
浄
瑠
璃
の
当
代
性
と
仏
教

久

堀

裕

朗

}

近
世

に
入

り

「う

き
世
」

と

い
う
語

の
意
味

に
変

化

が
生

じ

て
く

る
現
象

は
、
仮

名
草

子

『
浮
世
物

語
』

等
を

引
き

つ

つ
、

時
代

の
変

化
を

示
す

一
つ
の
象
徴

的
な
事

柄

と
し

て
、

し
ば

し
ば

文
学
史

の
中

で
項

目
立

て
さ

れ

る
と

こ
ろ
で
あ

る
。
中

世

の

「憂

世
」

と

は
、
例

え
ば

、こ
の
世

は
か

り

の
宿
、

電

光
朝
露

、
夢

幻

の
こ
と
な

れ
ば

、
今

此
時

、

生
死
輪

廻
を

ま
ぬ

が
れ
、

未
来

は
必

ず

}
つ
蓮

の
台

に

生

れ
ん

(
室

町
物

語

『
木

幡

狐
』
)

に
顕

著

に
見
ら

れ

る
よ
う
な

仏
教
的

無
常

観
、

厭
世

観

に
基
づ

き
、

「思

ふ

こ
と
叶

は
ね
ば

こ
そ
憂

き
世

な

れ
」

(謡
曲

『
仏

原
』
)

等
、

現
世

を
思

い
通
り

に
な

ら
な

い
憂

き
も

の
と

見
る

「
う

き
世
」

観

で

あ
る

が
、
室

町
末
期

か
ら

江
戸
時

代
初

期

に
な

る
と

「
夢

の
浮
世

の
、

露

の
命

の
、
わ
ざ

く
れ

、
成

次
第

よ

の
、
身

は

成
し

だ

ひ
よ

の
」
(隆

達

小

歌
)
等

、

現
世
享

楽

的
な

「う

き
世

」
観

が

現
れ

て
く

る
。

そ

の
背
景

に

は
当
然

、

下
克

上

の
時
代

を
経

て
、

更

に
、
身

の
処

し
方

に
よ

っ
て
は
富
裕

な

分
限

者
と

な

る

こ
と

も

可
能
な

近

世
町

人
社

会

の
成

立
が

あ

る
。

自

分

の
能
力

が

発
揮

で
き

る
時

代
と

な

る
と
、

ま

ま
な

ら
ぬ

憂

き
世
と

い
う

思

い

は
薄

れ
、

次

第

に

こ
の
世

に
楽

し

み

を
求

め
た

く
な

る
わ

け

で
あ

る
。

そ
し

て

「
こ
の
世

は
か

り

の
宿

」

と

い
う
思

い
が

消
え

、

日
常
生

活
上

、

人

々
の
心

の
中

で
、

向

か
う

べ
き

来

世

の
存
在

感
が

希
薄

に
な

っ
た
と

き

、

「
う

き
世

」

は
単

に

現
世

を
表

す
言

葉
と

も
な

る
。

こ

の
変
化

と

ち

ょ
う

ど

表
裏

の
関
係

に
あ

る

の
が

、

「
あ

の
世
」

観

の
変

化

と

い
う

こ
と

に
な

る
だ

ろ
う
。

右

に
見

た
よ

う
に
、

つ
ま

る
と

こ
ろ
来

世
を

ど

れ

ほ
ど
重
視

す

る
か

が
、

「憂

世
」
と

「
浮
世

」

の
違

い
で
あ

る
の
だ

か
ら

、
人

々
の

「あ

の
世
」
観

も
確

実

に
変

化

し

て

い
る
。
例

え
ば

中
世

説
話

や
、
仮
名
草

子

、
勧
化

本

な
ど

で
は
、

地

獄
を

見

て
蘇
生

す

る
話

が
頻

出
す

る
が
、

同

じ
蘇
生

諄

で
も

、
西

鶴

の
浮

世
草

子

で
は
、
『
懐

硯
』
巻

四

の
五

「見

て
帰

る
地
獄

極

楽
」

1



の
よ

う

に
、
あ

の
世

を
見

て
蘇

っ
た
と

偽

っ
て
人

々
を
騙

す
詐

欺
師

の
話

へ
と
転

じ

る
。
す
な

わ
ち

、
等

し

く
地
獄

を
扱

っ
て
は

い
て
も
、

西
鶴

の
場
合
、

現
世

の
話
題

へ
と
内
容

を
転

換

し
て

い
る
。

こ
れ

は

少

し
極
端

な
例
と

し

て
も
、

そ
れ

ぞ
れ

の
話

が
拠

っ
て
い
る
世

界
観

の
違

い
を
よ
く
表

し
て

い
る
。

単

純

に

こ
の
相
違

を
、
時

代

の
変

化

の
反
映

と
ば

か
り
見

る

こ
と
は

で
き
な

い
が

、
と

も

か
く
も
両

者

の

違

い
は
、

人

々
の
関

心
が

移
り
変

わ

る
方
向

を
示

し

て

い
る
と
は

言

え
る
だ

ろ
う

。
人

々
の
心

の
中

に

「地

獄
」

と

い
う

「あ

の
世

」

の

占

め

る
割
合

は
、

確
実

に
減

少

し
て

い
る
。

さ

て
、

こ

の
よ
う

な
時
代

の
流
れ

の
中

に
あ

っ
て
、

浄
瑠
璃

に

は

「う

き

世
」

観

、

「
あ

の
世

」
観

の
変

化
が

、
ど

う

反
映

さ
れ

て
い

る

の
だ

ろ

う
か
。

浄

瑠
璃

は
も

と
も
と

神
仏

の
霊

験
諌

に
端

を
発
す

る
か

ら
、
中

世

以
来

の
仏
教
的

な

世
界

観

の
影
響

が
非
常

に
強

い
こ

と
は

言
う

ま

で
も

な

い
。

古

浄

瑠
璃

か
ら
合

作
期

の
浄

瑠
璃
ま

で
、

仏
教
的

な

側
面

は
至

る
所

に
指
摘

で
き
る
。

し
か

し
そ

の
中

に
も
、

何
ら

か

の
形

で
、

時

代
思

潮

の
反
映

は
、

必
ず
認

め
ら

れ

る
は
ず

で

あ
る
。

仏
教

の
影

響

に
し

て
も
、

近
世

に

入

っ
て
人

々
の
仏
教

思
想

の
受

け
止

め
方

は
変
わ

っ
て
き

て

い
る
か
ら

、
そ

の
変
化

は
浄

瑠
璃

の
中

に
も

反
映

さ
れ

て

い
る
に
違

い
な

い
。

こ
う

し
た

点

で
、

浄

瑠

璃

の
当
代
性

は

い
か
な

る
と

こ
ろ
に
現

れ

て

い
る
だ

ろ
う

か
。

非
常

に
大

き
な
問

題

で
あ

る
が
、

以

下
に

い
く

つ
か

の
例
を

と
り
あ

げ
、

こ

の
問

題

に
対
す

る
考
察

の
端
緒

と
し

て
み

る
。

浄

瑠
璃
史

は

金
平

浄
瑠

璃

の
登
場

を

以

て
、
本

格
的

な
創

作

の
時

代
を

迎
え

る
。

従

っ
て
当

代
性

と

い
う

問
題

は
、

こ
こ
を

出
発

点

と

し

て
考

え

る

の
が
妥

当

で
あ

ろ
う
。

金

平
浄

瑠
璃

の
果

た

し
た

役
割

に

つ
い
て
は
、

先
学

が

既
に

詳
述

さ
れ

て

い

る
の

で
、

今

は
繰

り

返

さ

な

い
。

こ

こ

で
は
仏
教

と

の
関
わ

り

に
お

い
て
、
金

平
浄

瑠

璃

の

性
格

を
考
え

た

い
の
だ
が

、

そ

の
よ
う

な
観

点
か

ら
通

覧

し

て
み
た

と
き

、
看

過

で
き
な

い
、

と

言
う

よ

り
も
、

必
ず

行

き
当

た

ら
ざ

る

を
得

な

い
、
強

烈
な

印
象

を

残
す

作
品

を
、

金
平

浄

瑠
璃

の
中

に
見

出
す

こ

と
が

で
き

る
。

そ
れ

は

『
公

平

法

門

諄

』

で
あ

る
。

『
公
平

法
門

謹
』

に

は
現
在

、
寛

文

三
年

九

月
刊

の
上

総

少
縁

正

本

『
公
平

法

門
課

井
北

国
落

』

(
山
本

九

兵

衛
板

)

と

同

題

の
江

戸

六
段

本

(
鱗
形

屋
板

V
の
二

種
が

残

る
。
諸

本

の
位
置

に

つ
い

て
は
、

青

木

正

次

氏

^
;
等

の
研

究

を
経

て
、

室

木

弥
太

郎

氏

に

よ

る

『
金

平
浄

瑠

璃

正
本

集
』

の
解

題

三
)
に

詳

し
く

述

べ
ら

れ

て

お
り

、

現

存

し
な

い
正
本

も
含

め

て
、
そ
れ

ぞ
れ

の
関

係
が

推
定

さ
れ

て

い
る
。

す
な

わ
ち

、

ま
ず
第

}
に
、
斎

藤

月

峯

の

『
声
曲

類
纂

』

に

「
余
が

見
る

と

こ
ろ

の
和
泉

太
夫

が

上

る
り
」

と

し

て
本

作
が

挙
げ

ら

れ

る

こ
と

か
ら
、

通

例
通

り
、

現

存

二
種

は
和
泉

太
夫

(
丹
波

少
嫁

)

正

本

に
拠

っ
た
と
考

え
ら
れ

、

ま
た

第

二
に
、

播
磨

嫁

の
段

物
集

『
忍

四
季

揃
』

に
本

作

の

「
い
し

山

お
ち

月

見
」

が
あ

り
、
『
声

曲
類
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纂

』
『
外

題

年
鑑
』

に
も

播
磨

縁

正
本

と
し

て

『
金

平
法

門

諄
』

が

挙
が

っ
て

い
る

か
ら
、

播
磨
嫁

正
本

が
存

在

し
た

こ
と
も

確
実

で
あ

る
。

そ
し

て
、

こ
れ
ら

総
合

し

て
推

定
す

る

に
、

先

づ

大

和

少
縁

(播

磨
縁

に
同

じ
-

引

用
者

注

)

が

和
泉

太

夫

正

本

を

そ

つ
く

り

利
用

し
、

月

見

の
部

分

を

付

加

し
た

。

ま
た
上

総

少
揉

は
第
三
段

ま

で
は
和
泉

太
夫

正
本

通

り
と

し
、

あ

と

は
月

見

の
部

分

を
付

加

す

る

な
ど

改

訂

を

施

し

て
、

五

段
と

し
た
。

し

か

し
月

見

は

い
つ

れ
が

先

か

不

明

で
あ

る
。

そ

し

て
江

戸

の
鱗

形

屋
板

は
大

和

少
縁

正
本

の
復

刻

で
、

月

見
を

除

い

て
は
和
泉

太
夫

正
本

に

非
常

に
近

い

で
あ
ら

う

。

と
さ

れ

る

の
で
あ
る
。

播
磨
嫁

正
本

の
位

置
な
ど

に

つ
い
て
は
、

こ

の
推
定

が

正
し

い

の
か

―証
明

で
き
な

い
が
、

と
も

か
く

も

江
戸

の
和

泉

太

夫
正
本

か
ら

上
方

板
が

派
生

し
て
行

く
過
程

は
確

認

で
き

る
。

さ

て
、
以
上

を
踏

ま
え

た
上

で
、
本
作

に

つ
い
て
考
え

て
み
た

い
。

ま
ず

、
仏

教
と

の
関
わ

り

に
お

い
て
、
な
ぜ

こ

の

『
公
平

法
門

諄
』

に
必
ず

行

き
当
た

る

の
か
と

い
う

こ
と
だ
が

、

そ
れ

は
、
本

作

の
初

段

で
、

公
平

〔三
)
に

よ

っ
て
痛

烈
な

仏

教
批

判

の
法

問
が

展
開

さ
れ

て

い
る
か
ら

に
他

な
ら
な

い
。

初

段
、

将
軍
源

頼
義

は
無
常

心
を

起

こ
し
、

三

人

の
子

の
内

、

一

人
は
出
家

さ

せ
よ
う

と
考

え

る
。

頼
義

は
、

そ

の

一
人

に
次

郎
義

宗

を

選

び
、

「東

山
の
ま

ん

よ
う

上

人
」
を

戒

師
と

し

て
頼

む

。

出
家

を
望

ま
な

い
義
宗

は
家
臣

の
公

平
に

こ

の
こ
と
を

訴
え

、

公
平

は
怒

っ
て
御

所
に

乗
り

込
み
、

ま
ん

よ
う
上

人

と
法
問

に
及

ぶ
。

論

の
応

酬

の
末
、

公

平
が

、
仏
法

に
護

ら

れ

て
い

る
者

は
す

べ

て
の
災
難

を

の
が
れ

る

は
ず
と

、
太

刀
を

抜

い
て
脅

す
と

、
上

人

は
逃
げ

る
。

公

平

は
自
分

の
館

に
義

宗

を
匿

っ
て

い
る
こ
と

を
告

げ
、

将
軍

家

へ
の

奉

公
も

こ
れ

ま

で
と
御

所
を

去

る
。

こ

の
段

の
公
平

と
上

人
と

の
法

問
が
、

本

作

の
外
題

の
拠

り
所

で

も
あ

り
、

強

い
仏

教
批

判
と

も
な

っ
て

い
る

の
で
あ

る
。
仏

教

を
血

肉

と

し
て

い
る
と

言

っ
て
も

過
言

で

は
な

い
浄
瑠

璃

の
中

で
、

こ

こ

で
は
主

人
公

に
よ

っ
て
仏
教

に
対

す

る
あ

か
ら
さ

ま
な

批
判

が
な

さ

れ
、
そ
れ

が
浄

瑠
璃

全
体

の
内

容

か
ら

見

て
も

正
当

化

さ
れ

て

い
る
。

で
は

―
体

こ
の
、

お
よ

そ
浄

瑠
璃

に

は
ふ
さ

わ
し

か
ら

ぬ
仏
教

批

判

の
構
想
を

、

作
者

は
ど

こ
か

ら
得

た

の
だ

ろ
う
か
。

本

作

の
原
拠

で

あ

る
舞
曲

『
満

仲
』

に

は
、
多

田
満

仲

が
仏
道

に

帰
依

し
、

子
息

の

美
女

御
前

を

無
理

や
り

出
家

さ

せ
る
筋

が
あ

る
。

そ

の
上

に
、

こ
れ

ま

で

の
研

究

で
は
、

狂

言

『
宗

論
』

を

取

り
入
れ

て
、

公
平

法
問

の

場

を
構
成

し
た
と

さ
れ

て
い
る
よ

う

で
あ

る

(撃
。
確
か

に
狂

言

『
宗

論
』
と

本
作

と

の
間

に
は
、
わ
ず

か

な
語

句

の

一
致

が
認

め
ら

れ
る

。

し
か

し
浄

土

宗
僧

と

日
蓮

宗

僧

の
宗
論

と
、

本
作

の
仏

教
批

判

の
問

答
と

は
、

根

本
的

な
性
格

の
相

違

が
あ

る
だ

ろ
う
。

従

っ
て
、

作

者

が
当

た

っ
た

も

の
と
し

て
は
、

更

に

別

の
原

拠
を

求
め

る
必

要
が

あ

る
。結

論

か

ら
言

う

と
、

こ

の
場

は
仮

名
草

子

『
清

水
物

語

』

(
寛

永

十

五
年

刊
)

を

利

用

し

て

い
る
と

考
え

ら

れ

る
。

中

で
も

、
『
清
水

物

語
』

「
下

向

」

の
巻

、

「
上

人

と
覚

し
き

沙

門

、
道

す

が

ら
談

義
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を
述

べ
」

る

の
に
対

し
、

あ
る
男

が
儒

教
的

立
場

か
ら
激

し
く
反

論

す

る
箇

所

で
あ

る
。

問
答

形
式
や

、
男

の
反
論

に
対

し
上
人
が

激

昂

し

て
行

く
過
程

な
ど

、
公

平
法

問

の
場

と

の
相
似

は

=
―訊
す

れ
ば

明

ら
か

で
あ

る
が
、

更

に
多

く

の
語
句

の

一
致

が
指
摘

で
き
る
。

以

下

該

当
個

所
を

両
者

対
照

さ

せ

て
引

用

し

て
み
よ
う

(対
応

を
①
②

③

で
示

す

)
。
第

一
か

ら
第

三

ま

で
は
、

現

存

二
種

に
大

き

な
詞

章

の

違

い
が

な

い

の
で
、

こ
こ

で
は
上

総
少
操

正

本
か
ら

引
く

。

『
公

平
法

門
諄
』

第

一

①
さ

れ
は
、

御
ぼ

う

の
け
う

け

に
ま

か
せ
。

出
家

に
あ

ら
さ

る
物

は

皆
。
ぢ

ご

く

に
お

つ
る
ぞ

と
し

め
さ

れ
て
。

し

の
ふ
か

う

し

や

う

の
四
民
共

。
我

も

く

と
か

み
を

お
ろ

し
。

出
家

せ
ば

、

家

く

の

つ
と

め

は
皆
。

こ
と

く

く
す

た
り

は

て
。

田
は
た

を

か

へ
す

物
も

な
く

也
。

五

こ
く
国

ど

に
た

へ
は

て
な

ば
。

剖

か

し
げ

に
さ

へ
つ
り

給
ふ

、
御

ほ
う

の
口
も
。

た
ち

ま
ち
と

ち

て
、

足

手
も

は
た
ら

き
申

ま

じ
。

(中

略
)

②

又
、

ら

い
せ
と

や
ら

ん
、

後
生

と
や

ら
ん

は
。

一
大

じ

一
大

じ

と
、

む

つ
か
し

き
や

う
に
仰

ら

る

ン
か
。

い
か

に
も
行

や
す

き

所
と

み

へ
て
。

い
に

し

へ
よ
り
今

に

至
ま

で
。

い
く
千

万

の
人

行

と

い

へ
共
。
行

そ
こ
な

い
た

る
と

て
。
帰

り
た

る
物
は
な

し
。

(中
略

)

③

只
仏
法

を

た
に

し
ん
ず

れ

は
。
萬

の
さ

い
な

ん
を

の
か

る

ン
よ

し
。
承

こ
そ
聞
所

な
れ

。
御
ぼ

う

は
仏

法

る
ふ

の
身

な

れ
は
。

定

て
仏

の
ほ
う

べ
ん

に
て
、

さ

い
な
ん

を
、
さ

ぞ

よ
く

の
か
れ

給

は
ん
。

い

で
そ
れ

か
し

、

一
太

刀
切

て
み

申
さ

ん
程

に
。

ず

い
ぶ
ん

の
か
れ

て
み

給

へ
と

て
。
太

刀
ず

は

と
ぬ

き
け

れ

は
。

た

ま
ら

れ
ず

し

て
、

上
人

座
を

立

て
に
げ

入

給
ふ

を
。

『
清

水
物

語
』

「下

向
」

②

三

綱
五
常

さ

へ
治

ま

り
た

ら
ん

は
、

来
世

は

近
く

も
あ

れ
遠

く

も
あ

れ
、

危

き
事

も
候

は

じ
。

さ

し
て
願

ふ

べ
き
事

も

な

し
。

行

き
損

ひ
た

る
と

て
、

帰

り
た

る
人

も

い
ま
だ

聞

か
ず

、

行
き

易
き
道

と

こ
そ
存
候

へ
。

(中
略

)

①

世
界

に

人
な

く
は

み
な

野
原

と
な

り

て
、
五
穀

も
誰

か
植

へ
ん
。

た
と

ひ

人
あ

り
と

も
、

み
な

出
家

の
道

に
入

た
ら

ん
は

、

田
を

作

り
畑
打

つ
者

な

く

し
て
、

さ

や
う

に
仰

せ

ら
る

ン
、

御
僧

の

口
も

ゆ
が

み
、

足
も

立
ち

候

ま

じ
。

(中
略

)

③

ま
つ

仏
を
信

仰

す
れ

ば
、

万

の
災

難

を
逃

れ
候

と
承

り
候

。

御

僧

は
さ

ぞ
な

仏

の
力

に

て
、

万

の
災
難

を
逃

れ
給

ふ
べ

し
。

一

刀
切

り

て
切
ら

れ
給

は

ぬ
か

こ

㌻
ろ

む

べ
し
。
我

等

は
念

仏
な

ど

唱

へ
、
題
目

な

ど
唱

へ
て
罪
を

滅

し
候

べ

し
。
い

で
さ

ら

ば
」

と

て
、

刀

に
手

を
か

く
れ

ば
、

僧

は
走

り

て
逃
げ

ら

れ
た

り
。

こ
れ
ら

の
表

現
を

比
較

す

る
と

、
『
公
平

法

門
諄
』
が

『
清
水

物

語
』

を

利
用

し

て

い
る

こ
と
は

、
は

っ
き

り

と
わ

か
る
。

特

に
傍
線

箇

所

な

ど

の

―
致

は
、
そ

の
裏
付

け

と
な

る

だ

ろ
う
。
ま
た

五
段

目

に
は

、

再
度

公

平
と

上
人

が
問

答

を
す

る
場

面
が

あ

る
が
、

そ

こ

で
の
公

平

の
言
葉

「
さ

い
は

い
け

ふ

は

こ
と

し
つ

か

に
候

へ
は
」

は

、
『
清

水

物
語

』

で
、
問

答

の
後

に
あ

る

一
文

「心

静

か
に
問

答

し
た
ら

ん

に

4



は
、

な

を
面

白
き

事

の
あ

る

べ
き

に
、
早

く
し

る
し
を

見

せ
た

る

こ

そ
本
意

な

け
れ
」

を
受

け

て

い
る
も

の
と

思
わ

れ

る
。

従

っ
て
、

金

平

浄

瑠
璃

の
作
者

が
、

「
二
、

三
千

と
を

り
も
、

売
申

せ

し
也
」

(砥

園
物

語
)
と
言

わ
れ

る
よ

う
に
、
当
時

の
ベ

ス
ト

セ
ラ
―

だ

っ
た

『
清

水
物

語
』

を
、
浄

瑠
璃

の
内

に
取

り
入
れ

た

の
は
確
実

で
あ

る
。

そ

し
て
、

こ
の
利
用

は
、

浄
瑠
璃

に

お

い
て

一
般
的

に
行

わ

れ
る
、

室

町
物

語
や
、

舞
曲

、
先

行
浄

瑠
璃
等

か
ら

の
襲
用

と

は
、
性

格

を
異

に
す

る
も

の
と

し
て
捉

え
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
だ

ろ
う
。

『
清

水
物

語
』

は
、

儒
教

思
想
を

基
に
、

儒
仏

の
優

劣
を

論

じ
、

当

世

の
仏
教

を
批
判

し
、

更

に
政

治
批

判

に
も
及
ぶ

書

で
あ

る
。
物

語

の
舞
台

は
、

徳

川
家
光

に
よ

っ
て
再
建
さ

れ
た
清

水
寺

。

こ
こ
に

観
音

の
利

益
を
求

め

て
多

く

の
人

々
が

集

い
、

そ

の
中

で
、
儒

仏
悶

答
が

交
わ

さ

れ
、
様

々
な

当
世

批
判
が

な
さ

れ

る
。

寺
壇

制
度

が
整

備

に
向

か

い
、
徳
川

幕
府

の
傘

下
に

入

っ
て
、
人

民
統

制

に

―
役

買

う
存

在
と

な

り

つ

つ
あ

る

仏
教

の
、

そ
の
幕
府

と

の
繋
が

り

の

一
つ

の
象

徴
と

も
言

う

べ
き
場

所
が
、

舞
台

と

し
て
選
ば

れ

て

い
る
。

そ

の
こ
と

に
、

一
読

者
だ

っ
た
金
平

浄
瑠

璃
作
者

も
、

気
が

つ
か
な

か

っ
た

は
ず

は
な

い
。

仏
教

と
、

そ

の
背
後

に
あ

る
徳

川
幕

府

へ
の
批

判

を
読

み
と

り
、

そ
れ

に
共

感

し
た
か

ら

こ
そ
、
利

用
を

思

い
立

っ

た
に
違

い
な

い
。

そ

の
こ
と

を
窺

わ

せ

る

の
が
、

「
東
山

の
ま

ん

よ
う

上

人
」

と

い

う

存
在

で
あ

る
。

公
平

と

対
立
す

る
ま

ん
よ
う

上

人

の
説

く
内

容

に

注

意

す
る

と
、

そ

こ
に
は
、

舞
曲

『
満

仲
』
や

『
清

水
物

語
』

と

は

違

っ
た

要
素

が
付
加

さ
れ

て
い

る
こ
と

が
わ

か

る
。
例

え
ば

、

そ

れ

仏
法

を

し

ん

ず

れ

は
。

此

世

に

て
は

、

先

万

の

さ

い
な

ん

を

の
か
れ

。

み

ら

い
に

て

は

又
、

九

ほ

ん

れ

ん

だ

い

に
生

る

Σ
也
、

あ

じ

十

方

三
ぜ

仏
。

み
し

一
さ

い
諸
ぼ

さ

つ
。

た

し

人

万
諸

し
や

う

経

。

か

い
ぜ

あ

み
だ

仏

の
じ

つ
せ

つ
。

く

人

い
か

て
か

し
る

べ
き

と

い
う

よ
う

な
部

分

で
あ

る
。

こ

の
後
半

の

「阿
字

十

方
三

世

仏
。

弥
字

一
切
諸

菩

薩
。

陀

字

八

万
諸

聖
経

(
教
)
。
」

の
経

文

は
、

前

二

者

に

は
出

て

こ
な

い
。

こ

の
句

は
、
仮

名

草

子

『
念

仏
草

紙

』
『
可

笑
記

』
『
妙

正
物

語

』
、

浄

瑠
璃

『
こ
う

ぼ

う

の
ゆ

ら

い
』

『
他

力

本

願

記
』

『
法

隆

寺

開
帳

』

『
三

世

相
』

等

に

見

ら

れ

、
当

時

広

く

普

及

し
た
句

の
よ

う

で
あ

る
。

ま

た

説
経

『
か

る
か
や

』
、
室

町
物

語

『
天
狗

の
内

裏

』
、

『
曽

我

物

語
』

(古

活
字

本

・
流
布

本

)
巻

第

十

こ

「
少
将

法

門

の
事
」

に
見

え

る
が

、
中

世

の
作

品
に
多

く

を

見
出

す

こ
と

は

で
き

な

い
。

そ

し

て

こ
れ
ら

の
内

、

『
可
笑

記
』

で
は

、

浄
土

宗

の
旦
那

が

「
我
宗

の
心

は
、

阿
字

十
方

三
世

仏
、

弥
字

一
切

諸
菩
薩

、
陀

字

八

万
諸
聖
教

、
皆

是

阿
弥
陀

と

号
す

」
と

言

い
、
『
曽

我
物

語
』

で

は
法

然

上
人

が
法

門
を

説
く

中

で

こ
の
句
を

用

い
、

ま

た

『
他

力
本

願
記

』

で
は
法

然

の
高
弟

信

空
上

人
が

回
向

の
言

葉

の

中

で
こ

の
句

を
説

い
た

り

し

て

い
る

と

こ
ろ
か

ら
、

こ

の
経
文

が
特

に
浄
土

宗
と

密
接

に
結

び

つ
く
句

で
あ

る

こ
と
が

わ

か
る
。
舞

曲

『
満

仲
』

で
、
満

仲

に
法
華

経

の
功
徳

を
説

く

の
は

「
あ

る
尊

き
上

人
」

で
あ

り
、

『
清
水

物

語
』

で
或

る
男

と

言

い
争
う

の
は

「
上

人

と
覚

5



し
き
沙

門
」

と
な

っ
て

い
て
、
両

者
と

も
あ

ま
り

具
体
的

で
は
な

い

存
在

で
あ

っ
た
。

そ
れ

に
対

し

、
『
公
平

法

門

諄
』

で
は

「東

山

の

ま
ん

よ
う
上

人
」

と
、

浄

土
宗

の
僧
を

思
わ

せ

る
上
人

と

し
て
、

よ

り
具

体
化
さ

れ

た
。

そ
し

て
そ

の
上

人
が
将

軍
頼

義

の
側
近

と
し

て

寄
り

添

っ
て

い
る
。

こ
れ

は
ち

ょ
う
ど

、
当

代

の
将
軍
徳

川
家

が

浄

土
宗

に
帰
依

し

て

い
る
構
図

と
重

な

る

の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。
徳

川
家
康

は
、

関

東

入
部
と

と
も

に
浄
土

宗

の
増
上

寺
を
菩

提

所
と

し

て
、
大

伽
藍

を
造

営

し
た
。

以
来

歴
代

将
軍

の
霊
廟

は
、

同
地

に

作

ら
れ

て
行

く

五̂
H。

一
方

京
都

に
お

い
て

は
、

知
恩

院

を
優

遇

し

、

広

大
な

寺
領

を
与

え
、

寺
域

を
整

備

し
た
。

そ

の
よ
う
な

当
代

将

軍

家

と
浄

土
宗

と

の
関
係

を

灰
め

か
す
意

図
を

持

っ
て
、
作

者

は

こ
の

よ
う
な

設
定

を
加
え

た

と
考

え

る

の
が

自
然

で
あ

る
。

『
清

水
物

語
』

で
は
、

我

と

我
身

一
人
を

許

し

、

我

が
身

に
ま

し
た

る
者

は
世

に

な

き

と

思

ひ
定

め
た

る
よ

り

は

、
時

に
当

り

て
優
れ

た

る

を

師

匠

と

名

を

つ
け

て
、

物

言

は

せ

た
ら

ん

は

一
際
高

き

に

て
も

や
候

は

ん
。
さ

り
な

が
ら

近
き

比
僧

法
師

な
ど

師
匠

と
し

て
、

国

に

益

な

く

人

の
怨

み

の
種

蒔
き

し
は

、
な

き

に
劣

り

な

る

べ
し
。

(
中
略

)

君
臣

と

名

の
付

き
た

る

は
、

言

ふ

べ
き
事

の

品

あ

り

て
、

君

に
心

安

く

語

り
難

し
。

直

な

る
師

匠

こ
そ

談

合

の
柱
な

る

べ
け
れ

。

の
よ

う

に
、

主
君

に
あ

っ
て
も
、

同
等

の
立

場

で
意

見
を

求

め
る

こ

と
が

で
き

る
師
を

持

つ
べ
き

こ
と

を
説

い
て

い
る
。

将

軍
に
意

見

し

反

発
す

る
公

平
も
、

こ

の
思

想
を

持

つ
存
在

で
あ

る
と
言

え

る
。

そ

れ

に
対

し

、

同

じ
く

将

軍

の
近

く

に
は

、

「
近

き

比
僧

法

師
な

ど

師

匠
と

し

て
、

国
に

益
な

く

人

の
怨

み

の
種

蒔

き
し
」

者
が

い
る
。

こ

こ
で

『
清
水

物
語
』

が

批

判
し

て

い
る
者

を

特
定

す
る

こ
と

は

で
き

な

い
が
、

将

軍
と

密
接
な

関

係

を
持

っ
た

金

地
院

崇
伝

や
天
海

な

ど

が

こ
れ

に
相

当
す

る
だ

ろ
う

か
。

こ
う

し

て
国
家

の
中

枢
に

僧
侶

が

入

り
、

将
軍

も
仏

教

に
帰
依

し
、

寺

院
建

立

も
盛

ん

に
な

る

一
方

、

世

の
仏

教

は
真

に
人

々
の
心

を
救

う
教

え

た

り
え

て

い
な

い
。
『
清

水
物

語
』

の
指

弾

す
る

こ
う

し

た
面

に
、

金

平
浄

瑠
璃

作
者

は
共

感

し
、

幕

府
と

仏
教

と

の
関
係

を

『
公

平
法

門

謬
』

の
中

に
、

写

し
取

っ
た

と
思

わ

れ

る

の
で
あ

る
。

と

す

る

な

ら
ば

、

「
東

山

の
ま

ん

よ

う
上

人
」

と

は
誰

の
こ

と
だ

ろ
う

か
。

作

中

「
ゑ

し
ん

の
そ
う

つ

の
跡

を

つ
ぎ

。
す

で
に
五

代

の

弟

子
と

し

て
」

と

、
『
往

生

要
集

』

の
著
者

恵

心

僧
都

よ

り

五
代

の

弟

子
を
標

榜
す

る

「ま

ん

よ
う
」

だ

が
、

こ
れ
は

作
者

の
、

時
代

設

定
を

考
慮

し

た
適
当

な

付
加

に

過
ぎ

な

い
だ

ろ
う
。

そ

れ
よ

り
も

、

以
上

の
考
察

か
ら

、
浄

土

宗

で
、

「
東

山
」

の
、

す
な

わ

ち

黒

谷
か

知
恩

院

の
僧

で
、
徳

川

将
軍

と
近

し

い
関

係

を
持

っ
た

人
物

を
考

え

れ
ば

、

そ

こ
に
自
ず

と

一
人

の
僧

が

浮
上

し

て
く

る
。

す
な

わ

ち
知

恩
院

の
満

誉
尊

照

で
あ

る
。

満
誉

尊

照

(
一
五
六

二
～

一
六

二
〇

)

は
、

浄
土

宗

の
僧

で
、

文

禄

四
年

(
「
五
九

五
)
、

知

恩
院

第

二

十
九

世

住

職

の
座

に

つ
い
た

人

で
あ

る
。

慶

長

七
年

(
一
六
〇

二
)

家
康

の
母
が

亡
く

な

っ
た

と
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き

に
は
、

葬
儀

の
導

師
と

な
り
、

翌
年

家
康

か
ら
寺

領

七
百
三

石

の

寄
進

を
受

け

た
。

そ

の
後

家
康

が
生

母
菩
提

の
た

め
に
知

恩
院

を
拡

張

整
備

し
た

の

で
、

知
恩

院

は

一
大
伽

藍
と

な

る
。

ま

た
慶
長

二
年

(
一
五
九
七

)
に

は

「関

東
浄
土

宗
法

度
」

を
、

元
和

元
年

(
「
六

}
五
)
に
は
増

上
寺

の
存
応

と

と
も

に

「浄
土

宗
諸

法
度

」
を

制
し

、

家
康

の
許

し
を
得

て
こ
れ

を
公

布
、

こ
こ

に
知
恩

院
は
浄

土
宗

の
総

本

山
と

し

て

の
地
位

を
確

立

し
た
。
よ

っ
て
後

の

『
日
次
紀

事
』
(
貞

享

二
年
序

)

六
月

廿
五

日

「知
恩

院
満

誉
僧

正
忌
」

の
項

に
、

此
ノ
住
職
ノ
時
東
武
之
命
ヲ
奉
テ
開
山
源
空
ノ
像
山
上
ヨ
リ

今
ノ
堂

二
遷
ス
其
外
諸
堂
再
興
之
人
ニ
シ
テ
世
二
知
恩
院
中

興
ノ
祖
ト
称
ス
也

と
書

か
れ

る
よ
う

に

「
知
恩

院
中

興

の
祖
」

と
讃
え

ら
れ

る
。

こ

の
満
誉

尊
照

は
、

金

地
院
崇

伝

ほ
ど
政
治

に
参

画

し
た

人
物

で

は
な

い
。

だ

か
ら

、
当

代

、
政

治
批
判

の
矢

面
に

立
た
さ

れ

る

べ
き

人
物

と
し

て
は
、

そ
れ

ほ

ど
適

当
と

は
言
え

な

い
か
も

し
れ
な

い
。

し
か
し
、

金
平

浄
瑠
璃

作

者
が
、

作
中

で
将

軍
頼
義

に
寄

り
添

っ
て

い
て
あ
ま

り

不
自

然

を
感

じ
さ

せ
な

い
よ
う

な
、
つ
ま

り
在

京

都

の
、

し

か
も
徳

川
氏

と
関
係

の
深

い
浄

土
宗

僧
と

し

て
適

当
な

人
物

を
考

え
た

と
き
、

満
誉

尊
照

ほ
ど
ふ
さ

わ

し
い
人

は
他

に

い
な

か

っ
た
と

言

つ
て
も

よ

い
だ

ろ
う
。

尊

照

こ
そ
が

浄
土
宗

の
頂

点
と

し

て
、

江

戸
時

代
初

頭

に
幕

府
と

の
関

係
を
築

き

、
そ

し

て
宗

内

の
法
度

も
定

め
た

人
だ

っ
た

か
ら

で
あ

る
。

そ

の
上

、
将

軍

の
子
息
を

得
度

さ
せ

る
際

に
、

戒
師

に
な

る
と

い
う
構

図
も

、
ち

ょ
う

ど
満
誉

の
場

合
に

当

て
は
ま

る
。
す

な

わ
ち
、

知

恩
院

に
宮

門
跡

を

置
く

こ
と

を
幕

府

が
決
定

し
、

元

和

五
年

(
一
六

一
九

)
に

、
家

康

の
猶

子
と

な

っ
た

後
陽
成

天

皇
八
男

良

純
親

王
を

初
代

門
跡

と

し

て
迎

え

た
と

き

の
戒

師
が

、
満
誉

だ

っ
た

の

で
あ
る

。

ま

た

少
な

く

と

も
、

「東

山

の
ま
ん

よ
う

上

人
」

と

聞

い
て
、

当

時

の
有

識
者

は
、

そ
れ
に

該
当

す

る
よ
う

な
実

在

の
人

物
を
考

え

た

と
き
、

満

誉
尊

照

以
外
、

思

い
浮

か

べ
ら

れ
な

か

っ
た

の
で
は
な

い

だ

ろ
う

か
。

「
ま
ん

よ

う
」

の
中

に

「
ま

ん
よ

」

を
読

み
と

っ
た

人

は
決

し

て
少
な
く

な

か

っ
た
と

思
わ

れ

る
。
江

戸
六

段
本

の
挿

絵

に
、

「
ま

ん
よ

う
上

人
」

で
な

く

「
ま
ん

よ
上

人
」

と
書

か

れ

て

い
る
こ

と

は

ニ
ハH、

裏

付

け

に

は
な

ら

な

い
が

、

こ

の
推

測

を

一
層
強

固
な

も

の
と

す

る
。

こ
の
推
定

が

正
し

い
と

す
れ

ば
、

特

に
知
恩

院

の
あ

る
京

都

に
お

い
て
は
、

本
作

の
上

演
、

或

い
は
刊

行

に
関

し

て
、

―
層
慎

重

に
な

ら
ざ

る
を

得
な

か

っ
た

に
違

い
な

い
。

こ

の
こ
と

に
関

し

て
、

現
存

の
江

戸
六
段

本

と
京

都
板

(上

総
少

壕

正
本
)

と

の
問

に

は
、
話

の

結

末

に
興
味

深

い
違

い
が

あ

る
。

江

戸
六

段

本

で
は
、

五
段

目

に
お

い
て
、

法

問

の
末

、

公
平

が
ま

ん
よ

う
上

人

を
打

ち
負

か

し
、
最

後

に
上

人

の
首

を
打

っ
て
し

ま
う
。

そ
れ

に
対

し
、

上
総

少
縁

正
本

で

は
、

五
段

目

で
、

公

平
が

「
度

は
上

人
を
脅

し
、

上

人

は
逃
げ

て
し

ま

う

の
だ
が

、
結

局
最

後

の
と

こ
ろ

で
、

公

平
は
上

人

に
そ
れ

ま

で

の
非
礼

を
詫

び
、

両

人
は

和
解

し

て
終
わ

る

の

で
あ
る
。

全
体

の
内

容

か

ら
言

っ
て
、

最
後

の
和
解

は

い
か

に
も

不
自
然

で
あ

る

か
ら
、
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江

戸
六

段
本

の
方
が

も
と

の
形

だ

っ
た

の
で
あ

ろ
う

。
す

な
わ
ち

、

元

々
の
丹
波

少
操

正
本

で
は
、

上
人

の
首

を

は
ね

る
筋
と

な

っ
て
お

り
、

京

都

で
興
行

し
て

い
た
上
総

少
縁

は
、

そ
れ
を

両
人

和
解

の
筋

に
改

め
た

と
考

え

ら
れ

る

の
で
あ

る
。

「ま

ん

よ
う

」

に
満

誉

を
き

か

せ

て
い
る

と

い
う

先

の
推
測

に
従

え
ば
、

こ

の
改
変

は

よ
り
納

得

の
行

く

も

の
と
な

ろ
う
。

と

こ
ろ

で
、

こ
の

『
公

平
法

門
謹
』

に
は
、

後

の
改
作

『
忠

臣
身

替
物

語

』

(加

賀
嫁

正
本

・
義
太

夫

正
本

)

が
あ

り

、

こ
れ

ま

で
問

題
に

し

て
き

た
、

公

平
と
上

人

の
問
答

部
分

(初

段
と

五
段

目
)

を

比
較

す

る
と

、
『
公

平

法
門

課
』

と

の
大

き

な
違

い
は
結

末

部
分

の

方

に

あ

る
。

結
末

の
五
段

目

で
、

再
度

法
問

と
な

っ
て
上

人
が
逃

げ

出
す
筋

は

同
じ
な

の
だ
が

、

そ

の
法
問

が

『
忠

臣
身

替
物

語
』

で
は

よ
り

具
体
的

に
な

っ
て

い
る
。

加

賀
嫁

、
義

太
夫

正
本

と
も

、

こ

の

部

分

の
詞
章

に
大

差

は
な

い

の
で
、

こ

こ
で
は
加

賀
縁

正
本

よ

り
引

用

す

る
。

上

人
き

よ

つ
と

し

て
。

「掬

々
し

Σ
て
も

や
ま

ぬ
が

ま

ん
や

あ

ゆ

う

れ

い
。

日
外

も

し

め

せ

し
ご

と

く

。

あ

し
十

方

三

世

ぶ

つ
。

み

じ

一
さ

い
し

よ
ぼ

さ

つ
だ

じ
八

万

し

よ
し

や

う
ぎ

や

う

。

か

い
ぜ

あ

み

だ

と

と

く
時

は
念

仏

の
く

ど
く

よ

か

。

す

ぐ

れ

て
う

か
ふ

き
や

う

は
な

し

只
念

仏

を
申

せ
」

と

有
。

「
し

て
其
あ

じ
十

方

の
も

ん

は
何

ぎ

や

う

に

か

し

る
さ

れ

し
。

し

や

か

「
た

い

の
し

よ

き
や

う

に

つ
ゐ

に

聞

お
よ

は

ぬ

が

」

と

い
ふ
ま

ん
よ

う

は

つ
と
思

は
れ

し
が

さ
れ

共

さ

は
が
す

。

「
ヲ

㌧
ふ

し

ん

尤

也
。

此

文

は

み
だ

の

ひ

み

つ
の
ほ

ん

ぐ

は

ん

ゆ

へ
。

き

や

う

も

ん

に

は
と

か
ね

共

し

や

う

ど

の
あ

ん

じ

ん
く

ど

く

む

り

や
う

の
よ
う

も

ん

と

て
。

せ

ん

し

ゑ

し

ん

の

そ
う

つ

世

に

ひ
ろ

め
ら

れ

し

は
」

と

こ
た

ふ

。

「
ム

㌧
さ

す

れ

ば
ゑ

し
ん

は
大

天

ま
。

其

ば

つ
て

い
な

れ

ば

わ

そ

う

は
げ

だ

う

に

き

は

ま

り

た

り
ず

い
ぶ

ん

人

を

た

ぶ

ら

か

し

ま
だ

う

に

入
よ

地
ご

く

に

お
と

せ
」
と

ゑ

せ
わ

ら

ふ

て
ぞ

申

け
る
。

こ

の
よ
う

に

、
『
公

平
法

門

鐸
』

で
も

初

段

に
出

て
き

て

い
た

「
阿

字

十
方

三
世

仏

…
…
」

の
経

文

の
、

そ

の
出
典

に

関
す

る
問

答
が

、

こ
こ

で
具
体

的

に
交
わ

さ

れ
る

の
で
あ

る
。

そ

こ
で
更

に

こ

の
経

文

に

つ
い
て
調

べ

て
み
る

と
、

こ
こ

で

の
公

平
と

上

人

の
言
葉

は
、

そ

れ
ぞ

れ
出
鱈

目

を
言

つ
て

い
る
わ

け

で
は

な

い

こ
と
が

わ

か
る
。

公

平

の
言
う

通

り

こ
の
経

文

は
、
素

性

確

か

な
経

典

に

は
な
く

、
確

認

で
き

た
範

囲

で
は
、

偽

経
と

の
説

も

あ

る

『
阿
弥
陀

仏

根
本

秘
密

神

呪
経
』

だ

け
に

し

か
見

出
す

こ
と

が

で
き

な

い

七̂
)。

ま

た

上

人

の
言

う

よ
う

に

、

こ

の
経

文

は

確

か

に
、

恵

心
僧

都

の
著

作
と
さ

れ

る

『
万
法

甚

深
最

頂
仏

心
法

要
』

下

に

経

云
。

阿
字

十
方

三
世

仏
。

弥
字

㎝
切
諸
菩

薩
。

陀

字

八

万
諸

聖
教

。

三
学

之
中

皆
具

足
。

と
出

て
お

り

八̂
)、

本

当

に
恵

心

が

広

め
た

と

言

え

る

か
ど

う

か

は

と

も

か
く
、

当
時

そ

の
よ

う

に
考
え

ら

れ

て

い
た

と

し

て
矛
盾

は
な

い
。
従

っ
て
、
浄
瑠

璃
作

者

は
、
あ

る
程
度

の
知

識
を

持

っ
た
上

で
、

こ

の
部
分

を
書

い
て

い
る

こ
と
が

わ

か
る

の

で
あ

る
。
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そ
う
す

る

と
、

こ

こ
か

ら
は
推

測
と

な

る
が
、

こ

の
問

答

に

つ
い

て
も
、
当

時

知
ら

れ
て

い
た
具
体

的
な

諸
宗

の
論
争

や
、

或

い
は
そ

れ

を
受

け
た

、
仮
名

草

子
、
仏
書

そ

の
他

の
法

問

の
記
述

が
踏

ま
え

ら

れ

て
い
る

可
能
性

が
高

い
と
言

え

る
の

で
は
な

い
だ
ろ

う
か
。

近

松

の
存

疑

作

『
大

原
問

答
』

(『
念

仏
往
生

記

』
)

第

三

の
宗
論

問
答

部

分

が
、

仏
書

の

『
科
註
大
原

問
答

』

に
拠

っ
て

い
る

こ
と
は

、
既

に
指

摘
さ

れ

て

い
る
と

こ

ろ

で
あ

る

九̂
)。

浄

瑠
璃

と

い
え

ど

も
、

仏
教

に
関

す

る
事
柄

を
素

材
と
す

る
と

き
、

そ

の
記

述
に
あ

る
程

度

の
正
確
さ

が
求

め
ら

れ

る
こ
と

は
言
う

ま

で
も
な

い
。

浄

瑠
璃

『
大

原
問

答
』

の
場
合

も
、

仏
書

か
ら
襲

用
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
大

原

問

答
を

素
材

と
す

る
、
『
ほ
う

ね
ん

き
』
『
浄

土
さ

ん
た

ん
記
井
お

は

ら
問

答
』

等

の
先
行
作

よ

り
、

}
層

の
緻

密
さ

を
獲

得
し

て

い
る

こ

と

に
な

る
だ

ろ
う
。

し
か

し
、
問
答

自
体

が
過

去

の
伝
説

に
近

い
も

の
だ

か
ら
、
本

説

に
拠

る
こ
と

に
よ

っ
て
歴
史

上

の
リ

ア
リ

テ

ィ
ー

を

得

て
い

る
と
は
言

え

て
も
、

そ
れ
は
観

客

の
歴
史

知
識

と

一
致

す

る
こ
と

以
上

に
意
味

は
な

い
。

そ

れ
に

対
し
、

こ
の
箇

所

の
場
合

、

同
時

代
に

展
開
さ

れ
た

宗
論

を
踏
ま

え

て

い
る
と
す

る
と
、

正
確

な

記
述

に
よ

る
リ

ア
リ

テ

ィ
ー

に
加
え

、

ま
さ

に
当
代

の
事
象

に
重

な

っ
て

い
る

こ
と

か
ら
、

観
客

の
感

じ

る
文
字
通

り

の
現
実
感

も
、

よ

り
強

く
な

っ
た
と

思
わ

れ

る
の

で
あ

る
。

不

確
実
な

推
定

を

こ
れ

以
上
重
ね

る

こ
と

は
慎
む

と
し

て
、

と
も

か
く
も

ま
ず

一
つ
、
先

の
如
く

、
『
公
平
法

門
諄

』
と

い
う

作
品

に
、

仮

名
草

子

『
清
水

物
語

』

か
ら

の
影

響
が

確

認
さ

れ
、

か

つ
当
代

徳

川
政
権

と

仏
教
界

と

の
関

わ
り

が
、

背
後

に

重
ね

合
わ

さ
れ

て
い
る

可
能
性

が

認
め

ら
れ

た
。

仏
教

に
批

判
的

な
姿

勢

は
、
排

仏

論
や

そ

れ
に

対
す

る
護
法

思
想

が

入
り

乱
れ

、
更

に

三
教

}
致

が
説

か
れ

る

よ
う
な

、
当

時

の
複
雑

な

時
代

思
潮

の
中

の
、

単
な

る

一
部
分

に
過

ぎ

な

い
。
し

か
し
な

が

ら
、
仏
教

に
多

く
を

負

っ
て
い

る
浄

瑠

璃
が

、

本

来

は
反

発
す

べ
き

同
時

代

の
先
鋭

的
な

思
想

を
、

こ
う

し

て
作

中

に
取

り
入

れ

て

い
る
と

い
う
事

実

は
、
浄

瑠
璃

の
当

代

性
に

つ
い

て

考

え

る
と
き

、
無

視

で
き

な

い
も

の
で
あ

る
。

金
平

浄

瑠
璃

の

―
作

品

及
び

そ

の
改
作

に
、

は

っ
き
り

と

し
た
仏

教

批
判

を
指

摘

で
き

た
と

し

て
、
そ

れ
が

一
作

品

の
特
徴

に

と
ど

ま

る

の
で
あ

れ
ば
、

単

に
特

異
な

一
例

を
抽

出

し
た

に
過
ぎ

な

い
こ
と

に
な

る
。
従

っ
て
、

そ
れ

以
上

に
重

要
な

の
は
、

金

平
浄

瑠
璃

や

そ

の
他
同

時
代

の
浄

瑠
璃

の
中
に
、

そ

の
よ
う

な

構
想

の
摂

取
を

可
能

に
す

る
下
地

が
備

わ

っ
て
い
た

か
ど
う

か
と

い
う

こ
と

だ

ろ
う

。
『
公

平

法
門

諄
』

で
、

公
平

が

仏
教

に
反

発

し
た

の
は
、
将

軍

が

子
息
を

出
家

さ

せ

よ
う
と

し
た

か

ら

で
あ

っ
た
。

そ

の
出
家

が
武

士

の
生
き

る
道

に
反
す

る
か

ら
、

敢
え

て
主

君

に
逆

ら

っ
て
ま

で
も

、
公

平
は

将

軍

の
意
を

受
け

た
上

人

と
争

っ
た

の

で
あ

る
。

そ

こ
に

は
、

主
君

に
盲

従

す

る
だ

け

で
は

な

い
、
例

え
ば

大
久

保
彦

左
衛

門

の
逸
話

に

代
表

さ

れ

る
よ
う

な
、

健
全

な

武
士
道

精
神

を
読

み
と

る

こ
と

が

で
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き

る

。

武

士

の
あ

る
べ
き

道
を

貫
く

た
め

に
は
、

神
仏

な
ど

物

と
も

し
な

い
と

い
う
強

い
意
志
。

武

勇

の
四
天

王

の
言

動

に
は
、

多
く

そ
う

し

た
姿

勢

が

現

れ

て

い
る
。

例
え

ば

『
公
平
末

春

い
く

さ

う
ん

』

(
万

治
三

年
刊

)

に
、

主

君
頼
義

の
死
に
際

し

て
、

中

に

も
き

ん
平

は
、

あ
ま

り

の
事

の
か
な

し
さ

に
、

や
は
た

の

か
た
を

ふ

し
お

が
み

、
な

む
八
ま

ん
大
ぼ

さ

つ
は
、

げ

ん
け

の

う
ち

子

は
、

白

わ
う

百
代

ま

て
も
ま
も

ら

せ
給

は
ん
、

此
御

た

く

せ
ん

は
、

い

つ
わ

り
に

て
ま

し
ま
す

か
、

き

み
を

か

へ
し
て

た
び

給

へ
、

さ

ら
ず

は
、

て
き

は
よ

そ
に

は
な

し
、

八
ま

ん

の

ほ
う

で
ん

に

て
、

は

ら
十
も

ん

し
に
、

か
き

き

り
、
ざ

う
を

つ

か
ん

で
、

み
ち
や

う

へ
な

げ

、

「
ね
ん

の
あ

つ
き

と
な

り
、

参

り
げ

か
う

を

つ
か
み
さ

き
、

神

く

た

り
共

申
さ

せ

ま
じ

な

ど

と
、

公
平
が

源

氏

の
守

護
神

八
幡

大
菩

薩
を

脅
す

よ
う

な
言

葉

を
発

し

て
い
る

の
も
、

表

現
と

し

て
は
中
世

申

し
子
諄

等

に
既
出

の

類

型
を

利
用

し

て
は

い
る
が

、
結

局

は

『
公

平
法

門
諄
』

の
仏
教

批

判
と

同
根

の
も

の
だ

ろ
う
。
仏
教

的

な
価

値
観

に
対

し
、
例
え
ば

「
武

±

の
道

」

と

い
う

語

に
代
表

さ
れ

る
よ

う
な

価
値

観
、

武

士
と

し
て

の
使
命

を
全

う
す

る
た

め

に
は
何

物

の
犠
牲

を
も

厭
わ

な

い
と

い

っ

た
精
神

が
、

よ

り
優
位

の
価
値

観

と
し

て
存
在

す

る

こ
と
が
、

こ
う

し
た
例

か
ら

も
窺

え

る
。

と

は
言

っ
て
も
、

武
士

が
あ
く

ま

で
も
武

士
と

し

て
、

己

の
職

務

を

全

う
し

よ
う
と

す

る
姿
勢

が
、

江
戸

時
代

に
な

っ
て
急

に
生
じ

て

き

た
も

の
で
な

い

こ
と

は
言

う

ま

で
も

な

い
。

「武

士

の
道

」

の
内

実
を

言
え

ば
、
中

世
と

近
世

で
、
或

い
は
近

世
前

期
と

近
世

中
期

で
、

も
ち

ろ

ん
違

い
が
あ

る
だ

ろ
う
が

、
武

士

が
存
在

す

る

限
り
、

理
想

と
す

べ
き

「
武
士

の
道

」

は
必
ず

存
在

す

る
。

こ

こ
で
、

金
平

同
様

に
、

忠

臣

の
代
表

と

し

て
知

ら

れ
、

江
戸

時

代
も

太
平

記
読

み
そ

の
他

で
広

く
知

ら
れ

た
楠

木

正
成

の
例

を
挙
げ

よ
う

。

『
太

平

記
』

の
、

中

に

も
特

に

有
名

な

正
成

兄
弟

最
期

の
場

面

か
ら

引
用

す
る
。

巻

第

十
六

「
正
成

兄
弟
討

死
事

」

で
は

、

兄
弟

が
刺

し
違

え

て
自
害

す

る
直

前
、

二
人

は
次

の
よ
う

な
会

話

を
交

わ

し

て

い
る
。

正
成

座

上

に
居

つ
㌧
、

舎

弟

の
正
季

に

向

て
、

「抑

最

期

の

一

念

に
依

て
、

善

悪

の
生

を

引

と

い

へ
り
。

九

界

の
間

に

何

か

御
辺

の
願
な

る
。
」
と

問

け
れ

ば
、
正

季

か
ら

く

と
打

笑

て
、

「
七
生

ま

で

只
同

じ

人

間

に

生

れ

て

、

朝
敵

を
滅

さ

ば

や

と

こ

そ
存

候

へ
。
」
と

申

け

れ
ば

、

正
成

よ

に

嬉

し
げ

な

る
気

色

に

て
、

「
罪

業
深

き

悪

念
な

れ

共

我
も

加

様

に
思

ふ

也
。

い
ざ

墨
ら
ば

同

く
生

を
替

て
此
本

懐
を

達

せ
ん
。
」

「武

士

の
道

」
と

し

て

一
般

化
す

る

こ
と

は

で
き
な

い
か
も

し
れ
な

い
が

、

こ

こ
に
は

正
成

兄
弟

の
武
士

と
し

て

の
理
念

が
よ

く
あ

ら
わ

れ

て

い
る
。

朝

敵
を

討

つ
こ
と

に
執
着

す

る
態
度

、
主

君

へ
の
忠
誠

心
は
、

金

平
浄

瑠
璃

の
四

天
王
と

も
変

わ
ら

な

い
し
、

そ

れ
だ

か
ら

こ
そ

正
成

は
、

江

戸
時
代

、
忠

臣

の
鑑

と

し

て
、

象
徴

的

な
存
在

に

な

っ
て
行

く

の
だ

ろ
う
。

一10一



た
だ

こ
こ

で
注

意

し
た

い
の
は
、

そ

の
武
士
と

し

て

の
思

い
と

相

克

す

る
も

の
と

し

て
、

仏
教
思

想
が

確
然

と
存
在

し

て

い
る
こ
と

で

あ

る
。
仏

教

の
教
え

る
道

か
ら
す

れ
ば

、
未

来
は
当

然
輪

廻
を

離
れ

、

成

仏

す

る

こ
と

を
願

う

の
が
、

望

ま

し

い
あ
り
方

で
あ

る
。

「七

生

ま

で
只
同

じ
人
間

に
生

れ

て
」

い
く

さ
を
繰

り
返

し

た

い
な

ど
と

い

う

の

は
、

「
罪
業

深

き

悪

念
」

に
他
な

ら

な

い
。

『
太

平

記
』

で
は

こ

の
罪
悪
感

が

は

っ
き

り
と
描

か

れ
て

い
る
。

一
方
、

金
平

浄
瑠

璃

等

で
は
、

こ

の
罪

悪
感

が
あ

ま
り
表

に
出

て

こ
な

い
。

近
世

に
お

い

て
は
、

中

世
広

く
人

々
を
覆

っ
て
い
た
、
来

世
を

重
視

す

る
よ
う

な

仏
教

思
想

が
後

退
し

て
行
く

か
ら
、

そ

こ
に

「武

士

の
道

」

が
心

の

葛
藤

を
経

ず
、
直

接
的

に
表

出
さ

れ

て
行

く

こ
と

に
な

る
と
考

え

ら

れ

る
。

更

に
例

を
挙
げ

て
み
よ
う
。

能
や

狂

言
に
見
ら

れ

る
表

現

で
、

次

の
よ

う
な

句
が
あ

る
。

わ

れ

実

盛

が

幽

霊
な

る
が
、

魂

は

冥
途

に
あ

り

な

が
ら

、

魂

は
此
世

に
留

ま
り

て
猶
執

心

の
閻
浮

の
世

に

(
謡
曲

『
実

盛
』
)

お

し
う

の
御
意

に
そ

む

き
ま

ら

し

て
、

御

成

敗

に
あ

ふ

て
ご

ざ

る

所

で
、

極

楽

へ
も

ゑ
ま

い
ら

ず
、

又
地

獄

へ
も
ゑ

参

ら

ず

、

六
道

に
ま

よ

ふ

て
、

こ
む

は

め

い

ど
に

ご
ざ

れ
共

、

は

く

は
此

世
に
と

ゴ
ま

つ
て
か
な

し
う
ご
ざ

る

(
狂
言

『
武

悪
』
)

人
間

の
肉

体

に
宿

る

「
魂

魂
」

の
内
、

「魂

」

は
陽

の
た

ま

し

い

で

精

神

的
な

面

を
指

し
、

「
魂
」

は

陰

の
た
ま

し

い

で
、
肉

体

と

不
可

分

の
物

体
的

な

面
を
指

す
。
従

っ
て
、
魂

が
次

の
世

に
行

っ
て
も

、

塊
が

こ

の
世

に
残

る
と

言
わ

れ

る
。
右

の
例

は
ど
ち

ら
も

、

そ
う

い

う

中
途

半
端

な
状

態

に
陥

っ
た

ま
ま
、

成

仏

で
き
な

い
状

態
を

嘆

く

幽

霊

(『
武
悪

』

の
場
合

は
、
実

は
幽

霊

の
ま

ね
を

し

た

人
間

)

の

言
葉

で
あ

る
。

こ
れ

と
類

似

の
句
が

、
金

平

浄
瑠
璃

が
創

作

さ
れ

る
時

代
と

な

る

と

、

全
く

別

の
使

わ

れ

方
を

す

る

こ
と

に
な

る
。
例

え

ば

、
『
く

わ

て
き
船

軍
』

(
万
治
三

年
刊

)
二
段

目
で
、
病

の
床

に

つ
く
将

軍

「
し

ば

と
ん

」

は
見
舞

に
訪

れ

た
帝

に
対

し
次

の
よ

う

に
言
う
。

籾

も

く

そ
れ

が

し

は

、

し

や
ば

の
ゑ

ん
、

つ
き

は

て

㌻
、

す

で
に

め

い
ど

へ
お

も

む

き

候

、

さ

り
な

が

ら

、

か

ば

ね

は

つ
ち

に

く

ち

ぬ
土
ハ
、

し
ん

は

此

よ

に

と

ゴ
ま

つ
て
、

君

の
御

ま

も
り

と
成

へ
し

自

分

は
死

ん

で
し
ま
う

け

れ
ど

も
、

た
ま

し

い
は

こ

の
世

に

残

っ
て

帝

を
守

護

し
た

い
と

い
う

願

い
。

霊

と
な

っ
て
も

現
世

に
繋

が

り
を

残

し
、

帝

へ
の
忠

節
を

尽

く

し
た

い
と

い
う

思

い
。

そ

う

し
た
思

い

を

表
現

す

る
句
と

し

て
、

先

の
類
型

句

は
別

の
形

で
生

ま
れ

変
わ

っ

て

い
る
。

死
ん

で
な

お

こ
の
世

を
離

れ

る

こ
と
が

で
き
な

い

の
は
、

仏

教
的

な
考

え
方

か

ら
す

る
と

苦

し

い
こ
と

で
あ

る
。
だ

か

ら
先

の

能

、
狂

言

の
例

で
、
幽

霊

は
そ

の
状

態

か
ら
逃

れ

た
が

っ
て

い
た
。

能

の
シ
テ

の
幽
霊

は
、

大

半
が

現
世

へ
の
執
着

を
捨

て
き

れ
ず

、

そ

れ

故

に
苦

し
ん

で

い
る
存
在

で
あ

る
。

そ

の
執

着
が

こ
こ

で
は
肯
定

的

に
捉

え
ら

れ
、

登
場

人

物
は

進
ん

で

こ

の
世

に
魂

を
残

し
た

い
と

願

っ
て

い
る
。
後

世
安

楽

よ
り

も
、

や
は

り
現

世

の

「武

士

の
道
」
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が
優

先

す

る

の
で
あ
る
。

こ

の
よ
う

な
表

現
は

決

し
て
、
例

外
的

な
も

の
で
は
な

い
。

同
様

の
例

は

『
い
し
山

も
ん
だ

う

』

(寛

文

二
年
刊

)

に
も
あ

る
。

た

と

へ
ば

、

そ
れ

か

し
。

か
ば

ね

は

さ

ん
や

の
、

や

に

く
つ

る

共
。

ま

ふ
ね

ん

は

、

此

よ

に

の

こ
り
、

御

身

に

立

そ

ひ
。

ま
も

る

べ
し

主

君
に
先

立

っ
て
死
ん

で
行

く

「
か

つ
ら

の
兵

衛

の
ぶ
ち

か
」

が
死

に
際

に

言

い
残

す
言

葉

で
あ

る
が
、

表
現

も
先

の
例

と
似

て
お

り

「

つ
の
型
と

な

っ
て

い
る

こ
と
が

わ
か

る
。

ま

た
、

少

し
時
代

は

下

る
が

、
前

章

の
仏
教

批
判

と
も

繋
が

る
よ

う
な

例
と

し

て
、

先

の

「魂

は
～
塊

は
～
」

の
表
現

を
直
接

用

い
る

も

の
で
、
更

に
仏

法

と
強

く
衝
突

を

引
き
起

こ
し

て
い
る
作

品
も

あ

る
。
加
賀

橡

正
本

『
百
万
遍
珠

数
功

徳

記
』

(貞
享

三
年

刊
)

で
は
、

父

の
敵
を

討

つ
こ
と

が

で
き
ず

に
亡

く
な

っ
た
喜

七
郎

が
幽

霊
と

し

て
現

れ
、

次

の
よ
う

に
語

る
。

母

に
て
候

も

の
我
な

き
か

ら
に

む

か
ひ
。
汝

父

の
敵
を

う
た

ず

は

つ
る
事
。

ふ
か
う

の
い
た
る

所
也
。

た
と

ひ
ご
ん

は
め

い
ど

に

お
も
む

く
と

も
は

く
は
此

世

に
と

ン
ま

つ
て
。

必
敵

を
う

つ

ぺ
し
と
此

太

刀
を
た

む
け
。

討

得
ず

は
七
生

迄

の
か

ん
だ
う

と

申

に
ぞ
。

猶
ま

う
し

う

の
む
ね

の
火

の
き

へ
も

や
ら
れ
ず

る
て

ん

し
て
。

し
ば

し
も

く
る

し
み
や

む
時

な

し
。

魂

が

冥
途

に
行

っ
て
も
魂

は

こ

の
世

に
と
ど

ま

る
と

い
う
状
態

が

、

こ

こ
で
も
能

、

狂
言

の
例

と
は
違

い
、

自

発
的

に
選
ぶ

べ
き

も

の
と

な

っ
て

い
る
。
喜

七
郎

の
母
親

は
、

敵
討

と

い
う

「武

士

の
道

」

を

全

う
す

る
た

め

に
、
息

子

に
死

ん

で
な
お

現

世

へ
の
執

心
を

強

い

て

い
る

の
で
あ

る
。

従

っ
て
、

そ

う
諭

さ

れ
た
喜

七

郎
は

、
苦

し

み
な

が
ら

も
、

「
い

か
に

し

て
も

本

望

と
げ

母

が

心
も

や
す

め

。

又

は

父

が

し

ゆ
ら

の
く
げ

ん
を

も
」

助

け
よ

う
と

考

え
る
。

し

か
し

喜
七

郎

の
前

に

、

こ

の
世

へ
の
執
着

と

対
立

す

る
仏
教

思
想

の
体

現
者

と

し

て
、
南

霊
和

尚
が

立
ち

は
だ

か

る
。

和
尚

は

喜
七

郎

の
幽
霊

に

同
情

し
な
が

ら

も
、

敵

討

を

と
ど

め

、

「
悪

念

を

ひ
る

が

へ
し
。
ぼ

だ

い

の
道

に

入

べ
し
」
と

諫

め

る
。
し

か

し
そ

れ

に
対

し
、
喜

七
郎

は

「
エ

、
じ
や

う
ご

は
や

は
ら

立
や

。
御

聞

入

の
な

き
う

へ
は

}
念

の
あ

つ

き

と
成
。

仏

法
ぐ

づ
う

の
さ

ま

た
げ

を
な

さ

ん
」

と
言

っ
て
拒

否
す

る
の

で
あ

る
。

こ
の

『
百

万
遍
珠

数
功

徳

記
』

は
、

話

全
体

と

し

て

は
、

仏

法
礼
讃

の
浄
瑠

璃

で
あ

る
。

し

か
し

そ

の
中

で
、
仏

教

側
と

対
立

し
な

が

ら
も
、

喜

七
郎

の
よ
う

に
、

観

客

の
同
情

で
き

る
存

在

が

登
場

し

て
く
る
。

当

代
観

客

の
ご

く
自
然

な

感
情

は
、

む

し

ろ
喜

七
郎

の
側
に
共

感

し
や

す

か

っ
た

と

も
考

え
ら

れ

る
。

こ

の
喜

七
郎

の
幽

霊

に
見

ら
れ

た
、

成
仏

を
拒

否

す

る
、

と

い
う

話

の
展
開

は
、

こ

れ
以
後

、

よ
り
抵

抗

な
く

浄

瑠
璃

の
中

に
組

み
込

ま

れ

て
行

く

よ
う

に
思

わ
れ

る
。

近
松

の
初

期
作

品

か
ら

例
を

挙
げ

て
み

よ
う

。

『
天
智

天
皇

』

(
元

禄

五

年

三

月

以
前

初

演

)
第

二

で

は
、

逆

目

の
王
子

に
捕

ら
え
ら

れ

た
金

輪

五
郎
今

国
が

、
最

期

の
言

葉
と

し

て
、

己
王
子
め
仮
ず
ん
く

に
成
た
り
共
。
我
身
の
内
に

一
寸
続
し
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所

あ
ら

ば
。
魂

魂

そ

こ
に
と

～
ま

つ
て
三

と
せ

と
は

た

」
せ
ま

じ
。

よ

っ
く

覚
え

よ
思

ひ

し
れ

と
言

い
残

し
、
獄

門

に
か
か

る
。

そ
し

て
そ

の
言
葉

通
り

、
首
だ

け

に
な

っ
て
も

命
絶

え

ぬ
金

輪

は
次

の
場

面

で
、

「
成

仏
あ

れ

」
と

金

輪

の
後

世
を

弔
う

絵
師
松

岡

に
対

し
、

こ
う
反

発
し

て

い
る
。

エ

、
聞

と

む
な

き

と

ん

せ

う
ぼ

だ

い
。

夫

も

の

峯
ふ

の
成

仏

と

は

。
敵

を
討

て
本

望

を

と
げ

た

る

所
が

弥

陀

如

来
。

逆

目

の
王
子
を

討
迄

は
な

ふ

い
や

の
成

仏
や

こ
れ

ま

で

の
例
同

様
、

成

仏

の

こ
と
な

ど

二

の
次
と

し

て
、

「武

士

の
道

」

を
最

優
先

す
る
態

度
が

、

こ

こ
に
も

見

て
と

れ
る
だ

ろ
う

。

ま
た
、

成
仏

を
拒

否
す

る
、
と

い
う

こ
と

で
は
な

い
が

、
成

仏
を

促

す

べ
き

人
物

が
、
逆

に
極

楽
往

生
し
な

い
よ

う
な

後

世

の
道

を
勧

め

る
例

も
あ

る
。

『
津

戸
三

郎

』

(
元
禄

二
年
刊

)

第

三

で

は
、

八

島

の
合

戦

で
義
経

の
家

臣
佐

藤
次

信
が
命

を
落

と
す

が
、

そ

の
次
信

を

葬

る
際
、

弁
慶

は
次

の
よ

う
な

言
葉

を
以

て
引
導

す

る
。

汝

元
来
鉄

石

の
ご
と

し
。

極
楽

も

い
や

地
ご

く

も

い
や
。

し
ゆ

ら
だ

う

に
と
う

り
う

し
。

討
れ

て
し
す

る
平
家

の
勢

と

め

い
ど

に

て
も
合

戦

し
て
。

し
や

か
み
だ

の
ね

ふ
り

を
さ

ま

し
ゆ
き

た

い
か
た

へ
つ

つ
と
ゆ

け
と
。

だ

ら
に
真

言
く

り

か
け

く

よ

み

か
け

て
。
野

べ
に
を
く

れ

る
春

の
夢
さ

め

て

の
後

の
末
世

ま

て
。

た

め
し
ま

れ
成

も

の

㌻
ふ

や
と

語
。

つ
た

へ
て
残

り
け

る

引
用

は

第

三

の
末
尾

で
あ

る
が

、

「
た
め

し
ま

れ
成

も

の

の
ふ

や

」

と

い
う

結
句

の
表

現

は
、

弁
慶

の
言
う

よ
う

な
、

い
く
さ

に
生

き

る

武

士

の
姿
勢

が
、

作
者

や
観

客

に
よ

っ
て
肯

定
的

に
捉
え

ら

れ

て

い

る

こ
と

を
、
明
確

に

示
し

て

い
る
。
本
作

は
、
全

体

の
筋

を

見

る
と
、

法
然

が

奇
瑞

を
見

せ
、

津

戸
三
郎

が

発
心

す

る
と

い
う

結

末

に
終
わ

っ
て
お

り
、

結
局

の
と

こ
ろ
仏
法

を
讃

え

る
浄

瑠
璃

で
あ

る
。

し

か

し
そ

の
大
枠

の
中

で
、

局

所
的

に
見

る
と
、

仏
法

と

は
相

容

れ
な

い

は
ず

の

「武

士

の
道
」

が
、

何

の
矛

盾
も

な

い
か

の
よ
う

に
賞

揚
さ

れ

て

い
る
。

発
心

す

る
前

に
津

戸
三
郎

が

、
出
家

し
た
蓮

生

に
向

か

つ
て
言

う
次

の
よ

う
な

言
葉

も
、

必
ず

し
も

否
定

さ

れ

る
べ
き

も

の

と

は
な

っ
て

い
な

い
。

や

れ
侍

は
な

。

親

兄

に
は

な

れ

て

も

し
が

い
を

を

し

の
け

い

く

さ

す

る

を
ぶ

し
と

い
ふ

。

忠

信

鷲

尾

は
次

信

が

う

れ

ひ
有

と

い

へ
ど

も
。

い
く

さ

お

は

ら
ね

ば

は

か

へ
も

参

ら

ず

。

か

う

い
ふ
津

戸
も

し
さ

い
有

て
侍

は

や
め

た

れ

共
。

あ

ん
ざ

い

の
弾

正
太

郎

と

い
ふ

悪

人

を

う

つ
た

る
ぞ

。

あ

つ
も

り

の
情

が
有

。

い
や

む

し
や

う

を

く

は

ん

ず

る
な

ど

ン

て
く

ん

ち

う

よ
り

出
家

す

る
。
是

は

何
と

ひ
け

う
な

ら
ず

や

先
に

挙
げ

た

『
百

万
遍
珠

数
功

徳

記
』

の
例

で
も

、
仏

教
勢

力

と
対

立
す

る
側

に
、

「
武

士

の
道

」
を

体

現
す

る

登
場

人

物

が
出

て
、

そ

の
人

物

は
観
客

に

も
十

分
同
情

さ

れ

る
べ
き

存
在

と

し

て
描

か

れ

て

い
た
。

そ
し

て

こ
の

『
津

戸

三
郎
』

で
も
、

そ

の
点
同

様

で
あ

る
。

両
作

と

も
、
結

末

は
仏
法

讃

美

に
終
わ

る
が

、
仏

教

に
対
立

し

て

い

る
も

の
は
、
決

し

て
悪
と

し

て
は
描

か

れ

て
い
な

い

の
で
あ

る
。

仏

教

を
信

仰

し
な

が
ら

も
、

人

々
の
心

は

本
来

の
中

世
的
な

仏
教

思
想
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か
ら

は
離

れ

つ
つ
あ

っ
た
。
当
代

庶
民
と

仏
教

と

の
複

雑

な
関

係
が

、

こ
う

し

た
浄
瑠
璃

の
中
に

反
映
さ

れ

て

い
る
と
言
う

こ
と
が

で
き

る

だ

ろ
う
。

以
上

に
例
を

挙
げ

て
見

て
き

た
よ
う

な
姿

勢
、

つ
ま

り

「
武
士

の

道
」

を

貫

こ
う

と

し
て
、
成

仏

を
拒
否

し
た

り
、

往
生
を

望
ま

な

か

つ
た

り
す

る
姿
勢

は
、

当
然

近
松

以
後

の
浄

瑠
璃

に
も
受

け
継

が

れ

る
。

例

え
ば
次

に
挙

げ

る
例
は
、

そ

の
代
表

的
な

も

の
で
あ

る
。

ム

＼
技

は
此

珠

数
か

け
た

の
は
。

知
盛

に
出
家

と
な

。

ヱ

＼
け

が
ら

は
し

く

。

抑

四
性
始

つ
て
。
討

て
は

討
れ
。

討
れ

て
討

は
源

平

の
な

ら

ひ
。
生

か

は
り

死
か

は
り
。

恨
を
な

さ

で
置

べ

き

か

(
『
義

経

千
本

桜

』
第

二
)

ア

ア
仏
果
と

は

け
が
ら

は

し
。

死
な
ぬ

く

。

魂
塊

こ
の
土

に

と

ど
ま

つ
て
。

敵
討

ち

の
御
供
す

る
(『
仮

名
手
本

忠

臣
蔵
』

第

六
)

そ
れ

ぞ
れ

、
知
盛

と
勘

平

の
言
葉

で
あ

る
が

、
内

容

に

つ
い
て
は

、

も

は
や

周
知

の
作
品

で
あ

る

の
で
、

説
明

は
不

要

で
あ

ろ
う
。

人

形

浄

瑠
璃
最

盛
期

の
作

の
、

一
段

の
切

場

に
置

か
れ

た

こ
う

し
た
言

葉

も
、

以
上

辿

っ
て
き

た
表

現

の
延
長
線

上

に
あ

る

二
9
。

と

こ
ろ

で
、
成

仏
を
拒

否
す

る
姿

勢

は
、

も

ち
ろ

ん
浄

瑠
璃

に
限

ら

れ
る

も

の
で
は
な

い
。

例
え
ば

成
仏

を
拒

否
す

る
幽

霊
が

、
近

世

中
期

の
読

本

に
現
れ

る

こ
と
は
、

既

に
指
摘

さ
れ

る

と

こ
ろ
で
あ

る

〔≡

。

近
世

前

期
よ

り
辿

る

こ
と

が

で
き

る
、
浄

瑠
璃

に

お
け

る
以

上

の
よ

う
な

展
開

は
、

そ
う

し
た
作

品
を

生

み
出

し

て
行

く
温
床

と

も
な

っ
た

こ
と
だ

ろ

う
。

そ
し

て
、

浄

瑠
璃

の
中

に

こ
う

し
た

表
現

が

生

み
出
さ

れ

て
行

く
過

程

に
は
、

仏
教

に
対
す

る
、

当

代
観

客
層

の
意
識

変

化
が
当

然

関
わ

っ
て

い
る
。

従

っ
て
、

こ
こ

に
挙
げ

た
例

は
、

浄
瑠

璃
と

仏
教

と

の
関
係

、

ひ

い
て

は
人
形

浄

瑠
璃

の
観

客
層

と
仏

教
と

の
関
係

を

、

一
面

で
は
あ

る
が
、

物
語

っ
て

い
る

こ
と

に

な

ろ

う
。

そ

し
て
、

以
上

を
踏

ま
え

た

上

で
振

り
返

れ
ば

、
前

章

の

『
公
平
法

門
謬

』
も

特
殊

な

一
例

で

は
な

い
こ
と
が

知

れ
る

の
で
あ

る
。

四

こ

こ
ま

で

に
挙
げ

て
き

た
諸

例

を
念

頭

に
置

い
た

上

で
考

え
た

と

き
、

つ
ま
り
、

観
客

層

の
関

心
が

「あ

の
世
」

か

ら
離

れ

つ

つ
あ

る

こ
と

を
前

提

と
し

て
考

え
た

と
き

、

こ

こ
に

一
つ
、

近
松

浄

瑠
璃

の

内

に
、

興
味
深

い
現
象

を
指

摘
す

る

こ
と

が

で
き

る
。

そ
れ

は

近
松

の
作

品

に

は
、

来

世

の
地

獄

な
ら

ぬ

「
此

世

か
ら

な

る
地

獄

」

「
此

世

の
地
獄

」

が
登
場

し

て
く

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

地

獄

は
元
来

こ
の
世

の
外

に
あ

る
も

の
だ

が
、

何

か
地

獄

に
も

似

た
苦

し

い
状

況
が

現
世

に
生

じ

た
場
合

、

我

々
は

そ

の
状
況

を
、

こ

の
世

の
地
獄
と

言
う

。
現
代

人
に

は
ご

く
当

た

り
前

の
表

現

で
あ

り
、

陳
腐

で
あ

る

と
さ
え

言
え

る
表
現

で
あ

る
。

し
か

し
こ
う

し

て

こ
の

世
と

地

獄
を

重
ね
合

わ

せ

る
表

現
は

、
例

え
ば

中
世

に
ま

で
遡

る
と

、

全
く

そ

の
よ

う
な
あ

り

ふ
れ

た
も

の
で
は

な

か

っ
た
。
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第

}
に
、

こ

の
世

に

い
る
時

か
ら

と
い
う

意
味

で
使

う

「此

世

か

ら
」

と

い
う
言

葉

は
、

中

世
に

は
存

在

し
な

か

っ
た
よ
う

で
あ

る
。

こ

の
語

の
最

古

例

と

し

て

『
日

本

国
語

大

辞
典

(
第

二

版
)
』

(
小

学
館

)
が
載

せ

る
の
は
、
狂
歌

『
後
撰
夷

曲
集

』

(寛
文

十

二
年

刊
)

の

「
此

世
か

ら
極
楽

と
思

ひ
た

つ
る

…
…
」

で
あ

り
、

そ

の
他

管

見

に
入

っ
た

も

の

で
も
仮

名
草

子

『
竹

斎
』

(古

活

字
版

・
元
和

末

頃

刊
)

の

「此

世
か

ら
く

る
し

み
の
う

み
に

し
づ

み
は

つ
る
此
身

」
と

い
う

例
が

古

く
、
中

世

の
作
品

か
ら

は
見
出

す

こ
と
が

で
き
な

い
。

更

に
精
査

す

れ
ば
、

も
う

少
し

遡
る

こ
と
が

で
き

る
か

も

し
れ
な

い

が

、
あ

る
程
度
熟

し

た
語

と
し

て
用

い
ら
れ

る
よ

う
に

な

っ
た

の
は
、

近

世
初
期

と
考

え

て
ま
ず

間
違

い
な

い
だ
ろ

う
。

ま
た

「
此

世
か

ら

な

る
」

の
形
だ

と
更

に
時
代

を

下
ら
な

け
れ
ば

出

て

こ
な

い
。

こ
れ

ま

で
調

査

し
た

範

囲

で
は
、

近
松

の

『
三
世

相
』

(
貞
享

三
年

刊
)

の

「
此
世

か
ら
な

る
仏
」
,
と

い
う
例
が

最
も

古
く

、

こ
れ

以
前

の
例

を
知

ら
な

い
。

こ
れ
も

更

に
探

せ
ば
、

よ

り
古

い
例
を

見
出

せ

る
だ

ろ
う

が
、

と
も

か
く
も

こ
れ
ら

は
、
紛

れ
も

な
く

近
世
的

表

現
な

の

で
あ

る
。

そ
れ

は

}
体

ど

う
し

て
だ

ろ
う

か
。

「
此

世

か
ら

」

と

い
う
表

現

は
、

言

葉

の
背

後
に

、

「
本
来

は

こ

の
世

の
こ
と

で
は
な

く

死
後

の
こ
と

の
は
ず

な

の
に
」

と

い
う
よ
う

な
前

提
を
持

つ
。

例
え

ば

「
此
世

か
ら

な

る
地
獄

」
と

い
う
表

現
を

用

い
る

の
は
、

地
獄

と
は

本
来

死
後

の
も

の

で
あ

る
は
ず

な

の
に
、

い
ま

目
前

に

し
て

い
る
状

況
は

ま
さ

し
く
あ

の
世

の
地
獄

の
よ
う

で

あ

る
と
考

え
た

と
き

で
あ

る
。

し
か

し

こ
の
前
提

、

つ
ま

り
こ

の
世

と
あ

の
世

は

重
な

っ
て
い
な

い
と

い
う
前

提

が
、

あ
ま

り
に

も
強

い

常

識

で
あ

る
と

き

、

「
此

世
か

ら

」
と

い
う

よ

う
な

表

現

は
生

ま

れ

に
く

い
に
違

い
な

い
。

こ

の
世

と
あ

の
世

は
全

く
異

な

る
も

の
だ

と

思

い
込

ん

で
い
れ
ば

、

こ

の
世

の
内

側

に
あ

の
世
を

見

る
視
点

は
生

ま
れ

て
こ
な

い
だ

ろ
う
。

中

世

に

「
此
世

か

ら
」

と

い
う

語

が
な

か

つ
た

の
は
、

そ
う

し
た

理
由

か
ら
だ

と
考

え
ら

れ

る
。

す

な
わ

ち

人

々
は
、
現

世

と
来

世
を

完
全

に
区
別

し

て

い
た

の
で
あ

る
。

と

言

っ
て
も
、
中

世

の
人

々
が
、

現
世

と
来

世
を

重
ね

る

よ
う
な

認
識

を
、

全

く
持

つ
こ
と
が
な

か

っ
た
と

い
う
わ

け

で
も

な

い
。

例

え
ば

有
名

な

例

で
言
う

と
、
『
平
家

物
語

』
灌

頂
巻

「六

道
之

沙
汰

」

で
、

建
礼

門
院

が
自

ら

の
生

涯
を

回
想

し
、

そ

の
体

験

を
六
道

の
様

子

に
喩
え

て
物

語

る
部

分
は
、

完
全

に
現
世

を
来

世

の
六
道

に
重

ね

て
い

る
と

言

う

こ
と
が

で
き

る
。

し

か
し
女

院
が

「是

皆
六
道

に
た

が

は
じ
と

こ
そ
お
ぼ

え

侍

へ
」
と

言

つ
て
語

り
終

え

た
後
、

そ

れ
を

聞

い
た
法

皇

が
、

異

国

の
玄

装

三

蔵

は

、
悟

の
前

に
六

道

を

見

、

吾

朝

の

日
蔵

上

人

は
、

蔵

王
権

現

の
御

力

に

て
六

道

を

見

た

り

と

こ

そ
う

け

給

は
れ

。

是

程

ま

の
あ

た

り

に
御

覧

ぜ

ら

れ

け

る
御

事

、

誠

に
あ
り

が

た
う

こ
そ
候

へ

と
言

っ
て
、
女

院

の
体
験

を
高

僧
達

の
奇

跡

と
比
較

し

て

い
る
と

こ

ろ
か

ら
す

れ
ば

、

こ

の
女

院

の
六
道

体
験

は
、

単

に

つ
ら

い
過

去
を

物
語

る
際

の
文
学
的

修

辞
程
度

に
と
ど
ま

っ
て

い
な

い
こ
と
が

わ

か

る
。

こ
の
時

代
、

こ
の
世

の
内

に
あ

の
世

を

見
る
な

ど

と

い
う

こ
と
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は
、

非

常

に
特
異
な

体
験

と

し

て
受

け
止

め
ら

れ
た

こ
と

が
、

こ

こ

か

ら
読

み
と

れ
る

の

で
あ

る
。

あ

の
世
は

明
ら

か
に
当

時
、

安
易

に

現

世
と

交
錯

す
る

よ
う
な

場
所

で
は
な

か

っ
た
。

そ
れ

に
対

し

て
江
戸
時

代

は
ど
う

だ

ろ
う
か

。
近

世

に
入

る
と
、

こ
れ
ま

で
の
考
察

か
ら
も

わ

か
る
よ

う

に
、

人

々
の
関
心

は
専

ら

こ

の
世

の
物
事

に
集
中

す

る
よ
う

に
な

る
。
す

る
と
、

あ

の
世
と

い
う

別

世
界

は
、

次
第

に

こ
の
世

に
よ

っ
て
浸

食
さ

れ

て
行
く
。

人

々
は

あ

の
世

を
、

こ

の
世

と

は
全
く

別

の
世
界
と

し

て

で
な

く
、

こ
の
世

を
投

影
さ

せ
た

場
所

と
し

て
、

見

る
こ
と

に
な

る

の
で
あ

る
。

そ

の

こ
と

が

反
映
さ

れ

て

い
る
文
学

作
品

と

し
て
、

例
え
ば

地
獄

の
場
合

で
言
う
と

、

西
鶴

の
浮
世

草

子

『
椀

久

二
世

の
物
語
』

の
男

色

地
獄

な

ど

を
挙
げ

る
こ
と

が

で
き
る
。

主

人
公
が

巡

る

こ
と

に
な

る
男

色

地
獄

は
、

完
全

に
地

獄

に
仮
託

さ
れ

た
現

世

の
有
様

を
描

く
も

の

で

あ

る
。

本

作

に
見
ら

れ

る
地
獄

巡
り

の
趣
向

に
加

え

て
、

地
獄

か
ら

見

て
現
世

を
批

評
す

る
趣

向

の
作

品

を
加
え

る

と
、

以
後

『
西
鶴

冥

途

物

語
』

(
元
禄

十

年

刊

)
、

『
小
夜

嵐

』

(
元
禄

十

}
年
刊

)
、
『
元

禄

太
平

記
』

(
元
禄

十

五
年

刊
)
、
『
不
将

物

語
』

(宝

暦

五
年

刊

)
、

『
根
南

志

具
佐

』

(宝

暦
十

三

年
刊

)
等

、

類
似

趣

向

の
も

の
が

相

次

い

で
出
さ

れ

て
い
る
。

こ
れ

ら

の
作
品

に
は
、

も

は
や

地
獄

そ

の

も

の
に

対
す

る
関
心

を
窺

う

こ
と
が

で
き
ず

、
趣

向
と

し

て
地
獄

を

利
用

し
な

が
ら

、
専

ら
そ

の
中

で
描

か
れ

て

い
る

の
は
現
世

な

の

で

あ

る
。

ま
た

近
世

に
入

り
、
例

え
ば

「地
獄

の
沙

汰

も
銭

次
第

」
と

い
う

慣

用
句

が
広

ま

っ
て
行
く

の
も

、

こ
う

し
た

展
開

と
無

縁

の

こ
と

で

は
な

い
だ

ろ
う
。

こ
の
句

の
発

生

は
中

世

に
ま

で
遡

る
が

、
広

く
知

ら

れ

る
よ
う

に
な

る

の
は

近
世

前
期

の
こ
と

だ
と

考
え

ら

れ

る
(三
)。

『
伽
碑

子
』

(寛
文

六
年

刊
)
巻

四

の

―

「
地
獄

を

見

て
蘇

」

で
は
、

「
儒

学

を
も

つ
ば

ら

と

し

仏
法

を

信
」

じ
な

い
主
人

公

が
、

「
お

そ

ろ
し
き

ぢ
ご

く

の
沙
汰

も

銭
ぞ

か

し
念

仏

の
代

に
欲
を

ふ

か

ン
れ
」

と

い
う
歌

を
詠

む
。

主
人

公

は
そ

の
後

、
実

際

の
地
獄

に
行

く

こ
と

と

な

り
、

そ

の
恐

ろ

し

い
様
を

目

の
当

た
り

に

し

て
、

結

局
儒

教
を

捨

て
て
仏

道

修
行

す

る

こ
と

に
な

る

が
、

哨
地
獄

の
沙

汰

も
銭

」

と

い
う
主

人

公

の
認
識

は
、

当
時

の

一
般

通
念

を

反
映

す

る
も

の
で
あ

っ
た
だ

ろ
う

。

こ

の
句
は

、
全

て
が

銭

次
第

の
こ

の
世
を

、

地
獄

の

方

に
も

及
ぼ

し

て
得

ら
れ

た
考

え
方

で
あ
り

、
だ

か
ら

こ
そ
、

金

銭

本

位

の
世

で
あ

る
江

戸
時

代

に
な

っ
て
、
広

く

用

い
ら

れ

て
行
く

こ

と

に
な

る

の
だ
と

思

わ
れ

る
。

さ

て
、

こ
う

し
た
時

代

、
近

松

の
浄

瑠
璃

に
、

こ
の
世

の
地

獄

が

登
場
す

る

こ
と
と

な

っ
た

。
近

松

以
前

、
古

浄

瑠
璃

に
出

て
く

る
地

獄

と

い
う
と

、
例

え
ば

右

の

『
伽
碑

子
』

の
話

に
も
似

た

内
容

の
、

高

僧

の
神
通

力

に
よ

り
地

獄
を

見

せ
ら

れ
た

者
が

一
念

発
起

し

て
仏

道

に
帰

依
す

る
と

い
う
筋

が

一
つ
の
パ

タ
ー

ン
と

な

っ
て
お
り

、
地

獄

は
そ

う

し
た
話

の
中

で
は
、

ま
だ

来

世

の
別
世

界
と

し

て
存
在

し

て
い
た
。

そ

れ

に
対

し
、

近
松

の
浄

瑠
璃

で
は
、
あ

の
世

の
地
獄

よ

り
も
、

こ
の
世

の
地
獄

が

目
立

っ
て
登

場
す

る

こ
と
に
な

る

の
で
あ

る
。

例
え

ば

ま
ず

、

言

葉

そ

の
も

の
と
し

て

「
此

世

の
地

獄

」

「
此
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世

か
ら
な

る
地
獄
」

が
用

い
ら

れ

て

い
る
例

を
挙

げ
よ

う
。

げ

に

好
色

の
世

の
中

に
た

が

身

の
う

へ
も

恋

衣

い

と

し

い

こ

と

ン
し

り
な

が

ら

。

身

の
や

く

な

れ
ば

君

達

を
。

さ

が

な

く

せ

い

て
あ

は
せ

ね

ば
。

木

竹

の
や

う

に
。

い
ひ
な

さ

れ

。

心

の
外

の

つ
み

つ
く

る

つ
と

め
。

さ

び

し
き

。

夕

ま

ぐ
。

れ
。

是

も

や

り

て

の
と

が

ぞ
と

て
。
内

の
夫

婦

の
お

に
貌

は

。

か

し

や

く

の

せ
め

よ

り
猶

つ
ら

く
。

此

世

の
地

獄

の
な

さ

け

な

や
。

(『
三

世
相

』
第

二
)

な
ふ
与
兵
衛
さ
ま
く

お
か
め
く

と
よ
び
か
は
す
。
た

へ

ぐ

き
る
詠

き
の
し
た
.
此
世
か
ら
な
る
ぢ
ご
く
か
や
あ

は
れ

は

か
な

き
有

さ
ま

也

(
『
卯

月

紅
葉

』

下
巻
)

『
三
世
相
』

の
例

は
、

亡

き
夕
霧

の
遣

手

で
、

今

は
尼

に
な

っ
て
い

る
静

三
が

、
臓
悔

物

語
を

し
て

い
る
部

分
、
『
卯

月
紅
葉

』
の
例

は
、

主
人

公
与

兵
衛

と
お

か
め

の
心
中

場

面
に
お

け
る
描

写

で
あ

る
。

こ

う
し

て

つ
ら

く
苦

し

い
現
実

世
界

が
、

登
場

人
物

に
よ

っ
て
、

或

い

は
作
者

に
よ

つ
て
、
生

き
な

が
ら

の
地

獄
と

認
識
さ

れ

て

い
る
。
右

に
見

て
き
た

よ
う

に
、
近

世
に

入
り
、
あ

の
世

は
人

々
の
心

の
中

で
、

あ
ま

り
大

き
な
位

置
を

占

め
る
も

の
で
は
な

く
な

っ
て
き

た
。

地
獄

も

そ

の
例
外

で
は
な

い
。

そ
う

し
た
中

で
、

地
獄

は
現

世

の

}
部
分

を

表
す

比
喩

し

て
用

い
ら
れ

は

じ
め
る
。

更

に
例
を

挙
げ

よ
う
。

右

は

「
此
世

の
地
獄

」
等

の
語

が

そ

の
ま

ま
用

い
ら
れ

る
例

だ
が
、

そ
れ
だ

け

で
は
な

く
、

そ
う

し
た
言
葉

か

ら

発
展

し

て
、

こ

の
世

が
地

獄

に
見
立

て
ら

れ
る
表

現
が

生
ま

れ

て

行
く

。
先

の

『
三

世
相
』

に
出

る

「
夫
婦

の
お
に

貌

は
。

か

し
や

く

の
せ
め
よ

り
猶

つ
ら
く

」
と

い
う
表

現

は
、

地
獄

の
獄

卒
が

罪

人
を

苦

し
め

る
様

子
に

比
す

る
も

の
で
、

既

に
見

立

て

へ
の
第

一
歩

と
言

え

る
が
、

も

っ
と

は

っ
き
り

し
た

例
が

近
松
作

品

に
は

出

て
く

る
。

例
え

ば
、

『
用

明

天
王

職
人

鑑
』
第

三

の

「
か
ね

入

の
段
」

に
、

く

る
わ

に
た

ち

ま

ち

ぢ
ご

く

の

か

こ
み
。

じ
や

ゐ

ん

の

つ

の

ン
高

へ
い
長

へ
い
大

門

へ
ん

じ

て

て

つ
門

の
。

忍

び
が

へ
し

は

つ
る
ぎ

の
山

。

れ

ん
ぼ

の
ほ

こ
さ

き

ら

ん
。

く

。

ら
ん

じ
や

の
そ

ら
だ

き

ほ

の
ほ
と
な

つ
て
。

の
如

く
、
遊

廓

が

そ

の
ま

ま
地

獄
と

化

し
、

現
世
来

世

の
交
錯

す

る

よ
う

な
描

写
が

見
ら

れ

る
が
、

こ
の
類

の
見
立

て
表

現

は
他

に
幾

例

も
挙

げ

る

こ
と

が

で
き

る
。
『
心

中
重

井
筒

』

中
巻

で
、

お

ふ
さ

が

火
を

入
れ

た
炬

燵

に
隠

れ
た

状
態

で
苦

し
む

場
面

は
、
地

の
文

で

「ち

こ
く

も
か

く
や

と

ふ
び

ん
な

り
」

と
あ

る

こ
と
か

ら
も

わ

か
る

よ
う

に
、
焦
熱

地
獄

の
見
立

て
と

な

っ
て

い
る

の
だ

が

、
そ
れ

に
加

え

て
、

二

人
が

そ

の
井

筒

屋

か

ら

屋
根

づ

た

い
に

抜

け

出
す

部

分

の
描

写

は
、

次

の
よ
う

に
完

全
な

来
世

の
見

立

て
に
な

っ
て

い
る
。

み
ち

は
さ

ん
つ

の
か
は
ら

ぶ
き

し
も

の

つ
る
ぎ

の
山
さ

へ
て
。

こ

Σ

に
ち

こ
く

の
お

に

が

は

ら

ゆ

ん

手
も

め

て
も

お

そ

ろ

し

く
。
の
が

れ

く

て
ゆ
く
す

ゑ

は

い
ま

ぞ

め

い
ど

の
か
ど

出
と

。

こ
れ
を

か
ぎ

り

の
た

ち
ざ

け
や

た
る

屋
。

町
に

ぞ
ま

よ

ひ
行

ま

た

『
孕
常

磐
』

第

三

、

刑
場

の
場
面

は
、

「
ぬ
き

身

の
鑓

長

刀
数

百
本

」

「
夕

陽

に

か

ン
や

く

」

様

子
が

「此

世

か
ら

成
剣

の
山

」
と
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さ

れ

、
検
使

と

下
部
が

「牛

頭
馬

頭

の
阿
方

羅
刹
」
と
さ

れ

る
な

ど

、

明
ら

か

に
地
獄

の
様

に
見
立

て

ら
れ

て
お
り
、

こ
の
種

の
表
現

は
、

近
松

の
浄

瑠
璃

で
は

一
つ
の
型
と

な

っ
て
い
る

こ
と
が

わ
か

る
。

そ

し

て
こ

の
地
獄

の
見
立

て
が

、
浄

瑠
璃

一
曲

の
中

心
場

面
に
置

か
れ

、

そ
れ

が

作
品

外

題

の
拠

り
所

に

ま

で
な

っ
て
い

る

の
が

、
『
女

殺

油

地
獄
』

な

の
で
あ

る
。

周

知

の
ご

と

く
、

『
女

殺

油
地

獄
』

の
外

題

は
、

下
巻

の
殺

し

の

場

面
が

地
獄

に
見

立

て
ら
れ

て

い
る

こ
と
に

よ
る
。

そ

の
場

の
描

写

は
次

の
よ
う

な
も

の
で
あ

る
。

お

吉

を

む

か

ひ

の
め

い
ど

の
夜

か
ぜ
。

は

た

め
く

か

ど

の
の

ぼ

り

の
音
あ

お
ち

に
う

り
ば

の
火

も

き

へ
て
。

庭

も

心

も

く

ら

や

み

に
打

ま

く

油

な

が

る

㌻
ち

。

ふ

み

の

め
ら

か

し

ふ

み

す

べ

り
。

身

内

は
ち

し

ほ

の
あ

か
づ

ら

あ

か
鬼

。

じ

や

け

ん

の
角

を

ふ

り
立

て
。

お

吉

が
身

を

さ

く

つ
る
ぎ

の
山

も

く

ぜ

ん

油

の
地
ご

く

の
く

る
し

み
。

血

と
油

に
ま

み
れ

た
状
態

で
、

お

吉

は

「じ

や
け

ん

の
角

」
を

ふ

り

立

て

る
与
兵

衛

に
よ

っ
て
殺
さ

れ

る
。

血
ま

み
れ

の
与

兵
衛

は
ま

る

で

「あ

か
づ

ら
あ

か
鬼

」

で
あ

り
、

そ

の
場

は
さ
な

が
ら

地
獄

の
光

景

と

化

す

。

「
女

殺

」

―,
油
地

獄

」

と

は
、

ま

さ

に

こ
の
場

面

の
こ

と

で
あ

る
。

こ
の

こ
と
自

体

は
、

今
更

言
う

ま

で
も

な

い

こ
と

で
、

こ
れ
ま

で
あ

ま

り
顧

み
ら
れ

る

こ
と
も

な
か

っ
た
。

数
あ

る

『
女

殺

油

地
獄

』
論

の
中

で
も

、
自

明

の
こ
と

と
し

て
、

こ
れ

に

つ
い

て
あ

ま

り
触

れ

ら
れ

る

こ
と
は
な

か

っ
た
と

思
わ

れ
る
。

し

か

し
こ
う

し

て
、

現

世
が

地
獄

に
喩

え
ら

れ

る
表

現

の
持

つ
意
味

を

見
直

し

て
み

る
と
、

『
女
殺

油

地

獄
』

は

、
近

松

浄

瑠
璃

に
お

い
て
、

そ

の
よ

う

な

表
現

が
結
実

し
た
到

達
点

に
あ

る

作
品

で
あ

る

と
、
位

置

づ
け

る

こ
と

が

で

き

る
。

加

え

て

、
『
女

殺

油

地

獄

』

は

、

「
こ

の
世

」

が

「あ

の
世
」

ま

で
覆

っ
て

し
ま
う

近

世
と

い
う

時
代

を
、

一
面

で
象

徴
す

る
作
品

と
見

る

こ
と
も

で

き
る

の
で
あ

る
。

で
は

、
現
代

人
に

は
別
段

強

い
印

象
を

与

え
な

い

「此
世

の
地
獄

」

(地

獄

に
見

立

て
ら
れ

た
現

世
)

を
、

当

時

の
観
客

達

は
、
劇

場

で

ど

の
よ

う
に

感
じ

な
が
ら

見
た

の
だ

ろ
う

か
。

先

の
章

で
、

近
世

の

人

々
の
関
心

が
、

次
第

に
現

世

の
事

柄

に
集
中

し

て
行

く

こ
と

を
示

す

例
を

挙
げ

た
が

、
そ

れ

は
決

し

て
、
仏

教

に
対

す

る
信
仰

心

が
失

わ

れ

て
行
く

過
程

を
意
味

す

る
も

の
で

は
な

い
。

反
仏

教
的

な

思
想

を
持

つ
人
は

い
た

に

し
て
も
、

ま
た

信
仰

の
あ
り

方
が

中
世

と

は
変

質

し
た

と

し

て
も

、
当

時
大

多
数

の
人

々
は

仏
教

に
対

し
、

現

代
人

に

比

べ
て
遥

か

に
敬
震

な
信

仰

心
を

持
ち

合

わ
せ

て
い
た
。

そ

の

こ

と

は
あ

ら
ゆ

る
浄

瑠
璃

作
品

の
中

に

あ
ら

わ

れ

て
お
り
、

改

め

て
例

を
挙

げ

る
ま

で
も

な

い
こ
と

で
あ
る

。
従

っ
て
、
日
常

生
活

の
中

で
、

来
世

の
地
獄

に
対

す

る
意

識

は
薄

れ

つ

つ
あ

っ
て
も

、

人

々
が
地

獄

に

対
し

て
、

あ

る
程
度

畏
怖

の
念

を

持
ち

続
け

て

い
た

こ
と

は
想
像

に
難

く

な

い
。

ま

た
、

知

識

と

し

て

の
地

獄
も

、
『
往

生

要
集

』

の

仮
名

書

き
絵

入
本

が

版

を
重

ね

る
な

ど

し

て

三̂
〕、

近
世

に

入
り
、

よ

り
広

く
庶

民
に

浸
透

し

て

い

っ
た
。

人

々
が

人
形

浄
瑠

璃

の
中

に

こ
の
世

の
地

獄
を

見
た

の
は

こ
う

し

た
時

代

で
あ

る
。
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謡
曲

『
鵜
飼

』

に

「
そ
れ
地

獄
遠

き
に

あ
ら
ず

眼
前

の
境

界
」

と

い
う

詞
章

が

出

て
く
る
。

地
獄

も
極

楽
も

人
間

の
心

の
中

に
あ

る
と

い
う
思

想

に
よ

る
も

の
だ
が
、

江
戸
時

代

に
は
、

こ
れ

が
文
字

通

り

の
意
味

に
変

化
す

る
。
例

え
ば

『
西

鶴
大
矢

数
』

に

「
地
獄

と

い
ふ

物
現

の
明
ぼ

の
」
と

い
う
句

が
あ

る
。
前
句

の

「
釜
」
と

の
付
合

で
、

釜

の
あ

る
地

獄
と

い
う

の
は
現

世

の
曙
に
あ

る
、

と

い
う
意
味

で
あ

る
。
近

世

の
人

々
は
、

こ
う

し

て
地

獄
を
身

近
な

も

の
と
意

識
す

る

一
方

、

こ
の
世

の
外
に
あ

る
来

世

の
地
獄

は
、
も

は
や

そ
れ

ほ
ど
恐

ろ
し

い
場
所

と
考
え

な

か

っ
た

。
西

鶴

の

『
日
本
永

代
蔵

』
や

『
世

間

胸
算

用
』

に
は
、

後
世

は
ど

う
な

っ
て
も

構
わ

な

い
か
ら
、

無
間

の
鐘
を

つ
い
て

で
も
現
世

に
富

を
得

た

い
と

考
え

る
人

物
が

出

て
く

る
。

そ
う

い
う

彼
ら

に
と

っ
て
は
、

む
し
ろ

現
世

の
惨
状

こ
そ
、
地

獄

に
相

当
す

る
も

の
だ

っ
た
。

従

っ
て
、
来

世

の
地
獄
を

知
識

と

し

て
は
持

ち
合

わ
せ
な

が
ら

、
地

獄
と

い
う
も

の
を

、
現

世

の

一
部
分

を

表
す
縮

図

と
見

る
よ
う

に
な

っ
た
。

地
獄

に
対

す

る
畏

怖

は
、
単

純

に
来

世

の
地

獄

へ
の
恐

れ
に
直

結

せ
ず
、

人

々
は

こ
の
世

の
惨
状

と

重
ね

ら
れ

た
地
獄

の
方

に
、
強

い
恐

れ
を

抱

い
た
と
思

わ

れ
る
。

地
獄

は
こ

の
世

と
重
ね

合
わ

さ
れ

て
、

は

じ
め

て
そ

の
効

力
を

発
揮

し
た

の
で
あ
る
。

近

松
浄

瑠
璃

に
出

て
く

る
、
地

獄

に
見
立

て
ら

れ
た

現
世

の
描
写

は
、

地
獄

を

こ
の
よ
う

に
捉

え

て

い
た

当
時

の
人

々
に
と

っ
て
、
非

常

に
現
実
感

の
あ

る
表

現

と
し

て
受

け

と
め

ら
れ

た

こ
と

だ
ろ

う
。

観
客

の
目

の
前

に
突
如

と

し

て
現
れ
た

、
現

世

の
内

の

「
あ

か
鬼
」

「
じ
や

け

ん

の
角

」

「
つ
る
ぎ

の
山

」

「
油

の
地

ご

く
」

等

は
、

人

々
に
来
世

の
地

獄

に
対
す

る

以
上

の
恐
怖

の
念
を

抱
か

せ
た

は
ず

で

あ

る
。
そ

の
意
味

で
、

こ
う

し
た
表

現

は
、
ま

さ

に
当
代

的
な

、

時

代

の
表
現

に
他
な

ら

な

か

っ
た

。

五

浄

瑠
璃

と
仏
教

と

の
関

係

に
着

目
し

て
、
浄

瑠
璃

の
中

に

見
ら

れ

る
近
世

的
性

格
や

当
代

性

を
、
い
く

つ
か

の
観
点

か

ら
探

っ
て
み
た

。

仏
教

に
強

い
影
響

を
受

け

な
が

ら
も

、
仏

教
信

仰

の
性
格

の
変

化

に

応

じ

て
、

浄
瑠
璃

の
中

に
も
当

代
を

反
映

し

た
変

化

の
生

じ

て

い
る

こ
と

が
、

以
上

に
挙
げ

て
き
た

例
か

ら
確

認

で
き

る
だ

ろ
う
。

と

こ
ろ

で
、
如
上

の
例

に

関
し
、

一
つ
興

味
深

く
思

わ
れ

る

の
は
、

「
魂

は
～
魂

は
～
」

の
句

に

し
ろ
、

現
世

を
地

獄

に
見
立

て
る
描

写

に
し

ろ
、
前

代

に
用

い
ら

れ

て

い
た

表
現

を

巧
み

に
変
質

さ

せ

て
、

当

代

の
新

し

い
表

現

を
作

り
出

し

て

い
る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
「魂

は
～
魂

は

～
」
が

中

世

に
存
在

し
た

表
現

で
あ

る

こ
と

は

既
に

述

べ

た

が
、

近
松

浄

瑠
璃

の
描

く

こ

の
世

の
地
獄

に
し

て
も

、

地
獄

の
描

写
自

体

は
、

中
世

の
文

芸

や
古

浄
瑠

璃

の
類
型

表
現

を
利

用
す

る
と

こ
ろ

か
ら
出

発

し

て
い
る
。
そ

れ
を

こ

の
世

の
表

現

へ
と
転

換
し

て
、

新

し

い
時
代

の
表

現

を
生

み
出

し

て

い
る

の
で
あ

る
。

そ
う

し
た

こ
と

は
、

表

現

の
レ
ベ

ル
だ

け

で
な

く
、

浄
瑠

璃

}
作

品

の
構

成

レ
ベ

ル
に
お

い
て
も

言
う

こ
と

が

で
き

る
。

先

に

『
百
万
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遍
珠
数

功
徳

記
』

や

『
津

戸
三
郎

』

で
見
た

よ
う

に
、
全

体

と

し
て

は
、

以
前

の
古
浄

瑠
璃

に

見
ら
れ

た
多

く

の
作
品

と

同
じ
く
、

仏

教

礼
讃

に
終

わ

る
筋

立

て
を

と
り
な

が

ら
、

そ

の
中

で
、

よ

り
当
代

的

な
人

物
を

登
場
さ

せ

て
、

主
題

の
転
換

を

は
か

る

こ
と
も
、

前
代

の

も

の
を
利

用

し
な

が

ら
、

巧
み

に
当
代

の
作

品

へ
と
変

質
さ

せ

る

一

つ
の
手
法

で
あ

る
。
時

代
浄

瑠
璃

は
、

そ

れ
を
繰

り
返

し

つ
つ
、

過

去
を
素

材
と

し
な

が

ら
、
当

代
を

描
く

と

い
う

二
重
構
造

を
獲

得

し

て
行

く

こ
と

に
な

る
。

逆

に
言
え

ば
、

世

話
浄

瑠
璃

は
さ

て
お
き

、
時

代
浄

瑠
璃

に
お

い

て
は
、

過
去

を
主

た

る
素
材

と

し
、
前

代

の
も

の
を
利

用

し
な

が

ら

そ

の
中

に
新

た

に
当

代
的
な

も

の
を
加

え

て
行
く

た
め
、

話

の
大

枠

に
な

っ
て
い
る
部

分

に
は
、
中

世

の
作

品
と
変

わ
ら

ぬ

要
素
が

多

く

残
存
す

る
こ
と

に
も
な

る
。

金
平

浄

瑠
璃

に
し

て
も
、

例
え
ば

『
公

平
入
道

』

に
お

い

て
公
平

の
言
う

、

只
世

の
中

は
、

で
ん
く

わ
う

て
う

ろ
、

石

の
火
か
、

つ
ゆ

い
な

つ
ま
よ

り
は

か
な

き
身

を

以
、

い

つ
迄

人
を

が

い
し
、
悪

を

つ

く
ら

ん
、
今

よ

り
は
す

み

の
衣

に
身
を

か

へ
、

な
が

き

ら

い
せ

を

こ
そ
ね
が

い
候

は

ん
、

と
か

く
な

む
あ

み
だ
仏

と

い
う
よ
う

な

言
葉

は
、
本

稿
冒

頭

に
挙
げ

た
室

町
物

語

『
木
幡

狐
』

の
例
と

何

ら
変
わ

ら
ず

、
未
だ

中

世
的

な
仏
教

思
想

の
影

響
を

色
濃

く
残
す

も

の
と
言

え

よ
う
。

し
か

し

そ
う
し

た
古

い
素
材

の
中

に
、

巧
み

に
当

代
性
を

盛

り
込

ん

で
行

く

の
が
、
浄
瑠
璃

の
方

法

で
あ

る
。

本
稿

で
示

し
た
諸

例

の
多

く
も
、

そ
う

し
た

前
時

代
的

要
素

の
狭

間

に
、

う

ま
く

織

り
込
ん

だ

形

の
も

の
と
な

っ
て

い
る
。

そ

し

て
、

そ

の
部

分

に

こ
そ
、

当
代

の
観

客

の
心

を
強

く
惹

き

つ
け

る
魅

力

が
あ

っ
た
と

思
わ

れ

る

の
で
あ

る
。

〈注
〉

(
一
)

青
木

正
次
氏

「公
平
法

門
諄

の
諸

本
と

系
統
」

(『
国
文
学

言
語

と

文
芸
』
第
六
巻
第

―
号

昭
三
九

・
一
)

(
二
)

室
木
弥
太

郎
氏
編

『
金
平
浄

瑠
璃
正
本
集

』
第

二

(角

川
書

店

昭

四

三

・

一
)

(三

)

「き

ん

ぴ

ら

」

の
表

記

は

、

以

下

そ

れ

ぞ

れ

の
正

本

通

り

と

し

、

―
般
表
記
と

し
て
は

「金

平
」
を
用

い
る
。

(四

)
『
日
本
古
典

文
学
大

辞
典
』

(岩

波
書

店

昭

五
九

・
一
)

「
公

平
法

門
謬
」

の
項

(青

木

正
次

氏
執
筆
)

や

、
『
近

世
文
学

選

芸

能

篇
』

(和
泉

書
院

平

六

・
四
)

の

「
初
段

は
狂

言

『
宗

論
』

に

想

を
得
る
噛
と
す

る
記
述

な
ど
。

(五
)

増
上
寺

に
は
、
家
康

・
秀

忠

・
家
宣

・
家
継

・
家
重

・
家
慶

・

家

茂

の
霊
殿
が

つ
く
ら
れ

た
。

(
六
)
第

三

・
四
図
に

「
ま
ん

よ
上

人
ま
け

給
ふ

」
、
第

九

・
十
図

に

「
ま
ん
よ
上
人
さ

い
こ
」

と
あ
る
。

(七

)
『
仏

書
解
説
大

辞
典

』

(大

東
出
版

社
)

「阿

弥
陀
仏
根

本

秘
密

神

呪
経
」

の
項

に
よ
る
。
な

お
仮
名
草

子

『
念
仏
草
紙

』
上

に

「
し

ん
じ
ゆ

ひ
み

つ
き
や
う

の
め

い
も

ん
に
は
、
あ

じ
十

方
三
世

仏
、
弥

字

一
切
諸
菩
薩

、
陀
字

八
万
諸
聖
経
、

皆
是
あ

み
だ

仏
と
説
給

ふ
」
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と
あ
り
、
浄
瑠

璃

『
他
力
本
願
記
』
第

五
に
も

「し
ん

じ
ゆ

ひ
み

つ

き
や
う

に
。
あ

じ
十
方
三
ぜ
ぶ

つ
み
じ

一
さ

い
し
よ
ぼ

さ

つ
。

だ
じ

人

万
し
よ

し
や

う
経

か

い
ぜ

み
だ
ぶ

つ
と

と
く
時

は
。
」
と

あ
る
。

(八
)
『
大
近
松
全
集

』

(大

近
松
全
集

刊
行
会

)
第
十

六
巻
や
、
『
近

松

語
彙

』

(
冨
山
房
)
、

日
本
思

想
大
系

『
近
世
仏
教

の
思
想
』

(岩

波
書
店

)

「妙

正
物
語
」

補
注
な

ど
に
、

こ
の
句
が

『
往
生

要
集
』

に
出
る

こ
と
を
指
摘
す
る
が
、
見
出
し
得
な

い
。

(九

)
『
近
松
全
集
』

(大

阪
朝

日
新
聞
社
)

第

一
巻

「念
仏
往

生
記
」

解
題

(藤
井

乙
男
氏
執
筆
)

(
―
○
)
本

章

で
は
専

ら
、

「
武
士

の
道

」
を
最

優
先
す

る
態
度

を
、

例
を
挙
げ

て
辿

っ
て
み
た
が
、
仏
教
思
想

に
優
先
さ

れ
る
の
は

「武

士

の
道
」
だ
け

に
限
ら
な

い
。

例
え
ば

そ
れ
が

「恋
」

の
と

き
も
あ

る
。

次
の
よ
う
な

例
の
中
に
、
そ
れ
が
見

て
と
れ

る
。

此

世

の
ち

ぎ
り
か
な

は
ず

は
い
き
し
に
か

は
り
い
く
な

ら
く
。

な

ら
く
く

の
そ

こ
に
て
も
此

ほ
ん
ま
う

は
と

ぐ
べ
き
ぞ
。
よ

く

お
ぼ

え
さ

せ
給

へ
や

(加

賀
橡

正
本

『
為
義

産
宮
詣

』
)

こ
よ
ひ
す

ら
皆
あ
だ
と
な

る
此
世

こ
そ
は
う
す
く

共
。

来
世
猶

来
世

し
や

う

ぐ

せ

」
の
内

に
し

て
。

い
き

か
は
り
し
に
か
は

り

お

つ
と

』
な
り

め
と
成

て
。

あ
か
ぬ
さ
か

み
ん
物
を

(加
賀
縁

正
本

『
鳥
羽
恋

塚
物
語
』
)

(
=

)

日
野
龍
夫
氏

「宣
長

・
秋
成

の
他
界
観

」

(『
岩
波
講
座

日

本

文
学
と

仏
教
』
第

三
巻

岩
波
書
店

平
六

・
三
)

(
―
二
)
『
世
話
焼
草
』

(明
暦
二
年
刊
)

に

「
地
獄

の
沙
汰
も
銭

が
す

る
」

と

い
う
形

で
出
る

の
を
始

め
、

以
後
様

々
な

こ
と

わ
ざ
集

に
収

載
さ

れ
て

い
る
。

(
=

二
)
江
戸
時
代

に
刊
行
さ
れ
た
、
平
仮
名
絵

入
り

の

『
往
生
要
集
』

諸
本

に

つ
い
て
は
、

中
嶋
隆
氏

「
『
絵
入
往
生
要
集
』
諸

版
考
ー

元
禄

二
年

版
と
西
鶴

『
新
小
夜
嵐
』

を
め
ぐ

っ
て
ー

」

(『
近

世
文
芸
』

六

十
四
号

平
八

・
六
)
に
詳

し
い
。

引
用

に
は
以
下

の
各
書
を

用
い
た
。
但

し
浄

瑠
璃

の
文
字

譜
を
省

略

し

た
り
、

一
部
片

仮
名
を

平
仮

名
に
改

め
る
な
ど
、
適
宜

処
理
を
施

し
た
と

こ
ろ
が
あ
る
。

日
本

古
典

文
学
大

系

『
御

伽
草

子
』
『
平
家
物

語
』
『
太

平

記
』
『
中

世

近
世
歌

謡
集
』

新

日
本
古

典
文
学
大

系

『
謡
曲

百
番
』
『
仮
名

草

子
集
』
『
竹
田
出
雲
並
木
宗
輔
浄

瑠
璃
集

』

岩

波
文
庫

『
竹
斎
』

『
近
松
全
集
』

(
以
上
、
岩
波

書
店
)

『
古
浄
瑠
璃

正
本

集
』
『
金

平
浄

瑠
璃

正
本
集

』

(
以
上
、

角
川
書

店
)

『
古

浄
瑠
璃

正
本
集

加

賀
縁

編
』

(大

学
堂

書
店

)

新

潮

日
本

古
典
集

成

『
浄
瑠
璃

集
』

(新

潮
社
)

『
大
蔵
虎

明
本
狂
言
集

の
研
究

本

文
篇
』

(表

現
社
)

『
仮
名

草
子
集
成
』

第
十
四
巻

(東
京
堂
出

版
)

『
恵

心
僧
都

全
集
』
第

三
巻

(恵

心
僧
都
九

百
年
遠
忌
事
務

所
)

『
日

次
紀

事
本

文
と
索

引
』

(
前

田
書

店
)

『
大

乗
仏
典

〈中
国

・
日

本
篇
〉
』
第

二
十
九
巻

(中
央
公
論
社
)

(く
ぼ

り

ひ
ろ
あ
き

・
大
阪
外
国

語
大
学

助
手
)
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