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i

信
長
と
切
支
丹
宗

・
家
康
と
浄
土
宗

と
の
類
型

の
対

此
に
お
い
て
ー

平

砧

史

戦

国

の
群

雄

を

従

属

し

て

集
権

的
封

建

体
制

の
君

主

と

し

て
天

下

に
臨

う
と
す

る
封

建

君

主

の
宗

教

保
護

政

策

が
何

に

基
く

か

と
云

う

一
側

面

が

次

の
物

語

に

よ

つ
て
、

う

か

が

い
知

る

こ

と
が
出

来

る
。

天
正

六
年

十

一
月

高

山

右

近
敵

二
組

シ
テ

信

長

ノ
命

二
応

セ
ス
信

長

南
蛮

寺

ノ
ウ

ル
カ

ン
破

天
連

ヲ
召
寄

　

む

り

む

む

り

む

　

　

の

む

む

　

む

の

り

む

つ

ゆ

　

む

む

の

　

り

　

セ
テ
菅

谷
九

右

衛

門

ヲ

以
テ

仰

テ

日

ク
抑

天
帝

新
宗

ハ
我

命

ヲ
以
テ
広

ク
弘

通

ス

ル

コ
ト

ヲ
得

タ

リ
然

ハ
新

　

む

　

ゆ

む

　

の

む

り

む

む

む

ゆ

む

　

む

り

む

の

り

む

　

宗

ノ
門

徒
我

二
対

シ
テ

ハ
身

命

ヲ
捨

テ

モ
奉

公

ス

ヘ
キ
所

二
高

山

右

近

ハ
深

ク
天

帝

宗

ヲ
崇

敬

ス
ト
聞

二
今

　

　

る

む

む

む

の

む

む

の

り

む

む

り

む

　

む

む

　

　

む

む

む

　

　

む

の

の

つ

り

む

　

　

む

刧

テ

我

二
背

テ
敵

二
与

ス
天

帝

ハ
天

地

ノ
始

ニ

シ
テ

正

直

ヲ
以

テ
法

ノ
本

ト

ス
ト

雖

モ
荒

木

村
重

力

不
忠

二

む

の

む

ゆ

む

む

り

む

む

む

む

む

　

与

ス

ル

ノ
条

正

直

ノ
門
徒

二
非

ス
急

ギ

高

山
右

近

不
義

ヲ

翻

シ
テ

味

万

二
来

ル
様

二
致

ス

ベ

シ
左

ナ

カ
ラ

ソ

ニ
於

テ

ハ
忽

新

宗

破
却

シ
絶

法

ス

ヘ

シ
ト
大

二
怒

テ

仰

ケ

レ
バ

ウ

ル
カ

ソ
甚

タ
懼

入
急

キ
高

山

右

近

ヲ

勧
テ

信

長

へ
従

属

セ
令

ム
是

等

ノ
故

ヲ
以

テ

信

長
速

二
新
宗

破

却

ノ
沙

汰

ニ
モ

及

レ
ス

(
「
南

蛮

寺

興
麕
毳

」

註

ー
傍

点
筆

者

)

此

の
物

語

は
信

長

の
切

支

丹

宗

保

護

に
関

す

る

根
本

的

な

態

度

で
あ

つ

て
、

外

来

新
宗

切
支

丹

保
護

の
か
げ

に
そ

の

教
理
神

学

に
何

を

要

求

し

て

い

た
か

が
思

い

当
る

の
で

あ
る
。

封

建
体

制

の
最
後

の
仕

上

げ
者

家
康

に

於

い
て

も
、

或

る
高

僧

家
康

に
向

い
足

て

は
天

台

の

論

義

を

き

き
.
浄

土

の

も

き
き
、

禅

宗

の
法
.語

を

も
聞

か

る
。

か

く

て
御

成
仏

覚

束

な

る

べ
し

と

い

え
る

に
、

家
康

の
答

ふ
ら

く
、

我

一
人

の
成
仏

を

願

は
ん

に
は
噛

と
も

か



こ

ゆ

　

り

む

へ
む

む

む

り

む

む

む

む

む

む

む

く

も

あ

れ
天

下

萬
民

を
掌

る
身

分

と

し

て

は
詮

な
し
、

(

「
駿

河
土

産
」

註

ー

傍

点
筆

者
)

と

云

い
、

封
建

君
主

と

し

て

の

宗
教

に
対

す

る
面

目

を
物

語

る
好

例

で
あ

る
と

思

わ

れ

る
、

以

上
挙

げ

た

二
人

の

集
権

的
封

建

体

制

を
捉
進

し

よ

う
と

し

た

君
主

の
宗

教

へ
の
関

心

は
総

じ
て

単

に
宗

教

へ
の
帰

依

乃

至

信

仰

へ
の
清

熱

だ

け

に

止

ま

ら
ず

政

治
的

意

味

に
於

い
て
宗

教

へ
の
関

心

が
寄

せ
ら

れ

て

い
た

と

理

解

し

て

よ

い
の

で

は

な
か

ろ

う

か

。

封建君主と仏教

封

建
体

制

を
保

持

す

る
基

礎

的

精
神

は

封
建

君
主

に
対

す
る

絶

対
忠

誠
と
従

属

に
外

な
ら

な

い
。

従

つ

て
封

建

君
主

は
常

に
従

者

に
対

し

て
、

忠
誠

と
服
従

奉

公

を
強

要

し
、

従
者

が
君
主

に
対

し

て
、

絶
対

の
忠
誠

と
奉

公

を
誓

う
こ

と

が
、

封
建

社

会

に

あ

つ
て
最

高

の
道

徳

と

さ

れ
君
主

の
命

に
殉
ず

る

こ
と

は
最
高

の
美
徳

で

も

あ

つ
た
。

此

の
様

な
封

建

倫

理

乃

至
神

学

を
、

打

ち
建

て

る
必
要

は
封

建

社

会
創

業

の
途

上

に
あ

る
君
主

に
と

つ
て

は
、

急
務

で

あ
り

、

封

建
制

擁
護

に
欠

く

べ
か

ら
ざ

る
精
神

的

要

素

で
あ

つ
た

と

云

え
る
。

そ

こ
で
も

う

一
度
信

長

の
切

支

丹

宗

保

護

の
立

場

を
切

支

丹
宗

の

も

つ
教
義

の
那

辺

が
信

長

の
求

め
よ

う
と

す

る
思

想

と
共

通

の
場

を
得

た
か

と

云

う

こ

と

に

ふ
れ

て
見

よ

う
。

寛
永

年

間

の
切

支

丹
禁

教

迫

害

に
伴

う
殉

教

の
覚

悟

を
教

え

る

伝
道
文

書

「
マ
ル

チ
リ

ヨ
の
勧

め
」

の
中

に

茲

に
能

く

心

を
留

め

て
観

ぜ

よ
。

彼

者

は
苦

患

の

堪

へ
難

き

に
よ

り
、

こ
ろ
び

た
る

さ

へ
、

忽

天
罰

を
蒙

り

た

る

に
、

何

た

る
苦

み
を

も
受

け
ず

し

て
、

只
辞

の
風

に
恐

れ

て
こ

ろ

ぶ
老

は
、

如
何

ば
か
り

の
恐

し
き

科

と

な

る

べ
き

や
。

彼

者

は
色

身

の
命

を
惜

み

て

こ
ろ
び

た
る

さ
え
、

勿

ち
御

罰

を
与

へ
玉

ふ

に
、

わ
ず

か

な

る
財

宝

に
眼

を
掛

け

て

こ
ろ

ぶ

者

は
、

如

何

あ
ら

ん

や
。

。・
9

(
中

略
)

・:
・

喩

ば
、

も

の

の
ふ
戦

む

む

　

場

に
て
臆

病

を

か
ま

へ
、

あ
ま

つ
さ

へ
大

将

の

は

た
下

を

に
げ

去

り
、

敵

に
興

み
す

る

に
於

て
は
、

主

君

に

ノ7



コ

の

ロ

　

　

の

む

　

　

ロ

　

　

の

　

の

　

コ

コ

　

　

の

　

の

ロ

の

　

の

　

　

　

コ

　

対

す

る

逆

心
甚

深

し

と

云

う

ま

じ

く

や
。

其

上
他

人

を

も
其

逆

心

に

勧

め
入

起

ん
と

せ
ば
、

猶

以

て
重
罪

た

る

べ

し
。

此

の
如

き

の
者

は
、

主

入

を

始

め
と

し

て
、

上

下

萬

民

に
憎

み

う

と

ま

る

べ
き

こ

と
道

理

た
る

べ

し
。

其

の

如

く
、

キ

リ

シ

タ

ン
の
上

に
妨

あ
る

時

デ

ウ

ス

に
対

し
奉

て

天
狗

の
巧

む

処

を
思
案

す
れ

ば
、

即

ち

弓
箭

の

手

柄

に
同

じ
、

ヒ
ー
デ

ス

の
戦

い
出

来

る
時

心

に
引

か
れ
、

亦

は
利

欲

に
ふ

け
り

て
、

こ
ろ
ぶ

者

ク

ル

ス

は

即

ち
ゼ

ズ

ス
の
貴

き

苦

留

子

の
御

は
だ

下

を
遁

去

り

、
、天

狗

に
心

を

合
す

る

者

な
り
.

三

(
註

傍
点
筆

者

)

と

此

の
伝

道
文

書

に
見

ら

れ

る
様

に
切

支

丹

宗

の
教

は
、

宇

宙

一
切

の
造

物
主

で

あ
る

デ

ウ

ス

(
天
帝
)

の
救

済

を
信

ず

る

と

共

に
救

済

さ

れ

ん

と

す

る
為

に
は
天
帝

に
対

し
絶

対

に

齦
従

し

、

奉

公

の
誠

を
捧
げ

ね
ば

な
ら

き

な

い
。

若

し
此

れ

に
背

く

と

き

に
は

、

「
御

罰

猶

々
稠

し

と

見

る

べ
し
。

安

留

二
紐

こ
る
び

た

る
岩

を
嫌

い
玉

ふ

こ

と
浅

か
ら

ず
、

辞

を
懸

け
玉

は

ぬ

こ

と

は
云

う

に
及

ば

ず

、

路

次

に
て

行
逢

い
玉

う

に
、

面

を

そ
ば

向

て

通

り
玉

う

(

「
前

掲

書
」

)

と

云

う

未

来
永

刧

に
亘

つ

て
最

大

の
苦

罰

を
受

け

ね

ば

な
ら

な

い
と
し

た
。

然

し

て
、

天
帝

へ
の
忠

誠
、

脹
従

は

そ

の

ま

ま
地

上

の
君
主

へ
の

絶
対

忠

誠

服
従

の
精
神

を
惹

き
起

さ
し

め

か
ね

て
封

建

神
学

を

要

望

す

る

信

長

に

と

つ
て
絶

好

の
教

え

で

あ

つ
た

に
ち

が

い
な

い
。

如

上

の
切

支

丹
宗

の

教
義

の
大
要

か
ら

「
南
蛮

寺

興

廃

記
」

に
物

語

ら

れ

る
信

長

の

切
支

丹

に
対

す

る

心

の
場

と

も
云

う

べ
き

も
の

が
略

々
理

解

出
来

る

で

あ

ろ
う

し

、

更

に
此

の

様

な

類

型

を

仏
教

側

に
求

め
替

え

て
見

た

い
。

fg

 

広

大

な
寺

領

と
武

力

を
擁

し

て
、

俗

的

領
主

に
対

坑

し

て
来

た
中
'世

寺
院

の
勢
力

に
対

し
、

各

々

の
封
建

領

主

は
武
力

に
よ

る
徹

底
的

な
弾

圧
、

或

は
政

治
的

権
威

の
統

制

下

に
組

み

し

か
ん

と
意

を

用

い
た
。

『
天

下

萬

民

を
掌

る
身

分

と

し

て

は
詮

な
し

」

と

、
観

じ

た
家

康

の
仏

教

に
対

す

る
態

度

は
そ

0
ま

ま
徳

川
幕

府

の
屹
然

た

る
宗
教

政

策

の
態

度

と

見

て

よ
い
。



封建潛露と仏 教

慶

長

六
年
か
ら
、

元
和
年

間
に
至

つ
て
完

成
さ

れ
た
寺
院

法
度
の
制
定

が
仏
教
教
団

を
完

全

に
幕
藩
体

制
下

に
組

み
込

ん
で
し
ま

つ
た
、

か
か

る
機
運

に
応

じ
て
仏
教

は
時
代

に
即
応

せ
ん
と
す

る
教
説

を
掲
げ
俗
的
権
力

に
追
従
し

よ
う
と
す
る
傾

向
が
見
ら
れ
る

に
至

つ
た
。
特

に
浄

土
宗

に
於

い
て

も
、

源
誉
存
応
等
が
早
く
か
ら

家
康

と
関
係

を
保
ち
、
追
従

し

て
い
る
こ

と
に
気

付
く

「浄
宗
護
国
篇
」

は
そ
の
関
係

を
雄

弁

に
物
語
る
も
の

で
あ

つ
て
、

「
武
州
緑
山
増
上
寺
中
興

勅
賜
普

光
観
智
国

師
源
誉
大
和

省
伝
い

中

日
公
姓

松

平
松
也
閲

歴
千
歳

而
丕
枯
π
施
乏

大
廈
惰
棟

梁
之

用
西

時
慈
擣

能

貿
雪

霜
㎜有
諸
子
之
操
受
次

夫
之

封
喞是
以
世
為
瑞

勤
祝

比
涛

考
其

字
也
従
二木
公
声
細

分
㌦∠
則
是
十

八
公
也
而
阿
彌
陀

仏

六
八
本
願
之
中
以

瀦

+
八
褒
称
癩

王
何
者
釈
迦
勧
讃
諸
仏
督
於
二一畫

絮

+
方
仏
刹
之
冲
阿
彌
陀
仏
特
檀
二超
邑
之
美
者
以
発
枇

瀬
之
故
也
亦
夫
人
臣
有
次
功
廁

綬
」公
詞
y王
然
則
十
八
願
王
興
斗
八
公
繭其
言
同
ゾ類
公
姓
「十
八
公
而

資
治
国
之
法

乎

十
八
公
願
王

聯能

如
駒

彌
陀
仏
悲
深

願
広

雖
レ日
二逆
悪
之
者
而

不
捨

㍉

称

一
念
之
功
噛遠
柱
神

犀
来
麹
病
床

汚
穢

之
間
複

娶

養
報
刹
墸

名
実
符
合
生
竺

体
磊

鯒強
氏
之
治
即
是
彌
陀
之
益
彌
陀
之
化
即
是
松
氏
之
任
鳩矣
蘇

、疋
醗
之

非
浄

教
声
大

嚇咽

縁
干
松
氏
乎
抑

又
非
」公
寿

算
永
久
遂
皮
靖

天
∫
之
床
詳
呼

経

目
天
下
和
順
日
月
清
明

風
雨
餐

災
薦
泙
起
国
豊
民
安
兵
オ
諏
盟

穩

興
仁
務
董

譲
此
浄
教
護
蓄

家
乏
聖
証
也

(浄
宗
護
国
篇
)

と
、

又
同
書

の
序

に

或

日
般
亠声
護
国
也

吾
聞
有

其
明

拠
噸矣
床
γ聞
念

仏
之
護
鴇

也
其

示
有
所
所
蝉
乎

目
有
之
経

日
天
下
和
順
日
月

清
明
風
雨
以
時
災

腐
不
ジ起
国
豊
民
安

等
斯
豈
既非
捻

仏
護
国
之
聖
葺
耶
矧
子
所
謂

般
若
者
吾
所
調
阿
彌
陀
仏
名

号
所
具
之

一
徳
哉

な
ど
を
、
述

べ
て

い
る
様

に
政
治

的
権

力
者
称
讃

の
具

に
浄
土
宗

義
を
改

作
し
云

は
ば
還
俗
レ
℃
封
建
君
主
擁

護

の
神
学
・た
ら
ん

と
試

み
、
時
代

に
即
応

せ
ん
と
す

る
仏
教

の

一
側

面
と
見
、て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
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総

じ

て
封

建

君

主

の
宗

教

に
対

す

る
関

心

は
封

建

体

制

擁

護
促

進

の
為

の

一
媒

介

と
観

じ

て

い
た

と
云

つ
て

過
書

で

な

い
。

封

建
体

制

擁

護

に

は

そ

の
精

神

生

活

の
背

骨

と

し

て
封

建

神

学

の
要

求

が
必

然

的

に
お

こ

る
も

の
で

あ

つ
て
、

特

に

そ

の
神

学

が
宗

教

に
求

め
ら

れ

る
時

宗

教

の
信

仰

と
、

封
建

君

主

に
対

す

る

忠

誠
奉
公

と

が

並
行

し

て
相

い
交

わ
ら

ざ

る

も

の

で

あ

つ
て

は
、

成
立

し

な

い
。

む
し

ろ
宗

教

の

絶
対

者

に
対

す

る
信

仰

と

封

建

君

主

に
対

す

る

奉

公

が

同

一
線

上

に
於

い
て
、

行

わ

れ
る
時

に
於

い
て

こ

そ
封
建

神

学

と
し

て
、

成

立
す

る

も

の

で
あ

る

と
考

え

ら

れ

る
。

従

つ
て
封

建

君
主

の
地

位

は

宗

教

に
支

配

さ

れ
ず

に
宗

教

的
絶

対

者
或

は
造

物
主

と
同

格
乃

至

そ

れ
以

上

の
権

力
者

と
、

自

か

ら

も

つ
て

任

じ

て

い
た

と
鏑

つ

て
過
言

で
は

な
か

ろ

う
。

か

エ

る
意

味

に
於

て
、

仏

教

の
信
仰

生

活

は
そ

の

ま

工
封

建

君

主

へ
の

奉

公

と

な

り
忠

誠

と

な

つ
て
、

働

く

も
の

で

あ
る

と

云

う

こ

と

が
出

来

る
。

こ
う

し

た
所

に

近
肚
封

建

社

会
を

通

じ

て
仏

教

の
奉
仕

し

た

道
が
自

ず

か
ら

、

理

解

出

来

る

の

で
は

な

か

ろ

う

か
。

20


