
受
け
継
が
れ
る
山
蔭
像

流
布
本
系

『
鉢
か
づ
き
』
を
中
心
に

鉢
か
づ
き
が
山
蔭
と
出
会
う
と

い
う
物
語
展
開
に

つ
い
て
考
察
し
た

い
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
　山
蔭
説
話
、
入
水
、
亀

の
報
恩
、
鉢

日

沖

敦

子

一

は
じ
め
に
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要
旨
　
継
母
の
策
略
に
よ

っ
て
、
四
辻
に
捨
て
ら
れ
た
鉢
か
づ
き
は
、
入
水
自

殺
を
図
る
が
、
鉢
を
か
づ
い
て
い
る
た
め
に
浮
い
て
し
ま

い
死
ぬ

こ
と
が
で
き

な
い
。
山
蔭
三
位
の
中
将
と
出
会
う
の
は
、
そ
ん
な
矢
先

の
こ
と
だ

っ
た
。

こ

の
山
蔭
三
位

の
中
将
は
、
様
々
な
文
献
に
そ
の
名
が
確
認
で
き
る
藤
原
山
蔭

の

こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

山
蔭
三
位
の
中
将
は
、
流
布
本
系

『
鉢
か
づ

き
』
に
登
場
し
、
鉢
か
づ
き
の
そ
の
後
の
運
命
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
。
鉢

か
づ
き
は
山
蔭
の
邸

の
湯
殿
で
下
働
き
を
し
、
山
蔭

の
四
男
宰
相
殿
と
結
ば
れ

る
。

こ
の
よ
う
な
展
開
を
踏
ま
え
る
と
、
『
鉢
か
づ
き
』

の
中

で
の

一
つ
の
転

機
が
、
こ
の
山
蔭
と
の
出
会
い
の
場
面
で
あ

っ
た
と
言

っ
て
も
過
言
で
は
な

い

だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、

〈亀

の
報
恩
譚

〉

〈継
子
譚

〉
を
主
要
素
と
す
る
山
蔭
説

話

の
流
れ
が
、
そ
の
後

の
室
町
時
代
物
語
に
ど

の
よ
う
に
繋
が

っ
て
い
く
の
か

を
辿

り

つ
つ
、
『
鉢

か
づ
き
』
に
山
蔭
と

い
う
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
を
登
場
さ
せ
る

こ
と
に
よ

っ
て
広
が
る
物
語
世
界
を
読
み
味
わ

っ
て
み
た
い
。
山
蔭
説
話

の
流

れ

の
中

で
の

『
鉢

か
づ
き
』
の
位
置
を
確
認
し
た
上
で
、
『
鉢
か
づ
き
』
と
山

蔭
説
話
の
比
較
を
試
み
る
。
そ
こ
か
ら
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
入
水
直
後
に

鉢
か
づ
き
の
そ
の
後
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
出
来
事
、
そ
れ
は

「山
蔭
三
位

の
中
将
」
と
の
出
会

い
だ

っ
た
。
鉢
か
づ
き
が
宰
相
殿

(山
蔭

の
四
男
)
と
め
で

た
く
結
婚
す
る
と

い
う
展
開
は
、

「山
蔭
三
位
の
中
将
」
と
の
出
会

い
が
き

っ
か

け
で
あ
る
。

御
巫
本
系
諸
本
、
清
水
本
を
除
く
、
流
布
本
系

『
鉢
か
づ
き
』
諸
本

に
は
、
全

　
エ

　

て

「山
蔭
三
位

の
中
将
」
の
名
前
が
確
認
で
き
る
。
諸
本

の
大
部
分
を
占
め
る
流

布
本
系
統

で

一
致
す
る
山
蔭
と
い
う
人
物
は

一
体
ど
の
よ
う
な
人
物
な

の
だ
ろ
う

か
。

『
尊
卑
分
脈
』
『
公
卿
補
任
』
と
も
に

『
鉢
か
づ
き
』
に
登
場
す
る

「
山
蔭
三

位

の
中
将
」
と
い
う
人
物
は
見

つ
か
ら
な

い
。
山
蔭
の
名
が

「藤
原
山
蔭
」
の
ほ

か
に
見

つ
か
ら
な

い
こ
と
か
ら
、
『
鉢
か
づ
き
』

に
登
場
す
る

「
山
蔭
三
位

の
中

　ヨ
　

　
ま

将
」

は

「藤
原
山
蔭
」
を
指
す
と
考

え

て
良

い
だ

ろ
う
。

こ
の

「
藤
原
山
蔭

」

(山
蔭
中
納
言
)
と

い
う
人
物
は
実
在
し
た
こ
と
が
わ
か

っ
て
い
る
。

ハゑ

　
　
　

「藤
原
山
蔭
」
は
、
総
持
寺
の
創
建
者
、
吉
田
神
社

の
創
建
者
と
し
て
知
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
、
山
蔭
及
び
山
蔭

の
子
孫
は
、
大
嘗
祭

の

「御
浴
殿
事
」
に
関
与

　ア
　

し
た
人
物
と
し
て
も
知
ら
れ
、
多
く
の
歴
史
書
、

日
記
な
ど
に
そ

の
名
が
書
き
残

一
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さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
見
る
と
山
蔭

の
家
柄
は
、
六
月

・
十
二
月
の
月
次
祭

の

夜

に
内
裏
神
嘉
殿
西
廂

の
御
湯
殿

で
行
わ
れ
る
神
今
食

の
祭
祀
に
お
け
る
、
天
皇

の
沐
浴
に
奉
仕
す
る
家
柄
で
あ

っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う

に
、
山
蔭
に
は
、

様

々
な
資
料

が
残
さ

れ
て

い
る
。
本
稿

で
は
、

『
鉢
か
づ
き
』
に
こ
の
山
蔭
が
登
場
す
る
こ
と
の
意
味

と
効
果
に

つ
い
て
考
え
て

み
た

い
。

二
　

山
蔭
説
話

の
流
れ
と

『
鉢
か
づ
き
』

の
位
置

(資
料
参
照
)

山
蔭

の
名

は
、

山
蔭
説

話

で
も
広

く
知

ら
れ

て

い
る
。

こ

の
説
話

に

つ
い
て
は
、

　
バ

　

　
リ

ソ

既
に
簗
瀬

一
雄
氏
、
星

田
公

一
氏
ら
の
詳
細
な
研
究
が
あ
る
。
山
蔭
説
話
に

一
貫

し
て
見
ら
れ
る
の
は
、

〈亀

の
報
恩
譚

〉
と

〈継
子
譚

〉

の
要
素

で
あ
る
。
大
筋

は
、
亀
が
鵜
飼
に
よ

っ
て
殺
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
を
助
け
た
こ
と
に
よ

っ
て
、

自
分

の
子
ど
も
が
、
継
母

・
乳
母
の
策
略
に
よ

っ
て
海
に
捨
て
ら
れ
た
際
、
そ
の

時

の
亀
が
子
ど
も
を
助
け
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
亀

の
報
恩
譚

自
体
は
決

し
て

珍
し
く
な

い
が
、
助
け
た
亀
が
、
助
け
た
本
人
で
は
な
く
、
そ
の
子
ど
も
を
救
う

ハね
　

と

い
う
型
は
多
く
な
い
。
山
蔭
説
話
が
そ

の
代
表
的
な
例
で
あ
ろ
う
。
山
蔭
説
話

の
内
容
は
、
各
物
語
、
説
話
集
に
よ

っ
て
、
寺
社
創
建

の
由
来

に
繋
が

っ
て
い
く

な
ど
と
、
若
干
の
違

い
は
あ
る
が
、
内
容

の
大
筋
に
違

い
は
な

い
。

山
蔭
説
話
は
、
亀
を
助
け
た
人
物
、
亀
に
助
け
ら
れ
た
人
物

の
違

い
に
よ

っ
て

三
系
統
に
分
類
で
き
る
。
『
今
昔
物
語
集
』
『
宝
物
集
』
『
十
訓
抄
』

で
は
、
亀
を

助
け
た

の
は
、
山
蔭
で
あ
り
、
亀
に
助
け
ら
れ
た
の
は
、
如
無

で
あ
る
。
『
平
家

二

物
語
』
『
源
平
盛
衰
記
』
で
は
、
亀

に
助
け
ら
れ
た

の
は
、
如
無

で

『
今
昔
物
語

集

』
と

同
じ
だ
が
、
亀
を

助
け
た

の
は

「
し
に
け
る
ま

こ
と

の
母

(
存
生

の

時
)
」
と
な

っ
て
い
る
。
『
長
谷
寺
験
記
』
『
三
国
伝
記
』
『
総
持
寺
縁
起
絵
巻
』
で

は
、
亀
を
助
け
た

の
は
高
房
と
な

っ
て
お
り
、
亀
に
助
け
ら
れ
た
の
は
山
蔭
と
な

っ
て
い
る
。
『
今
昔
物
語
集
』
系
統
と
、

一
世
代

の
ず
れ
が
生
じ
て
い
る
。
『
尊
卑

分
脈
』

に
よ
れ
ば
、
高
房
は
、
山
蔭

の
父
で
あ
り
、
如
無

は
山
蔭

の
子
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
ず
れ
は
何
を
意
味
す
る

の
だ
ろ
う
か
。
紙
数

の
都
合

上
、
詳
細
を
省
く
が
、
各
系
統

の
特
徴
を

こ
こ
で
は
簡
単
に
ま
と
め
て
お
き
た

い
。

(
一
)

〈山

蔭

・
如
無

〉
型

山
蔭
説
話

の
初
出
は

『
今
昔
物
語
集
』

で
あ
る
。

こ
の
系
統
に
属
す

る
の
が

〈山
蔭

・
如
無
〉
型
で
あ
り
、
『
宝
物
集
』
『
十
訓
抄
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら

を
比
較
す
る
と
、
『
宝
物
集
』
『
十
訓
抄
』
が
、
か
な
り
簡
潔

で
あ
る
こ
と
に
気
が

つ
く
。
山
蔭
の
夢

に
亀
が
出

て
き

て
、
継
母
に
よ

っ
て
子
ど
も
が
海
に
落
と
さ
れ

た

こ
と
を
語
る
場
面
、
如
無

の
名
前

の
由
来
、
継
母

へ
の
如
無
の
孝
行
、
山
蔭
が

総
持
寺
を
建
立
し
た

こ
と
な
ど
は
、
『
宝
物
集
』
『
十
訓
抄
』
に
は
書
か
れ
て
い
な

い
。
『
宝
物
集
』
『
十
訓
抄
』

で
、
『
今
昔
物
語
集
』

の
内
容
が
簡
略
化
さ
れ
て
い

る
の
は
、
お
そ
ら
く
、
各

々
の
前
後
の
話
が
報
恩
譚

で
あ
り
、
そ
の
流
れ
が
影
響

し
て
い
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

『
今
昔
物
語
集
』
に
は
、
総
持
寺
創
建

の
由
来
が
書

か
れ

て
い
る
が
、
僅
か

一
行

「此

ノ
山
蔭

ノ
中
納
言

ハ
摂
津
ノ
国

二
?
持
寺
ト
云
フ
寺
造
タ

ル
人
也
ト

ナ

ム
語
リ
伝

ヘ
タ

ル
ト
ヤ
」
と
補

足
的

に
書
か
れ
て
い
る
の
み
で
あ

る
。
説
話
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の
主
旨
が
そ
こ
に
あ

っ
た
と
は
考
え
難

い
。
『
宝
物
集
』
『
十
訓
抄
』

で
は
、
総

持
寺
創
建

に
関
す
る
記
述

は
全
く
見
ら
れ
な

い
。

そ
の
か
わ
り
に
書
か
れ
て
い

る
の
が
、
如
無
が
後
に
僧
都
に
な

っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ

る
。

こ
の
点

は

〈実

母

・
如
無
〉
型
に
も
共
通
し
、
『
源
平
盛
衰

記
』
は
、
『
今
昔
物
語
集
』

以
降
書

か
れ

て
い
な
か

っ
た
如
無

の
名
前

の
由
来
に

つ
い
て
書
か
れ
て

い
る
点
で
も
注

目
で
き
る
。
子
を
如
無
と
す
る
方

は
、
如
無

の
出
世
、
功
績
を
説
く

こ
と
を
重

視
し
て
い
る
と

い
え
る
。

(二
)

〈高
房

・
山
蔭
〉
型

〈山
蔭

・
如
無
〉
型

に
や
や
遅
れ
て

〈高
房

・
山
蔭
〉
型
を
確
認
す

る
こ
と

が
で
き
る
。
『
長
谷
寺
験
記
』
『
三
国
伝
記
』
『
総
持
寺
縁
起
絵
巻
』
な
ど
が
こ
の

系
統
に
属
す

る
。
そ
の
特
徴
は
、
総
持
寺
創
建
を
説
く
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
系
統
で
は
、

〈継
子

・
動
物
報
恩
〉
と

い
う
要
素

は
、

総
持
寺
創
建
の
由
来
を
説
く
に
あ
た

っ
て
の
動
機
の
よ
う
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。

山
蔭
が
総
持
寺
を
建
立
し
た
こ
と
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
に
も
見
ら
れ
る
。
し
か

し
、
『
今
昔
物
語
集
』

の
総
持
寺
建
立
に

つ
い
て
の
記
述
は
、
先
に
述

べ
た
よ
う

に
僅
か

一
行

の
み
で
あ

っ
た
。

『
今
昔
物
語
集
』
『
宝
物
集
』
『
十
訓
抄
』
が

〈山
蔭

・
如
無
〉
型

で
あ
る
の

に
対
し
て
、
『
長
谷
寺
験
記
』
『
三
国
伝
記
』
『
総
持
寺
縁
起
絵
巻
』
が

〈高
房

・山

蔭
〉
型
で
あ
る
の
は
、
亀

の
報
恩
説
話
や
、
継
子
型
の
説
話
で
あ
る
こ
と
よ
り
も
、

総
持
寺
創
建

の
由
来
を
説
く
こ
と
に
そ
の
主
た
る
目
的
が
あ

っ
た
た
め
と
考
え
ら

れ
る
。

〈高
房

・
山
蔭
〉
型
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
場
面
と
し
て
、
父
高
房
が
悲

し
み
、
子

の
無
事
を
観
音

に
祈
念
す

る
場
面
が
あ
る
。
九

一
二
年
四
月
八
目
の

「総
持
寺
鐘
銘
」

(『
朝
野
群
載
』
)

に
、
総
持
寺
は
山
蔭
が
、
父
高
房
の
意
思
を

受
け
継

い
で
創
建
し
た
と

い
う
こ
と
が
既
に
書
か
れ

て
お
り
、
総
持
寺
創
建

の
由

来
を
説
く
に
は
、
高
房

の
宿
願

(山
蔭

の
無
事
を
観
音

に
祈
る
場
面
)
が
必
要
だ

っ
た

の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
結
果
と
し
て

〈高
房

・山
蔭
〉
型
と
い
う

一
つ
の
流

れ
が
定
着

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

〈高
房

・
山
蔭
〉
型
、

〈山
蔭

・
如
無
〉
型
と
い
う

一
世
代

の
ず
れ
が
生
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
説
話
が
成
立
し
た
背
景

に
は
、

そ
の
説
話
が
何
を
目
的
と
し
て
誕

生
し
て
き
た
か
と
い
う
説
話
の
成
立
目
的

に
違

い
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(三
)

〈実
母

・
如
無
〉
型

そ
れ
で
は
、

〈山
蔭

・
如
無
〉
型
の
変
型
と
考
え
ら
れ
る

〈実
母

・
如
無
〉
型

は
、
ど
の
よ
う
に
生
じ
て
き
た

の
だ
ろ
う
か
。

〈山
蔭

・
如
無
〉
型
と

〈実

母

・

如
無
〉
型

は
、
如
無
が
亀

に
助
け
ら
れ
る
と
い
う
点

で
共
通
し
て
い
る
。
中

で

も
、
時
代
的
に
近

い

〈山
蔭

・
如
無
〉
型

の

『
十
訓
抄
』
と
、

〈実
母

・
如
無
V

型

の

『
平
家
物
語
』
『
源
平
盛
衰
記
』
は
、
烏
帽
子
の
話
が
書

か
れ
て
い
る
点

で

も
共
通
し
て
い
る
。
『
十
訓
抄
』

の
烏
帽
子
の
話
を
次
に
引
用
す
る
。

昔
、
宇
多
法
皇
大
井
河

二
幸
ノ
日
、
泉
大
将

(
「
定
国
藤
内
大
臣
子
」
と
横

に
注
有
り
)
ノ
烏
帽
子
オ
ト
シ
タ
リ
ケ

ル
ニ
、
如
夢
僧
都

(
「
中
納
言
山
蔭

子
」
と
横

に
注
有
り
)

三
衣
箱

ヨ
リ
取
出
タ
リ
ケ
ン

ニ
、
ヲ
ト
ラ
ス
コ
ソ
聞レ
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『
平
家
物
語
』
『
源
平
盛
衰
記
』

に
見
ら
れ
る
烏
帽
子

の
話

の
方
が
詳
し
い
。

『
平
家
物
語
』
で
は
、
清
盛
死
去

の
と
こ
ろ
で
、
清
盛
と
関
わ
る
人

々
の
記
述
が

続
き
、
そ
の
中

の

一
人
と
し
て
邦
綱
が
出
て
く
る
。
邦
綱
は
よ
く
気
が
き
く
人
物

と
し
て
知
ら
れ
、
出
世
し
た
人
物
で
、
清
盛

の
友
人
と
し
て
登
場
す
る
。
そ

の
例

と
し
て
、
石
清
水
八
幡
の
御
幸

の
際
、
神
楽

の
長
が
水
に
落
ち
て
装
束
が
台
無

し

に
な

っ
て
し
ま
い
、
そ

こ
で
さ

っ
と
替
え
の
装
束
を
出
し
た
の
が
邦
綱
だ

っ
た
、

こ
の
邦
綱
は
山
蔭

の
子
孫
だ

っ
た
、
と
い
う
形

で
山
蔭
の
名
前
が
出
て
く
る
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
山
蔭
の
子
で
あ
る
如
無
も
替
え

の
烏
帽
子
を
出
し
た
と
い
う
話

が
伝
わ

っ
て
い
る
こ
と
を

い
い
、
山
蔭
説
話

(亀

の
報
恩
説
話
)

へ
と
繋
が

っ
て

い
く
。
『
十
訓
抄
』
『
平
家
物

語
』
『
源
平
盛
衰
記
』
は
、
烏
帽
子
の
話
を
入
れ
る

こ
と
で
、
如
無
の
功
績
を
た
た
え
て
い
る
。
如
無

の
功
績
を
た
た
え
る
点
で

〈実

母
・如
無
〉
型
と

〈山
蔭

・如
無
〉
型
は
共
通
し
て
い
る
。

〈実
母

・
如
無
〉
型
は
、
「
め
い
ど

の
母

(亡
母
)
」
が
、
か

つ
て
助
け
た
亀

に

よ

っ
て
如
無
が
助
け
ら
れ
る
と

い
う
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
亡
母
は
、
継
母
と
対
極

に
位
置
す
る
存
在

で
あ
る
。

〈実
母

・
如
無
〉
型
は
、
「亀
」
と

い
う
要
素
を
、
動

物
報
恩

の
意
味

と
し
て
登
場
さ
せ
る
ば

か
り
で
な
く
、
そ

こ
に
亡
母
を
重
ね

る

(亡
母
が
か

つ
て
助
け
た
亀
〉

こ
と
で
、
母
と
子

の
結
び

つ
き
を
思
わ
せ
る
新

し

い
形
体
を
生
み
出
し
た
。

〈実
母

・
如
無
）

型

は
、
亡
母
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
に

よ
り
、
継
子
物
語
と
し
て
の
性
格
を

い
っ
そ
う
強
め
、
室
町
時
代
の
継
子
物
語
に

影
響
を
与
え
て
い
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

三

山
蔭
説
話
と
室
町
時
代
物
語

四

室
町
時
代
物
語

『
秋
月
物
語
』
と

『
鉢
か
づ
き
』
に
山
蔭

の
名
が
確
認
で
き
る
。

『
秋
月
物
語
』

は
、
大
筋

は

『
住
吉
物
語
』
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ

る
。
山
蔭
の
名
が

見
ら
れ
る

の
は
、
継
母
が
召
使
と
図

っ
て
悪
人
た
ち
に
姫
君
を
盗
み
出
さ
せ
、
姫

君
を
紀
伊
国
の
沖
か
ら
海
に
投
じ
さ
せ
る
が
、
亡
母
が
大
亀
と
な

っ
て
現
わ
れ
姫

君
を
救
う
と

い
う
場
面
で
あ
る
。

さ

て
姫
君
を

は
、

か
め

の
、

か
し
ら

に

の
せ
た

て
ま

つ
り

て
、

し
ま

に
さ

し

上

け

る
、
さ

て
姫

き

み
、

い
か
な

る
事

そ

と
、
御

ら
ん

す
れ

は
、

か

め
、

て

を
あ

わ
せ

て
、
な

く
け

し
き

に

て
、

か

へ
り
け

る
、

は

ン
君

の
、
た
す

け
給

ふ
か

や
、
あ

ら
あ

り
か
た

や
、

む

か
し

の
、

山
か

け

の
中

な

こ
ん
、
わ
か

き

を
、
か

や
う

に
あ

る
と
か

や
、

い
よ
ノ
＼

御

き
や

う
た

つ
と
く

、
あ

そ
は

し

け

る

…

姫

き

み
を
、
た

す
け
申

つ
る
か

め
は
、

こ
せ

の
は
ゝ

き

み
成

と

て
、

　り
　

か
き
け
す
や
う
に
、
う
せ
給
い
け
り

こ

の

「
む
か

し

の
、

山

か
け

の
中

な

こ
ん
、
わ

か
き

を
、

か

や
う

に
あ

る
と

か

や
」

が
指

す

山

蔭

説

話

は
、

お
そ

ら

く
（

山
蔭

(実

母
)
・
如

無
〉

型

で
あ

る
と

考

え

ら

れ

る
。

「む

か
し

の
、

山

か
け

の
中

な

こ
ん
、
わ

か

き
を

」
と

い
う
表

現

自
体

は
曖
昧

で
、

父
親

山
蔭
を

指
す

の
か
、

子
ど
も

山
蔭

を
指

す

の
か

は

っ
き

り

し
な

い
が
、

『
宝

物

集
』

(第

二
種
七
巻

本

系
)

に

「
山
蔭

の
中
納

言
と
申

け

る
人

511
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　め
　

の
、
わ
か
ゝ
り
け
る
時
」
と
あ
り
、

こ
れ
と
同
型
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、

『
秋
月
物
語
』

の
内
容
を
考
え
る
と
、
継
子
物
語
の
要
素
が
強
く
、
寺
社
建
立

に

繋
が
る
よ
う
な
部
分
は
見
ら
れ
な

い
の
で
、
『
秋
月
物
語
』
は

〈山
蔭

(実
母
)
・

如
無
〉

の
流
れ
の
上
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
、
亡
母
が

「大
亀
」
と
な

っ

て
救
う
と

い
う
展
開
は
、
『
平
家
物
語
』
『
源
平
盛
衰
記
』

の

〈実
母

・
如
無
〉
型

と
の
繋
が
り
を
思
わ
せ
る
。

亡
母
が
亀

と
な
り
、
子
を
助
け

る
と
い
う
設
定

は
、
『
秋
月
物
語
』
だ
け
で
な

く
、
『
ふ
せ
や
物
語
』
に
も
見
ら
れ
る
。
主
人
公
で
あ
る
に
ほ
ひ
の
君
は
、
継
母

の
策
略
で
武
士
ら
に
よ

っ
て
琵
琶
湖

に
沈
め
ら
れ
る
が
、
亡
母
の
魂

の
宿

っ
た
大

亀

に
救
わ
れ
、
瀬

田
の
橋

の
上
に
う
ち
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
室
町
時
代
物
語

『
は
に
ふ

の
物
語
』
は
、
継
子
物
語
で
は
な
い
が
、
瀬
田
の
橋
か
ら
入
水
し
、
大

亀

の
甲
羅
に
乗
せ
ら
れ
て
浮
か
ん
で
い
る
と
こ
ろ
を
三
井
寺
の
法
師
た
ち
に
救
わ

れ
た
と

い
う
稚
児
が
出

て
く
る
。
先
ほ
ど
か
ら
、

「瀬

田
の
橋
」
と

い
う
場
所
が

入
水

の
場
と
し
て
度

々
出
て
く
る
が
、
室
町
時
代
物
語

『
転
寝
草
紙
』
も
同
じ
で

あ
る
。
亀

は
出
て
こ
な
い
が
、
恋
す
る
人

へ
の
思

い
余

っ
て
後
世

の
契
り
を
祈
り
、

瀬

田
の
橋
か
ら
身
を
投
げ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
結
局
舟
遊
び
の
舟
に
助
け
ら

ハ
ほ
ソ

れ

る
。
'
興
味

深

い
の
は
、

同
じ
入
水

で
あ

っ
て
も
継

子
物

語

の
場

合

は
、

人

で
は

な

い
も

の
が

姫
君
を

助
け

る
と

い
う

ケ
ー

ス
が

目
立

つ
。

特

に
、

そ
れ

は
亡
母

に

繋

が

る
も

の
で
あ

る

こ
と

が
多

い
。
『
鉢

か
づ
き
』

の

「鉢

」
、

『
秋
月
物

語
』
『
ふ

せ
や
物

語
』

の

「大
亀

」
、
『
月

日

の
本
地
』

の

「大

鳥
」

な
ど

で
あ

る
。

『
鉢

か
づ

き
』

は
、

鉢

を
被

っ
て

い
た

た
め

に
沈

ま
な

か

っ
た
が
、
鉢

が
浮

い

て

い
る

の
を

見

て
川

か

ら
引

き
上
げ

た

の
は
、
舟

人
だ

っ
た
。

『
鉢

か
つ
き

』

の

「鉢
」
は
亡
母
に
よ

っ
て
被
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
本
文
の
中
で
入
水
し
た

姫
君
を
助
け
た
鉢
が
亡
母

(亡
母
の
魂

の
宿

っ
た
も

の
)
だ

っ
た
と
い
う
記
述
は

　
め
　

見
ら
れ
な
い
。

こ
の
点

で
、
『
秋
月
物
語
』
『
ふ
せ
や
物
語
』

の

「大
亀
」
や

『
月

日
の
本
地
』

の

「大
鳥
」
と
は
異
な

っ
て
い
る
。

母

の
励
ま
し
は
形
の
あ
る
も
の
と
は
限
ら
な

い
。
室

町
時
代
物
語

『
朝
顔

の

露
』
は
入
水
で
は
な
く
、
吉
野
の
山
に
棄

て
ら
れ
る
が
、
亡
母
の
夢
想
に
励
ま
さ

れ
る
と

い
う
設
定
で
あ
る
。
ま
た
、
『
岩
屋
』

で
は
、
亡
母

の
霊
が
姫
君
を
励
ま

す

(亡
母
の
霊
が
継
母
に
と
り

つ
い
て
苦
し
め
る
)
と
い
う
設
定
で
あ
る
。

い
ず

れ
に
し
て
も
、
室
町
時
代
物
語
の
継
子
物
語
に
描
か
れ
て
い
る
母
と
子

の
絆
は
、

母
の
死
後
も
途
絶
え
る
こ
と
の
な

い
、
深

い
絆
な

の
で
あ
る
。

室
町
時
代
物

語

の
継

子
物

語
を
大
雑
把

に
見

て
き
た
が
、
『
秋
月
物

語
』

に

「山
か
け
の
中
な
こ
ん
、
わ
か
き
を
、
か
や
う
に
あ
る
と
か
や
」
と
あ
る
こ
と
は
、

『
秋
月
物
語
』
に
山
蔭
説
話
が
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
て
い
た

こ
と
を
意
味
す

る
。
『
秋
月
物
語
』

で
、
姫
君
の
危
機
を
亡
母
が
大
亀

と
な

っ
て
助
け
た
と

い
う

話

の
展
開
は
、
『
平
家
物
語
』

の
実

母
が
存
生
の
時
に
助
け
た
亀

に
如
無

(子
)

が
助
け
ら
れ
る
と
い
う
話
の
展
開
に
近
い
。
違

い
は
、
亀
自
体
が
母
で
あ
る
か
否

か
で
あ
る
。
室
町
時
代
物
語
の
成
立
年
は
は

っ
き
り
し
な

い
た
め
、
室
町
時
代
物

語
に
影
響
を
及
ぼ

し
た
型
が

〈実
母

・
如
無
〉
型
で
あ
る
と
は
断
言
で
き
な

い
。

し
か
し
、

〈実
母

・
如
無
〉
型
と
室
町
時
代
物
語

(『
秋
月
物
語
』
)

の
問
に
は
、

影
響
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

〈亀

の
報
恩
諦

・
継
子
型
〉

の
山
蔭
説
話
は
、

一
方
で
は
寺
社
縁
起
を
説
く
ね

ら

い
を
も

っ
た

〈高
房

・
山
蔭
〉
型
と
し
て
広
が
り
、
も
う

一
方

で
は
、
如
無

の

501
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出
世
を
説
く
（

山
蔭

・
如
無
）

型
と
し
て
広

が

っ
た
。
『
十
訓
抄
』
『
平
家
物
語
』

『
源
平
盛
衰
記
』

で
烏
帽
子
の
話
を
加
え
、
如
無

の
功
績
を
た
た
え
る
傾
向
は
更

に
強
ま
る
。

そ
れ
以
後
は
「

如
無
僧
都

の
話
」
と

し
て
広
が
る
の
で
は
な
く
、

『
平
家
物
語
』

で
、
亀

を
助
け
た

の
が
亡
母
で
あ

っ
た

こ
と
を
契
機
と

し
て
、

〈実
母

・
如
無
〉
型
が
で
き
、
そ
の
流
れ
は
継
子
物
語

の
要
素
を
強
め
、
室
町
時

代
物
語
の
中

へ
取
り
込
ま
れ
て
い
く
。

こ
う
し
て
、

〈山
蔭

・
如
無
〉
型

の
山
蔭

説
話
は
、
室

町
時
代
物
語
の
中

へ
と
発
展
的
継
承
を
遂
げ

て
い
っ
た

の
で
あ
る
。

『
鉢
か
づ
き
』

の
入
水

の
モ
チ
ー

フ
は
、

「
山
蔭
三
位

の
中
将
」
と

の
出
会

い
の

直
前
に
設
定
さ
れ
る
こ
と
で
、
享
受
者
に
山
蔭
説
話
を
連
想
さ
せ
る
と
い
う
効
果

が
あ
り
、
『
鉢
か
づ
き
』

の
書
き
手
も
、
そ
の
こ
と
を
少
な
か
ら
ず
意
識
し
て
い

た

の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

さ

て
、
入
水

の
モ
チ
ー
フ
の
ほ
か
に
も
、
『
鉢
か
づ
き
』
と
山
蔭
説
話
の
共
通

点
は

い
く

つ
か
見

つ
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
『
鉢
か
づ
き
』
と
山
蔭
説
話
の
共
通

点

(⑨

の
み
相
違
点
)
を
挙
げ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
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四

『
鉢
か
づ
き
』
と
山
蔭
説
話
の
比
較

鉢
か
づ
き
が

「
山
蔭
三
位
の
中
将
」
と
出
会
う
の
は
、
入
水
自
殺
を
図
る
が
、

鉢
の
た
め
に
死
に
き
れ
ず
、
ふ
ら
ふ
ら
と
さ
ま
よ
い
歩
い
て
い
た
矢
先

の
こ
と

で

あ

っ
た
。
先

に
検
討

し
て
き
た
山
蔭
説
話
を
踏
ま
え
た
う
え

で
、
『
鉢
か
づ
き
』

を
読
む
と
、
入
水
自
殺
未
遂

の
後
に
山
蔭
が
登
場
す
る
と
い
う
設
定
が
実
に
興
味

深

い
。
鉢
か
づ
き
入
水
後
、
山
蔭
に
出
会
う
と

い
う
展
開
は
、
流
布
本
系
諸
本
で

}
致
す
る
。

入
水
後
の
山
蔭
と
の
出
会
い
は
、
継
母
の
策
略
に
よ

っ
て
、
海

に
落

と
し
入
れ
ら
れ
た
子

(
山
蔭
)
が
亀

に
よ

っ
て
助
け
ら
れ
る
と

い
う
山
蔭
説
話

(
〈高
房

.
山
蔭
〉
型
)
を
連
想
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
鉢
か
づ
き
が
、
入
水
す
る

き

っ
か
け
も
、
も
と
も
と
は
母
を
失
い
、
母
に
被
せ
ら
れ
た
鉢
は
頭
か
ら
離
れ
ず
、

継
母
の
策
略
に
よ

っ
て
四
辻
に
捨

て
ら
れ
、
と
い
う
そ
れ
ま
で
の
経
緯
を
考
え
る

と
、
山
蔭
説
話
と

『
鉢
か
づ
き
』
は
、
継
子
い
じ
め

(継
母
の
策
略
)

の
結
果
、

入
水

に
至

る
と

い
う
、
同
じ
パ
タ
ー

ン
の
継

子
物

語
同
士

で
あ

る
と

い
え

る
。

①

『
鉢
か
づ
き
』

「山
蔭
説
話
」

②

『
鉢
か
づ
き
』

「
山
蔭
説
話
」

③

『
鉢
か
づ
き
』

「
山
蔭
説
話
」

④

『
鉢
か
づ
き
』

「
山
蔭
説
話
」

:
亡

母

の
手

に

よ

っ
て

「鉢

」

が

被

せ

ら

れ

る

(観

音

の
示

現
)
。

:
父

(高

房

・
山
蔭

)
ま

た

は
亡
母

に
よ

り

「亀

」

が
助

け
ら

れ

る
。

:
鉢

か
づ
き
、

継

母

の
策

略

に
よ

っ
て
四
辻

に
棄

て
ら
れ

る
。

:
子

(山
蔭

・
如
無

)
、

継

母

・
乳

人

の
策
略

に

よ

っ
て
海

に

棄

て
ら

れ
る
。

:
鉢

か
づ

き
、
自

ら

入
水
す

る

(御

巫
本

で
は
関

白
殿

[他
本

で
山
蔭

に
あ
た

る

人
物
]

に
よ

っ
て
海

に
棄

て
ら
れ

る

こ
と

に
な

っ
て

い
る
。
)

:

(継

母

に
よ

っ
て
海

に
棄

て
ら
れ

る
)

:
鉢

の
た

め
に
浮

い
て
し
ま

い
死
ぬ

こ
と
が

で
き
な

い
。

:
亀

の
報

恩

(
子
を
助

け

る
)

[亀
＝

高

房

、

山
蔭

、

亡

母

の

カ
]
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⑤

『
鉢
か
づ
き
』

「山
蔭
説

話
」

⑥

『
鉢
か
づ
き
』

「山
蔭

説
話

」

⑦

『
鉢
か
づ
き
』

「山
蔭

説
話
」

⑧

『
鉢
か
づ
き
』

「
山
蔭
説
話
」

⑨

『
鉢
か
づ
き
』

「山
蔭
説
話
」

-
鉢
か
づ
き
は
長
谷
の
申
し
子
で
あ
る

(
明
ら
か
に
書

か
れ
て

い
る
の
は
御
巫
本
と
赤
木
文
庫
蔵
本

[
写
本
」
)

:
父
高
房
が
観
音
に
祈
念
す
る
場
面
が
あ
る

(『
長
谷
寺
験
記
』

『
三
国
伝
記
』
『
総
持
寺
縁
起
』
)

:
幸
福
な
結
婚
、
父
と
の
再
会

(御
巫
本
で
は
父
と
の
再
会
は

書
か
れ
て
い
な

い
。
)

-
亀

に
助
け
ら
れ
て
父
と
再
会
/

〈高
房

・
山
蔭
〉
型

↓

総

持
寺
建
立
の
由
来
を
説
く
/

〈山
蔭

・
実
母
〉
型

↓

如
無

は
後
に
僧
都
と
な

っ
た
と
説
く

-
継
母
に
孝
を
尽
く
し
た
と
は
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
継
母
は
報

わ
れ
な

い
生
涯
を
送
る

こ
と
に
な
る
。

:
『
今
昔
物
語
集
』

の
み
、
如
無
が
継
母
に
孝
を
尽
く
し
た
と

あ
る
。

…

〈継
子

・
観
音
信
仰
〉

:

〈動
物
報
恩

・
継
子

・
(観
音
信
仰
)
〉

:
亡
母
に
よ

っ
て
頭
に
箱
が

の
せ
ら
れ
、
そ
の
上
に
被
せ
ら
れ

た
鉢
は
、
嫁
く
ら
べ
の
明
け
方
か

っ
ぱ
と
落
ち
、
中
か
ら
は

多
く

の
も
の

(嫁
入
り
道
具
)
が
出
て
き
た
。

-
亀

は
命
を
助
け
る
の
み
。

鉢

か
づ

き

が

「鉢

」

に
よ

っ
て

助

け

ら

れ
た

と
考

え

る
な

ら

ば

、

『
鉢

か
づ

き
』

の

「鉢

」

は
、

「山
蔭

説

話
」

の

「亀

」

に
あ
た

る
と

い
え

る
。

物

語
全
体

を
通
じ
て
姫
君
を
保
護
し
守

り

つ
づ
け
た

「鉢
」
は
、
入
水
の
場
面
で
決
定
的
な

大
き
な
役
割
を
果
た
す
。
そ
れ
は

「亀
」
と
同
様
、
子

の
命
を
救
う
と
い
う
も
の

で
あ

っ
た
。
『
鉢
か
づ
き
』

の

「鉢
」
と
山
蔭
説
話

の

「亀
」

の
違

い
は
、
命
を

助
け
る
の
み
か
、
命
を
助
け
、
物
質
的
恵
み
を
も
も
た
ら
す
か
の
違

い
で
あ
る
。

こ
の
違

い
は
、
お
そ
ら
く

『
鉢
か
づ
き
』

の
結
末
が
、
幸
福
な
結
婚
で
あ

っ
た

こ

と
に
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
。
如
無
が
継
母

(乳
母
)

の
手
に
よ

っ
て
、
海
に
突

き
落
と
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
鉢
か
づ
き
は
自
ら
入
水
す
る
点
も
大
き
な
違

い
で

あ
る
。

こ
の
点

は
、
山
蔭
説
話
が
室
町
時
代
物
語
の
中
に
取
り
込
ま
れ
、
変
形
し

て
い

っ
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
継
母
に
突
き
落
と
さ
れ
た
と

い
う
展
開

よ
り
も
、
自
ら
入
水
す
る
と

い
う
展
開
の
ほ
う
が
、
継
子
の

つ
ら
さ
、
哀
し
さ
が

享
受
者
に

一
層
よ
く
伝
わ
り
、
継
子
の
悲
劇
性
を
高
め
る
と

い
う
効
果
も
あ

っ
た

の
で
は
な

い
か
。

五
　
山
蔭
と
鉢
か
づ
き

山
蔭

は
、
宰
相
殿
の
鉢
か
づ
き

へ
の
想
い
と
、
鉢
か
づ
き
自
身
を
ど

の
よ
う
に

見
て
い
た

の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
に

つ
い
て
考
え
ら
れ
る
場
面
は
、
五
箇
所
見

つ
か
る
。

1
中
将
殿

は
御
覧

じ

て
、

「
鉢

か
づ

き

は

い
づ

く

へ
ぞ

」

と

の
た

ま

へ
ば

、

「
い

づ

く

と
も
さ

し

て
行

く

べ
き
方

も
な

し
。

母

に
離

れ
侯

う

て
、
結

句
、

か
か

る

片

端

さ

へ
つ
き

候

へ
ば
、

見

る
人
ご

と

に
お

ち

恐
れ

、

憎

が

る
人

は
候

へ
ど

481
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も
、

あ

は
れ

む
人

は
な

し
」

と
申

し

け
れ
ば

、
中
小
将
殿

き

こ
し
め

し

て
、
「
人

の
も
と

に

は
不
思
議

な

る
者

の
あ
る

も
、
よ

き
も

の
に

て
候

ふ
」
と

の
た
ま

へ

ば
、

仰

せ

に
従

ひ

て
置

か

れ
け

る
。

さ

て
、

「身

の
能

は
何

ぞ

」

と

の
た
ま

ひ

け
れ
ば

、

「何

と
申

す

べ
き

や

う
も

な

し
。

母

に
か

し
づ

か

れ

し
時

は

、
琴

、

琵
琶
、

和
琴

、
笙
、
篳
篥
、
古
今

、

万
葉

、
伊

勢
物

語
、

法

華
経

八
巻

、
数

の

御

経

ど
も
読

み

し
よ
り

ほ
か

の
能

も
な

し
」
。

「さ

て
は
、

能

も
な

く

は
、
湯

殿

に
置
け

」
と

あ
り

け
れ
ば

、

い
ま
だ
な

ら

は
ぬ

こ
と
な

れ
ど

、
時

に
従

ふ
世

の

中

な
れ

ば
、
湯

殿

の
火
を

こ
そ
焚

か

れ
け

る
。

H
ま
た

、
舅
御
前

仰

せ
け

る

は
、

「
い
つ

ぐ

へ
も
行
か

ず

し

て
、

た
だ

今

恥
を
か

く

へ
き

こ
と

の
悲

し
さ
よ
。

何

し
に
嫁
合

な

ど
と
言

は
ず

と

も
、

よ
き

も
悪

し

き

も
知

ら
ぬ
体

に

て
置
く

べ
き

も

の
を
」

と
仰

せ
け

る
。

Ⅲ
さ

る

ほ
ど

に
、

御
座

敷

一
段

下

り
て
、

こ
し

ら

へ
た

る
所

に

直
ら

ん
と

し
給

ふ

時

に
、
舅
三
位
の
中
将
殿

、

「
い
か

で
天
人

の
影

向
を

下
座

に
置

く

べ
き

」

て
請

じ
さ

せ
給

ふ
。

W
三
位
の
中
将
殿
、

お
ぼ

し

め
し

け

る

は
、

と

こ
の

ほ
ど

、
宰

相

の
君
、

絶

え

入

り

思

ひ

つ
る

こ
と

こ
そ

理
な

れ

と
お

ぼ
し
め

し
け

る
。

V
さ

る
ほ

ど

に
、

ま
た

御

盃

出

で
け

れ
ば

、
舅
御
前

き

こ

し

め

し
、

姫

君

に
御

さ

し
あ

り
て
、

「御

さ

か
な
申

さ
ん
」

と

て
、

「わ

が
所

領
七
百
町

と

は
申

せ
ど

も
、
二
千
三
百
町
の
所
な
り
。
一
千
町
を
ば
姫
君
に
参
ら
す
る
。
ま
た
一
千
町

を
ば
宰
相
の
君
に
取
ら
す

べ
し
。
残
る
三
百

を
ば
三
人
の
子
ど
も
に
取
ら
す

る
な
り
。
百

つ

つ
分
け
て
取
れ
。
こ
れ
を
不
足
に
思
ふ
者
あ
ら
ば
、
親
と
も

子
と
も
思
ふ
ベ
カ
ら
ず
」
と
仰
せ
け
れ
ば
、
兄
御
た
ち
き

こ
し
め
し
、
合
は
ぬ

こ
と

と

は
思

へ
ど
も

、
貴
命

な
れ
ば

カ

な

し
。
今

よ

り

し
て
は
、

総
領

と
思

ふ

べ

し
と
、

三

人
同
心

し
給

ひ
け

り
。

宰
相

の
君
を

山
蔭
は
、
鉢
か
づ
き
を
追
い
出
し
た
り
、
苛
め
た
り
す
る
人
物
と
し
て
は
書
か

れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
、

「不
思
議
な

る
者

の
あ
る
も
、
よ
き
も
の
に
て
候
ふ
」

と
、
邸
に
と
ど
め
、
仕
事
を
与
え

て
い
る
。
冷
泉

の
提
案
で
、
北

の
方
が
計
画
し

た
嫁
比
べ
に
対
し
て
も
、
「
何
し
に
嫁
合
な
ど
と
言
は
ず
と
も
、
よ
き
も
悪
し
き

も
知
ら
ぬ
体
に
て
置
く
べ
き
も
の
を
」
と
否
定
的
で
あ
る
。
北

の
方
や
冷
泉
な
ど

周
囲
の
人

々
が
、
鉢
か
づ
き
を
、
次

々
と
窮
地
に
追

い
込
む
の
に
対
し
て
、
山
蔭

は
む
し
ろ
そ
れ
ら

の
人

々
と
は
逆

の
対
応
を
し
て
い
る
。

「不
思
議
な

る
者
」

で

あ
る
鉢
か
づ
き
を
邸
に
迎
え
入
れ
、
仕
事
を
与
え
、
嫁
合
わ
せ
に
対
し
て
は

「知

ら
ぬ
体
に
て
置
く
べ
き
」
と
考
え
、
姫
君
の
鉢
が
と
れ
て
以
後
は
、
姫
君
を

「天

人
」
と
評
価

し
、
宰
相
殿
の
思
い
も

「
理
な
れ
」
と
思

い
、
多
く

の
財
産
を
与
え

る
。
山
蔭
は
姫
君
の
影
の
支
援
者
で
あ

っ
た
。

「
不
思
議
な
る
者
」
を
邸
に
と
ど

め
、
邸
か
ら
追
放

(嫁
比
べ
)
す
る
こ
と
に
否
定
的
な
人
物
と
し
て

〈亀

の
報
恩

譚〉

〈継
子
譚
）

の
要
素
を
持

つ
山
蔭
説
話

の
主
人
公
で
あ
る
、
山
蔭
が
登
場
す

る
こ
と
は
興
味
深

い
。
継
母

(又
は
乳
母
)

に
よ

っ
て
海

へ
捨

て
ら
れ
る
が
、
亀

に
助
け
ら
れ
る
と

い
う
不
思
議
な
体
験
を
し
た
山
蔭
が
、

「
不
思
議
な
る
者
」
で

あ
る
鉢
か
づ
き
を
邸

に
留
め
る
。
室
町
時
代
物
語
で
は
決

し
て
珍
し
く
な

い
物
語

の
展
開
が
、
山
蔭
と
い
う
固
有
名
詞
に
よ
り
、
解
釈

に
面
白
さ
が
生
ま
れ
る
。
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六

お
わ
り
に

本
稿

で
は
、
鉢
か
づ
き
の
そ
の
後
に
影
響
を
与
え
た
人
物
、
山
蔭
に
注
目
し
た
。

確
か
に
、
御
巫
本
系
諸
本
で
は
山
蔭

の
名
は
見
ら
れ
な
い
。

し
か
し
、
御
巫
本
系

諸
本
に
は
、
鉢
か
づ
き
が
自
ら
入
水
す
る
場
面
も
な
い
の
で
あ
る
。
流
布
本
系
諸

本
に
、
鉢
か
づ
き
が
自
ら
入
水
す
る
と
い
う
場
面
が
見
ら
れ
、
そ
の
直
後
に
山
蔭

と
の
出
会

い
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
決
し
て
無
関
係
で
は
な

い
。
そ
こ
に

は
、
説
話
世
界
を
中
心
に
、
脈

々
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
山
蔭
像
を
み
る
こ
と
が

で
き
る
。
本
稿

で
は
ふ
れ
な
か

っ
た
が
、
鉢
か
づ
き
が
下
働
き
を
す
る

「湯
殿
」

と
い
う
場
も
、
山
蔭

の
邸
の
湯
殿
と
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
単
な
る
下
働

き
と
い
う
、
よ
く
使
わ
れ
る
物
語
展
開
と
い
う
解
釈
に
留
ま
ら
な

い
特
別
な
意
味

　め
ね

を
持

つ
こ
と
と
な
る
。

『
鉢
か
づ
き
』
が
、

い
か
に
室
町
時
代
、
及
び
そ
れ
以
前
の
物
語
や
説
話
を
享

受

し
、
物
語
世
界
に
展
開
さ
せ
て
い

っ
た

の
か
に

つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
、
『
鉢

か
づ
き
』

の
書
き
手
の
思
考
は
勿
論
、
当
時

の
享
受
者
が
ど
の
よ
う
に
享
受
し
た

か
を
考
え
る
こ
と
に
も
繋
が

っ
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。

〈
こ
と
ば
〉
の
選
択

に
は
、

書
き
手
の
意
図
が
働
く
。
そ
れ
ぞ
れ
の

〈
こ
と
ば
〉

の
真
意
を
問
う
こ
と
は
、
書

き
手

の
意
図
を
問
う

こ
と
に
繋
が
る
。

そ
し
て
、
そ
の
時
代
の
変
化
を
捉
え
る
こ

と
に
も
繋
が

っ
て
い
く
は
ず

で
あ
る
。

人
間
文
化
研
究

2

二
〇
〇
三
年

[注

]

(
1
)

渋
川
版

「山
蔭

の
三
位
中
将
」
/
慶
応
本
「

や
ま
か
け

の
三
み
ち
う
し
や
う
」
/

赤
木
本

(写
)

「山
か
け
の
三
み
の
ち
う
し
や
う
」
/
赤
木
本

(版
)

「山
か
げ

の
さ

ん
み
中
将
」
/

高
橋
本

「山
か
げ

の
三
位
中
将
」
/
松
會
本

「山
か
げ
の
三
ゐ
の
ち

う
じ
や
う
」
/

早
稲

田
本

「山
か
け

の
さ
ん
み
中
将
」
/
御
巫
本

「大
し
や
う
の
く

わ
ん
は
く
殿
」
/
清
水
本

「
三
み
の
ち
う
し
や
う
殿
」

(2
)

御
巫
本

(
「
大

し
や
う

の
く
わ
ん
は
く
殿
」
)
、
清
水
本

(
「三
み

の
ち
う

し
や
う

殿
」
)
に
は
、

「山
蔭
」

の
名
は
見
ら
れ
な

い
。
御
巫
本
、
清
水
本
は
、
位
の
み
の
名

称
で
あ
る
が
、
流
布
本
系
統
に
は
、
位
の
み
な
ら
ず
、
具
体
的
な

「山
蔭
」
と
い
う

名
が
挙
が
っ
て

い
る
点
は
注
目
に
値
す
る
。

(
3
)

「
山
蔭
」

の
位
を
、
「中
将
」
と
す
る
の
は
、
『
義
経
記
』
、
『
鉢
か
づ
き
』
の
他
に
、

『
臥
雲

日
件
録
抜
尤
』

(寛
正
五

[
一
四
六
四
]
年
四
月
十
五
日
条
)
に

「伊
達
乃
山

陰
中
将
裔

」
と

あ
り
、
伊
達
晴
宗
の
法
語

「藤
原
末
裔

、
風
流
太
守
、
不
墜
家
業
、

山
陰
中
将
開
闢

洪
基
」
な
ど
、
伊
達
氏
の
由
緒
を
説
く
資
料
の
中
に

「山
陰
中
将
」

の
名
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
伊
達
氏
と
山
蔭

の
関
わ
り

(伊
達
氏
は
山
蔭
の
末
商

で
あ
る
と
い
う
資
料
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
)
に

つ
い
て
は
、
黒
嶋
敏
氏

(
「伊
達
氏

由
緒
と
藤
原
山
陰
」
、
『
日
本
歴
史
』
五
九
四
号
、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
七
)
を
参

照
。

こ
れ
ら
の
文
章
で
、
同

一
人
物
を
指
す
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「山
陰
中
将
」

「山

蔭
中
納
言

(藤

原
山
蔭
)
」

の
両
方
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
『
鉢
か
づ
き
』
の

「山

陰

三
位

の
中
将

」
も

「藤
原
山
陰
」
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
伊
達
氏
に
関
係
す
る

文
献
を
除
い
て
、
『
義
経
記
』
と

『
鉢
か
づ
き
』

の
他
に

「山
蔭
」
の
位
を

「中
将
」

と
す
る
も
の
は
見
当
た
ら
な

い
。

「山
陰
中
将
」

の
呼
称
は
、
室
町
時
代
頃
出
て
き
た

も
の
か
。
『
平
家
物
語
』

(百
二
十
句
本

[片
仮
名
本
]
)
に

「山
陰
中
将
納
言
」
と
書

九
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か
れ
て
い
る
。
書
き
誤
り
か
、
そ
れ
と
も

「山
蔭
中
将
」
と

「山
蔭
中
納
言
」
を
混

同
し
た
か
。

(4
)

山
蔭
/
従
三
/
民
部
卿
/
中
納
言
/
母
同
生
丘

(藤
原
眞
夏
女
)
/
仁
和
四
二
四

亮

(『
尊
卑
分
脈
』
)

(5
)

延
暦
十
二
年

(九

一
二
)
四
月
八
日
の

「総
持
寺
鐘
銘
」
(『
朝
野
群
載
』
)
に
よ
る

と
、
山
蔭
が
父
高
房
の
意
志
を
受
け
継

い
で
、
入
唐
使

の
大
神
御
井
に
頼
ん
で
、
か

の
地
で
白
檀
の
香
木
を
求
め
て
も
ら
い
、
こ
れ
を
用
い
て
千
手
観
音
を
造
像
し
攝

津

国
に
安
置
し
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
る
。

(
6
)

貞
観
年
間

(八
五
九
～
八
七
七
)
山
蔭

一
門

の
氏
神
と
し
て
吉
田
神
社
を
創
建
し

た
。
『
大
鏡
』

(道
長
上
)

「藤
原
氏
の
氏
神

の
由
来
」
に
は
、

「
こ
の
吉
田
の
明
神
は

山
蔭
の
中
納
言
の
ふ
り
た
て
ま

つ
り
た
ま

へ
る
ぞ
か
し
」
と
あ
る
。

(7
)

『
日
本
三
代
実
録
』
『
中
右
記
』
『
江
次
第
紗
』
『
江
家
次
第

』
『
醍
醐
天
皇
御

記
』

『助
無
智
秘
抄
』
『
建
武
年
中
行
事
』
『
永
和
大
嘗
會
記
』
『
蓬
莱
抄
』
な
ど
。

(8
)

簗
瀬

一
雄

「山
蔭
中
納
言
物
語
考
」

(『
説
話
文
学
研
究
』
、
三
弥
井
書
店
、

一
九
七

四
)

(9
)

星
田
公

一

「今
昔
物
語
集
の
山
蔭
中
納
言
説
話
の
形
成
と
影
響
」

(『
同
志
社
国
文

学
』
九
、

一
九
七
四
)

「山
蔭
中
納
言
説
話

の
成
立

～

『
長
谷

寺
験
記
』

の
場
合
」

(『
同
志
社
国
文
学
』
十

一
、

一
九
七
六
〉

(
10
)

『
菅
家
文
草
』

(第
十
二

「為
藤
相
公
、
亡
室
周
忌
、
法
會
願
文
。
元
慶
八
年
二
月
十

二
日
」
)
に
、
藤
原
山
陰

の
亡
き
北

の
方
の
周
忌
に
当
た
り
、
供
養
し
た
時
の
願
文
が

あ
り
、
そ
の
中
に

「
…
…
弟
子
亦
嘗
作
念
日
、
弟
子
年
之
少
壮

、
砥
侍
所
天
。
毎
随

遠
近
於
分
憂
、
無
禁
荒
淫
於
取
楽
。
或
結
網
垂
釣
、
殺
昔
弟

兄
。
或
走
犬
飛
鷹
、
傷

前
君
父
。
如
是
等
罪
、
無
量
無
邊
。
…
…
」
と
あ
る
。
『
菅
家
文
草
』

(
日
本
古
典
文

学
大
系
)

の
注
が

「漁
狩

・
鷹
狩
で
殺
生
し
た
罪
を
懺

悔
す
る
条
は
興
味
が
あ
る
」

一
〇

と
指
摘
す
る
よ

う
に
、
殺
生
の
罪

へ
の
懺
悔
と
、
亀

の
報
恩
説
話
で
あ
る
山
蔭
説
話

の
共
通
性
は
興

味
深
い
。

こ
れ
ら

の
関
連
性
に

つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

(11
)

泉
基
博
編

『
十
訓
抄
上
』
[片
仮
名
本
]
古
典
文
庫

(12
)

横
山
重

・
太

田
武
夫
校
訂

『
室
町
時
代
物
語
集

第

三
』

P
一
七

一
・
一
七
二
～

一
七
三

(矢
野
利
雄
氏
蔵
写
本
)
。
『
秋
月
物
語
』
で
は

「め

い
と
の
母
」
が
亀
と
し

て
登
場
す
る
が
、
『
鉢
か
づ
き
』
で
は
亡
母
は

一
切
姿
を
表
さ
な

い
。

(13
)

星
田
公

一

「今
昔
物
語
集
の
山
蔭
中
納
言
説
話

の
形
成
と
影
響
」
(『
同
志
社
国
文

学
』
九
、

一
九
七
四
)

(14
)

こ
の
ほ
か
に
も

「瀬
田
の
橋
」
は
、
室
町
時
代
物
語

『
美
人
く
ら
べ
』
に
出
て
い

る
。

(
15
)

こ
の
点
に
関

し
て
は

『
鉢
か
づ
き
』
御
巫
本
、
清
水
本
も

一
致
し
て
い
る
。
鉢
が

母
だ

っ
た
と

い
う
よ
う
な
記
述
は
見
ら
れ
な

い
。

(
16
)

菅
野
扶
美

「山
蔭
中
納
言
ノ
ー
ト
」
(『
梁
塵

研
究
と
資
料
』

一
、

一
九
八
三
)、

保
立
道
久

『
物

語
の
中
世
』

(東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
九
八
)
参
照
。

*
本
稿

で
は
、
御
巫
本

(旧
御
巫
清
男
氏
蔵
)
系
統
ほ
か
、
清
水
泰
氏
蔵
本

に
つ
い
て
も
、

流
布
本
系
統
と
別

に
扱
う
。
特
記
し
な
い
限
り
、
本
稿
で
の

『
鉢
か
づ
き
』
は
、
流
布

本
系

(渋
川
版
系
)
を
指
す
も
の
と
す
る
。
流
布
本
系
引
用
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、
『
御
伽

草
子
集
』

(小
学
館

、

一
九
七
四
)
を
利
用
し
た
。
確
認
し
た
流
布
本
系
諸
本
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。
慶
應

義
塾
大
学
蔵

(写
本
)
、
赤
木
文
庫
蔵
本

(写
本
、
寛
永
刊
絵
入
大

本
)
、
万
治
二
年
高
橋
清
兵
衛
刊
本
、
御
伽
文
庫
本

(横
三
冊
)
、
渋
川
版
。
御
巫
本
系

統
は
、
旧
御
巫
清

男
蔵
本
ほ
か
、
角
屋
保
存
会
蔵
本
、
石
川
透
氏
蔵
本
、
京
都
大
学
附

属
図
書
館
蔵
本
を
参
考

に
し
た
。
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今 昔 物 語集

巻19-29

宝 物集

(9冊 本)7

十訓 抄

巻1-5

長谷 寺 験 記

下 一13

三 国伝 記

巻7-27

総持寺縁起絵
巻(海北友雪)

亀を
助けた時

一 ト年住 吉 二

参 リタ リシニ

山陰の中納言
と申ける人の
わかゝ りける
時

(高房)西 国二
所知有テ、子
孫山蔭ノ中納
言ノ幼少ナル
ヲ相具シテ鎮
西へ下向セシ
時

(中納 言)四 才
の時

(父)高 房 具足
シテ 鎮 西二 所

知 ア リテ 下向

シ ケル 時

大宰大弐に任
して鎮西へ下
向の時

亀を
助けた場所

大渡 ト云 フ所
ニ シテ

桂川 筑紫へ下給ケ
ル道二

淀 ノ穂 積 ノハ

シ ノ本 二(一

人 ノ鵜 飼 ～)

淀 ノ穂 積 ノハ
シ ノ 下 二(一

人 ノ鵜 飼 ～)

淀のわたり穂
積を過侍しに
(鵜飼とも集
て)

亀を
助けた人

藤原 ノ山陰 山陰の中納言 山蔭中納言 藤原ノ朝臣高
房

藤原朝臣高房 藤原高房

亀に
助けられた時

中納言太宰ノ
帥二成テ鎮西
二下ケル(鍾
ノ御崎 ト云フ
所 ヲ過 ル 程
二)

太宰の大弐に
成て下りける
に

(筑 紫 へ 下 給

ケル)其 后
(河 尻 の 津 に

宿 ス)ソ ノ 暁

(船 ヲ出 ス ニ)

(河 尻 の 津 に

宿 ス)其 の 暁

(船ヲ 出二)

其 夕つ方 河尻

に宿 り給 ふ。

(翌 日の 朝 方

海 に 落 ち、そ
の 日の うち に

亀 に助 け られ

る)

亀 に

助 け られ る こ

とに な った き

っか け

継 母 此 ノ児 ヲ

抱 テ 、尿 ヲ遣
ル 様 ニ テ取 リ

■タ ル様 ニ テ

海 二 落 シ入 レ
ツ

まゝ 母 、三 に

な りけ る若 君

をあや ま ちの

や うに て海 に

お と し入 て な

きか な しみ け

る

継 母 乳 ノ 者

(母)二 心 ヲ合

セ テ トリハ ツ

シ タル アヤ マ

チ ノヤ ウニ テ

海 ニ オ トシ入
ツ

乳母継母ノカ
タラヰヲ受テ
最愛ノー男山
蔭中納言ヲ海
中二入

乳 母継 母 ノ語

ヲ受 テ此 ノ山

蔭 ノ中納 言 ノ

幼 少 ナル ヲ海

中 二 落 シ 入

ヌ。 誤 気 色ナ

リ。

(乳 母 涙 に 溺

たる躰 に て申

す様)「さ候 ヘ
ハ こそ今朝 船

へ 抱 き奉 て 少

用 を 構 る と

て 、 あや ま ち

て水 に 落 し入

奉 て悲歎 の鯨

に か く とた に
…」 ・・是は ■

継 母 の かた ら

ひ に よ りて心

を あはせ か く

の こ と く有 け

れ とかや。

亀に
助けられた人

如無 如無僧都 若君(如無) 山陰ノ中納言 山蔭中納言 山蔭中納言

話型 継子
動物報恩

継子
動物報恩

継子
動物報恩

継子
動物報恩

継子
動物報恩

継子
動物報恩

その他 山蔭 の夢 に亀

が 出 て くる。

継 母 に よ って

子 が海 に落 と

され た こ とな

ど を亀 が 夢 の

中で語 る。 如

無 の名 前 の 由

来 を説 く。

継母 に子 が な
か っ たた め 、

如無 が孝 行 し

た。 山蔭 が総

持 寺 を創 建 し

た と語 り伝 え

て い る。

若 君 のそ の 後
が 書 かれ て い

る。

法 師 とな った

後 は僧 都 に ま
でな った 。

(如 無 の 名 前
の 由来 につ い

て は書 か れ て

い ない 。)

文末 に 如無 僧

都 の脇 に 山蔭
中 納 言 と あ

る。

両者 の物 語 と

して伝 え られ

た とい うこ と

か?

如夢 は 「夢 」

と な っ て お

り、「無 」で は

な い。

総持寺建立の
由来を説く。
(由来が山蔭
説話)
亀を助けた時
と亀が恩返し
する時の時間
差 が 少 な い
(二 日問の出
来事として書
かれている)。
父高房が観音
に祈願する場
面有 り。総持
寺は高房の宿
願を果たそう
と山蔭により
建てられたと
する。

長谷寺験記、
総持寺縁起と
類似した内容
(総持寺建立
の由来を書い
ている)。
亀が恩返 しす
る時の時間差
が少ない(二
日間の出来事
として書かれ
ている)。
父高房が観音
に祈念する場
面有り。総持
寺は高房の宿
願を果たそう
と山蔭により
建てられたと
する。

長谷寺験記、
三国伝記と類
似 した 内容
(総持寺建立
の由来を書い
ている)→ 由
来 の 話 と し
て、亀説話が
挿入される。
亀を助けた話
から、毛宝の
説話へ繋げて
いる(毛 宝の

例は総持寺縁
起、源平盛衰
記にある)
父高房が観音
に祈念する場
面有り。



平家物語 源平盛衰記 久修園院縁起 直談因縁集 東西歴覧記 古物語類字抄
巻6 巻26 8-16 也 部290

亀を しにけ るま こ 天王寺詣の時 清和天皇の御 陽成院ノ御時 太宰ノ任二下
助けた時 との母存生の 宇貞観之比… ・鎮 西 二所 領 向ノ時

時 鎮西へ下向の 持 玉 フ問 、 下

時 レ リ 。 時 、

亀を かつ らの うか 渡辺の橋の辺 淀の河すえ穂 宇治橋ニテ 淀 河 ノ辺 、穂

助けた場所 ひが鵜の餌に 積乃橋の許 積ノ橋
せ ん とて

亀を しにけ るま こ 此若君の御母 藤原高房 高房 高房 山蔭中納言
助けた人 との 母(存 生 御前

の時)

亀に 父山蔭中納言 太宰大弐にて 河尻の津丹宿 高房 、 鎮 西へ 如無 僧都 の、

助けられた時 太宰大弐にな 下給けるが す時 下 り玉 ヘ ハ を さな か り し

(ッ)て 鎮 西 へ 時
くだ られ け る

時

亀に 継母にくんで 乳母いかゞは 婦母の女房継 継 母 喜 テ 、 四 偶 々舟 ニテ 、 継 母 悪 み て 、

助けられるこ あか らさ まに した りけん 取 母の話をう希 才二成玉フ所 高房ノ幼子ヲ 海に落 し入た
とにな った き い だ くや うに 弛て海中へ落 て最 愛 の一 男 御 子 ヲ、 メ ノ 乳母誤テ海へ り し

っ かけ して海 にお と し入 る 山蔭中納言を トニ仰 付 、海 落 ス、 悲 ミ限

し入 ころ さん 水中へ堕入連 歟河へ沈候へ ナシ
と しけ る を 偽てあやまて 云 云。 口惜 存

る気色也 レ トモ 、 セ ウ

ノ仰 ナ レハ 、

河へ 投 入 ル 》

也 。

亀に 如無僧都 如無僧都 山蔭の中納言 山蔭ノ中納言 中納言山蔭卿 如無僧都
助けられた人 (助無僧都)

話型 継子 継子 継子 継子 継子 継子
動物報恩 動物報恩 動物報恩 動物報恩 動物報恩 動物報恩

その他 如無とも助無 山蔭の夢に亀 久修園院、総 四歳になる御 「高房衣にカ

と も書 い てい が 現れ 、話 を 持寺建立につ 子 。 ヘ テ 」(「 しに

る 。 す る(亡 母御 い て 。 七 男 七女 。 け るま こ との

亀を助けたの 前が亀を助け 七 男七 女。 長 谷 へ参 り、 母 」 の場 合 と

が 亡母(実 母) たことや継母 亀→吉凶を相 最初に会った 同 じ)。

と な っ て い 乳人により若 す る こ と 人に作らせよ 山蔭が亀井寺
る 。 君が海に落と 行基 とい う展 開 。 を建立したこ

し入れられた 聖徳太子 →童子(仏 師 と 。

こ と) は行 基 菩 薩 総 持 寺 、吉 田

亀を助けたの か?) 神社について
は 亡母御 前 。 →十一面観音 も書かれてい
如無の名前の 像できる る。(亀井寺 を

由来 を 説 く。 (続古事談に 建立した人物
如無が帝に重 類 話 あ り) が峯相記 と異
んぜられたこ な る)

とを書 い てい

る。 毛 宝 の説

話 有 り。
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亀を
助けた時

亀を 河尻
助けた場所

亀を 山陰中納言の 山蔭ノ中納言 山陰中納言
助けた人

,うへ

亀に 所領二付テ筑
助けられた時 紫 へ 下 ラ レケ

ル ニ

亀に 海 ニ アヤ マ チ 彼ノ愛子ヲ継
助 け られ る こ テオチ入テケ 母 ア ヤマ レル
とに な った き ル ヲ 由ニ テ海底 二
っか け 沈 ン トス

亀に (如無 か) (如無) 如無僧都
助けられた人

話型 動物報恩 継子

その他 「かの 山陰 中 亀井寺建立の
納 言 の うへ に 由 来 を説 く。

は 、 た とへ も 如 無 出家 し
なかりける母 て 、如 無僧都

の 心 か な 。」 と な る(高 貴

とい う一 文 の な僧 だ っ た)。

み 。 →亀井寺で仏

法 を行 っ た。

亀井寺を建立
した人物が東
西歴覧記と異
なる

 

(研
究
紀
要
編
集
委
員
会
は
、
編
集
発
行
規
程
第
5
条
に
基
づ
き
、
本
原
稿

の
査
読
を
論

文
審
査
委
員
会
に
依
頼
し
、
本
原
稿
を
本
誌
に
掲
載
可
と
す
る
判
定
を
受
理
す
る
、
二
〇

〇
三
年
十
月
二
十
三
日
付
)。


