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令
和
三
年
『
小
松
史
談
』
寄
稿
原
稿

大
生
院
に
残
る
辞
世
の
句
逍
遙

大
西

大
寛

（
新
居
浜
市
）

明
治
ま
で
大
生
院
は
小
松
藩
で
あ
っ
た
。
三
百
年
近
く
の
間
、
善
政
を
敷
い
た
藩
で
あ
っ
た
が
、
そ

れ
を
支
え
た
の
が
、
領
内
の
名
主
、
所
謂
庄
屋
で
あ
っ
た
。
大
生
院
の
庄
屋
は
代
々
高
橋
家
で
、
元
和

六
年
、
初
代
、
高
橋
伊
賀
守
正
次
と
い
う
武
将
が
帰
農
し
て
、
庄
屋
役
を
拝
命
し
て
以
来
、
明
治
四
年

任
が
解
か
れ
る
ま
で
二
七
〇
年
余
庄
屋
役
を
勤
め
た
。
さ
て
、
大
生
院
本
村
に
は
、
質
素
で
慎
ま
し
い

高
橋
家
代
々
の
墓
碑
が
並
ん
で
い
る
。

そ
こ
に
、
三
つ
の
辞
世
の
句
が
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
度
高
橋

家
と
俳
諧
の
深
い
縁
を
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
寛
政
七
年
、
小
林
一
茶
が
、
伊
予
を
訪
れ
た
。
寛
政
の

紀
行
「
旅
し
う
ゐ
」
に
は
、
讃
岐
か
ら
伊
予
を
訪
ね
、
そ
の
往
復
途
上
、
宇
摩
郡
入
野
の
庄
屋
、
中
山

家
の
暁
雨
館
に
て
逗
留
、
正
月
十
日
新
居
浜
「
騎
龍
亭
」
に
泊
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
西
条
大
町
の
旅
籠
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屋
に
泊
ま
り
伊
曽
野
神
社
へ
詣
で
、
新
居
浜
に
し
ば
ら
く
逗
留
、
沢
津
の
阿
弥
陀
堂
、
田
の
上
の
「
影

香
舎
」
に
投
宿
し
て
近
隣
の
俳
人
と
風
交
す
る
、
「
長
閑
け
し
や
雨
後
の
縄
張
る
庭
雀
」
、
「
帳
綴
る
加

勢
も
せ
ず
に
旅
寝
と
は
」
な
ど
の
句
を
残
し
て
、
十
五
日
に
は
松
山
に
至
っ
て
い
る
。

一
茶
が
去
っ
て
八
年
後
、
「
予
陽
俳
諧
友
千
鳥
」
が
発
刊
さ
れ
、
伊
予
二
四
〇
名
を
収
め
た
。
そ
の

中
に
麦
門
こ
と
大
生
院
八
代
目
、
庄
屋
高
橋
喜
平
治
の
こ
の
句
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。

ふ
か

「
明
月
や
鹿
に
籟
せ
て
夜
も
す
が
ら
」

麦
門

さ
て
、
一
茶
が
来
た
寛
政
七
年
と
言
え
ば
、
喜
平
治

こ
と
麦
門
が
亡
く
な
る
前
年
で
あ
り
、
そ
の
句
座
に
加

わ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
病
床
に
あ
っ
て

歯
が
ゆ
い
思
い
で
遠
来
の
宗
匠
の
噂
を
聞
い
て
い
た
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
一
茶
の
来
遊
の
翌
年
、
寛
政
八
年

八
月
十
六
日
麦
門
は
逝
っ
た
。
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す

し

き

ね

「
春
で
に
月
志
起
寝
の
雲
は
晴
に
け
り
」
麦
門

を
辞
世
句
と
し
て
墓
石
に
残
し
て
。
し
み
じ
み
味
わ
っ
て
み
る
と
、
「
月
と
尽
き
」
を
か
け
、
「
し
き

ね
」
は
敷
寝(
寝
床)

と
「
敷
寝
の
船
」
、
七
福
神
の
宝
船
の
故
事
を
も
思
い
浮
か
べ
て
の
、
長
く
苦
し

い
病
床
に
臥
せ
っ
て
い
て
、
や
っ
と
布
団
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
、
ま
る
で
、
「
し
き
ね
」
の
よ
う

な
雲
が
晴
れ
る
よ
う
に
苦
痛
か
ら
も
解
放
さ
れ
、
晴
々
す
る
だ
ろ
う
。
そ
の
時
が
や
っ
と
来
た
と
い
う

覚
悟
の
一
句
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ず
い
ぶ
ん
昔
、
西
条
三
本
松
に
住
ん
で
い
た
十
四
代

宗
家
高
橋
道
義
翁
か
ら
句
に
つ
い
て
仄
聞
し
た
こ
と
に
よ
る
と
、
喜
平
治
は
江
戸
か
ら
高
野
山
へ
長
い

旅
を
し
て
い
る
、
お
そ
ら
く
俳
諧
の
メ
ッ
カ
江
戸
で
蕉
風
に
も
ふ
れ
円
座
に
加
わ
っ
て
い
た
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。

こ
の
墓
所
に
は
他
に
二
つ
の
辞
世
の
句
が
彫
ら
れ
て
い
る
が
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
、
麦
孫
こ

と
高
橋
正
義
の
墓
誌
に
も
彼
の
功
績
と
共
に
辞
世
が
彫
ら
れ
て
い
る
。
水
不
足
に
悩
む
村
の
た
め
渦
井

川
二
番
堰
を
私
財
を
投
じ
て
い
た
と
も
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
驚
く
べ
き
は
、
そ
の
墓
誌
に
は
、
風
流

を
好
み
京
河
鰭
に
召
さ
れ
京
家
と
な
さ
し
め
た
と
も
書
か
れ
て
い
る
。
三
条
と
言
え
ば
、
か
の
「
七
卿
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落
ち
」
の
尊
王
・
公
家
の
一
人
で
も
あ
っ
た
三
条
実
美
公
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
小
松
藩

と
も
浅
か
ら
ぬ
関
係
が
あ
り
、
京
で
修
行
中
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
田
岡
俊
三
郎
ら
篤
山
門
下
の
同
朋
が
少

な
か
ら
ず
影
響
し
あ
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
て
も
不
思
議
で
は
な
い
、
彼
が
風
雲
急
を
告
げ
る
京
都
で

ど
の
よ
う
な
使
命
を
帯
び
て
い
た
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
謎
は
深
ま
る
ば
か
り
で
あ
る
。
彼
の
辞
世
の

句
は
「
麦
孫
」
と
号
し
て
彫
ら
れ
て
い
て
、
明
ら
か
に
祖
父
の
「
麦
門
」
か
ら
し
て
文
字
通
り
喜
兵
次

の
孫
と
い
う
こ
と
か
。
ユ
ー
モ
ア
に
富
ん
だ
人
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
彼
の
辞
世
句
は
、

だ
い
た
ん
き
ん
ち
ょ
く

じ
ゅ
う
ご
ね
ん
し
ょ
う
や
を
つ
と
む

さ
と
び
と
な
つ
か
し
み

こ
う
き
ょ
う
し
ん
に
と
み

し
ざ
い
を
と
う
じ

墓
誌
「
正
義
性
大
膽
謹
直

年
十
五
務
庄
屋
職

里
人
懷
之

又
富
公
共
心

投
私
財

か
わ
ば
た
こ
う
め
さ
れ
て

き
ょ
う
け
と
な
さ
る

ふ
う
り
ゅ
う
を
こ
の
み

ご
う
ば
く
そ
ん

じ
せ
い
あ
り

築
渦
井
川
二
番
堰

京
河
鰭
公
被
召

被
為
京
家

又
好
風
流

號
麦
孫

有
辞
世｣

｢

い
つ
ま
で
も
遊
び
た
き
野
を
日
の
く
る
る
」
麦
孫
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い
つ
ま
で
も
遊
び
た
き
野
と
は
、
激
し
い
世
の
流
れ
な
の
か
。
駆
け
巡
る
思
い
を
懐
か
し
む
よ
う
に
、

明
治
二
十
三
年
二
月
、
七
十
六
年
の
波
乱
に
富
ん
だ
春
秋
を
終
え
た
。
明
治
の
世
に
な
っ
て
庄
屋
を
解

か
れ
た
高
橋
家
だ
が
十
二
代
高
橋
重
義
こ
と
東
指
、
こ
の
人
は
、
喜
兵
治
、
大
助
か
ら
の
影
響
を
受
け

継
ぎ
真
剣
に
俳
諧
と
向
き
合
っ
た
人
で
も
あ
る
。
明
治
初
期
、
庄
屋
職
を
解
か
れ
自
活
の
道
に
四
苦
八

苦
し
な
が
ら
、
俳
句
の
道
を
進
ん
で
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
ら
し
い
。
新
居
浜
で
も
二
名
舎
が
創
設
さ
れ
、

子
規
が
俳
句
革
新
運
動
を
お
こ
し
、
新
聞
「
日
本
」
に
新
傾
向
を
唱
え
つ
つ
あ
る
と
き
、
結
社
さ
れ
た

そ
の
主
宰
は
泉
川
村
、
二
名
庵
主

鳳
楼
、
大
生
院
不
尽
庵

東
指
こ
と
高
橋
重
義
も
い
た
。
昭
和
三
十

七
年
発
行
の
新
居
浜
市
誌
に
は
東
指
の
記
載
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
彼
は
大
生
院
、
最
後
の
庄
屋

高
橋
玄
吾
の
長
男
と
し
て
慶
応
元
年
に
生
ま
れ
た
。
父
玄
吾
も
旅
先
で
円
座
に
加
わ
り
、

「
誰
も
か
も
な
り
た
き
も
の
は
客
の
月
」
玄
吾

と
即
興
を
吐
く
ほ
ど
の
人
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
東
指
の
母
も
「
お
前
の
言
葉
は
そ
の
ま
ま
句
に
な

る
」
と
幼
時
か
ら
天
稟
の
才
が
萌
し
て
い
た
。
明
治
十
二
年
西
条

西
福
寺
で
奉
納
句
一
万
余
句
の
中

で
巻
頭
に
選
ば
れ
た
少
年
東
指
の
句
に
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「
十
六
夜
の
闇
ま
き
上
く
る
簾
か
な
」
東
指

が
あ
っ
た
。
成
長
し
た
東
指
は
明
治
十
六
年
新
居
浜
北
野
の
尾
崎
山
人
塾
に
入
り
漢
学
を
習
得
し
、

郷
土
の
大
生
院
役
場
に
勤
務
し
た
。
三
〇
歳
に
し
て
、
京
「
梅
の
本
」
五
代
か
ら
俳
諧
宗
匠
を
許
さ
れ
、

立
机(

結
社
の
創
設)

俳
道
と
村
政
に
精
進
し
た
。
い
よ
い
よ
明
治
二
十
五
年
、
大
生
院
二
十
一
番
戸
に

「
山
水
社
」
を
創
設
、
同
時
に
発
刊
さ
れ
た
「
光
風
新
誌
」
を
隔
月
出
版
の
俳
誌
を
全
国
か
ら
投
句
を

募
り
俳
句
同
人
誌
を
発
行
し
た
。
こ
れ
に
は
大
変
な
労
力
と
時
間
を
要
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
彼

の
人
生
を
か
け
た
大
事
業
で
あ
っ
た
も
の
と
句
誌
を
目
の
当
た
り
に
し
て
想
像
す
る
。
時
あ
た
か
も
、

子
規
と
ほ
ぼ
同
世
代
で
子
規
の
ほ
う
は
、
一
足
早
く
「
病
床
六
尺
」
を
書
い
て
、
あ
の
「
痰
一
斗
糸
瓜

の
水
も
間
に
あ
は
ず
」
の
辞
世
句
を
残
し
、
明
治
三
五
年
に
僅
か
三
十
四
歳
で
壮
絶
な
死
を
遂
げ
た
。

お
そ
ら
く
東
指
も
同
郷
に
あ
っ
て
子
規
の
活
躍
を
固
唾
を
の
ん
で
見
守
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い

う
東
指
も
子
規
の
後
を
追
う
よ
う
に
翌
年
、
若
干
三
十
七
歳
で
逝
去
し
た
。
こ
の
時
の
辞
世
句
が
こ
れ

で
あ
る
。
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桐
一
葉
落
ち
て
明
る
き
机
か
な
」
東
指

桐
一
葉
は
、
烈
日
の
暑
さ
の
中
で
青
桐
の
葉
が
ポ

ト
リ
と
落
ち
る
の
を
見
て
、
秋
を
悟
る
。
こ
の
措
辞

の
基
に
な
っ
て
い
る
、
丁
度
こ
の
こ
ろ
、
坪
内
逍
遥

の
「
桐
一
葉
」
が
出
版
さ
れ
、
演
劇
で
も
て
は
や
さ

れ
て
い
た
こ
ろ
。
一
躍
こ
の
「
桐
一
葉
落
ち
て
天
下

の
秋
を
知
る
」
が
人
口
に
膾
炙
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ

と
を
思
う
と
桐
一
葉
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
現
実
に
は
病
床
で
、
庭
の
木
の
葉
が
落

ち
て
、
急
に
机
が
明
る
く
感
じ
た
の
で
は
な
い
か
。
祖
父
で
あ
る
喜
兵
治
の
句
の
「
晴
れ
」
と
「
明
る

い
」
が
絶
妙
に
呼
応
し
て
自
ら
の
死
と
ど
う
向
き
合
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
も
庄
屋
高
橋
家
の

俳
諧
に
対
す
る
気
概
を
感
じ
る
。
他
に

「
散
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
た
り
百
日
紅
」

「
雨
一
日
花
見
る
心
静
か
な
り
」

東
指

郷
土
に
残
さ
れ
た
辞
世
の
句
が
長
い
時
間
を
経
て
再
び
蘇
り
、
語
り
か
け
る
も
の
は
、
尊
く
重
い
。
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小
松
藩
の
一
寒
村
で
あ
り
な
が
ら
、
篤
山
先
生
の
薫
陶
や
俳
人
で
も
あ
っ
た
映
門
、
菊
女
の
映
門
派
と

の
結
び
つ
き
は
、
い
か
な
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
俳
諧
の
み
な
ら
ず
、
人
々
の
豊
か
な
結
び
つ
き
と
な
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
模
様
が
垣
間
見
え
た
。
消
え
か
け
た
碑
の
文
字
に
四
苦
八
苦
し
な
が
ら
や
っ
と
紹
介

さ
せ
て
頂
く
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
有
難
く
思
う
。

「
消
え
か
け
た
文
字
蘇
る
冬
の
山
」

大
寛


