
古
典
劇

に
見
る
破
戒
僧

へ
の
疑
問

異
論
も
あ

る
が
私

は
伎
楽

か
ら

日
本
語
劇
史

を

始

め
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
伎
楽

は
百
済

か
ら
渡

っ
て
き

た
も

の
で
、

正
倉
院

に
現
存
す

る
仮
面

を

見

る
と
、
西
域
地
方

に
淵
源

し
、
中
国

・
朝
鮮
を

通

っ
て
日
本

に
渡
来

し
た
も

の
で
あ

る
こ
と
が
わ

か

る
。

聖
徳
太
子
が

こ
れ

を
喜
ば
れ
、
大
和

の
桜
井

の

里

に
伝
習
所
を
作

っ
て
幼
童

に
習
わ
し

た
と

い
う

記
録
が
あ

る
。
東
大
寺
や
全
国

の
国
分
寺
な
ど
に

於
け
る
仏
会

の
荘
厳

と
し

て
用

い
ら
れ

た
が
、
そ

の
形
式

は

一
種

の
行
道

で
、
そ

の
異
相
面
の

エ
キ

ゾ
チ

シ
ズ

ム
が

一
般
参
詣
者

の
興
味
を

ひ
い
た
の

で
あ
ろ
う
。

し
か
し
わ
ざ
わ
ざ
伝

習
せ
し
め
た
と

い
う

こ
と

か
ら
考
え

る
と
、
そ

の
行
道
に
多
才
の
技
術
的

な

要
素
が
あ

っ
た
の
か
も
知
れ
な

い
。
仏
会
の
荘

厳

小

林

勝

と
し

て
の
行
道

は
、
今
日

で
も
菩
薩
や
稚
児
を
用

い
る
も

の
が
各
地
方
に
残

っ
て

い
る
が
、

こ
れ
ら

に

は
特
別

の
技
術
が
あ
る
と
は
思
え
な

い
。

し
か
し
伎

楽
は
ま
も

な
く
亡
び

て
し
ま

っ
た
。

舞
楽
人
狛

近
真

が
児
孫
の
た
め
に
書
き
遺

し
た

「
教
訓

抄
」

の
中

に
伎
楽

の
こ
と
が
書
き

と
め
て

あ
る

(
日
本
古
典
全
集

2
冊
の
う
ち

た

っ
た
2
頁

で
あ
る
)
。

そ
れ
に
ょ
る
と
、
行
道

に
多
少

の
シ
グ
ナ
を
伴

な
う
所
も
あ

る
が
、
性
的

な
悪

フ
ザ

ケ

も

あ

っ

て
、

そ
れ
が
伎
楽

を
亡
ぼ

し
た
の
か

も

知

れ

な

い
。
も

ち
ろ
ん
聖
徳
太
子
が
そ

ん
な
下
品

な
も

の

を
喜
ば

れ
る
わ
け

は
な
い
か
ら
、
後

に
な

っ
て
俗

楽
的

な
も

の
に
堕
落

し
た
の
で
あ

ろ
う
。

そ
の
次

に
渡
来

し
た
の
は
唐

の
舞
楽

で
、

こ
れ

は
歌
舞
管
絃

と
し
て
形
式
的

に
も
完
成
さ
れ

た
も

の
だ
が
、
朝
廷

や
大
き

な
寺
社

に
儀
式
用

に
保
護

さ
れ
、

日
本
古
来

の
歌
舞
音
曲
も
吸
収

し
て
、
今

日
に
ま
で
伝

わ

っ
て
い
る
雅
楽
が
そ
れ

で
あ

る
。

内
容

は
あ

ま
り

に
典
雅

に
完
成
さ
れ

て

い

る

か

ら
、
抽
象
的

で
そ

の
意
味

の
わ

か
ら
ぬ
も

の
が
多

く
、

わ
ず

か
に
越
南
地
方

(
ベ
ト

ナ
ム
)
か
ら
来

た
林
邑

八
楽

に
や
や
演
劇
的

な
も

の
が
見
ら
れ

る

だ
け

で
あ

る
。

問
題

は
そ

の
次

に
来

た
散
楽

で
あ
る
。

い
わ
ゆ

る
俗
楽

で
、
庶
民

の
中
か
ら
起

っ
た

雑

芸

で

あ

る
。
中
国
古
来

の
も

の
も
あ
り
、
西
域
地
方

か
ら

の
伝
来
も

の
も
あ

っ
て
、
散
楽

百
戯

と
言

わ
れ
た

も

の
だ
が
、
日
本

に
来

て
日
本

の
民
間
芸
能
も
加

わ

っ
た

で
あ
ろ
う
。

や
が

て
こ
れ
が
猿
楽

と
田
楽

の
二

つ
に
な
る
が
、

雑
芸

で
あ

る
こ
と
に
変

り
は

な
い
。

た

田
楽

の
こ
と
は
し
ば
ら
く

お
き
、
散
楽
が

ど
う

へ

し
て
猿
楽

に
な

っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
私

は
ま
だ

釈
然

と
し
て
い
な
い
。
ど

の
演
劇
史

を

読

ん

で

も
、

ま
だ
私

を
説
得

し
て
く
れ

て
は
い
な
い
。

一
条
天

皇
の
時
代

の
藤
原
明

衝

の

「
新

猿

楽

記
」

に
よ
る
と
、
猿
楽

は
だ

い
た
い
曲
芸

と
奇
術

と
物
真
似

(劇

の
原
始
形
)

の
三

つ
に
分
け
ら
れ

る
。

そ
の
う
ち
物
真
似

に
帰
す

る
も

の
を
猿
楽
能
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と
言

っ
た

(
も
ち
ろ
ん
田
楽

の
方

に
も

田
楽
能
が

あ
る
)
。

そ

の
中

で
特
に
注

意
し
た
い
の
は

「
福
広

聖
の

、袈
裟

求
め
」
と

「妙
高

尼
の

ム
ツ
キ
乞

い
」

で
あ

る
。
前
者

の
解

釈
に
は
二
説

あ

っ
て
、
高
位

の
僧

正
が
美
し

い
袈
裟

の
寄
進
を
ね
だ
る

と

い

う

説

と
、
遊
里
に
行

っ
て
明
る
く
な
ら
ぬ
う
ち
に
帰

ろ

う
と
し
て
自

分
の
袈
裟

を
暗

が
り
で
捜

し
、
あ

わ

て
ふ
た
め
く
と

い
う
説

で
あ
る
。
寄
進

の
方

な
ら

ま
ず

ま
ず

許
せ
る
が
、
女

犯
の
方

な
ら

と
ん
で
も

な

い
破
戒

行
為

で
あ

る
。

そ
し
て
も
う

一
つ
の
と

り
す
ま
し
た
尼
の
場
合

は
そ
れ
以
上

の
破
廉
恥

で

あ

っ
て
、

こ
の
こ
ろ
か
ら
す

で
に
高
位

の
比

丘
比

丘
尼
の
性

乱
行

が
風
刺

と
し
て
指
摘

さ
れ
て
い
た

こ
と
に
、
私

は
む
し
ろ
絶
大

な
シ

ョ
ヅ
ク
を
覚
え

㍗
る
。
権
威
の
失

墜
と
い
う

ベ
ル
グ

ソ
ソ
喜
劇
説

の

典

型
例

だ
が
、
喜
劇

で
あ

る
か
ら
と
言

っ
て
た
だ

笑

っ
て
ば

か
り
で
は
居

ら
れ
な
い
恐
怖

を
さ
え
感

じ
る
の

で
あ
る
。

私

は
こ
こ
数
年
来
、
毎
年

二
回
く
ら

い
の
割
合

で
仏
跡
め
ぐ

り
を
試

み
て
い
る
が
、
ど

ん
な
寺

に

も

必
ら
ず
妻
女
が

い
る
。
浄

土
真
宗

な
ら
そ
れ

は

わ
か
る
。
宗
祖
親
鸞
が
非
僧
非
俗

を
主
張

し
た
宗

派
だ

か
ら
だ
。
そ
れ
が
最
も
戒
律

の
き
び
し
か
る

べ
き
禅
宗
に
ま

で
そ
の
風
が
及
ん
で
来

て
は
、

も

は
や
日
本

の
仏
教

は
出
家
仏
教

で
は

な

く

な

っ

た
。
全
く

の
在
家
仏
教

で
あ
る
。
東
洋

の
小
乗

仏

教
国
か
ら
来
た
僧
侶
が
、
日
本

へ
来

て

一
番
驚

く

の
は
そ

の
こ
と
だ
と
い
う
。

仏
教
が
東
漸
す
る
に
従

っ
て
、

そ
の
国

の
風
土

に
風
化
さ
れ
る
こ
と
は
仕
方

が
な
い
と
し
て
も
、

煩
悩
即
菩
提
と

い
う
仏
教
哲
学

の
究
極

は
、
般
若

の
知
恵

(
空
観
)

を
以

っ
て
清
浄

で
な
け

れ
ば

な

ら
な

い
わ
け

で
あ
る
が
、
真
言
密
教

の

理

趣

経

も
、
読
み
誤
る
と
立

川
流

と
な

っ
て
、
既

に
徳
川

時
代

に
断
罪
さ
れ

て
い
る
。
真
言
密
教

は
い
う
ま

で
も
な
く
強
法
大
師

の
伝

え
ら
れ
た
も

の
だ
。

現
在

で
は
、
真

の
出
家

は
十
人

く
ら
い
い
る

か

ど
う
か
と
言
わ
れ
て
い
る
。
先
年
も
某
派

の
管
長

(
尊
敬
に
価

す
る
高
徳

の
老
師

で
あ

る
が
)

の
次

男

と
か
が
市

会
議

員
か
何

か
に
立
侯
補

し
た
と
い

う

の
で
、
何
か
裏
切
ら
れ
た
感
が

し
た
も

の
だ
。

日
本
人

ほ
ど
宗
教
不
信

の
多

い
国

は
、
世
界

で
も

ほ
か
に
な

い
と

い
う
。

宗
教
者

(仏
教
人
)
自
身

が
す

で
に
宗
教
不
信

に
陥

っ
て
い
て
は
、
何

と
も

は
や
、
こ
れ
を
救
う
道

は
な
い
か
も
知
れ
な

い
。

そ
の
関
係

は
、
政
治

と
政
治
不
信

と
も

つ
な
が

る

心
理
が
、

そ
こ
に
見
え

て
く

る
よ
う
だ
。

昔

の
人

は
猿
楽

の
高
位

の
比

丘
比

丘
尼

の
失
墜

を
見

て
、
或

は
ゲ

ラ
ゲ

ラ
と
笑

っ
た
か
も
知
れ
な

い
。
笑

え
る
人

は
ま
だ
自
己

を
持

っ
て
い
ら
れ

た

か
ら
だ
。
私

に
は
笑
え

な
い
。
私

は
も

は
や
自
己

を
持

て
な
い
時
代

に
押

し
込

め
ら
れ

て
い
る
。

猿
楽
が
ど

こ
で
演
ぜ
ら
れ

た
か

に
つ
い
て
は
、

藤
原
明
衡
も
明
記

し
て
い
な

い
が
、
恐
ら
く
寺
院

な
ど

で
公
開
さ
れ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る

フ
シ
が
あ

る
。
現
在
京
都

の
壬
生
寺

で
毎
年
演
ぜ

ら
れ

て
い
る
壬
生
狂
言

(
こ
れ
も
古
典
劇
と
見

て

い
い
だ

ろ
う
)

に
、
や

は
り
破
戒
僧
を
槍
玉
に
上

げ

た
も

の
が
残

っ
て
い
る
。
見
物

は
た
だ
そ
れ
を

見

て
笑

っ
て
い
る
。
寺

の
坊
主
も
笑

っ
て
見

て
い

る
。
ど
う

い
う
心
境
な

の
だ
ろ
う
か
。

た
だ

こ
の

壬
生
狂
言

の
救

い
は
、
寺

に
入
り

こ
ん
だ
女
が
、

あ
わ

て
て
仮
面
を
逆

に
か
ぶ

っ
て
壇
家
に
女
犯
を

見

つ
け
ら
れ
る
と

い
う
、
仮
面
劇

で
な
く

て
は
表

現
出
来
な

い
独
創
的
な
演
出

の
機
智
が
あ
る

こ
と

で
、

こ
れ

は
演
劇

と
し

て
の
救

い
で
あ

っ
て
、
仏

教

の
そ
れ

で
は
な

い
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な

い
。

仏
教

は
も

っ
と
日
本
人
に
と

っ
て
珍
重
し
て

い

い
思
想
だ
と
思
う

の
だ
が
ー

。
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