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六
六

近
世
法
華
信
仰
の

一
考
察

-
『

千
代
見
草
』
を
素
材
と
し
て

北

村

聡

近
世

に
お
け
る
民
衆

教
化

の
問
題
は
、

近
世
仏
教
を
理
解
す

る
上
に
重
要

な

要
素

の

一
つ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
従
来

の
近
世
仏
教
研
究

の
上
か
ら
は
、

あ
ま

り
積

極
的
な
解
明
が
な
さ
れ
て
こ
な
か

つ
た
。
最

近

で

は
、
真

宗

に

お

け

る

「妙
好

人
」

の
研
究
な

ど
、

こ
の
点

に
も

ス
ポ

ッ
ト
が
あ

て
ら
れ
、

そ

の
成
果

も

い
く

つ
か
発
表
さ

れ
る
よ
う
に
な

つ
て
き
た
。

日
蓮
宗

に
あ

つ
て
は
、

藤
井

学

「
近
世
初
頭
に
お
け
る
京
都

町
衆

の
法
華
信
仰
」
、
冠
賢

一

「
近

世

初

期

京

都
町
衆

の
法
華
信
仰
」
、
望
月
良
晃

「京
都
町
衆

の
法
華
信

仰
」

な

ど

が

挙

げ

ら
れ

る
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
研
究
は
、

ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、

そ

の
視
点
を
被

教
化
者

で
あ

る
民
衆

に
置

い
た
も

の
で
あ
り
、

民
衆
を
教
化
す
る
立
場
に
あ

つ

た
教
団
側

(教
化
者

)

の
論
理
に

つ
い
て
は
、
あ
ま
り
明
確
に
触
れ
ら
れ

て
い

な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

そ

れ
ゆ
え
小
稿

で
は
、
教
化
者

の
立
場
に
あ
る
教
団
側
に
視
点
を
据
え
、

か

れ
ら
が
ど
の
よ
う

な
信
仰
生
活

・
信
仰
態
度
を
信
者
た
ち
に
要
求
し

て
い
た

の

か
を
探

つ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
具
体
的
に
は
、

近
世
日
蓮
教
学

の
基
礎
を

築
い
た

一
人

心
性
院

日
遠

(
一
五
七
ニ
ー

一
六
四

二
)
の
著
述
と
さ
れ

て
お
り
、

法
華
信
仰

の
実
践

的
な

テ
キ
ス
ト
と
言
う
こ
と
が

で
き
る

『
千
代
見
草
』
を
取

り
上
げ
、

そ
こ
に
説

か
れ
て
い
る
法
華
信
仰

の
具
体
的
内
容
を
み
る
こ
と
に
よ

つ
て
、
教

団
に
と

つ
て

の
期
待
さ
れ
る
法
華
信
仰
者
像

が
ど

の
よ
う
な
も

の
で

あ
つ
た
か
を
考
え

て
ゆ
く
。

『
千
代
見
草
』
は
上

・
下
二
巻
に
分
か
れ
て
お
り
、

そ
の
内
容

は
、

一
貫

し

て
人
生
の
無
常
を
考
え
、

そ
れ

へ
の
対
処
を
具
体
的
に
説

い
て
い
る
。

上
巻

に

お
い
て
は
、
臨
終
正
念
に
至
る
自
利

の
立
場
か
ら
、
法
華
信
者
の
題

目
に
よ
る

臨
終
正
念
の
意
義
と
そ

の
具
体
的
方
法
を
、

下
巻

で
は
病
人
に
対

す
る
看
病

の

功
徳
、

死
体
処
理
、

葬
送
、

死
後

の
法
会
に
至
る
心
が
ま
え
や
そ
の
対

処

の
仕

方
な
ど
を
利
他
の
立
場

か
ら
、

そ
れ
ぞ

れ
実
際
的
な
教

示
を
も

つ
て
説

い
て
い

る
。
し
か
し
下
巻

の
病

人
の
看
病

の
内
容
は
、

積
極
的

に
病
人
を
快
癒
さ
せ
る

方
法
を
説

い
た
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
上
巻
に
お
い
て
説

い
た
臨
終

正
念

の

具
体
的
実
践
方
法
に
基

づ
い
て
、

病
人
を
看
病

し
な
が
ら
い
か
に
し
て
臨
終

正

念
に
導
く
か
、

そ
の
方
法
を
病

人

の
実
際
に
即

し
て
説

い
た
も
の
で
あ

り
、

そ

の
趣
旨

は
上
巻
と
余
り
か
わ
る
と

こ
ろ
が
な
い
よ

う

に

思

わ

れ
る
。

そ

れ

ゆ

え
、

こ
こ
で
は
上
巻

の
具
体

的
内
容
を
中
心
に
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

上
巻

の
構
成
は
、

つ
き

の
三
段
に
大
別
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
曰
臨

終

の
用

意

(臨
終
に
あ
た

つ
て
心
乱
れ
ず
正
法
を
保
ち
、
臨
終
正
念
を
迎
え
る
た
め

の

修
行
の
必
要
を
説

い
た
部
分
、

口
臨
終
正
念
を
迎
え
る
た
め

の
生
活
態
度
を
説

い
た
部
分
、

国
臨
終
正
念
を
迎
え

る
た
め

の
具
体
的
修
行

の
内
容
を
説

い
た
部

分
。

以
下

こ
の
区
分
に
よ

つ
て
論
を
す
す
め
て
ゆ
く

こ
と
に
す
る
。

ま
ず
曰

で
は
、

世
間

の
大
方

の
人

々
は
、
年

を
取
ら
な
け
れ
ば
死
な
ぬ
も

の

と
思
い
、
「
さ
し
あ
た
り
た
る
世
事
に

の
み
心
を
か
け
、

老
た
る
も
わ
か
き
も
、

(
中
略
)

ぼ
だ

い
の
み
ち
に
は
、

無
常
も
お

こ
ら
ず
、

施
物
も
お
し
く
、

聞
も

も
の
う
く

心
か
ら
す

」
ん

で
修
行
を
し
よ
う
と
は
し
な

い
が
、

こ
れ
は
誤

つ

た
考
え
で
あ
る
と
し
、

臨
終

の
事

11
死
と

い
う
問
題

と
、
世
俗

の
事
11
生
と

い

う
問
題

は
、
互

い
に
別
個

の
問
題
と
し

て
存
在

す
る

こ
と
は

で
き
な

い
と
す
る
。

す
な
わ
ち
、

現
世
に
お

い
て
な
し
た
あ
ら
ゆ
る
行
為

は
、
臨
終

の
場
に
お

い
て
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縮

さ
れ
て
表
出
す
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
臨
終

の
場

に
お

い
て
表
出
す

る
相

が

正
し

い
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、

現
世
に
お
い
て
正
し

い
行
為

11
信
仰

に
支

え

ら

れ
た
行
為

(
臨
終

の
用
意
)
を
心

が
け
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
、

と
説

い
て

い
る
。

こ
の
こ
と
を
承
け

て
口

で
は
、

こ
の
臨
終

の
用
意
も
死
に
ぎ
わ
に
悪
念

が
起

れ

ば
、

功
徳
の
な

い
も

の
に
な

つ
て
し
ま
う
ゆ
え
、
臨
終

の
大
事
を
心
に
か
け
、

日

頃

か
ら
悪
念

の
起
ら
な

い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と

し
、
「
人

の
命

の
根

を
き
る
時
も
、

つ
ね
つ
ね

の
心

の
ゆ
が
み
に
し
た

が
ふ
て
、

心
法

は
お
ち

つ

く

べ
し
。

つ
ね
つ
ね
、

ゆ
が
ま

ぬ
や
う
に
そ
だ

つ
る

が
、
か
ん
よ
う
也
。

ま

づ

ま
つ
十

い
ろ
の
大
ゆ
が
み
を
、

ず

い
ぶ
ん
た
め

て
な
を
す

べ
し
」

と
述

べ
る

こ

と
に
よ

つ
て
、
臨
終

の
用
意

の
具
体
的
内
容

の
実
践
に
お
い
て
、

そ
の
前
提

と
な

る
日
常

の
生
活
態
度
に
ゆ
が
み
が
あ

つ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
説
く
。

さ

ら

に
は
、
「
此
大
ゆ
が
み
の
お
こ
る
時

は
、
(
中
略
)

ま
よ
ひ
の
う

へ
の
ゆ
が
み

ぞ

と
、
正
直
捨
方
便

の
、

だ
い
も
く

の
掟
木
を
あ
て
仏

種
従
縁
起

の
縄
に

て
む

す

び
、
以
信
得
入

の
ち
か
ら
に
て
、

し
め
つ
け
し
め

つ
け
た
め
た
ら
ば
、

心

の

樹

ゆ
る
ま
ず
し
て
、
命

の
根
切
す
る
時

は
、
い
か
に
も
す
ぐ
に
、

直
至
道

場
な

る
べ
き
也
」
と
示
し
、

こ
の
日
常

生
活
も
そ
れ
が
法
華
経

の
題
目

の
信
仰

を
中

心
に
据

え
た
仏
教
生
活
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
を
要
求
し

て
い
る
。

そ
し
て
日

で
は
、

こ
の
法
華
経

の
題

目
の
功
徳
に
よ

つ
て
も
た
ら
さ
れ
る
臨

終
正
念

を
、
臨
終

の
用
意

の
具
体
的
実
践
方
法
を
述

べ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、

つ

き

の
よ
う
に
説

い
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、

日
常

の
修
行
と
し
て
、
題
目

の

一
念

多

念
の
問
題

と
信
心

の
厚
薄

の
問

題
を
提
示
し
、

心
に
染
み
が
た
い
題
目

の
信

心
が
、

心
か
ら
進
む
よ
う
に
常

々
題
目
を
口
に
唱
え
、

題
目
修
行

の
た

め
に
励

む
気
持

ち
を
肉
親
を
思
う
そ

の
気
持
ち
ま
で
昇
華
さ
せ
、
題
目
を
唱

え
る
時

は
、

つ
ね
に
臨
終
の

一
大
事
を
心
に
か
け

て
、
臨
終

の
時
は
今

こ
の
時

今
こ
の
時

と

思

い
な
が
ら
多
念
に
修
行
す

る
こ
と
が
、

つ
ま
り
は
題
目
の
信
心
の
励

み
方

で

あ
り
、

題
目
の
多
念

の
修
行

の
仕
方

で
あ

る
、

と
す
る

の
で
あ
る
。

以
上
大
雑
把

な
把
握
で
は
あ
る
が
、

こ
こ
に
は
臨
終
と

い
う
生
死
の
問

題
を

テ
ー

マ
と
し
て
、
臨
終
正
念

に
至

る
た
め
の
法
華
信
仰
者

の
取
る

べ
き
修

行
の

内
容
が
説
き
勧

め
ら
れ
て
い
る
。

い
ま
こ
の
修
行

の
内

容

を

ま

と

め

て

み

れ

ば
、

つ
ぎ

の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

す
な
わ
ち
、
臨
終
正
念

に
至

る
た
め
に
は
、
臨
終

の

一
念
が
正
念

で
な

け
れ

ば
な
ら
な
い
。

こ
の
臨
終

の

一
念

の
正
悪

は
、
多
念

の
行
功
の
結
果

で
あ

る
か

ら
多
念

に
正
念
を
心
が
け
る
必
要
が
あ
る
。

そ
れ
に
は
ま
ず
、
善
事
を
実
施

し

「
十

い
ろ
の
大
ゆ
が
み
」

に
あ
た
る
行
為
を
慎
む
と

い
う
態
度
を
養

い
、
法
華

経

の
題

目
を
中

心
に
据
え
た
仏
教
生
活
を
営
む

こ
と

が
前

提

と

な
る
。

そ
し

て
、

こ
の
仏
教
生
活
を
基
盤

と
し
て
、

一
心
に
題
目
に
帰
依
し
、
題
目

の
信

心

と
多
念

の
修
行
に
励

む
こ
と
が
、
臨
終
正
念

に
至
る
修
行
で
あ
る
と
す

る
の
で

あ
る
。

こ
こ
で
善
事
と
十
戒

の
遵
守
を
勧
め

て
い
る
が
そ

の
内
容

は
、
封
建
社

会
に
お
け
る
世
俗
的
な
倫
理
感

と
も
重
な
る
も

の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
世
俗

の
道
徳
概
念
を
守

り
な

が
ら
、
法
華
経
を
受
持

し
題

目
の
帰

依
に
裏

打
ち
さ
れ
た
日
常
生
活
を
送

る
こ
と
が
、
そ

の
ま
ま
仏
法

就
中
法
華
信

仰

の
修
行
で
あ

る
と
す
る
の
で
あ

り
、

こ
の
よ
う
な
生
活
態
度

信
仰
態

度
こ

そ
が
、

こ

の

『
千
代
見
草

』
の
著
者

が
期
待

し
た
法
華
信
仰
者

の
姿
で
あ

つ
た

と
言
う
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

尚
、

詳
細
な
論
稿

は

『
日
蓮
教
学
研
究
所
紀
要
』
第
三
号

を
参
照

さ
れ
た
い
。
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