る
映
画
の
状

況
は
嘆
か
わ
し
い
の
一
語
に
尽
き
る
。
ま
さ
に
満
開
の
花
は
散
り
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
記
念
館
の

入
り
口
に
掲
示
さ
れ
て
い
る
往
年
の
名
画
ポ
ス
タ
ー
が
目
に
鮮
や
か
な
だ
け
に
、
今
の
映
画
人
の
奮
起
を
望
む
ば

か
り
で
あ
る
。 

 【
秀
句
鑑
賞
】 

春
筍
の
世
を
怖
れ
ず
に
そ
こ
か
し
こ 

 
 

秀
一 

 

原
木
栽
培
の
椎
茸
と
同
様
に
筍
は
警
戒
さ
れ
て
い
る
。
筍
は
、
放
射
性
物
質
が
堆
積
し
浸
透
し
て
い
る
土
壌
か

ら
出
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
世
界
で
は
放
射
能
汚
染
に
戦
々
兢
々
と
し
て
い
る
が
、
筍
は
そ
ん
な
こ
と
は
知

ら
ず
に
ど
ん
ど
ん
出
て
来
る
。
「
世
を
怖
れ
ず
に
」
の
フ
レ
ー
ズ
が
シ
ュ
ー
ル
で
あ
る
。
人
類
は
、
「
核
分
裂
は

制
御
可
能
」
と
信
じ
て
原
発
を
推
進
し
そ
の
恩
恵
を
享
受
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
地
震
及
び
津
波
と
い
う
天
災

と
少
な
か
ら
ぬ
人
災
的
要
因
に
よ
っ
て
、
今
の
厳
し
い
状
況
を
招
い
た
。
怖
れ
を
忘
れ
る
と
、
取
り
返
し
の
つ
か

な
い
事
態
を
招
く
と
い
う
こ
と
か
。 

 

【
秀
句
鑑
賞
】 

 

納
骨
の
三
人
を
り
し
若
葉
萌
ゆ 

 
 
 
 

ヤ
エ
子 

 

若
葉
と
納
骨
が
巧
ま
ず
し
て
生
と
死
の
絶
妙
な
対
比
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
納
骨
に
集
ま
っ
た
縁
者
が
三
人

で
あ
る
と
断
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
故
人
を
取
り
巻
く
人
間
関
係
の
有
り
様
を
想
起
さ
せ
る
。
偶
然
と
は
言
え
、

三
人
と
い
う
数
の
特
定
が
効
い
て
い
る
。 

 



【
秀
句
鑑
賞
】 

 
 
 

春
光
や
窓
よ
り
拝
す
三
尊
像 

 
 
 
 
 

友
子 

  

参
観
は
質
素
な
造
り
の
堂
の
小
窓
を
開
け
て
行
な
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
薄
闇
の
堂
中
央
に
は
三
尊
像
が
鎮

座
し
て
お
り
、
何
か
の
法
事
の
後
な
の
か
、
床
に
は
パ
イ
プ
椅
子
が
並
べ
ら
れ
て
い
た
。
小
窓
か
ら
差
し
込
む
春

光
の
中
に
三
尊
像
の
慈
顔
が
浮
か
び
上
が
っ
た
。
全
面
開
放
に
よ
っ
て
光
り
が
あ
ふ
れ
た
状
況
で
は
な
く
、
限
定

さ
れ
た
開
口
か
ら
の
弱
き
光
り
は
、
視
点
を
集
中
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
参
観
を
逆
に
効
果
的
に
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。 

 

【
秀
句
鑑
賞
】 

 

花
冷
や
矢
倉
に
遺
る
金
槐
集 

 
 
 
 
 

貞
勝 

 実
朝
の
和
歌
を
愛
唱
す
る
者
が
矢
倉
の
中
の
実
朝
の
墓
に
参
拝
し
た
時
、
矢
倉
の
奥
に
文
庫
版
の
金
槐
集
を
置

い
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
武
家
の
統
領
と
し
て
三
代
将
軍
に
祭
り
上
げ
ら
れ
る
よ
り
も
、
優
れ
た
歌
人
と
し

て
精
彩
を
放
っ
た
実
朝
の
魂
を
慰
撫
す
る
よ
う
に
、
古
ぼ
け
た
一
冊
の
金
槐
集
が
遺
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

  

［
事
務
局
よ
り
］ 

◎
次
回
の
吟
行
は
、
十
月
の
予
定
で
す
。
ご
希
望
の
場
所
が
あ
り
ま
し
た
ら
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

 
 

◎
通
信
句
会
を
実
施
し
ま
す
。
同
封
の
は
が
き
で
作
品
を
お
送
り
く
だ
さ
い
。 

 
 
 
 

・
締
切
り 

五
月
五
日
（
土
） 

 
 
 
 

・
句
数 

 

春
に
属
す
る
季
語
を
用
い
た
三
句 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


