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記
述
か
ら
、

一

般
人

も
既
に

遍
路
を
し
て

い

た
。

鳥
坂
）

の

庄
屋
は

「

辺
路
も

数
度
」

と

書
か

れ
、

人
も
い

た

こ

と
が

わ

か
る
。

説
経
節
を
読
む

戸
坂
（

愛
媛
県
西
予
市

重
ね

打
ち
を

し
て

い

た

宗
教
研
究
と
し

て

の

読
解
の

試
み

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

千
葉
　
俊
一

　

発
表
者
の

研
究
目
的
は

古
典
文
芸
・

芸
能
に

顕
れ
た

仏
教
思
想
を

読
み

取
る

こ

と

で

あ
る

。

し
か

し、

そ
れ

は

経
典
思
想
や
日
本
仏
教
の

宗
祖
た

ち
の

思
想
の

直
接
的
反
映
で

は

な
い

。

大
乗
仏
教
の

重
層
し
た

変
容
の

結

果
で

あ
る
日
本
仏
教
が
さ
ら

に
変
容
し、

在
家
民
衆
の

生

活
に

お
い

て

血

肉
と

化
し
た

も
の

で

あ
る

。

発
表
者
は

こ

れ

を
「

生

活
の

中
の

仏

教
思

想
」

と

呼
び

た

い
。

中
世
文
芸
（

芸
能）

で

あ
る

説
経
節
に
こ

れ
を

読
み

取
る

こ

と
が
発

表
者
の

当
面
の

課
題
で

あ
る

。

　

説
経
節
と

は

武

家
・

公
家
・

豪
農
の

子
弟
が
惨
憺
た

る

苦
難
（

こ

と

に

愛
別
離

苦）

を
味
わ
っ

た
末
に

栄
華
を
回
復
す
る
、

な
い

し
は

死

後
神
仏

と

な
る

（

あ
る

い

は

そ
の

両

方）

と
い

う

筋
立
て

を

持
つ

語

り
物
で

あ

る
。

発

表
者
は

説
経
節
を

質
・

量
と

も
に

代
表
す
る
五

作
品、

『

さ
ん

せ

う
太
夫
」

・
『

し
ん

と

く
丸
』

・
『

を
ぐ

り
』

・
『

か
る

か

や
』

・
『
ま
つ

ら

長

者
』

を

考
察

対
象
と
し

、

説
経
節
先
行
研
究
の

仏
教
と

の

関
係
を

論
じ
て

こ

な
か
っ

た

問
題

点
を
意
識
し、

か
つ

恩
愛
を
説
経
節
の

核
心
と

し
て

き

た

視
点
を
引
き

継
ぎ
な
が
ら

、

「

生
活
の

中
の

仏
教
思

想
」

を
と
ら

え
て

い

き
た
い

。

　
「

生

活
の

中
の

仏
教
思
想
」

は
一

般
的

に
作
品
の

中
に

自
立
し
た

言
説

と
し
て

は

現
れ

ず、

登

場
人
物
た
ち
が
そ
の

中
で

生
き
て

い

る

と

こ

ろ

の

社

会
制

度
や

情
念
等
を
い

わ
ば

．

依

代
”

と

し
て

現
わ
れ
る
と

発

表
者
は

考
え
る

。

説
経
節
の

場
合、

恩
と
い

う
仏
教
思
想
が

家
制
度
と

愛
の

情
念

に
宿
る

こ

と
で

恩
愛
と
い

う
「

生

活
の

中
の

仏
教
思
想
」

と
な
っ

て

い

る
。

　
説
経
節
五

作
品
の

主
人
公
た
ち
は

正

統
な
家
長
後
継
者
で

あ
り
な
が

ら

様
々

な

理

由
か
ら

排
除
さ
れ

辛
苦
を
味
わ

う
が
最
後
に
は

家
督
を
手
に

し

栄
華
を

極
め

る

（

家

督
を

自
ら

放
棄
す
る

『

か
る

か

や
』

は

例

外
）

。

つ

ま
り
家
督
を
め

ぐ
る

苦
闘
が

説

経
節
の

基
本
構
造
な

の

で

あ
る

。

と
こ

ろ

で
、

「

家
」

と

は
擬
血

縁
的
な

機
能
集
団
で

あ
り

、

純
粋

な

親
族
集
団
の

こ

と

で

は

な

い
。

し

か
し、

説

経
節
で

は

家
督
を

め

ぐ
る

苦
闘
の

担
い

手

は

ほ

と

ん
ど

親
子
・

夫

婦
・

姉
弟
と
い

う

親
族
集

団
に

限
定
さ
れ

て

い

る
。

そ
う
さ
せ

て

い

る
の

は

説

経
節
の

受
容
者
た

る

中
世
民
衆
の

生

活
世

界
の

愛
の

情
念
と

思
わ
れ
る

。

説
経
節
が
基
本
的
に

前

提
と
し
て

い

る

武

家
社
会
の

家
制
度
を

民
衆
は

自

分
た
ち
の

も
の

で

あ
る
愛
の

情

念
を

通
し

て

理
解
し
た

と
こ

ろ

に

恩

愛
と
い

う
「

生
活
の

中
の

仏
教
思
想
」

が

宿
っ

た
と

思
わ
れ

る
。

　
登
場
人
物
た

ち
が

始
終

涙
に

暮
れ
て

生
き
別
れ
た

あ
る
い

は

死
に

別
れ

た
肉
親
を

恋
い

慕
う
と
い

う
描

写
が
説
経
節
を
特
徴
付

け
て

い

る
。

説
経

節
先
行
研
究
が

指
摘
し
て

き
た
よ

う
に、

こ

う
し
た

恩

愛
が
説

経
節
の

核

心
で

あ
る

こ

と
は

ま
ち
が
い

な
い

。

し
か
し
恩
愛
は

先

行
研
究
が

し

ば

し

ば
誤
認
し
た

よ

う
な
近

現
代
の

家
族
愛
と
は

違
う

。

　
「

恩
」

と

漢
訳

さ
れ
た

原
始
仏
教

思
想
は、

他
者
か

ら

受
け
た

恵
み

の

自

覚
と

そ
れ
に

対
す
る

感

謝
と

返
報
と

い

う

観
念
で

あ
っ

た
。

そ
れ

が
中

国
に

お

い

て

儒
家
思
想
の

内
に

受
容
さ
れ
報

恩
と

し
て

の

親
へ

の

孝
に
ほ

と
ん

ど

収
斂
さ
れ
る
こ

と
に

な
っ

た
。

だ
が、

そ
の

「

恩
」

に

は

四

恩
説

に

見
ら
れ
る

よ

う
に、

如
来
や

三

宝
と

い

う

普
遍
的
・

超
越
的

な
価
値
へ

の

志
向
と
、

父

母
な
い

し
は

国
王

と
い

う
個

別
的
・

現
世
的
な

価
値
へ

の
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志

向
の

両
者
が
併
存
す
る

こ

と
に

な

る
。

仏
教
思
想
と

儒
教
思
想
の

両
者

を

担
っ

た
こ

の

「

恩
」

は

中
世
日
本
の

封
建
社
会
に

お
い

て
、

先
に

触
れ

た

家
制
度
の

う
ち
に

和
辻
哲
郎
の

い

う
「

献
身
の

道
徳
」

と

し
て

展
開
し

た
。

但
し、

前
述
し
た

よ

う
に

民
衆
は

そ
れ
を
仏
教
流
入
以

前
よ

り
強
く

生

き
て

い

る

愛
の

情
念
に

よ
っ

て

解
釈
し、

そ

う
し
た

ウ
エ

ッ

ト

な
も
の

が

説
経
節
を

は
じ
め

『

平
家
物
語
』

や
『

曽
我
物
語
』

と

い

っ

た

語
り
物

に

顕
れ

て

い

る
。

愛
の

情
念

、

と
い

っ

て

き
た
が
「

愛
」

は

経
典
思
想
で

は

肯
定
・

否
定
の

両
面
を

も
つ
。

た
と

え
ば

『
倶
舎
論
』

で

は

肯
定
さ

れ

る

不
染
汚
と
は

師
や
有
徳
の

人
々

へ

の

愛
情
で

あ
り、

否
定
さ
れ

る

染
汚

と
は

渇
愛
で

あ
り
子
や

妻
等
へ

の

愛
情
で

あ
る

。

前
述
し
た

「

恩
」

の

個

別

的
・

現
世

的
な

価
値
へ

の

志
向
と

、

「

愛
」

の

経
典
思

想
が

否

定
す
る

面
が
か
ら

み

あ
っ

て

日

本
に

お

け
る

「

恩
愛
」

と

い

う
「

生

活
の

中
の

仏

教
思

想
」

が

顕
れ

た

と

考
え
ら
れ

る
。

職
人
巻

物
の

宗
教
性

船
大
工

巻
物
の

基

礎
的
考
察

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

小
池

　
淳
一

　
船

大
工

は

造
船
の

技
術
を
持
つ

と
と
も
に
、

船
に

宿
り、

船
お

よ
び
船

に

乗
る

漁
師
等
を

守
る

民
俗
的
な

神
霊
で

あ
る

フ

ナ
ダ
マ

（
船
霊

、

舟
玉

な
ど
と

表
記
さ

れ
る

。

以
下

、

船
霊
と

す
る
）

を

祀
り
込
め

た

り
、

祀
り

直
し
た

り
す
る

呪
術
を

担
っ

て

き
た
こ

と
が

民
俗
研
究
か

ら

指
摘
さ
れ

て

い

る
。

船
霊
の

祭
祀
対
象
物
自

体
は
全

国
的
に

類
似
し
て

お

り
、

一

つ

の

中
心
か
ら
の

伝
播
が

推

測
さ
れ
て

き
た
が

、

そ
の

本
源
は

明
ら

か
に

な
っ

て

い

な
い

。

一

方
で

船
霊

祭
文
を
正

面
か
ら

取
り
あ
げ
る

調
査
・

研
究
は

少
な
い

が
、

そ
の

な
か
で

東
北
に

お

け
る

川
島
秀
一

の

「

船

霊
様
」

（

『

漁

撈
伝
承』

二

〇
〇
三

年
）

は
祭

文
を
と

り
ま

く
状
況
に

ま
で

目
配

り
し

た

も
の

で

注
目
さ

れ
る

。

　
こ

こ

で

は

岩
手
県
宮
古
市
の

北
村
造
船
所
に
伝
来
し
た
「

船
大
工

秘
事

十
二

通
（

船
大
工

秘
事
之

事
）

」

（

文
久
四

年
・
一

八
六
四、

現
在、

岩
手

県
立

水
産
科
学
館
蔵
）

を

取
り
上

げ
て

分
析
を
試
み
る

。

こ

れ

は

北
村
造

船
所
の

初
代、

徳
松
氏
が
三

重

県
の

伊
勢
志
摩
地
方
で

修
行
し

て
、

造
船

の

技
術
を
身
に

つ

け
て

き
た

な
か

で

入

手
し

て
き
た

も
の

だ

と

伝
え

ら
れ

て

い

る
。

冒

頭
の

「

船

造
時
諸
々

木
ヲ

集
釿
立

之

大
事
」

に

始
ま

り、

「

柱
立
之

大
事
」

に

至
る
十
三

の

細
目
が
示
さ
れ
て

お
り、

「

御
船
霊
納
様

事
」

で

は
、

人

形
・

穀
物
・

賽
子
・

銭
な
ど

を
「

槌
ヲ

打
」

、

「

祓
」

を
読

み

な
が
ら

船
中
に

納
め
る

も
の

と

な
っ

て

い

る
。

船
霊
と
し

て

は
、

「

五

社

御
船

霊
ノ

事
」

「

七

社
御
舟
霊
之

事
」

と

し
て、

船
霊
と

し
て

独

自
の

神
格
が

措
定
さ

れ
て

い

る

わ

け
で

は

な

く
、

十
二

船
霊
と

な
る

よ

う
に
十

二

柱
の

神
々

が

何
と
か

集
め

ら
れ

て

い

る

と
い

う
印
象
が

強
い

。

　

巻
物
の

文
字
は

全

体
を
通
じ
て

丁
寧
に

写
さ
れ

て

い

る

が
、

そ
れ

ほ

ど

難
し
く
な
い

漢
字
を

誤
っ

て

い

る

な
ど
、

写
し
た

人
物
は

必
ず
し
も

文
字

文
化
の

住
人

で

は

な
い

こ

と
が

推
察
さ
れ

る
。

そ
の
一

方
で

、

鉛
筆
で

読

み

が
つ

け
ら

れ

て

お

り
、

こ

の

巻
物
は

近
代
の

あ
る

時
期
に

声
に

出
し
て

読
む

こ

と

が

必

要
で

あ
る

と

認
識
さ

れ

て

い

た

こ

と
が

う
か

が

え
る

。

　
つ

ま
り、

船
霊
祭
文
と
は

船

大
工

が

音
声
と

し
て

儀
礼
の

場
で

披
露
す

る

こ

と

が
重
要
だ
っ

た
の

で

あ

り
、

こ

の

こ

と
は
、

三

陸
各
地
に

お

い

て

巫

女
が

船
霊
祭
文
を

読
誦
し

て

い

た

こ

と

（

川
島
前
掲
論
文
）

と

考
え
合

わ
せ

て

み
る

べ

き
問
題
で

あ
ろ

う
。

そ
れ

が

や
が
て

川
崎
晃
稔
が

指
摘
す

る

よ

う
に
南
島
に

お

い

て

船
大
工

が

「

御
手
形
箱
」

に

「

船
卸

祭
乃

祝
詞
」

を

墨
書
し
て

記
録
す
る

よ

う
に

な
っ

て

き
た

も
の

と

考
え
ら

れ

る

（
川
崎

「

船
霊
と

刳

舟
」

『
日

本

民
俗
研
究

大
系
（
五
）

』

一

九
八
四

年
）

。

船

霊
を

（lo99）377
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