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若
狭
小
浜
の
寺
社
に
お
け
る
経
済
活
動
と
し
て
の
八
百
比
丘
尼
伝
説
の
利
用

　
 

―
小
浜
発
八
百
比
丘
尼
伝
説
の
各
地
へ
の
伝
播
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て
―

冨　
樫　
　
晃

は
じ
め
に

こ
れ
ま
で
発
表
し
た
論
文
等
に
お
い
て
、
八
百
比
丘
尼
伝
説
の
成
立
と

伝
播
を
め
ぐ
っ
て
、
若
狭
小
浜
と
い
う
地
が
、
こ
の
伝
説
の
重
要
な
要
素

と
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
注
目
し
て
き
た
。
そ
の
中
で
、
江
戸

初
期
か
ら
中
期
に
か
け
若
狭
小
浜
「
空
印
寺
」
及
び
「
神
明
宮
」
は
、
小

浜
藩
主
酒
井
氏
と
の
特
別
の
関
係
を
有
し
、
そ
の
藩
主
の
威
光
に
基
づ
く

寺
社
格
式
の
保
持
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ま
で
藩
に
支
え
ら
れ
て
い

た
増
築
や
改
修
等
が
、
小
浜
藩
の
財
政
逼
迫
に
よ
り
困
難
と
な
っ
た
。
そ

の
た
め
、
格
式
保
持
の
勧
進
活
動
を
目
的
と
し
て
八
百
比
丘
尼
伝
説
を
利

用
し
、
伝
説
の
遺
構
整
備
や
新
た
な
縁
起
を
一
七
世
紀
後
半
か
ら
一
八
世

紀
半
ば
に
作
成
し
た
こ
と
を
論
考
し
た
。

そ
の
論
考
に
お
い
て
「
空
印
寺
」
と
「
神
明
宮
」
の
各
地
で
の
勧
進
活

動
と
そ
れ
に
伴
う
伝
説
の
伝
播
に
つ
い
て
、
両
者
を
同
一
視
し
て
き
た
が
、

勧
進
方
法
を
詳
細
に
検
討
し
て
み
る
と
両
者
に
相
違
が
あ
り
、
そ
れ
が
各

地
の
伝
承
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
主
に
北
陸
、

関
東
に
お
い
て
、「
空
印
寺
」
が
各
地
に
拠
点
を
設
け
、
拠
点
を
八
百
比
丘

尼
生
家
と
し
て
権
威
付
け
を
行
い
、
八
百
比
丘
尼
が
入
定
し
た
地
で
あ
る

「
空
印
寺
」
に
拠
点
か
ら
の
聖
地
巡
礼
を
誘
っ
た
の
に
対
し
、「
神
明
宮
」

が
新
た
に
八
百
比
丘
尼
像
を
作
成
し
、
各
地
で
開
帳
を
行
い
、
略
縁
起
等

の
販
売
を
行
っ
た
。
こ
の
結
果
、
各
地
に
「
空
印
寺
」
か
ら
伝
播
さ
れ
た

伝
説
は
、
八
百
比
丘
尼
生
家
の
伝
承
と
し
て
残
り
、「
神
明
宮
」
の
略
縁
起

は
各
地
の
寺
院
等
に
影
響
を
与
え
、
各
地
の
寺
院
独
自
の
八
百
比
丘
尼
伝

承
と
し
て
発
展
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
具
体
例
と
共
に
論
考
し
て
い
く
。

一
． 

小
浜
に
お
け
る
中
世
期
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
て
の
寺
社

勧
進
活
動
の
実
態

（
一
）
中
世
期
（
一
五
世
紀
）
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て

小
浜
か
ら
各
地
、
特
に
京
都
の
様
な
大
都
市
に
お
け
る
寺
社
の
勧
進
活

動
は
、
宝
徳
元
年
（
一
四
四
九
）
の
各
種
日
記
類
）
1
（

に
記
録
さ
れ
て
い
る
よ
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う
に
、
中
世
期
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
。『
中
原
康
富
記
』
に
「
古
老
云
、
往

年
所
聞
く
之
白
比
丘
尼
也
云
々
、」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
日
記
類
に
記
録

さ
れ
た
以
前
か
ら
長
寿
比
丘
尼
の
噂
が
広
が
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
こ
の
十
五
世
紀
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
、
小
浜
の
羽
賀
寺
が
、
幾
度

か
伽
藍
を
焼
失
し
、
永
享
八
年
（
一
四
三
六
）
奥
州
十
三
湊
の
安
倍
（
安

藤
）
氏
か
ら
の
寄
進
で
再
建
さ
れ
る
な
ど
、
小
浜
の
寺
社
が
焼
失
も
し
く

は
老
朽
化
し
た
伽
藍
の
修
理
の
た
め
、
各
方
面
に
出
し
た
寄
進
の
要
請
に

よ
り
、
複
数
の
比
丘
尼
集
団
が
京
都
や
各
地
に
出
向
い
て
寺
院
に
逗
留
し

つ
つ
勧
進
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
長
寿

比
丘
尼
を
自
称
す
る
勧
進
集
団
か
ら
各
地
に
若
狭
の
長
寿
比
丘
尼
の
噂
が

伝
播
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、人
魚
の
肉
を
食
し
て
長
寿
と
な
っ

た
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
が
、
そ
の
と
き
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は

不
明
で
あ
る
が
、
若
耶
群
談
）
2
（

に
よ
る
と
「
尼
嘗
語
人
曰
、
我
面
見
源
平
盛

衰
、
又
見
源
義
經
供
爲
修
験
僧
形
、
過
此
地
赴
東
奥
、」
と
あ
る
よ
う
に
、

長
寿
の
証
明
と
し
て
義
経
の
東
奥
へ
落
ち
延
び
る
様
な
ど
源
平
の
昔
を

語
っ
て
い
た
。

（
二
） 

中
世
末
期
（
十
六
世
紀
）
か
ら
近
世
初
期
（
十
七
世
紀
）
に
か

け
て

宝
徳
元
年
（
一
四
四
九
）
の
記
録
以
降
、
中
世
末
期
ま
で
小
浜
か
ら
の

勧
進
比
丘
尼
等
の
記
録
は
途
絶
え
て
い
る
。

応
仁
の
乱
以
降
の
戦
乱
期
に
お
い
て
、
京
都
を
始
め
、
各
国
を
安
全
か

つ
自
由
に
勧
進
が
で
き
る
環
境
に
な
か
っ
た
こ
と
が
原
因
の
一
端
に
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
戦
乱
が
収
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
一
六
世
紀
末
の
頃
に
は
、

林
羅
山
『
本
庁
神
社
考
）
3
（

』
に
記
載
が
あ
る
と
お
り
、
八
百
比
丘
尼
伝
承
の

定
番
で
あ
る
人
魚
の
肉
を
食
し
て
、
長
寿
と
な
っ
た
小
浜
の
白
比
丘
尼
の

ス
ト
ー
リ
ー
が
成
立
し
て
い
る
。
林
羅
山
は
、
こ
の
話
を
聞
い
た
幼
少
の

頃
は
京
都
に
在
住
し
て
お
り
、
京
都
で
こ
の
話
が
広
く
伝
え
ら
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
、
こ
の
頃
に
は
小
浜
か
ら
大
都
市
で
あ
っ
た
京
都
や
各
地
に

向
け
、
人
魚
の
肉
に
よ
っ
て
長
寿
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
比
丘
尼
に
よ
る
勧

進
が
再
開
さ
れ
た
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
小
浜
か
ら
来
た
長

寿
の
比
丘
尼
が
、
各
地
の
植
樹
や
在
住
の
伝
承
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
も
、

こ
の
頃
の
活
動
履
歴
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、近
世
に
入
っ

て
か
ら
は
、
こ
う
し
た
実
際
に
長
寿
を
名
乗
り
、
勧
進
活
動
を
行
っ
て
い

る
集
団
の
活
動
が
下
火
と
な
っ
て
く
る
。
そ
の
原
因
と
し
て
、
江
戸
幕
府

が
「
修
験
道
法
度
」
等
に
よ
り
、
こ
う
し
た
勧
進
活
動
の
中
心
で
あ
っ
た

修
験
者
等
、
廻
国
宗
教
者
の
定
住
化
政
策
を
打
ち
出
し
、
廻
国
が
困
難
と

な
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

二
． 

新
興
勢
力
「
空
印
寺
」、「
神
明
宮
」
の
勧
進
活
動
開
始
に

よ
る
八
百
比
丘
尼
伝
承
利
用
の
戦
略

（
一
）「
空
印
寺
」、「
神
明
宮
」
の
勧
進
活
動
へ
の
参
画
事
情

拙
稿
「
八
百
比
丘
尼
伝
説
の
成
立
に
つ
い
て
―
江
戸
初
期
の
若
狭
小
浜

を
中
心
に
―）

4
（

」
に
お
い
て
、
若
狭
小
浜
の
「
空
印
寺
」
及
び
「
神
明
宮
」

は
、
小
浜
藩
主
酒
井
氏
と
の
特
別
の
関
係
を
有
し
、
そ
の
藩
主
の
威
光
に
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基
づ
く
寺
社
格
式
の
保
持
が
必
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
ま
で
藩
に
支

え
ら
れ
て
い
た
増
築
や
改
修
等
が
、
小
浜
藩
の
財
政
逼
迫
に
よ
り
困
難
と

な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
格
式
保
持
目
的
の
勧
進
活
動
に
八
百
比
丘
尼
伝
説

を
利
用
し
、
伝
説
の
遺
構
整
備
や
新
た
な
縁
起
を
一
七
世
紀
後
半
か
ら

一
八
世
紀
半
ば
か
け
て
作
成
し
た
と
の
論
考
を
行
っ
た
。

ま
た
、
湯
浅
隆
「
江
戸
の
開
帳
に
お
け
る
十
八
世
紀
後
半
の
変
化
）
5
（

」
で

は
、「
寺
社
の
堂
舎
修
復
費
用
の
調
達
に
か
ん
し
、
従
来
は
幕
府
が
負
担
し

て
い
た
費
用
の
支
出
を
民
衆
の
信
仰
に
転
嫁
す
る
と
い
う
政
策
は
、
享
保

期
に
い
っ
せ
い
に
始
ま
っ
て
い
た
。（
中
略
）
こ
れ
ら
の
諸
政
策
は
、
元
禄

期
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
民
衆
の
仏
教
信
仰
へ
の
高
揚
し
た
機
運
、
そ
れ
に

基
づ
く
零
細
で
は
あ
る
が
広
範
な
喜
捨
行
為
の
存
在
を
前
提
と
し
て
、
初

め
て
可
能
で
あ
っ
た
。」
と
、
享
保
期
（
一
七
一
六
年
〜
一
七
三
五
年
）
に

お
い
て
、
江
戸
幕
府
が
寺
社
全
般
に
対
し
堂
舎
修
復
の
自
助
努
力
要
請
の

方
針
を
明
確
に
打
ち
出
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
、
幕
府
や
各

藩
の
財
政
不
安
と
民
衆
文
化
の
発
達
が
、
各
地
の
寺
社
の
経
営
を
公
費
頼

み
か
ら
勧
進
や
開
帳
と
い
っ
た
独
自
の
経
済
活
動
に
転
換
し
て
い
っ
た
流

れ
の
中
に
、「
空
印
寺
」、「
神
明
宮
」
も
含
ま
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

近
世
初
期
以
前
の
、
長
寿
を
か
た
る
比
丘
尼
を
中
心
と
し
た
小
規
模
集

団
の
各
地
へ
の
勧
進
活
動
に
か
ら
、
寛
永
十
一
年
（
一
六
三
四
）
に
入
封

し
た
藩
主
酒
井
氏
の
後
見
を
受
け
た
新
興
勢
力
で
あ
る
「
空
印
寺
」、「
神

明
宮
」
は
、
こ
う
し
た
時
代
の
流
れ
を
受
け
、
独
自
の
戦
略
に
基
づ
く
勧

進
活
動
が
始
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
二
）
空
印
寺
の
勧
進
活
動
に
お
け
る
戦
略

『
拾
椎
雑
話
）
6
（

』
に
は
、「
八
百
比
丘
尼
石
塔
の
事
は
、
五
世
良
白
和
尚
の

夢
に
老
尼
来
り
、
我
菩
提
す
く
な
し
、
頼
よ
し
を
云
、
既
に
三
度
に
及
ふ
。

是
に
よ
っ
て
初
て
比
丘
尼
の
墓
を
築
、
当
今
三
界
万
霊
の
墓
の
所
に
あ
り
、

開
山
の
墓
と
相
並
ヘ
リ
。
然
る
処
廻
国
巡
礼
と
も
参
詣
し
是
を
見
て
夫
婦

墓
に
て
候
や
と
尋
問
も
の
多
し
。
此
故
に
比
丘
尼
の
墓
を
岩
窟
へ
引
て
今

の
如
し
と
云
。
此
墓
寛
文
年
中
の
事
に
し
て
古
跡
に
あ
ら
ず
。」
と
寛
文
年

間
で
あ
る
一
六
六
〇
年
代
に
空
印
寺
が
行
っ
た
八
百
比
丘
尼
遺
構
整
備
の

内
情
が
書
か
れ
て
い
る
。
更
に
『
拾
椎
雑
話
』
筆
者
の
木
崎
惕
窓
が
幼
少

だ
っ
た
一
七
〇
〇
年
頃
に
、
八
十
六
歳
の
老
僧
か
ら
聞
い
た
話）

7
（

と
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
信
憑
性
の
高
い
話
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
れ
ま
で
の
伝
承
、
文
献
の
多
く
が
八
百
比
丘
尼
の
生
死
は
明
ら
か
で

は
な
か
っ
た
こ
と
に
対
し
、
こ
の
時
初
め
て
空
印
寺
が
八
百
比
丘
尼
の
死

亡
を
認
め
、
岩
窟
に
墓
を
作
り
、
こ
こ
を
死
没
地
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
八
百
比
丘
尼
遺
構
整
備
の
目
的
は
、
空
印
寺
「
八
百
比
丘
尼
略
縁

起
）
8
（

」
に
お
い
て
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。

「
御
齢
い
八
百
歳
に
し
て
当
寺
境
内
後
瀬
山
麓
の
大
厳
く
つ
へ
入
定
為
し

給
う
、
時
人
名
づ
け
て
八
百
比
丘
尼
ま
た
は
八
百
姫
と
も
寿
長
の
尼
と
も
、

又
椿
を
特
に
愛
し
入
定
し
給
う
ゆ
え
玉
椿
の
尼
と
も
申
し
奉
れ
り
。
御
入

定
後
祈
願
す
る
者
あ
れ
ば
必
ず
不
思
議
の
霊
験
あ
り
、
依
っ
て
往
昔
よ
り

都
鄙
遠
近
老
若
男
女
こ
の
霊
地
に
参
詣
し
、
福
徳
寿
命
を
願
い
諸
病
平
癒

を
祈
り
、
そ
の
霊
助
を
蒙
る
者
が
多
き
が
為
、
五
百
十
余
年
の
昔
よ
り
昔

よ
り
今
に
至
る
ま
で
参
信
祈
願
の
絶
ゆ
る
こ
と
な
し
。
そ
れ
生
ま
れ
な
が
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ら
に
智
徳
萬
人
に
勝
る
、
こ
れ
聖
な
り
、
神
な
り
、
仏
な
り
、
八
百
歳
の

寿
命
を
保
つ
、
是
素
よ
り
凡
人
に
非
ら
ず
、
霊
験
何
ぞ
疑
わ
ん
や
。
薄
福

小
徳
の
輩
、
宿
業
の
為
諸
病
医
薬
の
効
験
な
く
ば
早
く
霊
地
に
来
り
冥
助

を
祈
る
べ
し
。」

す
な
わ
ち
、
八
百
比
丘
尼
が
入
定
し
た
岩
窟
を
聖
地
と
し
、
そ
こ
に
参

詣
す
れ
ば
長
寿
が
得
ら
れ
、
病
気
も
快
癒
す
る
と
い
っ
た
霊
験
あ
ら
た
か

な
霊
地
と
し
て
宣
伝
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
近
隣
の
み
で
な

く
、
広
く
各
地
か
ら
多
く
の
参
詣
客
が
空
印
寺
を
訪
れ
、
寄
進
し
て
く
れ

る
こ
と
を
目
論
ん
だ
も
の
と
い
え
よ
う
。

（
三
）
神
明
宮
の
勧
進
活
動
に
お
け
る
戦
略

空
印
寺
と
同
じ
く
、『
拾
椎
雑
話
』
に
神
明
宮
の
新
た
な
勧
進
活
動
に
つ

い
て
の
記
述
が
あ
る
。

「（
前
略
）
寛
文
の
頃
よ
り
比
丘
尼
の
像
を
山
上
に
仮
殿
を
し
つ
ら
ひ
収

め
置
、
白
山
の
祠
は
今
に
残
れ
り
、
古
来
よ
り
有
所
の
像
は
八
尺
五
分
斗
。

元
文
五
年
に
改
め
作
る
は
壱
尺
四
寸
也
。
此
時
初
て
縁
起
を
作
る
。
宝
暦

九
年
京
都
に
て
開
帳
あ
り
、
比
丘
尼
は
僧
形
故
社
家
是
を
忌
て
八
百
姫
と

称
す
」

こ
れ
は
、
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
に
藩
主
酒
井
氏
の
紋
を
入
れ
た
新

た
な
八
百
比
丘
尼
像
を
作
成
し
、
開
帳
用
に
新
た
に
縁
起
を
作
成
し
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

も
と
も
と
神
明
宮
は
、
神
主
で
あ
る
菊
池
氏
が
、
藩
主
酒
井
氏
の
入
封

前
か
ら
八
百
比
丘
尼
伝
承
を
利
用
し
て
い
た
こ
と
が
、『
若
狭
国
守
護
代

記
）
9
（

』
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、『
拾
椎
雑
話
』
に
「
古
来
よ
り
有
所
の
像
は
八

尺
五
分
斗
」
と
あ
る
室
町
時
代
に
制
作
さ
れ
た
初
代
の
八
百
比
丘
尼
像
が

現
存
し
て
い
る
。
同
じ
『
拾
椎
雑
話
』
に
「
巡
礼
回
国
の
者
開
帳
を
望
む

毎
に
居
宅
よ
り
是
迄
上
が
り
下
り
大
儀
故
、
山
に
假
殿
を
立
、
入
置
候
。

白
椿
の
社
に
白
椿
を
空
印
様
植
え
さ
せ
ら
れ
候
由
申
伝
候
。」
と
あ
る
と
お

り
、
初
代
八
百
比
丘
尼
像
は
、
廻
国
の
宗
教
者
の
希
望
に
よ
り
、
そ
の
都

度
開
帳
し
て
い
た
地
元
限
定
で
の
小
規
模
な
勧
進
方
法
で
あ
り
、
新
た
な

像
の
作
成
は
、
全
国
規
模
で
の
出
開
帳
と
略
縁
起
販
売
に
よ
る
収
益
確
保

を
目
指
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

（
四
）
空
印
寺
と
神
明
宮
に
よ
る
勧
進
方
法
の
摺
り
合
わ
せ

空
印
寺
と
神
明
宮
が
勧
進
を
全
国
展
開
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
縁
起
内

容
や
勧
進
方
法
に
つ
い
て
の
摺
り
合
わ
せ
を
行
っ
た
形
跡
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
れ
は
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
勝
手
に
狭
い
限
ら
れ
た
エ
リ
ア）

10
（

で
の
勧
進
を

行
っ
た
結
果
、
共
倒
れ
に
な
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
は
必
然
だ
っ
た
と

い
え
る
。
最
初
に
行
っ
た
の
が
、
各
自
の
八
百
比
丘
尼
縁
起
内
容
の
摺
り

合
わ
せ
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
表
1
．「
空
印
寺
・
神
明
宮
縁
起
一
覧
」
1
．

「
空
印
寺
縁
起
」
と
2
．「
神
明
宮
畧
縁
記
」
の
内
容
が
、
一
部
相
違
点

（
八
百
比
丘
尼
の
生
年
等
）
は
あ
る
に
し
て
も
、
ほ
ぼ
同
一
内
容
で
あ
る
と

共
に
、
八
百
比
丘
尼
が
長
年
居
住
し
た
場
所
が
神
明
宮
で
あ
り
、
死
没
し

た
と
こ
ろ
が
空
印
寺
（
又
は
後
瀬
山
）
の
岩
窟
と
し
て
、
お
互
い
に
気
を

遣
う
内
容
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
。
ま
た
勧
進
方
法
に

つ
い
て
も
、
空
印
寺
が
、
各
地
か
ら
の
参
詣
客
を
集
め
る
た
め
、
各
地
の
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集
落
で
草
分
け
と
さ
れ
る
有
力
な
家
を
拠
点
と
し
て
、
周
辺
地
域
か
ら
空

印
寺
の
参
詣
を
誘
う
方
法
を
採
用
し
た
の
に
対
し
、
神
明
宮
は
新
し
い

八
百
比
丘
尼
像
を
、
各
地
の
八
百
比
丘
尼
の
伝
承
等
が
あ
る
寺
院
を
借
り

て
開
帳
、
略
縁
起
等
の
販
売
を
行
う
方
法
と
い
っ
た
、
違
う
勧
進
方
法
を

採
用
す
る
こ
と
で
、
狭
い
テ
リ
ト
リ
ー
内
で
の
勧
進
活
動
に
お
い
て
、
摩

擦
が
起
き
な
い
よ
う
棲
み
分
け
を
図
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

三
．
空
印
寺
と
神
明
宮
に
よ
る
勧
進
の
各
地
へ
の
展
開

（
一
）
空
印
寺
の
各
地
へ
勧
進
実
態
と
八
百
比
丘
尼
伝
承
の
利
用

空
印
寺
が
上
記
事
情
に
よ
っ
て
、
新
た
に
各
地
へ
の
勧
進
活
動
を
開
始

す
る
に
あ
た
り
、
以
下
の
点
が
課
題
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

・
各
地
に
お
け
る
活
動
拠
点
の
確
保
。

・ 

確
保
し
た
活
動
拠
点
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
拠
点
地
域
の
住

民
を
小
浜
空
印
寺
に
参
詣
さ
せ
る
か
。

ま
ず
、
各
地
の
活
動
拠
点
の
確
保
に
つ
い
て
は
、
中
世
末
期
か
ら
近
世

初
期
に
小
浜
か
ら
各
地
に
長
寿
の
比
丘
尼
に
よ
る
勧
進
活
動
が
再
開
さ
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
小
規
模
な
長
寿
を
名
乗
る
、
後
に
八
百
比
丘
尼
に
比
定

さ
れ
る
比
丘
尼
の
一
団
が
、
新
潟
か
ら
関
東
、
ま
た
は
富
山
か
ら
熊
野
・

伊
勢
ル
ー
ト
上
に
植
樹
や
居
住
と
い
っ
た
痕
跡
と
な
る
伝
承
を
残
し
て
い

る
が
、
こ
の
時
の
各
地
の
勧
進
宿
を
再
利
用
し
た
と
思
わ
れ
る
。

空
印
寺
で
入
定
し
た
八
百
比
丘
尼
の
生
家
と
さ
れ
る
佐
渡
羽
茂
の
藤
井

（
田
家
）
家
の
伝
承
）
11
（

と
し
て
、「
比
丘
尼
妙
道
ハ
何
国
之
産
、
何
年
間
之
生

年
共
不
知
、
往
年
藤
井
甚
太
郎
ニ
仮
住
居
諸
国
ヲ
遍
暦
シ
、
佐
渡
江
帰
住

之
時
甚
太
郎
六
代
之
孫
ニ
対
面
ス
ト
傳
説
ア
リ
。
此
故
ニ
、
是
ヲ
郷
里
之

人
今
ニ
八
百
比
丘
ト
唱
フ
」
と
あ
る
と
お
り
、
勧
進
比
丘
尼
が
中
世
期
よ

り
長
期
間
利
用
し
て
い
た
地
方
の
有
力
な
家
を
、
そ
の
ま
ま
空
印
寺
が
利

用
し
た
と
思
わ
れ
る
事
例
も
あ
る
。
ま
た
、
一
度
故
郷
を
出
て
か
ら
年
数

を
経
て
故
郷
に
戻
っ
て
く
る
と
い
っ
た
伝
承
も
複
数
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

各
地
で
同
様
な
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
各
地
に
活
動
拠
点
を
確
保
し
た
後
、
そ
の
地
域
の

住
民
を
ど
の
よ
う
に
し
て
、
空
印
寺
に
参
詣
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か

を
、
空
印
寺
側
で
は
か
な
り
知
恵
を
絞
っ
た
に
違
い
な
い
。
す
で
に
新
た

に
作
成
し
た
縁
起
に
よ
り
、
八
百
比
丘
尼
は
死
没
し
た
こ
と
と
さ
れ
、
死

没
地
の
遺
構
整
備
を
行
っ
た
以
上
、
こ
れ
ま
で
の
勧
進
方
法
の
よ
う
に
、

若
狭
か
ら
訪
問
し
た
長
寿
の
比
丘
尼
が
昔
を
語
る
や
り
方
は
で
き
な
い
。

そ
こ
で
、
活
動
拠
点
と
し
た
地
元
の
草
分
け
的
な
家
の
先
祖
を
八
百
比
丘

尼
と
し
、
現
在
の
家
を
そ
の
子
孫
と
す
る
こ
と
を
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
際
に
、
す
で
に
廃
れ
て
い
る
八
百
比
丘
尼
長
寿
の
証
明
で
あ
る
源
平

合
戦
を
語
る
や
り
方
を
変
え
て
、
活
動
拠
点
の
地
元
に
伝
わ
る
古
い
伝
説

等
と
自
ら
の
縁
起
を
組
み
合
わ
せ
た
ス
ト
ー
リ
ー
を
作
り
上
げ
、
活
動
拠

点
地
域
の
先
祖
た
る
八
百
比
丘
尼
の
長
寿
の
証
明
）
12
（

と
し
た
の
で
は
な
い
か
。

た
だ
し
、
空
印
寺
と
し
て
は
、
自
ら
の
縁
起
で
八
百
比
丘
尼
の
出
自
を
小

浜
の
高
橋
長
者
と
し
て
い
た
の
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
江
戸
期
の
略



179

縁
起
が
現
存
し
て
い
な
い）

13
（

の
は
、
こ
う
し
た
事
情
に
よ
り
、
あ
ま
り
表
向

き
に
略
縁
起
の
販
売
等
を
控
え
た
た
め
で
は
な
い
か
。

こ
う
し
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
、
各
地
の
活
動
拠
点
に
対
し
て
、
空
印
寺

か
ら
八
百
比
丘
尼
の
遺
物
等
の
贈
与
）
14
（

な
ど
を
積
極
的
に
行
い
、
そ
の
家
が

八
百
比
丘
尼
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
の
信
憑
性
を
高
め
、
権
威
付
け
が
行
わ

れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
八
百
比
丘
尼
の
出
自
が
地
域
住
民
の
土
地

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
お
ら
が
村
」
的
な
共
同
体
意
識
が
発
生

し
、
先
祖
の
死
没
し
た
土
地
と
し
て
、
空
印
寺
詣
で
を
促
進
し
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
の
事
例
か
ら
各
地
か
ら
多
く
の
人
が
小
浜

空
印
寺
に
足
を
運
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
空
印
寺
の
戦
略
は
概
ね
成

功
し
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

・『
拾
椎
雑
話
』
八
百
比
丘
尼
を
会
津
出
身
と
す
る
記
述

・ 『
佐
渡
國
史
』
若
狹
彦
神
社
宮
司
談
と
し
て
若
狹
に
も
八
百
比
丘
尼
が

佐
渡
の
人
で
あ
る
と
の
伝
え
が
あ
る
。

・ 『
利
根
郡
誌
』
若
狭
空
印
寺
に
八
百
姫
神
社
の
碑
に
は
、
八
百
比
丘
尼

の
故
国
と
し
て
上
毛
利
根
郡
小
川
本
邸
産
而
農
民
清
治
者
女
也
と
記

さ
れ
て
い
る
。

・ 『
西
頸
城
郡
の
伝
説
』
糸
魚
川
で
は
若
狭
に
「
越
後
国
布
川
在
早
川
者
」

と
記
し
た
八
百
比
丘
尼
の
石
碑
が
あ
る
と
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
こ
う
し
た
周
辺
地
域
の
み
で
、
江
戸
市
中
、
現
在
の
東
京
中

心
部
に
八
百
比
丘
尼
の
子
孫
を
名
乗
る
家
の
伝
承
が
な
い
の
は
、
江
戸
が

外
部
か
ら
流
入
し
て
き
た
都
市
民
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
共
同

体
意
識
が
希
薄
だ
っ
た
た
め
に
根
付
か
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
二
）
神
明
宮
の
各
地
へ
勧
進
実
態
と
八
百
比
丘
尼
伝
承
の
利
用

神
明
宮
が
、
そ
れ
ま
で
廻
国
の
宗
教
者
相
手
に
、
地
元
限
定
で
の
小
規

模
な
居
開
帳
と
い
う
勧
進
方
法
か
ら
、
新
た
に
権
威
付
け
と
し
て
藩
主
酒

井
氏
の
紋
を
入
れ
た
八
百
比
丘
尼
像
を
作
成
し
、
全
国
展
開
す
る
出
開
帳

に
方
針
を
改
め
た
こ
と
に
よ
り
、
課
題
と
な
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
出
開
帳

を
受
け
入
れ
て
く
れ
る
各
地
の
寺
院
等
の
確
保
で
あ
っ
た
ろ
う
。

『
拾
椎
雑
話
』
に
お
い
て
、元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
に
像
を
作
成
し
て
、

十
九
年
後
の
宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
京
都
に
て
開
帳
し
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
が
、
拙
稿
）
15
（

に
お
い
て
、
神
明
宮
が
京
都
で
の
開
帳
以
前
に
、
東

日
本
地
域
の
寺
院
に
お
い
て
八
百
比
丘
尼
像
の
開
帳
と
略
縁
起
販
売
を

行
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
察
を
行
っ
た
。
こ
の
中
で
取
り
上
げ
た

寺
院
の
一
つ
、
福
島
県
喜
多
方
市
塩
川
町
「
金
川
寺
」
で
は
、
若
狭
か
ら

来
た
老
尼
が
こ
の
寺
を
開
い
た
と
す
る
伝
承
が
あ
り
、
当
初
、
こ
の
金
川

寺
の
よ
う
に
若
狭
及
び
八
百
比
丘
尼
と
の
縁
の
あ
る
寺
院
等
と
接
触
し
、

出
開
帳
の
場
を
依
頼
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
京
都
以
前
に

東
日
本
地
域
に
お
い
て
出
開
帳
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
神
明
宮
と
金
川
寺

の
八
百
比
丘
尼
略
縁
起
の
近
似
性
、
西
方
町
真
名
子
「
八
百
比
丘
尼
堂
」

の
略
縁
起
で
の
「
自
ら
御
姿
を
作
ら
せ
給
い
、
一
体
は
即
ち
真
名
子
の
里

に
送
り
、
一
体
は
若
狭
に
留
め
給
い
」
と
い
っ
た
、
神
明
宮
出
開
帳
の

八
百
比
丘
尼
像
を
コ
ピ
ー
し
た
こ
と
を
暗
に
思
わ
せ
る
記
述
、
さ
い
た
ま
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市
慈
眼
寺
に
現
存
す
る
京
都
開
帳
以
前
の
略
縁
起
な
ど
か
ら
推
察
で
き
る
。

神
明
宮
か
ら
の
出
開
帳
場
所
提
供
依
頼
を
受
け
た
各
寺
院
で
は
、
場
所

提
供
に
よ
る
収
入
な
ど
と
共
に
、
開
帳
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
ぶ
機
会
で
も
あ

り
、
ま
た
小
浜
と
い
う
八
百
比
丘
尼
伝
説
の
聖
地
か
ら
の
来
訪
者
は
、
自

ら
の
威
厳
を
高
め
る）

16
（

た
め
に
も
非
常
に
有
益
だ
っ
た
ろ
う
。
故
に
こ
れ
ら

場
所
を
提
供
し
た
い
く
つ
か
の
寺
院
で
は
、
神
明
宮
の
出
開
帳
を
引
き
受

け
た
後
、
学
ん
だ
ノ
ウ
ハ
ウ
を
基
に
、
自
ら
八
百
比
丘
尼
像
や
遺
物
の
作

成
や
、
神
明
宮
縁
起
を
参
考
と
し
、
小
浜
ブ
ラ
ン
ド
に
よ
る
威
光
を
取
り

入
れ
た
縁
起
制
作
を
行
い
、
開
帳
に
よ
る
勧
進
を
進
め
て
い
っ
た
と
見
ら

れ
る
。

四
． 

空
印
寺
と
神
明
宮
の
勧
進
活
動
に
よ
る
八
百
比
丘
尼
伝
承

の
変
容

（
一
）
空
印
寺
に
よ
る
新
た
な
八
百
比
丘
尼
伝
説
の
創
作

空
印
寺
の
各
地
へ
の
勧
進
活
動
に
お
い
て
、
積
極
的
に
小
浜
空
印
寺
に

参
詣
客
を
呼
び
込
も
う
と
す
る
戦
略
に
よ
り
、
従
来
の
八
百
比
丘
尼
伝
説

の
内
容
を
大
幅
に
改
変
し
、
新
た
な
内
容
を
創
作
す
る
必
要
性
に
迫
ら
れ

た
。
そ
れ
は
、
具
体
的
に
以
下
の
内
容
を
盛
り
込
む
こ
と
で
あ
っ
た
。

・ 

八
百
比
丘
尼
は
す
で
に
死
没
し
て
お
り
、
そ
の
死
没
地
は
小
浜
空
印

寺
の
岩
窟
で
あ
る
こ
と
。

・ 

各
地
に
あ
る
勧
進
の
拠
点
と
な
る
地
方
の
有
力
な
家
を
権
威
付
け
す

る
た
め
に
、
そ
の
家
の
先
祖
を
八
百
比
丘
尼
で
あ
る
と
し
、
生
ま
れ

も
そ
の
地
と
す
る
こ
と
。

・ 

八
百
比
丘
尼
長
寿
の
証
明
と
共
に
、
共
同
体
意
識
を
強
め
る
た
め
、

各
地
の
拠
点
近
く
の
歴
史
、
伝
説
を
ス
ト
ー
リ
ー
に
盛
り
込
む
こ
と
。

空
印
寺
で
は
、
す
で
に
死
没
地
が
自
ら
の
境
内
の
岩
窟
で
あ
る
と
い
う

新
た
な
縁
起
を
制
作
し
て
い
た
が
、
上
記
の
内
容
を
盛
り
込
む
た
め
、

八
百
比
丘
尼
の
生
地
等
、
一
部
ス
ト
ー
リ
ー
を
拠
点
の
地
元
に
合
わ
せ
た

改
変
を
行
い
、
各
拠
点
に
お
い
て
、
空
印
寺
に
現
存
す
る
「
八
百
比
丘
尼

伝
説
由
来
画
」
の
よ
う
な
も
の
を
使
っ
て
、
八
百
比
丘
尼
の
霊
験
に
つ
い

て
絵
解
き
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
表
2
．
で
空
印
寺
が
関

係
し
た
と
思
わ
れ
る
伝
承
事
例
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
各
地
の
名
家
に
生
ま

れ
た
娘
が
、
人
魚
の
肉
を
食
べ
長
生
し
、
諸
国
巡
礼
の
旅
に
出
て
、
最
後

は
若
狭
（
空
印
寺
）
で
最
期
を
遂
げ
る
と
い
う
一
貫
し
た
ス
ト
ー
リ
ー
が

各
地
に
残
さ
れ
た
と
考
え
得
る
の
で
あ
る
。

（
二
）
神
明
宮
の
八
百
比
丘
尼
略
縁
起
の
変
容
と
各
地
へ
の
影
響

神
明
宮
が
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
に
、
新
た
な
八
百
比
丘
尼
像
と
縁

起
を
作
成
し
、
こ
れ
ま
で
の
小
規
模
な
居
開
帳
か
ら
、
全
国
各
地
へ
の
出

開
帳
に
方
針
変
更
し
た
こ
と
は
、
す
で
に
触
れ
た
が
、
そ
の
際
に
作
っ
た

略
縁
起
が
、
出
開
帳
を
各
地
で
進
め
て
い
く
う
ち
に
不
都
合
な
部
分
や
追

加
す
べ
き
部
分
が
出
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
表
1
．
の
事
例
2
と
3
の
神

明
宮
八
百
比
丘
尼
略
縁
起
に
は
一
三
年
の
間
が
あ
る
が
、
事
例
2
で
は
、
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八
百
比
丘
尼
の
出
自
を
地
元
若
狭
の
高
橋
長
者
と
し
て
お
り
、ス
ト
ー
リ
ー

に
一
貫
性
が
あ
る
が
、
事
例
3
．
で
は
、
出
自
が
秦
の
通
鴻
の
他
、
数
々

の
異
説
も
盛
り
込
ん
で
お
り
、
ス
ト
ー
リ
ー
に
一
貫
性
が
な
い
な
ど
、
内

容
が
微
妙
に
変
化
し
て
い
る
。
こ
の
間
の
縁
起
が
改
変
さ
れ
た
事
情
と
し

て
、
八
百
比
丘
尼
の
生
家
が
、
若
狭
の
高
橋
長
者
で
は
全
国
的
な
知
名
度

に
劣
り
、
不
老
長
寿
の
常
世
信
仰
や
庚
申
信
仰
に
お
い
て
有
名
で
あ
っ
た

帰
化
人
系
譜
の
秦
一
族
を
取
り
上
げ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
若
狭
の

地
誌
『
若
耶
群
談
』
等
の
各
種
内
容
を
盛
り
込
み
、
諸
説
を
取
り
入
れ
た

の
は
、
こ
の
縁
起
が
神
明
宮
一
社
の
み
な
ら
ず
、
小
浜
全
体
に
広
く
伝
わ
っ

て
い
る
こ
と
を
示
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
縁
起
作
成
当
初
、
空
印

寺
と
摺
り
合
わ
せ
を
行
っ
て
い
た
も
の
が
、
空
印
寺
側
の
事
情
に
よ
っ
て
、

高
橋
長
者
と
い
う
出
自
を
無
視
す
る
方
向
性
に
な
っ
た
こ
と
で
、
神
明
宮

側
で
も
出
自
に
こ
だ
わ
る
必
要
性
が
薄
れ
た
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

前
稿
で
考
察
し
た
と
お
り
、
東
日
本
地
域
の
寺
院
を
中
心
と
し
て
、
事

例
3
の
神
明
宮
縁
起
の
影
響
を
受
け
、
自
ら
の
開
帳
用
の
略
縁
起
を
作
成

し
た
痕
跡
）
17
（

が
残
っ
て
お
り
、
ま
た
表
3
に
示
し
た
と
お
り
、
各
地
の
寺
社

に
多
く
の
八
百
比
丘
尼
伝
承
が
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
寺
社
に
も
神
明
宮

の
出
開
帳
に
よ
る
縁
起
や
像
の
作
成
等
に
影
響
が
残
っ
て
い
る
も
の
も
あ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五
．
ま
と
め

若
狭
小
浜
で
は
、
中
世
期
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
、
白
比
丘
尼
等
の
長

寿
を
名
乗
る
小
集
団
が
、
京
都
を
始
め
各
地
で
勧
進
や
寺
社
開
基
、
橋
造

営
や
植
樹
な
ど
の
土
地
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
を
行
っ
て
き
た
こ
と
が
、
当
時

の
記
録
や
伝
承
な
ど
で
そ
の
活
動
の
一
端
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
、
時
代
の
流
れ
と
共
に
そ
う
し
た
集
団
が
廃
れ
て
い
っ
た
頃
、

十
八
世
紀
初
頭
に
藩
主
と
特
別
な
関
係
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
格
式
保
持
の

た
め
収
入
源
を
得
た
か
っ
た
新
興
勢
力
と
し
て
、「
空
印
寺
」
と
「
神
明
宮
」

が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
こ
の
両
者
は　
縁
起
に
お
互
い
矛
盾
点
が
生

じ
な
い
こ
と
、
ま
た
お
互
い
が
勧
進
に
お
い
て
干
渉
す
る
こ
と
が
無
い
よ

う
綿
密
に
摺
り
合
わ
せ
を
行
い
、
異
な
る
勧
進
方
法
を
取
っ
て
き
た
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
戦
略
に
伴
う
勧
進
方
法
を
進
め
て
い

く
う
ち
に
、
実
態
に
適
合
で
き
る
よ
う
利
用
し
て
い
た
八
百
比
丘
尼
伝
承

に
基
づ
く
縁
起
内
容
等
の
見
直
し
が
図
ら
れ
た
。
そ
れ
が
現
在
各
地
に
残

る
八
百
比
丘
尼
伝
説
の
基
本
と
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ま

で
同
じ
小
浜
の
宗
教
者
と
い
う
括
り
で
、
両
者
が
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
が

多
か
っ
た
が
、
詳
細
を
見
て
い
く
と
、
異
な
る
勧
進
活
動
を
行
っ
て
き
た

両
者
に
よ
る
、
八
百
比
丘
尼
伝
承
内
容
の
変
遷
は
そ
れ
ぞ
れ
各
自
の
事
情

に
よ
り
異
な
る
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
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注（
1
） 

宝
徳
元
年
（
一
四
四
九
）『
中
原
康
富
記
』
五
月
二
十
六
日
の
条
、『
唐

橋
綱
光
卿
記
』
六
月
八
日
の
条
、『
臥
雲
日
件
録
』
抜
尤　

七
月

二
十
六
日
の
条

（
2
） 

千
賀
源
右
衛
門
『
若
耶
群
談
』
寛
文
年
間
（
一
六
六
一
〜
一
六
七
三
）

（
3
） 

林
羅
山
『
本
朝
神
社
考
』
巻
六　
都
良
香
の
条
「
余
が
先
考
嘗
て
語
つ

て
曰
く
、
伝
へ
聞
く
、
若
狭
国
に
白
比
丘
尼
と
号
す
る
者
あ
り
。
其
の

父
一
旦
山
に 
入
り
異
人
に
遇
ふ
。
与
に
倶
に
一
處
に
到
る
。
殆
ど
一
天

地
に
し
て
別
世
界
な
り
。
其
の
人
一
物
を
与
へ
て
曰
く
、
是
れ
人
魚
な

り
。
之
を
食
ふ
と
き
は
年
を
延
べ
老
ひ
ず
と
。
父
携
え
て
家
に
帰
る
。

其
の
女
子
迎
へ
歓
ん
で
衣
帯
を
取
る
。
因
て
人
魚
を
袖
に
得
て
、
乃
ち

之
を
食
ふ
。
女
子
寿
四
百
余
歳
、
所
謂
白
比
丘
尼
是
れ
な
り
。
余
幼
齢

に
し
て
こ
の
事
を
聞
い
て
忘
れ
ず
」

（
4
） 

冨
樫
晃
「
八
百
比
丘
尼
伝
説
の
成
立
に
つ
い
て
―
江
戸
初
期
の
若
狭
小

浜
を
中
心
に
―
」『
口
承
文
芸
研
究
』
第
四
十
三
号　
日
本
口
承
文
芸

学
会　
二
〇
二
〇
年

（
5
） 

湯
浅
隆
「
江
戸
の
開
帳
に
お
け
る
十
八
世
紀
後
半
の
変
化
」『
国
立
歴

史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
三
三
号　
一
九
九
一
年　
国
立
歴
史
民
俗

博
物
館

（
6
） 

木
崎
惕
窓
『
拾
椎
雑
話
』
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）

（
7
） 「
右
石
塔
の
事
、
西
小
川
浦
常
福
地
雪
庭
八
十
六
歳
の
時
物
か
た
り
に
、

我
小
僧
た
り
し
時
に
て
、
ま
の
あ
た
り
覚
た
る
よ
し
、
但
右
比
丘
尼
石

塔
也
。」

（
8
） 

空
印
寺
「
八
百
比
丘
尼
略
縁
起
」
年
代
不
明　

現
存
本　

明
治
四
二

（
一
九
〇
九
）
年
発
行

（
9
） 

巻
五
「
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
未
、
今
年
小
浜
の
西
、
青
井
白
玉
椿

に
小
社
を
は
じ
め
て
建
立
す
。
是
れ
即
ち
同
所
神
明
の
神
主
菊
池
某
が

計
ひ
な
り
。
是
は
、
去
る
頃
よ
り
比
丘
尼
の
形
を
現
し
て
舞
遊
び
、
人

に
ゆ
き
あ 

い
て
は
、
か
き
消
す
よ
う
に
失
ぬ
。
こ
の
所
は
昔
、
八
百
比

丘
尼
の
住
跡
な
れ
ば
定
め
て
そ
の
霊
魂
に
て
あ
る
べ
し
と
て
小
社
を
建

て
、
八
百
比
丘
尼
の
宮
と
名
付
く
。
そ
れ
よ
り
怪
し
き
も
の
は
夜
も
出

ず
と
い
う
。
今
は
歯
瘡
の
宮
と
世
人
申
し
て
、
歯
の
痛
む
に
願
を
掛
れ

ば
、
癒
と
云
々
」

（
10
） 

小
浜
発
八
百
比
丘
尼
伝
説
の
伝
承
圏
か
ら
見
る
に
、
中
世
期
か
ら
各
地

で
の
勧
進
を
行
う
集
団
の
テ
リ
ト
リ
ー
が
暗
黙
の
う
ち
に
決
め
ら
れ
て

い
た
可
能
性
が
あ
る
。
例
え
ば
八
百
比
丘
尼
伝
説
は
福
島
県
会
津
地
方

か
ら
新
潟 

県
中
部
ま
で
が
伝
承
の
北
限
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
北
の
奥
州

地
域
で
は
、「
名
取
の
老
女
」
譚
を
持
つ
比
丘
尼
集
団
が
存
在
し
、
ま

た
常
陸
坊
海
尊
等
の
長
寿
を
名
乗
り
、
源
平
合
戦
の
昔
を
語
っ
て
勧
進

を
行
っ
て
い
た
山
伏
と
思
わ
れ
る
集
団
が
活
動
し
て
い
た
。
ま
た
比
丘

尼
伝
承
圏
か
ら
外
れ
る
山
陰
以
西
や
大
都
市
を
抱
え
て
い
た
畿
内
と

い
っ
た
地
域
に
も
、
各
種
勧
進
集
団
と
の
棲
み
分
け
が
さ
れ
て
い
た
と

も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
小
浜
の
勧
進
集
団
の
テ
リ
ト

リ
ー
は
北
陸
・
新
潟
か
ら
関
東
方
面
と
伊
勢
、
熊
野
を
結
ぶ
ラ
イ
ン
に

限
定
さ
れ
て
い
た
結
果
が
八
百
比
丘
尼
伝
承
圏
と
な
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

（
11
） 
冨
樫
晃
「
八
百
比
丘
尼
伝
説
の
成
立
に
つ
い
て
―
江
戸
初
期
の
若
狭
小

浜
を
中
心
に
―
」

（
12
） 
表
2
．
№
6
、
7
大
野
積
で
は
地
元
で
信
仰
さ
れ
る
弥
彦
明
神
、
№

8
、
9
佐
渡
羽
茂
で
は
日
本
書
紀
に
記
載
の
あ
る
「
粛
慎
の
隈
」、
№
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11
、
黒
部
の
大
津
波
、
№
17
、
一
宮
の
現
地
は
か
つ
て
海
だ
っ

た
等
そ
の
土
地
の
伝
承
を
巧
み
に
取
り
入
れ
て
い
る
。

（
13
） 
現
存
す
る
空
印
寺
の
縁
起
は
、
明
治
四
二
年
に
発
行
さ
れ
た

冊
子
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
江
戸
期
の
も
の
は
現
存
し
て
い

な
い
。
対
し
て
、
江
戸
期
の
神
明
宮
の
縁
起
は
さ
い
た
ま
市

慈
眼
寺
に
残
さ
れ
て
い
る
。

（
14
） 

各
地
の
八
百
比
丘
尼
の
生
家
と
さ
れ
る
家
に
は
、
大
野
積
金

五
郎
家
の
「
八
百
比
丘
尼
の
入
定
御
影
」、「
九
穴
の
貝
」
や

佐
渡
田
家
家
の
八
百
比
丘
尼
の
法
衣
（
火
事
で
焼
失
）
な
ど

八
百
比
丘
尼
の
遺
物
と
さ
れ
る
の
も
が
伝
承
さ
れ
て
い
る

ケ
ー
ス
が
多
い
。

（
15
） 「
東
日
本
地
域
の
寺
院
に
お
け
る
八
百
比
丘
尼
縁
起
の
成
立
に

つ
い
て
」『
口
承
文
芸
研
究
』
第
四
十
四
号

（
16
） 

さ
い
た
ま
市
慈
眼
寺
で
は
、
八
百
比
丘
尼
由
来
の
寺
宝
で
あ

る
仏
像
の
縁
起
を
、
後
に
神
明
宮
の
縁
起
で
八
百
比
丘
尼
の

来
歴
等
を
補
っ
て
い
る
。

（
17
） 

表
3
、
事
例
1
〜
4

参
考
文
献

小
浜
市
史
編
纂
委
員
会
『
小
浜
市
史
』
社
寺
文
書
編　
一
九
七
六
年　

小
浜
市

小
浜
市
史
編
纂
委
員
会
『
小
浜
市
史
』
通
史
編
上
巻　
一
九
九
二
年　

小
浜
市

久
野
俊
彦
「
縁
起
の
メ
デ
ィ
ア
―
開
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表1．空印寺・神明宮縁起一覧

№. 和暦
西暦 文献 事項

1

年代不明
現存本
明治 42
年発行

空印寺「八百
比丘尼略縁起」

そもそも八百比丘尼と申し奉るは、若狭の国祖荒砺の命の末流にして、当国勢村髙橋長者の姫御なり。人皇
三十七代斉明天皇の御世白雉五年の御誕生にて、膚は白玉の如く容顔美麗にして智徳萬人に勝れさせ給う故に、
世人崇めて神仏の再来となす。御齢十六歳の時龍王白髪の翁と現じ人魚の肉を与えらる、姫是を食し給うに不
思議にや幾百歳を経給うも二八の容顔更に変わらせ給うことなし、百二十歳にして髪を剃り諸国を巡遊し、此
処に五十年彼処に百年と止住せられ、所々堂社を修造し、又道路を開き橋梁を架け、五穀樹木の繁殖を教え、
又尊皇奉仏五常の道をも授け給う、依って諸国御旧蹟の在る処は勿論尊崇せり。人皇百一代後花園天皇宝徳元
年七月二十六日京都清水の定水庵にて化縁を止め、御生国なる若狭の国へ帰らせ給い、後瀬の山中に御神明と
て尊き御社ありその傍りにいおりを結び住給いしが、御齢い八百歳にして当寺境内後瀬山麓の大厳くつへ入定
為し給う、時人名づけて八百比丘尼または八百姫とも寿長の尼とも、又椿を特に愛し入定し給うゆえ玉椿の尼
とも申し奉れり。御入定後祈願する者あれば必ず不思議の霊験あり、依って往昔より都鄙遠近老若男女この霊
地に参詣し、福徳寿命を願い諸病平癒を祈り、その霊助を蒙る者が多きが為、五百十余年の昔より昔より今に
至るまで参信祈願の絶ゆることなし。それ生まれながらに智徳萬人に勝る、これ聖なり、神なり、仏なり、
八百歳の寿命を保つ、是素より凡人に非らず、霊験何ぞ疑わんや。薄福小徳の輩、宿業の為諸病医薬の効験な
くば早く霊地に来り冥助を祈るべし。

2
元文 5年
1740

社司　菊池氏　
若州神明山
「八百姫宮畧縁
記」

抑八百姫と申奉るハ若狭の国祖荒磯命の末流にして高橋長者の御姫なり。御生徳容顔美麗に於ハして世にたくひ
なし。人挙婚姻を望ども嫁したまハず。自ら髪をおろし諸国を巡遊し給ふ。只破壞の堂社あれは是を修造し、又
通路あしき所には橋をかけ、水亡き所には水をさぐり、木なき所には木を植、人気あしき所あれば正直順和の道
を御示しありて、ここに五十年かしこに百年御住所ありし故、諸国に旧跡を残し給ふ事多し。中にも東国には久
しくましませしとなり。後御生国若狭に帰らせ給ひて、後瀬の山中に天照皇大神宮豊受皇の御宮あり。此所に庵
を結て両宮に使給ふ。椿を好ませ給ひて山に多くつばきを植ゑおき給ふ。則八百姫の御社を玉椿の社と申奉る。
姫幾としを経給へども十八歳の面影にかわらせ給ふことなし。故に其時の人名付て白比丘尼とも童の尼とも、亦
は長良の尼とも申奉る。御幼少の時人魚を食し給ひ仙術を学せ給ひて、長き齢をたもらせ給ふ末後瀬山のふもと
の岩穴に入定し給ひしとなり。人王四十二代文武天皇の御宇に誕生ましまし隠れ給ひしまでの年数凡八百年に及
びしとなり。入稱して八百比丘尼と申奉る。然るに當山は天照皇大神宮の末社に御鎮座ましますゆゑ、福寿圓満
八百姫明神と勧請ありしは往昔より申傳所なり。誠福徳寿命の神にて都鄙遠近の人々歩はこぶこと連綿たり。持
病難病病身なる人一心をかけ願はば霊験あらたなる事うたがひなかるべし。當山の総名を後瀬山と云。尤万葉集
をはじめ代々の撰集にあまた出たり。又庭訓に若狭の椎といへるは此山の古木の椎の実を云。

3
宝暦 3年
1753

若州小浜神明
宮主　菊池肥
後守橘朝臣
「八百比丘尼縁
起」
慈眼寺所蔵
埼玉県さいた
ま市大宮の慈
眼寺に現存。

当神明宮末社八百姫の濫觴を訪ぬるに、人王四十二代文武天皇御宇に、当国に秦の通鴻といふ人有、或時友にい
ざなはれ海辺に至る。友いはく少し目をとじ給へと。諾してとず。目をひらけば髙袤百丈の金閣なり。世に見ざ
る処の荘厳なり。各礼儀をわりて饗応甚珍膳なり、主じ膾板を取よ、是魚此所にも稀なる物成。何とふ是をすす
めん為に招けり。是を食ふもの長生不死なりと。見るに七八歳の人なり。是をあぶりあとふ。道満是人間成事を
怪しみ、くらはずして懐にす。饗応をわりて暇を乞ふ。忽にもとの河辺也。此時是海宮成事を知れり。家に帰り
甚酔臥す。時に女子一人有。いつも他へ行帰ればみやげを乞ふ。父臥す枕もとに鼻紙有。ひらけば一物あり。女
子食ふ。父醒て尋ぬるに我くらへりという。父のいはく汝長生すべし是竜宮の珍物也。或は云、父山に入る。異
人に逢う。ともに一所に行別世界、一もつをあとふ。父はくはずして懐に入帰る。女子是を食ふ。又一説に白比
丘尼は若狭国小松原の人なり。父有時つりをたる。人魚の形を得たり。是異物成とすつ。女子ひろひ食ふと。復
一説に若狭国三方郡興道寺村の人、父は天仙と成りて、白椿山のふもとに住と。説々多といえども我が家の伝と
異り、女子年を経といへとも常に二十斗のごとし。容顔美麗面背甚白し。世にたぐひなし。人挙りて婚姻を望め
ども嫁せず、花鳥使日々に到る。此事を厭い自ら除髪して尼となる。其より国々を巡行し、霊仏霊社を拝し、或
は破壊の社有は是を修造し、或は仏を再興し、道路あしき処には橋をかけ、水なきところには水をさぐり、木な
き処には木を植ゑ、其基跡甚多し。世に若狭の白びくにといへり。何の名といふ事をしらず。ここに後瀬之山つ
づき、南西の翠微に、天照皇大神･豊受皇大神の社有。尼此処に柴の庵を結び、朝夕に齋奉りしに曰く、此間幾
百年といふ事をしらず。長生の人と聞及ぶに任尋来拝するもの多し。年いくつととへば文武天皇の御時生しと答
ふ。容貌を見れば二十斗に見ゆ。長生の道をとへば、七情をはなれ、人のましはりをやめといふ。其後吾影をの
こし、何国に死去といふ事をしらず。或説にいふ。小浜町の橋にてころびしゆへに、いまに薨橋といふ。別此橋
の石、丹波の国より自負来といふ。其石城中に有之也。其日又武田の城中の岩穴に死すと。人□□りて尋ぬるに
尼を見るものなし。此岩穴小浜空印寺に有之。然者天上するか地に行か今に存在するの委曲知がたく、世に八百
比丘尼といふは、去りし時分と生まれし時分とを考えて八百年余になれば、八百比丘尼といふ也、家に伝る処、
あらあら是をしるし、己下寿命神にて都鄙遠近之人々今に歩をはこぶ事綿々たり。
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表2．空印寺関係各地八百比丘尼伝承
番号 伝承地 伝承内容 資料

1
群馬県利根郡
みなかみ町小
川

庚申講で竜宮の人魚をご馳走を出され誰も食べず、持ち帰った清治の三歳の娘がこれを食
べ、長寿となったが、家族知人に先立たれ、無情を感じて尼になる。それから諸国を遍歴
して若狭の国空印寺にて終わる。小川村に八百比丘尼の屋鋪があり、石の小祠には八百比
丘尼出生の地元文五庚申三月吉日の十九字が彫ってある。この場所を所有する鈴木氏が子
孫とされる。若狭空印寺に八百姫神社の碑があり、その文には八百比丘尼の故国として上
毛利根郡小川本邸産而農民清治者女也と記されている。

利根郡誌

2 埼玉県八潮市
中馬場

上総から魚の行商に来ている老人の招きで名主と村人で老人宅を行くと、人魚がご馳走とし
て出てくる。名主が持ち帰った人魚を孫娘が食べ、長寿となるが、尼となって若狭に行き、
八百歳まで生きる。山王塚に比丘尼の安永八年の墓石があるが、八百比丘尼を供養したもの。

八潮の民俗資料 1

3 千葉県松戸市
上本郷

六軒新田の六人が上本郷の長者屋敷の庚申講に呼ばれ、人魚の肉をもらったが、一人持ち
帰った者の娘がこれを食べ八百年も長生きする。比丘尼となって若狭に住んだ。千駄堀の
人が旅に出たときに、この比丘尼に会った。

松戸の歴史案内

4 千葉県八日市
場市小泉

昔、八百姫という娘がいて、その父が日頃信仰している龍神から竜宮城に招かれ、人魚の肉を
もらい、庚申講で村人と食べる。庚申講で肉を食べると龍神の祟りで村が死に絶えると言われ
ていたので、八百姫は龍神に詫びて尼になる。後に若狭の国に行き、八百比丘尼となる。

房総の伝説

5 新潟県糸魚川
市谷根

下早川村中谷根に女中をしている娘がいて、竜宮に招かれた主人の持ち帰った人魚の肉を
食べ長寿となる。比丘尼になって諸国を巡り、若狭にて八百歳で死ぬ。若狭には「越後国
布川在早川者」と記した八百比丘尼の石碑があるという。

西頸城郡の伝説

6 新潟県長岡市
野積

弥彦明神が野積浜にいた頃、高津家（金五郎）が招かれ人魚をご馳走されるが食べずに家
に持ち帰ったところ、娘が食べて八百歳の長寿を保つ。比丘尼になり、天文年代に若狭小
浜の空印寺境内で入定した。高津家には尼の遺物の古絵図がある。また家の前には手植え
の松があり、この松が生きている限り自分も生きていると言い残して旅に出た。

『寺泊の歴史』
『伝説の越後と佐渡』
『弥彦山周辺の史蹟
と伝説』

7 〃

野積村字岩の脇、漁家高津某家に生まれ、麗色仙姿、年を経るも齢傾かず。後剃髪して諸
国の霊場を参拝、終わりに若狭小浜の空印寺の境内に草庵を結び八百年生存して故に八百
比丘尼と名づく。諸侯にに召され往事を語るに其説確然たり。尼は天然に死す能わざるを
悟り、元文年中（一七三六）同寺の境内に入定す。彼の生家は通称金五郎と唱え、今なお
連綿相続し、尼の遺物なりとて古絵図一葉を保存す。

『温故の栞』
第 18編

8 新潟県佐渡市
羽茂大石

羽茂大石の田屋家の主が、神明講で知り合った老人宅に招かれ、人魚の肉を持ち帰る。それを
食べた娘が長寿となり、比丘尼になって全国を行脚する。何百年か後、故郷に帰ってきた比丘
尼が村の昔の歴史（粛慎の隈）を語った。再び旅に出た比丘尼は小浜空印寺で入定する。

古志路第 209号
佐渡の昔のはなし
伝承文藝第 18号

9 〃

昔大石ノ里ニ八百比丘尼ト云フ者アリ其ノ幼カリシ時其家ニ數人會飲シタル中ニ知ラヌ者一人アリ
其人云フ我家ニモ筵ヲ開カン某日某所ニ来レ我レ迎ヘント約シテ別レ期日其所ニ集リテ待チシニ其
人來リ迎ヘテ目ヲ閉チメテ導キテ一所着ク乃チ目ヲ開ケハ一大屋ニシテ装飾整備セリ皆驚嘆ス宴罷
テ将ニ歸ラントス其人異肴ヲ調ヘテ之ヲ出ス衆之ヲ怪ミ皆海ニ投シテ去ル獨リ女ノ父泥酔シ覺エス
携ヘテ家ニ歸レリ女之ヲ喜ヒ食フ是レ即チ人魚ナリ之レカ爲ニ其女年數百歳ニ至ルモ容顔衰ヘス後
世ヲ厭ヒ尼トナリ若狹國ニ往キ住ム事又幾百年ニシテ再ヒ大石ノ里ニ歸リシニ村民皆之レヲ怪ム尼
云フ余ハ元此ノ里ノ人ナリ余カ若カリシ時此ノ浦ノ神邪鬼ヲ罪シ殺シテ埋メメタル所アリ粛愼隈ト
云フ彼處ノ大石ノ下是ナリト掘リテ見レハ巨人ノ骸骨出テ、人驚異シタリ尼復タ若狹ニ往キ國守ニ
二百歳ノ壽ヲ譲リ八百歳ニシテ歿セリ守之ヲ憐ミ祠ヲ建テ之ヲ祭リ八百姫明神ト號ス

佐渡国誌

10 〃

当社合殿傳説
一　神領ニ大木老松アリ。是ハ比丘尼妙道直植二代目之松ト言フ。妙道之遺言此松枯タル時
ハ我死タリト思ヘシト傳フ。是故ニ付今ニ諸人八百比丘尼ト言フ是也。」
一　比丘尼妙道ハ何国之産、何年間之生年共不知、往年藤井甚太郎ニ仮住居諸国ヲ遍暦シ、佐
渡江帰住之時甚太郎六代之孫ニ対面スト傳説アリ。此故ニ、是ヲ郷里之人今ニ八百比丘ト唱フ。
一　前記八百比丘尼代々藤井甚太郎ニ住シアリシガ、往年其終ル所ヲ不知ト傳之。
一　俗説ニ曰ク、熊野神社之開基本願ハ必ス八百比丘尼、宮殿建立ハ飛弾内匠ニ相違ナキノ
亊ト古老之傳聞説アリ云々。

『熊野神社旧記取
調書』「当社合殿
傳説」

11 富山県黒部市
園家

善称寺の裏の池は竜宮に通じるとされ、寺に来た客の接待をした上清どんの爺さんが、人魚の肉が
入った折り詰めを持ち帰ったところ、これを食べたお虎婆さんが長生きをした。園家千軒に大津波
が来た際、このお虎婆さんが警告したが、町の者は信じず、町は全滅し、一人生き残ったお虎婆さ
んは旅に出て、若狭で八百歳まで生きる。村の人が若狭に訪れた際に、村の椿の花が落ちたときは
自分が死んだと思ってくれと言い残す。末裔が園家の山滝清一といい村では上清どんと呼んでいる。

越中志徴
とやま民俗 20

12 富山県中新川
郡立山町下田

四郎兵衛が講で行った家から、人魚の肉の入った折り詰めを持ち帰り、娘が食べ何百年も生
きたため、白比丘尼と呼ばれる。村から旅立つときに白山社に一本杉を植えた。白比丘尼は
若狭で八百比丘尼となったと言われる。

五百石地方郷土
史要

13 石川県輪島市
繩又町

谷左右衛門が狢の頼母子講に行き、海人魚や海人貝をお土産にもらい、娘が食べ不老不死となる。
一度村を出て再び帰ってきたときには知る人もいず、尼となり白比丘尼と呼ばれる。全国を行脚し
て植樹を行い、一度故郷に戻るが最後には若狭小浜で洞穴に入り、入定した。洞穴に入るときに、
椿を植え、これが枯れたら自分が死んだと思ってくれと言い残す。八百年生きたので八百比丘尼と
呼ばれた。八百比丘尼が村を出るとき秀の木は切るなと言い残したが、村人が言いつけを守らず
切ってしまったために繩又は地滑りがひどくなった。八百比丘尼は金の鶏を飼っていたとも言う。

能登志微
輪島の民話 1
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表3．神明宮関係各地伝承一覧
番号 伝承地 伝承内容 資料

1 福島県喜多方市塩川町金川　
金川寺

昔、若狭小浜より老比丘尼が来て、金川寺を建立した。阿弥陀を自
ら彫り、本尊とし、八百歳まで生きた。それ八百比丘尼といった。
俗説によれば、八百比丘尼は泰勝道の娘であり、会津山麓にて養老
二年生まれ。勝道が庚申講を行った際に、鶴淵野底より龍神が出て
人々をもてなして、九穴の貝を出したところ、誰も食べず、勝道が
持ち帰ったところ、娘が食べたために長寿を得た。

新編会津風土記

2 福島県会津若松市河東町堂島 八百比丘尼は、会津山麓生まれ。九穴の貝食べたために長寿を得た。
金川寺を建立した。

河東村民俗知識通過
儀礼口頭伝承

3 栃木県上都賀郡西方町真名子
真名子村里地寺縁起によると八百比丘尼は崇神天皇五十九年に旭の
長者の家に生まれた。父が庚申講で持ち帰った貝肉を食べ八百年生
きた。八百美久という。天平宝字年間に若狭小浜で死去と伝わる。

若狭国志伴信友書入

4 埼玉県さいたま市西区水判土　
慈眼寺

地蔵堂の黄金仏は八百比丘尼の守護仏で、寿地蔵という。一時期紛
失したが、享保年間土中より発見され、その石櫃に八百比丘尼大化
元年と記されていた。また榎を植樹した。

新編武蔵国風土記稿
諸国里人談

5 埼玉県さいたま市大宮区宮町　
八百姫大明神 八百比丘尼（八百姫大明神）が居住した。 大宮市史第五巻

6 埼玉県さいたま市北区植竹町　
八百姫大明神 昔、八百比丘尼が植えたビャクニンマツと称する松があった。 大宮市史第五巻

7 埼玉県さいたま市北区櫛引町　
観音堂

二つの塚が八百比丘尼の遺跡として伝わる。槻の大木二株も八百比
丘尼が植えたとされる。

新編武蔵国風土記稿
大宮市史第五巻

8 埼玉県さいたま市見沼区染谷 安養寺は、八百比丘尼安養の場所。 大宮市史第五巻
9 埼玉県川口市前野宿　比丘尼堂 比丘尼堂に八百比丘尼が住んでいた。 埼玉県伝説集成
10 埼玉県蕨市錦町 東光寺に八百比丘尼が住んでいた。椿を植樹した。 埼玉県伝説集成

11 東京都北区赤羽北　阿弥陀堂 行基作の阿弥陀は若狭八百比丘尼の看板仏と伝えられる。比丘尼の
植えた古い松があった。

新編武蔵国風土記稿
北区史

12 東京都荒川区西日暮里　浄光寺 浄光寺には八百比丘尼が与えたという千手観音がある。 新修荒川区史
13 東京都青梅市塩船　塩船寺 永仁四年に八百比丘尼が立てたという古碑がある。 新編武蔵国風土記稿

14 愛知県春日井市白山町
円福寺の裏山の洞穴のそばの木像は八百比丘尼である。この辺で漁
師が人魚を捕り、庚申様のお祭りのお供えにしたところ、一人の娘
が人魚の肉を一切れ食ったため、八百歳まで生きた。最後は自ら横
穴に入定した。この洞窟は若狭の国まで通じている。

春日井のむかし話

14
石川県珠洲市
上戸町寺社　
光照寺

若狭の八百比丘尼が植えた杉は一本杉と呼ばれている。杉箸から根付いたので、逆さ杉とも
呼ばれる。光照寺はもと談議所と呼ばれ、談議兵右衛門の娘が白比丘尼と言われる。

能登名跡志
老の路種　3
能登遊記　下
加賀能登の伝説

15 岐阜県各務原
市三柿野

三柿野にアサキ長者がいたが、娘を残して皆死没し、毎日池の魚に飯粒を施したため、功徳
により八百歳の長寿を授かった。後年、若狭にて没す。 美濃国稲葉郡志

16 岐阜県羽島郡岐
南町印食

与四郎という漁師が竜宮城から人魚の肉を貰い、それを娘が食べ長生きとなる。大洪水から
一人助かり、若狭で比丘尼として暮らす。 尾濃葉栗見聞集

17 愛知県一宮市
浅井町尾関

小塞神社は別名船着明神ともいい、黒岩の某氏が若狭の八百比丘尼に参詣した折、八百比丘尼が
尾張愛知県尾関清山の出身で、清山尼が本名。昔は若狭から尾関に船が着けたが、百年に一里づ
つ埋まって、今では宮のボタという所に船が着くと話を聞いた。尾関神社祭文殿付近で足踏みす
るとドンドンと音がし、八百比丘尼の生きていた当時の船が埋まっているという。江戸時代に
八百媛明神の祠があり、産湯の井戸は若狭空印寺の井戸と奈良二月堂若狭井と三者通じている。

愛知伝説集
一宮市浅井町史

18 愛知県一宮市
浜町

八百比丘尼は神明津町豊島某家に生まれたが、故あって人魚を食い、百歳になっても老いな
いので剃髪して金光寺を創建し、諸国を遍歴して若狭で没した。

愛知伝説集
一宮市史下

19 京都府京丹後
市乗原

大久保氏の娘が人魚の肉を食べ八百歳まで生き八百比丘尼と呼ばれる。街道に石を敷いて松
の木を植えたので庚申塚に祀られて徳をたたえた。 竹野郡誌

20
和歌山県紀の
川市貴志川町
丸栖

丸栖村に髙橋某という家があり、異人に庚申講の招待を受け、土産として人魚を貰ってきた
ところ、娘が食べて長命となる。数百年後に若狭の尼寺に居住し、入定した。 紀伊続風土記

貴志の谷昔話集

21 島根県江津市
都野津町

唐鐘の料理人が、魚の屑を海に捨てていると、亀に導かれて竜宮城でもてなしを受けた。帰
る際に人魚の肉を誤って持って帰り、娘が食べてしまい千年の寿命を保ったため千年比丘尼
と呼ばれた。若狭で入定したが、線香を持って穴に入り、線香の煙が出ているうちは生きて
いると言い残す。都野津に来た際に朝日さし、夕日のあたるところに黄金千両のものが埋め
てあると言ったとも伝えられる。

江津のむかしの
はなし


