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絵
入
浄

瑠
璃
本

「
日
本
九

ほ
ん

の
じ
や
う
ど

」

横

山

正

こ
の
浄

瑠
璃

は
今

ま
で

名
も

知
ら

れ

て
お
ら

ず
、

古
浄

瑠
璃

年
表
類

に

も
見

ら

れ
な

い
。

「
念

仏
住
生

記
」

(大

原
問
答

)

の

「
九

品

の
浄
土

」

(
「竹

子

集
」

に
も

所
収

)
と

は
全

く
異

な
る

も

の
で
あ

る
。

か
な

り
多

く

の
落

丁
が
あ

る

不
完
本

で

は
あ

る
が
、
貞

享

頃

の
出

羽
禄

座

の

↓
端

を

示
す

も

の
で
あ

る
と

思
わ

れ

る

の
.て
、
次

に
紹

介
す

る
。
簡

単

に
書
誌

を

記
す

。
装
領

題
簸

内
題

行
・
丁
数

届
絵

丁
附

半
紙

本

。
縦

二

一
・
三
糎

、
横

一
六

糎
。
表

紙

は
厳

色
が

か

っ
た
黒
無

地

。

欠国

日
本
九
ほ
ん
の
じ
や
う
ど

一
七

行
、

実

丁
六
丁

半

(落

丁

、
数

丁

)

見
開

一
ヶ
所
、

半
丁

三

ヶ
所

(
半
丁

の
も

の
は

元
来
見

開
で

、

半
丁

が
落

丁
し

た
も

の
と

思
わ

れ
る

。
)

板

心

。

「
九

ほ
ん

三
」
「九

ほ

ん

四

ヵ
」
「
九

ほ
ん

五

ヵ
」

(
こ
の
間
、

五
丁
欠

)

「
九

ほ
ん

十

一
」

「
九

ほ
ん

十

二
」

「
九

ほ
ん

十

三
」
(次

、
絵

半
丁
欠

ヵ
)
「
九

ほ
ん

十

四
」

(以
下

欠

)
。

刊
記

欠

本

文

の
節
附

に
は
次

の
も

の
が
見

ら
れ

る
。

上

お
ろ

し

・
ふ
し

ゆ
り

・
ふ
し

:

が
し
お

と
し

・
ひ
や
う

し

・

一
つ

ひ
や
う

し

・
お
す

ふ
し

・
く
り

上

ふ
し

・
上

ふ
し

・
う
れ

い
ふ
し

・

う
れ

い

.
三
重

・
ヲ
ク

リ

・
く

り
上

・
上

・
下

お
ん

・
お
と

し

・
地

・
い
ろ

・
こ
と

ハ

・
地

パ
リ

・
は

つ
ミ

・
二

つ
は

つ
ミ

・
引

取

・
か

ゝ
り

・
つ
き
ゆ

り

・
ぎ
ん

か

ハ
り

次

に
本

文

の
残
存

部
分

に
よ
り
梗
概

を
記

す
。

(第

元
)
讃

岐

国
多
度

の
郡

の
領

主
あ

と

の
太
夫

広
足

に
は
、
北

の
方

死
去

し

、
あ

こ
や
姫

が

あ

っ
た
。
広

足

の
甥
あ

と

の
大

か

う

た

つ
む

ね

は

悪
事

を

好
ん

だ
。

た

つ
む
ね

が
捕

え
た
鷹

の
子

を
、

姫

は
母

の
供
養

の
た

め

に
、

た

つ
む

ね

の
恋
慕

を
利

用

し

て
貰

い
受

け
、

空

へ
放

し

て
自

室

に



逃

げ

る
○

騙
さ
れ

て
、

た

つ
む
ね

は
怒

る
。
姫

は

或

る
夜

更

け

、
月

を
隠

そ
う
と
す

る
雲

を
招

く

と
、

そ

の
中

か
ら

神
童

か

現

わ
れ

、
姫

と
契

を
結

び

、
真
言

の
秘
密
を

こ
の
地

に
広

め

る
と

語

っ
て
雲
井

へ
去

る
。

姫

は
身

亟

と
な

る
夢
を

見

る
。

(次

の
落

J
部

分
は
絵

に

よ

る
と

、
あ

こ
や
姫

の

産

ん
た
若

君
即

ち
後

の
空
侮

を

た

つ
む
ね
か

谷

に
投

け
落

と
し

、

松

の
枝

に
か

か

っ
た

と

こ
ろ
を

、
以
前

あ

こ
や
か

助

け
た
鷹

か

救

い
、

入

唐

僧

の

船

に
落

と
し

て
助

け

る
。

若
君

は
入

唐
し

て
修

業
し

、

文
珠

菩

薩

を
直

に

拝
む

。

)
帰

朝
後

、
母

あ

こ
や
御
前

か
斬

ら

れ

て
死

ん

た

の
を

空
侮

は
文

珠
菩
薩

か

ら
授

か

っ
た

法
力

て
生

き
か

え
ら

せ

る

。

母

は
空

海

を
仏
と

拝

み
、
空
海
は
母

を
輿
に
乗
せ
て
寺

へ
帰

る

(以
上
第

三
ま
で
)
。

(第
四

)

空
海

の
法
力

か

宮
中

に
聞

え
、
刀
口
出

さ
れ

る
。

禁
裏

の
祈

念

僧
、

山
階
寺「日本 九 ほんの じや う ど」1オ
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守
敏

僧
都

は

こ
れ

に
反
対
す

る
が

、
空

海

は
真
言

を

説
き

、
守

敏

と
法
力

を
争

っ
て
勝
ち

、
小

僧

都

の
位

を

与
え

ら
れ

る
。

そ

の
後

、
旱
魑

が

続
き

、

帝

よ

り
空
海

と

守
敏

と

に
雨
乞

い
が

命
ぜ

ら

れ
る

。

守

敏

は
雨

を
降

ら

し

え
ず

、
空

海

の
法
力

で
雨

が
降

る
。

怒

っ
た
守
敏

は

空

海

調
状

の
祈

を

始

め
る
。

空
海

も

こ
れ

に
応
じ

て
守
敏

調

伏
を
激

し

く

祈

る
。
守

敏

の
檀

上

に
降

三
世

明
王

が
現

わ

れ
、
空

海
を

智
慧

の
矢

で
射

る
が

異
状

な
く

、
空

海

の
檀

上

に
大

威
徳

明
王

が
現
わ

れ
、

守
敏

の
首

を

神

通

の
鏑

矢
で
射

切

る
。

(第

五

)弘

法
大

師
は
高

野
山

に
伽

藍
堂

塔

を

建
立

、
日
本

九
品

の
浄

土

を

実
現

す

る
。
大

唐

五
大

山
よ

り
投
げ

ら

れ
た

さ

ん

ご

が
松

の
梢

に
止

ま

っ
て
光

る

。
空

海
悦

び

、
こ

こ
で
坐

禅

を

組
む

。
都

で

は
、
あ

こ
や
御

前

が

生
前

も
う

一
度

空
海

に
会

い
た

く
、
高

野
山

に
登

ろ

う
と
す

る
と
雷

電

が
と

ど
ろ
く

。
空

海

は
霊
山

に
女

人

は
登
れ

な

い
と

母

に
語

る

が
、
母

は

承
知

し
な

い
。
空

海

は
袈
裟

を
七

つ
に
た
た

み
、

こ

の
上
を
越

え

て
異
状

が

な

け
れ

ば
登

っ
て
よ

い
と

言
う

。
母

が

そ
れ

を

ま

た
ぐ

と

、
既

に
止

ま

っ

て
久

し

い
月
経

が
袈

裟

の
上

に
落
ち

、
袈
裟

は

火

焔

と

な

っ
て
空

に
上
り

、

火

の
雨

を
降

ら
す

。
母
は
女

の
身

を
歎

く

の
で
、
空

海

は

山
神

を
祈

っ
て
母

を

山

の
腰

ま
で

上

ら
せ

て
住
ま

せ
る

。
こ
れ

が
女

入

堂
で

あ

る
。悪

運
強

い

た

つ
む

ね
は
未

だ

生
存

し
、
山
野

に
迷

い

、
高

野

山

に
来

る
。

(
以
下

欠
。
絵

に
よ

れ
ば

、
た

つ
む
ね

は
天
狗

に
殺

さ

れ
る
。

)

さ
き

に
挙

げ
た
節

附

を

見

る
に
、
角
太

夫

、
治
太

夫

、
一
中

な
ど

の
節
附

に
類
似

し

て

い
る
。
然

し

細
か

く
見

る
と

、
必

ず

し

も

同

一
と

言

え

な

い
。

こ
れ

に
対

し

て
、
貞

享

五
年

(
元
禄

元
年

)
の
伊
藤

出
羽

縁

正
木

「
ヒ

タ
之

本

地
」
そ

の
他

の
出
羽

禄

の
節

附

と
比

較

し

て
み

る
と
、
完
令

に

元
致
し
、
両
者

一
体

で

あ

る

こ
と

を
明

示
し

て

い
る
。
従

っ
て
節

附

の
面
よ
り
見

る
限
り
、
「

日
本

九

ほ
ん

の
じ

や

う
ど
」
は
出

羽
縁

の
正
本

と
み
て
間
違
な

い
で
あ
ろ
う
。

次

に
梗

概

で

も
明

ら

か
な

よ

う

に
、

弘
法

大
師

の
真
言

の
大

法

を
讃

美

し

、
高

野

山

を

日
本

の
九
品

の
浄

土

と
讃

え
る
も

の
で

あ

っ
て

、

こ
の

類

似

の
浄

瑠
璃

と
し

て
よ

く
知

ら

れ

て
い
る
も

の
に

、
相

模
縁

(角

太
夫

)

正

本

「
弘

法
大

師

誕

生
記

」

(
須
脾
駈
脚

)

と
加
賀

縁
正

本

「
以

呂
波

物

語

」

(
貞
享
元

年
三
月

)

と
が

あ

る
。

こ
の

二
作

品
は
共

に
貞

享

元

年

三
月

に
東

寺

で
行

な

わ

れ

た
弘
法

大

師
八

百

五
十

年
忌
法

要

の
際

、
相

前

後

し

て
初

演

さ
れ

た

も

の
で
あ

る

。
先
ず

「
弘
法

大

師
誕
生

記

」
を

「
日
本
九

ほ

ん

の
じ

や
う

ど

」

に
比

較
す

る

に
、
冒

頭

の
部
分

(
約

二
行

ほ

ど

)
は
両

者

殆

ん

ど
同

文

で

あ
り

、

そ
れ

に
続

く
部
分

も

、
か

な

り
類
似

し

て

い
る

。

ま

た
姫

が

神

童

と
契

る
部

分
も
次

の
よ
う

に
同

文

と
も
言

え

る

ほ
ど

の
類

似
を

示
し

て

い
る

。

ま
ち

ゑ

て
出

る
月

か

け

の
.
ほ

の
　
＼

と
見

ゆ

る
其

け
し

き

.
け

に

も

ゑ

な
ら

ぬ

心
ち
し

て
・
こ
と

を

引
よ

せ
…

…
…

か

ゝ
る
折

ふ

し

さ

し
も

く

ま

な
き

月

か

け

を
・
又
た

つ
く
も

の
お

ほ
は

ん
と

す
.
姫

君

御

て
を

あ

げ

給

ひ
.
し
ば

し
と

ま
ね

か

せ
給

ひ

け
れ

ば

.
…

…

(
日
本

九

ほ

ん

の
じ

や

う
ど

)

ま

ち
ゑ

て
出

る
月

か

け

の
.
…

…
…

き
ら

め
き

わ
た

る
其

け

し

き
.
げ

に
も

ゑ

な

ら

ぬ
.
こ

ゝ

.
ち

し

て
.
…
…

こ
と

ひ
き

よ
せ

て

か

ゝ
る
折

ふ

し

.
さ
し
も

く
ま

な
き

月
か

げ

を

.
又

た

つ
く

も

の

.
お

ほ
は
ん

と

す

.
姫

君
あ

ふ
ぎ

を
あ
げ

給

ひ

・
し

ば
し

/
＼

と

ま

ね
き
給

へ

ま
.
…

…

(
弘
法

大
師

誕

生
記

)

こ
れ

は

一
例

を
挙
げ

た

に

過
ぎ

な

い
が
、

こ
の
類
似

だ

け

で
も

両
者

の

密
接

な

関

係

は
否
定

で

き
な

い
。

次

に

「
日

本
九

ほ

ん

の
じ

や

う

ど
」

と

「
以

呂
波

物
語

」

と

を
比
較

す

る
に
、
冒

頭

の
部

分
か
ら

両
者

別
文

で
は

あ

る
が

、

「
以

呂
波

物

語
」

の
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中

核

を
な

し

て
い

る
空

海

の
渡
唐

・
高

野
山

草
創

・
守

敏

と

の
雨

乞

い
で

の
法

力
争

い
な

ど

、
す

べ

て

「
日
本

九

ほ

ん

の
じ

や

う

ど

」
で

も
亦
、
重

要
な

趣
向

と
し

て
描

か

れ

て

い
る
。
更

に
次

の
部

分

な
ど

は

両
者

同

一
内

容
を
殊

更

、
多

少
で

も
表

現
を
変

え

よ
う

と
し

た
跡

が
み

ら
れ

る
。

あ

ま
り

に

つ
よ
く

い
の
ら
れ

て
.

し

ゆ
び

ん

そ
う
つ

の
だ
ん

の
う

へ
に

は

.
か

う
ざ

ん
ぜ

明
王

あ

ら
は

れ

給

ひ

.
大

ひ

の
弓

に
ち

へ

の
や

を

は

け

は
な

し
給

ふ
が

.
・…
…

(
日
本
九

ほ

ん

の
じ

や

う
ど

)

あ

ま
り

に

つ
よ
く

い
の
ら
れ

て
守
敏

の
だ
ん

に
は

大

。
ゐ
と

く
明

王

空

海

の
だ

ん

に
は

。
が
う
ざ

ん
ぜ

明
王

光

を
は

な

つ
て
あ

ら
は

れ
給

ひ
大

悲

の
弓

に
ち

ゑ

の
矢

を

。
さ

し

つ
あ
引

つ
め

は

な
し
給

へ
ば

…
…
…

(
以
呂
波

物

語

)

こ
れ
ら
か

ら
見

る
と

、

「
以
呂

波
物

語

」
と
関

係
あ

る

こ
と
も

亦

、

否

定

.て
き

な

い
。

そ

し

て
筋

の
構

成

は

「
日
本
九

ほ
ん

の
じ
や

う
ど

」

の
前

半

が

「
弘
法
大

師

誕
生

記
」

の
前
半

と
類
似

し

て
お
り

、

「
日
本
九

ほ
ん

の
じ

や

う
ど

」

の
後

半
が

「
以
呂
波

物

語
」

に
似

て

い
る
。

こ

こ
で

「
日

本

九

ほ
ん

の
じ
や

う
ど

」
と
右

の
二
作

品
と

の
前

後
が

問
題

と
な

る
が

、

信

多

純

一
氏

は
古
典

文
庫

の

「
山
本

角
太

夫

に

つ
い

て
」

の
中

で

、
角
太

夫

と
出

羽
禄
座

と

の
関

係

に
ふ
れ

て
、早

く

は
角
太

夫
の
語
り
物

が
出

羽
縁

の
影
響
を

受

け
た

が
、

延
宝
末

頃

か
ら

は
両
者

何

れ
が
先

行

か
わ
か

ら
な

く

な

り

、
元
禄

に
な

る
と

角
太

夫

の
先

行

が
明

ら

か

に
な
り

、

こ

の
期

の

出

羽
縁

の
正
本

は
藤

九

郎

版
が
多

い

こ
と

を
論

証
さ

れ

て
い
る

。
然

も

「

日
本

九

ほ
ん

の
じ

や
う

ど

」
も

他

の
二
作

品
同
様

に
、
弘
法

大

師

の
威

徳

の
讃

美
を

中
心

と
す

る

も

の
で

、
大
師

八

百
五
十

年
忌

の
貞

享

元
年

か
ら

あ
ま

り
遠

く
隔

た

る
も

の
と
は

思

わ
れ

な

い
。
と

す
れ
ば

出

羽
禄

の
も

の

と

推
定

さ
れ

る

「
日
本

九

ほ
ん

の
じ
や

う
ど

」
は

、
そ

の
前
半

を

「
弘
法

大

師
誕

生
記

」

の
前

半

に
拠

り
、

そ

の
後

半
を

「
以

呂
波
物

語

」

の
影
響

に
拠

っ
た
も

の
と

み

る

べ
き

で
あ

ろ
う

。
更

に

節

の
点

で
も

角
太

夫
節

の

特

徴
で

あ
る

「
う

れ

い
ふ
し

」
「
う

れ

い
」

が

「
日
本
九

ほ
ん

の
じ

や
う

ど
」

に
見
ら

れ
る

こ
と
も

、
本

文

の
類
似

と
共

に
角

太
夫

(
弘
法

大
師

誕
生

記

)

か

ら
影
響

を

う
け

て

い
る

こ
と
は

明
ら
か

で
あ

る
。

即
ち

「
日
本
九

ほ
ん

の
じ
や

う
ど

」
は

、
弘
法

大
師

八
百

五
十

年
忌

に
際

し

て
貞
享

元
年

に
相

前
後

し

て
初
演

さ

れ
た
と

み

ら
れ

る

「
弘
法

大

師
誕
生

記

」
と

「
以

呂
波

物

語
」
と

を
と

っ
て
、

そ
れ

ぞ
れ

一
曲

の
前
後

に
配
し

、
第

五

に
高

野
山

の
霊

場
を

日
本

の
九

品

の
浄
土

と
し

て
大
き

く

描

き
、

母
を

も
絡

ま
せ

て

聖
域

を
強

調
し

て
真

言

の
秘
密

を
描

き
、
右

二
作

品

に
続

い

て
八
百

五
十

年
忌

を
余

り
遠

ざ
か

ら

ぬ
時
期

(貞
享

年
中

)
に
年
忌

興
行

の

一
つ
と

し

て
上
演

さ

れ
た

も

の
と
推

定
す

る
。

た
だ

こ

の
時

期

の
本
書

の
版

元
も

既

に
、

元
禄

同
様

に
、

正
本

屋
藤
九

郎

で
あ

っ
た

か
否

か

に

つ
い

て
は
疑

問

を
残

し

て
お
き

た

い
。
何

れ

に
し

て
も

こ
の
本

は
、
出

羽
縁
座

が
京

の
角

太

夫

の
浄
瑠

璃

や
曲
節

を

と

る
だ
け

で
な
く

、
同

じ
京

の
加
賀

操

の
語

り

物

を
も

と

り

い
れ
た
時

期

の
出

羽
縁
座

の
浄

瑠
璃

で
あ

る

こ
と
を

示
し

て

い

る
。
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