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鳴
立
庵
は
、
西
行
法
師
ゆ
か
り
の
地
と
し
て
名

高
い
、
大
磯
鴫
立
沢
の
ほ
と
り
に
建
て
ら
れ
て
い

る
で
ご
ざ
る
。

庵
内
に
は
、
鴫
立
庵
室
、
俳
藷
道
場
、
円
位
堂
、

法
虎
堂
、
観
音
堂
が
あ
り
、
八
十
以
上
も
の
石
進

物
が
安
置
さ
れ
て
い
る
で
ご
ざ
る
。

京
都
の
落
柿
舎
、
滋
賀
の
無
名
庵
と
並
び
日
本

三
大
俳
請
道
場
の
ひ
と
つ
と
い
わ
れ
て
い
る
で
ご

ざ
る
よ
。

今
月
の
俳
句
1
◆

◇
今
月
の
短
歌
1
◇

寒
鯉
の
色
を
失
ふ
よ
で
沈
む

神
奈
川
県
横
浜
市
大
坪
　
正
美

使
い
捨
て
マ
ス
ク
と
言
え
ど
一
日
の

わ
れ
の
丸
み
と
匂
い
ま
と
え
り

埼
玉
県
鴻
巣
市
戌
塚
う
め
子

（評）
季
題
は
「
寒
鯉
」
。
寒
中
の
鯉
で
す
。

鯉
は
淡
水
魚
の
王
様
。
山
国
で
の
貴
重
な

蛋
白
源
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
泳
ぐ
姿

も
美
し
く
立
派
で
す
。
「
鯉
の
瀧
上
り
」

な
ど
と
い
う
話
も
あ
り
、
や
が
て
は
　
「
龍
」

に
な
る
と
い
っ
た
伝
説
も
あ
り
ま
す
。
そ

の
　
「
鯉
」
　
も
一
年
で
一
番
寒
い
　
「
寒
中
」

は
さ
す
が
に
、
川
や
池
の
底
近
く
で
じ
っ

と
春
の
到
来
を
待
つ
ば
か
り
。
そ
の
様
子

を
人
々
は
　
「
寒
鯉
」
　
と
言
っ
て
い
と
し
み

ま
す
。
こ
の
句
は
　
「
寒
鯉
」
　
の
深
く
沈
む

様
子
を
「
色
を
失
う
ま
で
」
　
と
表
現
し
た

と
こ
ろ
に
、
何
色
と
も
言
え
な
い
が
、
本

来
の
色
と
も
異
な
る
こ
と
だ
け
は
判
る
と

い

っ

た

ニ

ュ

ア

ン

ス

が

よ

く

で

て

い

ま

す。

（
鳴
立
庵
庵
主
　
本
井
　
英
）

（評）
三
年
に
わ
た
る
コ
ロ
ナ
禍
で
、
マ
ス
ク

の
着
用
は
欠
か
せ
な
く
な
り
ま
し
た
。
一

日
の
終
わ
り
に
、
マ
ス
ク
を
外
し
、
そ
の

ま
ま
捨
て
よ
う
と
し
て
、
ま
る
で
自
分
の

顔
の
一
部
が
そ
こ
に
あ
る
よ
う
に
感
じ
た

の
で
す
。
無
事
に
一
日
を
終
え
た
こ
と
を

マ
ス
ク
に
感
謝
す
る
気
持
ち
す
ら
感
じ
ま

す
。
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
す
る
か
も

し
れ
な
い
不
安
な
日
常
を
送
り
な
が
ら
、

作
者
は
自
分
の
命
へ
の
愛
を
深
く
し
た
の

だ
ヒ
思
い
ま
す
。
さ
さ
や
か
な
出
来
事
を

歌
い
な
が
ら
、
自
愛
の
心
が
紛
れ
も
あ
り

ま
せ
ん
。

（
西
行
祭
選
者
　
柳
　
宣
宏
）


