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れ
た

際
、

物
語
の

主
人
公
・

清
姫
の

イ
メ

ー

ジ
は、

悪
し

き
女
性
か
ら
聖

な
る

女
性
へ

と

イ
メ

ー

ジ
チ
ェ

ン

ジ
が
な
さ
れ

て
い

る
。

で

は、

こ

の

物

語
に

お

い

て、

主
人
公
の

イ
メ

ー

ジ

チ
ェ

ン

ジ
を
す
る
こ

と

に
成
功
し
た

要
因
は

何
な
の

か
。

ま
た
、

当
時
の

観
客
は

ど
の

よ

う
な
主

人
公
の

イ
メ

ー

ジ
を

求
め

て

い

た

の

か
。

本
発
表
で

は
、

当
時
か
ら

現
代
に

か

け
て

の

ロ
本
人
の

も
つ

宗
教
性
や
思

想
の
一

側

面
に

つ

い

て
、

聖
な
る

女
性
に

焦

点
を
あ
て

考
察
し

て

い

く
。

　

紀
州
道
成
寺
に

は
、

釣
鐘
に

ま
つ

わ
る

古

く
か
ら

伝
わ

る

有
名
な
伝
説

が

あ
っ

た
。

そ
れ

は
、

時
は

永
長
六
年
（
九
二

八
年）

の

こ

と
。

紀
州
国

日
高
郡
に

住
む

真
那
古
庄
司
の

娘
の

清
姫
は
、

庄
司
の

家
に
一

夜
の

宿
を

借
り
た

熊
野
詣
の

若
い

僧
の

安
珍
に
思
い

を

寄
せ

る
。

そ

し
て

、

二

人
は

夫
婦
に

な
る

約
束
を
交
わ

す
が
、

僧
は
立
ち

去
っ

て

し
ま

う
。

そ
の

裏
切

り
を

知
っ

た

清
姫
は

、

嫉
妬
の

あ
ま

り
、

つ

い

に

は
蛇
体
と

な
っ

て

逃
げ

た

僧
の

後
を

追
い
、

道
成
寺
の

釣
鐘
の

中
に

隠
れ
た
恋
し
い

僧
を
鐘
ご

と

焼
き
つ

く
し
、

自
ら
も
息
絶
え
て

し
ま
う

。

そ
の

後、

二

人

は

畜
生

道
に

落
ち
た
が
、

高
貴
な
僧
の

写
経
に

よ

っ

て

救
わ

れ、

別
々

に

天
へ

と

昇
っ

た
。

法
華
経
と
は

有
り
難
い

も
の

で

あ
る

。

こ

れ

が

道
成

寺
説

話
で

あ

る
。

こ

の

伝
説
に

基
づ

い

て
、

そ
の

後
に

展

開
さ

れ
た

物

語
が

、

能
の

「

道
成
寺
」

と

歌
舞
伎
の

「

京
鹿

子
娘
道
成

寺
」

で

あ
る

。

清
姫
の

た

め

に

焼

失
し
て

い

た

紀

州
道
成
寺
の

釣
鐘
が、

正

平
十
四

年
（

＝
二

五

九

年
）

に

再
興
し
た

。

そ
こ

へ

清
姫
の

亡
霊
が
、

白
拍
子
花
子
（

中
世
の

女

芸

人）

に

扮
し
て

現
わ
れ
、

鐘

供
養
の

妨
害
を

し
た
と

い

う
物
語
で

あ

る
。

す
な
わ
ち

、

清

姫
は

、

鐘
へ

の

恨
み

を
は

ら

す
べ

く
、

鐘
供
養
が
行

わ

れ
る
目

に、

紀
州
道
成

寺
を
再
び

訪
れ

、

再

興
さ

れ
た

鐘
を
祟
っ

た
物

語、

「

道
成

寺
」

で

あ
る

。

　

能
と
歌

舞
伎
で

共
通
し
て

見
ら
れ
る

の

は
、

第
一

に
、

清
姫
が
僧
の

禁

欲
生
活
を

脅
か

す
存
在
の

女
性
と

し
て

描
か

れ

て
お

り、

第
二

に、

女
性

の

普
遍
的
な
苦
し
み
と

し
て

の

嫉
妬
が

鐘
を

媒
体
に

表
現
さ
れ
て

い

る
。

そ
し

て
、

第
三

に
、

恋
に
一

途
で

健
気
な
女
性
と
し

て

描
か

れ
て

い

る

と

い

う
点
で

あ
る

。

し

か
し

、

共
通
し
た
物
語
で

あ
っ

て

も
、

能
と

歌
舞
伎

を
比

較
し
た

場
合

、

物

語
、

舞
台
構
造、

衣
裳
に

よ

っ

て

観
客
に

与
え
る

物
語
の

主
人
公
の

イ
メ

ー

ジ

は

大
き
く
変
化
す
る．、

結
論
と

し
て、

歌
舞

伎
だ

か

ら
こ

そ
、

清
姫
を
聖
な

る

女
性
と

し
て

描
く
こ

と

に

成
功
し
た
の

で

あ
る

。

な
ぜ

な
ら、

能
は

抽
象
的

表
現
で

あ
る

の

に

対
し、

歌
舞
伎
は

能
の

抽
象
的
な

要
素
を

含
み

つ

つ
、

写
実

的
表
現
だ
か
ら

で

あ
る
．

こ

の

「

京
鹿

子
娘
道
成

寺
」

に

即
し

て

言
う
限
り
で

は
、

物

語
の

主
人
公
・

清

姫
の

表

現
は

、

鐘
へ

の

執
念
だ
け
に

止
ま
ら

な
い

。

女
・

蛇
・

聖
が

、

女

性
と

し
て

生
き
る
こ

と
へ

の

情
念
と

し
て

繋
が
っ

て

い

る

の

で

あ
る

。

そ

れ

は
、

歌
舞
伎
舞
踊
に
よ
っ

て
、

聖

な
る

女
性
の

表
現
が
更
に

強
調
さ
れ

る
。

そ
こ

で

観
客
は
、

本
当
の

自
分
の

姿
を
主
人

公
の

中
に

投
影
し
、

想

像
の

世

界
に

自
身
を

解
放
し

て

い

る

の

で

あ
る

。

宗
教
に

お

け
る

．

女
”

の

伝
統

　
　

　

天
理

教
婦
人
会
に
つ

い

て

の
］

考
察

堀

　
内
　
み

ど

り

　
「

一

時
女

、

婦
人
会
と

し
て

始
め

掛
け。

こ

れ
人

間
が

始
め

掛
け
た
の

や
な
い

。

神
が

始
め
さ

し
た

の

や
」

（

明
治
＝

＝

年
三

月
二

五

日）

と
の

神

意
（

「

お
さ

し
づ
」

冖

明
治
二

〇
年
か
ら

四
〇
年
に

か
け
て

、

本

席
飯

降
伊
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蔵
に

よ
っ

て

神
の

こ

と
ば
が

伝
え
ら
れ
た）

に

よ

り、

明
治
四
三
年
一

月

二

八

日

に

創

設
さ

れ
た

天

理
教
婦
人

会
は

、

創
立

百
周

年
記
念

第
九
二

回

総

会
お

よ

び

記
念
行
事
を

主
催
し

た
。

記
念

総
会
に

向
け
婦
入
会
で

は

三

年
前
か

ら
活
動
を
展
開

。

五
月
二

日
付
『

天

理
時
報
』

は
、

「

『

道
の

台
』

世

紀
を

刻
む
」

と

題
し、

＝

昨
年
『

創
立

百
周

年
委

員
部
長
講

習
会
』

を
支
部
（
直

属
教

会
）

ご

と
に

開
い

た
ほ

か、

昨

年
『
創
立
百
周

年
婦
人

会
員
決
起
の

集
い
』

を

国
内

外
三

七
五

会

場
で

開
催
す
る

な
ど

、

支
部
．

教
区
が

総
力
を

挙
げ
て

会
活
動
に

取
り
組
ん

で

き
た

。

総
会

当
日

は

過

去

最
多
と

な
る

＝
．

万
人
余
り
の

会
員
が

親
里
に

参
集

。

中
山
は

る

え

婦
人

会
長
の

あ
い

さ
つ

に

続
い

て

お
言
葉
に
立

た
れ

た

真
柱
様
は

『

思
い

を

新

た
に

道
の

台
と
し
て

頼
も
し
い

歩
み
を
』

と
述
べ

ら
れ
た
」

と
、

当
日
の

様
子
を

伝
え
て

い

る
。

　

天

理
教
は

中
山
み

き
と
い

う
女
性
を
教
祖
と
し

、

教
祖
を

「

雛
型
」

と

す
る

信
仰
的
在
り
方
を

目
常
生
活
と
し
、

多
く
の

女

性
布
教
師
を

も
輩
出

さ
せ

て

き
た

。

そ
う
し
た

中、

天

理
教
婦
人
会
は

神
意
に

よ
っ

て

創
設
を

促
さ
れ

、

こ

の

こ

と
は

天
理
教
婦
人
会
自
身、

大
き
な
特
徴
と

自
負
し
て

い

る．、

中
山
は
る

え

婦
人
会

長
は
、

総
会
の

挨
拶
で

「

そ
の

道
を
受
け
継

ぐ
私
た
ち
が

百

周
年
を
迎
え
る

に
当
た
っ

て

の

思
案
は、

元
に
返
り、

本

来
あ
る

べ

き
姿
を

目
指
す
こ

と
だ
っ

た
」

と

述
べ

て

い

る
。

　

百
年
と
い

う
時
間
を
経
て
、

天
理

教
婦
人

会
は

天
女
は

道
の
）

台
」

を

自
ら

の

指
標
と

し
た

。

し
か
し

、

そ
の

内

実
に

お

い

て
、

ど

の

よ

う
な

「

宗
教
に

お

け
る

”

女
”

の

伝
統
」

を

創
ろ
う
と

し
て

き
た

の

だ

ろ

う
か

を

考
え
て

み

た
い

と
い

う
の

が

本
発
表
の

根
底
に
あ
る

。

し
た

が
っ

て、

天
理

教
婦
人
会
が

ど
の

よ

う
な

活
動
を

推
進
し

て

き
た
の

か
、

ど
の

よ

う

な

言
説
を
用
い

た

の

か
、

時
代
と
ど

う
関
わ
っ

た
の

か
、

女
性

信
者
た
ち

は

ど

う
生
き
て

き
た

の

か

等
々

が

検
討
さ

れ
な

け
れ

ば
な
ら
な
い

。

こ

こ

で

は
、

ま

ず

コ

兀

に

返
り、

本
来
あ
る
べ

き
姿
を

ロ
指
す
」

た

め

に、

主

に

「

お

さ

し

づ
」

の

神
意
に

つ

い

て

考
え
て

み

た

い

と

思
う

。

　
天
理
教
婦
人
会
創
設
の

端
緒
と

な
っ

た

の

は、

明
治
三
一

年
三

月
二

五

日
「

増

野
い

と

身
上
願
」

の

「

お

さ
し
づ
」

で

あ
る

。

そ
こ

で

は
、

「

事

情
は
さ
あ
女
の

道
が

あ
る
。

皆
惣
計

女
の

道
あ
る

な
れ
ど

、

女
の

道
に

男

女
と

基、
自

わ
ん

。

こ

の

道
ど

う
も

分
か

ら

ん
。

そ

こ

で

よ

う
聞
き
分
け

。

惣
計
の

中
談

示
の

台
に

出
す

。

」

と

言
わ

れ
、

明
治
三
十
一

年
三

月
二

十

六
日
「
前
日

増
野
い

と
の

お

さ
し

つ

よ

り、

婦
人
会
の

事
に

付
お
さ
し
づ

あ
り
し
に

よ

り
、

以
後
の

筋
道
心

得
事
情

申
し
立

て

願
」

で

は、

「

元
は

元
だ

け
の

こ

う
無
く
ば

な
ろ

う
ま
い

。

…
…

元
々

始
め
た
ち
ば
と
い

う
。

皆
ん

な
治
め

に

ゃ

な

ら
ん
。

…
…
男

女
の

隔
て

無
く

、

　一

時
に

心

澄
み

切

り
て

通
れ
ば、

男
女
の

区
別
は

無
い

。

…

…

こ

れ

か

ら

話
、

男
女
の

隔
て

無
い

。

よ

う
始
め
た

道

聞
き
分

け
。

こ

の

道
始
め

た

は

男
か

女
か

。

こ

れ

か
ら
悟
れ

ば
ど
ん

な

事
も

分
か
る

。

…

…

入
り
込
み

大
切
々

々

教
の

台
と

す
る

。

不
当
の

扱
い

は

台
と

出
け
ん
。

…
…
な
れ
ど
、

運
び

落
ち
あ
る

。

そ
こ

で
、

婦
人

会
の

台
か

ら、

…

…

婦
人

会
た

す
け
一

条
の

道
、

」

と

語

ら
れ
る

。

　

こ

れ

ら
か

ら、

「

女
の

道
」

は

「

教
祖
の

道
（
天
理
教）
」

の

こ

と

を

指

し、

こ

れ

を
信
仰
し
実

践
す
る

の

に

男
女
の

隔
て

は

な
い

が、

こ

の

こ

と

が
「

こ

の

道
ど

う
も
分
か
ら

ん
」

の

で
、

「

婦
人
会
の

台
か

ら
」

示
そ

う

と

し
た

の

で

は

な
い

か
と
思
わ

れ
る

。
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