
桜
蔭
俳
話
会
五
月
句
会 

(

第
三
二
五
回) 

 

平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
五
日
（
日
） 

鎌
倉
東
慶
寺
・
浄
智
寺 

吟
行 

 

咲
き
競
う
花
や
さ
な
が
ら
夏
サ
ラ
ダ 

 
 

才
美 

 

草
木
が
一
斉
に
花
を
咲
か
せ
て
い
る
境
内
の
谷
の
光
景
は
、
あ
た
か
も
夏
サ
ラ
ダ
を
見
て
い
る
よ
う
で
あ
る
、
と
の
句
意
で
あ
る
。 

 

吟
行
に
同
行
し
そ
の
光
景
に
出
会
い
、
と
も
に
花
の
香
り
の
真
只
中
に
い
た
者
は
作
者
の
見
立
て
に
共
感
す
る
。
最
高
得
点
の
評

価
を
得
た
理
由
で
あ
ろ
う
。 

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、「
夏
サ
ラ
ダ
」
の
季
語
性
で
あ
る
。
近
時
の
料
理
雑
誌
や
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
上
で
は
、
夏
サ
ラ
ダ
の
言

葉
は
既
に
散
見
さ
れ
る
が
、
標
準
的
な
日
本
語
辞
書
と
し
て
多
用
さ
れ
て
い
る
広
辞
苑
に
は
ま
だ
採
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、
角
川
出

版
等
の
歳
時
記
に
も
ま
だ
採
録
さ
れ
て
い
な
い
。 

名
詞
の
前
に
春
夏
秋
冬
の
季
節
を
あ
ら
わ
す
語
を
置
い
て
、
季
語
で
あ
る
と
す
る
の
は
良
く
な
い
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま

で
も
原
則
で
あ
る
。「
万
緑
」
の
例
も
あ
る
よ
う
に
多
く
の
読
み
手
が
首
肯
す
る
内
容
の
提
示
で
あ
れ
ば
、
独
立
季
語
と
し
て
の

賞
賛
と
賛
同
を
受
け
る
。 

こ
の
観
点
か
ら
言
え
ば
、
掲
句
で
は
、
上
五
か
ら
中
七
に
か
け
て
の
「
咲
き
競
う
花
や
」
の
フ
レ
ー
ズ
は
「
花
サ
ラ
ダ
」
の
内
容

を
「
説
明
す
る
」
よ
う
な
語
句
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
語
句
に
続
く
「
さ
な
が
ら
」
の
フ
レ
ー
ズ
は
、「
さ
な
が
ら
・
・
・
の
よ

う
に
」
の
用
法
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
如
し
」
と
い
う
見
立
て
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。 

一
般
に
「
説
明
」
の
俳
句
や
「
如
く
」
の
俳
句
は
良
い
評
価
を
受
け
な
い
。
し
か
し
、
作
者
の
こ
れ
ま
で
に
示
さ
れ
た
力
量
を
考

え
れ
ば
、
「
夏
サ
ラ
ダ
」
を
季
語
と
し
て
定
着
さ
せ
る
よ
う
な
秀
句
が
、
早
晩
生
ま
れ
る
も
の
と
思
う
。 

 

木
下
闇
無
縁
仏
の
竹
の
筒 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ツ
ル
子 

 

花
も
線
香
も
供
え
ら
れ
て
い
な
い
竹
筒
を
無
縁
塚
の
前
に
見
て
い
る
。
作
者
は
木
下
闇
、
無
縁
仏
、
竹
の
筒
と
い
う
名
詞
を
並
べ

て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
作
者
の
感
慨
を
表
す
言
葉
は
全
く
使
用
し
て
い
な
い
。
読
み
手
の
鑑
賞
に
全
て
託
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

そ
の
仏
は
、
無
縁
塚
に
入
れ
ら
れ
る
前
は
立
派
な
個
人
墓
ま
た
は
家
族
墓
に
葬
ら
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
月
命
日
や
年
二
回
の

彼
岸
に
は
多
く
の
家
族
や
一
族
の
者
が
訪
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
時
の
流
れ
に
よ
っ
て
墓
参
に
訪
れ
る
者
が
絶
え
、
つ

い
に
は
墓
は
寺
に
よ
っ
て
取
り
払
わ
れ
、
遺
骨
は
無
縁
墓
に
合
葬
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。 

こ
の
無
縁
墓
の
竹
筒
は
空
っ
ぽ
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

事
実
の
み
を
提
示
し
、
自
分
の
見
立
て
を
読
み
手
に
誘
導
し
な
い
点
に
お
い
て
、
俳
句
作
り
の
王
道
を
行
っ
た
秀
句
で
あ
る
。 

 

す
り
減
り
し
石
の
階
段
楠
若
葉 

 
 
 
 

ヤ
エ
子 

 

擦
り
減
っ
た
階
段
は
、
古
い
社
寺
仏
閣
を
吟
行
コ
ー
ス
に
入
れ
る
と
、
必
ず
出
て
く
る
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
句
が
平

凡
に
堕
し
て
い
な
い
の
は
、
下
五
に
楠
若
葉
を
据
え
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
句
の
重
心
が
定
ま
り
、
ど
っ
し
り
と
し
た

句
に
な
っ
て
い
る
。
正
に
俳
句
は
季
語
勝
負
で
あ
る
。
楠
若
葉
を
例
え
ば
若
葉
光
と
い
っ
た
季
語
に
置
き
換
え
て
見
れ
ば
理
解
で

き
よ
う
。 

 

茅
葺
の
門
の
向
こ
う
の
新
樹
か
な 

 
 
 

ヤ
エ
子 

 

当
日
の
吟
行
句
と
し
て
評
価
さ
れ
る
句
で
あ
る
。
茅
葺
と
新
樹
の
対
比(

古
い
と
新
し
い
の
対
比
、
暗
い
と
明
る
い
の
対
比)

。
こ



の
よ
う
に
俳
句
は
対
比
を
持
ち
込
む
と
、
メ
リ
ハ
リ
の
つ
い
た
印
象
深
い
句
と
な
る
。 

 

禅
寺
の
奥
へ
奥
へ
と
苔
の
花 

 
 
 
 
 

守 

 

吟
行
句
は
、
と
も
す
れ
ば
そ
の
地
の
寺
社
や
固
有
名
詞
を
読
み
込
も
う
と
す
る
が
、
安
易
な
寺
社
名
の
表
記
は
、
観
光
葉
書
俳
句

に
す
る
恐
れ
が
あ
る
。 

吟
行
は
あ
く
ま
で
も
句
材
を
拾
う
だ
け
で
あ
り
、
句
材
に
基
づ
い
て
作
者
の
想
念
を
ジ
ャ
ン
プ
さ
せ
て
作
句
す
る
も
の
で
あ
る
。

吟
行
に
参
加
し
な
か
っ
た
者
に
も
鑑
賞
の
幅
を
広
く
与
え
る
の
が
望
ま
し
い
。 

禅
寺
で
あ
る
浄
智
寺
の
境
内
墓
域
は
、
ゆ
る
や
か
な
谷
合
に
あ
り
、
苔
む
す
道
が
奥
へ
奥
へ
と
続
い
て
い
た
。 

 

木
下
闇
ほ
て
い
の
福
耳
光
り
け
り 

 
 
 

弘
子 

 

布
袋
様
と
言
え
ば
福
々
し
い
容
貌
の
禅
僧
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
耳
朶
を
わ
ざ
わ
ざ
福
耳
と
言
う
こ
と
は
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
布

袋
の
耳
と
言
え
ば
、
福
耳
は
既
に
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
句
立
て
か
ら
言
っ
て
も
、
丁
寧
に
「
ほ
て
い
の
福
耳
」

と
表
記
し
て
、
中
八
に
せ
ず
、「
ほ
て
い
の
耳
の
」
と
し
て
、
中
七
の
定
型
に
収
め
た
方
が
良
い
。 

 

鳴
き
と
ほ
す
夏
う
ぐ
い
す
や
高
野
槇 

 
 

守 

 

相
変
わ
ら
ず
鎌
倉
の
町
は
車
で
溢
れ
、
静
か
な
町
並
と
は
言
え
な
か
っ
た
が
、
山
門
を
越
え
寺
の
境
内
に
一
歩
入
る
と
、
夏
う
ぐ

い
す
の
鳴
き
声
に
溢
れ
て
い
た
。
久
し
振
り
に
老
鶯
を
満
喫
し
た
。
浄
智
寺
の
境
内
に
は
高
野
槙
の
古
木
が
聳
え
て
お
り
、
夏
う

ぐ
い
す
の
澄
ん
だ
鳴
き
声
は
高
野
槙
の
天
辺
か
ら
降
る
よ
う
に
我
々
を
何
時
迄
も
包
み
込
ん
だ
。 

 

蝸
牛
許
可
な
く
入
り
し
庫
裡
の
土
間 

 
 

明
美 

 

寺
は
境
内
や
墓
域
の
散
策
は
自
由
で
あ
り
、
各
堂
内
へ
の
立
ち
入
り
も
原
則
と
し
て
自
由
で
あ
る
が
、
私
的
空
間
で
あ
る
庫
裏
は

許
可
な
く
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
ル
ー
ル
は
人
間
界
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
、
蝸
牛
な
ど
小
動
物
の
世
界
に
は

勿
論
適
用
さ
れ
な
い
。 

作
者
は
蝸
牛
を
擬
人
化
し
、
許
可
を
得
な
い
で
庫
裏
に
立
ち
入
っ
た
と
断
罪
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
擬
人
化
の
俳
句
は
人
間
と

小
動
物
と
の
間
の
落
差
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
面
白
い
世
界
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
面
白
さ
は
浅
く
て
一
過
性

に
終
わ
る
こ
と
が
多
い
。
擬
人
化
表
現
は
多
用
す
る
と
、
読
み
手
に
持
続
性
の
あ
る
深
い
感
動
を
与
え
る
本
格
俳
句
へ
の
道
を
狭

め
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。 

 

改
札
を
出
れ
ば
眼
前
夏
木
立 

 
 
 
 
 

邦
子 

 

眼
前
直
覚
を
唱
導
す
る
俳
論
が
あ
る
。
こ
の
俳
句
は
眼
前
直
覚
論
そ
の
も
の
に
従
っ
た
句
で
あ
ろ
う
か
。
駅
の
改
札
口
は
結
界
と

し
て
存
在
し
て
お
り
、
こ
の
改
札
口
を
抜
け
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
工
物
の
世
界
か
ら
自
然
の
世
界
に
こ
れ
か
ら
踏
み
入
る
の

だ
と
い
う
、
作
者
の
高
揚
感
が
現
れ
て
い
る
。 

 

大
屋
根
に
浮
く
緑
青
や
夏
木
立 

 
 
 
 

幸 

 

当
日
の
吟
行
句
と
し
て
良
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
神
社
仏
閣
を
組
み
込
ん
だ
吟
行
句
会
で
は
大
屋
根
の
句
は
よ
く
出
さ
れ
る
が
、

こ
の
句
は
緑
青
が
浮
い
て
い
る
と
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。 



 
一
隅
を
照
ら
す
十
薬
東
慶
寺 

 
 
 
 
 

友
子 

 

当
日
の
吟
行
句
と
し
て
良
く
配
慮
さ
れ
た
句
で
あ
る
。
東
慶
寺
と
い
う
固
有
名
詞
が
効
い
て
い
る
。
駆
け
込
み
寺
で
あ
っ
た
東
慶

寺
の
存
在
意
義
が
、「
一
隅
を
照
ら
す
十
薬
」
と
良
く
響
き
合
っ
て
い
る
。 

 

外
つ
国
の
人
の
会
釈
や
寺
若
葉 

 
 
 
 

弘
子 

 

国
籍
を
問
わ
ず
、
初
夏
の
鎌
倉
の
一
日
を
楽
し
ん
で
い
る
様
子
が
、「
会
釈
」
に
表
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
作
者
は
会
釈
を
返

し
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

白
壁
に
老
鶯
の
声
写
り
を
り 

 
 
 
 
 

ツ
ル
子 

 

芭
蕉
は
「
岩
に
し
み
入
る
蝉
の
声
」
と
し
た
が
、
こ
の
句
に
お
け
る
、
白
壁
に
鳴
き
声
が
写
る
と
の
把
握
は
斬
新
で
あ
る
。
当
日

の
老
鶯
の
鳴
き
方
は
、
こ
の
よ
う
な
大
胆
な
形
容
を
許
し
て
し
ま
う
ほ
ど
で
あ
っ
た
。 

 

岩
煙
草
も
う
す
ぐ
入
る
墓
め
ぐ
り 

 
 
 

眞
壽 

 

「
も
う
す
ぐ
入
る
」
の
フ
レ
ー
ズ
が
墓
に
直
結
し
て
読
ま
れ
る
可
能
性
を
排
除
す
る
た
め
に
、「
墓
巡
り
一
歩
手
前
の
岩
煙
草
」、

と
す
る
こ
と
も
で
き
る
。 

 

杉
戸
の
門
一
枚
板
や
先
代
萩 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

幸 

 

杉
の
板
戸
に
着
目
し
た
の
は
、
作
者
の
吟
行
の
眼
が
鍛
錬
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。
古
い
門
に
敬
意
を
表
し
て
、
先
代

萩
を
千
代
萩
に
言
い
換
え
る
。
そ
し
て
、
六
音
の
千
代
萩
を
上
五
に
置
い
て
、「
千
代
萩
一
枚
板
の
杉
戸
門
」
、
と
す
る
こ
と
も
で

き
る
。 

 

仏
の
堂
へ
吹
き
込
む
若
葉
風 

 
 
 

友
子 

 

当
日
の
吟
行
句
と
し
て
良
く
観
察
さ
れ
た
句
で
あ
る
。
風
は
吹
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
吹
き
込
む
」
は
省
略
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
ど
う
い
う
態
様
で
風
が
吹
き
込
ん
で
い
る
の
か
を
言
っ
た
方
が
良
い
。
例
え
ば
、「
三
世
仏
の
堂
へ
ゆ
る
や
か
若
葉
風
」、
と

す
る
こ
と
も
で
き
る
。 

 

夏
木
立
影
オ
ア
シ
ス
は
他
人
が
お
り 
 
 

眞
壽 

 

夏
木
立
影
オ
ア
シ
ス
は
緑
陰
の
オ
ア
シ
ス
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
吟
行
の
途
中
、
腰
掛
け
る
場
所
を
み
つ
け
た
が
、
既

に
よ
そ
の
人
が
座
っ
て
い
た
の
は
残
念
、
と
い
う
句
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、「
緑
陰
の
オ
ア
シ
ス
の
椅
子
塞
が
れ
し
」、
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

 

緑
陰
や
軋
み
大
き
く
井
戸
ポ
ン
プ 

 
 
 

友
子 

 

単
に
井
戸
ポ
ン
プ
と
言
う
と
電
動
式
の
井
戸
ポ
ン
プ
も
含
ま
れ
て
し
ま
う
。「
軋
み
大
き
く
」
の
フ
レ
ー
ズ
を
活
か
す
の
で
あ
れ



ば
、
手
漕
ぎ
井
戸
の
表
現
の
方
が
良
い
。 

 

青
葉
山
遠
き
流
れ
の
甘
露
の
井 

 
 
 
 

ツ
ル
子 

 

井
戸
か
ら
汲
み
上
げ
た
水
が
流
れ
去
っ
て
行
く
の
を
見
て
、
鎌
倉
の
歴
史
に
思
い
を
馳
せ
、
水
の
流
れ
と
歴
史
の
時
間
の
流
れ
と

の
合
一
性
を
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、「
遠
き
流
れ
の
」
を
「
遠
き
流
れ
へ
」
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
。 

 
 

 

筆
塚
に
前
田
青
邨
夏
木
立 

 
 
 
 
 
 

直
子 

 

当
日
の
吟
行
句
と
し
て
成
立
す
る
。
多
く
の
文
人
墨
客
の
墓
の
中
か
ら
日
本
画
家
の
前
田
青
邨
を
選
択
し
た
の
は
、
素
晴
ら
し
い

夏
景
色
に
誘
発
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

万
緑
を
割
る
や
布
袋
の
一
歩
前 

 
 
 
 

才
美 

 

正
規
の
吟
行
経
路
を
シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
し
て
切
株
に
休
ん
で
い
た
評
者
に
は
、
布
袋
様
の
具
体
的
な
姿
態
は
不
明
で
あ
る
。
作
者

の
説
明
を
聞
け
ば
、「
万
緑
へ
一
歩
踏
み
出
し
布
袋
尊 

」、
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
。 

 
 
 
 

 
 
 

（
不
在
投
句 

古
野
明
美
） 

 
 ［

事
務
局
か
ら
お
知
ら
せ
］ 

○
六
月
句
会 

 

・
六
月
二
十
一
日
（
土
）
午
後
一
時 

 
 
 

・
場
所 

旭
区
民
文
化
セ
ン
タ
ー
・
サ
ン
ハ
ー
ト 

（
相
鉄
線
二
俣
川
駅
ラ
イ
フ
五
階
） 


