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一
二

わ
が
国
に
お
け
る
遊
行
僧

の
研
究

―

鹿
角

の
杖
を
持

つ
遊
行
僧
を
中
心
に
―

田

中

夕

子

頂
に
鹿
角
を
付
け
る
杖
は
、
杖

の
な
か
で
も
ひ
と
き
わ
目
を
ひ
く

"異
形

の
杖
"
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ
れ
は
京
都

・
六
波
羅
蜜
寺
空
也

像
を
は
じ
め
、
『法
然
上
人
絵
伝
』
巻

一
七
の
法
会
に
や

っ
て
き
た
僧

侶
や

『
融
通
念
仏
縁
起
絵
巻
』
上
巻

の
市
井
を
歩
く
僧
侶
、
『七
十

一

番
職
人
歌
合
』
の

「は
ち
た
た
き
」
の
な
ど
の
遊
行
僧
の
持
ち
物
と
し

て
中
世

の
彫
刻
や
絵
巻
物
に
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
杖
は

　ユ
　

『今
昔
物
語
集
』
の
な
か
で
阿
弥
陀
聖

の
持
物

で
あ
り
、
『
梁
塵
秘
抄
』

で
は
聖

の
好
む
も
の
と
し
て
謡
わ
れ
る
。

通
常
、
中
世
の
絵
巻
物
の
な
か
で
僧
侶
が
杖
を
持

つ
例
は
、
老
齢
者

や
琵
琶
法
師
や
旅
行
す
る
僧
、
ま
た
は
警
備
す
る
者
な
ど
で
、
そ
れ
以

外
に
杖

を
持

つ
例
は
あ
ま
り
見
ら
れ
ず
、
そ
の
杖
も
先
が
分
か
れ
た
鹿

杖
や
、
細
杖
等
が
多
く
を
占
め
、
鹿
角
の
杖
は
稀
で
あ
る
。
ま
た
、
遊

行
の
徒

を
描
い
た

『
一
遍
聖
絵
』
の
な
か
で
も
、

一
遍
を
は
じ
め
時
衆

の
僧
侶

が
杖
を

つ
く
姿
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
ず
、
遊
行
僧
が
杖
が

つ
く

こ
と
が

一
般
的
だ
っ
た
と
は
言

い
難
い
。

小
稿

で
は
、杖

の
な
か
で
も
鹿
角
を
つ
け
た
杖
が
象
徴
す
る
意
味
を
、

仏
教
を
は
じ
め
と
す
る
美
術
作
品
や
鹿

に
対
す
る
信
仰
か
ら
考
察
し
、

こ
の
杖
を
持

つ
遊
行
僧
が
内
包
し
て
い
た
宗
教
的
な
特
質
を
考
え
て
み

た
い
。

京
都
.高
山
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
釈
迦
阿
難
像

に
描
か
れ
る
釈
迦
像
は
、

右
手
に
錫
杖
を
つ
き
、
左
手
に
鉢
を
持

つ
。
ま
た
、
菩
薩
像
の
な
か
で

も
長
谷
寺
式
観
音
菩
薩
像
な
ど
は
杖
を
持

つ
が
、
こ
れ
ら
が
持

つ
杖
は
、

人
々
の
前
に
現
わ
れ
て
菩
薩
行
を
お
こ
な
う
遊
行

の
姿
を
象
徴
し
て
い

る
と

い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
仏
教
美
術
の
な
か
で
、
杖
や
鉢
を
持

つ

仏
菩
薩
の
姿
は
遊
行
を
表
わ
す
も
の
が
多
く
、
こ
れ
ら
の
持
物
が
遊
行

の
象
徴
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
例
は
、
古
く
は
イ
ン
ド
で

造
ら
れ
た
仏
伝

の
な
か
の
遊
行
の
釈
迦
像

に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た

『毘
尼
母
経
』
巻
五
に
は
仏

が
説
法
を
す
る
時
、
杖
頭

に
鹿
角
や
鐵
を

つ
け
た
と
書
か
れ
、
仏
教
従

の
な
か
で
、
古
く
か
ら
こ

の
よ
う
な
習
俗
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
と
日
本

の
鹿
角
の
杖
と
を
直
接
結
び

つ
け
る
積
極
的
な
要
素
は
見
付
け
が
た
い
。

一
般
的
に
杖
は
、
老
人
の
歩
行
の
助
け
や
行

商
人
、
旅
行
者
の
歩
行
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三

二
二

補
助
と
共
に
害
獣
に
対
す
る
保
身
な
ど
、
そ
の
用
途
は
多
様

で
あ
る
。

一
方
、
杖
は
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
様
々
な
意
味
を
象
徴
し
て
い
る
。

海
外
で
は
老
齢
、
旅
の
他
、
権
威
の
象
徴
と
し
て
神
像
が
持

つ
例
が
み

　　
　

ら
れ
る
。

日
本

の
考
古
遺
物
の
な
か
に
は
祭
礼
に
用
い
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
杖

が
あ
る
。
縄
文
か
ら
弥
生
時
代
に
杖
の
頂
に
付
け
、
指
揮
杖
ま
た
は
笏

と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
叉
状
の
鹿
角
製
品
が
、
東
日
本
を
中

心
に
出

土
し
て
い
る
。
中
村
五
郎
氏
は
こ
れ
を
京
都

・
六
波
羅
蜜
寺
空

也
像
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
鹿
角
の
杖

の
先
駆
的
な
例
と
位
置
付
け
を

推
定
し

て
、
鹿
角
の
杖
に
も
呪
術
的
な
儀
礼
性
が
あ
る
の
で
は
な

い
か

ヘ
ヨ

と
推
測

さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
鹿
の
角
を
付
け
た
杖
を
堀

一
郎
氏

は
仏
教
と
シ
ャ

マ
ニ

　　
　

ズ
ム
と

の
結
合

の
産
物
と
推
定
す
る
。

ま
た
、
鹿

の
若
角
で
あ
る
鹿
茸
が
勝
れ
た
薬
効
を
持

つ
と
同
時
に
、

角
が
年

毎
に
抜
け
落
ち
新
し
く
生
え
て
く
る
こ
と
な
ど
か
ら
不
老
長
寿

を
象
徴

す
る
霊
獣
と
し
て
、
ア
ジ
ア
で
は
広
い
範
囲
で
古
く
か
ら
神
聖

　ら
　

視
さ
れ

て
い
た
。

日
本

で
は
古
来
、
鹿

は
祭
礼
具
に
頻
繁
に
描
か
れ
、
ま
た
、
『
日
本

書
記
』
や

『万
葉
集
』
な
ど
で
は
し
ぼ
し
ぼ
祭
礼

の
装
束
と
し
て
用
い

ら
れ
て
お
り
、
神
獣
と
し
て
神
霊
視
さ
れ
て
い
た
。
鹿
は
千
葉
徳
爾
氏

は
、
鹿
を

は
じ
め
と
す
る
獣
肉
の
供
儀
は
在
来

の
神
信
仰

の
な
か
で
は

　　
　

矛
盾
し

て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

石
井
進
氏
は
千
葉
氏
が
論
じ
た
鹿
観
を
踏

ま
え
た
上
で

『吾
妻
鏡
』

建
久
四

(
一
一
九
三
)
年
の
富
士

の
巻
狩
り
に
書
か
れ
る
鹿
狩
り
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
に
注
目
し
、
こ
の
狩
り
は
神
の
真
意

を
問
う
も
の
で
あ

っ
た

と
し
、
「山
神
」
の
象
徴
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
鹿
を
狩
る
こ
と
は
、
狩

る
も
の
が
神
に
そ
の
加
護
を
問

い
直
す
こ
と
と
換
言
す
る
こ
と
が
で
き

　　
　

る
と
説
明
す
る
。

こ
れ
は
鎌
倉
時
代
の
仏
教
的
な
殺
生
観
が
広
が
る

一
方
で
、
古
来
か

ら
鹿
を
狩
り
神
に
供
え
、
鹿
の

一
部
を
身
に
着

け
祭
儀
に
奉
仕
す
る
こ

と
に
対
す
る
神
聖
性
が
確
実
に
受
け
継
が
れ

て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の

と
い
え
よ
う
o

近
年
、
絵
巻
物

に
描
か
れ
る
杖
が
注
目
さ
れ
、
そ
れ
を
持

つ
階
層
、

年
齢
層
と
そ
れ
ぞ
れ
持

つ
杖

の
形
と
の
関
係
が
分
析
さ
れ
、
検
討
が
行

な
わ
れ
て
い
る
。
赤
坂
憲
雄
氏
は
盲
僧
を
は
じ
め
遊
行
の
僧
侶
や
修
験

者
、
商
人
な
ど
移
動
を
常
と
す
る
人
々
を

〈異
人
〉
の
自
己
同

一
性
を

象
徴
す
る
も
の
と
し
、・彼
ら
を

「境
の
祭
祀
者
」
と
位
置
付
け
な
が
ら
、

彼
ら
の
杖
に
は
内
と
外

の
境
界
を
劃
す
こ
と
を
象
徴
す
る
意
味
付
け
を

　　
　

お
こ
な
っ
て
い
る
。

同
じ
く
赤
坂
氏
は

「鹿
杖
考
」
の
な
か
で
、
『
一
遍
聖
絵
』

の
な
か

に
描
か
れ
た

「定
住
者
す
る
者
」
の
な
か
で
も
、
老
人
、
荷
物
を
運
ぶ

男
た
ち
、
僧
侶
が
各
々
持

つ
杖
は
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
が
あ
り
、
特
に
僧
侶

の
持

つ
杖
は
身
分
的
に
高
位
の
僧
、
あ
る
い
は
老
僧
、
そ
し
て
僧
兵
が

も
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
杖

の
種
別
が
身
分
や
階
層
秩
序

の
内
部
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三

一
四

に
あ
る
、
あ
る
種
の
標
識
…の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
推
察
し
て

(
9
)

い
る
。

ま
た
、
網
野
善
彦
氏
は
絵
巻
物
に
現
わ
れ
た
異
形
の
杖
で
あ
る
撮
杖

に
注
目
し
、
そ
れ
は
も
と
は
警
備
・監
督

の
た
め
の
道
具

で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
と
共
に
祓

い
・
清
め
の
機
能
を
持

つ
呪
具
だ

っ
た
の
で
は
な
い
か

　む

と
推
定

す
る
。

つ
ま
り
、
階
層
や
年
齢
に
よ
っ
て
持

つ
杖
が
異
な
り
、

杖
は
持
主
の
社
会
的
な
役
割
や
機
能
を
象
徴
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

鹿
角

の
杖
を
持

つ
者
を
確
認
す
る
と
、
そ
の
多
く
が
、
阿
弥
陀
念
仏

を
称
え
る
遊
行
僧
で
あ

っ
た
り
、
念
仏
の
場
に
接
近
す
る
者
で
あ
る
。

従
来

い
わ
れ
る
と
お
り
、
念
仏
と
鹿
角
が
結
び

つ
く
の
は
念
仏
の
鎮
魂

　　
　

性
と
霊
魂
を
祭
祀
す
る
古
来
の
宗
教
者
の
姿
が
重
な
る
た
め
と
い
え
る
。

し
か
し
、
そ
の
点
で
彼
ら
は
法
然
や

一
遍
ら
の
念
仏
と

一
線
を
画
し
て

い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

遊
行
僧
が
仏
教
の
浸
透
に
重
要
な
役
割
を
は
た
し
た

こ
と
は
周
知

の

と
お
り

で
あ
る
が
、彼
ら

の
な
か
に
は
鹿
角

の
杖

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

顕
密

の
僧
侶

の
姿
で
あ
り
な
が
ら
古
来
か
ら
の
信
仰
を
標
榜
し
、
布
教

す
る
者

が
い
た
の
で
あ
る
。
鹿
角

の
杖
は
、
古
来
の
神
信
仰
と
仏
教

の

境
界
を
渡
り
歩
く
標
識
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

1

『今
昔
物
語
集
』
二
九
―
九

「阿
弥
陀
聖
、
殺
人
宿
其
家
被
殺
語
」

2

矢
野
憲

一
『杖
』
(平
成

一
〇
年
一
〇
月

法
政
大
学
出
版
局
)

3

中
村

五
郎

「本
邦
歴
史
時
代

の
鹿
角
杖

に

つ
い
て
」

(『
物
質
文

化
』
四

昭
和

四
四
年
)

4

堀

一
郎

『我

が
国

民
間
信
仰
史

の
研
究
』
(昭
和

二
八
年

一
一
月

東
京

創
元
社
)

5

杉
山

二
郎

「薬
猟
考
」

(『朝
鮮
学
報
』
第
六
〇
輯

昭
和

四
六

年
七
月
)

6

千
葉
徳
爾

「神
仏
交
渉
史

の

三
側
面
」

(『狩
猟
伝

承
研
究
』
所

収

昭

和

四
四
年

一
一
月
)

7

石
井

進

『
中
世
武
士

団
』

(『
日
本

の
歴

史
』
第

一
二
巻

小
学

館

昭

和

四
九
年

四
月
)

8

赤

坂
氏

は
築
土
鈴
寛

氏
が
盲

人
を

「堺

の
神

の
司
祭
者
」

で
あ

る
と

の

説

を
踏

ま
え
な
が
ら
、
境
界
を
行

き
来
す
る
盲
人
を
含
め
た

〈異

人
〉
を
、

定
住

民
に
と

っ
て
正
負

の
要
素

を
含
め
た
聖
な
る
者

で
あ

る
と

す

る
。
赤

坂
憲
雄

『異

人
論
序
説

』

(昭
和
六
〇
年

一
二
月

砂
子
屋
書
房

)

9

赤

坂
憲
雄

『鹿
杖
考

』

(
一
遍
研
究
会
編

「『
一
遍
聖
絵
』

と
中

世

の
光

景
」
所
収

平
成

五
年

三
月

あ
り
な
書
房
)

10

網

野
善
彦

「童
形

・
鹿
杖

・
門
前
」

(『
新
版
絵
巻
物

に
よ
る
日
本
常
民

生
絵
引

』
解

説
所
収

11

堀

一
郎
氏

前
掲
書

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

遊
行
僧

、
空
也
、
鹿
角
杖

(佛
教
大
学
大
学
院
)
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