
こ

れ
も

今
は

昔

、
堀
川
兼
道
公
太
政
大
臣
と

申
す

人
、
（

注

１

）

世

か
ね

み
ち

よ

心

地

大

事

に

煩

ひ

給

ふ

。

御

祈

ど

も

さ

ま
ざ

ま

に

せ

ら

る

。

世

ご
こ

ち

わ

づ
ら

い

の

り

に
あ
る
僧
ど
も
の
参
ら
ぬ
は
な
し
。
参
り
集
ひ
て
御
祈
ど
も
を
す

。

殿
中
騒
ぐ
こ
と
限
り
な
し
。

こ
こ

に
極
楽
寺
は
、
殿
の
造
り
給
へ
る
寺
な
り
。
そ
の
寺
に
住

ご
く
ら
く

じ

み
け
る
僧
ど
も
、
「
御
祈
せ
よ
」
と
い
ふ
仰
せ
も
な
か
り
け
れ
ば
、

人
も
召

さ
ず
。
こ

の
時
に
あ
る
僧

の
思
ひ

け
る
は
、
御
寺
に
や
す

く
住
む
こ
と
は
、
殿
の
御
徳
に
て
こ
そ
あ
れ
。
殿
失
せ
給
ひ
な
ば
、

世
に

あ
る
べ

き
や
う

な
し
。
召

さ
ず
と
も

参
ら
ん
と
て

、
仁
王
経

を
持
ち

奉
り
て

、
殿
に

参
り
て

、
物
騒
が
し
か
り
け
れ
ば
、
中
門

の
北
の
廊

の
す
み

に
か
が

ま
り
居
て

、
つ
ゆ
目
も

見
か
く
る
人
も

な
き
に
、
仁
王
経
を
他
念
な
く
読
み
奉
る
。

二
時
ば
か
り
あ
り
て

、
殿
仰
せ
ら
る
る
や
う
、
「
極
楽
寺
の
僧
、

な
に
が
し
の
大
徳
や
こ
れ
に
あ
る
」
と
尋
ね
給
ふ
に
、
あ
る
人
、

だ
い
と
こ

「

中

門

の

脇

の

廊

に

候

ふ

」

と

申

し

け

れ

ば

、
「

そ

れ

、

こ

な

た

へ
呼
べ
」
と

仰
せ
ら

る
る
に
、

人
々
怪
し
と
思
ひ

、
そ
こ
ば
く
の

や
ん
ご
と
な
き

僧
を
ば
召
さ
ず
し
て

、
か
く
参
り
た
る
を
だ
に
、

よ

し
な
し

と
見
居

た
る
を

し
も
、

召
し
あ
れ
ば
、
心
も
得
ず
思
へ
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ど
も
、
行
き
て

、
召
す
由
を
い
へ
ば
参
る
。
高
僧
ど
も
の
着
き
並

び
た
る

後

の
縁
に
、
か
が
ま
り
居
た
り
。
「
さ
て

参
り
た
る
か
」

う

し
ろ

と

問

は

せ

給

へ

ば

、

南

の

簀

子

に

候

ふ

よ

し

申

せ

ば

、
「

内

へ

呼

す

の

こ

び
入
れ
よ
」
と
て
、
臥
し
給
へ
る
所
へ
召
し
入
れ
ら
る
。

無
下

に
物
も

仰
せ
ら

れ
ず
、
重
く
お
は
し
つ
る
に
、
こ

の
僧
召
す

む

げ

程
の
御

気
色
、
こ
よ
な
く
よ
ろ

し
く
見
え
け
れ
ば
、
人
々
怪
し
く

思

ひ

け

る

に

、

の

た

ま

ふ

や

う

、
「

寝

た

り

つ

る

夢

に

、

恐

ろ

し

げ

な

る

鬼

ど

も

の

、

我

が

身

を

と

り

ど

り

に
（

注

２

）

打

ち

れ

う

じ

つ

る

に

、
（

注

３

）

び

ん

づ

ら

結

ひ

た

る

童

子

の

、
（

注

４

）

楉

持

ち

た

す

は
え

る
が
、
中
門
の
方
よ
り

入
り
来
て

、
楉
し
て
こ

の
鬼
ど
も
を
打
ち

払

へ

ば

、

鬼

ど

も

み

な

逃

げ

散

り

ぬ

。
『

何

ぞ

の

童

の

か

く

は

す

る

ぞ

』

と

問

ひ

し

か

ば

、
『

極

楽

寺

の

そ

れ

が

し

が

、

か

く

煩

は

せ
給
ふ

事
、
い
み
じ
う

歎
き

申
し
て

、
年
ご
ろ
読
み
奉
る
仁
王
経

な
げ

を
、
今
朝

よ
り
中

門
の
脇

に
候
ひ

て

、
他
念
な
く
読
み
奉
り
て

祈

り

申

し

侍

る

。

そ

の

聖

の
（

注

５

）

護

法

の

、

か

く

病

ま

せ

奉

る

悪

鬼
ど

も
を
、

追
ひ

払
ひ

侍
る
な

り
』
と

申
す
と
見
て

、
夢
覚
め
て

よ
り
、
心
地
の

か
い
拭
ふ
や
う

に
よ
け
れ
ば
、
そ
の
よ
ろ
こ

び
い

の
ご

は

ん
と
て

、
呼
び
つ
る
な

り
」
と
て

、
手
を
摺
り
て

拝
ま
せ
給
ひ

す
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て

、

棹

に

か

か

り

た

る

御

衣

を

召

し

て

、

か

づ

け

給

ふ

。
「

寺

に

さ
を

お
ん

ぞ

帰
り
て
な
ほ
な
ほ
御
祈
よ
く

申
せ
」
と
仰
せ
ら
る
れ
ば
、
よ
ろ
こ

び
て

ま

か
り
出
づ
る
程

に
、
僧
俗
の
見
思
へ
る
気
色
や
ん
ご
と
な

し
。
中
門
の
脇
に
、
ひ

ね
も
す
に
か
が
み
居
た
り
つ
る
、
お
ぼ
え

な
か
り
し
に

、
こ
と

の
外
美
々
し
く
て
ぞ
ま
か
り
出
で
に
け
る
。

び

び

さ
れ
ば

人
の
祈
は
、
僧

の
浄
不
浄
に
は
よ
ら
ぬ
事
な
り
。
た
だ

心
に
入
り
た
る
が
験
あ
る
も
の
な
り
。

げ
ん

（
注
）

１

世
心
地
…
流
行
病
。

２

打
ち
れ
う
じ
つ
る
…
打
ち
さ
い
な
ん
だ
。

３

び
ん
づ
ら
…
少
年
の
髪
の
形
。

４

楉
…
細
長
く
の
び
た
枝
の
杖
。

５

護
法

…
護
法
童
子
の
こ
と
で
、
仏
法
や
そ
の
使
者
を
守
護

す
る
童
子
姿
の
善
神
。
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全

文
解
釈

こ

れ

も

今

と

な

っ
て

は

昔

の

話

だ

が

、

太

政

大

臣
堀
川

兼

道
公

と
申

し
上

げ

る

人

が

、

流

行

病

に

か

か

っ

て

重

態

に

お

な

り

に

な

っ

た

。
（

病

気

平

癒

の
た
め
の
）
ご
祈
祷
を
色
々
と
な
さ
る
。
世
間
で
認
め
ら
れ
た
僧
た
ち
で
（
堀

川

兼

道

公

の

ご

祈

祷

に

）

参

上

し

な

い

者

は

い

な

い

。

邸

内
で

は

騒
ぐ
こ

と

こ
の
上
な
い
。

さ
て

極

楽

寺

は

、

堀

川

公

が

お

建
て

に

な

っ
た

寺
で

あ

る
。

そ
の
寺
に
住

ん
で
い
た
僧
た
ち
は
、
「
ご
祈
祷
せ
よ
」
と
い
う
ご
命
令
も
な
か
っ
た
の
で

、

誰
も
（
こ

の

寺

の

僧

た

ち

を

）

お
呼

び

に

な
ら

な
い
。
こ

の

時
に
（
極

楽

寺

の

）

あ

る
僧

が

思

っ
た

こ

と

は

、

極

楽

寺

に

安

心

し
て

住
む
こ

と
は

、
堀
川

公

の

お

か

げ
で

あ
る
。

殿
が
お

亡
く

な
り

に
な
っ
た

な
ら
ば
、
生
き
て

い
ら

れ

る

方

法

も

な

い
。

お
呼
び

に
な
ら

な
く
て

も

参

上

し

よ

う

と
思

っ
て

、
仁

王

経

を

お

持

ち

し

て

、
（

堀

川

公

の

）

屋

敷

に

参

上

し

て

、
（

邸

内

が

）

立

て

込
ん
で

い

た

の
で

、

注

文

の

北

の

廊

下

の

隅

に

か

が

ん
で

座
っ
て

、

全

く

目
を

と

め

る

人
も

い

な

い

の

に

、
仁

王
経

を

一

心

不

乱

に

お
読

み
申

し
上
げ

る
。二

時
（
＝
四
時
間
）
ほ
ど
経
っ
て
、
堀
川
公
が
お
っ
し
ゃ

る
こ
と
は
、
「
極

楽

寺

の

僧
で

、

何

と

か

と

い

う

大

徳

は
こ

こ

に

来
て

い

る

か

」

と

お

尋
ね

に

な
る
の
で

、
お
側
に
い
る
人
が
、
「
中
門
の
脇
の
廊
下
に
控
え
て
お
り
ま
す
」

と

申

し

上

げ

た

と

こ

ろ

、
「

そ

の

僧

を

こ

ち

ら

に

呼

べ

」

と

お

っ

し

ゃ

っ

た

の
で

、

人

々

は

奇

妙

な
こ

と

だ

と

思

い

、

多

く

の

尊

い
僧
は

お
呼
び

に
な
ら

ず

、
こ

の
よ

う

に

参

上

し

た

こ

と

を

さ

え
意

味

が

な

い

と

周
り
が
見
て

い
る

僧

を

、
（

堀

川

公

が

）

お

呼

び

に

な

る

の

で

、
（

人

々

は

）

理

解

で

き

な

い

と

思

う

が

、

行

っ
て

（

堀

川

公

が

）

お
呼
び

だ

と

い

う

旨
を

言
う

と
（

極

楽

寺

の

僧

は

）

参

上

す

る

。

高

僧
た
ち

が

居

並

ん
で

い

る

後
ろ

の

縁
側

に
（

極

楽
寺
の

僧
は
）
か
が
ん
で
い
た
。
（
堀
川
公
が
）
「
さ
て
（
極
楽
寺
の
僧
は
）

来
た

か

」

と

お

尋
ね

に

な

る

の
で

、

南

の

縁

側

に

控

え

て

い
る
と

い
う
旨
を

（

人

々

が

）

申

し

上

げ

る

と

、
（

堀

川

公

は

）
「

中

へ

呼

び

入

れ

よ

」

と

言

っ
て

、
横

に
な
っ
て

い
ら

っ

し
ゃ

る

所

へ

（

極

楽

寺

の

僧

を

）

呼

び

入
れ

な

さ

る
。

全

く

物
を

お

っ

し
ゃ

る
こ

と

も

な

く

、

重

病
で

い
ら

っ

し
ゃ

っ
た
の

に

、
こ

の

（

極

楽

寺

の

）

僧

を

お
呼
び

に

な

る

時

の

ご

様
子
は
、
格
別
に
良

く

見

え

た

の

で

、

人

々

は

不

思

議

に

思

っ

て

い

る

と

、
（

堀

川

公

が

）

お

っ

し

ゃ

る

に

は

、
「

寝

て

い

た

時

の

夢

で

、

恐

ろ

し

そ

う

な

鬼

た

ち

が

、

私

の

身

体

を

様

々

に

打

ち

叩
い
た
が
、
び

ん

づ

ら

を

結

っ
た

童
子
で

、

木
の

枝
の

杖

を

持

っ
た

者

が

、

中
門

の

方

か

ら

入

っ
て

来
て

、

そ

の

杖
で

こ

の

鬼
た

ち
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を

打

ち

払

う

と

、

鬼

ど

も

が

み

な

逃

げ

去

っ

て

し

ま

っ

た

。
『

何

と

い

う

童

子

が

こ

の

よ

う

に

し

て

く

れ

た

の

か

』

と

訊

ね

た

と

こ

ろ

、
『

極

楽

寺

の

誰

そ

れ

が

、
こ

の

よ
う
に
（

あ

な

た

様

が

）

病

気

を

患

っ
て

い
ら

っ
し
ゃ

る
こ

と
を
た
い
そ
う
嘆
き
申
し
上
げ
て
、
長
年
読
み
申
し
上
げ
て
い
た
仁
王
経
を

、

今

朝

か

ら

中
門

の

脇

に
伺

候

し
て

、

一

心

に

読

み

申

し
上

げ
て

祈
り
申

し
上

げ
て

い

ま

す

。

そ

の

聖

の

（

信

仰

し
て

い

る

）

護

法

童

子

が

、
こ

の

よ
う

に

（

あ
な
た

様
を

）

煩

わ

せ
て

い

る

悪

鬼

ど

も

を

、
追

い

払

っ
た

の
で

す

」

と

申

し

上

げ

る

と

（

い

う

夢

を

）

見

て

、

夢

が

覚

め

て

か

ら

、
（

悪

か

っ

た

）

体

調
が
拭

う

よ

う

に

良

い

の
で

、

そ

の

礼
を

言

お

う

と

思

っ
て

、
呼
ん

だ
の

で

あ

る

」

と

言

っ

て

、

手

を

す

っ

て

、
（

極

楽

寺

の

僧

を

）

拝

み

な

さ

っ

て

棹

に

か

か

っ

て

い

た

御

衣

を

お

取

り

寄

せ

に

な

っ

て

、
（

ほ

う

び

を

）

与

え

な

さ

る

。
「

寺

に

帰

っ

て

な

お

い

っ

そ

う

ご

祈

祷

せ

よ

」

と

お

命

じ

に

な

る

の

で

、
（

極

楽

寺

の

僧

が

）

喜

ん

で

退

出

す

る

時

に

、

僧

や

屋

敷

の

人

た

ち

が

、
（
極
楽
寺
の
僧
が
喜
ん
で
帰
っ
て
行
く
姿
を
）
見
て
（
す
ば
ら
し
い
と

）

思

っ
て

い

る

様

子

は

並

々
で

は

な
い
。

中
門

の

隅
で

、

一

日

中
か

が

ん
で

い

た

の

は

注

目
さ
れ

な
か

っ
た

の

に

、
格

別

華

や

か

に

退

出

し
た

の

だ

っ
た

。

し
た

が

っ
て

、
人

の

祈

り

は

僧

の

貴

賤

に

よ

っ
て

（

ご

利
益

が
）

左
右
さ

れ

な

い
の
で

あ
る
。
ひ

た

す
ら

一
身

に
祈

る
こ

と

が

霊

験
の

あ
る
も
の
で

あ

る
。
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