
『
山
廬
俳
諧
堂
』
復
元
建
設
費
ご
寄
付
の
お
願
い

一
般
社
団
法
人
山

廬

文

化

振

興

会

理

事

長
　

飯

田
　

秀

貴

俳
人
飯
田
蛇
笏
、
飯
田
龍
太
が
生
涯
作
句
活
動
を
し
た
住
居
「
山
廬
」
に
は
江
戸
時
代
か
ら
母
屋
南
側
に
二
階
建
て
の
土
蔵
が
建
っ
て
い
ま
し
た
。
蛇
笏
は
明
治
四
十
年

代
か
ら
こ
の
蔵
二
階
を
「
俳
諧
堂
」
と
称
し
、
な
が
く
句
会
場
と
し
て
使
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
明
治
四
十
三
年
に
は
歌
人
若
山
牧
水
が
十
一
日
間
逗
留
し
、
俳
諧
堂

で
蛇
笏
と
文
学
論
を
交
わ
し
ま
し
た
。
ま
た
、
蛇
笏
と
と
も
に
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
で
活
躍
し
た
前
田
普
羅
は
、
度
々
俳
諧
ま
で
の
句
会
に
参
加
し
、
宿
泊
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
「
雲
母
」
の
一
大
事
業
と
な
っ
た
「
寒
夜
句
三
昧
（
か
ん
や
く
ざ
ん
ま
い
）
」
の
源
流
と
な
る
句
会
「
笹
嗚
（
さ
さ
な
き
）
会
」
の
拠
点
と
な
っ
た
蔵
で
も

あ
り
ま
し
た
。
こ
の
蔵
二
階
に
蛇
笏
は
高
浜
虚
子
直
筆
の
「
山
廬
」
扁
額
を
掛
け
、
俳
諧
堂
に
集
う
俳
人
の
研
鎖
の
糧
と
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
山
廬
表
蔵

「
俳
諧
堂
」
は
飯
田
蛇
笏
、
雲
母
あ
る
い
は
山
廬
を
語
る
う
え
で
極
め
て
文
化
的
価
値
の
高
い
建
物
と
考
え
て
い
ま
す
。

昭
和
二
十
年
代
、
戦
後
の
混
乱
期
に
あ
っ
て
、
こ
の
蔵
は
解
体
さ
れ
ま
し
た
。
六
十
年
近
く
経
ち
、
こ
の
蔵
か
近
隣
の
農
家
に
移
築
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
、

具
体
的
な
調
査
の
結
果
、
老
朽
化
が
進
み
、
崩
落
の
危
険
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
山
廬
文
化
振
興
会
で
は
「
俳
諧
堂
」
復
元
を
前
提
に
、
蔵
を
一
旦
解
体
、
調
査
し
た
上
、

現
存
木
材
等
を
慎
重
に
保
管
し
て
い
ま
す
。

当
振
興
会
で
は
平
成
二
十
七
年
、
「
雲
母
」
の
前
身
で
あ
る
「
キ
ラ

△

が
創
刊
さ
れ
て
百
年
の
節
目
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
、
具
体
的
な
復
元
計
画
に
着
手
し
、

地
元
笛
吹
市
と
も
協
議
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
笛
吹
市
で
は
「
俳
句
の
里
づ
く
り
事
業
」
の
一
環
と
し
て
、
平
成
二
十
八
年
度
「
俳
諧
堂
」
復
元
の
支
援
を

決
め
、
本
体
復
元
費
の
半
額
を
補
助
し
て
い
た
だ
け
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

山
廬
文
化
振
興
会
で
は
、「
俳
諧
堂
」
復
元
の
残
り
の
資
金
に
つ
い
て
、
よ
り
多
く
の
方
々
の
ご
支
援
を
頂
く
中
で
完
成
さ
せ
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

つ
き
ま
し
て
は
、
本
趣
旨
に
ご
賛
同
の
上
、
ご
寄
付
を
賜
り
た
く
、
お
願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。

尚
、
「
山
廬
俳
諧
堂
」
が
復
元
し
た
後
は
、
俳
句
を
中
心
と
し
た
短
詩
系
の
活
動
、
講
演
会
、
さ
ら
に
文
化
活
動
の
展
示
発
表
な
ど
、「
俳
句
の
聖
地
」
に
ふ
さ
わ
し
い

施
設
と
し
て
ま
い
り
ま
す
。
ま
た
、
笛
吹
市
の
「
俳
句
の
里
」
の
拠
点
と
し
て
活
用
し
て
ま
い
り
ま
す
。

「
山
廬
俳
諧
堂
」
復
元
事
業
支
援
賛
同
者

蛇
笏
賞
受
賞
者
有
志

笛

吹

市

文

化

協
会

俳
句

結
社
「
郭
公
」

俳
句
同
人
誌
「
今
」

俳
句
同
人
誌
「
件
」

１
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俳
諧
堂
（
蔵
二
階
）
に
つ
い
て
飯
田
龍
太
や
ホ
下
ト
ギ
ス
の
俳
人
前
田
普
羅
が
随
筆
で
紹
介
し
て
い
る

蔵

二

階

の

こ

と

飯

田

龍

太

数
年
前
の
初
秋
の
こ
ろ
、
牧
水
研
究
に
く
わ
し
い
歌
人
の
大
悟
法
利
雄
氏
が
突
然
訪

ね
て
き
た
。
初
対
面
の
氏
は
、
蛇
笏
と
牧
水
の
交
遊
に
つ
い
て
、
何
か
知
っ
て
い
る
こ
と

が
あ
っ
た
ら
訊
き
た
い
、
明
治
四
十
三
年
の
今
日
は
、
牧
水
が
こ
こ
に
や
っ
て
き
た
日

で
す
、
と
云
っ
た
。

折
角
だ
が
、
私
は
氏
の
研
究
の
参
考
に
な
る
よ
う
な
こ
と
は
、
何
も
知
ら
な
い
。
せ
め

て
七
十
年
前
と
さ
し
て
変
わ
り
が
な
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
は
。
山
峡
の
空
の
い
ろ
、

山
の
姿
だ
け
で
あ
る
。

そ
れ
に
、
牧
水
が
十
日
ほ
ど
滞
在
し
た
と
い
う
庭
先
の
蔵
二
階
も
。
戦
後
間
も
な
い

こ
ろ
取
り
毀
し
て
、
い
ま
は
跡
形
も
な
い
。

こ
の
蔵
二
階
は
、
下
が
穀
倉
と
作
業
場
に
な
っ
て
い
て
、
隅
の
箱
階
段
を
上
る
と
、
二

階
は
二
十
数
畳
ひ
と
間
の
部
屋
に
な
っ
て
い
た
。
外
見
は
悪
く
な
い
が
、
震
度
一
の
地

震
も
、
正
確
に
感
知
出
来
る
建
造
物
。
そ
の
上
大
工
が
柱
の
寸
法
を
間
違
え
た
と
か
で
、

二
階
が
寸
足
ら
ず
。
止
む
な
く
梁
は
む
き
出
し
の
吹
き
抜
け
に
な
っ
て
い
た
。
し
た
が

っ
て
寒
さ
に
も
暑
さ
に
も
敏
感
に
反
応
し
た
。

そ
れ
が
俳
人
に
は
好
都
合
と
い
う
わ
け
で
も
な
か
ろ
う
が
、
寒
中
は
こ
こ
で
し
ば
し

、
ば
句
会
が
催
さ
れ
た
。
二
夜
三
夜
と
続
い
て
、
会
は
し
ば
し
ば
深
更
に
及
ん
だ
。
農
家
の

人
は
も
と
よ
り
、
医
者
、
教
員
か
ら
床
屋
さ
ん
と
、
職
業
年
齢
は
さ
ま
ざ
ま
。
三
人
に
ひ

と
つ
宛
ぐ
ら
い
の
火
鉢
を
か
こ
ん
で
、
あ
る
い
は
瞑
目
し
、
あ
る
い
は
か
っ
と
眼
を
見

ひ
ら
い
て
屋
根
裏
を
凝
視
し
、
一
語
も
発
す
る
こ
と
な
く
案
じ
入
っ
て
い
る
風
景
は
、

子
供
ご
こ
ろ
に
、
一
種
異
様
な
雰
囲
気
に
思
わ
れ
た
。

会
が
果
て
、
人
々
の
ざ
わ
め
き
と
箱
階
段
の
き
し
む
音
が
灯
と
共
に
消
え
て
か
ら
も
、

闇
に
た
つ
蔵
二
階
に
は
、
苦
悩
の
吐
息
か
充
満
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。

こ
の
部
屋
の
隅
に
は
、
大
き
な
夜
具
棚
が
あ
り
、
い
つ
も
数
人
分
の
寝
具
が
入
っ
て

い
た
。

暁
方
、
戸
口
で
人
声
が
す
る
。
出
て
み
る
と
、
顔
見
知
り
の
俳
人
で
あ
る
。
昨
晩
遅
く

こ
ち
ら
へ
着
い
た
の
で
、
あ
ち
ら
で
勝
手
に
休
ま
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
、
と
い
っ
て
、
家

人
共
々
朝
の
食
卓
に
つ
く
よ
う
な
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。（
後
段
略
）

昭
和
五
十
六
年
「
小
説
新
潮
ス
ペ
シ
ャ
ル
」
掲
載

山

嵐

に

遊

ぶ

の

紀

（
抜
粋
）

前

田

普

羅

山
中
に
倉
の

農
機

が
見
え

る
、
倉
の
前

に
は
八
九
人
の
少
年

が
遊
ん
で

居
た
。

自
分

と
蛇
笏
君
の
通
る
の
を
見
て
一
斉
に
遊
戯

を
止

め
た
が
中

か

ら
二
人

の
賢

こ
げ
な
少
年
が
進
み
出
て
蛇
笏
君

を
見
た
。

蛇
笏
君

の
息
子

違
で
あ
っ
た
。
蛇
笏
君
は
、

「
御
客
様
だ
か
ら
お
と
な
し
く
し
な
く
て
は
不
可
な
い
よ
」

と
云
ふ
。
倉
の
側
面
を
通
り
過
ぎ
る

と
高
い
花
尚
岩
の
門

柱
が
眼
に
入
る
。

門

を
入
る
と
左
手
に
ミ
ッ
チ
リ
青
緑
の
葉
を
つ
け
た

柘
榴

の
樹
が
あ
る
大

き
な
実
が
幾
つ

も
太
陽
の
如
く
箕
紅
に
輝

い
て

い
た
。
　

（
中
略
）

其
處
へ
竹

筒
一
布
両
君
が
見
え
（
中
略

）

折
々
日
影
を
洩
し
た
空
は

い
つ

か
暮

れ
初
め
巨
幹
で
暗

い
奥
座
敷
に
は

蛇
笏
君
等
の
運
動
で
此
の
山
村

に
ひ

か
れ
た
電
燈

が
灯

さ
れ
た
。
五
十
燭

だ
と
云
う
け
れ

ど
横
演
の
町
で
見

る
五
燭

程
の
光
力

し
か
な
か
っ
た
、
し

か
し
夫

れ
も
山
村

ら
し
い
気
分
で
あ

る
此

の
暗

い
電

燈
下

で
四
人
膳
を
並

べ
て
夕
食
を
し
た
。

食
事
終
っ
て
四
人

は
中
庭

を
隔
て

た
倉

の
二
階
に
移
り
打
寛
い
で
談
笑

す
る
事
に

な
っ

た
。

會
の
階
子
段

は
可

也
急
で

上
り
切
る
と
其
処
に
は
二

十
畳
程
の
座
敷
が
有
り
、
虚
子
先
生
の
書
か
れ
た
「

山
嵐

」
の
額
が
高
く
掲

げ
て
あ
る
。
自
分

の
背
後
に
は
低
い
天
守
閣
の
窓
の
様
な
窓
が
あ
る
。
肘
を

掛
け

る
と
戸

が
押

さ
れ
て
薄
暗

い
外

が
見

え
た
。
此
時
自
分
は
山
嵐
の
客

と
な
っ
た
事
を

シ
ミ
ジ
ミ
感
じ
た
。
　
　
　

（
大
正
九
年
十
一
月
七
日
夜
）

「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
大
正
九
年
十
二
月
号

- ●゙ ’
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俳
句
の
聖

地
　
山
廬

俳
諧
堂
の
復
元
は
山
梨
の
文
化
の
誇
り

公
益
財
団
法
人
山
梨
総
合
研
究
所

副
理
事
長

早

川

源

飯

田
蛇
笏
・
龍
太
は
二
代
に
わ
た
っ
て
生
涯
生
地
で
あ
っ
た
東
（

代
郡
境
川
村
小
黒

坂
（
現

笛
吹
市

）
の
地
を
離
れ
る
こ
と
か
く
句
作
を
続
け
、
格
調
高
い
名
句
を

数

多
く

紡
ぎ
だ
し
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〈

江
戸
後
期
に
建
て
ら
れ
た
蛇
笏
・
龍

太
の
旧
居
は
「
山
廬
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
前
庭
に
は
俳

諧
堂
（
表
蔵
）
が
あ
っ
て
、
高

浜
虚
子

直
筆
の
扁

額
『
山
廬
』

が
掲
げ
ら
れ
、「
雲
母
」
の
選
句
場
と
し
て
、
ま
た
俳
人
た
ち
の
研
鎖
の
場
と
か
っ
て
い
ま
し
た
。

「

幾
山
河

越
え
さ
り

ゆ
か
ば
寂
し
さ
の
：

：

」
で
有

名
な
歌

人
若

山
牧

水
は
蛇
笏
と
同

年
齢
で
あ
り
、
早

稲
田
大
学

入
学

以
来
親

交
を
深
め
て
い
ま
し
た
。

そ
の
牧
水
が
明
治

四
十
三
年
山
廬
を
訪
ね
、
長

逗
留
し
た
の
が
、
表
薇
二
階
「
俳
諧
堂
」
で
し
た
。

「
キ
ラ
ラ
」「
雲

母
」
と
続
く

俳
句
芸

術
・
文
化
の
発

信
拠
点
で
あ
っ
た
こ
の
薇
は
戦
後
の
混

乱

期
に
あ
っ
て
行

方
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
ま
し

た
。
幸
い
、
境
川

在
住
の
俳

人
雨
宮
更
聞

氏
の
調

査
に
よ
り
、
近

隣
の
農
家
に
移
築
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら

か
に
な
り
、
伝
統
的
建
造

物
の
調
査

復
元

を
数
多
く
手

掛
け
て
い
る

甲
州
市
の
石
川
工
務
所
に
よ
っ
て
慎
重
に
解

体
保
存
さ
れ
て
さ
ま
し
た
。

今
般
、
山
廬
文
化

振
興
会
で
は
、
精
神
的
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
り
、
俳

句
素
材
の
宝

庫
と
い
わ
れ
、
さ
ら
に
俳
句
愛
好
者
か
ら
「
俳
句
の
聖
地
」
と
称
え
ら

れ
て
い
る

山
廬
に
、
六
十
数
年
ぶ
り
に
薇
の
復
元
を
進
め
て
い
ま
す

。

父
子

二
代
に
わ
た
り
同
じ

地
で
活
動
し

、
そ
の
環

境
が
現

存
す
る
こ
と
は
極
め
て
稀
な
こ
と
で
す
。
蛇
笏
・
龍

太
が
愛
し
た
文

化
的
土
壌
を
大

切
に
し
、
山
梨
は

も
と
よ
り

広
く

全
国
に
、
世
界
に
、
次
の
世
代
に
、『
西
の
松

山
、
東
の
笛
吹
』
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
俳
句
文
化
の
発

信
拠
点
と
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

我
が
国
は
明

治
維
新
、
敗
戦
に
続
く
高
度
成
長
と
い
う
大
き
な
坂
道
を
の
ぼ
り

詰
め
ま
し
た
。
人
口
減
少
時
代
を
迎
え
、
成
長
か
ら
熟
成
へ
、
経
済
大
国
か
ら

文
化
の
大
国
の
時
代
へ
と
向
か
い
っ
っ
あ
り
ま
す
。

皆
様
の
ご
支
援
、
ご
協
力
を
賜
り
た
く
お
願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。

平
成
二
十
（

年
五
月

μ－
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俳
諧
堂
の
復
元

来
月
着
工

笛吹・境川「山廬」の蔵

俳
人

飯
田
蛇
笏
、
龍
太
さ
ん
父
子
が
暮
ら
し

た
笛
吹
市
　

建
物
で
、
来
年
３
月
末
に
も
完
成
す
る
見
通
し

。
関
係
者

境
川

町
小

黒
坂
の
居
宅
「
山
廬
」
敷
地
内
で

来
月

、
「
俳
　

は
「
俳
諧
堂
の
復
元
を
、
笛
吹
、
境
川
を
俳
句
の
里
と
し

諧
堂
」
と
呼

ば
れ
た
蔵
を
復
元
す
る
工

事
が
始
ま
る
。
俳
　

て

、
あ
ら
た
め
て

発
信
す
る
き
っ
か
け
に
し

た
い
」
と
し

誌
「
雲
母
」
の
発
行
所
と
な
っ
た
山
廬
の
歴
史
を
伝
え
る
　

て
い

る
。
　
　
　
　
　
　
　

〈
高
野
芳
宏
、
笠
井
憂
弥
〉

俳諧堂(蔵)の完成イメ十ジ図。奥に見えるのは母屋

蔵
の
復
元
計
画
を
進
め
て
い
る
の

は
山
廬
文
化
振
興
会
（
飯
田

秀
貴
理

事
長
）
。
蔵
は
２
階
建
て
で
、
「
俳
諧

堂
」
は
蛇
笏
が
書
斎
と
し
て
使
っ
た

２
階
を
指
す

。
明
治
・
大
正
・
昭
和

「
雲
母
」
に
関
す
る
資
料
を
展
示

、

同
市
ゆ
か
り
の
俳
人
を
テ
ー
マ

に
し

た
企
画

展
な
ど
も
行
う

。
２
階
の
多

目
的
ス

ペ
ー
ス
で

は
句
会
や
講
演
会

な
ど
を
開
く

。

一
方
、
同
市
は
俳
句
関
連
の
事
業

を
展
開

。
全
国
の
小
中
学
生

を
対
象

に

作
品
を
募
集
す
る
「
市
小

学
生
・

中
学
生
俳
句
会
」
は
今
年
、
2
0回
目

を
迎
え

る
。
講
師
が
小
学
校
に
出

向

さ
約
６
・
７

び
。
延
べ
床
面

積
は
約

い
て
俳

句
の
詠
み
方
を
指
導
す
る
出
9
4

平
方
び
。
龍
太
さ
ん
が
撮
影
し
た

前
授
業
を
開
く
ほ
か
、
昨
年
度
に
引

蔵
の
写
真
や
家
相
図
な
ど
を
参
考
に

き
続
き
俳
人
夏
井

い
つ
き
さ
ん
に
よ

復
元
図
案
を
作
成
。
以
前
使
わ
れ
て

る
俳
句
教
室
も
計
画
し
て
い
る

。

い
た
木
材
を
で

き
る
限
り
使
う
な

ど
　

市
教
委
生
涯
学
習
課
の

担
当
者
は

に

わ
た

る
作

句
活

動
の

歴

史
が

あ

忠
実
に
再
現
す
る
。
６
Ｅ
Ｕ

日
の

着
　
「
今
後
も
さ
ま

ざ
ま
な
俳

句
イ

ベ
ン

り
、
歌
Ｔ（
若
山
牧
水
ら
文
人
が
滞
在

工

を
予
定
し
、
総
事
業
費
は
約
３
７

卜
を
企
画
し

、
老
若
男
女
問
わ
ず
俳

し
た
ほ
か
、
俳

誌
「
雲
母
」
の
発
行

０
０
万
円

。
同
振
興
会
の
資
金
や
笛

句
に

親
し
ん
で

も
ら
え
る
よ
う
な
環

所
に
も
な
っ
た

。
昭
和
2
0年
代
中
ご

吹
市
か
ら
の
補
助
金
「
約
１
６
０
０

境
を
つ
く
っ
て
い
き
た
い
」
と
話
す
。

ろ
に
別
の
場
所
に
移
築
さ
れ
た
が
、

万
円
）
を
充
て
る
ほ
か
、
広
く
寄
付

飯
田
理
事
長
は
『
俳
諧
堂
を
俳
句
文

昨
年
が
「
雲
母

」
創
刊
１
０
０
周
年

を
募
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

化
の

発
信
拠
点
に
し
て
い
き
た
い

。

に
当
た
る
こ

と
も
あ
り
、
同

振
興
会
　

復
元
後
は
同
振
興
会
の
拠
点
と
し

短
歌
や
川
柳
な
ど
に
関
す
る
イ

ベ
ン

が
復
元
を
目
指
し
て
い
た

。
　
　
　

て
、
蛇
笏
や
龍
太
さ
ん
が
使
っ
た
筆

卜
も
開
催
で
き
れ
ば
い
い
」
と
話
し

復
元
す
る
蔵
は
２

階
建
て
で

、
高

や
原
稿

用

紙
な

ど
ゆ

か
り

の

品
や

て
い
る
。

来
春
完
成

蛇
笏
・
龍
太
の
遺
品
展
示
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