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い

え

ば

駒
込
・

浅
草
の

浅
間
神
社
や

駒
込
の

富
士

詣
を
専
ら
示
し

て

い

た

点
・

随
筆
類
を

書
く
よ

う
な
知
識

層
（
上
は

大

名
か

ら

下
は

市
井
の

僧
侶

ま
で
）

は

富
士

講
（

不
二

道
）

を

批
判
的
か

つ

嘲
笑
的
に

み
て

い

た

点
な

ど

は、

富
士

信
仰
内
部
の

史
料
や

民
俗
と

し
て

の

富
士

講
を

追
う
だ

け
で

は

決
し
て

得
ら

れ
な

い

外
界
の

反
応
で

あ
る

。

富
±

信
仰
内
外
を

複
眼

的

に

捉
え
る

こ

と

で
、

よ

り

具
体

的
な

彼
ら

の

実
態
を
よ

り
正

確
に

把
握
で

き

る

も
の

と

思
わ

れ

る
。

鎌
倉
時
代
の

夢
信
仰
の
一

断
面

　

ー
沙
石

集
を

中
心
と

し

て

ー・
河

東

仁

　
『

沙
石

集
』

は
、

無

住
（

一

二

二

六
−
一

三
一

二
）

に

よ

っ

て

著
さ

れ

た
、

鎌
倉
期
の

説
話
集
で

あ
る

。

序
に

記
さ

れ
て

い

る

よ

う
に
、

王

朝
期

以
来
の

伝
統
的
な

文
学
観
を

継
承
し
、

世
俗
的
な

話
題
を

通
し
て
、

仏
教

の

教
義
を
平
易
に

説
き
明
か

そ

う
と

し

て

い

る
。

そ
の

た

め

後
世
へ

大
き

な
影

響
を

も
た
ら
し、

こ

と

に

そ

の

滑
稽
譚
は

、

江
戸
文

学
の

先
駆
け
に

な
っ

た

と

も
さ

れ
る

。

　
無

住
は

鎌
倉
で

生
ま

れ
、

十
八

歳
の

と
き

得
度

、

関
東
や

大
和
の

諸
寺

に

て

密
教
や

禅
な
ど

諸
宗
を

修
め
、

　→

宗
→

派
に

偏
ら

ぬ

諸

宗
綜
合
の

立

場
を
と
っ

た
。

ま
た

神
仏
習
合
を

明
確
に

う
ち

だ
し

た

こ

と

で

も

知
ら

れ

る
。

　
こ

の

た
め

『

沙
石
集
』

は、

従
来
の

研
究
に

お

い

て

は、

理
論

的
体
系

に

裏
づ

け
ら

れ

て

い

な

い

雑
駁
な
も

の

と

み
な
さ
れ

が

ち
で

あ
っ

た
。

し

か

し

こ

う
し
た

神
仏
混
淆
は
、

ま

さ

に

こ

の

頃
の

精
神
状
況
を
映
し
出
し

た
も
の

で

あ
り、

鎌
倉
時
代
の

夢
信
仰
を

知
る

上
で

看
過
で

き
な
い

も
の

と

言
え
よ

う
。

　
『

沙
石
集
』

全
十
巻
の

な
か

に

記
さ

れ

た
一

五

〇

条
あ
ま

り
の

説
話
の

な

か

で
、

実

夢
に

つ

い

て

語
っ

て

い

る

話
は

全
部
で

四

九

例
を
数
え
る

こ

と

が

で

き

る
。

た

だ
し

こ

れ

は
、

幻
覚
体
験

（

自
昼

夢〉

五
話
を

含
め

て

の

数
で

あ
る

。

そ

し
て

こ

れ

ら

の

夢
譚
を

内
容
に

沿
っ

て

分
類
す
る
と

以

下
の

よ

う
に

な
る

。

a

　

神
祗
信
仰
に

関
わ

る

も

の

　
　
現
世
へ

執
着
す
る

こ

と

の

非
を
諭
す

　
神

、

仏
法
の

教
説
を

教
え
る

神、

道
心
の

な
さ

を

非
難
す
る

神、

僧
へ

　
の

非
礼
を
と

が

め
る

神、

往
生
を

確
約
す
る

神、

無
実
の

罪
を

は

ら

す

　
神、

非
力
を
告
白
す
る

神、

死

穢
を

厭
わ
ぬ

神
。

b
　
諸
仏
菩
薩
の

霊

験
に

関
わ

る

も

の

　
　
薬
師
如

来
の

霊
験

、

観
音
の

　
霊

験
、

地
蔵
の

霊

験、

不

動
の

霊
験、

弘

法
大
師
の

霊
験、

阿
弥
陀
の

　
霊
験、

仏
舎
利
・

如
意
宝
珠
の

霊
験

。

c

　

来
世
で

の

報
い

1
地

獄
界
へ

堕
ち

る

話、

野
槌
・

馬
・

犬
・

雉
な

　
ど

畜
生

界
に

転
生
す
る

話
。

d
　
和
歌

陀
羅
尼
論

ー
歌
の

功

徳
で

命
が

助
か

る
、

神
仏
か

ら

歌
を

授

　
か

る
、

歌
で

自
分
の

死
を

報
せ

る、

死
者
と

歌
を
交
わ
す。

e
　
そ

の

他

ー
仏
典
の

夢
譚
の

引
用、

殺
生
の

戒
め

、

滑
稽
譚

。

　
そ

し

て

以
上
か

ら、

『

沙
石

集
』

に

お

け
る

夢
譚
の

特

徴
と

し
て

、

以

下
の

こ

と

が

指
摘
さ

れ

う
る
。

a

　
従
来
の

現
世
利
益
的
な

神
祗

信
仰
が

見
ら

れ
る

夢
譚
は

少
な
く、

む

　
し
ろ

和
光
の

方

便
と

し
て
、

仏
の

代
理
を
神
が

務
め

る

話
が

多
く
な
っ

　
て

い

る
。
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b
　
従
来
の

説
話
集
に

比
し

て
、

観
音
の

霊

験
譚
が

激
減
し
て

お

り、

そ

　
の

代
わ

り
に

地
蔵
の

霊

験
譚
が

増
大
し

て

い

る
。

ち

な

み

に

十
二

世
紀

　

初
頭
に

成
立
し

た
『

今
昔
物
語
集
』

で

は、

全
百
九
十
話
の

夢
譚
の

う

　

ち、

地

蔵
を
め

ぐ
る
も
の

は

五

話
の

み

と
な
っ

て

お

り、

鎌

倉
期
に

な

　
っ

て
地
蔵

信
仰
が

興
隆
し
た

こ

と

が

『

沙
石

集
』

に

は

如
実
に

反
映
し

　
て

い

る
。

そ

の

内
容
は、

地
蔵
菩
薩
の

仏

像
を
め

ぐ
る

霊
験

譚
も
さ

る

　
こ

と

な
が
ら

、

地
獄
界
へ

堕
ち

た

者
が
、

地
蔵
に

救
わ

れ
る

話
が

大
半

　

を
占
め
て

い

る
。

た

だ
し
地

蔵
信
仰
へ

の

偏
り
を

防
ぐ
た

め

で

あ
ろ

う

　
か

、

地
蔵

菩
薩
も
宿
報
に

は

勝
て

な
い

と

告
げ
る

夢
譚
の

記
さ
れ
て

い

　
る

こ

と
が

特
徴
的
で

あ
る

。

　

　
ま
た

往
生

夢
が
二

例
し
か

記
さ

れ
て

い

な

い

が、

こ

れ
は

当
時
の

浄

　

土
信
仰
の

隆
盛
を
考
え
る
と
、

き

わ
め

て

興
味
深
い

。

恐
ら

く
は、

専

　

修
念
仏
を
妄

執
と

み

な

す

無
住
の

思
想
が

関
わ
っ

て

い

る

も
の

と

思
わ

　

れ
る

。

c

　

畜
生

界
へ

の

転
生
譚
は
、

従
来
の

説

話
集
と

さ

し

た

る

相

違
は

な

　
い

。

し
か

し
地

獄
界
の

描
写
は、

後
に

な
っ

て

成
立
し

た
『

太

平
記
』

　
に

お

け
る

結
城
宗
広
の

堕
地
獄

譚
を
思
わ

せ

る

よ

う
な

非
常
に

克
明
な

　
も
の

に

な

っ

て

い

る
。

こ

こ

に

は

『

往
生
要

集
』

と

『

北
野
天

神
縁
起

　

絵
巻
』

の

影

響
が

考
え

ら
れ
る

。

d
　
和
歌

陀
羅
尼

論
を
め

ぐ

る

夢
譚
が

多
出
す
る

点
は

、

『

沙

石
集
』

の

　

大
き

な
特
徴
と

な
っ

て

い

る
。
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