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桜
蔭
俳
話
会
（
第
三
二
回

高
得
点
句
自
句
自
解

平
成
二
十
八
年
春
）

八
点

③
汐
干
狩
縄
文
人
の
商
の
背
ナ

増
田

守

日
本
列
島
は
造
山
活
動
に
よ
る
偶
然
の
産
物
で
あ
る
。
そ
こ
に
地
続
き
の
大
陸
か
ら
、
祖
先
が
や
っ
て
来
た
。

或
い
は
海
流
に
乗
り
漂
着
し
た
。
潮
干
狩
に
興
じ
て
い
る
目
の
前
の
人
は
縄
文
人
の
末
商
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と

も
、
別
の
渡
来
人
の
末
商
な
の
だ
ろ
う
か
。
偶
然
出
来
た
陸
地
と
、
そ
れ
に
偶
然
渡
来
し
た
人
問
。
ロ
マ
ン
の
海

は
ま
す
ま
す
深
く
な
る
。

①
さ
く
ら
さ
く
ら
覗
い
て
み
た
き
嬰
の
夢

思
田

才
美

日
本
人
は
誰
で
も
桜
に
寄
せ
る
想
い
は
終
生
持
ち
続
け
て
い
る
で
し
ょ
う
。
人
生
感
、
宇
宙
感
も
引
き
出
し
て

語
ら
れ
て
い
る
か
ら
。
赤
子
は
生
ま
れ
て
す
ぐ
聴
覚
が
働
き
出
す
ら
し
い
が
、
確
と
意
識
し
な
い
ま
で
も
他
の
感

覚
も
目
覚
め
て
い
る
に
違
い
な
い
。
夢
も
又
し
か
り
。
赤
子
の
み
に
許
さ
れ
る
天
使
の
微
笑
み
の
本
当
の
姿
は
何
。

不
可
侵
の
世
界
だ
か
ら
私
は
覗
い
て
み
た
い
の
で
す
。
こ
れ
か
ら
数
多
の
さ
く
ら
に
出
会
う
に
違
い
な
い
嬰
の
出

発
点
に
咲
い
て
い
る
桜
と
何
か
を
。

六
点

①
蕎
麦
す
す
る
一
人
の
音
や
荷
風
の
忌

中
村

朋
子

吟
行
句
会
で
、
と
き
お
り
浅
草
へ
行
き
ま
す
。
行
け
ば
、
必
ず
、
尾
張
屋
と
い
う
お
蕎
麦
屋
さ
ん
へ
。
晩
年
の

永
井
荷
風
が
毎
日
の
よ
う
に
通
っ
た
店
だ
そ
う
で
す
。
さ
す
が
に
お
い
し
い
。
な
の
で
、
何
度
も
句
に
し
よ
う
と

し
ま
し
た
。
お
花
見
帰
り
、
鬼
灯
市
帰
り
、
羽
子
板
市
帰
り
、
初
詣
帰
り
・
・
・
し
か
し
、
さ
っ
ぱ
り
で
き
な
い
・

．．
 

い
い
か
げ
ん
あ
き
ら
め
て
い
た
こ
の
春
、
ふ
た
た
び
吟
行
が
あ
り
ま
し
た
。
お
昼
は
こ
こ
で
と
申
し
合
わ
せ
て
い

た
皆
と
は
ぐ
れ
、
ひ
と
り
で
店
へ
。
今
日
は
ひ
と
り
だ
な
（
い
つ
も
だ
い
た
い
ひ
と
り
な
の
で
す
が
て
そ
う
思
っ

た
と
き
、
ふ
っ
と
浮
か
ん
だ
匂
で
す
。
荷
風
忌
は
四
月
三
十
日
。
そ
の
翌
日
の
こ
と
で
し
た
。

五
点

②
皿
に
ふ
き
の
た
う
剣
山
に
ふ
き
の
た
う

中
村

朋
子

横
浜
と
大
船
の
中
ほ
ど
に
あ
る
上
郷
の
森
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
小
学
生
も
よ
く
訪
れ
る
自
然
観
察
の
森
。

食
堂
に
は
、
採
れ
た
て
の
蕗
の
華
や
笥
も
登
場
し
ま
す
。
「
皿
に
ふ
き
の
た
う
」
は
そ
こ
を
訪
れ
た
折
の
も
の
。
長

靴
姿
の
板
さ
ん
た
ち
が
採
っ
て
き
た
ば
か
り
の
早
春
の
味
で
す
。
天
ぶ
ら
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。
「
剣
山
に
ふ
き
の

た
う
」
は
、
実
は
別
の
場
所
で
見
ま
し
た
。
二
俣
川
駅
構
内
の
活
花
展
示
コ
ー
ナ
ー
で
す
。
上
郷
の
森
で
蕗
の
茎

を
い
た
だ
い
た
少
し
あ
と
、
こ
の
活
花
に
、
蕗
の
華
が
添
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
花
材
と
し
て
の
蕗
の
蔓
を
見
た

の
は
初
め
て
で
す
。
小
さ
な
剣
山
に
活
け
ら
れ
た
数
本
の
蕗
の
茎
が
、
さ
さ
や
か
に
、
誇
ら
し
く
、
春
の
訪
れ
を

告
げ
て
い
ま
し
た
。

／ 



①
静
寂
を
切
り
て
大
輪
椿
落
つ

桜
井

幸
枝

紅
椿
の
大
輪
、
が
土
の
上
に
い
く
つ
か
落
ち
て
い
る
。
ガ
ラ
ス
戸
の
中
か
ら
、
い
つ
落
ち
る
か
と
じ
っ
と
見
続
け

る
。
し
か
し
、
見
て
い
る
時
は
待
て
ど
落
ち
て
来
な
い
。
物
体
の
早
い
動
き
が
気
を
切
る
。
真
赤
な
椿
故
、
私
の

妄
想
的
想
念
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

＼ 

l 

①
高
速
船
地
球
つ
ん
ざ
き
春
を
行
く

荒
木
ツ
ル
子

早
春
の
河
津
桜
と
大
島
椿
ま
つ
り
の
旅
に
参
加
し
た
折
の
句
で
す
。
満
開
の
河
津
桜
に
堪
能
し
、
翌
日
、
稲
取

港
よ
り
大
島
港
へ
と
向
か
う
船
上
か
ら
の
一
句
で
す
。
ま
る
で
海
を
真
ふ
た
つ
に
分
け
る
か
の
ご
と
に
進
む
様
子

に
心
地
よ
さ
と
春
を
感
じ
ま
し
た
。

い
さ
か
い
は
塩
分
の
量
四
月
馬
鹿

岩
野
ヤ
エ
子

塩
分
は
、
血
圧
を
上
げ
る
の
で
、
「
食
事
の
塩
分
は
減
ら
し
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
保
健
所
、
医
者
等
の
指
導
が

特
に
、
高
齢
者
に
厳
し
い
。
そ
こ
で
、
私
も
、
食
事
を
作
る
際
に
は
、
な
る
べ
く
塩
分
は
、
控
え
目
に
と
気
を

付
け
て
い
る
が
、
夫
は
、
漬
物
に
醤
油
、
塩
焼
き
の
魚
に
醤
油
、
「
味
噌
汁
の
味
が
薄
い
、
こ
の
料
理
の
味
は
も

っ
と
濃
く
」
と
不
満
を
言
う
。
そ
こ
で
、
私
の
一
言
が
出
る
。
「
四
月
馬
鹿
」
の
季
語
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
と
は

違
う
が
、
夫
婦
の
状
況
と
語
感
が
合
う
よ
う
な
気
が
し
て
こ
の
季
語
を
使
っ
て
み
た
。

透
す
陽
の
濃
淡
の
あ
り
春
障
子

柏
尾
の
り
子

実
家
の
和
室
の
障
子
の
破
れ
を
切
り
貼
り
し
ま
し
た
。
閉
め
た
時
、
新
し
い
紙
の
と
こ
ろ
と
古
い
ま
ま
の
紙

の
と
こ
ろ
で
、
差
し
込
む
光
の
明
る
さ
が
違
っ
て
い
ま
し
た
。
障
子
の
な
い
マ
ン
シ
ョ
ン
暮
ら
し
な
の
で
、
久

し
ぶ
り
に
障
子
を
通
し
た
や
わ
ら
か
い
光
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
、
し
み
じ
み
と
し
た
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。

四
点

①
鎌
倉
や
日
和
尽
く
し
て
花
御
堂

恩
田

才
美

四
月
八
日
、
晴
。
濯
仏
会
。
鎌
倉
の
長
谷
大
仏
、
光
則
寺
、
長
谷
観
音
と
花
御
堂
を
廻
っ
た
。
花
御
堂
の
飾

ら
れ
方
は
、
豪
華
な
が
ら
何
故
か
余
所
余
所
し
く
感
じ
ら
れ
た
り
、
草
の
花
も
盛
り
込
ん
で
人
の
手
の
動
き
ま

で
伝
わ
る
よ
う
な
も
の
ま
で
各
寺
一
様
で
は
な
い
。
香
水
や
甘
茶
へ
の
長
い
列
。
童
形
裸
身
の
釈
迦
像
は
終
日

き
ら
き
ら
と
輝
い
て
い
た
。
長
谷
観
音
本
堂
前
で
琴
と
尺
八
の
演
奏
が
催
さ
れ
た
。
賑
わ
い
の
中
に
あ
る
の
び

や
か
な
鎌
倉
仏
生
会
、
花
紘
一
加
。
異
国
女
性
の
軽
や
か
な
話
し
声
も
さ
わ
や
か
に
心
に
残
る
一
日
で
あ
っ
た
。

①
熊
谷
草
ふ
く
ら
む
母
衣
の
雨
は
じ
く

藤
崎
安
紀
子

熊
谷
草
は
花
の
形
を
熊
谷
直
実
の
背
負
う
母
衣
に
見
立
て
て
名
付
け
ら
れ
た
そ
う
で
す
が
、
一
度
も
目
に
し

た
事
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
も
そ
の
熊
谷
草
を
は
じ
め
て
み
つ
け
、
そ
の
か
わ
い
い
花
に
み
と
れ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
折
り
し
も
ザ
！
と
雨
が
降
り
出
し
、
ま
る
で
母
衣
が
矢
を
防
ぐ
よ
う
に
雨
を
は
じ
く
様
子
が
と
て

／ 



＼＼  

も
印
象
的
で
し
た
。

春
疾
風
ピ
ル
解
体
の
工
事
幕

増
田

守

昼
休
み
に
外
に
出
た
と
き
、
ピ
ル
の
解
体
工
事
の
防
護
幕
が
春
疾
風
に
煽
ら
れ
て
い
た
。
ス
ク
ラ
ッ
プ
・
ア

ン
ド
・
ピ
ル
ド
が
相
継
ぐ
こ
の
街
は
、
急
激
に
変
貌
し
て
い
く
。
日
本
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
、
街
の
同
質
化
が

進
ん
で
行
く
よ
う
に
見
え
る
。

梁
太
き
名
主
の
土
問
や
花
菖
蒲

稲
葉

幸

東
海
一
の
菖
蒲
園
を
持
つ
庄
屋
の
加
茂
壮
。
桃
山
時
代
か
ら
続
く
庄
屋
で
、
長
屋
門
は
二
百
十
七
年
前
の
も

の
だ
そ
う
で
す
。
千
五
百
種
の
花
菖
蒲
が
楽
し
め
ま
す
。
広
い
土
間
で
食
べ
る
庄
屋
料
理
が
珍
し
い
物
で
し
た
。

①
染
飯
（
そ
め
い
）
く
ち
な
し
の
実
で
炊
い
た
モ
チ
米
飯
②
最
福
寺
納
豆
モ
ロ
ミ
に
柚
子
、
茄
子
、
生

萎
を
味
噌
に
漬
け
こ
ん
だ
も
の
③
味
噌
王
子
④
味
噌
汁
山
野
で
採
れ
た
食
材
⑤
デ
ザ
ー
ト
山
桃

料
理
は
必
要
な
い
と
思
い
ま
し
た
が
、
因
み
に
書
き
ま
し
た
。


