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西

行

の

四

国

下

向

大
師
遺
跡
巡
礼
歌
群

に
つ
い
て

川

村

晃

生

 

西
行

の
四
国

下
向

は
、
そ
れ
を
記
す
家
集

の
詞
書

の
異
同

に
よ

っ
て
、
仁
安

二

(
二

六
七
)
年
と
も
同

三
年
と
も
伝

え
ら
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
陽
明
文

庫
本

『
山
家
集
』

は
仁
安

二
年
と
し
、 

『
西
行

上
人
集
』

や
宮
本
家
本

『
山
家

心
中
集
』
等

は
仁
安

三
年
と
し
て

い
る
が
、

い
ず

れ
に
決
す

べ
き

か
の
積
極
的

論
拠
が
発
見
さ
れ

ぬ
ま
ま

に
現
在

に
到

っ
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
下
向

の
目
的

に

つ
い
て
は
、

か
な
り
明
確

に
さ
れ

て
い
る
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち

一
つ
は
崇

徳
院

の
御
陵
参
拝
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
弘
法
大
師

の
遺
跡
巡
礼
で
あ

っ
た
。

と
く

に
前
老

に

つ
い
て
は
、
近
時
崇
徳
院
怨
霊
説
話

の
発
生
と
関
連
づ
け

て
考

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ω

え
る
立
場
が
有

力
で
あ
り
、

ま
た
そ
れ
は
相
応

の
説
得
力
を
持

っ
た
も

の
と
言

い
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
下
向

の
目
的
が
、
ど
ち
ら

か
と
言
え
ぽ
御
陵

参
拝

に
傾

い
て
論
じ
ら
れ
る
嫌

い
が
あ
る

よ
う

に
も
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ぽ

久

保

田
淳

氏
は
、

弘
法
大
師

の
遺

跡
巡
礼
歌
群

(
一
三
五
六
～

=
二
七

一
)

に
つ

い
て
、
旅

日
記
的

な
記
録
的
文
章
と

い
う
窪

田
章

一
郎
氏

の
言

を

引

か

れ

つ

つ
、
 
「確

か
に
歌
集

と
し

て
は
異
色
で
、

或

い
は
高
野
山

の
同
行
達

に
示
す

と

い

っ
た
よ
う
な
目
的
を
持

っ
た
歌
稿

で
あ

っ
た
か
も

し
れ

な

い
。

し
か
し
作

品

と
し
て
は
特
に
取
立
て
て
論
ず
る

ほ
ど

の
も

の
で
は
な

い
」

と
述
べ
る

に
と
ど

 
 
 
 
 

ω

め
て
お
ら
れ
る
。

こ
の
久
保
田
氏

の
、
高
野

山

の
同
行
達

云

々

と

い

う

想
定

は
、
後
引
す

る

『
南
海
流
浪

記
』

の
記
事
内
容

な
ど
を
勘
案
す

る
と
、

そ
の
蓋

然

性
は
高

い
と
言
え
そ
う
だ
が

、
し
か
し
そ
れ

を
も

ふ
く

め
て
、

西
行

の
僧
と

し
て

の
あ

り
方

を
考
察
す
る
際

、

こ
の
四
国
下
同
時

に
お
け

る
大
師

遺
跡
巡
礼

は
少
な
か
ら
ぬ
意
味
を
持

つ
も
の
と
思

わ
れ
る
。

そ
こ
で
小
稿

で
は
、

大
師
遺

跡
巡
礼
歌
群
を
あ
ら
た
め
て
取
上
げ
、
そ
れ
を
周
辺
資
料
と
突
合

わ
せ

つ
つ
考

察

し
て
み
た
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*

 

『
山
家
集
』
 
一
ゴ
一五
六
番
円に
、

 
 
同
じ
国

に
大
師

の
お
は
し
ま
し
け
る
御
あ
た
り

の
山

に
、
庵

む
す

び
て
住

 
 

み
け

る
に
、
月
は
と
あ

か
く

て
、
海

の
か
た
く
も
り
な
く
見

え
け

れ
ば
、

 
く
も
り
な
き
山
に
て
海

の
月
見
れ
ば
島
ぞ
氷

の
た
え
ま
な
り
け

る

と

い
う

一
首
が
あ

る
。
巡
礼
歌
群

の
冒

頭

の

一
首

で

あ

る

が
、
詞
書

に
言
う

「
大
師

の
お
は
し
ま
し
け
る
御
あ
た
り

の
山
」

は
、 

『
西
行
上
人
集
』

な
ど
に

「
讃
岐

に
て
善
通
寺

の
山

に
て
」
と
あ
る
か
ら
、
五
岳
山
麓

の
善

通
寺

一
帯
を

指
し
て

い
る
の
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
同
所

に
西
行

は
庵
を
結

ん
だ

の
だ
が
、
そ

の
庵
に

つ
い
て
は

『
南
海
流
浪
記
』

に
、

 
十
月
之
比
南
大
門

二
出
テ
。
南
方
名

山
等
眺
望
。
南
大
門
前

ノ
路
Q
弘

三
丈

一1一



 
五
尺
。
長
八
町
。

左
右

二
率
都
婆
多
立
レ
之
。

其
門
東
脇

二
古
大
松

ア
リ
。

 
寺
僧
云
。
昔
西
行

此
松

ノ
下

ニ
ヒ

日
七
夜
籠
居
テ
。

 

ひ
さ

に
経
て
わ
が
後

の
世
を
と

へ
よ
松
あ
と
し

の
ぶ
べ
き
人
も
な
き
身
ぞ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
⑤

 
と

よ
め
る
に
よ
り
て
。
此
松

ヲ

ハ
西
行

ガ
松

ト
申
也
ト
申

ヲ
キ

・
テ

(
略
)

と
記
さ
れ

て
い
る
。
同
書
は
高
野
山
僧
道
範
が
、
寺
内

の
紛
争

に
巻
き
込
ま
れ

て
、
仁
治

四

(
一
二
四

三
)
年
讃
岐
に
流
さ
れ
、
建
長
元

(
ご

↓四
九
)
年
帰

山
す

る
間

の
紀
行

で
、
西
行

の
下
向
よ
り
七
、
八
十
年
程
後
れ

る
も

の
で
あ
る

が
、
右
記
事
中

の
歌
が

『
山
家
集
』

一
三
五
八
番

に
見
え

て
い
る

こ

と

か

ら

も
、

そ
の
内
容

は
信
頼

し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
お
そ

ら
く

こ
の
南
大
門
前

の

庵
そ
の
他

を
拠

点
と
し
て
、
西
行

は
大
師

の
遺
跡
を
追

い
、

一
冬

を
越

し
た
も

の
と
推

測
さ
れ
る
。 
『
山
家
集
』

↓
三
六
〇
～

一
三
六
六
番

の
雪

を
詠

ん
だ
歌

群
や
、 
一
三
六
七
番

歌
、

 
 

花
ま

い
ら
せ
け
る
折
し
も
、
折
敷

に
あ
ら
れ

の
散

り
け

る
を

 

し
き
み
を
く
関
伽

の
折
敷

の
ふ
ち
な
く
ば
何

に
あ
ら
れ

の
玉
と
散

ら
ま
し

な
ど
は
厳

し
い
越
冬

の
様
を
物
語

っ
て

い
る
が
、
そ

の
滞
在
期
間
中

に
赴

い
た

主
要
な
場
所

は
、
大
師
生
誕

の
地

(
一
三
六
九
)
、
曼
陀
羅
寺
、
行
道
所

(
一
三

七
〇
)
、
我
拝
師
山
、
筆
山

(
一
三
七

一
)
等
で
あ

る
。
大
師
生
誕

の
地

は
善
通

寺
内

に
あ

り
、
『
南
海
流
浪
記
』
付
載

の

「
誕
生
院
縁
起
之
事
」

に
は
、
食
口
は

精
舎
が
あ

っ
た
の
だ
が
、
そ

の
礎
石
も
な
く
な

っ
た
の
で
、
寛
元

三

(
一
二
四

五
)
年
木
像
御
影
建
立

の
時

に
誕
生
所

に

一
堂
を
建

て
た
V
旨
が
記

さ
れ
て
い

る
か
ら
、
西
行

の
頃

に
は
そ
れ
を
伝
え
る
遺
跡
は
残
さ
れ

て

い
な
か

っ
た
ら
し

く
、

わ
ず

か
に

『
山
家
集
』
司
書

に
よ

っ
て
松
が
そ

の
標

に
植

え
ら
れ
て

い
た

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

⑥

こ
と
が

知
ら
れ
る
の
み
で
あ

る
。

ま
た
曼
陀
羅
寺
は
、
 
『
平
安
遺

文
』

に
よ
れ

ぽ
、
弘
法

大
師
が
帰
朝
後
建
立

し
た
も

の
だ
が
、
そ
の
付
近

に
は
施
坂
御
堂

と

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

⑦

称
す
る
行
道
所
が
あ

っ
た
ら
し

い
。
同
じ
く

『
平
安
遺
文
』

に
よ
れ
ぽ

、
両
所

は
大
師
入
滅
後

か
な
り
荒
廃

七
た
ら

し
く
、
康

平
元

(
一
〇
五
八
)
年

に
修

造

建

立
さ
れ
て

い
る
。
し
た
が

っ
て
西
行

の
訪
れ
た
そ
れ
ら
両
所
は
、
再
建
後

の

も

の
で
あ

っ
た

こ
と

に
な
る
。

こ
の
行
道
所
が
非
常

に
瞼
岨
な
地

で
あ

っ
た

こ

と
は
、 

『
山
家
集
』
詞
書
や

『
南
海
流
浪
記
』

に
よ

っ
て
知
れ

る
が
、
現

在
曼

陀
羅
寺
裏

の
山

の
中
腹

に
西
行
庵
と
称
す

る
小

さ
な
堂
が
残

さ
れ

て
お
り
、
も

し
そ

の
伝
承
を
信
ず
る
と
す
れ
ば
、
前
記

の
善
通
寺
南
大
門
前

の

庵

と

は

別

に
、
曼
陀
羅
寺
近
く

に
も
庵
を
構

え
て
大
師

の
行
跡
を
偲

ん
だ

こ
と
に
な
る
。

な
お
我
拝
師
山

は
、 

『
山
家
集
』
詞
書

に
依

れ
ぽ
筆
山

と
同

一
の
山

と
な

っ
て

お
り
、 

『
大

口
本
地
名
辞
書
』
に
も
同
様

な
記
述
が
あ

る
が
、 

『
全
讃
史

』
な

ど
で
は
別

の
山

と
な

っ
て
い
る
。
そ
の
他
、
弘
法

大
師

の
御

影
や
筆

跡
な
ど
も

一
見

に
及

ん
だ
ら

し
い
。
前
者
は

『
南
海
流
浪
記
』

に
よ
れ
ば
善

通
寺

二
重
宝

塔
内

に
納

め
ら
れ
る
大
師
入
唐
時

の
自
筆

の
像

で
あ
り
、
後
者

は
四
之

門

の
額

の

こ
と
で
、
同

じ
く

『
南
海
流
浪
記
』

に
よ
れ
ぽ

「善

通
之

寺
」
と
記
さ
れ

て

い
た
模
様

で
あ
る
。

 

以
上
見
た
如
く
、

西
行
は
善
通
寺
を
中
心
と

し
て
そ

の
周
辺

に
散
在
す

る
大

師

の
遺
跡

の

一
つ

一
つ
を
、
自
ら

の
足

で
歩
き
目

で
確
か
め
し

て

一
時
期
を
過

し
た
。
そ
れ

に
よ

っ
て
、
西
行

の
大
師

へ
の
崇
敬

の
念
が

ま
す

ま
す
深

ま

っ
て

い

っ
た
こ
と

は
想
像

に
難
く
な

い
Q

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*

 

と
こ
ろ
で
右

の
よ
う
な
西
行

の
大
師
遺
跡

へ
の
並

々
な
ら
ぬ
関

心
を
読

み
取

っ
た
上

で
、
本
歌
群
中

に
見
ら
れ
る
左

の
如
き

本
文

の
異
同

に
注
目

し
た

い
と

思

う
の
で
あ

る
。
問
題
と
な
る

の
は
、
 
『
山
家

集
』

一
三
五
八
～
九
番

の
部

分

で
あ

る
。

 

 

い
ほ
り
の
ま

へ
に
、
ま

つ
の
た
て
り
け
る
を
み
て

 

ひ
さ
に

へ
て
わ
が
後

の
世
を
問

へ
よ
松

跡
し

の
ぶ
べ
き

人
も
な
き

身
ぞ

一2一



 

こ
こ
を
ま
た
わ
れ
住
み
憂

く
て
う
か
れ
な
ぽ
松

は
ひ
と
り
に
な
ら

ん
と
す
ら

 

ん

 

右

二
首
は
、 

『
山
家
集
』

に
よ
れ
ば
同
期

の
作

の
よ
う

に
読
め
る
が
、 

『
西

行
上
人
集
』
 
(
四
五
七
～

八
)

に
は
、

両
首

の
問

に
、

 

土
佐

の
方

へ
や
ま
か
ら
ま
し
と
、
思

ひ
立

つ
事
侍

り
し
に
、

と
い
う
詞
書
が
存
す

る
。

と
な
れ
ぽ
右

二
首

は
別
時

の
作
と

い
・う
こ
と

に
な
る

が
、

こ
の
異
同
は
ど
う
考

え
れ
ぽ

よ
い
の
で
あ

ろ
う

か
。
す
で

に
こ
の
詞
書

に

 
 
 
 
 
 
 

⑧

つ
い
て
三
好
英

二
氏
は
、

 

土
佐
行
脚
が
企

て
ら
れ

た
ら

し
い
が
、
土
佐
で

の
歌
ら
し

い
も

の
は
見
当

ら

 

な

い
の
で
、
果

し
て
土
佐

へ
赴

い
た

か
ど

う
か
判
然
と
し
な

い
。

恐
ら
く
土

 

佐
行
脚

は
実
行

し
な
か

っ
た

で
あ
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑨

と
述

べ
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
窪
田
章

一
郎
氏
も

、
三
好
氏

の
意
見
を
引

か
れ

た

上
で
、

 
雪

・
霰

の
降
る
冬

の
寒
さ
を
庵
で
過
し
て

い
た
西
行
が
、

四
国

で
の
南
海
岸

 

へ
と
居
を
移
そ
う
と
計
画
し
た
の
は
、
考

え
得

る

こ
と
で
あ

る
。
た
だ

「
土

 
佐

の
方

へ
や
」
と
書

い
て

い
る
と
こ
ろ
を
見

る
と
、
そ
の
よ
う

に
心
が
動

い

 

た
と

い
う
旅

の
心
境
を
後
年

歌
稿
整

理
の
際

に
、

な

つ
か
し
い
想

い
出
と
し

 

て
書
き
加
え
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
述
べ
て
お
ら
れ
、
両
氏

と
も

に
西
行

の
土
佐
行

の
意
志

を
読
み
取

っ
て
お
ら

れ
る
。
た
し
か

に
和
歌

の
内
容

か
ら
す
れ
ば
、
土
佐

に
下

ろ
う
と
し
た
時

の
歌

で
あ
る
と
解
釈
し
た
方
が
妥
当

で
あ
り
、
詞
書
は
存

し
た
方
が
よ

い
よ
う
で
あ

る
。

 
で
は
そ
の
目
的

は
何

で
あ

っ
た

の
だ

ろ
う
か
。
窪
田
氏
は
厳
寒

の
北
四
国
か

ら
南
岸

へ
居

を
移
そ
う
と
し
た
と

い
う

こ
と
で
、

そ

の
理
由
説
明
を

さ
れ
て

い

る
。

し
か
し
既
述

の
如
く
、
西
行

の
善

通
寺

周
辺

の
行
動

を
ふ
ま
え
れ
ぽ
、

こ

の
土
佐
下
向

の
意
志
表
明
も
、
大
師
と
何
ら

か
の
点

で
か

か
わ

っ
て

い
る

の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
そ

こ
で
弘
法
大
師
伝

を
探

っ
て

い

く

と
、
興
味
深

い
事
実
が
発

見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ぽ
大
師

の
示
寂

を
記

す

『
続
日
本
後
紀
』
(
巻
四
、
承
和

二
八
三
五
年
三
月
佳

一
日
条
)

に
存
す

る
卒

伝

に
、

 

墓
訓
晒
阿
波
国
大
滝
之
嶽
ハ
観

訓念

土
佐
国

室
戸
之
崎

鱒

幽
谷
応
レ
声
、

明
星

 

来
レ
影
。

と

い
う
記
事
が
見

え
る
。
右

は

『
大
僧
都
空

海
伝
』
 
(
藤
原
良
房
著
)

に
材
を

仰
ぐ
も

の
だ
が
、
同
類

の
記
事
が

『
三
教
指
帰
』
序
文
や

『
空
海
僧
都
伝
』
(
真

済
著
)

そ

の
他

に
見

え
て
お
り
、
空
海
伝

の
中

で
は
き
わ

め
て
著
名

な
も

の
で

あ

っ
た
と
言
え
る
。
右

の
条

は
、
空
海
が
大
学
を
退
き
仏
道
修
業

に
励

ん
だ
、

比
較
的
若

い
頃

の
記
事

で
、

不
明
な
部
分

の
多

い
空
海

の
若
令
時

の
伝

の
中
で

は
核

心
を
な
す
も

の
で
あ

っ
た
。
現
在
土
佐
室
戸

に
は
、
最
御

崎
寺
(
東
寺
)
と

金
剛
頂
寺

(
西
寺
)
が
存

し
、

い
ず
れ
も
大
同
年
間

に
空
海

の
草
創
と
伝
え
ら

れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
土
佐
室
戸
は
、
西
行

に
と

っ
て
空
海

伝

の
中
で
親
し

ま
れ
て
い
た
地
で
あ
り
、
大
師
ゆ
か
り

の
地
と
し
て
意
識
さ
れ
て

い
た

に
ち
が

い
な
い
。
し

か
も
そ

こ
は
、
空
海
が
困
難
な
修
業
を
積
ん
だ
所

と
伝
え
ら
れ
て

い
る
。
善
通
寺
周
辺

に
お

い
て
大
師
修
行

の
跡

に
接
し
た
西
行

が
、
さ
ら

に
足

を
伸
ば

し
て
四
国
内

に
あ
る
も
う

一
つ
の
大
師
修
行
の
跡

を
踏

ん
で
み
た

い
と

思

っ
た
の
は
、
自
然

の
成
行
で
あ

っ
た
と
言
え
る
。
も
ち
ろ
ん
家

集

に
は
西
行

の
土
佐
行
を
記
す
証
は
な

い
。
ど
ち
ら
か
と
言
え
ぽ
土
佐
行

は
、

窪
田
氏
が
述

べ
ら
れ
る
如
く
西
行
が
瞬
時

そ
う
望

ん
だ

だ
け
で
実
行

さ
れ

な
か

っ
た
と
考

え

る
方
が
妥

当
で
あ

ろ
う
Q

し
か
し
そ

の
よ
う

な
心
の
動
き

に
、
西
行

の
僧

と
し

て

の
生
き
方

の

一
面

を
読

み
取

る
必
要
が
あ

る
か
と
思
わ
れ
る
Q
西
行
が
大
師

の
跡
を
追

っ
て
土
佐
行
を
望

ん
だ
と
す
れ
ぽ
、

こ
の
讃
岐
で

の
大
師
遺
跡
巡
礼
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は
、

西
行

に
意
外

に
大
き

な
影
を
落
と
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。
そ

の

意

味

で

『
西
行

上
人
集
』

の
伝
え
る
詞
書

の

一
文

は
、
再
考

に
値
す

る
と
思

わ
れ
る
の

で
あ

る
Q

注
1
 
久
保
田
淳

『新
古
今
歌

人
の
研
究
』

(
一
九

七
三
、
東
京
大
学
出
版
会
)

七
二
頁

。

 
目
崎
徳
衛

『西
行
の
思
想
史
的
研
究
』 

(昭
53
、
吉
川
弘
文
館
)

二
二
六
～

二
三
五

 
頁
。

2

 
注

1
既
掲
書
、
七

二
頁
。

3
 
本
文

は
陽
明
文
庫
本

『山
家
集
』

(久
保

田
淳

編

『西
行
全
集

』
〈
昭

57
、
日
本
古

 
典
文
学
会
〉
所
収
)
に
よ
る
。

以
下
同

じ
。

4
 

目
崎
氏

(注
1
既
掲
書

・
二
二
六
頁
)
も
、
御
陵
参
拝

に
下
向

の
目
的

の
重
大
さ

 
を
認
め
ら
れ

て
い
る
。

5
 
本
文

は
群
書
類
従
本
に
よ
る
。
ま
た
こ
の
庵

の
記
事

に

つ
い
て
は
、

『西
行
物

語
』

 

(桑
原
博
史

氏
注
。
講
談
社
、
昭
56
)
そ
の
他

に
指
摘

さ
れ
て
い
る
。

6
 

三
巻
1

一
〇
二
〇

(治
暦
三
年
八
月
廿
五
日
)
及

び
七
巻
-

三
二
九
〇

(長
寛

二

 
年
七
月
十
日
)
等
。

7
 
九
巻
-

四
六
四

一

(延
久

三
年
八
月
十
三
日
)。

8
 
『
西
行
歌
集
』

(下
) 

(昭

23
、
大

日
本
雄

弁
会
講

談
社
)

=
一二

頁
。

9
 

『西
行
の
研
究
』

(昭

36
、
東
京
堂
出
版
部
)

二
七
五
頁
。
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