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鯖
大
師
伝
説
の
変
容

関 

根
　
綾 

子

◆ キーワード　鯖大師／行基／弘法大師／四国遍路／高僧伝説

は
じ
め
に

　

鯖
大
師
伝
説
は
高
僧
伝
説
の
一
つ
で
あ
る
。
旅
僧
が
塩
鯖
の
荷
を
積
ん
だ

馬
子
に
鯖
を
乞
う
が
、
馬
子
は
拒
否
す
る
。
僧
が
呪
歌
を
唱
え
る
と
馬
の
腹

が
病
ん
で
し
ま
う
。
馬
子
が
鯖
を
渡
す
と
僧
は
再
び
呪
歌
を
唱
え
、
馬
は
元

通
り
に
な
る
と
い
う
の
が
梗
概
で
あ
る
。
こ
の
伝
説
は
徳
島
県
海
部
郡
海
陽

町
に
あ
る
、
四
国
霊
場
番
外
札
所
の
鯖
大
師
本
坊
（
八
坂
寺
）
の
縁
起
と
し

て
も
知
ら
れ
て
い
る
。

　

柳
田
国
男
が
、「
海
岸
の
住
民
が
魚
を
捕
り
、
内
陸
と
交
易
を
す
る
際
に

境
の
神
に
魚
を
お
供
え
し
た
風
習
が
生
成
の
基
盤
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
」

と
解
釈
し
て
以
降）

（
（

、
阪
口
保
氏）

2
（

、
五
来
重
氏）

（
（

な
ど
も
、
伝
説
の
発
生
を
主

な
問
題
に
し
て
き
た
。

　

花
部
英
雄
氏
は
鯖
大
師
の
呪
歌
が
室
町
時
代
の
文
献
に
見
ら
れ
、
現
在

で
も
呪
歌
が
伝
説
と
は
独
立
し
て
、
馬
の
腹
痛
を
治
す
唱
え
言
と
し
て
各

地
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
馬
の
腹
病
み
を
治
す
呪
歌
が
最
初
に

あ
り
、
後
に
伝
説
が
生
成
し
た
」
と
論
じ
て
い
る
（
４
）。

伝
承
者
の
点
は
再
考

す
べ
き
で
あ
る
が
、
呪
歌
が
先
に
あ
り
、
伝
説
が
付
随
し
た
と
い
う
生
成

説
は
筆
者
も
同
感
す
る
。

　

本
稿
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
江
戸
時
代
で
は
鯖
大
師
伝
説
の
僧
名
は
行

基
で
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
弘
法
大
師
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
伝
承
の
相
違

で
あ
る
。

　

こ
の
点
は
柳
田
国
男
も
疑
問
に
思
っ
た
ら
し
く
、
論
文
の
冒
頭
で
「
弘

法
大
師
に
も
（
行
基
と
―
論
者
注
）
同
じ
奇
蹟
は
折
々
あ
っ
た
の
だ
が
、

さ
す
が
に
そ
の
信
仰
の
中
心
地
（
四
国
霊
場
の
こ
と
―
論
者
注
）
で
は
、

こ
れ
は
や
や
あ
り
が
た
迷
惑
で
あ
っ
た
も
の
か
、
こ
こ
ば
か
り
は
こ
れ
を

本
職
の
行
基
に
委
ね
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
」
と
鯖
大
師
伝
説
が
弘
法
大

師
信
仰
に
不
都
合
だ
っ
た
た
め
、
行
基
の
ま
ま
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

　

行
基
か
ら
弘
法
大
師
に
変
化
し
た
こ
と
に
つ
い
て
鈴
木
棠
三
氏
は
、

大
師
信
仰
が
普
及
し
、
札
所
巡
礼
が
組
織
化
さ
れ
る
反
面
で
、
勧
進
聖

の
社
会
的
存
在
意
義
が
失
わ
れ
、
む
し
ろ
乞
食
に
ま
で
零
落
し
て
行
っ

た
た
め
、
そ
れ
ま
で
の
行
基
を
弘
法
大
師
に
す
り
変
え
る
こ
と
が
多
く

な
っ
て
行
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る）

（
（

。
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と
、
弘
法
大
師
へ
と
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
は
、
大
師
信
仰
の
普
及
が

原
因
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
察
し
て
い
る
。

　

ま
た
行
基
と
弘
法
大
師
伝
承
の
つ
な
が
り
を
調
べ
た
米
山
孝
子
氏
は
、

九
世
紀
末
に
作
ら
れ
た
『
贈
大
僧
正
空
海
和
上
伝
記
』
を
考
察
し
、

修
行
に
よ
っ
て
体
得
し
た
聖
人
的
要
素
の
神
通
力
と
か
、
結
果
的
に
は

大
僧
正
位
を
得
た
こ
と
等
の
共
通
す
る
要
素
を
強
調
す
る
上
で
、
行
基

の
後
継
を
暗
示
す
る
説
話
が
必
要
で
あ
っ
た
。

と
弘
法
大
師
が
行
基
の
後
継
者
で
あ
る
と
い
う
説
話
を
説
明
す
る
。
そ
し

て
鯖
大
師
が
行
基
か
ら
弘
法
へ
と
変
容
し
た
理
由
と
し
て
は
、「
真
言
宗
の

勢
力
拡
大
を
は
か
る
祖
師
伝
説
化
と
教
界
の
布
教
活
動
に
よ
る
と
こ
ろ
が

大
き
い
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る）

6
（

。

　

鈴
木
棠
三
氏
、
米
山
孝
子
氏
が
論
じ
る
よ
う
に
、
行
基
か
ら
弘
法
大
師

へ
と
変
容
し
た
理
由
と
し
て
は
、
大
師
信
仰
や
真
言
宗
の
布
教
が
大
き
く

関
与
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

で
は
い
つ
頃
変
容
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
鯖
大
師
伝
説
が
、
行
基

か
ら
弘
法
大
師
へ
変
容
す
る
要
因
は
、
大
師
信
仰
の
勢
力
拡
大
化
だ
け
だ

ろ
う
か
。

　

本
稿
で
は
鯖
大
師
伝
説
の
変
容
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

一
　
全
国
の
鯖
大
師
伝
説

　

論
末
に
鯖
大
師
像
を
祀
る
寺
の
一
覧
を
挙
げ
た
。
そ
こ
か
ら
わ
か
る
よ

う
に
、
鯖
大
師
像
は
北
海
道
か
ら
長
崎
ま
で
、
主
に
太
平
洋
側
の
土
地
で

お
祀
り
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
伝
説
は
伝
承
地
が
限
ら
れ
て
い
る
。

表
一
　
徳
島
県
以
外
で
の
鯖
大
師
伝
説

伝
承
地

話
者
・

調
査
年
・

出
版
年

僧
名

場
所

歌

備
考

出
典

高
知
県

須
崎
市

安
和

Ｍ
24
年
生

弘
法
大
師

鯖
大
師

の
坂

○

鯖
を
放
生
・
鯖

の
背
を
は
が
す

理
由

Ａ

高
知
県

土
佐
市
芝

Ｍ
（2
年
生

遍
路

久
礼
の

焼
坂

○

Ａ

鳥
取
県

西
伯
郡

中
山
町

Ｔ
（（
年

れ
ん
げ
く

さ
ん

（
尼
）

峠

×

刺
し
鯖

Ｂ

広
島
県

豊
田
郡

大
崎
南
村

調
Ｓ
（（
年
～

Ｓ
（4
年

行
基

大
坂
の

八
坂
峠

○

Ｃ

広
島
県

出
Ｓ
48
年

御
大
師

長
崎
の

浜
辺

×

魚
が
腐
る
・
因

島
の
鯖
大
師
の

由
来

Ｄ

宮
城
県

気
仙
沼
市

Ｍ
4（
年
生

弘
法
大
師

坂

○

笹
で
馬
の
腹
を

さ
す
る

Ｅ

宮
城
県

石
巻
市

Ｔ
9
年
生

六
部

四
国

○

境
の
鯖
大
師

Ｅ

青
森
県

三
戸
郡

五
戸
町

調
Ｓ
（
年
、

Ｓ
（0
年

弘
法
大
師

北
の
国

○

Ｆ

青
森
県

西
津
軽
郡

車
力
村

Ｍ
（8
年
生

弘
法
大
師

○

手
拭
い
や
桃
の

枝
で
馬
の
腹
を

さ
す
る

Ｇ
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伝
説
が
確
認
で
き
る
の
は
、
徳
島
県
と
、
高
知
県
、
鳥
取
県
、
広
島
県
、

宮
城
県
、
青
森
県
で
あ
る
。

　

徳
島
県
の
伝
説
は
後
で
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
他
の

地
域
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
鯖
大
師
伝
説
の
特
色
を
考
察
し
て
い
く
。

　

僧
名
を
見
る
と
、
弘
法
大
師
が
多
い
。
行
基
で
あ
る
の
は
、
広
島
県
豊

田
郡
大
崎
南
村
（
現
・
大
崎
上
島
町
）
の
み
で
あ
る
。
こ
の
話
の
語
り
手

は
、
呪
歌
は
明
確
に
覚
え
て
い
た
が
、
伝
説
は
う
ろ
覚
え
で
あ
っ
た
可
能

性
が
あ
る
。
行
基
が
鯖
を
持
っ
て
い
る
小
僧
と
会
う
の
は
大
坂
の
八
坂
峠

で
あ
る
。
歌
は
「
大
坂
や
八
坂
坂
越
え
鯖
一
つ
、
行
基
に
呉
れ
で
牛
の
腹

病
む
（
牛
の
腹
止
む
）」
と
馬
で
は
な
く
牛
が
腹
痛
に
な
る
。
題
は
「
狂
歌

咄
」、注
で
は
「
此
の
外
発
句
も
併
せ
て
、狂
咄
十
一
あ
り
」
と
書
い
て
あ
る
。

題
を
つ
け
た
の
が
、話
者
か
編
者
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、呪
歌
の
「
大
坂
や
」

か
ら
、
大
坂
と
い
う
地
名
を
引
き
出
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

名
の
な
い
僧
の
場
合
も
あ
る
。
高
知
県
土
佐
市
で
は
「
そ
の
焼
坂
（
高

知
県
中
土
佐
町
）
で
遍
路
さ
ん
に
逢
う
た
」
と
遍
路
の
話
に
な
っ
て
い
る
。

呪
歌
は
「
大
坂
、八
坂
、坂
中
鯖
一
つ
。
行
き
来
に
く
れ
て
駒
の
腹
病
む
（
駒

の
腹
止
む
）」で
あ
る
。「
行
基（
大
師
）に
く
れ
て
」と
な
る
と
こ
ろ
が
、「
行

き
来
に
く
れ
て
」
と
な
り
、
僧
名
は
出
て
こ
な
い
。

　

鳥
取
県
西
伯
郡
で
は
「
れ
ん
げ
く
さ
ん
」
と
い
う
尼
の
話
に
な
っ
て
い

る
。
尼
は
こ
の
事
例
し
か
な
い
。「
れ
ん
げ
く
」
と
は
何
か
が
わ
か
ら
な
い

が
、話
の
末
尾
で
「
れ
ん
げ
く
し
は
い
つ
で
す
か
ね
え
、刺
し
鯖
だ
っ
て
言
っ

て
ね
え
塩
鯖
を
食
べ
る
日
が
あ
る
で
す
よ
仏
さ
ん
の
命
日
に
ね
え
」
と
語
っ

て
い
る
。
仏
の
命
日
と
は
お
盆
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
刺
し
鯖
は
江
戸
時
代
、

盆
に
行
わ
れ
た
習
俗
で
あ
る
。『
分
類
食
物
習
俗
語
彙
』（
サ
シ
サ
バ
）で
は
、

鳥
取
県
西
伯
郡
の
事
例
を
引
き
「
盆
の
十
四
日
に
や
は
り
両
親
の
揃
っ
て

い
る
者
は
塩
鯖
二
枚
を
重
ね
た
も
の
を
、
茄
子
の
葉
二
枚
の
上
に
載
せ
て

必
ず
食
べ
る
」
と
説
明
し
て
い
る
（
７
）。「

れ
ん
げ
く
」
と
は
刺
し
鯖
か
ら
連
想

し
た
名
称
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

高
知
県
須
崎
市
で
も
鯖
の
由
来
が
語
ら
れ
て
い
る
。
主
人
公
は
弘
法
大

師
で
あ
る
。

そ
い
て
弘
法
大
師
が
浜
へ
行
っ
て
鯖
を
放
い
た
と
こ
ろ
が
生
き
返
っ
て
、

ず
う
ー
と
泳
い
で
行
っ
た
と
。
そ
の
証
拠
に
鯖
に
は
皮
が
二
枚
あ
る
ろ

う
。
そ
の
上
の
皮
は
食
え
ん
。
必
ず
は
が
さ
に
ゃ
ァ
な
ら
ん
。
そ
れ
は

塩
が
つ
い
ち
ょ
る
ヶ
ョ
。

と
鯖
の
一
番
上
の
皮
を
は
が
し
て
か
ら
食
べ
る
理
由
が
語
ら
れ
て
い
る
。

高
知
県
や
鳥
取
県
で
は
、
鯖
に
関
す
る
関
心
が
強
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

鯖
大
師
像
の
由
来
も
あ
る
。
広
島
県
因
島
市
（
現
・
尾
道
市
）
で
は
鯖

大
師
像
の
由
来
に
な
っ
て
い
る
。
因
島
は
、
明
治
四
五
年
に
因
島
四
国

八
十
八
ヶ
所
霊
場
が
開
設
さ
れ
、
大
師
信
仰
が
厚
い
地
域
で
あ
る
。
鯖
大

師
像
は
大
正
十
年
に
土
生
村
の
村
井
才
吉
氏
が
建
立
し
た
。
土
生
町
長
崎

桟
橋
に
安
置
さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
は
因
島
公
園
に
安
置
さ
れ
、
由
来
が

記
さ
れ
た
石
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
鯖
大
師
伝
説
は
、
他
の
話
と

は
多
少
異
な
る
。

　

い
つ
の
こ
と
か
、
暑
い
夏
の
日
ざ
か
り
に
、
見
す
ぼ
ら
し
く
、
と
ぼ

と
ぼ
と
、
い
か
に
も
力
な
げ
な
旅
僧
が
、
長
崎
の
浜
辺
を
通
っ
て
い
る

と
威
勢
よ
く
魚
を
か
つ
い
で
来
た
サ
カ
ナ
屋
と
ば
っ
た
り
出
く
わ
し
た
。
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腹
が
す
い
て
ろ
く
に
歩
け
な
い
旅
僧
は
、
サ
カ
ナ
屋
を
よ
び
と
め
、
何

で
も
よ
い
か
ら
魚
を
一
ぴ
き
わ
け
て
く
れ
と
頼
ん
だ
。
サ
カ
ナ
屋
は
み

な
腐
っ
て
い
る
の
で
、
捨
て
に
い
く
と
こ
ろ
だ
と
ウ
ソ
を
言
っ
て
、
ふ

り
向
き
も
し
な
い
で
去
っ
た
。
そ
し
て
い
つ
も
の
得
意
の
家
を
廻
っ
て
、

さ
て
魚
を
売
ろ
う
と
荷
を
お
ろ
し
て
見
る
と
、
鯖
が
み
な
腐
っ
て
ウ
ジ

虫
ま
で
わ
い
て
い
た
。

　

サ
カ
ナ
屋
は
御
大
師
さ
ま
に
罰
を
あ
て
ら
れ
た
の
だ
と
、
い
つ
ま
で

も
評
判
を
残
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

魚
を
運
ぶ
者
が
、
僧
に
鯖
を
渡
さ
な
い
と
こ
ろ
ま
で
は
同
じ
で
あ
る
。

し
か
し
、
呪
歌
が
出
て
こ
な
い
。
ま
た
魚
が
腐
る
と
い
う
の
は
因
島
の
事

例
に
し
か
な
い
。
伝
説
が
伝
播
し
た
時
に
変
容
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
鯖
大

師
像
と
共
に
伝
説
が
伝
播
し
、
複
数
の
伝
説
集
に
記
さ
れ
た
の
は
、
こ
の

一
例
の
み
で
あ
る
。

　

東
北
地
方
で
は
呪
歌
が
中
心
で
あ
り
、
伝
説
は
付
随
し
た
形
で
伝
承
さ
れ

て
い
る
。
宮
城
県
気
仙
沼
市
で
は
、
話
者
の
媼
に
「
大
坂
や
坂
の
真
中
で
鯖

一
匹
呉
ん
馬
の
腹
病
み
」
の
下
の
句
を
聞
い
た
が
、「
他
人
に
は
聞
か
せ
ら

れ
な
い
と
い
う
理
由
で
教
え
て
は
く
れ
な
か
っ
た
」
と
呪
歌
の
秘
儀
性
を
物

語
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
青
森
県
西
津
軽
郡
車
力
村
の
話

の
解
説
で
は
、「
弘
法
様
の
話
は
伝
説
と
し
て
で
は
な
く
、
馬
の
病
気
を
治

す
お
ま
じ
な
い
と
し
て
教
え
ら
れ
た
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
花
部
英
雄
氏

が
「
呪
歌
と
そ
の
作
法
が
、
専
門
の
獣
医
の
登
場
す
る
以
前
に
、
馬
の
治
療

法
と
し
て
現
実
に
広
く
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
こ
れ
が
、
本
来
鯖
大
師
の
話
と
は
無
関
係
に
、
単
独
で
用
い
ら
れ
て
き

た
の
で
は
な
か
っ
た
か
」
と
述
べ
る
よ
う
に）

8
（

、
鯖
大
師
伝
説
の
呪
歌
は
馬
の

腹
病
を
治
す
呪
歌
と
し
て
、
伝
説
と
は
独
立
し
て
伝
承
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　

鯖
大
師
伝
説
は
、
高
知
県
と
鳥
取
県
で
は
鯖
に
ま
つ
わ
る
高
僧
伝
説
と

し
て
、
東
北
で
は
馬
の
腹
痛
を
治
す
唱
え
言
に
付
随
し
た
伝
説
と
し
て
伝

承
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

二
　
文
献
で
の
変
容

　

徳
島
県
の
鯖
大
師
伝
説
に
戻
り
た
い
。
鯖
大
師
の
寺
は
「
四
国
八
十
八

か
所
の
番
外
寺
院
の
一
つ
と
し
て
、
二
十
三
番
の
薬
王
寺
（
日
和
佐
）
と

二
十
四
番
の
東
寺
（
室
戸
）
の
中
間
、
八
坂
八
浜
の
難
所
に
位
置
し
…
中

略
…
地
理
、
交
通
上
か
ら
い
っ
て
も
休
息
の
寺
と
し
て
大
い
に
繁
盛
し
た）

9
（

」

と
、
行
基
庵
と
呼
ば
れ
て
い
た
頃
か
ら
四
国
霊
場
と
は
密
接
な
関
係
に
あ
っ

た
寺
で
あ
る
。
で
は
、
鯖
大
師
伝
説
が
弘
法
大
師
伝
説
の
一
つ
に
包
括
さ

れ
た
の
は
い
つ
ぐ
ら
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

宮
崎
忍
勝
氏
は
、「
明
治
初
年
に
は
修
験
道
の
廃
止
令
が
出
さ
れ
た
。
そ

の
こ
ろ
八
阪
浜
中
の
鯖
大
師
の
説
話
も
行
基
菩
薩
か
ら
弘
法
大
師
に
塗
り

か
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
推
測
し
て
い
る）

（（
（

。
ま
た
、
巡
礼
研
究
家

の
白
木
利
幸
氏
は
『
巡
礼
・
参
拝
用
語
辞
典
』
の
中
で
「
四
国
に
お
け
る

大
師
一
尊
化
に
よ
っ
て
、
行
基
か
ら
弘
法
大
師
に
変
っ
て
い
く
の
だ
が
、

そ
れ
は
江
戸
時
代
中
後
期
の
こ
ろ
と
思
わ
れ
る
」
と
説
明
し
て
い
る）

（（
（

。

　

明
治
初
年
、
江
戸
時
代
中
後
期
と
時
代
設
定
し
て
い
る
が
、
両
者
と
も

そ
の
根
拠
を
明
確
に
は
し
て
い
な
い
。
ま
ず
は
、
鯖
大
師
伝
説
が
記
載
さ

れ
て
い
る
巡
拝
記
や
四
国
遍
路
の
道
中
案
内
記
か
ら
行
基
か
ら
弘
法
大
師
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へ
と
変
容
し
た
お
お
よ
そ
の
年
代
を
探
っ
て
み
る
。（
な
お
巡
拝
記
等
の
改

行
、
句
読
点
は
論
者
が
付
す
。［　

］
内
は
割
注
）

　

鯖
大
師
が
文
献
上
に
登
場
す
る
の
は
、『
空
性
法
親
王
四
国
霊
場
御
巡
行

記
』か
ら
で
あ
る）

（（
（

。
こ
の
書
は
江
戸
時
代
初
期
の
寛
永
十
五
年（
一
六
三
八
）

に
大
覚
寺
の
門
跡
で
あ
っ
た
空
性
法
親
王
が
四
国
遍
路
を
し
た
際
、
同
行

し
た
賢
明
が
記
し
た
巡
拝
記
で
あ
る
。

次
は
土
佐
路
や
。
遭
坂
や
、
八
坂
坂
中
鯖
一
箇
、
行
基
に
呉
れ
て
駒
ぞ

腹
痛
と
詠
ぜ
し
茲
は
所
な
り
。

と
歌
と
伝
説
の
所
在
地
を
記
し
て
い
る
。
歌
の
み
で
あ
る
が
、
薬
王
寺
を

参
拝
し
た
後
、
と
い
う
記
述
か
ら
現
在
の
場
所
と
同
じ
だ
と
思
わ
れ
る
。

鯖
大
師
の
寺
（
行
基
庵
）
は
江
戸
時
代
初
期
か
ら
呪
歌
が
詠
ま
れ
た
名
所

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
れ
か
ら
約
五
十
年
後
の
貞
享
四
年（
一
六
八
七
）に
は
宥
弁
真
念
が『
四

国
邊
路
道
指
南
』
を
記
す）

（（
（

。
こ
の
書
は
近
代
に
な
っ
て
も
、
四
国
遍
路
を

す
る
際
に
読
み
つ
が
れ
た
案
内
記
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
鯖
大
師
伝
説
を

知
る
た
め
、
全
文
を
記
し
て
お
く
。

　

あ
ふ
坂
と
い
う
坂
あ
り
。
あ
さ
川
ま
で
二
里
、
此
間
八
坂
之
中
八
は

ま
之
中
あ
り
。
こ
の
あ
ふ
坂
に
て
、
い
に
し
へ
行
基
ぼ
さ
つ
、
さ
ば
と

い
ふ
う
ほ
つ
け
し
馬
追
男
と
ゆ
き
つ
れ
、
い
か
な
る
方
便
に
や
、
鯖
一

つ
こ
わ
せ
給
し
に
、
彼
男
い
か
り
の
り
奉
り
け
れ
ハ
、
御
哥
。

　

あ
ふ
坂
や
八
坂
之
中
さ
ば
ひ
と
つ　

行
基
に
く
れ
で
こ
ま
ぞ
は
ら
や
む

と
つ
ら
ね
た
ま
ひ
に
け
れ
ハ
、
た
ち
ま
ち
そ
の
馬
た
ほ
れ
ふ
し
ぬ
。

　

男
お
ど
ろ
き
、
か
く
た
ゝ
人
な
ら
ぬ
御
方
し
ら
ぬ
は
、
し
づ
の
わ
ざ

と
ひ
れ
ふ
し
て
、
わ
び
た
て
ま
つ
り
け
れ
ハ
、
又

　

あ
ふ
坂
や
八
坂
之
中
鯖
ひ
と
つ　

き
や
う
ぎ
に
く
れ
て
駒
ぞ
は
ら
止

表
二
　
四
国
の
鯖
大
師
記
載
文
献

成
立
年
代

作
品
名

僧
名

伝
説

歌

寺
　
　
名

寛
永
十
五
年

（
一
六
三
八
）

空
性
法
親
王
四
国
霊
場

御
巡
行
記

行
基

×

○

×

貞
享
四
年

（
一
六
八
七
）

四
国
邊
路
道
指
南

行
基

○

○

×

延
享
四
年

（
一
七
四
七
）
以
降

土
州
淵
岳
志

行
基

○

○

×

寛
政
十
二
年

（
一
八
○
○
）
写

四
国
遍
礼
名
所
図
会

行
基

○

○

鯖
瀬
庵

文
化
八
年

（
一
八
一
一
）

阿
波
名
所
図
会

行
基

○

○

行
基
庵

文
久
元
年

（
一
八
六
一
）

雲
錦
随
筆

行
基

○

○

行
基
庵

明
治
十
九
年

（
一
八
八
六
）

四
国
霊
験
記
図
会
（
下

）

行
基

×

×

行
基
庵

明
治
四
十
一
年

（
一
九
○
八
）

四
国
八
十
八
個
所
霊
場

案
内
記

行
基

×

×

鯖
大
師

明
治
四
十
三
年

（
一
九
一
○
）

四
国
霊
場
八
十
八
ヶ
所

遍
路
独
案
内

行
基

×

×

鯖
の
大
師
堂

・
鯖
大
師

大
正
十
二
年

（
一
九
二
三
）

四
国
霊
場
案
内　

附
弘

法
大
師
御
伝
記

×

×

×

鯖
瀬
大
師
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馬
と
び
あ
が
り
本
の
こ
と
く
な
り
ぬ
。
菩
薩
同
事
の
済
度
よ
し
あ
る
事

に
や
、
右
八
坂
之
中
、
八
は
ま
浜
中
の
次
第
。

　

行
基
は
鯖
を
ほ
し
が
っ
た
が
、
馬
追
男
が
渡
さ
な
か
っ
た
た
め
に
呪
歌

を
唱
え
る
。
馬
が
倒
れ
た
た
め
、
馬
追
男
は
謝
り
、
行
基
が
再
度
呪
歌
を

唱
え
る
と
治
っ
た
と
い
う
、
現
在
と
同
じ
伝
説
が
確
認
で
き
る
。

　

延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
以
降
に
成
立
し
た
『
土
州
淵
岳
志
』
で
は）

（（
（

、「
四

国
辺
路
道
シ
ル
ヘ
ト
云
書
ニ
［
高
野
心（
マ
マ
）念カ

作
］」
と
『
四
国
邊
路
道
指
南
』

を
元
に
記
述
し
た
ら
し
き
形
跡
が
伺
え
、
伝
説
は
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、

八
坂
々
中
、
土
州
阿
州
両
国
ノ
境
ニ
中
山
ト
云
フ
所
ト
云
。
往
昔
、
行

基
菩
薩
四
国
廻
リ
ノ
寸

と
鯖
を
ほ
し
が
っ
た
場
所
は
中
山
、
ま
た
、
行
基
が
四
国
廻
り
を
し
て
い

た
時
の
出
来
事
と
し
て
い
る
。

　

こ
こ
ま
で
は
伝
説
は
記
し
て
い
る
が
、
寺
名
は
出
て
こ
な
い
。『
徳
島
県

海
部
郡
誌
』
に
よ
る
と
、
行
基
庵
（
鯖
大
師
の
寺
）
は

大
字
浅
川
字
中
相
に
あ
る
、
曹
洞
宗
正
福
寺
の
末
で
あ
る
。
…
中
略
…

寺
院
明
細
帳
に
記
し
て
あ
る
由
緒
は
「
当
庵
の
義
は
行
基
祖
師
開
基
創

立
に
て
往
古
は
海（
マ
マ
）郡

鞆
村
弘
誓
寺
に
之
あ
り
所
、
後
享
和
年
中
正
福
寺

に
改
む
、
其
後
文
政
十
亥
年
年
再
建
す）

（（
（

」

と
、
江
戸
時
代
後
期
の
享
和
年
中
（
一
八
〇
一
～
一
八
〇
三
）
に
鯖
大
師

の
寺
と
同
じ
浅
川
に
あ
る
、
正
福
寺
の
末
庵
に
な
る
。
そ
れ
ま
で
は
小
さ

な
庵
で
あ
っ
た
の
が
、
正
福
寺
の
末
寺
に
組
み
込
ま
れ
、
寺
と
し
て
機
能

し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

寺
の
縁
起
と
し
て
描
か
れ
る
の
は
、
寛
政
十
二
年
（
一
八
○
○
）
に
九

皋
主
人
が
写
し
た
『
四
国
遍
礼
名
所
図
会
』
か
ら
で
あ
る）

（（
（

。

　

こ
の
書
は
、
寛
政
十
二
年
の
三
月
二
十
日
か
ら
五
月
三
日
に
か
け
て
四

国
遍
路
を
し
た
巡
拝
記
で
あ
る
。
三
月
二
八
日
の
条
に
は

福
良
坂
、
鯖
瀬
村
鯖
瀬
庵
［
道
の
左
ニ
有
］
本
尊
行
基
菩
薩
。
此
所
に

て
行
基
菩
薩
御
修
行
被
遊
し
所

と
鯖
瀬
庵
の
名
称
が
出
て
く
る
。
伝
説
は
『
四
国
邊
路
道
指
南
』、
ま
た
行

基
が
四
国
で
修
行
し
て
い
た
点
は
『
土
州
淵
岳
志
』
と
同
じ
で
あ
る
。

　

文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
の
『
阿
波
名
所
図
会
』
で
は
、
寺
の
縁
起
で

あ
る
点
が
よ
り
強
調
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。

八
坂
の
う
ち
、
福
良
坂
の
南
の
谷
に
民
家
あ
り
。
鯖
施
村
と
名
づ
く
。

ま
た
坂
本
に
一
宇
あ
り
。
行
基
庵
と
名
づ
く
。
そ
の
来
由
を
と
へ
ば
、

と
、
行
基
庵
が
出
て
く
る
。
末
尾
で
は

こ
の
ゆ
ゑ
に
、
古
跡
あ
り
て
行
基
庵
と
名
づ
く
。
こ
の
地
の
名
を
鯖
施

村
と
い
へ
り
。

と
地
名
由
来
も
記
し
て
い
る
。

　

行
基
庵
は
参
拝
者
が
多
か
っ
た
ら
し
く
、
文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
に

は
本
堂
を
再
建
し
て
い
る
。
参
拝
者
が
集
ま
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
地
形

が
影
響
し
て
い
た
。
行
基
庵
の
あ
る
八
坂
八
浜
は
、
現
在
で
は
道
路
が
舗

装
さ
れ
、
難
所
で
あ
っ
た
面
影
は
道
路
か
ら
見
え
る
海
岸
線
の
み
で
あ

る
。
薬
師
寺
か
ら
も
車
を
使
う
と
、
一
時
間
程
度
で
着
く
。
し
か
し
、
大

正
十
一
年
に
道
路
が
改
修
さ
れ
る
ま
で
は
、
親
不
知
子
不
知
の
よ
う
な
難

所
で
あ
っ
た
。
行
基
庵
は
四
国
遍
路
時
の
休
憩
所
と
し
て
の
需
要
も
あ
り
、

寺
に
は
参
拝
者
が
多
く
集
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。
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文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
の
序
が
あ
る
『
雲
錦
随
筆
』
で
は
、
縁
起
が

作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
、
現
在
も
安
置
さ
れ
て
い
る
鯖
大
師
像
に
つ
い

て
の
記
述
が
あ
る）

（（
（

 

。

此
八
坂
に
行
基
庵
と
い
ふ
あ
り
。
此
本
尊
に
行
基
僧
正
の
像
を
安
置
す
。

其
影
行
基
旅
装
に
て
左
の
手
に
数
珠
を
持
、
右
の
手
に
鯖
一
尾
を
携
へ

て
立
給
ふ
、
異
容
な
る
像
也
。
…
中
略
…
此
事
世
上
に
隠
れ
な
く
其
徳

を
感
嘆
し
、終
に
其
地
に
庵
室
を
い
と
な
み
、御
影
を
摸
し
て
本
尊
と
し
、

今
の
代
ま
で
も
尊
信
し
遠
近
よ
り
詣
人
間
断
な
し
と
聞
ゆ
。［
委
し
く
は

本
縁
起
に
見
へ
た
り
、
い
さ
ゝ
か
爰
に
採
要
す
］

と
、
現
在
と
同
じ
く
、
左
手
に
数
珠
、
右
手
に
鯖
を
持
つ
鯖
大
師
像
の
様

子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
現
在
は
弘
法
大
師
像
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
、

江
戸
時
代
で
は
行
基
像
と
伝
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

明
治
に
入
る
と
、
廃
仏
毀
釈
が
行
わ
れ
、
四
国
霊
場
の
寺
院
で
も
そ
の

影
響
を
受
け
た
。
四
国
遍
路
の
文
献
を
調
査
し
た
佐
藤
久
光
氏
は
、

明
治
初
期
に
は
廃
仏
毀
釈
で
四
国
霊
場
は
荒
廃
と
混
乱
が
深
刻
に
な
る
。

そ
れ
を
示
す
よ
う
に
明
治
初
期
に
は
出
版
物
は
殆
ど
発
行
さ
れ
て
い
な

い
。そ
れ
が
明
治
十
代
に
入
る
と
案
内
記
が
徐
々
に
出
始
め
る
。し
か
し
、

そ
の
時
期
の
案
内
記
は
江
戸
時
代
に
作
ら
れ
た
版
木
に
よ
る
簡
単
な
道

程
に
御
詠
歌
を
記
し
た
も
の
や
絵
図
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
過
去
の
版
木

の
再
板
や
改
訂
版
が
中
心
で
あ
っ
た
。

と
解
説
し
て
い
る）

（（
（

。
鯖
大
師
の
寺
で
も
そ
の
例
外
で
は
な
く
、
明
治
十
九

年
ま
で
記
事
が
見
ら
れ
な
い
。
明
治
十
九
年
の
『
四
国
霊
験
記
図
会
』
で

は
）
（（
（

、
八
坂
八
浜
の
絵
図
が
記
さ
れ
、「
行
基
菩
薩
の
古
跡
」
と
註
釈
さ
れ
て

い
る
が
、
絵
図
は
江
戸
時
代
末
期
の
『
阿
波
名
所
図
会
』
と
同
じ
構
図
で

あ
る
。

　

八
坂
八
浜
は
風
光
明
媚
な
名
所
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ

た
。
明
治
十
七
年
の
『
四
国
八
十
八
ヶ
所
道
中
独
案
内
』
で
は
「
此
間
八

坂
八
は
ま
有）

（（
（

」。
明
治
二
五
年
の
『
四
国
霊
場
記
』
で
は
「
此
先
ハ
名
高
き

四
里
の
間
に
飛
石
は
ね
石
ご
ろ

く
石
と
云
玉
て
難
所
な
り
。
此
此
間
八

坂
坂
中
八
濱
は
ま
中
と
云
ふ
も
有
り）

（（
（

」
と
八
坂
八
浜
に
関
す
る
記
述
は
あ

る
。
し
か
し
、
鯖
大
師
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　

鯖
大
師
は
四
国
霊
場
の
札
所
寺
院
で
も
番
外
で
あ
り
、
正
式
な
札
所
で

は
な
い
た
め
省
略
し
た
と
い
う
理
由
も
考
え
ら
れ
る
が
、
鯖
大
師
伝
説
は

弘
法
大
師
で
は
な
く
、
行
基
の
事
跡
を
語
る
伝
説
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た

か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

明
治
後
半
に
な
る
と
、
四
国
遍
路
は
こ
れ
ま
で
と
は
様
変
わ
り
す
る
。

信
仰
心
か
ら
の
徒
歩
で
の
遍
路
と
と
も
に
、
観
光
と
し
て
電
車
や
バ
ス
な

ど
の
交
通
機
関
を
使
っ
て
の
遍
路
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
明
治

四
一
年
に
は
、
新
聞
記
者
が
四
国
霊
場
を
巡
る
と
い
う
企
画
が
行
わ
れ
、

そ
の
記
事
が
新
聞
で
掲
載
さ
れ
も
し
た）

（（
（

。

　

観
光
目
的
で
も
四
国
遍
路
を
す
る
よ
う
に
な
り
、
鯖
大
師
の
寺
は
名
所

旧
跡
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

明
治
四
一
年
に
出
版
さ
れ
た『
四
国
八
十
八
個
所
霊
場
案
内
記
』で
は「
鯖

瀬
に
行
基
菩
薩
の
旧
跡
鯖
大
師
あ
り
」
と
出
て
く
る）

（（
（

。
欄
外
に
「
浅
川
郵

便
電
信
局
あ
り
」
と
郵
便
局
の
所
在
な
ど
が
記
さ
れ
、
遍
路
中
に
金
品
や

手
紙
の
や
り
と
り
を
す
る
の
に
便
利
な
情
報
が
記
さ
れ
て
い
る
。



（（

　

ま
た
明
治
四
三
年
発
行
の『
四
国
霊
場
八
十
八
ヶ
所
遍
路
独
案
内
』で
も
、

二
十
三
番
薬
王
寺
の
所
に
「
郵
便
局　

日
和
佐
郵
便
電
信
局
あ
り　

舊
跡　

鯖
大
師
」
と
あ
り
、
上
段
の
「
道
し
る
べ
」
で
は
「
四
つ
目
の
小
山
を
踰

た
鯖
瀬
の
鯖
瀬
の
濱
に
行
基
菩
薩
の
旧
跡
鯖
の
大
師
堂
あ
り
」
と
行
基
で

あ
り
な
が
ら
、
鯖
大
師
と
い
う
名
称
が
出
て
く
る）

（（
（

。

　

大
正
に
は
い
る
と
行
基
の
名
称
は
登
場
し
な
い
。
大
正
十
二
年
に
発
行

さ
れ
た
『
四
国
霊
場
案
内　

附
弘
法
大
師
御
伝
記
』
で
は
、「
一
里
ほ
ど
で

八
坂
八
濱
を
過
ぎ
四
ッ
目
の
坂
を
越
へ
る
と
鯖
瀬
大
師
が
あ
る
」
と
現
在

と
同
じ
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
る）

（（
（

。

　

先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
通
り
、
鯖
大
師
の
寺
は
、
四
国
遍
路
が

整
備
さ
れ
て
い
く
中
で
番
外
霊
場
に
組
み
込
ま
れ
、
行
基
を
祀
る
寺
か
ら

大
師
を
祀
る
寺
へ
と
変
容
し
た
と
思
わ
れ
る
。
案
内
記
か
ら
変
容
し
た
年

代
を
探
る
と
、
明
治
四
十
年
代
が
変
容
の
過
渡
期
で
あ
り
、
大
正
に
な
る

と
寺
名
が
鯖
瀬
大
師
に
な
り
、
現
在
と
同
じ
く
弘
法
大
師
を
祀
る
寺
に
な
っ

た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

三
　
鯖
大
師
信
仰

　

鯖
大
師
像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
寺
院
の
伝
承
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　

論
文
の
末
尾
に
鯖
大
師
が
お
祀
り
さ
れ
て
い
る
寺
の
一
覧
を
記
し
た
。

理
由
は
複
数
あ
る
が
、
便
宜
上

Ａ
漁
業
従
事
者
の
大
漁
祈
願
、
海
上
安
全

Ｂ
新
四
国
霊
場

Ｃ
高
野
山
や
弘
法
大
師
と
の
つ
な
が
り

Ｄ
四
国
遍
路
が
契
機

Ｅ
病
気
平
癒
な
ど
の
個
人
が
祈
願

Ｆ
不
明

の
六
つ
に
わ
け
た
。

　

Ａ
は
祀
ら
れ
た
年
代
が
不
明
の
場
合
が
多
い
。
柳
田
国
男
が
説
く
よ
う

に
、
鯖
大
師
は
海
辺
の
住
人
達
が
手
向
け
と
し
て
魚
を
お
供
え
し
た
の
が

起
源
の
た
め
、
年
代
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
新
四

国
霊
場
、
四
国
遍
路
や
弘
法
大
師
信
仰
か
ら
の
影
響
も
強
く
見
ら
れ
る
。

　

鯖
大
師
が
お
祀
り
さ
れ
た
年
は
、
管
見
に
よ
る
と
Ｂ
の
（2
番
に
あ
げ
た
、

愛
知
県
半
田
市
に
あ
る
円
通
山
金
剛
寺
が
明
治
二
五
～
三
二
年
と
最
も
早

い
。
こ
の
寺
は
愛
知
県
の
知
多
新
四
国
霊
場
の
近
く
に
あ
る
。
知
多
新
四

国
と
は
、「
小
豆
島
八
十
八
ヶ
所
霊
場
」、「
篠
栗
八
十
八
ヶ
所
霊
場
」
と
並
ぶ
、

日
本
三
大
新
四
国
霊
場
の
一
つ
で
あ
る
。
弘
法
大
師
が
弘
仁
五
年
に
三
河

か
ら
伊
勢
路
に
向
か
う
際
、
聖
崎
（
南
知
多
町
大
井
港
）
に
上
陸
し
た
と

い
う
伝
承
を
持
ち
、
今
で
も
多
く
の
信
者
が
参
拝
し
て
い
る
。

　

金
剛
寺
は
日
間
賀
島
の
呑
海
院
（
（（
番
）、
南
知
多
町
の
長
山
寺
（
（4
番
）

と
共
に
鯖
大
師
像
を
お
祀
り
し
、
知
多
三
鯖
大
師
と
呼
ば
れ
て
い
る）

（（
（

。
金

剛
寺
は
現
在
、
無
住
で
あ
る
。
斎
場
と
し
て
改
装
さ
れ
、
寺
の
面
影
は
な

い
が
、
戦
前
は
に
ぎ
や
か
で
あ
っ
た
。
明
治
四
三
年
頃
に
書
か
れ
た
『
亀

崎
郷
土
史
料
』
で
は
、
知
多
新
四
国
の
海
潮
院
に
お
詣
り
し
た
後
、「
三
体

弘
法
新
寺
ノ
鯖
弘
法
大
イ
ニ
賑
ヘ
リ）

（（
（

」
と
金
剛
寺
は
知
多
新
四
国
の
番
外

霊
場
と
し
て
参
拝
客
で
賑
わ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

長
山
寺
住
職
の
大
曽
根
智
道
師
に
よ
る
と
、「
現
在
は
車
の
た
め
通
り
過
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ぎ
る
こ
と
が
多
い
が
、
昔
は
歩
き
か
牛
車
に
幌
を
か
け
て
お
詣
り
を
し
た
。

近
く
に
知
多
新
四
国
霊
場
札
所
の
大
宝
寺
が
あ
り
、
そ
の
寺
に
お
詣
り
す

る
の
と
合
わ
せ
て
長
山
寺
の
鯖
大
師
に
も
お
詣
り
し
た
の
で
は
な
い
か
」

と
の
こ
と
で
あ
る）

（（
（

。

　

ま
た
、
日
間
賀
島
に
あ
る
呑
海
院
で
配
布
し
て
い
た
『
し
ま
み
や
げ　

新
四
國
鯖
大
師
御
縁
起　

全
』
で
は
「
本
院
住
職
江
尻
慈
仙
口
演
」
と
し

て
鯖
大
師
の
縁
起
が
記
さ
れ
て
い
る
。
呑
海
院
で
は
信
者
や
日
間
賀
島
の

観
光
客
に
縁
起
や
利
益
譚
を
語
り
広
め
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る）

（（
（

。

　

金
剛
寺
は
住
職
が
い
な
い
た
め
、
話
を
聞
く
こ
と
が
出
来
な
い
が
、『
半

田
の
お
寺
』
で
は
「
明
治
二
十
五
年
辰
年
五
月
、
亀
崎
真
言
宗
教
会
所
山

の
鯖
弘
法
と
呼
ば
れ
た
と
か）

（（
（

」
と
あ
る
。
た
だ
、『
半
田
市
誌　

宗
教
編
』

な
ど
で
は
「
当
初
、
当
寺
は
真
言
宗
亀
崎
真
言
宗
教
会
所
山
の
鯖
弘
法
と

呼
ば
れ
て
い
た
と
こ
ろ
」
と
年
代
が
削
除
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
し
か
し
、
明
治

三
二
年
に
曹
洞
宗
に
改
宗
さ
れ
た
こ
と
は
複
数
の
市
史
類
か
ら
確
認
で
き

る
。
こ
の
た
め
明
治
三
十
年
代
に
は
鯖
大
師
像
が
勧
請
さ
れ
た
と
考
え
て

良
い
だ
ろ
う
。　

　

明
治
四
十
年
代
に
な
る
と
、
寺
院
側
の
勧
請
だ
け
で
は
な
く
、
篤
信
者

が
実
際
に
四
国
遍
路
し
、
そ
れ
が
発
端
と
な
り
鯖
大
師
像
を
安
置
す
る
こ

と
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

Ｄ
に
あ
げ
た
2（
番
の
東
京
都
練
馬
区
の
金
乗
院
で
は
、
明
治
四
二
年
に

四
国
遍
路
を
し
た
一
同
が
建
立
し
た
像
が
お
祀
り
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
Ｅ

の
27
番
の
千
葉
県
我
孫
子
市
の
円
福
寺
で
は
鮮
魚
商
が
発
願
し
た
像
で
あ

る
が
、
四
国
か
ら
勧
請
し
た
と
あ
り
、
四
国
巡
礼
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。

四
　
海
陽
町
で
の
鯖
大
師
伝
説

　

近
代
に
入
る
と
、
鯖
大
師
の
寺
は
弘
法
大
師
を
祀
る
寺
と
な
り
、
四
国

遍
路
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
。
し
か
し
、
文
献
や
縁
起
と
口
頭
伝
承

で
は
齟
齬
が
あ
る
。
文
献
等
で
は
、
弘
法
大
師
の
伝
説
で
あ
る
が
、
口
頭

伝
承
で
は
行
基
と
弘
法
大
師
の
両
方
で
語
ら
れ
る
。（
丸
数
字
は
論
末
の
表

三
と
対
応
）

　

大
正
二
年
の
『
郷
土
研
究
』
①
で
は
「
鯖
大
師
」
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

僧
名
は
行
基
で
あ
り
、
呪
歌
も
行
基
で
あ
る
。
末
尾
で
は

今
も
猶
土
地
の
名
を
鯖
瀬
（
鯖
施
）
と
呼
び
て
、
年
古
び
た
る
行
基
庵

あ
り
と

と
江
戸
時
代
と
同
じ
く
、
寺
の
名
前
を
行
基
庵
と
し
て
い
る
。
大
正
に
入
っ

て
も
、
土
地
の
人
々
の
意
識
の
中
で
は
鯖
大
師
は
行
基
の
こ
と
で
あ
り
、

寺
の
名
称
は
行
基
庵
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

寺
の
縁
起
で
も
、
鯖
大
師
は
弘
法
大
師
で
あ
る
と
し
つ
つ
も
、
行
基
の

影
は
消
せ
な
い
。
馬
子
に
会
う
前
、
弘
法
大
師
は
夢
の
中
で
行
基
と
会
う
。

昭
和
四
六
年
に
先
代
住
職
の
柳
本
明
善
師
（
一
八
九
三
～
一
九
八
六
）
が

語
っ
た
鯖
大
師
伝
説
⑱
で
は
、

御
大
師
様
が
若
い
頃
、
ま
だ
空
海
と
申
さ
れ
る
頃
、
室
戸
に
業
（
マ
マ
）に

お
出

か
け
に
な
る
途
中
の
こ
と
。
一
夜
の
宿
を
と
り
な
さ
る
に
も
そ
の
当
時

に
は
家
が
な
か
っ
た
の
ね
。
ち
ょ
う
ど
あ
そ
こ
に
（
お
堂
の
建
っ
て
あ

る
所
と
指
さ
し
て
）
大
き
な
松
が
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
。
お
大
師
様
そ
の
松
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の
根
本
で
ゴ
ザ
敷
い
て
野
宿
な
さ
れ
た
。
よ
く
お
休
み
に
な
っ
て
い
た

ら
、
夢
の
中
に
な
お
大
師
様
よ
り
二
・
三
○
○
年
前
の
行
基
菩
薩
と
い
う

仏
さ
ん
が
、
天
下
っ
て
お
出
て
た
ん
じ
ゃ
。
あ
く
る
朝
、
目
を
覚（
マ
マ
）し

て

こ
こ
も
仏
に
縁
が
あ
る
土
地
だ
な
あ
、
と
思
っ
て
お
経
を
あ
げ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
弘
法
大
師
は
馬
方
と
出
会
う
前
に
夢
の
中
で
行
基
と
会
う
。

馬
方
は
鯖
を
ほ
し
が
っ
た
弘
法
大
師
を
罵
り
、立
ち
去
る
が
、馬
が
倒
れ
る
。

馬
方
は
弘
法
大
師
に
許
し
を
請
う
。

そ
こ
で
馬
方
は
鯖
を
一
匹
持
っ
て
行
っ
て
、

「
今
、
馬
を
こ
こ
へ
連
れ
て
来
よ
っ
た
ら
急
に
峠
で
腹
痛
を
起
こ
し
て
、

困
っ
て
お
り
ま
す
。
早
う
馬
の
腹
を
直（
マ
マ
）し

て
や
っ
て
下
さ
い
。
お
加
持

し
て
や
っ
て
下
さ
い
。」

お
大
師
様
は
馬
の
腹
痛
を
哀
れ
み
な
さ
れ
て
、

「
水
を
汲
ん
で
こ
い
。」

と
言
っ
て
、
テ
ッ
パ
ツ
と
い
う
、
わ
ん
を
貸
し
て
や
っ
た
。
馬
方
が
水

を
汲
ん
で
来
る
と
、
そ
の
水
に
お
大
師
様
が
お
加
持
な
さ
る
。
そ
の
お

加
持
し
た
水
を
馬
方
は
い
た
だ
い
て
帰
り
、
馬
の
口
に
ふ
く
ま
せ
て
や

る
と
、
馬
は
そ
の
馬
で
お
大
師
様
の
御
利
益
を
も
ら
っ
て
、
も
と
の
体

に
な
り
し
ゃ
ん
と
立
ち
直
っ
た
。（
…
…
馬
子
が
出
家
す
る
…
…
）

そ
こ
に
小
さ
な
お
堂
を
建
て
て
、
お
大
師
様
を
最
初
に
お
祭
り
な
さ
れ

た
。
お
大
師
様
が
夢
に
ご
ら
ん
に
な
っ
た
行
基
菩
薩
さ
ま
を
お
祭
り
し

て
、
お
大
師
様
の
残
さ
れ
た
人
助
け
の
方
法
を
人
さ
ま
に
授
け
て
一
二

○
○
年
、
こ
う
し
て
今
日
ま
で
ま
い
り
ま
し
た
。

と
弘
法
大
師
の
次
に
行
基
を
祀
っ
た
と
あ
る
。

　

先
代
住
職
の
語
り
で
は
、
鯖
大
師
伝
説
の
呪
歌
は
出
て
こ
な
い
。
昭
和

九
年
に
鯖
大
師
の
寺
を
訪
れ
た
尾
関
行
應
氏
⑰
も
縁
起
は
記
し
て
い
る
が
、

呪
歌
は
聞
い
て
い
な
い
。
ま
た
寺
で
配
布
し
て
い
る
『
阿
波
國
鯖
大
師
本

坊
由
来
図
』
と
い
う
大
判
の
刷
り
物
で
も
、
呪
歌
は
縁
起
の
中
に
は
登
場

し
な
い
。『
由
来
図
』
は
米
山
孝
子
氏
が
論
文
の
中
で
紹
介
し
て
い
る
た

め
）
（（
（

、
重
複
は
避
け
る
が
、
中
央
に
弘
法
大
師
の
座
像
と
「
鯖
大
師
御
加
持

御
法
」
と
し
て
「
大
坂
や
／
八
坂
／
さ
か
中
／
鯖
ひ
と
つ
／
大
師
に
く
れ

で
／
馬
の
腹
病
／
く
れ
て
／
馬
の
は
ら
止
」
の
呪
歌
が
載
せ
ら
れ
て
い
る

も
の
の
、
絵
や
詞
書
の
中
で
は
、
馬
の
腹
痛
は
加
持
水
に
よ
り
治
る
。

　

な
お
、
現
在
寺
が
配
布
し
て
い
る
縁
起
⑲
で
は
、
馬
の
腹
痛
は
加
持
水

で
治
り
、
そ
の
後
に
呪
歌
と
呪
歌
の
説
明
が
加
わ
っ
て
い
る
。

　

口
頭
伝
承
で
の
鯖
大
師
伝
説
を
見
て
い
こ
う
。

　

徳
島
県
海
部
郡
海
南
町
（
現
・
海
陽
町
）
で
は
、
一
九
七
○
年
代
に
二

大
学
が
調
査
に
入
り
、
鯖
大
師
伝
説
を
聞
書
き
し
て
い
る
。

　

登
場
人
物
は
行
基
と
弘
法
大
師
で
あ
る
。
③
か
ら
⑥
が
行
基
と
大
師
、

⑦
と
⑧
が
行
基
、
⑨
か
ら
⑭
ま
で
が
弘
法
大
師
で
あ
る
。

　

話
者
の
生
年
は
、
明
治
二
十
年
～
四
十
年
代
に
集
中
し
て
い
る
。
行
基

と
弘
法
大
師
の
違
い
は
、
話
者
の
年
代
の
差
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
話
者

の
住
居
を
地
域
別
に
見
る
と
、
浅
川
（
⑧
と
⑫
）
と
大
田
（
④
と
⑪
）
で

は
同
一
の
字あ
ざ
で
、
行
基
と
弘
法
大
師
の
両
方
が
語
ら
れ
て
い
る
。
地
域
ご

と
で
伝
承
の
相
違
は
見
ら
れ
な
い
。

　

行
基
と
弘
法
大
師
が
混
同
し
て
語
ら
れ
る
例
か
ら
見
て
い
く
。

【
事
例
Ａ
】
③
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も
う
そ
れ
か
ら
も
う
あ
ん
ま
り
古
い
け
松
が
、
そ
の
行
基
さ
ん
と
い
う

そ
の
お
大
師
さ
ん
が
い
た
時
か
ら
あ
っ
た
も
ん
じ
ゃ
け
に
、
な
ん
じ
ゃ

や
っ
ぱ
り
行
基
さ
ん
と
い
う
人
が
そ
こ
に
お
っ
て
、
馬
子
が
来
よ
っ
て

ね
。
馬
子
が
来
よ
っ
て
馬
が
腹
が
痛
う
な
っ
て
し
た
ん
や
。
と
こ
ろ
が
、

そ
の
馬
子
が
鯖
を
持
っ
と
い
た
ら
し
い
ね
。

「
そ
の
鯖
く
れ
」

言
う
た
ん
や
。
そ
し
た
と
こ
ろ
が
、
な
ん
や
ろ

「
お
大
師
の
よ
う
な
人
に
は
、魚
や
ら
や
っ
た
ら
い
か
ん
て
。
や
ら
ん
」（
…

馬
の
腹
が
痛
く
な
り
、
馬
子
は
鯖
を
渡
す
…
）

ほ
で
な
に
し
た
ら
、
鯖
を
も
お
て
、
そ
の
鯖
を
、
あ
そ
こ
の
鯖
瀬
の
川

に
放
り
な
げ
た
と
い
う
説
が
あ
る
が
ね
。
ほ
い
た
ら
そ
の
鯖
が
泳
い
で

た
と
い
う
。
ほ
い
で
鯖
瀬
と
い
う
名
を
付
け
た
と
い
う
ん
じ
ゃ
け
ん
ど
、

ほ
の
果
た
し
て
ど
ん
な
で
あ
る
か
私
は
知
ら
ん
け
ど
ね
。
ほ
た
ら
も
う

馬
の
腹
も
や
ん
で
、
い
け
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
し
い
と
い
う
話
が
あ
る

わ
ね
。

「
大
坂
や
八
坂
坂
中
鯖
一
つ
行
基
に
く
れ
て
馬
の
腹
や
む
」

行
基
の
こ
と
を
お
大
師
さ
ん
と
呼
ん
で
い
る
。
古
い
松
と
は
行
基
が
植
え
、

弘
法
大
師
が
宿
っ
た
と
さ
れ
る
松
の
こ
と
で
あ
る
。
縁
起
で
は
、
弘
法
大

師
が
こ
の
松
の
下
で
行
基
の
夢
告
を
受
け
て
い
る
が
、
こ
の
話
で
は
行
基

が
い
た
時
代
か
ら
あ
っ
た
と
の
み
語
っ
て
い
る
。
ま
た
鯖
を
放
生
し
た
た

め
、
鯖
瀬
と
名
を
付
け
た
と
い
う
地
名
由
来
も
語
ら
れ
て
い
る
。

【
事
例
Ｂ
】
④

ほ
た
と
こ
ろ
が
、
そ
の
行
基
さ
ん
が
通
り
か
か
っ
て
ね
、（
…
鯖
を
ほ
し

が
る
行
基
を
馬
子
が
罵
り
、
馬
が
倒
れ
る
…
）
そ
れ
で
ね
、
あ
あ
、
こ

れ
は
四
国
に
お
大
師
さ
ん
が
お
る
で
し
ょ
。
あ
あ
、
お
大
師
さ
ん
今
の

お
大
師
さ
ん
で
あ
っ
た
と
思
っ
て
ね
、

こ
の
例
で
も
行
基
を
お
大
師
さ
ん
と
言
っ
て
い
る
。

【
事
例
Ｃ
】
⑤

ほ
だ
ら
、
お
大
師
さ
ん
に
会
う
て
、
お
大
師
さ
ん
が
、

「
鯖
く
れ
」

言
う
の
に
や
ら
な
ん
だ
ん
や
。
ほ
し
た
ら
、

「
鯖
瀬
坂
中
鯖
一
つ
行
基
に
く
れ
で
馬
の
腹
病
む
」

行
基
菩
薩
が
言
う
た
ら
、
腹
が
病
ん
だ
ん
だ
な
。

【
事
例
Ｄ
】
⑥

「
鯖
瀬
下
っ
て
八
坂
坂
中
鯖
一
つ
」
と
こ
う
言
う
た
ん
。

「
行
基
大
師
に
く
れ
い
で
馬
の
腹
病
む
」

と
こ
う
言
う
ん
や
と
。（
…
行
基
が
腹
止
の
呪
歌
を
詠
む
…
）
今
度
ぶ
り

お
礼
言
お
、
と
思
て
な
、
後
へ
ふ
り
返
っ
た
ら
、
も
う
ほ
の
形
が
な
か
っ

た
、
と
言
う
ん
。
ほ
れ
で
。
お
大
師
弘
法
大
師
さ
ん
や
っ
た
言
う
ん
で
、

あ
そ
こ
へ
銅
像
こ
し
ら
え
て
、
そ
の
人
が
な
。

事
例
Ｃ
、
Ｄ
と
も
に
僧
名
は
お
大
師
さ
ん
で
あ
る
が
、
歌
は
行
基
で
あ
る
。

　

行ギ
ョ
ウ
キ基

と
大ダ
イ
シ師

は
音
数
が
同
じ
で
あ
る
。
行
基
で
も
、
大
師
で
も
音
の
リ

ズ
ム
崩
れ
な
い
。
し
か
し
弘
法
大
師
が
主
人
公
と
語
る
話
で
も
、
歌
で
は

行
基
で
あ
る
。
文
献
と
同
じ
く
、
元
は
行
基
が
主
人
公
の
伝
説
で
あ
り
、

鯖
大
師
の
「
大
師
」
と
い
う
名
称
に
引
か
れ
て
「
行
基
と
い
う
お
大
師
さ
ん
」

と
語
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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⑦
と
⑧
は
行
基
の
話
で
あ
る
。

【
事
例
Ｅ
】
⑧

昔
行
基
菩
薩
が
と
に
か
く
四
国
巡
業
に
来
ら
れ
ま
し
て
、
そ
い
で
、
そ

の
道
中
で
そ
の
鯖
瀬
に
向
こ
う
で
す
。
と
に
か
く
そ
の
出
く
わ
し
た
ん

が
、と
に
か
く
鯖
を
馬
に
追
わ
せ
て
、ど
う
こ
う
し
て
お
っ
た
ん
で
す
な
。

そ
れ
で
そ
の
行
基
菩
薩
は
坊
さ
ん
の
よ
う
な
、
あ
り
ゃ
何
て
い
う
た
ら

え
え
か
な
、
羅
漢
さ
ん
の
よ
う
な
か
っ
こ
し
て
お
り
ま
し
た
も
ん
じ
ゃ

か
ら
、（
…
行
基
が
魚
を
ほ
し
が
る
…
）

そ
の
時
の
歌
い
う
ん
が
、
馬
の
腹
が
痛
な
っ
た
時
に
は
、

「
大
坂
や　

八
坂
坂
中
鯖
一
つ　

行
基
に
く
れ
で
馬
の
腹
病
む
」

⑦
と
⑧
で
は
僧
名
、
歌
の
中
の
僧
名
共
に
行
基
で
あ
る
。
⑦
で
は
「
乞
食

坊
主
」、
⑧
で
は
「
四
国
巡
業
」
と
行
基
を
遊
行
僧
と
し
て
語
っ
て
い
る
。

　

行
基
が
主
人
公
の
場
合
は
、
寺
の
説
明
は
さ
れ
な
い
。
し
か
し
弘
法
大

師
の
場
合
は
寺
の
由
来
で
あ
る
。

【
事
例
Ｆ
】
⑨

四
国
八
十
八
ヶ
所
の
番
外
札
所
で
海
南
町
の
鯖
瀬
に
鯖
大
師
と
い
う
お

寺
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
由
来
に
つ
い
て
お
話
を
申
し
上
げ
ま
す
。
え

え
、
弘
法
大
師
さ
ん
が
四
国
を
お
回
り
に
な
っ
て
お
る
時
に
、
鯖
瀬
に

来
た
時
に
、
馬
に
た
く
さ
ん
鯖
を
つ
け
て
通
り
か
か
っ
た
馬
子
に
出
会
っ

た
の
で
あ
り
ま
す
。

と
語
り
の
最
初
で
寺
の
由
来
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
行
基
か
ら
夢

告
を
受
け
た
こ
と
は
語
ら
な
い
が
、「
お
大
師
さ
ん
が
、
水
を
く
れ
た
」
と

加
持
水
を
飲
ま
せ
た
こ
と
、「
そ
こ
へ
行
基
庵
と
い
う
小
さ
い
庵
を
建
て
て
」

と
行
基
庵
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
を
語
る
な
ど
、
寺
の
縁
起
に
近
い
語
り

に
な
っ
て
い
る
。

【
事
例
Ｇ
】
⑪

あ
そ
こ
の
鯖
大
師
て
い
う
お
大
師
さ
ん
を
祀
っ
て
、
そ
れ
が
今（
マ
マ
）だ

に
、

鯖
大
師
い
う
て
、
東
京
や
大
阪
、
北
海
道
、
九
州
か
ら
ず
う
っ
と
札
所

以
外
や
け
ん
ど
参
り
に
来
と
る
で
し
ょ
う
。
ほ
の
、
ほ
う
い
う
由
来
が

あ
る
や
さ
か
い
に
。

こ
の
よ
う
に
、
鯖
大
師
が
弘
法
大
師
だ
と
語
る
話
者
の
意
識
で
は
、
鯖
大

師
伝
説
は
寺
の
由
来
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
五
　
結
び
に
か
え
て

　

鯖
大
師
伝
説
は
江
戸
時
代
で
は
行
基
の
伝
説
で
あ
り
、
行
基
庵
と
呼
ば

れ
て
い
た
。
明
治
に
な
り
、
四
国
霊
場
の
番
外
札
所
に
組
み
込
ま
れ
る
う

ち
に
、弘
法
大
師
伝
説
の
一
つ
に
包
括
さ
れ
て
い
っ
た
。
変
容
し
た
年
代
は
、

文
献
上
だ
と
明
治
四
十
年
代
以
降
だ
が
、
鯖
大
師
像
が
四
国
か
ら
勧
請
さ

れ
た
年
代
は
文
献
よ
り
も
早
く
、
明
治
二
五
年
～
四
十
年
代
に
か
け
て
と

思
わ
れ
る
。
鯖
大
師
信
仰
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
が
、
四
国

遍
路
や
弘
法
大
師
信
仰
の
影
響
が
強
く
見
ら
れ
る
。

　

し
か
し
海
南
町
で
の
明
治
生
ま
れ
の
話
者
の
語
り
で
は
、
行
基
と
弘
法

大
師
が
並
列
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
在
地
の
人
々
の
意
識
で
は
、
鯖
大
師

は
行
基
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
根
強
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
僧
名
を
お
大

師
と
し
て
い
る
場
合
で
も
、
歌
は
行
基
で
あ
る
。
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行
基
と
大
師
は
音
数
が
同
じ
で
あ
り
、
変
化
し
や
す
い
。
ま
た
鯖
大
師

伝
説
で
の
行
基
は
、
弘
法
大
師
と
同
じ
く
、
巡
礼
す
る
僧
の
イ
メ
ー
ジ
を

持
っ
て
い
る
。
行
基
の
生
誕
地
で
あ
る
大
阪
府
で
は
、
行
基
伝
説
は
水
に

関
す
る
伝
説
が
多
い
。
し
か
し
、
行
基
が
訪
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
地
域

で
は
、
行
基
は
修
行
僧
と
し
て
各
地
を
訪
れ
、
造
仏
や
寺
を
建
立
し
た
と

い
う
伝
承
が
残
さ
れ
て
い
る
。「
弘
法
清
水
」
や
「
食
わ
ず
芋
」
の
よ
う
に
、

弘
法
大
師
が
全
国
を
行
脚
し
た
と
い
う
伝
説
と
し
て
各
地
に
伝
わ
っ
て
い

る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
行
基
と
弘
法
大
師
は
共
通
項
が
多
い
た
め
、
行
基

か
ら
弘
法
大
師
へ
と
変
容
し
て
も
違
和
感
が
な
く
、
在
地
の
人
々
に
受
け

入
れ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

付
記

　

表
四
「
鯖
大
師
安
置
寺
院
一
覧
」
出
典
の
「
鯖
大
師
だ
よ
り
」
は
鯖
大

師
本
坊
が
発
行
し
て
い
る
冊
子
で
あ
る
。
住
職
の
柳
本
明
善
師
に
は
資
料

提
供
な
ど
で
ご
協
力
い
た
だ
い
た
。
愛
知
県
図
書
館
、
静
岡
県
立
中
央
図

書
館
、
徳
島
県
立
図
書
館
、
香
川
県
立
図
書
館
に
は
文
献
調
査
で
ご
協
力

い
た
だ
い
た
。
伏
し
て
感
謝
い
た
し
ま
す
。

表
一
の
出
典

Ａ　

坂
本
正
夫
編 『
猿
の
生
肝
』
一
九
七
六　

桜
楓
社

Ｂ　

宮
岡
洋
子「
円
岡
邦
枝
媼
の
語
る
昔
話
―
鳥
取
・
中
山
町
の
昔
話（
一
）」

『
伝
承
文
学
研
究
』
第
二
二
号　

一
九
七
九

Ｃ　

広
島
県
師
範
学
校
編
『
芸
備
の
昔
話
』
一
九
七
九　

歴
史
図
書
社

Ｄ　

及
川
大
渓『
芸
備
の
伝
承
』一
九
七
三　

国
書
刊
行
会
。
な
お
同
話
が
、

広
島
県
小
学
校
図
書
館
協
議
会
編
『
広
島
の
伝
説
』（
一
九
七
八　

日

本
標
準
）
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る

Ｅ　

川
島
秀
一
「「
弘
法
」
と
い
う
名
の
六
部
に
つ
い
て
」『
ザ
シ
キ
ワ
ラ

シ
の
見
え
る
と
き
』　

三
弥
井
書
店　

一
九
九
九
。（
初
出『
東
北
民
俗
』

第
二
五
輯　

一
九
九
一
）

Ｆ　

能
田
多
代
子
『
手
っ
き
り
姉
さ
ま
』
一
九
五
八　

未
来
社

Ｇ　

佐
々
木
達
司
編
『
津
軽
の
民
話
』（『
聴
く
語
る
創
る
』
第
二
号
）

一
九
九
四

注（
１
） 

柳
田
国
男
「
鯖
大
師
」『
昔
話
覚
書
』
一
九
四
三
。『
柳
田
國
男
全
集
』

八
巻　

一
九
九
○　

筑
摩
書
房
よ
り
引
用

（
２
） 

阪
口
保
「
鯖
大
師
由
来
記
」『
神
戸
山
手
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
第

二
集　

一
九
五
七

（
３
） 

五
来
重
「
牛
方
山
姥
と
鯖
大
師
」『
鬼
む
か
し
』
一
九
八
四　

角
川

書
店

（
４
） 

花
部
英
雄
「
鯖
大
師
と
呪
歌
」『
呪
歌
と
説
話
』
一
九
九
八　

三

弥
井
書
店
。（
初
出
「
鯖
大
師
と
馬
の
腹
病
む
歌
」『
芸
能
文
化
史
』

十
六
号　

一
九
九
八
）

（
５
） 
鈴
木
棠
三
「
行
基
の
寺
」『
説
話
民
謡
考
』
一
九
八
七　

三
一
書
房

（
６
） 

米
山
孝
子
「
行
基
説
話
伝
承
考
―
行
基
伝
承
か
ら
空
海
伝
承
へ
―
」

『
大
正
大
学
研
究
紀
要
』
第
九
十
号　

二
○
○
五
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（
７
） 

柳
田
国
男
『
分
類
食
物
習
俗
語
彙
』
一
九
七
四　

角
川
書
店

（
８
） 

注
（
４
）
と
同
じ

（
９
） 
徳
島
県
海
部
郡
海
南
町
史
編
集
委
員
会
編
『
海
南
町
史
』
一
九
六
六

（
（0
） 
宮
崎
忍
勝
『
密
教
と
現
代
』
一
九
七
二　

高
野
山
出
版
社

（
（（
） 

白
木
俊
幸
『
巡
礼
・
参
拝
用
語
辞
典
』
一
九
九
四　

朱
鷺
書
房

（
（2
） 

鷲
尾
順
敬
編
『
国
文
東
方
仏
教
叢
書
』
第
七
巻 

紀
行
部　

一
九
二
五　

国
文
東
方
仏
教
叢
書
刊
行
会

（
（（
） 

近
藤
喜
博
編
『
四
国
霊
場
記
集　

別
冊
』
一
九
七
四　

勉
誠
社

（
（4
） 

秋
澤
繁
ら
編
『
土
佐
國
群
書
類
從
』
第
八
巻 

地
理
部　

二
〇
〇
六　

高
知
県
立
図
書
館

（
（（
） 

海
部
郡
誌
刊
行
会
編
『
徳
島
県
海
部
郡
誌
』
一
九
二
七

（
（6
） 

久
保
武
雄
『
四
国
遍
礼
名
所
図
会
』
一
九
七
二

（
（7
） 

松
原
秀
明
編
『
日
本
名
所
風
俗
図
会
』
十
四
・
四
国
の
巻　

一
九
八
一　

角
川
書
店

（
（8
） 

日
本
随
筆
大
成
編
輯
部
編
『
日
本
随
筆
大
成
』
第
一
期
三　

一
九
七
五　

吉
川
弘
文
館

（
（9
） 

佐
藤
久
光
『
遍
路
と
巡
礼
の
民
俗
』
二
〇
〇
六　

人
文
書
院

（
20
） 

繁
田
空
山
『
四
国
霊
験
記
図
会
』
国
会
図
書
館
蔵

（
2（
） 

重
野
雄
五
郎
編
『
四
国
八
十
八
ケ
所
道
中
独
案
内
』
国
会
図
書
館
蔵

（
22
） 

住
田
実
妙
編
『
四
国
霊
場
記
』
国
会
図
書
館
蔵

（
2（
） 

森
正
人
『
四
国
遍
路
の
近
現
代
』
二
○
○
五　

創
元
社

（
24
） 

知
久
泰
盛
『
四
国
八
十
八
個
所
霊
場
案
内
記
』
国
会
図
書
館
蔵

（
2（
） 

此
村
庄
助
編
『
四
国
霊
場
八
十
八
ケ
所
遍
路
独
案
内
』
国
会
図
書
館

蔵

（
26
） 

四
国
道
人
『
四
国
霊
場
案
内　

附　

弘
法
大
師
御
伝
記
』
国
会
図
書
館

蔵

（
27
） 

南
知
多
町
誌
編
さ
ん
委
員
会
編
『
南
知
多
町
誌　

本
文
編
』

一
九
九
一

（
28
） 

亀
崎
第
二
尋
常
高
等
小
学
校
『
亀
崎
町
郷
土
史
料
』（
抄
）
三
月

二
十
一
日
条
。（
半
田
市
誌
編
さ
ん
委
員
会
編
『
半
田
市
誌　

地
区

誌
篇　

亀
崎
地
区
』
一
九
九
七
）

（
29
） 

二
〇
〇
五
年
十
一
月
十
三
日
聞
書

（
（0
） 

呑
海
院
で
の
調
査
の
際
に
い
た
だ
い
た

（
（（
） 『
半
田
の
お
寺
』
一
九
八
二　

半
田
市
仏
教
会

（
（2
） 

半
田
市
誌
編
さ
ん
委
員
会
編
『
半
田
市
誌　

宗
教
篇
』
一
九
九
五

（
（（
） 

注
（
6
）
と
同
じ

（
せ
き
ね
・
あ
や
こ
／
昔
話
伝
説
研
究
会
）



40

表
三
　
徳
島
県
の
鯖
大
師
伝
説
と
縁
起
（
徳
島
県
海
部
郡
海
南
町
は
海
南
町
と
省
略
）

【
伝　

説
】

伝
承
地

話
者
・
出
版

僧
　
　
名

歌
の
僧
名

放
生

地
名
由
来

寺
　
名

夢
告

加
持
水

そ
の
他

出
　
　
　
　
　
　
典

１

海
南
町

出
T 

2
年

行
基

行
基

×

鯖
瀬

行
基
庵

×

×

『
郷
土
研
究
』
第
一
巻
第
八
号 

一
九
一
三

２

海
南
町

出
Ｓ
6
年

旅
僧
・
弘
法
大
師
（
経
文
）

○

×

鯖
大
師

×

×

横
山
春
茂
『
阿
波
伝
説
集
』
一
九
三
一

３

海
南
町

大
山

不
明

行
基
と
い
う
大
師

行
基

○

鯖
瀬

×

×

×

鯖
大
師
の

大
き
な
松

立
命
館
大
学
説
話
文
学
研
究
会
『
徳
島
県
海

部
郡
海
南
町　

川
上
昔
話
集
』
一
九
七
三 

４

海
南
町

大
田

Ｍ
（6
年
生

行
基
・
大
師

行
基

○

×

×

×

×

大
谷
女
子
大
学
説
話
文
学
研
究
会
『
徳
島

県
海
部
郡
海
南
町　

浅
川
・
川
東
世
間
話

集
』
一
九
七
三

５

海
南
町

新
宮

Ｍ
（2
年
生

大
師
・
行
基

行
基

×

×

×

×

×

６

海
南
町

若
松

Ｍ
28
年
生 

弘
法
大
師
・

お
じ
ゅ
っ
さ
ん

行
基
大
師

×

×

鯖
大
師
像
×

×

松

立
命
館
大
学
説
話
文
学
研
究
会
『
徳
島
県
海

部
郡
海
南
町　

川
上
昔
話
集
』
一
九
七
三 

７

海
南
町

栗
ノ
浦

Ｍ
（4
年
生

行
基
・
乞
食
坊
主

行
基

○

×

×

×

×

大
谷
女
子
大
学
説
話
文
学
研
究
会
『
徳
島

県
海
部
郡
海
南
町　

浅
川
・
川
東
世
間
話

集
』
一
九
七
三

８

海
南
町

浅
川
東

Ｍ
24
年
生

行
基

行
基

×

×

×

×

×

９

海
南
町

伊
勢
田
上

Ｍ
4（
年
生

弘
法
大
師

（
念
仏
）

○

馬
引
き
坂
行
基
庵
・

鯖
大
師

×

○

（0

海
南
町

伊
勢
田
下

Ｍ
（（
年
生

弘
法
大
師
・

汚
い
行
脚
の
お
坊

さ
ん

×

○

×

鯖
大
師

×

×

鯖
を
焼
く
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（（

海
南
町

大
田

Ｍ
（6
年
生

大
師
・
遍
路

×

×

×

鯖
大
師

×

×

同
右

（2

海
南
町

浅
川
西

Ｍ
（4
年
生

弘
法
大
師

×

○

×

馬
子
出
家
×

×

弘
法
大
師

の
宿
っ
た

松
の
木

（（

海
南
町

中
小
路

Ｍ
（4
年
生

弘
法
大
師

大
師

×

×

鯖
大
師

×

×

（4

海
南
町

前
田

Ｍ
28
年
生

弘
法
大
師

大
師

×

×

×

×

×

（（

海
南
町

出
Ｓ
47
年

弘
法
大
師

大
師

○

×

八
坂
山
鯖

瀬
大
師
堂
○

×

図
と
像
の

写
真
あ
り

武
田
明
『
四
国
路
の
伝
説
』
一
九
七
二

（6

海
南
町

出
Ｈ
（4
年

弘
法
大
師

大
師

○

馬
曳
き
坂
鯖
瀬
の
大

師
堂

×

×

お
手
植
の

松

海
南
町
夢
と
活
気
あ
ふ
れ
る
地
域
づ
く
り

促
進
協
議
会
『
海
南
町
の
民
話
』
二
〇
〇
二

【
縁　

起
】

調
査
・
出
版
年

僧
　
名

歌

放
生

夢
告

加
持
水

地
名
由
来

寺
　
　
名

出
　
　
　
　
典

（7

調
Ｓ
９
年

弘
法
大
師

×

○

×

○

×

八
阪
山
鯖
生
大
師

行
基
開
基

尾
関
行
應
『
四
国
霊
場
巡
拝
日
誌
』

一
九
三
六

（8

調
Ｓ
46
年

弘
法
大
師

×

○

○

○

×

鯖
大
師

鯖
大
師
本
坊
前
住
職
の

語
り

四
国
女
子
短
期
大
学
『
阿
波
の
民
話

を
求
め
て
』
一
九
七
一

（9

出
Ｈ
５
年
～
Ｈ

９
年
か

弘
法
大
師

大
師

○

○

○

鯖
瀬
（
法
生
島
）

・
馬
ひ
き
坂

鯖
大
師
本
坊

行
基
お
手
植
の
松

『
鯖
大
師
本
坊
』
寺
が
配
っ
て
い
る

冊
子
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A 漁業従事者

寺院名 所在地 宗　派 像 祀られた年代 大師
信仰 出　　典

（ 東学寺 千葉県浦安市 真言宗 石像 昭和 2 年 ○ 聞き書き。行徳歴史探検
隊 HP

2 清源院 静岡県浜名郡新居
町 曹洞宗 石像 不明 ○ 『新居町史』（98（

（ 神宮寺 静岡県浜名郡
新居町 臨済宗 石像 不明 ○ 神宮寺 HP

4 網元の
持ち回り 静岡県沼津市 石像 大正 6 年頃 沼津市歴史民俗資料館・

パンフレット

（ 歓喜寺 愛知県豊橋市 曹洞宗 石像 不明 ○ 聞き書き。『ふるさと豊橋』
（979

6 徳城寺 愛知県豊川市 曹洞宗 石像 不明 ○ 聞き書き

7 地蔵寺 愛知県岡崎市 石像 明治後期 ○ 『岡崎の石仏』（979

8 南蔵院 福岡県糟屋郡篠栗
町

高野山真言
宗別格本山 石像 昭和 48 年 ○ 鯖大師だより

B 新四国霊場
寺院名 所在地 宗　派 像 年　　代 出　　典

9 妙音院 千葉県館山市 真言宗 石像 不明。新四国霊
場は明治 28 年 妙音院・縁起立て看板

（0 鳳来寺
岩本院跡

愛知県南設楽郡鳳
来町 石像 昭和 （ 年 『鳳来町史』（98（

（（ 大字黒坂 愛知県東加茂郡
下山村（現豊田市） 石像 不明 『下山村史』（987

（2 金剛寺 愛知県半田市 曹洞宗
明治2（年か。

（大正 （0 年
建立の石碑）

『半田のお寺』（982。長山寺の住
職からの聞き書き

（（ 呑海院 愛知県知多郡
南知多町日間賀島 曹洞宗 木像彩

色 明治後半 『南知多町史』（99（。聞き書き

（4 長山寺 愛知県知多郡
南知多町 曹洞宗 木像彩

色

明治 44 年 （
月建立の石
柱

『南知多町史』（99（。聞き書き

（（ 太子堂 岡山県笠岡市 石像 昭和 6 年 鯖大師だより

（6 土生町 広島県因島市 石像 大正 （0 年 鯖大師だより

C 高野山・弘法大師
寺院名 所在地 宗　派 像 年　代 出　典

（7 善福寺 千葉県浦安市 真言宗 石像 昭和 4（ 年 鯖大師だより

（8 密峰寺 愛知県岡崎市 真言宗 不明 行徳歴史探検隊 HP

（9 釈迦院 大阪府大阪市 高野山真言
宗別格本山 石像 大正 （（ 年 縁起。鯖大師だより

20 坂上寺 兵庫県明石市 真言宗 石像 昭和 9 年 鯖大師だより。聞き書き

表四　鯖大師安置寺院一覧
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Ｄ 四国遍路
寺院名 所在地 宗　派 像 年　代 出　　典

2（ 観音寺 北海道苫小牧市 昭和 40 年 鯖大師だより

22 興照寺 埼玉県川口市 真言宗 石像 昭和 9 年 鯖大師だより

2（ 金乗院 東京都練馬区 真言宗 石像 明治 42 年 鯖大師だより

24 竹林サチヱ 滋賀県坂田郡米
原町 昭和 （0 年 鯖大師だより

2（ 愛宕山大師教
会

岡山県浅口郡鴨
方町 昭和 （（ 年 鯖大師だより

26 鯖大師教会
（能満寺）

長崎県壱岐郡勝
本町 昭和 24 年 鯖大師だより

Ｅ 個人祈願

寺院名 所在地 宗　派 像 年　代 大師
信仰 出　　典

27 円福寺 千葉県我孫子市 真言宗 木像彩
色 明治 42 年 『孫子市史』（990。聞き

書き。

28 勝呂ヨネさん宅
（現在は安楽寺）

静岡県伊豆市土
肥 石像 昭和（0年頃 ○ 聞き書き。山口最子「民

間伝承」（94（

29 崇福寺 静岡県静岡市 臨済宗 石像 大正頃 鯖大師だより。『江南市
史』（98（

（0 宝蔵寺 愛知県知立市 石像 大正 4 年頃 『知立の石仏を尋ねて』
（99（

（（ 秋葉寺 愛知県江南市 石像 昭和 4 年 『江南市史』（98（

（2 竜泉寺 愛知県江南市 石像 昭和（0年頃 『江南市史』（98（

（（ 弘法山 愛知県豊田市 銅像 大正の初め
頃 ○ 『ぶらてくガイド　わが

まち紹介編３』（998

（4 共同墓地 愛知県幡豆郡幡
豆町 石像 不明 ○ 『幡豆の石像物』200（

Ｆ 不明

寺　名 所在地 宗　派 像 祀られた年代 大師
信仰 出　　典

（（ 大東町大池ま
わり 愛知県安城市 石像 昭和 （0 年 『安城の石仏』（98（

（6 林性寺 三重県久居市 天台宗 石像 不明 鯖大師だより

（7 須磨寺 兵庫県神戸市 真言宗 石像 不明 阪口保「鯖大師由来記」
（9（7。『伝説の須磨』2004

（8 百代寺 兵庫県加西市 真言宗 石像 不明 ○ 聞き書き


