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１

沙
石
集

故
（
注
１
）

相

州

禅

門

の

中

に

、
（
注
２
）

祇

候

の

女

房

あ

り

け

り

。

腹

さ
う
し
う

ぜ
ん
も
ん

し

こ
う

あ

し

く

、
（
注
３
）

た

て

だ

て

し

か

り

け

る

が

、

あ

る

時

成

長

の

子

息

の
、
同
じ
く
つ

か
ま
つ
り
け
る
を
、
い
さ
さ
か
の
事
に
よ
り
て

腹

を
立
て
、
打
た
む
と
し
け

る
ほ
ど
に
、
物
に
け
つ
ま
づ
き
て

い
た

く

倒

れ

て

、

い

よ

い

よ

腹

を

す

ゑ

か

ね

て

、

禅

門

に

、
「

子

息

某

妾

を

打
ち

て

侍
り
」
と

、
訴
え

申
し
け
れ
ば

、
「

不
思

議

の

そ
れ
が

し

わ
ら

は

事

な

り

」

と

て

、

か

の

俗

を

召

し

て

、
「

ま

こ

と

に

母

を

打

ち

た

る

に

や

。

母

し

か

し

か

申

す

な

り

」

と

問

は

る

。
「

ま

こ

と

に

母

を
打
ち
て
侍
り
」
と
申
す
。
禅
門
、
「
か
へ
す
が
へ
す
奇
怪
な
り
。

不
当
な
り
」
と
叱
り
て

、
所
領
を
召
し

、
流
罪
に
定
ま
り
に
け
り

。

こ

と

に

が

に

が

し

く

な

り

け

る

上

は

、

腹

も

漸

く

癒

え

て

、

あ

や
う
や

さ

ま

し

く

覚

え

け

れ

ば

、

母

、

ま

た

禅

門

に

申

し

け

る

は

、
「

腹

の
立

つ
ま
ま
に

、
こ

の

俗
、
我

を
打
ち

た
り
と

申
し
上
げ
て

侍
り

つ
れ
ど
も
、
ま
こ
と
は
さ

る
こ
と

候
は
ず
。
お
と
な
げ
な
く
彼
を

打

た
む

と

し
て

、

倒
れ
て

侍
り
つ
る
ね

た
さ
に
こ

そ
訴
へ
申
し
候

ひ
つ
れ
。
ま
め
や
か
に
御
勘
当
候
は
む
こ
と
は
あ
さ
ま
し
く
候
ふ
。
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許
さ
せ
給
へ
」
と
て
、
け
し
か
ら
ず
ま
た
う
ち
嘆
き
申
し
け
れ
ば
、

「

さ

ら

ば

召

せ

」

と

て

、

召

し

て

事

の

子

細

を

尋

ね

ら

る

。
「

ま

こ

と

に

は

い

か

で

母

を

ば

打

ち

候

ふ

べ

き

」

と

申

す

と

き

、
「

さ

ら
ば
、
な

ど
初
め
よ
り
あ

り
の
ま
ま
に
申
さ
ざ
り
け
る
」
と
、
禅

門

申

さ

れ

け

れ

ば

、
「

母

が

打

ち

た

り

と

申

さ

む

上

に

は

、

我

が

身

こ

そ

と

が

に

も

し

づ

み

候

は

め

、

母

を
（
注
４
）

虚

誕

の

も

の

に

き
よ
た
ん

は
、
い
か
が
な
し
候
ふ
べ
き
」
と

申
し
け
れ
ば
、
い
み
じ
き
至
孝

の

志
深

き

も

の
な

り
と
て

、

大
き
に

感
じ
て

、
な
ほ
別
の
所
領
を

添
へ
て
（
注
５
）

給
は
り
、
殊
に
（
注
６
）

不
便
の
も
の
に
思
は
れ
け
り
。

ふ

び
ん

末
代
の
人
の
心
に
は
、
あ
り
が

た
く
、
め
づ
ら
し
く
こ

そ
覚
ゆ

れ
。

（

注

）

１

相

州

禅

門

…

北

条

時

頼

。

鎌

倉

幕

府

五

代

執

権

。

２

祇

候

…

そ

ば

近

く

お

仕

え

す

る

こ

と

。

３

た

て

だ

て

し

か

り

け

る

が

…

強

情

な

性

格

で

あ

っ

た

が

。

４

虚
誕
…
嘘
つ
き

５

給

は

り

…

こ

こ

で

は
「

給

ひ

」
と

同

義

の

尊

敬

語

と

し

て

使

わ

れ

て

い

る

。

６

不

便

の

も

の

…

か

わ

い

い

者
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今

は

亡
き

相

州

禅

門

（

北

条

時

頼

）

家

に

、

お

仕

え

し
て

い
る

女
房

が

い

た

。

短
気
で

、
強
情

な

性

格

で

あ

っ
た

が

、

あ

る

時

成
人
し
た

息
子
で

、
母

と

同

じ

く

相

州

禅

門

に

お

仕

え

し

て

い

た

息

子
を

、
些

細

な
こ

と
が

原
因
で

腹
を

立
て

、

打

と

う

と

し
た

時

に

、

物

に

け

つ

ま

ず

い
て

ひ

ど

く
倒
れ
て

、

ま

す

ま

す

苛

立

ち

を

抑

え

る

こ

と

が

で

き

な

く

て

、

禅

門

に

、
「

息

子

が

私

を

打

ち

ま

し

た

」

と

訴

え

申

し

上

げ

た

の

で

、
（

禅

門

は

）
「

思

い

が

け

な

い
こ
と
だ
」
と
言
っ
て

、
そ
の
俗
人
【
＝
息
子

】
を
お
呼
び
に
な
っ
て

、
「
本

当
に
母
を

打

っ
た

の

だ
ろ

う
か
。

母

は
こ

れ
こ

れ

だ
と
申

し
て

い

る
ぞ
」

と

（

息

子

に

）

お

尋

ね

に

な

る

。
（

息

子

は

）
「

本

当

に

（

私

が

）

母

を

打

ち

ま
し
た
」
と
申
し
上
げ
る
。
禅
門
は
、
「
ま
こ
と
に
不
可
解
な
こ
と
で
あ
る
。

よ
く
な
い
こ
と
だ
」
と
叱
っ
て

、
領
地
を
お
取
り
上
げ
に
な
り
、
（
息
子
は
）

流

罪

に

決

ま

っ

て

し

ま

っ

た

。

事

態

が

ま

ず

い

こ

と

に

な

っ

て

か

ら

、
（

母

の

）

怒

り

も

次

第

に

収

ま

っ

て

、
（

息

子

の

処

罰

が

）

思

い

が

け

な

い

こ

と

に

思

わ

れ

た

の

で

、

母

が

、

ま

た

禅

門

に

申

し

上

げ

た

こ

と

は

、
「

腹

が

立

つ
の

に

ま

か

せ
て

、
こ

の

子

が

私

を

打

っ
た

と
申

し
上

げ

ま

し
た

が

、

本

当

は

そ

の

よ

う

な

こ

と

は

あ

り

ま

せ

ん

。
（

私

が

）

大

人

げ

な

く

あ

の

子

を

打

と

う

と

し
て

、
倒
れ

ま

し
た

悔

し

さ
で

（

あ
の

よ
う
に
）
訴
え
申
し
上
げ
た

の
で

す
。

本

格

的

に
お

咎

め

が

ご

ざ

い

ま

す

よ

う

な

こ

と

は

思

い
が

け

な
い

こ
と

で

ご

ざ

い

ま

す

。

お

許

し

く

だ

さ

い

」

と

言

っ
て

並

々
で

な
く
ま
た
嘆

い

て

申

し

上

げ

る

の

で

、
（

禅

門

は

）
「

そ

れ

な

ら

ば

（

息

子

を

）

呼

べ

」

と
言
っ
て

、
お
呼
び
に
な
っ
て
詳
し
い
事
情
を
お
尋
ね
に
な
る
。
（
息
子
が

）

「

本

当
は
ど

う

し

て

母

を

打
つ

こ

と

が

で

き

ま

し

ょ

う

か

、

い
や

で

き

ま

せ

ん

」

と

申

し

上

げ

る

と

、
「

そ

れ

で

は

、

な

ぜ

初

め

か

ら

あ

り

の

ま

ま

に

申

し

上

げ

な

か

っ

た

の

か

」

と

禅

門

が

申

し

上

げ

な

さ

っ

た

の

で

、
「

母

が

打

っ
た

と
申

し
上

げ

た

か

ら

に

は

、
私

自

身

が

処

罰

を

受

け

る

こ
と

が
あ

ろ

う

と

も

、
母
を

嘘

つ
き

に

ど

う

し
て

す

る
こ

と

が
で

き

ま

し
ょ

う
か
、
い
や
で

き

ま

せ

ん

」

と

申

し
上

げ
た

の
で

、

た

い

そ

う
孝

行
の

心
の
深

い
者
で

あ
る

と

言

っ
て

、

大

い

に
感

心

し
て

（

本
来
の

領
地

の

他

に

）

さ
ら

に
別
の

領
地

を

加

え
て

お
与
え

に

な
り

、
格

別

に
か
わ

い
い
者

だ
と

お
思
い
に
な
っ
た
。

末
世
の

人

間

の

心
と

し
て

は

、

め

っ
た

に

な

く

、

す

ば

ら

し
い
も
の

だ
と

思
わ
れ
る
。
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２

宇
津
保
物
語

次

の
文
章
は
五
歳

の
藤
原
仲
忠
が
母
の
た
め
に
食
べ
物
を
求
め

て
山
中
を
歩
き
ま
わ
る
場
面
で
あ
る
。

か

く

遥

か

な

る

ほ

ど

を

し

歩

く

も

苦

し

う

覚

え

て

、
「

い

か

で

は
る

あ
り

こ
の

山
に
さ

る
べ
き

所
も
が

な
。
近
う
て
養
は
む

」
と
思
ひ
て

、

山
深
く

入
り
て

見
れ
ば

、
い
み

じ
う

い
か
め
し
き
杉
の
木
の
、
四

つ
物
を
合
は
せ
た
る
や
う

に
て
立
て

る
が
、
大
き
な
る
屋
の
ほ
ど

に

空

き

合

ひ

て

あ

る

を

見

て

、

こ

の

子

の

思

ふ

や

う

、
「

こ

こ

に

わ
が

親
を
据
ゑ
奉
り
て

、
拾
ひ

出
で
む
木
の
実
を
も
ま
づ
参
ら
せ

ば
や
」
と
思
ひ
て

寄
り
て

見
る
に
、

い
か
め
し
き
牝
熊
、
牡
熊
、

め

ぐ
ま

を

ぐ
ま

子
を
生
み
連
れ
て

棲
む

空
洞
な
り
け
り
。
出
で
走
り
て

、
こ

の
子

す

う

つ

ほ

を

食

ま

む

と

す

る

時

に

、

こ

の

子

の

い

は

く

、
「

し

ば

し

待

ち

給

は

へ
。
ま
ろ
が

命
絶
ち
給
ふ
な
。
ま
ろ
は
孝
の
子
な
り
。
親
は
ら
か

ら
も
な
く
使
ふ
人
も
な
く
て
、
荒
れ
た
る
家
に
た
だ
一
人
住
み
て
、

ま
ろ
が

参
る
物
に
か
か
り
給

へ
る
母
を
持
ち

奉
れ
り
。
里
に
は
す

べ

き

方

も

な

け

れ

ば

、

か

か

る

山

の

木

の

実

、

葛

の

根

を

採

り

か
づ
ら

て

親
に

参
ら
す

る
な
り

。
高
き
山

、
深

き
谷
を
下
り
登
り
ま
か
り
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歩
き
て

、
朝
に
ま
か
り
出
で
て
暗
う

ま
か
り
帰
る
ほ
ど
だ
に
、
う

し
ろ

め
た
う

悲
し
く

侍
れ
ば
、
か

か
る
山
の
王
棲
み
給
ふ
と
も
知

ら
で

、
こ

の
木

の
空
洞
に
母
を

据
ゑ
た
て

ま
つ
り
て

、
薯
ひ

と
す

い
も

ぢ
を
掘
り
出
で
て
も
、
ま
づ
ま
ゐ
ら
せ
む
。

ま
た
、
遠
き

道
を
も

親
の
た

め
に
と

ま
か
り
歩
け
ば
、
苦
し
う
も

お
ほ
え
ね
ど
、
つ
れ
づ
れ
と
待
ち
給
ふ
ら
ん
と
悲
し
う
侍
れ
ば
、

近
く
と

思
う
給
へ
て

見
侍
り
つ
る
な
り
。
む
な
し
く
な
り
な
ば
親

も

い
た
づ

ら
に
な
り
給
ひ
な

む
。
お
の
が
身
の
う
ち
に
親
を
養
は

む
に

用
無
き

所
あ
ら

ば
施
し
奉
る
べ
し
。
足
無
く
は
い
づ
く
に
か

せ

歩
か
む

。
手
無
く
は
何
に
て
か
木
の
実
、
葛
の
根
を
も
掘
ら
む

。

口
無
く
は
い
づ
こ
に
か
魂

通
は
む
。
腹
、
胸
無
く
は
い
づ
く
に
か

心
の
あ
ら
む

。
こ

の
中
に
い

た
づ
ら
な
る
所
は
、
耳
の
は
た
、
鼻

の
み
ね

な
り
け

り
。
こ

れ
を
山

の
王
に
施
し
奉
る
」
と
、
涙
を
流

し
て

言
ふ

時
に
、
牝
熊
、
牡
熊
、

荒
き
心
を
失
ひ
て

、
涙
を
落
と

し
て

親
子

の
か
な
し
さ
を
知

り
て

、
二
つ
の
熊
子
ど
も
を
引
き
連

れ
て

、
こ
の
木
の
う
つ
ほ
の
こ
の
子
に
譲
り
て
、
他
峰
に
移
り
ぬ
。

こ
と
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こ

ん

な

に

遠

い

道

の

り

を(

食

べ

物

を

探

し

求

め

て)

歩

き

回

る

の

も

つ

ら

く

思

わ

れ

て

、
「

何

と

か

し

て

こ

の

山

に

（

母

を

養

う

の

に

）

ふ

さ

わ

し

い

場

所

が

あ

っ
た

ら
よ

い

の

に
。

そ
ば

に

い
て

（

母
を

）
養

い
た

い
」
と
思

っ
て

、

山
深

く

入

っ
て

探

す

と

、

非
常

に

大
き

な
杉

の

木
で

、
四

本
物
を
合

わ

せ

た

よ

う

に

立

っ
て

い

る

木

（

の

根

本

）

が

、

大
き

な

家

ぐ
ら

い

に
空

い

て

い

る

の

を

見

て

、

こ

の

子

が

思

っ

た

こ

と

に

は

、
「

こ

こ

に

私

の

親

を

住

ま
わ

せ

申

し
上

げ
て

、
拾

っ
て

き

た

木
の
実
を

ま
ず

差
し

上
げ

た

い
」
と
思

っ
て

、

近
寄

っ
て

み

る

と

、

恐
ろ

し

い

牝

熊

と

牡

熊

が

子

ど

も
を

産
ん
で

一

緒

に

住

む

洞

穴

で

あ

っ

た

の

だ

よ

。
（

熊

が

）

走

り

出

て

、

こ

の

子

を

食

お

う

と

す

る

時

に

、

こ

の

子

が

言

う

こ

と

に

は

、
「

し

ば

ら

く

待

っ

て

く

だ

さ

い
。

私
の

命
を

お

断

ち

に

な

る

な

。

私

は

親

孝

行

な
子
で

あ
る
。

親
兄

弟
も

な

く

使
用

人
も

い
な
く
て

、

荒

れ

た

家

に

た

っ
た

一

人
で

住
ん
で

、
私
が

差

し

上

げ

る

食

べ

も

の

に

頼

っ

て

い

ら

っ

し

ゃ

る

母

を

持

ち

申

し

上

げ

て

い

る
。
人
里
で
は
生
活
の
手
立
て
が
な
い
の
で

、
こ
の
よ
う
な
山
の
木
の
実
や

、

葛

の

根

を

採

っ
て

親

に

差

し
上

げ

る

の

だ
。

高

い
山
や

、
深

い
谷
を

降
り
た

り
登

っ
た

り

歩
き

回

っ
て

、

朝

に

家

を

出
て

暗

く

な

っ
て

か
ら

帰

る

こ

と
で

さ

え

、

母

が

気

が

か

り

で

悲
し

い

で

す

の
で

、
こ

の

よ

う

な
山
の

王
が

住

み

な
さ

っ
て

い

る

と

も

知
ら

な

い
で

、
こ

の

木

の

洞

穴

に

母

を

住
ま
わ

せ

申

し

上

げ
て

、
芋

一

本
を

掘

り

出

し
て

も

、
ま
ず

差

し
上

げ

よ

う
（

と
思

っ
て

近

寄

っ

た

の

だ

）
。

ま

た

、

遠

い

道

の

り

で

も

親

の

た

め

に

（

食

べ

物

を

手

に

入
れ

よ

う

）

と

思

っ
て

歩
き

回

る

の

だ

か

ら

、
つ
ら

く

も

思
わ

な

い
け
れ

ど

（

母

が

）
所

在

な

く

待

っ
て

い
ら

っ

し
ゃ

る
で

あ
ろ

う

と

（

思

う
と

）
悲

し

ゅ

う
ご

ざ

い

ま

す
の
で

、

近

く
で

（

母
を

）
養

い
た

い

と

思

っ
て

見
て

い
た

の

で

す

。
（

私

が

）

死

ん

で

し

ま

っ

た

な

ら

、

親

も

き

っ

と

死

ん

で

し

ま

い

な

さ
る

で

し

ょ

う
。

私

の

身

体

の

中
で

親

を

養

う
の

に
必
要
の

な
い
所
が
あ

る

な

ら

差

し

上

げ

よ

う

。
（

し

か

し

）

足

が

無

か

っ

た

ら

ど

こ

に

歩

い

て

い

け

よ

う
か

、

い
や

、
ど
こ

に
も

行
け

な
い
。

手

が

無

か

っ
た

ら
何
で

木
の

実

や

、

葛

の

根

を

掘

ろ

う
か

、

い
や

、
掘

る
こ

と

は
で

き

な

い
。

口

が
無

か

っ

た
ら
ど
こ
で
心
を
通
わ
せ
よ
う
か

、
い
や
心
を
通
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

腹
や

胸

が

な

い

な

ら

ど
こ

に

心

が

宿
ろ

う

か

。
こ

の

中
で

不
要
な
所
は

、

耳

た

ぶ

と

、

鼻

柱

だ
け
で

あ

っ
た

よ
。
こ

れ

を

山
の

王
（

で

あ
る

あ
な
た

）
に

差

し
上

げ

よ

う
」

と

涙
を

流

し
て

言

う

と

、

牝

熊

と

牡

熊

は

、
荒

々

し
い

心

を

無

く

し
て

、

涙

を

流

し
て

親

子

の

情

愛
を

知

っ
て

、
二

頭
の

熊

は
子

供
を

引

き

連
れ
て

、
こ

の

木
の

洞
穴
を
こ

の

子

に

譲

っ
て

、

他

の

峰

に
移

っ
た

。


