
松し
よ
う

尾び

山さ
ん

鞍く
ら

馬ま

寺じ

と
号
す
る
は
、
白
鳳
十
一
年
天て
ん

武む

帝て
い

大お
ほ

友と
も

王わ
う

子じ

に
襲
れ
、
此
所
ま
で
逃
の
び
給
ひ
て
、
鞍
お
け
る
馬
を
つ
な
ぎ
し
よ
り

鞍く
ら

馬ま

と
名
づ
け
初
し
な
り
。
抑
此
寺
は
、
延
暦
十
六
年
に
大
中
太
夫
藤と
う

伊の
い

勢せ
ん

人ど

の
草
創
な
り
。
此
人
仏
に
帰
す
る
事
篤
、
た
ゞ
勝
地
を
求
め

て
精
舎
を
い
と
な
み
、
観く
わ

世ん
ぜ

音お
ん

の
像
を
安
置
せ
ん
と
常
に
願
り
。
あ
る
夜
の
夢
に
、
洛ら
く

北ほ
く

の
山
嶺
に
至
る
、
忽
然
と
し
て
白
髪
の
老
翁
顕
れ

語
て
曰
、
此
山
は
天
下
に
す
ぐ
れ
、
形
は
三
鈷
に
似
て
つ
ね
に
彩
雲
た
な
び
く
、
汝
此
所
に
精
舎
を
建
立
せ
ば
利
益
無
量
な
ら
ん
と
ぞ
。
太

夫
翁
の
名
を
問
し
に
、
王わ
う

城じ
や
うの

鎮ち
ん

護ご

貴き

船ふ
ね

神
な
り
。
夢
覚
て
何
れ
の
所
と
も
し
ら
で
あ
り
け
れ
ば
、
久
し
く
飼
る
白
馬
に
鞍
を
粧
ひ
、
む
か

し
摩ま

騰と
う

法は
ふ

蘭ら
ん

は
舎し
や

利り
ざ

像う
き

経や
う

を
白
馬
に
乗
せ
震し
ん

旦た
ん

に
来
れ
り
、
さ
れ
ば
白
馬
は
霊
畜
な
り
、
汝
定
て
夢
の
地
を
し
る
ら
ん
と
て
、
童
子
を
つ
け

て
馬
を
放
し
に
、
其
馬
都
の
北
な
る
山
に
駆
り
、
茅
の
中
に
ぞ
止
り
ぬ
。
童
帰
り
て
此
よ
し
を
告
る
。
太
夫
往
て
其
山
を
見
る
に
、
夢
に
た

が
は
ず
、
し
か
も
叢そ
う

林り
ん

に
毘び

沙し
や

門も
ん

天て
ん

の
像
を
得
た
り
。
則
一
宇
を
い
と
な
み
て
此
像
を
安
置
せ
り
。
さ
れ
ど
も
観く
わ

音ん
お
んの

像
を
置
ず
し
て
願
ひ

い
ま
だ
と
げ
ざ
る
よ
と
思
へ
る
、
又
其
夜
の
夢
に
天
童
来
り
て
曰
、
汝な
ん

多ぢ
た

門も
ん

天て
ん

の
像
を
得
て
観く
わ

世ん
ぜ

音お
ん

を
願
ふ
、
応
知
観
音
と
多た

門も
ん

天て
ん

の
名
は

異
な
れ
ど
も
同
一
体
な
り
。
覚
て
後
願
ひ
今
は
充
り
と
歓
喜
せ
り
。
又
一
宇
を
い
と
な
み
て
千せ
ん

手じ
ゆ

観く
わ

音ん
お
んを

安
置
す
、
今
の
西
の
観く
わ

音ん
お

院ん
ゐ
んこ

れ

な
り
。
正
月
初
の
寅
の
日
諸
人
群
参
す
る
事
は
、
毘び

沙し
や

門も
ん

天て
ん

十
種
の
福
を
あ
た
へ
給
ふ
誓
願
あ
り
て
、
賈
人
う
り
か
ふ
物
の
利
潤
に
虎
の
千

里
を
趨
る
勢
を
縁
に
と
り
て
此
日
参
る
な
り
。
六
月
廿
日
の
竹
伐
と
い
ふ
は
、
当
所
の
俗
人
、
本
堂
と
西
の
観く
わ

音ん
お

堂ん

に
集
り
て
、
一
丈
ば
か

り
な
る
青
竹
を
双
方
に
立
お
き
、
本
堂
は
近あ
ふ

江み

方
、
観く
わ

音ん
お

堂ん

は
丹た
ん

波ば

方
と
な
づ
け
、
一
山
の
院ゐ
ん

衆し
ゆ

法は
ふ

筵え
ん

を
催
し
、
互
に
相
図
の
声
を
合
せ
、

か
の
竹
を
三
段
に
き
り
て
堂
を
下
り
、
一
の
曲
切
石
の
も
と
へ
足
に
任
せ
て
走
り
ゆ
く
、
早
を
勝
と
す
る
な
り
。
此
来
由
は
往そ
の

昔か
み

南な
ん

都と

招せ
う

提だ
い



寺じ

の
鑑か
ん

真じ
ん

僧
正
、
此
山
に
分
入
れ
し
に
、
雌
雄
の
大
蛇
あ
つ
て
ち
ま
た
に
蟠
る
、
僧
正
し
ば
ら
く
持
念
あ
り
け
れ
ば
、
一
ツ
の
蛇
忽
に
滅
け

り
。
今
一
ツ
に
向
ひ
て
け
ふ
よ
り
し
て
人
を
悩
す
事
な
く
、
又
当
山
の
用
水
な
が
く
絶
す
事
な
か
れ
と
て
放
や
ら
れ
け
り
。
そ
れ
よ
り
本
堂

の
北
に
あ
る
閼あ

伽か
の

水
滔
々
と
し
て
涌
出
、
今
に
た
ゆ
る
事
な
し
。
し
か
れ
ば
竹
を
か
の
蛇
に
な
ぞ
ら
へ
、
是
を
き
り
て
魔
を
払
ふ
な
り
。
扨

又
夜
に
入
て
里
の
俗
を
壹
人
本
堂
の
中
に
座
せ
し
め
、
院
衆
法
力
を
以
て
祈
殺
し
、
又
祈
活
す
事
あ
り
。
か
の
俗
人
に
は
か
ね
て
毘び

沙し
や

門も
ん

天て
ん

此
事
を
告
給
へ
り
、
役
を
止
べ
き
時
に
も
告
給
ふ
。
奇
妙
不
思
議
の
事
ど
も
多
か
り
き
、
秘
し
て
か
た
ら
ず
。

靭ゆ
き

明の

神
は
く
ら
ま
の
氏
神
に
し
て
、
大
門
の
う
ち
に
あ
り
。
祭
れ
る
と
こ
ろ
大お
ほ

己あ
み

貴
む
ち
の

命
み
こ
と

一い
ち

座ざ

な
り
。
朱し
ゆ

雀じ
や

院く
ゐ
んの

御
時
天
慶
年
中
に
勧
請
あ

る
、
由ゆ

木ぎ

と
号
す
る
事
、
天
子
の
御
悩
あ
る
ひ
は
世
の
さ
わ
が
し
き
と
き
、
靭
を
此
社
に
か
け
ら
る
ゝ
な
り
。〔
例
祭
九
月
九
日
〕

庭
石
、
焼
炭
、
木
芽
漬
は
此
所
の
名
産
な
り
。
■
お
ろ
し
、
う
ず
桜
世
に
名
高
し
。

歌
　
　
林
　
　
霞
た
つ
く
ら
ま
の
山
の
う
ず
桜
手
折
枝
折
に
折
ぞ
わ
づ
ら
ふ
　
　
　
　
　
　
　
顕
　
　
　
　
　
季

夫
　
　
木
　
　
是
や
こ
の
音
に
き
ゝ
つ
ゝ
う
ず
桜
く
ら
ま
の
山
に
さ
け
る
な
る
べ
し
　
　
　
　
定
　
　
　
　
　
頼

袖
中
抄
曰
　
雲
珠
桜
は
唐
鞍
の
雲
珠
に
似
た
れ
ば
、
鞍く
ら

馬ま

の
縁
に
い
ふ
な
り
と
ぞ
。


