
不 

角 

と 

妙 

船 

 
 

―
牙
落
と
し
の
名
号
縁
起
を
め
ぐ
っ
て
ー 

浅 

野 

祥 

子  
 

一
、
立
羽
不
角 

  

立
羽
不
角
は
江
戸
中
期
の
俳
人
で
、
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
生
ま

れ
、
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
九
二
歳
で
没
し
た
。
本
業
は
本
屋
で
あ

り
、
俳
諧
の
ほ
か
に
浮
世
草
子
も
執
筆
し
て
い
る
。
不
角
の
俳
諧
は
よ

く
、
俗
と
の
批
判
を
受
け
て
い
る
。「
化
鳥
風
」
と
も
難
じ
ら
れ
た
。

し
か
し
、
紀
行
集
な
ど
で
洒
脱
な
味
わ
い
を
み
せ
る
な
ど
、
多
方
面
で

才
能
を
発
揮
し
て
い
る
。
ま
た
、「
参
勤
の
田
舎
武
士
を
中
心
と
す
る

特
殊
な
地
盤
を
築
き
、
門
人
を
多
く
擁
し
て
そ
こ
に
君
臨
し
た
」
と
あ

る
よ
う
に
、
そ
の
周
囲
に
築
か
れ
た
人
脈
は
多
彩
で
あ
り
、
そ
の
関
係

を
解
明
す
る
こ
と
は
、不
角
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
上
で
役
に
立

つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
浄
土
宗
の
寺
院
祐
天
寺
に
伝
わ
る

「
牙
落
と
し
の
名
号
の
縁
起
」（
不
角
娘
妙
船
著
、
不
角
清
書
）
の
紹

介
を
し
、
縁
起
と
、
祐
天
寺
所
蔵
の
他
の
資
料
か
ら
読
み
と
れ
る
、
不

角
の
周
囲
の
人
間
模
様
に
つ
い
て
わ
か
る
と
こ
ろ
を
記
し
て
み
た
。 

 

ニ
、
牙
落
と
し
の
名
号 

  

祐
天
寺
の
開
山
、
顕
誉
祐
天
上
人
〔
寛
永
一
四
年
（
一
六
三
七
）
～

享
保
三
年
（
一
七
一
八
）〕
の
書
す
る
名
号
は
、
上
人
在
世
中
か
ら
、

溺
死
し
そ
う
な
状
態
を
救
っ
た
り
、安
産
を
も
た
ら
す
と
い
う
利
益
が

喧
伝
さ
れ
、
万
人
が
求
め
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
中
に
は
、
名
号
の

功
徳
で
災
難
か
ら
助
か
っ
た
と
し
て
、有
名
に
な
る
名
号
も
出
て
き
た
。

た
と
え
ば
「
剣
難
七
太
刀
」
の
名
号
や
、
焼
け
ず
の
名
号
、
そ
し
て
今

回
取
り
上
げ
る
「
牙
落
と
し
の
名
号
」
な
ど
は
有
名
な
も
の
で
あ
る
。

こ
の
名
号
の
縁
起
（
由
緒
書
）
は
、
祐
天
寺
所
蔵
の
史
料
数
点
に
も
載

る
。
以
下
、
紹
介
し
な
が
ら
縁
起
の
成
立
等
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き

(

1) 

(

2) 



た
い
と
思
う
。 

 
1
、 
祐
天
寺
什
宝
「
牙
落
と
し
の
名
号
縁
起
」 

 

浄
土
宗
祐
天
寺
の
所
蔵
す
る
「
牙
落
と
し
の
名
号
縁
起
」
が
あ
る
。

表
題
は
『
牙
落
の
名

』
で
あ
る
が
、
名
号
自
体
と
区
別
す
る
意
味
も

あ
り
、
以
下
略
し
て
『
縁
起
』
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
の
本
文
を

翻
刻
紹
介
し
て
お
く
。
巻
子
本
仕
立
て
で
あ
り
、
見
返
し
に
狼
に
軸
を

突
き
付
け
る
人
物
の
絵
（
金
砂
子
装
飾
）
が
描
か
れ
て
い
る
。 

 

牙
落
の
名

 

祐
天
和
尚
牛
嶋
に
隠
遁
の
御
身
と 

な
ら
せ
給
ひ
草
室
に
ゐ
ま
そ
か
り 

け
る
時
老
女
来
て
名
号
を
請
て 

帰
け
り
其
后
彼
老
女
再
来
て
三
拝
し
て 

曰
御
さ
い
つ
こ
ろ
秩
父
へ
詣
て
侍
り
し
に 

つ
れ
に
離
れ
て
行
と
中
を
に
側
成 

藪
の
内
よ
り
狼
出
て
喰
ん
と
す
る
処
詮 

方
な
く
御
名
号
を
抜
き
て
狼
に
見
せ
て 

此
名
号
に
て
も
我
を
喰
ふ
哉
と
い
へ
は
狼 

名
号
を
見
て
頭
を
う
な
た
れ
忽
に
牙
を 

 

(

3) 

(
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落
す
其
時
恐
し
き
心
な
く
な
り
て
今
は 

御
名
号
の
力
に
て 

 
 
 

ら
む
と
思
ひ
秩 

父
の
方
へ
足
を
む
く 

 
 

狼

り
を
止
る 

而
已
か
剰
跡
か
ら
静
に
送
る
此
有
難 

御
事
命
を
助
か
り
け
る
御
名
号
の 

佛
徳
と
も
又
狼
の
落
し
け
る
牙
な
と
御 

目
に
懸
ま
い
ら
せ
む
と
持
参
仕
り
候
と
い
ふ 

時
に
祐
天
曰 

 
 

の
事
も
有
へ
き
事 

偏
に
弥
陀
時
に
御
力
と
思
ふ
へ
し
其
名
号 

狼
の
牙
は
此
方
へ
置
へ
し
と
と
ゝ
め 

置
給
ひ
新
に
名

を
書
て
賜
し
也 

其
坐
に 

 
 

妙

か
舅
松
村
半
兵
衛
有 

合
て
無
理
に
所
望
し
て
御
名
号
を
も 

狼
の
牙
も
戴
て
帰
る
そ
れ
よ
り
年 

歴
て
我
妙

に
あ
た
へ
給
ふ
を
常
よ
り 

頂

し
侍
る 

 

忠
善
隠
和
尚
と
云 

在
り
或
時
祐
天
寺
起
立
祐
海
上
人
訪 

給
ひ
て
物
語
の
序
に
上
人
宣
ふ
は
予 

小
僧
成
し
時
牙
落
の
名
号
を
師 

祐
天
大
僧
正
江
上
る
老
女
有
り
其
名
号 

師
の
方
へ
納
め
置
た
ま
ふ
定
て
人
に
再
施 

給
ひ
た
る
へ
し
其
名

の
納
る
処
を 

知
し
ら
す
と
干
時
忠
善
和
尚
の
曰
そ
の 

名
号
は
松
村
親
半
兵
衛
よ
り
嫁
む
ら 

法
名
妙

に
傳
け
り
今
に
身
を
離 

1 

上
人
聞
し
召
わ
れ
小
僧
の
間
正
に
見
聞
す
る 

の
名
号
也
哀
拝
み
申
度
よ
し 

和
尚
来
り
給
ひ
て
上
人
の
御
願
い
を
具
ニ 

あ
か
し
給
ふ
我
妙

思
へ
ら
く
独
此
名
号
を 

威
徳
あ
ら
む
よ
り
は
幾
世
の
人
の
た
め 

祐
天
寺
の
什
物
に
納
奉
ら
ん
し
か
し 

舅
半
兵
衛
よ
り
傳
来
の
名
号
を
自
ら 

心
ひ
と
つ
に
て
納
め
奉
る
は
憚
有
兎
角 

佛
意
に
住
す
へ
き
と
思
ひ
夜

の
如
来
の 

仏
前
に
て
百
万
遍
を
執
行
し
て
後
正
龍
之
介 

九
歳
ノ
供
に

を
と
ら
す 

の
次
第 

 
祐
天
寺
へ
可
納
也 

 

長
く
手
前
に
可
守
也 

 

時
節
を
可
俟
也 

(

5) 



右
三
の
内
祐
天
寺
可
納

落
け
り 

夜

り
の
如
来
と
申
奉
る
は
佛
工
安
阿
弥
陀
仏 

誓
て
昼
夜
七
日
に
彫
刻
せ
ん
と
既
七
日
の 

夜
東
天
正
に

白
ア
ケ
ナ
ン

ト
ス
何
如
誓
に
し
て 

止
シ
ぬ
左
の
御
足
削
残
り
て
拝 

 
 

さ
せ 

た
ま
ふ
此
御
佛
松
村
半
兵
衛
安
置
奉
る 

祐
天
上
人
傳
通
院
よ
り
半
兵
衛
前
を 

御
通
の
節
は
御
駕
を
立
さ
せ
給
い
毎
度 

拝
礼
さ
れ
し
如
来
に
て
お
は
し
ま
す 

大
僧
正
牛
島
に
ゐ
ま
そ
か
り
け
る
時 

半
兵
衛
は
御
心
易
召
連
し
人
也
祐
天
に 

御
縁
有
る
仏
像
故

を
も
御
仏
前
に 

お
ゐ
て
取

 

右
牙
落
の
名

狼
の
牙
共
に 

可
ト

奉
納

の
落
ち
た
る
事
偏
に 

佛
宣
に
等
け
れ
は
長
く 

祐
天
寺
江
奉
納 

 
 

老
女
の
祐
天
へ
名
号
指
上
し
時 

 
 

紙
表
具
成
し
を
半
兵
衛
改
て 

紺
布
金
泥
牙
落
御
名
号 

 
 

横
壱
寸
二
分 

長
三
寸
二
分 

 
 

天
下
和
順
脇
書 

 
 

紫
地
金
襴 

表
具 

 
 
 
 

舅
松
村
半
兵
衛 

 
 
 
 
 
 
 

法
名
徳
峰 

 
 
 
 

子
同
名
半
兵
衛 

 
 
 
 
 
 
 

法
名
光

 

 
 
 
 

光
廼
後
家
む
ら 

 
 
 
 
 
 
 

法
名
妙

 

 
 
 
 
 
 

幸
納
之

也 

右
の
趣
を
認
し
草
書
を
懐 

に
し
て
妙

来
り
我
に
清
書
を 

願
ば
予
既
古
来
稀
成
の
年 

六
年
以
前
事
也 

 
 
 

両
眼 

さ
へ 

 

の
な
ら
ひ
い
は
む
へ
け
れ 

と
も
長
く
祐
天
寺
に
納
な
は 

佛
縁
に
も
成
な
む
と 

1 
り
侍
り
ぬ 

 

牙
落
の
名
号
を
準
て 

一
葉
落
ぬ
狼
谷
の
夕
嵐 



 
 
 
 
 
 

妙

父 

 
 
 
 
 
 
 

法
眼
不
角 

 
 
 
 
 

恭
書
之 

 
 
 
 
 
 
 

（
印
） 

（
印
） 

元
文
元
年
辰
七
月
下
旬 

  

話
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。牛
島
に
隠
遁
し
て
い
る
祐
天
上

人
の
も
と
に
老
女
が
来
て
、
名
号
を
乞
い
受
け
て
帰
っ
て
い
っ
た
。
そ

の
の
ち
ま
た
や
っ
て
来
て
、
次
の
よ
う
な
話
を
語
っ
た
。
秩
父
観
音
霊

場
を
廻
っ
て
い
る
と
、あ
る
日
同
行
の
者
達
に
は
ぐ
れ
て
一
人
で
歩
い

て
い
た
。
す
る
と
い
き
な
り
藪
か
ら
狼
が
出
て
き
て
襲
っ
て
き
た
。
名

号
を
開
い
て
突
き
付
け
る
と
、狼
は
牙
を
一
枚
落
と
し
て
頭
を
垂
れ
た
。

命
拾
い
し
た
老
女
は
、秩
父
か
ら
帰
っ
て
か
ら
牙
と
名
号
を
持
っ
て
祐

天
上
人
の
も
と
に
や
っ
て
来
た
の
だ
。
す
る
と
、
祐
天
上
人
は
そ
の
名

号
と
牙
を
懇
望
し
、
代
わ
り
に
新
し
い
名
号
を
書
き
与
え
た
。
そ
の
場

に
居
合
わ
せ
た
松
村
半
兵
衛
は
二
品
を
上
人
に
懇
望
し
て
得
た
。そ
の

後
半
兵
衛
は
二
品
を
息
子
の
嫁
で
あ
る
妙

に
与
え
た
。忠
善
和
尚
と

い
う
人
が
、
祐
天
寺
二
世
祐
海
上
人
と
話
を
し
て
い
る
と
き
、
祐
海
上

人
が
小
僧
の
時
見
た
、
こ
の
名
号
の
こ
と
に
話
が
及
ん
だ
。
祐
海
上
人

が
再
び
拝
み
た
い
と
言
っ
て
い
る
こ
と
を
、忠
善
和
尚
は
妙

に
伝
え

た
。
妙

は
籤
を
息
子
に
引
か
せ
、
そ
の
結
果
に
従
っ
て
名
号
と
牙
を

祐
天
寺
に
納
め
た
。
縁
起
も
下
書
き
し
て
、
実
家
の
父
不
角
に
清
書
し

て
も
ら
い
、
共
に
納
め
た
。 

 

元
文
元
年
（
一
七
三
六
）
と
い
う
と
、
不
角
が
数
え
年
七
十
五
歳
の

と
き
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

文
中
に
九
歳
の
息
子
龍
之
介
の
事
が
出
て
く
る
。
元
文
元
年
（
一
七

三
六
）
に
数
え
年
九
歳
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
享
保
十
三
年
（
一
七
二

八
）
生
ま
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
安
田
吉
人
氏
に
よ
る
系
図
に
あ
る
「

角
（
宝
暦
以
前
、
狐
角
）
」
と
い
う
、
の
ち
に
俳
諧
師
に
な
っ
た
人
物

の
可
能
性
が
あ
る
。
安
田
氏
系
図
に
は

角
生
年
の
記
載
は
な
い
が
、

妙

に
ほ
か
に
男
子
が
あ
っ
た
と
い
う
記
述
も
な
い
の
で
、

角
だ
と

捉
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
後
述
す
る
『
続
近
世
畸
人
伝
』
は
、

妙

を
不
角
の
妹
と
す
る
誤
記
も
認
め
ら
れ
る
が
、話
の
骨
子
自
体
を

信
ず
る
な
ら
ば
、
話
中
に
登
場
す
る
息
子
も
、
同
じ
人
物
だ
と
思
わ
れ

る
。 

 

見
返
し
の
絵
の
作
者
は
不
明
だ
が
、
『
俳
家
大
系
図
』
に
は
「
書
画

ヲ
善
ス
」
と
あ
り
、
不
角
の
画
と
も
考
え
ら
れ
る
。

原
退
蔵
氏
も
不

角
は
「
書
画
等
を
も
よ
く
し
た
ら
し
い
」
と
さ
れ
る
。 

  

(
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２
、
『
祐
天
大
僧
正
利
益
記
』 

 
文
化
五
年（
一
八
〇
八
）刊
行
の
こ
の
書
は
、祐
天
上
人
の
事
績
を
、

深
く
帰
依
し
て
い
た
織
田
丹
後
侯
の
家
臣
、寺
田
市
右
衛
門
と
い
う
者

が
書
き
留
め
て
置
い
た
も
の
を
、祐
天
寺
二
世
祐
海
上
人
が
写
し
置
き
、

そ
れ
に
祐
天
寺
六
世
祐
全
上
人
が
加
筆
し
て
成
立
し
た
も
の
で
、上
中

下
三
巻
か
ら
成
る
。祐
天
上
人
の
周
り
で
起
き
た
奇
瑞
が
多
数
記
録
さ

れ
て
い
る
。 

 

上
巻
に
納
め
ら
れ
る
「
名

威
力
の
事
」
と
い
う
話
が
、
『
縁
起
』

と
同
じ
話
を
取
り
上
げ
て
い
る
。 

 

一
元
禄
の
初
の
事
な
り
し
が
。
江
戸
の
老
女
何
何
某
。
師
の
徊
室
に
来

り
て
教
を
受
。
名
号
を
拝
受
し
て
帰
り
し
後
。
都
下
の
男
女
数
人
を
か

た
ら
ひ
。
秩
父
観
世
音
の
霊
場
を
巡
礼
せ
し
に
。
一
日
か
の
老
女
同
行

に
お
く
れ
て
。
唯
ひ
と
り
た
ど
り
行

に
。
道
の

の
藪
の
中
よ
り
。

狼
走
り
出
。
追
ひ
来
り
て
く
ら
ひ
つ
か
ん
と
す
。
老
女
恐
ろ
し
さ
い
ふ

斗
な
く
。
高
聲
に
念
佛
を
唱
へ
。
ゑ
り
か
け
に
せ
し
師
の
名
号
を
取
り

出
し
。
狼
の
鼻
先
に
か
ざ
し
け
れ
ば
。
さ
し
も
猛
き
獣
も
名
号
の
威
力

に
や
感
じ
け
ん
。
忽
ち
頭
を
た
れ
て
。
大
地
に
ひ
れ
ふ
し
。
壱
枚
の
牙

を
落
し
ぬ
。
夫
よ
り
は
怖
畏
の
心
な
く
成
て
。
其
牙
を
拾
ひ
。
念
仏
し

な
が
ら
歩
み
ゆ
け
ば
。
狼
も
静
に
後
を
し
た
ひ
て
送
り
け
る
と
ぞ
。
老

女
不
思
議
に
危
き
難
を
の
が
れ
て
。
身
を
全
ふ
せ
し
は
。
偏
に
念
仏
の

利
益
。
師
の
徳
行
の
い
た
す
所
也
と
あ
り
が
た
く
て
。
牛
嶋
の
庵
室
に

来
り
。始
末
を
具
に
申
の
べ
。狼
の
牙
を
も
師
の
高
覧
に
備
へ
け
る
に
。

江
戸
中
橋
。
松
村
半
兵
衛
と
い
ふ
者
。
其
坐
に
在
て
。
老
女
の
物
語
を

聞
。
頻
り
に
懇
望
し
て
。
其
名
号
と
狼
の
牙
を
ゆ
ず
ら
れ
て
。
年
久
し

く
護
持
せ
し
が
。後
に
倅
半
兵
衛
が
妻
後
に
出
家
し
て
妙

と
い
ふ
に
あ
た

へ
け
る
。
此
妙
廼
は
俳
諧
の
宗
匠
法
眼
不
角
が
女
な
り
。
然
る
に
祐
海

和
尚
、
其
名
号
を
敬
慕
し
て
。
拝
見
せ
ば
や
と
聞
え
け
れ
ば
。
妙
廼
ひ

そ
か
に
お
も
ふ
や
う
。
か
ゝ
る
霊
験
の
名
号
。
わ
ら
は
が
所
持
せ
ん
よ

り
。
祐
天
寺
に
納
め
置
ば
。
多
く
の
日
と
の
結
縁
と
な
る
べ
し
。
さ
れ

ど
舅
の
譲
り
を
受
し
宝
物
を
。
我
ま
ま
に
は
斗
ひ
が
た
し
と
て
。
本
尊

前
に
て
。
御
籤
を
取
て
。
佛
勅
に
任
せ
て
。
右
の
二
種
を
。
祐
天
寺
に

納
め
て
。
什
宝
と
せ
り
。
其
時
妙

縁
起
を
下
書
し
て
。
父
不
角
に
清

書
を
頼
み
。
是
を
添
て
納
め
け
り
。
縁
起
の
お
く
に
不
角
が
発
句
あ
り 

 

ひ
と
葉
落
ぬ
狼
谷
の
夕
嵐 

  

狼
に
出
逢
っ
た
時
の
展
開
は
、
『
縁
起
』
と
ほ
ぼ
一
緒
で
あ
る
。
違

う
と
こ
ろ
は
、 

Ａ 
『
縁
起
』
で
は
、
「
老
女
の
話
を
聞
い
た
祐
天
上
人
が
名
号
と
狼

の
牙
を
望
み
、
老
女
よ
り
受
け
取
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
に
新
し
い
名
号

(
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を
書
い
て
老
女
に
与
え
た
。
そ
れ
を
更
に
、
そ
の
場
に
い
た
松
村
半
兵

衛
が
懇
望
し
て
、
名
号
と
狼
の
牙
を
い
た
だ
い
た
」
と
い
う
経
緯
を
辿

る
が
、
『
利
益
記
』
で
は
、
祐
天
上
人
が
老
女
か
ら
二
品
を
請
い
受
け

た
過
程
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
多
く
の
話
を
集
成
し
て
載

せ
て
い
る
『
利
益
記
』
と
し
て
は
話
を
簡
略
化
し
た
か
っ
た
た
め
、
過

程
を
省
略
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。 

 

Ｂ 

妙
船
が
籤
を
引
い
た
の
は
、
『
利
益
記
』
で
は
「
本
尊
」
と
な
っ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
『
縁
起
』
に
よ
り
、
妙
船
の
護
持
す
る
本
尊
で
、

「
夜

り
の
弥
陀
」
の
前
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
「
夜

り

の
弥
陀
」
に
つ
い
て
は
『
縁
起
』
文
中
に
説
明
が
あ
る
が
、
こ
の
阿
弥

陀
像
も
の
ち
に
祐
天
寺
に
納
め
ら
れ
て
、そ
の
縁
起
も
不
角
が
書
い
て

い
る
。 

  

細
部
に
以
上
の
よ
う
な
差
異
、
詳
し
さ
の
違
い
は
あ
る
が
、
発
句
ま

で
一
致
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
『
利
益
記
』
筆
者
は
「
牙
落
と
し
の

名
号
縁
起
」
を
よ
く
知
っ
た
上
で
本
文
を
書
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

『
利
益
記
』
の
序
に
は
、
祐
海
が
校
閲
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

う
で
あ
る
な
ら
ば
い
か
に
も
と
納
得
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

３
、
『
目
黒
祐
天
寺
宝
物
記
』 

 

成
立
年
代
は
わ
か
ら
な
い
が
、
祐
天
寺
宝
物
を
記
し
た
書
で
あ
る
。

こ
の
中
に
「
狼
牙
落
名

」
と
、
そ
の
い
わ
れ
が
書
か
れ
て
い
る
。 

 
 

祐
天
大
僧
正
筆 

 
 

一
狼
牙
落
名

 

右
名
号
ハ
或
老
女
秩
父
巡
礼
の
節
道
供
に
お
く
れ
独
り
山
路
に

た
と
り
し
時
偏
な
る
藪
の
中
よ
り
狼
出
て
恐
敷
口
を
開
き
老
女

を
喰
ん
と
す
老
女
も
詮
方
な
く
必
至
と
覚
悟
し
兼
て
所
持
せ
し

祐
天
の
名
号
を
懐
中
よ
り
取
出
し
狼
に
む
か
い
一
心
に
念
し
け

れ
は
さ
し
も
た
け
き
狼
の
名
号
を
見
て
忽
ち
に
頭
を
た
れ
牙
を 

落
し
ぬ
夫
よ
り
怖
し
き
心
な
く
な
り
道
を
行
に
狼
怒
り
を
止
る

の
み
か
な
れ

し
く
静
に
跡
を
送
り
し
か
か
ろ
ふ
し
て
命
助

り
帰
り
て
件
の
趣
を
祐
天
に
拝
謝
し
け
れ
共
こ
れ
全
く
名
号
の

利
益
と
何
時
か
信
心
力
の
感

す
る

な
り 

 

て
我
力
に
あ

ら
す
斯
る
現
益
を
蒙
る
迄
弥
菩
提
を
増
進
す
へ
し
と
教
示
し
給

ふ
其
後
松
村
半
兵
衛
後
家
妙

に
傳
ひ
其
父
法
眼
不
角
に
記
縁 

を
書
し
ぬ
当
寺
江
奉
納
有
奥
に
不
角
の
句
有
り 

 
 

一
葉
落
ぬ
狼
谷
の
夕
嵐 

右
三
品
は
文
化
十
三
年
子
六
月
中
大
奥
江
奉
差
上
候
儀
も
有
之 

 

(
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『
縁
起
』
及
び
『
利
益
記
』
と
、
記
述
で
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
は
無
い
。

最
後
に
加
え
ら
れ
て
い
る
内
容
は
、
狼
の
牙
、
名
号
、
縁
起
の
三
点
を

文
化
十
三
年
（
一
八
一
六
）
に
大
奥
へ
お
持
ち
し
て
お
見
せ
し
た
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 

三
、 

不
角
娘
、
妙
船 

 

 

『
続
近
世

人
伝
』
に
よ
る
と
、
妙
船
は
た
い
へ
ん
仏
道
に
深
く
帰

依
し
た
人
で
あ
っ
た
ら
し
い
。妙
船
が
夕
方
に
経
文
を
読
ん
で
い
る
と
、

頭
上
に
光
明
が
輝
き
、ま
た
背
後
よ
り
光
が
差
す
と
い
う
こ
と
が
幾
度

も
あ
っ
た
。そ
れ
は
信
仰
心
が
篤
い
故
だ
と
い
う
評
判
が
立
っ
た
が
妙

船
は
、
罪
深
い
我
が
身
に
そ
の
よ
う
な
奇
瑞
が
現
れ
る
わ
け
が
な
い
、

魔
物
の
仕
業
で
あ
ろ
う
と
、
深
く
悲
し
み
ま
し
た
。
あ
る
夕
暮
れ
、
仏

間
の
二
階
で
不
審
な
音
が
す
る
の
で
息
子
に
確
か
め
さ
せ
た
と
こ
ろ
、

古
狐
が
逃
げ
去
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
を
聞
い
て
妙
船
は
、
や
は
り
そ
う

で
し
た
か
と
、
ま
す
ま
す
信
仰
心
を
固
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

俗
受
け
を
す
る
俳
諧
に
終
始
し
た
不
角
に
較
べ
、妙
船
は
真
摯
に
仏

道
に
心
を
御
寄
せ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
逸
話
で
あ
る
。妙
船
の
法
号
が

祐
天
寺
の
過
去
帳
に
載
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
揚
げ
て
お
く
。 

 

宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
七
月
七
日
を
命
日
と
し
て
、
「
松
誉
孤
残

妙

信
女
」
。
特
記
事
項
（
寄
進
）
と
し
て
「
夜

本
尊
」
。
施
主
は

「
松
村
半
兵
エ
」
。
父
不
角
を
見
送
っ
て
わ
ず
か
１
ケ
月
の
ち
に
逝
去

し
た
の
で
あ
る
。 

 

特
記
事
項
、
施
主
を
同
じ
く
す
る
法
号
が
も
う
一
つ
あ
る
。
享
保
十

八
年
（
一
七
三
三
）
九
月
十
八
日
を
命
日
と
す
る
、
「
眞
誉
峯
月
光

信
士
」
で
あ
る
。
『
縁
起
』
奥
書
に
、
「
光

後
家
む
ら 

法
名
妙

」

と
書
い
て
あ
る
の
を
考
え
る
と
、こ
れ
が
妙
船
の
夫
の
法
号
と
思
わ
れ

る
。
安
田
氏
制
作
の
系
図
に
、
妙
船
が
「
元
文
以
降
、
妙
船
」
（
元
文

元
年
は
一
七
三
六
年
）
と
あ
る
事
を
考
え
る
と
、
妙
船
は
夫
の
没
後
出

家
し
、
法
号
を
受
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

以
下
に
、検
証
し
た
資
料
に
よ
っ
て
わ
か
る
範
囲
で
こ
の
家
の
系
図
を

ま
と
め
て
お
く
。こ
れ
は
今
回
調
査
し
た
資
料
に
限
っ
て
ま
と
め
た
も

の
で
あ
り
、
安
田
氏
制
作
の
系
図
に
よ
る
と
、
妙
船
に
は
ほ
か
に
娘
も

二
人
い
た
よ
う
な
の
で
、
付
記
し
て
お
く
。 

 

徳
峰 

 
 
 
 
 

眞
誉
峯
月
光
船
信
士 

 

（
松
村
半
兵
衛
） 

（
松
村
半
兵
衛
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

龍
之
介 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（

角
） 

不
角 

 
 

松
誉
孤
残
妙

信
女 

 

（
む
ら
）



四
、 

不
角
の
後
援
者
、
池
田
綱
政 

 

 

権
力
に
進
ん
で
近
づ
い
た
不
角
の
門
人
に
は
大
名
も
い
た
と
い
う
。

備
前
岡
山
藩
主
、
池
田
綱
政
は
、
そ
の
中
で
も
代
表
格
で
あ
る
。
夜
原

氏
は
前
掲
論
文
で
、
元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
）
成
立
の
『
蠅
袋
』
を

紹
介
し
て
、
不
角
が
門
人
で
あ
る
池
田
侯
（
俳
名
備
角
）
の
供
を
し
て

京
都
に
行
っ
た
と
き
、
途
中
備
角
の
旅
舎
で
の
、 

 
 
 

短
夜
ぞ
不
角
行
て

い
明
逢

あ

す

は
う 

 
 
 
 

備
角 

 
 
 

蚊
も
歯
の
た
ゝ
ぬ
か
し
こ
ま
り

 
 
 
 
 

不
角 

と
い
う
応
酬
を
あ
げ
て
、
「
幇
間
的
な
卑
屈
な
態
度
」
と
評
さ
れ
る
。

し
か
し
、
不
角
の
門
人
は
千
人
に
あ
ま
り
、
「
千
翁
」
と
自
称
し
た
と

い
う
。 

 

こ
の
池
田
綱
政
は
、
実
は
「
牙
落
と
し
の
名
号
縁
起
」
を
蔵
す
る
祐

天
寺
と
は
深
い
縁
を
持
つ
人
物
で
あ
っ
た
。 

 

五
、 

綱
政
と
祐
天
寺 

 

 

池
田
綱
政
（
一
六
三
八
～
一
七
一
四
）
は
、
池
田
光
政
の
長
男
と
し

て
生
ま
れ
た
。
賢
君
と
し
て
名
高
い
父
と
は
異
な
り
、
「
性
格
我
儘
で

学
問
・
政
事
を
好
ま
ず
、
か
ぶ
き
者
を
近
づ
け
女
色
を
好
ん
だ
」
と
い

う
。
し
か
し
、
「
能
楽
・
和
歌
・
絵
画
・
蹴
鞠
な
ど
」
「
や
さ
し
き
道
」

を
好
む
「
公
家
的
文
化
大
名
」
だ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
佛
教
も
信
奉

し
た
と
い
う
。
綱
政
の
我
が
儘
に
は
、
母
は
本
多
忠
刻
と
千
姫
の
間
に

生
ま
れ
た
勝
子
で
、家
康
の
血
を
引
く
家
柄
で
あ
る
と
い
う
慢
心
も
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。 

綱
政
の
子
は
七
〇
人
を
数
え
た
が
、そ
の
中
の
三
人
の
女
子
が
特
に
祐

天
上
人
へ
の
篤
い
信
仰
を
持
ち
、或
い
は
嫁
ぎ
先
で
信
者
を
増
や
し
て

い
る
の
で
あ
る
。 

 

綱
政
の
俳
諧
の
師
、不
角
が
祐
天
寺
と
関
わ
り
が
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
も
、
（
妙
船
に
と
っ
て
は
純
粋
な
信
仰
の
証
で
あ
っ
て
も
、
）
或
い

は
、
不
角
の
脳
裏
に
は
、
後
援
者
の
縁
の
方
達
が
信
仰
し
て
い
る
寺
院

だ
と
い
う
意
識
が
働
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

以
下
、
時
代
が
降
る
人
物
も
含
ま
れ
る
が
、
こ
の
系
統
の
う
ち
、
祐
天

寺
と
関
わ
る
人
物
を
あ
げ
て
い
っ
て
み
よ
う
。 

（
ア
）
山
内
家
と
の
関
係 

「
松
平
（
山
内
）
土
佐
守
豊
房
が
室
」
（
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
）

と
記
さ
れ
た
女
子
は
、
祐
天
寺
過
去
帳
に
は
「
玉
仙
院
殿
天
蓮
社
法
誉

至
心
香
曜
大
法
尼
」
と
法
号
が
記
さ
れ
る
（
俗
名
菊
子
）
。
玉
仙
院
は
、

延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
に
祐
天
寺
に
勤
行
用
の
釣
り
鐘
（
差
し
渡
し

二
尺
五
寸
）
を
寄
進
す
る
な
ど
、
大
き
な
寄
与
を
し
た
人
物
で
あ
る
。

(
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祐
天
寺
墓
地
に
墓
が
あ
る
。 

 
ま
た
、
十
二
代
豊
資
正
室
豊
子
（
「
祐
仙
院
殿
雲
峰
霊
彩
大
姉
」
）

は
、
池
田
斉
政
長
女
で
あ
り
、
祐
天
寺
に
葬
ら
れ
る
。 

（
イ
）
立
花
家
と
の
関
係 

「
立
花
飛
騨
守
鑑
任
が
室
」
（
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
）
と
記
さ
れ

た
女
子
は
、
祐
天
寺
過
去
帳
に
は
「
馨
香
院
殿
蓮
誉
宝
池
□
映
大
姉
」

と
法
号
が
記
さ
れ
る
。
筑
前
柳
川
の
城
主
、
立
花
鑑
任
（
霊
明
院
）

に
嫁
い
だ
。
鑑
任
の
息
、
貞

が
家
督
を
継
い
だ
が
、
そ
の
娘
（
母

は
白
井
氏
）
が
毛
利
重
就
（
ウ
参
照
）
の
正
室
と
な
っ
た
。
こ
れ
が

「
瑞
泰
院
殿
祐
蓮
社
高
誉
豊
安
壽
映
大
禅
定
尼
」
〔
明
和
六
年
四
月

寂
（
一
七
六
九
）
〕
で
あ
り
、
の
ち
に
祐
天
寺
に
常
念
仏
堂
一
宇
を

建
立
し
た
人
物
で
、
祐
天
寺
境
内
に
顕
彰
碑
が
建
っ
て
い
る
。 

（
ウ
）
毛
利
家
と
の
関
係 

 

「
松
平
（
毛
利
）
長
門
守
吉
元
が
室
」
（
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
）

と
記
さ
れ
た
女
子
は
、
祐
天
寺
過
去
帳
に
は
「
養
心
院
殿
浄
室
貞
観

大
禅
尼
」
と
法
号
が
記
さ
れ
る
。
こ
の
夫
、
吉
元
か
ら
数
え
て
三
代

目
の
当
主
が
重
就
で
あ
り
、
（
イ
）
で
出
た
瑞
泰
院
の
夫
で
あ
る
。

瑞
泰
院
は
毛
利
家
に
信
仰
を
広
め
、
一
族
は
元
よ
り
、
毛
利
家
奥
女

中
の
中
に
も
祐
天
寺
過
去
帳
に
法
号
の
み
え
る
者
は
多
い
。 

 

さ
ら
に
、
瑞
泰
院
の
娘
の
う
ち
一
人
は
、
山
内
豊

の
室
と
な
り

（
観
月
院
殿
翠
顔
妙
薫
大
姉
）
、
再
び
（
ア
）
の
山
内
家
に
祐
天
信

仰
が
興
隆
す
る
糸
口
と
な
っ
た
（
祐
天
寺
に
こ
の
人
物
の
像
牌
を
蔵

し
て
い
た
）
。
豊
母
と
観
月
院
の
間
の
娘
、
随
岸
院
殿
恵
光
智
天
大

童
女
（
岩
姫
）
の
墓
も
、
祐
天
寺
に
あ
っ
た
。
瑞
泰
院
の
も
う
一
人

の
娘
は
、
有
馬
頼
貴
に
嫁
し
た
。
養
源
院
と
号
す
る
こ
の
夫
人
の
顕

彰
碑
は
、
母
の
随
泰
院
の
碑
と
並
ん
で
現
在
も
祐
天
寺
境
内
に
建
っ

て
い
る
。
有
馬
家
に
も
、
こ
の
養
源
院
を
中
心
と
し
て
祐
天
信
仰
は

あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

祐
天
上
人
は
増
上
寺
三
十
六
世
と
し
て
六
代
将
軍
家
宣
公
の
葬

儀
の
導
師
も
勤
め
、
庶
民
か
ら
も
広
く
信
仰
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、

大
名
家
も
こ
ぞ
っ
て
帰
依
し
た
。
そ
れ
は
、
弟
子
の
祐
海
上
人
が
祐

天
寺
を
起
立
し
て
か
ら
も
（
時
期
に
よ
っ
て
多
少
の
差
は
あ
っ
て

も
）
継
続
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
こ
の
人
々
は
、
親
戚

は
姻
戚
関
係
に
よ
っ
て
信
仰
を
伝
え
合
っ
て
い
っ
た
典
型
的
な
例

と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

 

（
ア
）
～
（
ウ
）
の
中
に
は
時
代
が
降
る
人
物
も
含
ま
れ
て
い
る

が
、
（
ア
）
の
玉
仙
院
は
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
没
で
あ
り
、
不

角
と
同
じ
時
代
を
生
き
て
い
る
。
（
イ
）
の
瑞
泰
院
も
没
年
は
不
角

よ
り
十
六
年
降
る
だ
け
で
あ
る
。 

(

15) 

(

16) 



不
角
が
祐
天
寺
へ
納
め
る
縁
起
を
書
い
た
の
は
取
り
立
て
て
祐
天

寺
へ
信
仰
を
抱
い
て
い
た
と
い
う
わ
け
か
ら
で
は
な
く
、
娘
妙
船
の

頼
み
に
よ
る
も
の
だ
が
、
有
力
な
弟
子
、
池
田
侯
の
子
女
が
信
仰
し

て
い
る
寺
院
だ
と
い
う
意
識
は
、
働
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
池
田
侯

と
不
角
と
の
関
係
が
初
め
て
資
料
に
表
れ
る
の
は
元
禄
八
年
（
一
六

九
五
）
不
角
編
の
『
俳
諧
水
車
』
で
あ
る
。
旅
に
供
し
た
こ
と
も
あ

り
、
親
交
の
深
い
池
田
侯
の
周
辺
の
こ
と
な
ら
ば
、
不
角
は
よ
く
知

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
不
角
自
身
念
仏
び
い
き
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
ふ
し
も
あ

る
。
『
笠
の
蠅
』
に
は
、
好
角
の
仏
教
の
論
理
を
詠
ん
だ
句
に
つ
い

て
、
「
扨
も
し
さ
い
な
る
事
を
云
好
角
哉
達
磨
の
九
年
面
壁
も
固
案

す
れ
は
念
仏
の
足
代
な
り
と
予
か
念
仏
贔
屓
し
て
行
」
と
い
う
く
だ

り
が
あ
る
。
会
話
上
の
修
辞
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
念
仏

嫌
い
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。 

  

以
上
、
不
角
と
妙
船
、
池
田
侯
に
つ
い
て
目
に
付
い
た
資
料
か
ら
、

い
さ
さ
か
関
係
を
ま
と
め
て
み
た
も
の
で
あ
る
。
今
回
は
祐
天
寺
に

関
わ
る
資
料
を
中
心
と
し
た
調
査
に
留
ま
っ
た
。
調
査
不
足
を
お
許

し
い
た
だ
き
、
先
学
の
御
教
示
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
史
料
の
翻
刻
に
あ
た
っ
て
大
正
大
学
教
授
小
此
木
輝
之
先

生
、
加
治
由
行
氏
に
多
く
の
ご
教
示
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
厚
く
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

（
祐
天
寺
研
究
員
） 

    

(

17) 

(

18) 



注 

(
1) 

鈴
木
勝
忠
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』 

(

2) 
『
江
戸
名
所
図
会
』「
祐
天
寺
」
の
項
に
は
、「
開
山
大
僧
正
書
写
六
字

 

名

 
奇
特
尤
多
、
就
中
剣
難
七
太
刀
身
代
名

、
狼
牙
落
名

、
火
中

出
現
不
焼
名

、
疱
瘡
守
名

等
の
現
益
は
普
く
世
に
し
る
所
也
」
と
あ
る
。 

(

3) 

祐
天
上
人
は
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
に
増
上
寺
を
隠
遁
し
、
元
禄
十

 

二
年
（
一
六
九
九
）
に
大
巌
寺
住
職
に
な
る
ま
で
、
牛
島
、
石
原
に
草
庵 

 

を
営
み
、
暮
ら
し
て
い
た
。 

(

4) 

秩
父
札
所
巡
り
は
、
江
戸
時
代
成
立
と
い
う
説
も
あ
っ
た
が
、
長
享
二

 

年
（
一
四
八
八
）
の
秩
父
札
所
番
付
が
発
見
さ
れ
、
そ
の
頃
に
は
始
ま
っ

 

て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
（
矢
島
浩
『
秩
父
観
音
霊
場
研
究
序
説
』
豊
昭
学

 

園
、
一
九
六
六
年
） 

(

5) 

子
供
は
無
心
な
の
で
、
籤
を
引
く
と
神
仏
の
意
志
を
伝
え
や
す
い
と
思

 

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

(

6) 

「
立
羽
不
角
年
譜
考
」『
調
布
学
園
女
子
短
期
大
学
紀
要
』30

号
、
平 

 

成
十
年
三
月
二
十
日 

(

7) 

生
川
春
明
編
、
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
刊
（『
近
世
人
名
録
集
成
』
森

 

三
ほ
か
編
、
勉
誠
社
、
昭
和
五
一
年
所
収
） 

(

8) 

「
享
保
俳
諧
の
三
中
心
」（『

原
退
蔵
著
作
集
』
四
巻
三
六
一
頁
） 

(

9) 

序
文
に
よ
る
。 

(

10) 

寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）
奉
納
（『
祐
天
寺
寺
録
撮
要
』
二
） 

(

11) 

夜
余
り
の
弥
陀
は
祐
天
寺
に
奉
納
さ
れ
て
後
経
堂
の
本
尊
と
さ
れ
て
い

 

た
が
、
明
治
二
十
七
年
（
一
八
九
四
）
の
火
災
の
折
に
経
堂
と
共
に
羅
災
。

 

不
角
筆
の
縁
起
の
こ
と
は
、『
祐
天
寺
寺
録
撮
要
』
二
に
記
さ
れ
る
。 

(

12) 

『
三
百
藩
藩
主
人
名
事
典
』
藩
主
人
名
事
典
編
纂
委
員
会
、
新
人
物
往

 

来
社
、
一
九
八
六
年 

(

13) 

『
本
堂
過
去
霊
名
簿
』（
祐
天
寺
蔵
） 

(

14) 

『
祐
天
寺
寺
録
撮
要
』（
祐
天
寺
蔵
）
に
よ
る
。 

(

15) 

『
江
戸
大
名
墓
総
覧
』
秋
元
茂
陽
、
金
融
界
社
、
平
成
十
年
に
も
掲
載
。 

(

16) 

明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
八
月
二
十
八
日
上
棟
。
瑞
泰
院
の
没
後
、
そ

 

の
遺
志
に
よ
り
追
福
の
た
め
建
立
さ
れ
た
。『
祐
天
寺
寺
録
撮
要
』
二
（
祐

 

天
寺
蔵
） 

(

17) 

安
田
吉
人
「
立
羽
不
角
年
譜
考
」
二
、『
調
布
日
本
文
化
』
十
号
、
平
成

 

十
二
年
三
月 

(

18) 

元
禄
十
四
年
（
一
七
〇
一
）
五
月
、
岡
山
に
発
つ
備
角
の
見
送
り
を
兼

 

ね
て
、
俳
友
好
柳
・
好
角
と
江
ノ
島
・
鎌
倉
・
金
沢
方
面
に
行
っ
た
と
き 

 

の
紀
行
。『
関
東
俳
諧
叢
書
』
十
一
巻
（
加
藤
定
彦
、
外
村
展
子
編
、
関
東

 

俳
諧
叢
書
刊
行
会
、
一
九
九
五
年
）
所
収 

 

参
考
資
料
は
敬
称
を
略
さ
せ
て
い
た
だ
い
た 


