
桜
蔭
俳
話
会 

六
月
句
会 

(

第
三
一
六
回) 

 

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
三
日
（
日
） 

会
場
・
桜
蔭
会
館 

選
評&
添
削
ノ
ー
ト 

鑑
賞 

 

父
の
歩
に
合
は
せ
し
を
さ
な
柿
若
葉 

 
 

清
子 

 

幼
子
の
歩
幅
は
父
の
歩
幅
よ
り
も
狭
い
の
で
、
一
緒
に
進
も
う
と
す
れ
ば
当
然
幼
子
の
歩
く
ピ
ッ
チ
は
父
の
ピ
ッ
チ
よ
り
も
早
く

な
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
歩
く
父
子
の
情
景
は
微
笑
ま
し
い
も
の
で
あ
り
、
こ
の
句
の
良
さ
を
否
定
す
る
者
は
い
な
い
。
生
命
感

を
表
す
「
柿
若
葉
」
と
「
を
さ
な
」
と
の
配
合
も
効
い
て
い
る
。 

 

し
か
し
、「
幼
子
が
父
の
歩
に
合
わ
せ
て
歩
く
」
と
い
う
句
立
て
の
句
は
既
に
度
々
詠
ま
れ
て
お
り
、
あ
ま
り
新
鮮
味
が
な
い
。

こ
の
よ
う
な
評
価
か
ら
脱
却
す
る
に
は
、
同
行
者
の
特
定
化
表
現
と
し
て
の
「
を
さ
な
」
を
、
実
景
か
ら
は
離
れ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
思
い
切
っ
て
消
し
て
見
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。 

 
 

父
の
歩
に
合
は
せ
て
を
り
ぬ
柿
若
葉 

 

こ
の
よ
う
に
す
る
と
、
歩
を
合
は
せ
て
い
る
同
行
者
の
推
測
範
囲
が
拡
大
さ
れ
る
。
常
套
的
に
推
測
す
る
詠
み
手
は
、
俳
句
的
効

果
が
端
的
に
表
れ
る
幼
児
で
あ
る
と
捉
え
る
で
あ
ろ
う
が( 

そ
れ
は
そ
れ
で
良
い
が)

、
主
語
を
句
中
で
特
定
し
て
い
な
け
れ
ば

主
体
は
作
者
で
あ
る
と
い
う
俳
句
の
基
本
ル
ー
ル
に
従
っ
た
者
は
、
同
行
者
は
大
人
で
あ
る
と
捉
え
る
で
あ
ろ
う
。 

そ
う
す
る
と
、
足
の
動
き
が
小
さ
く
遅
く
な
っ
た
父
親
の
介
護
の
た
め
に
同
行
し
て
い
る
作
者
た
る
息
子
ま
た
は
娘
が
、
父
を
気

遣
っ
て
歩
く
ピ
ッ
チ
を
ゆ
っ
く
り
目
に
調
整
し
て
い
る
様
子
の
句
に
な
る
。
最
初
の
鑑
賞
と
は
真
反
対
と
な
る
が
、
評
者
に
は
こ

の
方
が
新
鮮
で
あ
る
。 

客
観
写
生
は
勿
論
句
作
り
の
根
幹
に
あ
る
技
法
で
あ
る
が 

、
吟
行
は
あ
く
ま
で
も
句
材
を
す
く
い
上
げ
る
入
口
に
過
ぎ
ず
、
そ

こ
で
得
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
す
こ
と
、
あ
る
い
は
別
の
も
の
に
飛
躍
転
換
さ
せ
る
こ
と
も
、
俳
句
作
り
の
楽
し
さ
か
も
し

れ
な
い
。 

 

自
句
自
解 

ス
ト
レ
ス
の
な
き
が
ス
ト
レ
ス
と
こ
ろ
て
ん 

守 

 

評
者
は
、
卒
業
し
て
程
な
く
高
度
成
長
期
に
遭
遇
し
、
こ
れ
を
無
我
夢
中
に
突
っ
走
っ
た
。
最
後
は
バ
ブ
ル
景
気
の
後
始
末
に
追

わ
れ
た
が
、
総
じ
て
良
き
方
の
人
生
を
送
れ
た
世
代
か
と
思
う
。
そ
の
反
面
、
ス
ト
レ
ス
は
激
し
く
、
病
に
倒
れ
た
仲
間
を
少
な

か
ら
ず
見
て
き
た
。
セ
ミ
・
リ
タ
イ
ア
の
今
の
身
に
は
、
こ
こ
数
年
飼
い
慣
ら
し
て
い
る
慢
性
疾
患
の
病
魔
一
匹
の
こ
と
を
除
け

ば
、
現
役
中
の
よ
う
な
仕
事
上
の
ス
ト
レ
ス
は
な
い
。 

 

こ
の
よ
う
な
心
持
ち
で
心
太
が
ぐ
い
と
突
き
出
さ
れ
る
場
面
を
見
て
い
る
時
、
こ
の
句
が
ふ
と
浮
か
ん
だ
。 

と
こ
ろ
て
ん
は
、 

一

連
の
流
れ
に
抵
抗
す
る
こ
と
な
く
小
鉢
に
突
き
出
さ
れ
、 

さ
し
た
る
自
己
主
張
す
る
こ
と
な
く
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
。 

と
こ

ろ
て
ん
に
は
ス
ト
レ
ス
が
な
い
、
と
い
う
作
者
の
勝
手
な
思
い
込
み
に
依
る
句
で
あ
る
。 

 

 

鑑
賞:  

 

命
名
に
ル
ビ
を
入
れ
を
り
若
葉
雨 

 
 
 

ツ
ル
子 

 



近
頃
は
出
生
届
に
記
す
名
前
の
表
記
の
自
由
化
が
進
み
、 

漢
字
さ
え
規
定
の
枠
内
に
入
っ
て
い
れ
ば
、 

そ
の
読
み
方
は
自
由
に

任
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ル
ビ
を
振
ら
な
け
れ
ば
他
の
人
に
は
判
読
で
き
な
い
も
の
も
現
れ
て
い
る
。
命
名
者

と
し
て
は(
大
方
は
イ
メ
ー
ジ
の
豊
富
な
若
き
親
で
あ
ろ
う
が) 

、
子
供
に
託
し
た
夢
や
希
望
を
最
も
良
く
具
現
化
し
た
も
の
と

自
負
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、 

そ
の
よ
う
な
名
前
の
付
け
ら
れ
た
子
供
に
と
っ
て
は
、
進
学
や
就
職
と
い
っ
た
人
生
の

新
し
い
転
機
を
迎
え
る
度
に
、
自
分
の
名
前
を
新
し
い
仲
間
に
周
知
徹
底
さ
せ
る
努
力
を
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う

な
努
力
を
強
い
ら
れ
る
反
面
、
非
常
に
個
性
的
な
名
前
の
ゆ
え
に
、
た
ち
ま
ち
に
人
気
者
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。 

個
性
的
な

命
名
の
功
罪
は
と
も
か
く
と
し
て
、
命
名
書
に
ル
ビ
が
振
ら
れ
て
い
る
の
を
見
て
、
句
材
と
な
る
と
判
断
し
た
作
者
の
炯
眼
に
は

脱
帽
す
る
。 

俳
句
の
表
記
と
し
て
は
「
を
」
を
消
し
て
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
。 

 
 
 

命
名
に
ル
ビ
の
振
ら
れ
し
若
葉
雨 

 

鑑
賞 初

蛍
つ
な
ぐ
幼
の
手
の
柔
し 

 
 
 
 
 

友
子 

 

幼
い
子
の
手
を
引
い
て
蛍
狩
に
出
掛
け
た
と
き
の
句
で
あ
る
。
足
元
が
暗
い
中
を
水
辺
に
向
か
う
と
き
、
躓
き
そ
う
に
な
っ
た
子

供
の
手
を
強
く
握
り
締
め
た
。
そ
の
と
き
、
幼
子
の
手
の
平
の
柔
ら
か
さ
を
強
く
実
感
す
る
。
こ
の
子
を
護
っ
て
や
ら
ね
ば
、
こ

の
子
の
成
長
を
見
届
け
て
や
り
た
い
と
い
う
気
持
で
あ
る
。 

俳
句
表
現
と
し
て
は
、
幼
い
を
消
し
て
、
大
人
同
士
の
恋
の
句
に
仕
上
げ
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
作
者
は
、
柔
ら
か
な
手
の
平
か

ら
伝
わ
る
温
み
を
媒
介
と
し
て
、
年
長
者
の
年
少
者
に
対
す
る
慈
し
み
の
情
愛
を
詠
み
た
い
の
で
あ
る
。
常
套
的
で
あ
る
と
言
わ

れ
て
も
、「
幼
い
」
は
決
し
て
外
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。 

で
も
、
初
蛍
の
「
初
」
と
「
幼
い
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
重
な
る
の
で
、「
初
」 

は
消
し
た
方
が
良
い
。 

 

例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
句

に
な
る
。 

 
 
 

蛍
狩
つ
な
ぐ
幼
な
の
手
の
柔
し 

 

鑑
賞 山

の
湖
緑
に
映
え
り
山
法
師 

 
 
 
 
 

幸 

 

湖
面
に
周
囲
の
山
の
緑
が
映
り
込
ん
で
お
り
、
そ
の
中
に
山
法
師
の
花
影
も
散
見
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
絵
画
的
な
俳
句

と
し
て
実
在
感
が
あ
る
。 

た
だ
し
、
山
法
師
を
詠
む
こ
と
が
主
眼
の
句
で
あ
る
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
湖
が
「
山
の
湖
」
で
あ
る
と
念
押
し
す
る
必
要
は
な
い
、

と
思
う
。
ま
た
、
原
句
で
は
三
段
切
の
よ
う
な
感
じ
が
す
る
。
そ
の
た
め
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
。 

 
 

湖
の
緑
に
映
え
り
山
法
師 

 

鑑
賞 草

刈
る
や
母
の
背
中
に
汗
の
し
み 

 
 
 

邦
子 

 

母
親
が
家
事
の
合
間
に
庭
の
草
取
り
を
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
農
家
の
働
き
手
と
し
て
田
畑
の
草
取
り
に
勤
し
ん
で
い
る
の

か
分
か
ら
な
い
が
、
母
の
着
衣
の
背
中
に
は
汗
が
滲
み
出
て
い
る
と
い
う
。
着
眼
の
良
い
句
で
あ
る
。 

し
か
し
、「
草
刈
る
」 

と
「
汗
」 

は
い
ず
れ
も
夏
の
季
語
で
あ
る
。
一
句
中
に
季
語
は
一
つ
と
い
う
俳
句
の
原
則
に
従
え
ば
、

ど
ち
ら
か
一
方
を
消
す
必
要
が
あ
る
。「
汗
の
し
み
」
に
こ
の
句
の
主
眼
が
あ
る
と
す
れ
ば
、「 

草
刈
る
」 

消
す
か
、
別
の
言
葉



に
置
き
換
え
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

狭
庭
な
る
母
の
背
中
の
汗
の
し
み 

あ
る
い
は 

 
 

畑
山
の
母
の
背
中
の
汗
の
し
み 

 

鑑
賞 風

涼
し
動
く
歩
道
の
曲
り
角 

 
 
 
 
 

真
三 

 

大
規
模
商
業
施
設
や
空
港
、
地
下
鉄
通
路
な
ど
に
は
、
利
用
者
の
便
宜
の
た
め
に
動
く
歩
道
を
設
置
し
て
い
る
。 

こ
の
句
を
最
初
に
読
ん
だ
と
き
、
疑
問
に
感
じ
た
の
は
「
曲
り
角
」
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
動
く
歩
道
は
、
出
発
点
か
ら
到
達
点

ま
で
直
線
の
経
路
に
設
置
す
る
こ
と
を
前
提
に
設
計
さ
れ
、
そ
の
直
線
経
路
に
沿
っ
て
一
本
ま
た
は
複
数
本
が
同
一
方
向
に
設
置

さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
構
造
上
、
一
本
の
動
く
歩
道
の
途
中
に
曲
り
角
を
設
け
る
こ
と
は
出
来
る
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

こ
こ
ま
で
は
在
来
の
固
定
観
念
に
囚
わ
れ
た
短
絡
的
な
解
釈
で
あ
る
。
実
際
に
は
商
業
施
設
等
の
更
な
る
大
型
化
や
拡
張
に
伴
い
、

移
動
経
路
は
直
線
性
を
確
保
で
き
ず
，
曲
り
く
ね
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。 

作
者
は
、 

移
動
経
路
の
変
化
に
伴
っ
て
、
移
動
経
路
が
複
数
の
動
く
歩
道
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
か
つ
、
そ
れ
ら
複
数
の
動
く

歩
道
が
、
互
い
の
配
置
方
向
を
違
え
て
設
置
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
客
観
的
事
実
を
踏
ま
え
て
、
こ
の
俳
句
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。 

作
者
は
、「
曲
り
角
」
と
敢
え
て
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
の
意
表
を
つ
き
、
複
数
の
動
く
歩
道
が
乗
継
ぎ
点
に
お
い
て
方
向

転
換
が
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

客
観
写
生
に
徹
す
る
作
者
な
ら
で
は
の
快
心
の
一
句
で
あ
る
。 

乗
継
ぎ
点
の
風
が
涼
し
い
と
は
、
ま
さ
に
爽
快
な
捉
え
方
で
あ
る
。 

 

鑑
賞 

 

迎
賓
館
の
樹
木
の
太
き
松
落
葉 

 
 
 
 

幸 

 

普
段
は
な
か
な
か
入
れ
な
い
迎
賓
館
を
訪
れ
た
と
き
の
句
で
あ
る
。
そ
の
庭
に
は
歴
史
を
物
語
る
よ
う
に
大
木
が
聳
え
て
お
り
、

松
落
葉
が
見
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
ぞ
か
し
壮
大
な
広
々
と
し
た
庭
園
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

で
も
、
松
落
葉
と
い
う
木
の
事
を
詠
む
の
に
、
中
七
で
樹
木
が
太
い
と
い
う
同
じ
木
に
関
す
る
情
報
を
述
べ
た
の
で
は
、
ど
ち
ら

を
詠
み
た
い
の
か
句
の
焦
点
が
曖
昧
に
な
る
。
こ
こ
は
、
太
い
樹
木
の
存
在
は
消
し
て
、
庭
園
の
上
に
広
い
空
が
広
が
っ
て
い
る

程
度
の
補
足
情
報
を
さ
り
げ
な
く
埋
め
込
め
ば
良
い
と
思
う
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
。 

迎
賓
館
の
空
の
広
々
松
落
葉 

 

鑑
賞 夕

暮
れ
の
水
に
怯
ま
ぬ
蜘
蛛
の
糸 
 
 
 

明
美 

 

蜘
蛛
が
水
を
嫌
う
か
ど
う
か
、
生
物
学
上
の
真
実
は
、
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。 

し
か
し
、
作
者
に
よ
っ
て
蜘
蛛
は
水
に
怯
ま
な
い
と
断
定
さ
れ
る
と
、
そ
う
な
の
だ
ろ
う
な
と
思
っ
て
し
ま
う
。
蜘
蛛
は
、
水
面

付
近
を
飛
び
回
る
虫
を
も
捕
捉
す
べ
く
、
今
日
も
水
面
す
れ
す
れ
ま
で
網
を
張
っ
て
い
る
。 

不
思
議
な
感
覚
の
一
句
で
あ
る
。 

 

鑑
賞 



 
松
籟
や
雨
の
上
が
り
し
五
月
富
士 

 
 
 

秀
一 

 
 

 

三
保
の
松
原
を
含
め
た
富
士
山
の
世
界
文
化
遺
産
登
録
に
対
す
る
慶
祝
句
で
あ
る
。 

「
松
籟
」
と
い
う
松
に
吹
き
渡
る
風
を
上
五
に
持
っ
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
保
の
松
原
を
詠
み
こ
ん
だ
の
は
、
巧
い
の
一
言

で
あ
る
。 

「
雨
の
上
が
り
し
」
の
中
七
に
は
、
世
界
自
然
遺
産
登
録
を
逃
し
た
末
に
、
世
界
文
化
遺
産
登
録
に
や
っ
と
漕
ぎ
付
け
た
こ
と
へ

の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。 

 

鑑
賞 

 

水
無
月
に
世
界
遺
産
だ
富
士
の
山 

 
 
 

直
子 

 
 
 

 

前
句
と
同
様
に
世
界
文
化
遺
産
登
録
の
慶
祝
句
で
あ
る
。 

俳
句
は
、
現
代
か
な
遣
い
で
作
っ
て
も
（
口
語
俳
句
）、
あ
る
い
は
歴
史
的
か
な
遣
い
で
作
っ
て
も
（
文
語
俳
句
）
良
い
が
、
お

お
か
た
の
俳
句
先
達
の
考
え
で
は
、
文
語
俳
句
の
方
が
韻
文
性
が
出
易
い
と
し
て
い
る
。
か
な
遣
い
は
作
者
の
選
択
に
任
せ
ら
れ

て
い
る
が
、
同
一
句
中
で
の
両
か
な
遣
い
の
混
用
は
、
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。 

こ
の
句
を
文
語
俳
句
に
修
正
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。 

水
無
月
の
世
界
遺
産
よ
富
士
の
山 

 
（
文
責 

 

代
表 

増
田
守
） 

   


