
近
世
文
学
と
仏
教
思
想

『清
水
物
語
』
の
創
作
意
識
を
め
ぐ

っ
て
ー小

椋

嶺

一

()

近世文学と仏教思想

　

寛
永
十
五
年

(
一
六
三
八
)
十
月
刊
行
の

『清
水
物
語
』
は
、
江
戸
時
代
初
期
に
於

い
て
、
「
二
、
三
千
部
」
も
売
れ
た
と
豪
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　　

(『祇
園
物
語
』
の
言
辞
に
よ
る
)
す
る
仮
名
草
子
で
あ
る
。
作
者
は

「意
林
庵
」
即
ち
朝
山
意
林
庵
と
す
る
の
が
定
説

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　　

　

三
浦
周
行
氏
の

「後
光
明
天
皇
の
御
好
学
と
朝
山
意
林
庵
」
に
よ
る
と
、
意
林
庵
は
号
、
当
初
、
禅
学
に
入
る
が
、
還
俗
、
慶
長
十

五
年

細
川
忠
利
に
仕
え
、
慶
長
十
九
年
に
は
京
都
で
李
文
長
に
朱
子
学
を
学
び
、
寛
永
期
に
及
ん
で
祇
園
の
周
辺
に
庵

を
構
え
た
と
い

う
。
小
瀬
甫
庵
の

『大
閣
記
』

の
践
文
や

『わ
ら
ん
べ
草
』
の
序
を
記
し
、
又
、
寛
永
七
年
に
徳
川
忠
長
に
招
聰
さ
れ

る
が
、
や
が
て

致
仕

し
、
後
は
細
川
家
の
庇
護
を
承
け
る
。
承
応
二
年

(
一
六
五
三
)
後
光
明
天
皇
に

『中
庸
』
を
進
講
す
る
な
ど
当
代
を
代
表
す
る

学
者

で
あ

っ
た
。

　
以
上
の
概
略
の
知
識
を
前
提
と
し
て
、
『清
水
物
語
』
執
筆
の
意
図
を
探

っ
て
見
た
い
。

　
先
ず
、
そ
の

「序
文
」
に
注
目
し
よ
う
。
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ね
が

　

　

　

文
章

の
よ

き

を

好

む

人

は

、

三

史

文

選

な
ど

を

見

る

べ

し
。

道

を

知

ら

ん

と
願

は

ゴ
、

四
書

五

経

を

学

ぶ

べ
し

。

和
歌

の
言

葉

　

　

　

　
　

　
ま

そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　た
ぐ
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ひ
　
　
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　わ
こ
く

　

　

つ

ゴ
き
を

翫
ば

む

人

は

、
源

氏

物

語

の
類

を

読

む

べ
し

。
引

き
事

の
お

も

し

ろ
き

に
は

、

昔

よ

り

こ

の
か

た

記

し
置

き

た

る
和

国

　

　
さ
う
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　い
ま

　

　
草

紙

に

、
諸

氏
百

家

の
事

、
仏

経

な

ど

引

き
合

は

せ

た

る
多

し

。
今

此

物

語

は
、

一
つ

の
心

ざ

す

所

あ

り

と

見

る

べ
し

。

心
ざ

す

　

　

　

　
ほ
か
　
　
　
　
　
　
　
　いにし
へ
　
さ
う
し
　
　
　お
と
　
　
　
　
　
ハヨ
　

　

　
所

の
他

は

、

い
ず

れ

も
古

の
草

紙

に
は

劣

れ

る

な

ら

ん

。

と
述

べ
て
本

書

執

筆

の
意

図

が

示

さ

れ

て

い

る
。

即

ち

、

本

書

は

文
章

の
手
本

や
儒

教

の
道

、
あ

る

い
は

、

歌

道

の
指

南

、

さ

ら

に

は

知

識

の
取

得

の
た

め

に

書

い
た

も

の

で
は

な

い
と

し

た

上

で
、

「今

此

物

語

は

、

一
つ

の
心

ざ

す

所

あ

り

と

見

る

べ

し
。

心

ざ

す

所

の

ほ
か

　

　

　

　

　

　

　

　
い
に
し
へ
　
さ

う

し

　

　

　
お
と

他
は
、
い
つ
れ
も
古
の
草
紙
に
は
劣
れ
る
な
ら
ん
。」
と
す
る
。
し
か
し
、
「心
ざ
す
所
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
序
文
で
は
明
示
し
て
い

な

い
。
で
は
、
本
文
の
中
に
明
示
し
て
い
る
か
と
い
う
と
明
確
で
は
な
い
。
従

っ
て
、
そ
の
意
図
を
探
り
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
は
あ

る
が
、
そ
の

「志
」
の
解
釈
に
つ
い
て
も
従
来
の
諸
説
必
ず
し
も

一
致
を
見
て
い
な
い
。

一
般
に
は
啓
蒙
教
訓
を
志
し
た
と
す
る
が
お

そ
ら
く
そ
の
側
面
が
す
べ
て
で
は
な
い
こ
と
は
明
白

で
あ
る
。
江
本
裕
氏
は
、
「教
義
問
答
体
小
説
1

『清
水
』

・

『祇
園
』
を
中
心

に
ー
」
の
中
で

　
　
　
意
林
庵
の

コ

つ
の
志
」
が
自
覚
的
で
強
い
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の

「志
」
と
は
何
か
。
そ
れ
が

　
　
ほ
ぼ
新
し
い
秩
序
の
確
立
し
た
寛
永
期
の
政
治
体
制
の
中
で
の
、
為
政
者
並
び
に
四
氏
の
最
上
部
に
位
す
る
武
士

の
あ
る
べ
き
姿

　
　
を
諭
さ
ん
と
す
る

「志
」
で
あ

っ
た

と
し
、
意
林
庵
が
仕
え
た
徳
川
忠
長
は
、
兄
家
光
と
の
確
執
が
あ
り
、
彼
が
仕
え
た
の
は
わ
ず
か

一
年
に
し
て
致
仕

せ
ざ
る
を
得
ず

浪
々
の
身
と
な

っ
た
。
浪
人
問
題
は
意
林
庵
に
と

っ
て
他
人
事
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
次
の
如
く
述
べ
る
。

　
　
　

『清
水
物
語
』
が
ひ
と
り
の
人
間
と
し
て
の
身
の
修
め
方
を
説
き
、
国
主
、
家
老
、
武
将
、
師
匠
、
朋
友
の
在
り
方
や
勇
気
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
　

　
　
別
を
諭
し
、
追
腹
、
そ
の
他
、
侍
の
細
々
の
問
題
を
取
り
あ
げ
た
の
も
十
分
に
納
得
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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と
す
る
。
又
、
三
浦
邦
夫
氏
は
、
「
『可
笑
記
』
と

『清
水
物
語
』
1
そ
の
接
触
を
め
ぐ

っ
て
ー
」
の
中
で
、
意
林
庵
と
徳
川
忠
長
と
の

関
係
に
お
い
て
顕
現
し
た
、
意
林
庵
の
内
な
る
心
情
の
吐
露
を
読
み
解
き
、

　
　
　

『清
水
物
語
』
に
認
め
ら
れ
る
政
治
批
判
は
忠
長
に
対
し
て
で
あ
る
と
同
時
に
、
忠
長
を
介
し
て
政
治
の
当
事
者
に
対
し
て
の

　
　
も
の
で
あ

っ
た
。
(中
略
)
そ
し
て

『清
水
物
語
』

の
大
半
を
占
め
る
儒
教
を
基
盤
に
し
た
儒
仏
論
、
学
問
論

、
君
子
賢
人
論
、

　
　
国
主
論
は
こ
の
批
判
意
識
が
生
成
し
た
啓
蒙
精
神
の
発
現
に
因

っ
て
い
る
と
見
倣
す
べ
き
も
の
で
は
あ
る
が
、

し
か
し
、
こ
の
批

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　ら　

　
　
判
を
隠
蔽
し
よ
う
と
す
る
彼
の
意
識
は
政
治
の
当
事
者
か
ら
の
批
判
の
目
を
逸
ら
そ
う
と
す
る
配
慮
に
因
る

と
し
、
更
に
、
「そ
の
隠
蔽
の
衣
裳

(11
意
匠
)
が
儒
教
を
基
盤
に
し
た
儒
仏
論
、
学
問
論
、
君
子
賢
人
論
、
国
主
論
な
ど
の

一
般
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　

に
他
な
ら
ず

(中
略
)
こ
の
作
品
か
ら
学
的
性
格
を
読
者
が
読
み
取
る
こ
と
を
拒
否
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
」
と
指
摘

す
る
。
少
し
難
解
な
指
摘
で
あ
る
が
、
本
文
の
微
細
な
表
現
の
抑
制
の
あ
り
方
に
注
目
す
る
と
、
そ
う
い
う
意
図
が
見
え
隠
れ
し
て
い

る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
如
く
、
『清
水
物
語
』
の
作
者

「意
林
庵
」
は

「朝
山
意
林
庵
」
と
断
定
し
た
上
で
の
諸
見
解
は
、
い
ず
れ
も
あ
る
種
の
説

得
性
を
示
し
て
い
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
渡
辺
憲
司
氏
の
よ
う
に
、
「意
林
庵
」
即

「朝
山
意
林
庵
」
と
す
る
捉
え
方
に
疑
問
を
持

つ
立
場
か
ら
は
、
前
記
二
氏
の
説
は
強
く
支
持
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
渡
辺
氏
は
、
そ
の
疑
問
に
立
脚
し
て
、

　
　
　
都
を
躁
躍
す
る
徳
川
の
武
家
政
権

へ
の
批
判
を
問
答
に
託
し
、
賢
者
た
る
自
己
存
在

へ
の
照
射
を
認
め
た
の
が
本
書
で
あ
る
。

　
　
(中
略
)
伝
統
的
な
問
答
形
式
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
当
世
批
判
の
手
法
に
よ
る
儒
学
を
基
盤
と
す
る
啓
蒙
精
神
の
継
承
と
し
て
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ヱ

　
　
置
付
け
る
べ
き
作
品
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　　
　　
　
　　
　
　　
　
ハ　　　　
　
　　
　
　　
　
　　
　
　　
　
　　
ハ　　　
　　
　
　　
　
　　
　
　
　ユ

と
す

る
。
他
に
も
、
青
山
忠

一
氏
、
野
田
壽
雄
氏
、
そ
し
て
、
花
田
富
二
夫
氏
、
柳
沢
昌
紀

氏
な
ど
の
論
も
あ
る
が
、
以
下
の
所
で

折
り
に
触
れ
紹
介
す
る
。
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と

こ
ろ
で
、
『清
水
物
語
』
上
巻
の
要
点
は
如
上
の
諸
氏
の
見
解
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
「順
礼
」
の
観
音
力
霊
験
へ
の
懐
疑
的
質
問

か
ら
展
開
さ
れ
た

「翁
」
の
学
問
論
に
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
即
ち
、

　
　

　
順
礼
日
、
道
理
に
さ
へ
か
な
ひ
候
へ
ば
、
い
の
ら
ず
と
て
も
神
や
ま
も
ら
ん
と
、
心
得
た
る
が
よ
く
候
や
。
翁
が
日
、
お
そ
く

　
　
も
こ
＼
う
え
給
ふ
物
か
な
。
順
礼
日
、
道
理
と
無
理
と
は
、
何
と
し
て
し
り
わ
け
候
や
。
翁
日
、
学
文
に
て
し
り
わ
け
た
る
が
よ

　
　

　
　ほり

　
　
く
候
。

と
。

こ
の
部
分
は
極
め
て
重
要
な
部
分
で
あ
ろ
う
。
順
礼
が

「道
理
に
さ
へ
か
な
ひ
候

へ
ば
、
い
の
ら
ず
と
て
も
神
や
ま
も
ら
ん
、
と

心
得
た
る
が
よ
く
候
や
」
と
問
う
た
こ
と
に
対
し
、
翁
は

「お
そ
く
も
こ

・
う
え
給
ふ
物
か
な
。」
と
、
そ
の
問
い
を
肯
定
す
る
。
こ

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　

こ
を
、
渡
辺
憲
司
氏
は
、
「宗
教
性
を
否
定
し
、
理
性
的
立
場
に
た
つ
所
に
、
『清
水
物
語
』
上
の
学
問
論
の
出
発
点

は
あ
る
。」
と
把

握
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
順
礼
が
提
示
し
た

「い
の
ら
ず
と
て
も
神
や
ま
も
ら
ん
」
の
歌
は
、
例
の
菅
原
道
真
の

「心
だ
に

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　ぜ

誠
の
道
に
か
な
ひ
な
ば
祈
ら
ず
と
て
も
神
や
守
ら
ん
」

(『歌
林
四
季
物
語
』
二
)
を
踏
ま
え
た
言
動
で
あ
る
。
従

っ
て

「祈
ら
ず
と
て

も
」

を
単
純
に
捉
え
て

「宗
教
性
を
否
定
」
と
断
定
す
る
の
は
、
い
さ
さ
か
腋
に
落
ち
な
い
の
で
あ
る
。
『清
水
物
語
』
上
巻
冒
頭
の

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ら

「大
慈
大
悲
の
観
世
音
、
万
の
願
ひ
を
叶

へ
給
は
ず
と
い
ふ
事
な
き
に
や
、
知
る
も
知
ら
ぬ
も
押
し
な
べ
て
、
袖
を
連

ね
て
詣
で
け
る

　
　

　
　
　
　
　
お
　

心
の
内
ぞ
思
は
る

・
。」
の
書
き
出
し
、
更
に
は
、
「順
礼
問
て
日
、
観
音
経
の
説
を
承
り
及
び
候
に

一
度
観
世
音
と
唱

へ
た
ら
ん
者
は
、

　
　

　
　
　
のが

万
の
災
難
を
免
れ
て
、
思
ふ
事
叶
は
ず
と
い
ふ
事
な
し
と
承
り
候
。
然
る
に
此
順
礼
の
中
に
も
、
色
々
の
災
難
に
あ
へ
る
人
多
し
、
其

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
かな

時
幾
度
か
観
世
音
と
唱

へ
候

へ
ど
も
、
其
験
し
は
お
は
し
ま
し
候
は
ず
、
思
ふ
事
の
叶
ひ
た
る
も
な
く
と
、
仏
も
偽
り
を
の
た
ま
ふ
物

　
　

　
　
　
　　　

に
て
候
や
ら
ん
」
と
の

一
連
の
順
礼
の
問
い
の
流
れ
を
う
け
て
、
や
っ
と
翁
の
応
答
に
よ
り
、
順
礼
も
理
解
す
る
に
至

っ
た
わ
け
で
あ



近世文学と仏教思想

っ
て
、
「順
礼
」
は
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
民
衆
の
観
音
現
世
利
益
希
求
に
よ
る
即
効
性
期
待
の
祈
り
の
姿
勢
の
誤
ま
り

に
気
づ

い
た
こ
と

に
よ

っ
て
、
「祈
ら
ず
と
て
も
神
や
守
ら
ん
」
の
言
辞
が
導
き
出
さ
れ
た
の
で
あ

っ
て
、
観
音
信
仰
の
本
来
性
に
目
覚

め
還
元
し
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　り　

と
し
た
場
面
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
渡
辺
氏
の
如
く
、
「宗
教
性
を
否
定
し
、
理
性
的
立
場
に
た
つ
」
と
読
み
解

い
て
し
ま

っ
て
は
、

本
作
品
が
朱
子
学
流

の
思
惟
を
濃
厚
に
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
逆
に
こ
の
よ
う
に
短
絡
化
す
る
の
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
『清
水

物

語
』
の
作
者
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
宗
教
性
に
絡
み
つ
く
俗
宗
教
的
現
象
の
う
さ
ん
臭
さ
を
問
題
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
あ

る

い
は
、
観
音
信
仰
に
群
ら
が
る
民
衆
の
盲
信
的
狂
行
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
宗
教
性
否
定
か
ら
理
性
的
立
場
へ
の
転
換

と

い
う
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
「祈
ら
ず
と
て
も
神
や
守
ら
ん
」
の
状
況
と
は

『清
水
物
語
』
で
更
に
、
次
の
如
く
翁
が
応
答
し

て

い
る
部
分
を
熟
読
す
る
こ
と
に
よ
り
自
ず
か
ら
明
白
で
あ
る
。

　
　
順
礼
日

「道
理
に
さ
へ
叶
ひ
候

へ
ば
、
祈
ら
ず
と
て
も
神
や
守
ら
ん
と
、
心
得
た
る
が
よ
く
候
や
。
」

　
　
翁
が
日

「遅
く
も
心
得
給
ふ
物
か
な
」

　
　
順
礼
日

「道
理
と
無
理
と
は
、
何
と
し
て
知
り
分
け
候
や
」

　
　
　
　
　
がく
もん

　
　
翁
日

「学
文
に
て
知
り
分
け
た
る
が
よ
く
候
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

には
か

　
　
順
礼
日

「我
等
如
き
の
文
字
も
な
く
、
物
を
も
書
き
候
は
ぬ
者
が
、
何
と
し
て
俄
に
読
み
物
致
し
て
学
び
候
は
ん
や
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

まな

　
　
翁
日

「学
文
と
い
へ
ば
、
古
き
双
紙
を
読
ば
か
り
学
文
と
思
は
れ
候
や
、
そ
れ
も
学
び
に
て
な
き
と
は
申
さ
れ
ず

候
へ
ど
も

(中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よく　　　　　　　ため

　
　
　
　
　
略
)
学
文
と
云
は
道
理
と
無
理
と
を
知
り
分
け
、
身
の
行
ひ
を
能
せ
ん
が
為
に
て
候
、
古
し
へ
よ
り
の
学

文
の
品
く

あ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　あ
　

　
　
　
　
　
ら
く

語
り
候
べ
し
」

と
し
て
、
い
よ
く

「翁
」
の
論
の
披
渥
が
始
ま
る
。
が
、
こ
と
こ
こ
に
到
達
す
る
前
に
、
「順
礼
」
が
諸
国
順
礼
者
達
の
中
に
お

い

て
様
々
な
受
難
に
遭
遇
し
、
そ
の
折
々

「幾
度
か
観
世
音
と
唱

へ
候

へ
ど
も
、
其
験
は
お
は
し
ま
し
候
は
ず
」
、
「仏
も
偽
り
を
の
た
ま
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う
そ

ふ
物

に
て
候
や
ら
ん
」
と
の
問

い
に
対
し
て
、
「翁
」
が
答
え
て

「観
世
音
に
嘘
は
ま
し
ま
さ
ず
、
人
々
の
心
に
嘘
あ
り
と
こ
そ
候
へ
」

と

し
て
、
人
間
の

「誠
と
偽
り
」
の
心
の
顕
現
と
し
て
、
観
音
の

「
し
る
し
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
説
く
。
そ
こ
か
ら

「誠
」
と

「道

理
」

の
論
理
が
展
開
さ
れ
、
か
く
し
て
、
「道
理
」
を
究
め
る
に
於
い
て

「学
文

(問
)」
の
重
要
性
に
つ
い
て
の
思

い
が
語
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
「順
礼
」
の
観
音
信
仰
に
よ
る
霊
験

へ
の
懐
疑
が
、
「翁
」
に
よ

っ
て
打
破
さ
れ
、
あ
る
べ
き
観
音
と

の
対
応
の
あ
り
方
が
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、
従
来
、
仮
名
草
子
の
研
究
史
に
お
い
て
示
さ
れ
て
き
た

『清

水
物

語
』
を

「宗
教
性
の
否
定
」
あ
る
い
は

「排
仏
論
の
展
開
」
と
い
う
把
握
は
、
本
作
品
を
子
細
に
読
み
解
く
限
り
、
ど
う
や
ら
短

絡
的
な
誤
解
で
あ

っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
な
誤
解
は
、
例
え
ば
、
中
村
幸
彦
氏
の

「仮
名
草
子
の
性
格
」
の
中
で
の

次
の
よ
う
な
把
握
に
も
顕
著
に
窺
え
る
。

　
　
朱
子
学
者
朝
山
意
林
庵
の

『清
水
物
語
』
が
早
く
寛
永
十
五
年
に
出
版
さ
れ
た
。
仏
法
を
厳
に
退
け
儒
学
を
生
活

の
原
理
と
す
る

　
　
論
を
展
開
し
た
本
書
は
、
時
代
の
趨
勢
に
対
応
し
た
内
容
を
持
ち
好
評
を
博
し
た
が
、
仏
教
の
側
か
ら
、
さ
ら
に
は
神
道
、
道
教

　
　
ま
で
加
わ
っ
て
、
仮
名
の
草
子
の
間
で
の
、
三
教
論
争
の
口
火
が
切
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
寛
永
中
に
、
清
水
寺
執
行
の
宗
親

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
ヨす

　
　
が
、
早
く
も

『祇
園
物
語
』
を
著
し
て
仏
法
の
尊
ぶ

べ
き
を
論
じ
、
次

い
で

『大
仏
物
語
』

(寛
永
十
九
年
)
『
糺
物
語
』

(承
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
い
ら
い
し

　
　
三
年
)
『海
上
物
語
』

(正
三
門
恵
中
)

(寛
文
六
年
)
な
ど
が
刊
行
さ
れ
、
偲
偶
子
の
ご
と
き
は
、
正
し
く
宗
教

的
、
思
想
書
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　

　
　
い
っ
て
よ
い
。
儒
仏
道
の
三
教

一
致
を
論
じ
た

『百
八
町
記
』
(寛
文
四
年
)
を
出
版
し
た
。

と
、

こ
の
時
代
の
仮
名
草
子
の
動
向
を
簡
潔
に
ま
と
め
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
冒
頭
の

『清
水
物
語
』
に
つ
い
て

「仏
法
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
　
　
　
　
　
　　む

厳
に
退
け
」
「儒
学
を
生
活
の
原
理
と
す
る
論
」
と
い
う
指
摘
は
的
確
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
は
、
江
本
氏

や
青
山
氏

も
指
摘
さ
れ

て

い
る
。
そ
こ
で
私
も
、
よ
り
詳
細
に

『清
水
物
語
』
の
意
図
を
探

っ
て
み
た
い
と
考
え
る
。
と
、
い
う
の
も
、

『清
水
物
語
』
が

「排
仏
論
」
を
主
た
る
眼
目
と
す
る
な
ら
、
「清
水
寺
」
を
想
起
さ
せ
る

『清
水
物
語
』
と
い
う
命
名
は
腋
に
落
ち
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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も
ち
ろ
ん
、
そ
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
こ
そ
作
者
の
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
把
握
に
基
づ
く
意
図
が
強
く
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
と

い
う
理
解
も
可

能

で
あ
ろ
う
が
…
。
そ
こ
で
、
そ
の
意
図
を
可
能
性
の
側
面
か
ら
探

っ
て
お
こ
う
。
と
と
も
に
、
何
故
、
意
林
庵
は
本
作
品
に
上
巻

『清
水
物
語
』
、
下
巻

『清
水
物
語
下
向
』
と
い
う
上

・
下
別
の
名
称
を
付
し
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
よ
う
。

　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
『大
鏡
』
の
体
裁
を
踏
襲
し
た
と
す
る
、
藤
岡
作
太
郎
氏
の
説
が
あ
る
。
即
ち
、

　
　
清
水
は
多
く
の
物
語
の
発
端
に
引
き
出
さ
る

・
所
に
し
て
、
事
の
起
こ
り
は
東
山
に
あ
ら
ざ
る
も
の
稀
な
り
。
翁

の
問
答
を
聞
く

　
　
筋
に
て

(中
略
)
大
鏡
の
体
に
倣
へ
る
も
の
に
て
、
書
き
方
も
頗
る
小
説
に
近
け
れ
ど
、
内
容
は
尚
、
堅
く
る
し
き
も
の
た
る
を

　
　
　
　
　ヨ

　
　
免
れ
ず

と
す

る
指
摘
が
あ
る
。
即
ち
、
清
水
寺
を
モ
ノ
ガ
タ
リ
の
発
端
と
す
る
伝
統
に
立
脚
し
た
様
式
で
も
あ

っ
た
。
更
に
、
野
田
壽
雄
氏
は

『日
本
近
世
小
説
論
-
仮
名
草
子
篇
ー
』
の
中
で
、

　
　
　
あ
る
人
の
問
い
に
主
人
公
が
答
え
て
回
顧
談
を
す
る
と
い
っ
た
問
答
体
は
、
平
安
朝
時
代
の

『大
鏡
』
以
来
の
小
説
形
態
で
あ

　
　
る
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
こ
の
問
答
体
が
仏
教
や
儒
教
の
教
義
の
解
説
に
応
用
さ
れ
、
啓
蒙
的
な
役
割
を
果
た
す

の
が
教
義
問
答

　
　
体
小
説
と
言
え
る
。
こ
の
起
源
を
、
私
は
演
劇
の
延
年
に
あ
る
と
考
え
る
。
延
年
は
、
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代

に
か
け
て
、
奈

　
　
良
や
京
都
の
寺
院
で
お
こ
な
わ
れ
た
演
劇
で
連
事
と
風
流
の
二
種
類
が
あ
る
。

と
し
て
、
『清
水
物
語
』
を
、
「演
劇
」
の
流
れ
に
あ
る

『塵
滴
問
答
』

の
系
統

の
教
義
書

で
あ
る
と
捉
え
、
「物
語
」

と
名
付
け
た
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　

図
の
中
に
小
説
意
識
が
存
在
し
て
い
た
、
と
す
る
。
が
、
こ
こ
で
は
、
敢
え
て
、
私
は
、
幸
若
舞
曲
系
の

『恨
の
介
』
や

『薄
雪
物
語
』

の
恋

の
舞
台
に
設
定
さ
れ
て
い
る
清
水
寺
の
観
音
信
仰
の
モ
チ
ー
フ
の
様
態
を

一
瞥
し
て
お
こ
う
、
と
考
え
る
。
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『清
水
物
語
』
よ
り
も
、
先
に
出
版
さ
れ
、
御
伽
草
子
的
恋
愛
課
の
典
型
を
継
承
し
た

『恨
の
介
』
に
も
、
清
水
寺

の
万
灯
会
を
舞

台
と
し
て
設
定
さ
れ
、
そ
の
清
水
寺
の
本
尊
で
あ
る
観
音
菩
薩
の
果
た
す
役
割
は
大
き
い
。
更
に
又
、
そ
の
後
、
続

い
て
の
刊
行

『薄

雪
物
語
』
に
お
い
て
も
園
部
の
衛
門
と
い
う
男
が
清
水
寺
で
絶
世
の
美
女
を
見
染
め
、
恋
に
陥
り
、
観
音
に
祈
る
こ
と
を
契
機
に
し
て

書
簡

の
往
復
に
よ
り
物
語
は
展
開
す
る
。

　

『恨
の
介
』
も

『薄
雪
物
語
』
も
同
工
異
曲
の
作
品
で
あ
る
が
、
清
水
寺
の
観
音
菩
薩
に
対
す
る
主
人
公
達
の
対
応

に
は
共
通
し
た

精
神
構
造
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た

『恨
の
介
』
や

『薄
雪
物
語
』
に
典
型
と
し
て
描
出
さ
れ
て
い
る
清
水
寺
の
観
世
音

へ
の
盲
目
的
な
信
仰
の
様
態
は
近
世
前
期
の
風
潮
と
い
う
よ
り
、
前
時
代
か
ら
の
継
承
で
あ

っ
た
。
『恨
の
介
』
の
中

の
観
音

へ
の
祈

誓
は
次
の
よ
う
な
展
開
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
あ
ま　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　あ
は

　
　
　
恨
之
介
鯨
り
の
悲
し
さ
に
、
こ
・
に
思
ひ
合
せ
り
。
昔
が
今
に
至
る
ま
で
、
力
に
及
ば
ぬ
事
を
ば
、
何
事
も
神

・
佛

へ
申
習
ひ

　
　
　
　

うけたまは　
　
　
　
　
　
う
へ　
　
　
　
　
らう
　
　
　
　
　
そ

　
　
の
候
と

承

る
。
そ
の
上
か
の
上
膓
様
を
見
初
め
申
せ
し
も
、
清
水
に
て
の
事
な
れ
ば
、
叶
は
ぬ
ま
で
も
、

一
命
を
限
り
に
観
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

じ
ゅ
ず　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　も　
　
　ふ　

　
　
音
を
頼
み
申
さ
ん
と
、
身
を
清
め
申

つ
＼
、
清
水

へ
参
り
つ
＼
、
左
の
格
子
に
通
夜
申
、
数
珠
さ
ら
く

と
押
し
揉
み
て

 と
、
恋
初
め
た
上
膓
の
手
が
か
り
を
得
ん
た
め
、
藁
に
も
す
が
る
思
い
で
、
と
に
か
く
仏
神
に
す
が
ろ
う
と
す
る
極
め
て
幼
稚
な
動
機

か
ら

の
清
水
寺
参
籠
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
民
衆
の
、
と
い
う
よ
り
上
層
階
級
に
あ
る
若
き
武
士
の
精
神
構
造
こ
そ

『清
水
物
語
』
の

中
で
批
判
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
批
判
は
正
鵠
を
射
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
更
に
、
『恨
の
介
』

の
言
辞
を
も
う
少
し

引
用
し
て
み
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ぐわ
ん

　
　
　
そ
も
そ
も
御
山
は
田
村
丸
の
御
建
立
、
大
同
二
年
に
建
て
ら
れ
し
。
万
の
仏
の
願
よ
り
も
千
手
の
誓
ひ
は
頼
も

し
や
。
山
よ
り
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み
な
か
み
き
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
く
　
　
　
せ
い
す
い

　

　

瀧

が

落

つ
れ
ば

、
水

上

清

き

御

寺

と

し

て
、

さ

て

こ

そ
額

に
も

清

水

寺

と

は

打

た

れ

た

り

、
自

ら

幼
少

よ

り

、
小

弓

に
小

矢

の
本

　

　

　

　

　

　

　

　

　
こ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　り
し
ゃ
う

　

　

末

も

知

ら
ざ

り

き

比

よ

り

も

、
千

手

の
誓

ひ
頼

も

し

や

。
今

ま

で
参

り

の
利

生

に
は

、
我

が

思

ふ

一
念

を

叶

は

せ

て
た

び

給

へ
や

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
げ
か
う
　
　
お
り

　

　

我

等

過
ぎ

に

し
十

日

の
比

、

御

前

へ
参

り

つ

」
、

そ

の
下

向

の
折

か
ら

に
、

思

ひ

の
外

の
花
を

見

て

、
露

と
消

え

な

ん

ば

か
り

な

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ぶ
つ
じ
ん
さ
む
ぽ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
う
し
う

　

　

り

。

か

程

に
申

身

つ

か

ら

を

、

い

か

な

る

仏

神

三

宝

も

、

あ

は

れ

と

思

し

め

さ

れ

な

ば

、

心

の
中

の
妄

執

を

晴

ら

し
給

へ
や

、

　

　
く
は
ん
ぜ
を
ん
　
　
　
　
　
　
　
こ
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
し
ゃ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ハお
ソ

　

　

観
世

音

と
三

七

日
籠

れ
ど

も

、
御

利

生

さ

ら

に

無

か

り

け
り

、

と

い

っ
た

塩

梅

で
、

そ

の
参

籠

の
願

い
は

む

な

し

く

見

え

た

が

、

更

に
自

己
俄

悔

を

重

ね

、

理

を

重

ね

て

祈

念

す

る

と

、

不

思
議

や

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　お
り

「御

本

尊

も

納
受

や
ま

し
ま

し
け

ん

、

四

七

日

の

曙

に

仏
前

よ

り

巻

物

一
巻

恨

之

介

が

ま

ど

ろ

む
枕

に
来

る
。
」

と

い
う

験

の
有

様

を

こ

の
物

語

は
展

開

し

て

い
く

。

し

か

し

、

こ

の
恋

の
物

語

の
行

き

つ
く
果

て

は
、

二
人

は

一
度

限

り

の
契

り
を

交

わ

し
、

再

び

の
逢

瀬

は

か

な
わ

ず

恨

之

介

は

恋

の

病

の

た

め

に

は

か
な

く

死

に
、

又

、
上

膳

た
ち

の
後

追

い
心

中

と

い
う
展

開

と

な
り

、
極

め

て
虚

無

的

な

世

界
が

展

開

す

る

の
で

あ

る
。

『薄

雪

物

語

』

の
世

界

も

又

、
設

定

こ
そ

相

違

す

る

が

同
様

の
経

緯

で
あ

る

。

　

か

・
る
近

世

初

期

の
仮

名

草

子

文

学

の
典

型

を

受

け

て

、
意

林

庵

の

『清

水

物

語
』

は
書

か

れ

た

の
で

あ

る

。

従

っ
て
、

『清

水

物

語

』

の
冒

頭

の

一
節

は

、

こ

の
よ

う

な
仮

名

草

子

、
否

、
御

伽

草

子

か

ら
連

綿

と

続

い
て

き

た

、
東

山
清

水

寺

と

い
う

場

を

あ

え

て
設

定

す

る

こ
と

で
、

と

り

あ

え
ず

軽

薄

な

読

者

を

誘

い
、

そ

こ

で
極

め

て
現

実

に

覚

醒

し

た
物

語
を

展

開

さ

せ
る

、

と

い
う

本

作

品

の
趣

向

は
、

作

者

の

コ

つ
の
心

ざ

す

こ
と

あ

り
」

の
意

が

明

白

化

し

て

い
る

と

は
言

え

ま

い
か

。

(四)

 

そ

こ
で
先
ず

、
『清
水
物
語
』

の
上
巻
と
下
巻
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
近
時
、
柳
沢
昌
紀
氏
は

59



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　ぜ

「
『清
水
物
語
』
の
創
作
意
図
1

「心
ざ
す
所
」
と

「下
向
の
心
」
を
め
ぐ

っ
て
-⊥

の
中
で
、
本
作
品
の
上
巻
の
対
話
の
構
図
を
次
の

如
く
示
さ
れ
た
。
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(予

)

聴

問(順
礼
)

(問
答
)

答
(翁
)

　
こ

の
図
示
は
明
解
で
、
上
巻
の
対
話
構
成
を
的
確
に
把
握
で
き
る
。
そ
の
図
に
於
い
て
、
柳
沢
氏
は
、
「上
巻
に
お
け
る
虚
構
の
構

成
要
素
と
し
て
の
対
話
者
の
役
割
は
、
比
較
的
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
『順
礼
』
は
テ
ー
マ
の
提
示
者
と
し
て
、
『翁
』

は
メ
ッ
セ
ー
ジ

の
発
信
者
と
し
て
主
に
機
能
す
る
。
『順
礼
』
が
問
い
を
発
し
、
『翁
』
が
そ
れ
に
答
え
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る
問
答
体
に
よ

っ
て
、
特
に

前
半

の
学
文
論
は
弁
証
法
的
に
深
化
展
開
さ
れ
る
。
伝
統
的
に
寺
院
に
於
け
る
教
学
上
の
議
論
の
典
型
的
方
法
で
も
あ

っ
た
問
答
体
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　

特
性

が
よ
く
生
か
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。」
と
。
柳
沢
氏
が
指
摘
す
る
構
成
は
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
本
作
品
を
氏
の
如
く
儒
教

宣
布

の
意
図
を
狙

っ
た
も
の
と
解
す
る
立
場
に
た
つ
時
、
こ
の
方
法
は
必
ず
し
も
至
当
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
何
故
な

ら

『清
水
物
語
』

の
冒
頭
を
見
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
る　
　　
　　
　　
　　
　
お　　
　　
　　
　　
　　
　　
　
　
　つ
ら　
　　
　
まふ

　
　
　
大
慈
大
悲
の
観
世
音
、
万
の
願
ひ
を
叶
へ
給
は
ず
と
い
ふ
事
な
き
に
や
、
知
も
知
ら
ぬ
も
押
し
な
べ
て
、
袖
を
連
ね
て
詣
で
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
　
る
、
心
の
内
ぞ
思
は
る
・
。

と
い
う
描
写
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
物
語
の

「清
水
」
の
縁
で
、
と
り
あ
え
ず
掲
げ
た
文
章
で
あ
る
。
が
、
作
者
の
意
図
す
る
と
こ

ろ
が
、
ぼ
ん
や
り
と
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
観
音
霊
場
巡
拝
の
群
衆
の
心
根
を
見
透
し
た
鋭
利
な
眼
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。
し
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か

し
、

決

し

て
明

確

に

で

は

な

い
と

こ

ろ

が
本

作

品

の
作

者

の
立
場

を

朧

化

し

て

い
る

と

言

え

る

。

だ

か

ら

と
言

っ
て
、

そ

の
群

衆

を

否

定

、

批

判

す

る
場

に

い
る

わ

け

で
も

な

い
。

そ

の
立

場

を

た

だ

群
衆

と

は

少

し

距

離

を

お

い
た

位

置

に
語

り

手

は

い

る
。

そ

し

て

、

作

者

は

排

仏

論

を
表

明

し

た

と
す

る
把

握

と

は

、

い
さ

さ

か

異

な

る
位

相

に
位

置

す

る

姿

勢

を

保
持

し

て

い
る
と

言

え

る
。

換

言

す

れ

ば

、

例

え

ば

神

道

者

や
国

学

者

、
あ

る

い
は
排

仏

の

思
惟

を

前

面

に
打

ち

出

し

た

儒

者

と

も

異

な

る

視

点

か
ら

の
世

俗

描

写

で
あ

る
。

そ

の

こ
と

は

、

こ

の
文

章

の
あ

と

展

開

さ

れ

る
自

己

の
状

況

の
説

明

か

ら
も

明

白

で
あ

る

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　し
ぐ
れ
　
　
あ
は

　

　

　

予
も

又
其

折

節

、
柴

の
戸

を
立

出

で

て

、
音

羽

の
山

つ

た

ひ
紅

葉

に
賞

で

＼
日

を
暮

し

、
月

の
前

の
時

雨

物

哀

れ

な

り

し

か
ば

、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
と
り
あ
へ　
　
　
　た
む
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　こ
ご
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
も
　
　
ゐ

　
　
し
ば
し
御
堂
に
立
寄
り
、
取
敢
ず
の
手
向
な
ど
物
し
て
、
愛
か
し
こ
に
目
を
配
り
つ
＼
籠
り
居
た
る
人
く

の
物
語
す
る
を
立
聞

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

つ
い
ゑ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　お
き
な
　
　
　
ま
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
な

　

　

し

て
休

ら

ふ

所

に

、
国

に
杖

つ
く

ば

か
り

な

る

翁

と

、

惑

は

ぬ
年

と

見

え

た

る
順

礼

と

、
お

か

し
き

問

答

を

し

け

り

。

言
葉

は

鄙

　

　

　

　

　

　

ザン
ほ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　

　

　
び

た

れ
ど

も

理

は

い
と

あ

り

が

た

く
覚

え

て

、
夜

も

既

に
明

け

な

ん

と
す

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

め

　

今

、

語

り

手

が

、

こ

こ

に
居

る

の
は

「
紅
葉

に
賞

で

・
」

柴

の
庵

を

立

出

で

て

「
月

の
前

の
時

雨

物

哀

れ

」

と

思

い
、

そ

の

つ

い
で

に

「
し
ば

し
御

堂

に
立

寄

り

、

取

敢

え
ず

の
手
向

な

ど

物

し
」

と

積

極

的

観
音

参

詣

で
な

い

「予

」

の
視

座

が

示

さ

れ

て

い
る

。

そ

の

上

で

、

こ

こ

に

参

籠

す

る

群

衆

の
声

の
中

か

ら
聞

き

分

け

得

た

の
が

、

「
翁

」

と

「
順

礼

」

の
問

答

で
あ

っ
た

と

い
う

の

が

、

こ

の

「
物

語

」

の
発

端

で
あ

っ
た

。

こ

こ

に

は

、
す

で

に

「清

水

寺

」

と

い
う
存

在

に

た

だ

合

一
化

し

よ

う

と

す

る

巡

礼

者

と

は
異

な

る
も

の

の
姿

勢

が

示

さ

れ

て

い
る

。

　

と

こ

ろ

で
、

こ

こ

に
設

定

さ

れ

て

い
る

、

「
順

礼

」

と

「翁

」

の
組

み
合

わ

せ

は

注

目

し

て

よ

い
。
何

故

な

ら

、

「順

礼

」

は
諸

国

の

観

音

霊

場

を

参

拝

す

る
熱

い
観

音

信

奉

者

で
あ

る

は
ず

で
あ

る

。

そ

の

「順

礼

」

が

い

か
な

る

動

機

で

今

、

こ

の

「清

水

寺

」

に
参

籠

し

て

い

る

か

と

い
う

「
心

の

内

」

を

明

確

化

す

る

と

こ
ろ

に

作

者

の
意

図

が

窺

え

る

か

ら

で
あ

る
。

又

、

そ

れ

に
答

え

る
者

が

「翁

」

と
設

定

さ

れ

て

い
る

こ

と

も

興

味

を

誘

う

も

の
が

あ

る

。

「翁

」

は

『清

水

寺

縁

起

』

の
白

衣

、
白

髪

の
老

居

士

行

叡

を

踏

ま

え

た

設

61



定
と
考
え
ら
れ
る
節
が
あ
る
。
し
か
し
、
『清
水
寺
縁
起
』
に
登
場
す
る
老
居
士
の
持
つ
神
秘
性
は
削
除
さ
れ
、
自
身

で

「我
等
如
き

の
者
」
と
謙
遜
さ
せ
な
が
ら
も
、
そ
の
退
場

の
あ
り
方
は
、
『縁
起
』
の
保
持
す
る
神
秘
性
が
皆
無
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
に

『清
水
物
語
』
上
巻
の
位
相
が
顕
著
に
示
さ
れ
て
い
る
。
何
故
な
ら
ば
、
作
者
の
意
図
は
単
純
な
排
仏
論
を
狙

っ
た
も

の
で
な
い
こ
と

に
気
づ
か
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
「順
礼
」
の
先
に
掲
げ
た
問

い
の
内
容
、
そ
れ
に
対
す
る

「翁
」
の
答
え
、
ま
ず

こ

こ
を
精
密
に
把
握
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
冒
頭
の

「予
」
の
登
場
の
舞
台
を
清
水
寺
参
籠
の
場
に
設
定

し
た
こ
と
。
さ

ら
に
、
「順
礼
」
に
答
え
る

「翁
」
を
、
清
水
寺
造
営
の
発
端
と
し
て
登
場
す
る
超
人
の
面
影
を
持

つ

『清
水
寺
縁
起
』
の
中
の

「翁
」

を
思
わ
せ
る
者
に
答
え
さ
せ
、
そ
の
二
人
の
問
答
を

「予
」
が
耳
を
そ
ば
だ
て
て
記
し
留
め
て
い
く
と
い
う
の
が
上
巻

の
構
成
で
あ

っ

た
。
そ
の
構
成
と
問
答
と
の
関
係
を
読
み
解
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
更
に

『清
水
物
語
下
向
』
と
命
名
し
た
下
巻
の
設
定

の
意
図
が
よ
り

鮮
明

に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
先
ず
、
「順
礼
」
と

「翁
」
と
の
問
答
の
最
初

の
問
題
。
即
ち
、
観
音
力

に
つ
い
て
の

「翁
」
の
答
弁

の
内
容
、
そ
し
て
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
の

「順
礼
」
の
理
解
、
そ
こ
か
ら
展
開
す
る

「翁
」
の
学
文
論
、
そ
の
学
文

論
か
ら
導
き
出
さ
れ
た

「誠
」
と

「道
理
」
に
つ
い
て
の
内
容
構
成
の
あ
り
方
を
、
直
ち
に
儒
者
の
仏
道
批
判
と
読
み
解
く
こ
と
は
果

た
し
て
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
「祈
ら
ず
と
て
も
神
や
守
ら
ん
」
の
関
係
を
も

っ
て
示
さ
れ
る

「順
礼
」
の
質
問
に
対
す

る

「翁
」
の
論

法
は
、
仏
道
批
判
と
い
う
よ
り
も
、
仏
教
の
本
来
性
に
帰
そ
う
と
す
る
姿
勢
が
顕
著
で
あ
る
。
そ
れ
は
仏
教
教
団
の
形
骸
化
や
僧
侶
の

堕
落

へ
の
批
判
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
の
ス
ポ
ン
サ
ー
と
し
て
の
将
軍
や
大
名
達
の
現
世
利
益
的
希
求
、
国
家
繁
栄
の
利
己

的
信

仰
の
非
合
理
性
を
示
唆
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
の
あ
ら
わ
れ
と
解
す
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
仏
教
界
の
隆
盛
期
を
迎
え
て
の
極
め

て
素
朴
な
発
想
か
ら
の
警
告
で
あ

っ
て
、
本
書
の
主
眼
は
理
の
当
然
だ
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
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近
世
仏
教
の
形
骸
化
、
そ
れ
に
よ
る
堕
落
と
い
う
図
式
の
鋭
利
な
分
析
は
、
辻
善
之
介

『日
本
仏
教
史
』

(近
世
篇
之

一
～
四
)
に

詳
述
さ
れ
て
い
る
。
が
、
そ
の
後
の
近
世
仏
教
史
の
研
究
に
お
い
て
は
、
そ
の
現
実
を
認
識
し
つ
つ
も
、
更
に
そ
の
呪
縛
か
ら
如
何
に

脱
却
す
る
か
を
課
題
に
し
な
が
ら
、
今
日
に
到

っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
過
程
に
於
い
て
新
た
な
方
法
に
よ
る
近
世
仏
教
の
積
極
的

側
面

へ
の
評
価
の
考
察
も
提
示
さ
れ
て
は
い
る
。
が
、
辻
氏
の
提
示
を
克
服
す
る
程
の
展
開
に
は
至

っ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

仏
教

の
堕
落
の
現
実
の
中
で
提
示
さ
れ
た
儒
教
思
想
の
側
か
ら
の
問
題
提
起
は
、
排
仏
論
の
色
彩
を
濃
厚
に
漂
わ
せ
な
が
ら
も
、
仏
教

の
側
に
し
て
み
れ
ば
、
仏
教
信
仰
の
本
来
性
に
立
ち
返

っ
て
の
原
理
主
義
的
思
考

へ
の
反
省
を
促
が
さ
れ
、
そ
の
意
味

で
究
極
的
な
堕

落
か
ら
立
ち
直
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
に
於
い
て
、
『清
水
物
語
』

の
中
に
示
す
、
「翁
」
の
論
理
は
、
仏
教

的
真

理
を
儒
教
的
学
問
論
の
提
示
に
よ

っ
て
覚
醒
さ
せ
る
に
十
分
な
力
を
発
揮
し
得
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
極
め
て
良
心
的
、

あ
る

い
は
仏
道
の
是
々
非
々
を
心
得
た
も
の
の
み
の
可
能
な
発
言
で
あ
り
、
『清
水
物
語
』
は
そ
の
意
味
で
正
当
な
近
世
初
期
の
仏
教

界

へ
の
警
告
で
あ

っ
た
。
即
ち
、
『清
水
物
語
』
の
作
者
の
視
点
は
、
仏
教
信
仰
本
来
の
原
理
主
義
に
立
ち
返
る
と
こ
ろ
か
ら
の
反
省

で
、
「心
さ
へ
誠
の
道
に
か
な
ひ
な
ば
、
祈
ら
ず
と
て
も
」
の
精
神
を
貫
徹
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ

っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
花
田
富

二
夫
氏
は

「
『清
水
物
語
』
の
検
討
ー

『翁
問
答
』
と
の
対
比
を
中
心
に
ー
」
に
於
い
て
、
意
林
庵
の

『清
水

物
語
』
と
、
そ
れ
に
先
行
す
る
中
江
藤
樹
の

『翁
問
答
』

(慶
安
二
年
刊
行
)
と
の
類
同
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
即
ち
、
「『清
水
物
語
』

　
　
　
　
　
　

こ
ころざ
し

が
全
編
あ
る

〈

志
　
〉
に
基
づ
い
て
論
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
序
文
に
明
記
す
る
所
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
『孟
子
』

万
章
上
の
語
句

に
基
づ
き
、
そ
の
本
意

(H
志
)
を
読
み
取
る
こ
と
を
要
求
す
る

『翁
問
答
』
序
文
の
精
神
と
既
に
類
同
す
る
。
志
は
心
の
発
し
た
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ず
い

に
し
た
が
う
処
で
気

の
帥

(『孟
子
』
公
孫
丑
章
句
上
)
も

っ
て
小
人
君
子
を
弁
別
生
成
せ
し
む
る
原
初
で
も
あ
る
。
こ
の
志
気
が
平
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易

直

裁

な

表

現

の
も

と

、
人

々

に
啓

蒙

鼓

吹

さ
れ

る
。

こ

の

思

想

の
中

核

を

成

す

も

の
が

〈
1

>

「真

正

の
学

問

の
在

り

方

と

そ

の

獲

得

方

法

等
」

〈H

>

「天

道

・
人

倫

の
秩
序

等

」

の
論

点

で
あ

る
。

此

処

に
意

林

庵

の
依

っ
て
立

つ

べ
き
思

想

性

を

感

取

す

る

こ
と

が

出

　

　　
　

来

る

。
」

と

し

、
両

者

を

比

較

・
分

析
す

る

。

『清

水

物

語

』

と

他

の
著

作

と

の
類

同

に

つ

い
て

は

、

三
浦

邦

夫

氏

に

よ

り

『
可

笑

記

』

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　　

(寛

永

十

九

年

)

と

の
比

較

も

備

わ

る

。
従

っ
て

、
意

林

庵

の

『清

水

物

語
』

が

、

こ

の
時

代

の
思

潮

の
中

に
あ

っ
て
孤

立

し
た

も

の

で

は

な
く

、
時

代

の
気

運

を
背

負

っ
た

著

作

で
も

あ

る

こ

と

は
言

う
ま

で
も

な

い
。
し

か

し

な

が

ら
、

こ

の
よ

う

な
儒

学

者

の
多

く

は

、

徳

川
政

治

へ
の
賛

同

者

で
あ

っ
た

こ
と

は

、
彼

等

が

幕

府

や

藩

の
お

抱

え

で

あ

っ
た

こ

と

に
よ

る
。

そ

の

こ
と

は

弱

点

で

あ

っ
た

に

し

て
も

、

『清

水

物

語

』

に
滲

ま

せ
る
幕

府

上

層

部

へ
の
訓

戒

は

、

ど

こ

ま

で
誠

意

が

貫

か
れ

て

い
る

の

で
あ

ろ

う

か
。

例

え
ば

、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
く
わ
ん
じ
ん
は
つ
と

　

順

礼

日

、

「
諸
国

に
賢

き

様

に

て

、
大

や

け

な

ら

ぬ
事

こ

そ
候

へ
、

(中

略

)

又

、
諸

観

進

法

度

の
高

札

あ

り

、
何

事

そ

や

、

や

る
ま

　

　

　

　

　

す

　

じ
き

に

て
済

む
事

な

る

べ
し
。

高

札

は
今

め

か

し

き

。

昔

よ

り

天

子
も

許

し
給

ひ
、

天

下

取

君

も

許

し

給

ひ

し

事

な

り

。
今

更

我

が

　

国

と

て
世
中

の
そ

し

り
を

顧

み

ぬ
高

札

な

り

。

又

、
年

貢

を

な

さ

ぬ

う
ち

は

、
借

銭

返

す

な

と

い
ふ

高
札

あ

り

。
高

札

な
ど

は
天

下

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

も
ろ
こ
し
　
　
わ
が
て
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　わ
たくじ

　

の
人

尤

と

い

ふ
事

を

こ

そ
書

べ
き

に

、
大

方

唐

土

も

我

朝

に

も
札

に
書

事

は

其

様

あ

り

。

余

り

に
文

盲

に

し

て
私

び

れ

た

る
事

を

、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
か
や
う
　
　
　
　
　い
か
ん
　　
　

　
高

札

に
書

か

ん

と
思

ふ

心

の
内

、

浅

は

か
な

り

。

斯

様

の
事

は

如
何

　

。
」

と

い

う

、
順

礼

の

「浪

人
法

度

」

や

「
諸
観

進
法

度

の
高

札

」

等

々

を

非

難

し

た

上

で

の
そ

の

こ
と

が

「余

り

に
文

盲

に

し

て
云

々
」

と

「
翁

」

に
詰

問

す

る
場

面

で

、

「
翁

」

は

「
子

細

も

や
候

ら
ん

、

い
ざ

知

ら
ず

」

と
消

極
的

な
姿

勢

を

示

し

、

更

に

「
今

の
代

の
御

ま
つ
り

政
事
如
何
」
の
問
い
に
対
し
て
も
、
「翁
」
は

「御
慈
悲
の
御
心
深
く
、
あ
り
が
た
き
た
め
し
と
こ
そ
、
野
の
末
、
山

の
奥
ま
で
も
承

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　あ
　

り
て
候

へ
、
其
の
外
の
事
は
我
等
如
き
者
に
は
語
る
人
も
な
け
れ
ば
聞
く
事
も
な
く
候
。」
と
答
え
て

「滝
の
方

へ
行
か
と
見
え
て
」

消
え
失
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
作
者
の
表
現
の
姿
勢
を
、
谷
脇
理
史
氏
は
、
「こ
の
よ
う
な
逃
げ
は
、
分
る
人
に
は
分

る
は
ず
と
考
え
る
作
者
の
、
自
主
規
制
を
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
に
転
じ
た
戦
略
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
作
者
が

『清
水
物
語
』
全
体
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の
中
で
も

『御
政
事
』
を
あ
ら
わ
に
批
判
す
る
部
分
は
、
わ
ず
か
で
あ
り

(中
略
)
鋭
鋒
を
あ
ま
り
に
隠
し
過
ぎ
て

い
る
よ
う
に
見
う

　
　
　
ま
　

け
ら
れ
る
。」
と
し
て
、
渡
辺
氏
が
指
摘
す
る
程
に
は
批
判
濃
厚
と
は
解
せ
な
い
と
し
、
そ
の
こ
と
が

「公
刊
に
よ

る
ト
ラ
ブ
ル
発
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　　

を
防
ぐ
た
め
の
自
主
規
制
の
意
識
」
に
よ
る
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
、
柳
沢
氏
は
谷
脇
説
を
否
定
し
て
、
逆
に
批
判
の
積
極
性
を
認
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　

現
体
制
構
成
員
と
し
て
の
作
者
の
姿
勢
を
評
価
す
る
。
し
か
し
、
私
は
津
田
左
右
吉
氏
が

「儒
教
仁
政
論
は

『清
水
物
語
』
な
ど
通
俗

的
な
も
の
に
も
見
え
て
ゐ
る
の
を
思
ふ
と
、
或
は
当
時
に
於
い
て
農
民
が
荷
重
の
租
税
賦
役
を
課
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
に
対
し
、
実
際
問

題
と
し
て
考

へ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、

一
方
で
現
に
さ
う
い
ふ
課
税
を
行

つ
て
ゐ
る
徳
川
氏
の
政
を
仁
政
と
し
て
謳
歌
し
て
ゐ
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　

ら
、
そ
れ
も
畢
寛
空
論
に
過
ぎ
な
い
。」
と
指
摘
す
る
意
見
に
賛
成
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
「翁
」
の
言
う

「御
慈
悲
の
御
心
深
く
、

あ
り
が
た
き
た
め
し
と
こ
そ
、
野
の
末
、
山
の
奥
ま
で
も
承
り
て
候
へ
」
と
い
う
の
は
、
政
事
を
間
う
た

「順
礼
」

の
問
い
に
、
清
水

寺

の
観
世
音
の
慈
悲
に
す
り
替
え
た
応
答
の
仕
方
で
あ

っ
て
、
そ
れ
故
に
政
事
と
抵
触
し
な
い
形
で

「我
等
如
き
の
者
に
は
、
語
る
人

も
な
け
れ
ば
、
聞
く
事
も
な
く
候
」
、
「由
な
き
長
物
語
に
夜
も
明
け
ぬ
べ
く
な
り
候
と
て
…
」
と
朧
化
し
て
消
え
去

る
の
で
あ
る
。
柳

沢
氏
は
こ
の
場
面
を

「
『翁
』

の
仏
神
性
を
帯
び
た
退
場
は
と

っ
て
つ
け
た
よ
う
な
印
象
を
拭
え
な
い
。
し
か
も
そ
れ
は
、
自
ら
を

『我
等
如
き
の
者
』
と
卑
称
し
た
上
で
の
退
場
で
あ

っ
た
。
こ
の
こ
と
は
上
巻
の
冒
頭
が

『大
慈
大
悲
の
観
世
音
、
万
の
願
ひ
を
叶
へ

給
は
ず
と
い
ふ
事
な
き
に
や
』
と
語
り
始
め
ら
れ
な
が
ら
、
直
後
の
観
世
音
の
効
験
に
関
す
る
問
答
が
観
音
の
仏
性
を
剥
ぎ
落
と
す
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　

向
に
展
開
し
て
し
ま
う
こ
と
と
等
し
く
対
応
し
て
い
る
。」
と
す
る
。
が
、
果
た
し
て
こ
の
解
は
正
し
い
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
先
に
述

べ
た
如
く
、
「政
事
」
へ
の
批
判
や
、
当
代
の
君
主
に
つ
い
て
の
批
判
を
冒
頭
の
観
世
音
に
対
応
さ
せ
る
形
で

「御
慈
悲
の
御
心
深
く
、

あ
り
が
た
き
た
め
し
と
こ
そ
」
と
答
え
た
の
は
観
音
の
慈
悲
の
思
い
が
政
事
に
も
反
映
し
て
い
る
は
ず

で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
で
、

「翁
」
の
仏
神
性
が
こ
の
末
尾
で
確
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
当
代
の
政
事
は
と
も
か
く
、
国
土
と
し
て
の
自
然

は
観
音
の
慈
悲

の
光

に
よ
り
、
「野
の
末
、
山
の
奥
ま
で
」
慈
光
は
届
い
て
い
る
と
朧
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
従

っ
て
柳
沢
氏
が

「清
水
寺
と
い
う
対
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話

の
"
場

"
に
よ

っ
て
本
来
仏
神
性
を
帯
び
る
べ
き

「翁
」
が
現
実
的
な
老
人
と
し
て
登
場
し
、
観
音
経
の
効
験
を
骨

抜
き
に
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

お
　

と
は

『清
水
物
語
』
の

〈場
の
構
造
〉
が
形
骸
化
し
て
い
る
」
と
す
る
解
釈
は
い
さ
さ
か
無
理
で
あ
る
と
思
う
。
何
故
な
ら

「翁
」
は

「万

の
品
を
問
わ
れ
る
も
の
と
し
て
条
件
を
付
与
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
に
お
い
て
は
、
や
は
り

「翁
」
の
応
答
は
観

音
の
使
者
的
側
面
を
保
持
し
て
の
存
在
と
し
て
の
仏
神
性
は
十
分
発
揮
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
が
、
作
者
は
敢
え
て
神
秘
性
か
ら

脱
却

し
た

「翁
」
を
装
わ
せ
る
こ
と
で
、
現
実
的
な

「順
礼
」
の
問
い
に
現
実
的
論
理
と
理
性
で
応
答
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
朱

子
学
的
論
理
の
有
効
性
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
仏
教
本
来

の
原
理
主
義
と
朱
子
学
的
理
論
と
、
あ
る
種
の

一
体
化
を
示

し
、
そ
れ
が
又
、

近
世
期
の
仏
教
本
来
の
あ
る
べ
き
変
容
の
姿
勢
で
あ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
仏
教
の
原
理
主
義
と
は
、
あ
る
い
は
意
林
庵
が

か

つ
て
体
得
し
た
は
ず

の
仏
教
と
り
わ
け
禅
学
の
示
す
原
理
主
義
と
呼
応
す
る
は
ず
の
も
の
で
あ

っ
た
。
従

っ
て

「順
礼
」
の
抱
く
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

み
な
　
　た
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　た
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　れ　

音
経

の

一若
し
こ
の
観
世
音
菩
薩
の
名
を
持
つ
も
の
有
ら
ば
、
設
ひ
大
火
に
入
る
と
も
、
火
も
焼
く
こ
と
能
は
ず
云
々
」
の
中
世
的
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
みな

音
信
仰
の
霊
験
で
は
な
く
、
む
し
ろ

「諸
の
苦
悩
を
受
け
ん
に
、
こ
の
観
世
音
菩
薩
を
聞
き
て

一
心
に
名
を
称
え
ば
、
観
世
音
菩
薩
は

た
だ
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハぬ
　

即
時
に
そ
の
音
声
に
観
じ
て
皆
、
解
脱
を
得
せ
し
め
ん
」
の
方
に
比
重
が
か
か
る
理
解
の
提
示
へ
変
容
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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(六)

 

　
上
巻
は
、
「翁
」
と

「順
礼
」
の
問
答
の
形
式
が
主
流
を
占
め
て
い
た
が
、
下
巻
は

『清
水
物
語
下
向
』
と
態
々
表
題
に
示
す
如
く

清
水
寺
を
後
に
し
て
、
塵
界

へ
降
り
行
く
道
中
で
遭
遇
し
た
巷
間
の
人
々
が
相
互
に
対
話
し
て
い
る
様
子
を
客
観
的
に
描
出
し
て
い
く

と
い
う
手
法
を
と

っ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
手
法
に
つ
い
て
、
野
田
壽
雄
氏
は

「清
水
寺
で
の
見
聞
と
い
っ
た
形
を
除
け
ば
、
小
説
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

お
　

し
く
な
い
小
説
で
あ
る
が
、
著
者
が

「物
語
」
と
名
付
け
た
意
図
の
中
に
は
、
や
は
り
小
説
意
識
が
存
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。」
と
す
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る
が
、
下
巻
は
と
り
わ
け
そ
の
印
象
が
濃

い
。
作
者
が
下
巻
を

『清
水
物
語
下
向
』
と
し
た
意
図
は
、
例
え
ば

『恨

の
介
』
に
あ

っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ほ
か　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
ハも

「我
過
ぎ
に
し
十
日
の
頃
、
御
前

へ
参
り

つ
・
、
そ
の
下
向
の
折
か
ら
に
、
思
ひ
の
外
の
花
を
見
て
云
々
」

の
営
為
と
何
等
変
わ
り
は

な

い
。
た
ゴ

『清
水
物
語
』
を
契
機
と
し
て
誕
生
し
た

『祇
園
物
語
』
に
お
け
る
こ
だ
わ
り
は
、

一
応
注
意
し
て
お

い
た
方
が
よ
い
で

あ
ろ
う
。

　
　

は
じ
め
に
、
清
水
物
語
下
向
、
と
か
・
れ
た
る

ハ
、
心
あ
り
、
と
聞
え
た
り
、
末
に
も
、
こ
れ
ぞ
、
下
向
の
心
な
り
け
る
、
と
留

　
　
　
　
　
お
　

　
　
ら
れ
た
り

と
、
『清
水
物
語
』
の
構
成
の
意
図
を
分
析
し
て
い
る
。
『祇
園
物
語
』
が

『清
水
物
語
』
の
内
容
を
批
判
す
る
こ
と
を
契
機
に
成
立
し

た

こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
両
者
を
読
み
比
べ
て
見
る
限
り
に
お
い
て
、
必
ず
し
も
従
来
の
理
解
の
如
く
、
『清
水
物

語
』
H
排
仏
論
、

『祇
園
物
語
』
11
擁
仏
論
、
と
い
う
図
式
は
妥
当
で
は
な
い
。
歴
史
的
な
流
れ
を
省
み
れ
ば
、
清
水
寺
は
周
囲
の
寺

々
と
は
境
界
争

い

を
繰
り
返
し
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
と
も
に
南
都
の
興
福
寺
を
本
寺
と
す
る
祇
園
感
神
院

(八
坂
神
社
)
と
は

折
々
摩
擦
を
生
じ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
世
間

一
般
に
浸
透
し
て
い
る
対
立
意
識
も
、
あ
る
い
は
出
版
元
は
計
算

に
入
れ
て
題
名
を
付
け
た
と
考
え
て
み
る
の
も

一
興
で
あ
り
、
し
か
も

『祇
園
物
語
』
と
題
す
る
作
品
の
作
者
が
、
清
水
寺
の
執
行

・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

宗
親
僧
都
で
あ
る
と
す
れ
ば
尚
更
で
あ
る
。
両
者
、
あ
る
種
強
烈
な
競
争
意
識
を
秘
め
て
も
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず

、
内
容
は
青
山

忠

一
氏
の
指
摘
の
如
く

『祇
園
物
語
』
は
、
「全
体
と
し
て
は

『清
水
物
語
』

の
言
説
を
比
較
的
よ
く
取
り
入
れ
、
論
理
的
に
儒
仏
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

教
の
主
張
を
よ
く
取
り
ま
と
め
て
紹
介
し
て
い
る
」
の
で
あ

っ
て
、
仮
名
草
子
本
来
の

「啓
蒙
教
訓
書
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
が
正

当

と
い
え
よ
う
。
と
は
言
う
も
の
の

『清
水
物
語
』
の
下
向
に
お
い
て
、
先
ず
作
者
が
出
会
う
の
は
、
「道
す
が
ら
談
義
を
述
べ
」
る

「上
人
と
覚
し
き
沙
門
」
で
あ

っ
た
。
そ
の
沙
門
の

「談
義
」
に

一
々
難
詰
し
つ
つ
、
挙
げ
句
の
果
て
に

「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

Σ
ろ
む
べ
し
。
我
等
は
念
仏
な
ど
唱
へ
、
題
目

な
ど
唱

へ
て
罪
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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
。」
と
滑
稽
化
し
て
描
き
出
し
て
い
る
。

恐
ら
く
、
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
男
は
、

一
向
宗
徒
か
法
華
宗
徒
に
仮
託
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
描
写
が
多
様
化
し
て
い

る
と
こ
ろ
が
下
巻
の
方
が
文
学
化
の
傾
向
を
強
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
思
想
的
に
は
作
者
は
こ
の
光
景
に
対
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　

　
　
心
静
か
に
問
答
し
た
ら
ん
に
、
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

と
、
極
め
て
冷
静
な
判
断
を
下
し
て
い
る
。
又
、
「臭
は
化
物
に
な
る
」
と
い
う
風
評
に
対
し
て
も
、
そ
れ
ら

一
連

の
怪
異
を
否
定
す

る
。
こ
れ
も
時
代
を
反
映
し
て
い
て
理
性
的
で
あ
る
。
次
々
と
展
開
さ
れ
て
い
く

「下
向
」
の
道
程
に
お
け
る
庶
民
達
の
問
答
に
顕
現

さ
れ
て
い
る
問
題
提
起
は
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
分
析
は
後
日
に
ま
わ
し
、
最
後
に
下
巻
末
尾
に
示
す
次

の

一
文
に
つ
い
て

触
れ
て
お
こ
う
。

　
　
天
を
楽
し
み
憂
ひ
な
く
し
て
後
、

一
の
憂
ひ
有
、
す
る
事
な
く
し
て
後
、
空
の
名
残
い
そ
が
は
し
。
思
ふ
事
な
く
し
て
後
、
思
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ホ
　

　
　
ざ
る
事
な
し
。
こ
れ
ぞ
下
向
の
心
な
り
け
る
。

　

い
さ
さ
か
、
難
解
な
言
辞
で
あ
る
が
、
こ
こ
に

「こ
れ
ぞ
下
向
の
心
な
り
け
る
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
こ
が
下
巻
の
総
括
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　む

柳
沢
氏
は
、
こ
れ
は
序
文
と
対
応
し
て
い
て
、
「序
文
に
対
す
る
結
び
と
し
て
こ
の
部
分
を
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
」
と
す
る
。
し

か
し
、
序
文
は
上

・
下
両
者
ま
と
め
て
の

「志
」

の
開
陳
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、
「下
向
の
心
」
は

『清
水
物
語
下
向
』

を
意
図
し
て
ま
と
め
た
文
章
で
あ

っ
て
、
「序
」
と
対
応
し
て
考
え
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
。

　
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
評
言
は
少
し
唐
突
で
い
さ
さ
か
理
解
に
苦
し
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。
『祇
園
物
語
』
で
は

『清
水
物
語
』

を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
た
か
を
見
て
み
よ
う
。
入
道
の
言
葉
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

く
ロつ

　
　
　
此
物
が
た
り
は
、
上
下
二
冊
候
。
大
か
た
は
空
言
と
申
も
の
か
。
上
巻
に
は
、
清
水
ま
い
り
の
順
礼
と
、
翁
と
、
色
々
問
答
あ

　

　
り

。

下

巻

に

は

、

清

水

よ

り

、
下

向

の
道

す

が

ら

、
沙

門

の

、

談

義

よ

り

、

は

じ
め

、

色

く

、
お

も

し

ろ

き
心

得

と

も

あ

り

。



近世文学と仏教思想

　

　

か

や

う

に
、

清

水

上

下

向

の

、
時

の
有

さ
ま

を

書

候

に
よ

り

、

清

水
物

が

た

り

と

、
申

に

や
た

・
し
、

清

水

の
事

に

よ

せ

、
世

上

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　ヨ

　

　

の
人

の
、

心

の
け

が
れ

を

、
あ

ら

ひ
け

る

、

心

も

や
有

ら
ん

。

と

、

「入

道

」

は

「
作
者

の
本

意

を

し
ら
ず

」

と

断

わ

り

な

が

ら

も

、

『清

水

物

語
』

の
本

質

を

的

確

に

お

さ
え

て

い
る

と

、
私

も

読

む

。

更

に
、

「
下
向

の
心

」

に

つ

い
て
も

、

　

　

　

は

じ

め

に

、
清

水

物

語

下

向

、

と

か

か

れ

た

る

は

、
心

あ
り

、

と

聞

へ
た

り

。
末

に
も

、

こ
れ

ぞ

下

向

の
心

な

り

け

る

、

と
留

　

　

　

　

　

　
　お
　

　

　
め

ら

れ

た

り

と

、

い
ず

れ

も

『祇

園

物

語

』

中

の
読

み

が

最
も

素

直

な
把

握

と

私

に

は

思

わ

れ

る

。

そ

の
後

、

『清

水

物

語

』

の
研

究

者

の
把
握

は

、

各

々
微

妙

に
相

違

を

示

す

。

渡

辺

憲

司

氏

は
、

「
『清

水

物

語

』

の
作

者

は

、
そ

の
啓

蒙

精

神

の
故

に
下

向

し

た

の

で
あ

る

。

し

か

し

、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ハ　

下

向

の
結

果

は
儒

教

的

理

性

の
破

綻

と

文

芸

的
形

式

の
未

消

化

で

し
か

な

か

っ
た

。
」

と
す

る

。
柳

沢

氏

は
、

花

田

氏

の

い
う

「
下
向

」

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ま
　

と

『周

易

』

の

コ
几
竜

有

悔

」

や

「
天

道

彪

盈

」

の
論

理

と
連

関
す

る

と

の
指

摘

に
示

唆

を

得

て

、
更

に

、
渡

辺

氏

の

具

体

的

文

辞

　

　

　

　

　

　

　お
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
ミ

　
ヲ

ル

の
照

合

に
基

づ

き

つ

つ

「
天

を

楽

し

み
憂

い
な

く

し

て
後

、

一
の
憂

い
有

」

を

、

『周

易

』

繋

辞

上

伝

第

四
章

の
中

の

「
楽

レ
天

知

　

ヲ　
　
　
　
ニ　
　
　
　
　
ヘ

レ
命

。

故

不

レ
憂

。
」

に

基

づ

き

、

又

、

「す

る
事

な

く

し

て
後

、
空

の

名
残

い
そ

が

は

し
」
、

「
思

ふ
事

な

く

し

て

後

、

思

は
ざ

る

事
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モ
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ス
ル
コ
ト
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な
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同

じ
く

『周

易

』

の
繋

辞
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伝
第

十

章

の

「
易

元

レ
思

也

。

元

レ
為

也

。
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に

拠

る

こ
と
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つ

つ
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一
連
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ハを

結
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の
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辞

は

コ
几
竜

の
悔

」

論

を
表

現
を

か

え

て
繰

り

返

し
た

も

の
と

把
握

す

る
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こ

こ
ま

で

の
指

摘

は
妥

当

な

見

解

と

考

え

ら

れ

る

が

、
更

に

、

そ

の

こ
と

を

君

主

論

に
結

び

つ
け

て

の
展

開

は

、

作

者

が

思
考

の
回

路

を

そ

こ
ま

で
整

理

し

て

い
た

か
ど

う

か

と

い
う

こ
と

に

な

る

と

、
俄

か

に

は
肯

定

出

来

な

い
。

む

し

ろ

、

『祇

園

物

語
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の
作

者

の

理
解

に
示

す

と

こ

ろ

の

「惣

じ

て

、
今

ま

で

の
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か

た

り

を

き

・
申

に
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(下

巻

の
内

容

は
)
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巻

の
知
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勇

の
沙

汰

よ
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お
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な
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事

ど
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な
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)
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向

と

、
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じ
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に
お

か

れ

候

は

、

か

や
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故

に

て
あ

ら

ん

」

の
把

握

が

妥

当

と

考

え

ら

れ

る
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換
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す
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寺

へ
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と
い
う
上
昇
志
向
に
於
い
て
啓
発
さ
れ
た
精
神
は
参
籠
の
間
は
迷

い
が
晴
れ
て

一
時
澄
み
渡
る
が
、

一
度
び
下
界

(現
実
)
へ
眼
を
転

ず
れ
ば
、
又
新
た
に
憂
響
な
出
来
事
の
前
に
さ
ら
さ
れ
る
。
心
は
悟
り
の
境
地
か
ら
迷
蒙
の
境
界

へ
転
じ
て
し
ま
う
。
そ
の
と
こ
ろ
を

作
者

は
、
「天
を
楽
し
み
憂
い
な
く
し
て
後
、

一
の
憂
い
有
云
々

(天
上
界
の
自
由
の
境
を
楽
し
み
、
す

っ
か
り
憂
い
を
晴
ら
し
た
と

思

っ
た
の
も
束
の
間
、
下
向
し
て
現
実
の
憂
い
の
前
に
引
き
も
ど
さ
れ
て
し
ま
う
)
と
い
う
人
間
の

「心
」
の
変
転
き
わ
ま
り
な
い
状

況
を
、
こ
の
よ
う
に
繰
り
返
し
修
辞
を
か
え
て
示
し
た
の
で
あ
る
と
理
解
す
る
。
即
ち
、
こ
の
末
文
の
中
の

「天
」
あ
る
い
は

「空
の

名
残
」
と
い
う
の
は
清
水
寺
の
舞
台
の
高
所
に
連
な
る
天
空
を
指
し
、
そ
こ
は
時
間
と
空
間
を
超
越
し
た
場
で
あ
る
。
が
、
そ
こ
か
ら

一
歩
踵
を
廻
ら
し
た
瞬
間
、
コ

の
憂
」
や

「思
は
ざ
る
事
」
が
生
じ
て
来
る
。
そ
れ
は
、
片
や
形
而
上
的
世
界
で
あ
り
、
片
や
形
而

下
的
世
界
で
あ
る
。
「下
向

の
心
」
と
は
形
而
下
的
な
世
の
現
実
の
種
々
相
に
突
入
し
て
い
く
心
境
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の

こ
と
は
、
『清
水
物
語
』
が
、
清
水
観
音
に
対
す
る
中
世
以
来

の
狂
信
的
絶
対
信
奉
の
あ
り
方
を
、
少
し
距
離
を
お
い
た
視
点
に
於
い

て
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
近
世
期
台
頭
し
た
現
世
利
益
を
希
求
す
る
民
衆
迎
合

の
仏
教
思
想
の
相
対
化
を
企
図
し
た
作

品
で
あ
っ
た
と

言
え
る
。
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