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ヲ当主

は

じ

め

に

月三

ま
つ
な
が
て
い
と
く
に
し
や
ま
そ
う
い
ん

俳
話
史
上
、
松
永
貞
徳
、
西
山
宗
国
な
ど
名
の
知
ら
れ

る
俳
人
は
数
多
く
い
る
が
、
も
っ
と
も
有
名
な
俳
人
と
い

え
ば
松
尾
芭
蕉
に
と
ど
め
を
さ
す
。
そ
の
草
蕉
が
没
し
た

の
は
元
禄
七
年
〈
一
六
九
回
〉
十
月
十
二
日
、
享
年
五
十

一
歳
で
あ
っ
た
口
芭
蕉
は
没
し
た
が
、
た
と
え
ば

古
池
や
蛙
飛
び
こ
む
水
の
音

な
ど
、
そ
の
詠
匂
は
多
く
の
俳
書
に
採
録
さ
れ
続
け
、
人

わ
き
お
こ

口
に
給
気
し
、
〈
故
・
芭
蕉
〉
の
匂
を
発
句
と
し
た
「
協
起

し
」
の
連
句
も
少
な
か
ら
ず
詠
ま
れ
た
。
芭
蕉
の
作
品
は
、

す
で
に
全
集
や
選
集
が
編
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う

し
た
形
で
完
結
せ
ず
、
没
後
三
百
年
以
上
も
経
た
現
在
も
、

新
た
に
編
集
し
た
作
品
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
な
ど
が
新
著
と

し
て
刊
行
さ
れ
続
け
て
い
る
。

ま
た
、
区
切
り
の
よ
い
直
蕉
の
年
忌
に
は
、
い
わ
ば

が
お
こ
な
わ
れ
る
。
芭
蕉
を
慕
っ
て

「
追
慕
的
イ
ベ
ン

や失
点字 jな

六俳人の絵図1



句
会
が
催
さ
れ
た
り
、
句
集
が
編
ま
れ
た
り
、
句
碑
が
建
て
ら
れ
た
り
し
て
き
た
。
三
百
年
忌
に
各
地
で
盛
大
に
イ
ベ

ン
ト
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い

D

ご
め
い

江
戸
時
代
の
秋
田
の
俳
人
吉
川
五
明
(
享
和
三
年
〈
一
八

O
三
〉
没
、
七
十
三
歳
)
は
「
芭
蕉
翁
像
画
之
讃
」
(
藤

原
弘
氏
一
編
「
吉
川
五
明
集
上
」
昭
和
四
十
九
年
、
秋
田
俳
文
の
会
)
に
「
翁
は
死
し
て
死
せ
ざ
る
の
人
」
と
記
し
た
が
、

芭
蕉
は
平
成
の
〈
今
で
も
生
き
て
い
る
〉
あ
る
い
は
〈
忘
れ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
〉
俳
人
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
芭
蕉
の
没
後
、
右
の
よ
う
な
「
追
慕
的
イ
ベ
ン
ト
」
が
お
こ
な
わ
れ
続
け
て
い
る
現
象
を
も
っ
て
〈
芭

蕉
文
化
〉
と
も
称
す
べ
き
も
の
が
醸
成
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
単
な
る
作
品
の
享
受
に
と
ど
ま
ら
ず
、

そ
の
生
涯
、
そ
の
思
想
、
そ
の
伝
説
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
含
む
〈
芭
蕉
を
享
受
す
る
文
化
〉
が
各
地
で
形
成
さ
れ

て
き
た
の
で
あ
る
。

〈
芭
蕉
文
化
〉
は
、
俳
詩
、
俳
句
を
暗
む
者
が
い
る
と
こ
ろ
、
つ
ま
り
ほ
ぼ
日
本
全
国
に
存
在
す
る
。
現
代
を
視
野

に
入
れ
る
な
ら
ば
、
海
外
も
含
ま
れ
る
。
ま
た
没
後
か
ら
今
日
ま
で
と
長
期
に
わ
た
っ
て
い
る
。
空
間
的
に
広
く
、
時

間
的
に
長
く
展
開
し
続
け
る
た
め
、
そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
、
と
簡
単
に
述
べ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
、
特
に
江
戸
時
代
に
眼
っ
て
い
え
ば
、
〈
芭
蕉
文
化
〉
の
展
開
の
典
型
的
な
一
つ
の
例
を
、
加
賀
田
(
現
在

の
石
川
県
の
一
部
)
の
小
松
地
方
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
理
由
の
第
一
と
し
て
は
、
小
松
の
地
が
「
奥
の
細
道
」
の
旅
で
芭
蕉
が
訪
れ
た
地
で
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

「
呉
の
縮
道
」
は
、
芭
蕉
の
作
品
の
中
で
も
特
に
脚
光
を
浴
び
続
け
て
い
る
。
今
日
で
も
、
平
成
十
八
年
、
ポ
プ
ラ
社

か
ら
刊
行
さ
れ
た
「
え
ん
ぴ
つ
で
奥
の
網
道
」
は
大
ヒ
ッ
ト
し
、
「
鉛
筆
で
書
く
名
作
」
の
ブ

i
ム
を
お
こ
し
た
。
小

松
の
地
は
、
そ
の
つ
ど
人
々
に
反
柄
拘
さ
れ
、
記
憶
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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ま
た
江
戸
時
代
の
俳
人
は
、
「
奥
の
綿
道
」
の
順
路
の
行
脚
を
よ
く
お
こ
な
い
、
俳
諾
宗
匠
な
ら
ば
必
ず
す
べ
き
も

の
に
も
な
っ
て
く
る
。
小
松
に
も
少
な
か
ら
ず
の
俳
人
が
杖
を
官
め
て
き
た
。
そ
の
状
況
は
今
日
で
も
変
わ
ら
な
い
。

井
本
農
一
氏
の
「
奥
の
細
道
を
た
ど
る
」
(
昭
和
四
十
八
年
、
角
川
選
書
)
や
亙
ん
の
細
道
を
歩
く
」
(
平
成
元
年
、
新

潮
社
)
な
ど
そ
の
行
程
を
た
ど
っ
た
紀
行
文
・
髄
筆
や
写
真
集
な
ど
が
少
な
か
ら
ず
出
版
さ
れ
て
い
る
。
平
成
十
九
年

に
は

N
H
K
の
テ
レ
ビ
番
組
「
趣
味
悠
々
お
く
の
ほ
そ
道
を
歩
こ
う
」
が
放
送
さ
れ
た
。
当
然
、
そ
れ
ら
に
は
小
松
も

と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

主主序

さ
ら
に
芭
蕉
を
記
念
し
て
の
イ
ベ
ン
ト
も
お
こ
な
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
昭
和
十
八
年
十
月
二

十
四
日
、
芭
蕉
が
「
奥
の
細
道
」
の
旅
で
訪
れ
た
多
太
(
多
国
)
神
社
で
「
苗
〕
蕉
翁
二
百
五
十
年
祭
」
が
お
こ
な
わ
れ

た
。
そ
の
抄
録
で
あ
る
宮
下
与
吉
編
輯
吋
北
国
句
集
征
旗
い
(
昭
和
十
八
年
、
北
思
新
開
社
)
に
よ
れ
ば
、
参
加
総
数

三
百
六
十
名
、
出
匂
総
数
二
千
匂
で
あ
っ
た
。

「
奥
の
細
道
」
中
に
記
さ
れ
た
芭
蕉
が
訪
れ
た
地
は
、
芭
蕉
ゆ
か
り
の
名
所
と
し
て
、
地
域
的
に
「
芭
蕉
文
化
」
の

重
要
な
位
置
を
し
め
る
。
小
松
は
そ
の
一
カ
一
昨
な
の
で
あ
る
。

ま
た
関
連
し
て
、
芭
蕉
が
訪
れ
た
さ
い
に
、
小
松
出
身
の
牧
童
・
北
枝
兄
弟
が
そ
の
門
下
に
な
っ
た
こ
と
も
看
過
で

き
な
い
。
加
賀
国
は
「
細
道
行
脚
の
問
で
唯
一
の
蕉
門
俳
壇
の
成
立
」
し
た
地
で
、
「
鋭
さ
に
特
徴
を
認
め
る
い
わ
ゆ

る
加
賀
風
と
呼
ば
れ
る
書
体
で
多
く
の
(
芭
蕉
の
)
真
蹟
が
残
さ
れ
て
い
る
」
地
で
あ
る
(
楼
井
武
次
郎
氏
「
終
駕
ま

で
」
「
苦
蕉
講
産
第
一
巻
生
涯
と
門
弟
」
昭
和
五
十
七
年
、
有
精
堂
)
。
芭
蕉
の
門
流
の
俳
人
が
多
く
を
し
め
、
「
加
賀

蕉
門
」
と
称
さ
れ
た
。
そ
の
「
加
賀
蕉
門
」
の
初
期
に
重
要
な
働
き
を
し
た
の
が
北
枝
で
あ
る

D

北
枝
は
、
芭
蕉
の
代

表
的
問
人
「
蕉
内
十
哲
」
の
一
人
に
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
芭
蕉
の
没
後
に
な
さ
れ
た
門
下
や
門
流
の
人
々
の
い



わ
ば
〈
宣
伝
活
動
〉
の
結
果
、
苦
蕉
を
崇
拝
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
芭
蕉
在
世
時
か
ら
「
蕉
門
」
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
芭
蕉
i

北
枝
の
系
譜
を
称
す
る
俳
人
が
「
蕉
内
」
を
称
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
地
域
の
文
芸
活
動
の
背
景
に
、
「
商
人
」
を
中
心
と
し
た
豊
か
な
町
衆
文
化
の
あ
っ
た
こ
と
も
重
要
で
あ

る
。
こ
の
階
層
は
俳
詰
の
主
要
な
享
受
層
で
あ
る
。
し
か
も
「
加
賀
否
万
石
」
と
い
わ
れ
る
大
国
の
領
内
の
蕗
人
と
し

て
経
済
的
余
裕
が
あ
る
た
め
、
俳
諾
を
学
習
し
、
匂
会
を
間
開
催
し
、
俳
輩
出
を
入
手
し
、
句
集
の
刊
行
を
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
ま
た
他
国
の
「
蕉
内
」
の
俳
人
と
交
流
し
、
宗
一
区
ク
ラ
ス
の
俳
人
を
迎
え
る
こ
と
な
ど
も
で
き
た
。

本
書
は
、
「
加
賀
田
小
松
」
と
い
う
芭
蕉
の
訪
れ
た
地
域
の
人
た
ち
を
中
心
と
す
る
俳
詩
史
に
つ
い
て
述
べ
る
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
見
方
に
よ
っ
て
は
一
地
方
俳
詩
史
に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
先
に
述
べ
た

「
苗
蕉
文
化
」
の
近
世
的
展
開
の
一
典
型
と
し
て
、
決
し
て
看
過
で
き
な
い
文
化
事
象
だ
っ
た
と
考
え
る
。

本
書
で
引
用
し
た
資
料
等
に
つ
い
て
は
、
本
文
中
に
特
に
明
記
の
な
い
も
の
は
巻
末
の
「

O
参
考
・
引
用
文
献
一
覧
」
を

参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
原
則
と
し
て
引
用
し
た
資
料
に
は
句
読
点
、
濁
点
を
付
し
た
。
ま
た
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
、

後
藤
長
平
氏
の
言
説
は
「
素
仏
蔵
小
松
俳
諾
史
資
料
解
題
」
(
「
小
松
市
立
博
物
館
研
究
紀
要
」
四
十
一
号
)
、
大
海
良
一
氏

の
言
説
は
吋
改
訂
加
能
俳
詩
史
い
(
昭
和
四
十
九
年
、
清
文
堂
)
に
よ
り
、
回
は
架
蔵
本
に
よ
る
。
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