
日
本
人
と

『西
遊
記
』

毅

日本人 と 『西遊記』

要

旨

周
知
の
よ
う
に
、
『西
遊
記
』
は

「四
大
奇
書
」
の

一
つ
で
あ
る
。

江
戸
時
代
に
、
『西
遊
記
』
は
日
本
に
伝
来
し
、
以
来
日
本
人
に
親

し
ま

れ
て
き
た
。

『西

遊
記
』
は
荒
唐
無
稽
な
だ
け
の
作
品
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、

実
は
極
め
て
論
理
的
な
全
体
構
造
を
も

っ
て
い
る
。
そ
れ
が
ゆ
え

に
、
江
戸
時
代
以
来
、
歴
代

の
日
本
人
が
そ
れ
を
翻
訳
し
、
研
究
し
、

解
明

に
努
め
て
き
た
。
こ
の
小
論
は

「
四
大
奇
書
」
の
ほ
か
の
三
書

と
異
な
る

『西
遊
記
』
を
日
本
に
受
け
入
れ
た
当
時
の
事
情
か
ら
着

眼
し
、
論
じ
て
い
く
。
そ
し
て
今
日
ま
で
日
本
の
作
者
が
い
か
に

『西
遊

記
』
に
影
響
さ
れ
て
き
た
か
を
尾
崎
紅
葉
、
芥
川
龍
之
介
、

中
島
敦
な
ど
の
作
品
を
通
じ
て
考
察
す
る
。
最
後
に
、
で
き
る
か
ぎ

り
日
本
人
に
お
け
る

も

の
で
あ
る
。

『西
遊
記
』
研
究
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る

キ

ー

ワ
ー

ド

"
日

本

人

『
西
遊

記

』
、

創

作

、

研

究

、

影

響

は
じ
め
に

昔
か
ら
、
「四
大
奇
書
」
(『水
濟
伝
』
『三
国
志
演
義
』
『西
遊
記
』

『金
瓶
梅
』
)
は
他
に
類
を
見
な

い
面
白
さ
で
、
日
本
人
に
親
し
ま
れ

て
き
た
。

そ
の
中
で
も
、
『西
遊
記
』
は
魔
物
や
妖
怪
が
乱
れ
飛
ぶ
よ
う
な

現
実
ば
な
れ
し
た
内
容
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
章
は
読
み
や

す
く
、
そ
の
上
、
物
語
の
構
成
も
非
常
に
わ
か
り
や
す
い
。
こ
の
よ

う
な

『西
遊
記
』
が
日
本
人
に
い
か
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
そ
し
て
い

一29一



か
に
そ
の
影
響
を
受
け
て
き
た
の
か
を
考
察
す
る
の
が
こ
の
小
論
の

目
的

で
あ
る
。混

沌
た
る
期

「四
大
奇
書
」
の
中
、
『水
濤
伝
』
は
、
十
七
世
紀
の
初
め
ご
ろ
に

は
、
も
う
渡
来
し
始
め
て
い
た
。
『金
瓶
梅
』
は
、
十
七
世
紀
の
前

半
に
は
早
く
も
日
本
に
入

っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
日

本
で

『三
国
志
演
義
』
が
翻
訳
さ
れ
た
の
は
、
元
禄
二
年

(
一
六
八

九
)
か
ら
三
年
間
に
わ
た

っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
だ
い
た

い
原
書
、
和
刻
、
翻
訳
、
翻
案
と

い
う
四
つ
の
段
階
を
経
て
日
本
に

定
着

し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
過
程
は

い
ず
れ
も
順
調
で
あ

っ
た
。

『西
遊
記
』
の
み
は
紆
余
曲
折
が
あ

っ
た
。

鳥
居
久
靖
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
日
本
に
伝
来
し
た

『西
遊
記
』

の
テ
キ

ス
ト
は
康
煕
丙
子

(三
十
五
年
"
西
暦

一
六
九
六
)
初
刻
の

(
1

)

『西
遊
真
詮
』
で
あ

っ
た
。
江
戸
期
に
は
、
抄
訳
と
し
て

『通
俗
西

遊
記
』

と

『絵
本
西
遊
全
伝
』
が
あ

っ
た
。
前
者
は
宝
暦
八
年

(
一

七
五
八
)
初
編
の
刊
行
に
始
ま
り
、
七
十
四
年
の
歳
月
を
費
や
し
て
、

よ
う
や
く
天
保
二
年

(
一
八
三

一
)、
計
五
編
三
十
巻
完
成
。
後
者

は
文
化

三
年

(
一
八
〇
六
)
に
初
編
刊
行
、
約
三
十
年
の
光
陰
を
費

や
し
て

い
る
。
天
保
八
年

(
一
八
三
七
)、
四
十
巻
完
成
。
明
治
期

に
な
る
と
、
『絵
本
西
遊
記
』
は
日
本
に
於
け
る
西
遊
記
の
代
表
的

地
位
を
獲
得
し
た
。

周
知
の
よ
う
に
、
幸
田
露
伴
は

『水
濟
伝
』
研
究
の
白
眉
で
あ
り
、

当
時
と
し
て
は
中
国

・
日
本
を
通
じ
て
最
高

レ
ベ
ル
の

『国
訳
忠
義

水
濤
全
書
』

の
よ
う
な
業
績
を
挙
げ
て
い
る
が
、
『西
遊
記
』
に
つ

い
て
、
と
ま
ど
う
こ
と
が
あ

っ
た
よ
う

で
あ
る
。
彼
は

『西
遊
記
』

の
作
者
に
つ
い
て
、
前
後
に

「
西
遊
記
の
著
者
」、
「
西
遊
記
の
作
者
」

「西
遊
記
作
者
」
と
ず

い
ぶ
ん
苦
労
し
て
そ

の
見
解
を
発
表
し
て
い

る
が
、
ど
う
も
焦
点
を
あ
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

「
西
遊
記
の
著
者
」
の
中
で
、
彼
は

然
る
に
世
多
く
は
西
遊
記
の
作
者
を
道
士
邸
翁
な
り
と
し
て
信

響

疑
は
ず

予
も
ま
た

扉

年
ま
で
は
之
を
信
じ
居
た
り

き

。

(
3
)

と
そ
の
作
者
を
、
邸
処
機
だ
と
思

い
込
ん
で
い
る
こ
と
を
率
直
に

認
め
た
。
さ
ら
に

予
ま
だ
郎
翁
著
は
す
と
こ
ろ
の
西
遊
記
を
得
て
之
を
讃
ま
ず

と

い
へ
ど
も
、
他
書
に
引
く
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
考
ふ
る
に
、
蓋

し
庭
機
の
作
る
と
こ
ろ
の
も

の
は
決
し
て
悟
空
悟
浄
三
蔵
八
戒

の
談
を
載
せ
た
る
小
説
の
西
遊
記
に
あ

ら
ず
し
て
、
元
の
時
の

目
撃
耳
聞
を
載
せ
た
る
記
實
の
書
の
み
。
邸
翁
の
西
遊
記
を
作
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日本 人 と 『西遊記』

ら
ざ
る
に
は
あ
ら
ず

と
、
そ
の
理
由
を
説
明
し
て
い
る
。

「西
遊
記
の
作
者
」
中
に
お
い
て
、
「然
れ
ど
も
俗
書
西
遊
記
、
其

作
者

の
不
明
な
る
を
以
て
、
文
字
有
る
者
も
、
由

つ
て
出
つ
る
と
こ

(
4

)

ろ
を
疑
ふ
こ
と
久
し
。」
と

い
う
の
を
指
摘
し
、
「長
春

(長
春
真
人

の
こ
と
)
の
北
微
を
過
ぎ
て
西
域
に
至
る
や
、
行
程
萬
絵
里
、
弟
子

其
の
経
歴
す
る
と
こ
ろ
を
記
す
、
こ
れ
を
西
遊
記
と

い
ふ
。
」
と

い

う
認
識
を
持

っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

な
お
、
孫
悟
空
に
つ
い
て
は
、
「西
遊
記

の
孫
悟
空
は
、
慈
恩
傳

に
出

で
た
る
胡
の
石
盤
陀
と

い
へ
る
も
の
を
種
子
と
し
て
、
作
者
の

之
に
枝
葉
を
生
ぜ
し
め
し
に
疑
ひ
無
く
、
緊
籏
呪
の

一
話
の
如
き
は

玄
　
が
夜
観
音
を
念
ず
る
の

一
段
よ
り
拮
出
し

・
も
の
な
る
こ
と
疑

(
5
)

ひ
無
し
。
さ
る
に
て
も
作
者
の
想
像

の
巧
な
る
こ
と
よ
。」
と
解
説

し
て

い
た
。

ち

な
み
に
、
露
伴
の
い
う

"慈
恩
傳
"
と
は

『大
唐
大
慈
恩
寺
三

蔵
法
師
伝
』

の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
弟
子
慧
立
の
著
で
あ
る
。
幸
田

露
伴
は

「作
者

の
不
明
な
る
」
「
俗
書
西
遊
記
」
を
低
く
評
価
し
、

自
分
な
り
の

『西
遊
記
』
を
書
こ
う
と
も
考
え
、
『真
西
遊
記
』
ま

で
創
作
し
た
。

幸

田
露
伴

の

『真
西
遊
記
』
は

「発
端
」
「其

一
」
か
ら

「其
十
二
」

よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
内
容
か
ら
は

『大
唐
西
域
記
』
に
基
づ

い
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
作
品
の
中
に
、
「玄
　
は
ま
つ
名

家
と
も

い
ふ
べ
き
家
の
系
に
生
れ
出
し
な
り

」
と
説
明
し
、
イ
ン
ド

ま
で
の
過
程
を
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
。

但
し
、
『西
遊
記
』
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

さ
れ
ど
西
遊
記
と
い
へ
る
書
は
全
く
絶
え
て
無
き
こ
と
の
み

を
作
り
設
け
し
も

の
に
は
あ
ら
で
、
彼
博
望
侯
張
審
を
さ

へ
い

と
こ
と
ご
と
し
く
載
す
る
ほ
ど
の
支
那

の
歴
史
の
中
に
於
て
珍

ら
し
く
も
ま
た
極
め
て
大
な
る
こ
と

の
あ
り
し
を
骨
と
な
し
、

妖
怪
攣
化

の
妄
謳
を
皮
肉
と
な
し
て
作
り
し
も
の
な
れ
ば
、
其

書

の
漸
く
廣
ま
る
に
従
ひ
て
其
捏
造

の
假
話
の
た
め
眞
實
に
存

せ
し
こ
と
ま
で
も
信
用
し
難
き

謳

の
中
に
埋
も
れ
た
る
観
あ

れ
ど
、
元
来
稀
有
の
大
架
空
談
の
根
糠
と
せ
し
ほ
ど
の
こ
と
ゆ

ゑ
其
事
實
は
眞
に
稀
有
の
奇
事
快
事

に
し
て
、
た
だ
に
快
奇
の

事
な
る
の
み
か
又
其
を
聞
か
ば
惰
夫
も
立

つ
べ
く
貧
夫
も
漸
づ

べ
く
年
少
き
諸
君
は
取

つ
て
學
ぶ
べ
き

い
と
目
ざ
ま
し
き
事
實

な
れ
ど
も
、
古
来
學
者
の
此
事
を
云

は
ざ
る
も
の
は
、
其
事
皆

繹
氏
の
道
に
屡
せ
る
た
め
、
公
平
な
ら
ざ
る
支
那
の
歴
史
家
等

(6

)

の
毫
も
稻
揚
せ
ざ
り
し
に
本
づ
け
り
と
も
云
ひ

つ
べ
し
。

(傍

線
筆
者
)

右
の
文
よ
り
、
当
時
幸
田
露
伴
の

『西
遊
記
』
に
対
す
る
認
識
は
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「捏
造

の
假
話
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、

明
治
期
の

「年
少
き
諸
君
」
に
と

っ
て
無
意
義
で
あ
る
か
ら
、
『真

西
遊

記
』
を
創
作
し
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
日
本

に
お
け
る

「
四
大
奇
書
」
受
容

の
過
程
を
み
る
と
、
ほ
か
の
三
書
は
こ
う

い
っ

た

「
本
物
」
「贋
物
」
の
問
題
は
な
か

っ
た
。
な
ぜ

『西
遊
記
』

の

(
7
)

み
か
と
い
う
と
、
そ
の
平
易
か
つ
普
遍
的
な
る
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
例
と
し
て
、
日
本
に
も
京
都
の
医
者
橘

南
難
が
九
州

・
四
国
や
信
越

・
奥
州
を
旅
行
し
て
、
『西
遊
記
』
『東

遊
記
』
を
刊
行
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
明
治
期

の

幸
田
露
伴
の
文
名
と
文
壇

に
お
け
る
地
位
に
よ

っ
て
、
日
本
人

の

『西
遊
記
』
に
対
す
る
認
識
が
左
右
さ
れ
な
く
も
な

い
と
思
わ
れ
る

が
、

日
本
に
お
け
る
中
国
古
典
文
学
受
容
史
を
回
顧
す
る
上
に
お
い

て
も
、
誠
に
貴
重
な

一
頁
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

二

創
作
応
用
期

日
本
文
学
に
お
け
る
中
国
古
典
文
学
の
影
響
が
極
め
て
大
き
い
こ

と
は
周
知

の
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
国
木
田
独
歩
は

「竹

取
物
語
は
、
わ
が
國
の
物
語
中
尤
も
秀
で
た
る
も
の
な
り
。
日
本
文

學
の
精
華
と
し
て
長
く
後
代
に
傳
ふ
べ
き
も
の
な
ら
ん
。
唯
階
む
ら

く
は
、
彼
の
構
想
或
は
支
那

の
物
語
な
ど
に
胚
胎
せ
し
な
ら
ん
か

(
8

)

を
。」
と
、
大
変
典
型
的
な
例
を
挙
げ
て
い
る
。
麻
生
磯
次
氏
も

「尚

細
か
に
見
れ
ば
、
敦
れ
の
作
品
に
し
て
も
、
支
那
文
學
と
全
然
交
渉

(
9
)

を
も
た
ぬ
作
は
な
い
と
い
つ
て
よ
い
」
と
そ
の
比
較
文
学
的
研
究
の

感
想
を
述
べ
て
い
る
。

「四
大
奇
書
」
に
限

っ
て
見
て
も
、
江
戸
時
代
に
上
田
秋
声

の

『雨

月
物
語
』

の
第
八
話

「青
頭
巾
」
は
、
『水

濡
伝
』
第
五
回
か
ら
第

六
回
に
か
け
て
の
筋
と
措
辞
を
踏
ま
え
て

い
る
こ
と
は
、
早
く
か
ら

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
曲
亭
馬
琴

が

『水
濟
伝
』
を
も
と
に

し
て
、
『南
総
里
見
八
犬
伝
』
を
書
き
、
『金
瓶
梅
』
を
も
と
に
し
て
、

こ
ん

び

ら

ぶ
ね

『新
編
金
瓶
梅
』
を
書
き
、
『西
遊
記
』
を
翻
案
し
て
、
『金
毘
羅
船

り
し
ょ
う
の
と
も
つ
な

利

生

縄
』
に
す
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。

そ
れ
以
来
、
う
ま
く

「
四
大
奇
書
」
を
換
骨
脱
胎
し
て
そ
の
構
成

や
筋

の
中
に
と
り
い
れ
る
よ
う
な
、
「
部
分
的
に
似
た
と
こ
ろ
が
あ

る
」
と
い
う
よ
う
な
作
品
は
、
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
あ
る
。
最
近
、

浮
世
草
子

『新
鑑
草
』
の
中
に

『水
潜
伝
』

の
英
雄
た
ち
が
登
場
す

(
10

)

る
よ
う
な
研
究
ま
で
進
み
、
多
く
の
謎
が
明

か
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
『西
遊
記
』

の
み
は
あ
ま
り
注
意
さ
れ

て
い
な
く
、
比
較
文
学

的
な
見
地
か
ら
そ
れ
ほ
ど
研
究
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
。

『西
遊
記
』
は
日
本

の
庶
民
に
愛
読
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
日
本

の
多
く
の
作
家
も

『西
遊
記
』
を
愛
読
す
る
。
例
え
ば
、
内
田
魯
庵

(
11

)

の

「社
会
百
面
相
」
に

『西
遊
記
』
に
関
す
る
会
話
が
あ
り
、
永
井

(
12
)

荷
風
も

『西
遊
記
』
を
愛
読
し
た
。
と
同
時
に
、
『西
遊
記
』
は
作

品
創
作
の
材
源
と
し
て
、
日
本
の
多
く
の
作
家
に
活
用
さ
れ
て
い
る
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と
思
わ
れ
る
が
、
次
は
尾
崎
紅
葉
、
芥
川
龍
之
介
、

作
品
か
ら
そ
の
影
響
を
見
て
み
た

い
。

中
島
敦
三
人

の

と
、
す
べ
て
の
日
本
人
の
知

っ
て
い
る
お
伽
話

「桃
太
郎
」

頭
を
紹
介
し
、
そ
し
て
、

一
転
し
て

の
冒

日本人 と 『西遊記』

(ア
)
尾
崎
紅
葉
に
よ
る
創
作
活
用

す
い
ゆ
う
ど
う

紅
葉
は
十
四
歳
の
時
に
、
漢
学
者
岡
千
傍

の
塾

・
繧
猷
堂
に
漢
学

を
学
び
、
の
ち
石
川
鴻
斎
の
門
に
転
じ
た
。
略
伝
に
も
見
え

て
い
た

よ
う

に
、
紅
葉
は
七
歳
か
ら
十
五
歳
ま
で
、
漢
学
教
育
を
受
け
て
い

る
。

こ
の
よ
う
な
並
外
れ
た
漢
学
素
養
を
も

つ
紅
葉
で
あ
る
が
、
文

学
作

品
を
創
作
す
る
に
あ
た
っ
て
、
中
国

の
古
典
文
学
作
品
に
素
材

を
求
め
る
こ
と
は
、
ご
く
自
然
な
こ
と
で
あ

っ
た
。
だ
が
、
い
ま
ま

で
紅
葉
の
作
品
と

『西
遊
記
』
と

の
か
か
わ
り
を
指
摘
し
た
論
考
は

見
ら

れ
な
い
。

「鬼
桃
太
郎
」
は
尾
崎
紅
葉
の
作
品
で
あ
り
、
明
治
二
十
四
年

(
一

八
九

一
)
十
月
十

一
日
、
『幼
年
文
学
』
第

一
号
に
発
表
し
た
も
の

で
あ

る
。
そ
の
冒
頭
に

む
か
し
む
か
し
翁
は
山
へ
柴
刈
に
、
媚
は
洗
濯
の
河
に
て
、
拾

ひ
し
桃
実
の
裏
よ
り
生
れ
出
で
た
る
桃
太
郎
、
猿
雄
子
犬
を
引
率

し

て
こ
の
鬼
介
島
に
攻
来
り
、
累
世
の
珍
宝
を
分
捕
な
し
、
勝
衿

(
13

)

ら
せ
て
還
せ
し
事

こ
の
島
末
代
ま
で
の
趾
辱
な
り
、
あ
れ
は
願
は
く
は
武
勇
勝

れ
た
る
鬼

の
あ
れ
か
し
其
力
を
籍
て
な
り
と
も
こ
の
遺
恨
憲
さ

ば
や
と
、
時
の
王
鬼
島
中
に
触
を
下
し
、
誰
に
て
も
あ
れ
日
本

を
征
伐
し
、
桃
太
郎
奴
が
若
衆
首
と
、
分
捕
ら
れ
た
る
珍
宝
を

携

へ
還
ら
む
も
の
は
、
此
島
の
王
と
な
す
べ
し

略
奪
さ
れ
た

「累
世
の
珍
宝
」
を
奪
還
す
る
た
め
に
、
「鬼
介
島
」

の

「王
鬼
」
よ
り
触
れ

(布
令
)
を
下
す

こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、

島
の
恨
み
を
晴
ら
す
た
め
に
、
「
日
本
を
征
伐
し
」
桃
太
郎
を
捕
ま

え
よ
う
と
い
う
物
語
に
な

っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

妾
夜
叉
神
に

一
命
を
捧
げ
て
、
桃
太
郎
二
倍
な
る
武
勇
の
子
を

薦
る
べ
し
と
、
阿
修
羅
河
の
岸
な

る
夜
叉
神
社
に
参
籠
し
、

三
七
日
の
夜
に
し
て
始
め
て
霊
夢
を
蒙
り
、
そ
の
払
暁
水
際
に

立
出
で
・
見
れ
ば
、

い
と
大
き
な
る
苦
桃

一
穎
浮
波
々
々
と
浮

来
り
ぬ
、
撮
は
と
嬉
し
く
抱
還
れ
ば
、
待
構

へ
た
る
夫
の
喜
悦

た
と
ふ
る
方
な
し
、

割
き
て
見
れ
ば
果
せ
る
か
な
、
核
お

の
つ
か
ら
飛
で
坐
上
に
躍

る
と
見
え
し
が
、
忽
焉
其
長

一
丈
五
尺
の
青
鬼
と
変
じ
、
紅
皿
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の
ご
と
き
口
を
開
き
、
燗
々
た
る
火
焔
を
吐
て
轟
と
立
た
る
其

風
情
、
鬼

の
眼
に
さ

へ
恐
ろ
し
く
も
、
ま
た
物
凄
く
そ
見
え
た

り
け
る
、
苦
桃
の
裏
よ
り
生
ま
れ
た
れ
ば
と
て
苦
桃
太
郎
と
名

乗
ら
せ
ぬ
、

と

「鬼
桃
太
郎
」
を
登
場
さ
せ
て
い
る
が
、
具
体
的
な
描
写
は

『西
遊
記
』
に
力
を
借
り
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

そ

の
王
鬼
か
ら

八
角
に
削
成
し
て
二
百
八
十
八
箇

の
銀
星
打
た
る
鉄
棒
を
賜

ひ
、
爾
之
を
以

て
桃
奴
が
腰
骨
微
塵

に
砕
け
よ
と
あ
り
け
れ

ば
、
苦
桃
太
郎
冷
笑
ひ
、
桃
太
郎
風
情
の
小
童
十
人
二
十
人
、

風
を
拮
る
よ
り
な
ほ
易
き
に
、
安
ぞ
武
器
な
ど

の
入
り
候
べ

き
、
仮
初
に
も
か

・
る
物
を
賜
ふ
事
頗
る
某
が
武
勇
を
気
遣
ひ

た
ま
ふ
に
似
た
り
、
無
礼
は
御
免
し
候

へ
、
こ
れ
御
覧
ぜ
よ

方
々
と
、
側
な
る
鉄
の
円
柱
を
小
指
も
て
ゆ
ら
ゆ
ら
と
盟
揺
か

せ
ば
、
満
座
斉
し
く
色
を
失
ひ
、
や
れ
苦
桃
枝
捕
は
見
え
た
り
、

止
め
よ
止
め
よ
と
震
傑
き
け
り

(傍
線
筆
者
、
以
下
も
同
様
)

以
上
の
引
用
部
分
は
、
『西
遊
記
』
中
の
主
人
公
孫
悟
空
が
、
東

海
の
龍
王
を
訪
ね
て
伸
縮
自
在

の
如
意
金
簸
棒
を
入
手
す
る
過
程
、

第
三
回

「
四
海
千
山
皆
洪
伏
/
九
幽
十
類
蓋
除
レ
名
」

の

一
場
面
と

き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る
。

龍
宮
の
中
で
、
龍
王
に
案
内
さ
れ
、
=

塊
の
神
鉄
」
で
あ
る

「如

意
金
籏
棒
重
さ

一
万
三
千
五
百
斤
」
を
手

に
と
り
、

悟
空
は
心
中
ひ
そ
か
に
喜
び
な
が
ら
う
な
ず
い
た
。
か
れ
は
歩

き
な
が
ら
、
ま
た
手
で
ゆ
さ
ぶ

っ
て
言

っ
た
。

「も
ち
ょ

っ
と
短
く
ほ
そ
く
な
れ
ば
、

い
っ
そ
う
結
構
な
ん
だ

が
」と

、
鉄
棒
は
、
長
さ

一
丈
二
尺
ば
か
り
、
太
さ
は
お
碗
ほ
ど
に

な

っ
て
い
る
。
か
れ
は
神
通
力
を
発
揮

し
て
、
棒

の
型
を
や
り
な

が
ら
水
晶
宮

へ
舞
い
も
ど

っ
て
来
た
。
老
竜
王
は
驚

い
て
ふ
る
え

あ
が
り
、
小
竜
王
は
魂
を
け
し
飛
ば
せ
、
亀

・
竈

・
竈
ど
も
は
首

を
ち
ぢ
め
、
魚

・
蝦

・
蟄

・
蟹
ど
も
は

こ
と
ご
と
く
頭
を
か
く
し

(14

)

て

し
ま

っ
た
。

た
だ
、
「鬼
桃
太
郎
」
中
に
お
い
て
、
「如
意
金
簸
棒
」
は

「八
角

に
削
成
し
て
二
百
八
十
八
箇
の
銀
星
打
た

る
鉄
棒
」
に
な

っ
て
い

る
。
な
お
、
作
中
具
体
的
な
戦
う
場
面
で
、
次
の
よ
う
な
描
写
が
あ

る
。

凡
俗
な
る
狐
狸
の
輩
を
友
と
せ
む
や
、
ま
つ
召
寄
せ
て
見

参
に
入
れ
む
と
、
二
振
三
振
尾
を
悼
れ
ば
響
宛
然
金
鈴
の
こ
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日本人 と 『西遊記』

と
し
、
之
を
合
図
に
北
方
よ
り
忽
然
と
し
て
白
毛
朱
面

の
大

猫
飛
来
り
、
西
方
よ
り
は
牛
か
と
見
紛
ふ
ば
か
り

の
狼
躍
出

で
て
、

一
斉
に
太
郎
が
前
に
額
け
ば
、
苦
桃
岩
角
に
腰
打
懸

け
、
鳩

の
羽
扇
に
て
鷹
ね
き
、
実
に
頼
も
し
き
器
量
骨
格
、

彿
は
猿
の
首
領
に
し
て
狼
は
犬

の
強
敵
た
り
、
之
に
加
ふ
る

に
毒
龍
あ
れ
ば
、
桃
太
郎
を

一
戦
に
撃
破
ら
む
事
、
鉄
槌
を

以
て
土
器
を
擢
く
が
ご
と
し
、
い
ざ
引
出
物
取
ら
せ
む
と
、

ま
た
二
箇
の
濁
膜
を
与

へ
、

い
で
や
出
陣
と
立
上
れ
ば
、
毒

龍
再
び
策
を
献
じ
て
い
は
く
、
某
に
飛
行
自
在

の
術
の
候
、

瞬
時
に
し
て
日
本
国
に
到
る
べ
し
と
、
虚
空
に
向

つ
て
呼
吸

を
吐
け
ば
、
不
思
議
や
黄
雲
遽
然
蒸
し
て
眼
前
に
聚
り
ぬ
、

主
従
之
に
打
乗
り
、
宙
を
飛
ぶ
こ
と
西
遊
記

の
絵

の
ご
と

く
、

一
昼
夜
に
し
て
眼
界
果
し
な
き
大
洋
の
上
に
ぞ
来
り
け

劃
。

苦
桃
太
郎
不
審
を
起
し
、
我
等
神
通
力
を
以
て
か
く
飛
行
し

な
が
ら
、
未
だ
日
本
の
地
に
着
か
ざ
る
理
な
し
、
毒
龍
裳
は

鬼
介
島
を
去
る
こ
と
若
干
里
ぞ
、
さ
ん
候
、
大
約
十
二
万
三

千
四
百
五
十
六
億
七
千
八
百
九
十
里
、
お

つ
と
其
は
行
過
ぎ

た
り
、
戻
せ
戻
せ
と
逆
飛
雲
の
法
を
行
な
は
せ
て
、
無
二
無

三
に
退
る
ほ
ど
に
還
る
ほ
ど
に
、
ま
た
戻
過
ぐ
る
こ
と
九
十

八
万
七
千
六
百
五
十
四
億
三
万
二
千
と

一
百
里
、
…
…

「鬼
桃
太
郎
」
は

「桃
太
郎
」
と
比
べ
た
場
合
、
最
も
大
き
な
違

い
は

『西
遊
記
』
の
要
素
を
持
つ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「鬼

桃
太
郎
」
に
あ
る
上
述
の
描
写
と

「飛
行
自
在
の
術
」
で
あ
る
。
そ

の

「大
約
十
二
万
三
千
四
百
五
十
六
億
七
千

八
百
九
十
里
」
飛
ぶ
こ

と
が
で
き
、
「逆
飛
雲
の
法
」
を
行
う
な
ど

は
尾
崎
紅
葉
自
身
が
作

り
出
し
た
も
の
と
は
思
え
な
い
。
十
万
里
と

い
う
長
距
離
を
飛
ぶ
と

は
、
破
天
荒
な
発
想
だ
が
、
『西
遊
記
』
中
の
独
創
で
あ
る
。
そ
れ
で
、

い
う
ま
で
も
な
く

『西
遊
記
』
中
の
孫
悟
空

の
肋
斗
雲
の
術

(雲
に

乗
れ
ば
ひ
と

っ
飛
び
で
十
万
八
千
里
行
け
る
)
に
由
来
し
て
い
る
も

の
で
あ
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

ち
な
み
に
、
『紅
葉
全
集
』
を
通
読
し
て
も
、
『西
遊
記
』
の
版
本

に
言
及
し
た
作
品

・
随
筆
な
ど
は
見
た
ら
な

い
。
彼
は

「書
目
十
種
」

を
書
き
残
し
て
い
る
が
、
愛
読
書
十
種
し
か
書

い
て
い
な

い
。
し
か

し
、
「鬼
桃
太
郎
」
中
で

「宙
を
飛
ぶ
こ
と
西
遊
記
の
絵
の
こ
ど
く
」

と
描
き
、
「絵
の
こ
ど
く
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
か
ら
、
前
掲
の

『絵

本
西
遊
記
』
を
愛
読
し
た
こ
と
は
確
実
で
あ

ろ
う
。
管
見
に
よ
れ
ば

日
本
近
代
文
学
者
の
中
に
お
い
て
、
最
初
に

『西
遊
記
』
を
文
学
創

作
の
素
材
と
し
て
生
か
し
た
の
は
彼
で
あ

っ
た
。

(イ
)
芥
川
龍
之
介
に
よ
る
創
作
活
用

芥
川
龍
之
介
は
幼
年
期
か
ら
旺
盛
に
中
国
古
典
文
学
作
品
を
読

一35一



み
、
特
に

「四
大
奇
書
」
を
読
み
あ
さ
り
、
中
国
古
典
文
学
的
素
地

を
耕

し
た
。

彼

は

「愛
読
書

の
印
象
」

の
中
に
、
子
供
の
時
の
愛
読
書
と
し
て

『西
遊

記
』
を
第

一
に
、
次
に

『水
濤
伝
』
を
あ
げ
て
い
る
が
、
具

体
的

に
、

い
か
に

『西
遊
記
』
に
影
響
さ
れ
て
い
る
か
を
分
析
し
て

み
よ
う
。

芥
川
の
作
品
と

『西
遊
記
』
と
の
か
か
わ
り
が
多
く
見
ら
れ
る
が
、

筆
者
以
外
に
そ
の
指
摘
は
見
ら
れ
な
い
。
左
は
ま
ず

「杜
子
春
」
に

絞

っ
て
お
こ
う
。

「杜
子
春
」
(大
正
九
年
七
月
)
「
四
」
よ
り
引
用
し
よ
う
。

と
、
ど
こ
か
ら
登

つ
て
来
た
か
、
燗
々
と
眼
を
光
ら
せ
た

虎
が

一
匹
、
忽
然
と
岩
の
上
に
躍
り
上
つ
て
、
杜
子
春

の
姿

を
睨
み
な
が
ら
、

一
声
高
く
障
り
ま
し
た
。
の
み
な
ら
ず
そ

れ
と
同
時
に
、
頭
の
上
の
松
の
枝
が
、
烈
し
く
ざ
は
ざ
は
揺

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

れ
た
と
思
ふ
と
、
後
の
絶
壁
の
頂
か
ら
は
、
四
斗
樽
程
の
白

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

蛇
が

一
匹
、
炎

の
や
う
な
舌
を
吐

い
て
、
見
る
見
る
近
く

へ

下
り
て
来
る
の
で
す
。

杜
子
春
は
し
か
し
平
然
と
、
眉
毛
も
動
か
さ
ず
に
坐

つ
て
ゐ

ま
し
た
。

虎
と
蛇
と
は
、

一
つ
餌
食
を
狙

つ
て
、
互
に
隙
で
も
窺
ふ
の

て
い

か
、
暫
く
は
睨
合
ひ
の
体
で
し
た
が
、
や
が
て
ど
ち
ら
が
先

と
も
な
く
、

一
時
に
杜
子
春
に
飛
び
か
か
り
ま
し
た
。
が
虎

ヘ

ヘ

ヘ

へ

の
牙
に
噛
ま
れ
る
か
、
蛇
の
舌
に
呑
ま
れ
る
か
、
杜
子
春
の

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

命

は

瞬

く

内

に

、

な

く

な

つ
て
し

ま

ふ

と

思

つ
た

時

、

虎

と

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

蛇
と
は
霧
の
如
く
、
夜
風
と
共
に
消
え
失
せ
て
、
後
に
は
唯
、

絶
壁
の
松
が
、
さ
つ
き
の
通
り
こ
う
こ
う
と
枝
を
鳴
ら
し
て

(
15
)

ゐ
る
ば
か
り
な
の
で
す
。
(傍
点
筆
者
、
以
下
も
同
様
)

地
獄
に
移
行
す
る
直
前
の
描
写
で
あ
る
。
杜
子
春
は
虎
と
大
蛇
に

襲
わ
れ
る
。
芥
川
の
創
作
と
思
わ
れ
が
ち

で
あ
る
が
、
『西
遊
記
』

の
第
十
三
回

「陥
虎
穴
金
星
解
レ
厄
/
讐
吻
嶺
伯
欽
留
レ
僧
」、
す
な

(16

)

わ
ち

『絵
本
西
遊
記
』
初
編
巻
五
の
同
箇
所
を
見
る
と
、
や
は
り
そ

れ
を
踏
ま
え
た
も
の
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

ほ
ゆ

あ
ら
、
お
そ
ろ
し
、
前
面
よ
り
二
疋
の
大
虎
贅
来
た
り
、
吼
る

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ロ

　

　

　

　

　

ヘ

ヘ

ヘ

へ

こ
ゑ
雷
の
如
し
、
後
の
方
よ
り
は
敷
十
丈
の
大
蛇
、
口
を
ひ
ら

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

き
焔
を
吹

い
て
追
来
る
。
三
藏
氣
も
魂

も
身
に
添
ず
、
今
や
命

を
と
ら
る
る
と
見
る
庭
に
、
不
思
議
や
虎
も
大
蛇
も
、
あ
は
て

お
ど
ろ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

慌

き

た

る
あ

り

さ
ま

に

て
、
谷

の
蔭

へ
、

一
参

に
逃

げ

入

た

り

。

虎
と
大
蛇
の
出
現
だ
け
で
は
な

い
。
そ
の
消
失
の
様
相
も
類
似
し

て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
重
要
な
類
似
点
が
あ
る
。
「
杜
子
春
」

の

「三
」
に
そ
れ
が
見
う
け
ら
れ
る
。
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日本人 と 『西遊記』

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

鉄
冠
子
は
そ
こ
に
あ
つ
た
青
竹
を

一
本
拾
ひ
上
げ
る
と
、
口
の

中

に
呪
文
を
唱

へ
な
が
ら
、
杜
子
春
と

一
し
ょ
に
そ
の
竹

へ
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

馬
に
で
も
乗
る
や
う
に
跨
り
ま
し
た
。
す
る
と
不
思
議
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
。
竹
杖
は
忽
ち
龍
の
や
う
に
、
勢
よ
く
大
空

へ
舞

ひ
上

つ
て
、
晴
れ
渡

つ
た
春
の
タ
空
を
峨
眉
山
の
方
角

へ
飛
ん

で
行
き
ま
し
た
。

杜
子
春
は
胆
を

つ
ぶ
し
な
が
ら
、
恐
る
恐
る
下
を
見
下
し
ま

し
た
。
が
、
下
に
は
唯
青

い
山
々
が
タ
明
り
の
底
に
見
え
る
ば

か
り
で
、
あ
の
洛
陽
の
都
の
西

の
門
は
、
(と
う
に
霞
に
紛
れ

た
の
で
せ
う
)
ど
こ
を
探
し
て
も
見
当
た
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
に
き
わ
め
て
似
た
情
景
を
、
『西
遊
記
』
に
見
い
だ
す
こ
と

が
で
き

る
。
孫
悟
空
が
朱
紫
国
の
金
聖
皇
后
を
救

い
、
そ
の
本
国

へ

送
る
第
七
十

一
回

「行
者
仮
レ
名

降
二
怪
猛

一/
観
音
現
レ
像
伏
二
妖

王

一
」
、
す
な
わ
ち

『絵
本
西
遊
記
』
三
編
巻
八
の
同
箇
所
に
次

の

よ
う

に
あ
る
。

や

が

　

　

　

ロ

　

　

　

　

　

　

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

行
者
頓
て
草
を
束
て
龍
の
形
を
作
り
、
是
に
皇
后
を
跨
上
し

へ

ふ
さ

か
な
ら

ひ
ら
き

め
、
娘
々
伯
る
る
事
な
か
れ
、
堅
く
眼
を
塞
ぎ
て
、
管
ず
開
給

ふ

べ
か
ら
ず

我
暫
時
に
本
國

へ
送
り
進
す
べ
し
と
、
神
通
を

も
つ以

て
彼
草
龍
空
中
を
走
し
む
る
。
皇
后
は
眼
を
塞
ぎ
て
、
唯
耳

に
風
の
音
を
聞
く
の
み
に
て
、
ま
だ
半
時
な
ら
ざ
る
に
、
忽
ち

ひ
ら

朱
紫
國
の
宮
中
に
立
蹄
り
、
行
者
雲
を
排
き
て
殿
上
に
下
り
、

き
い

皇
后
眼
を
開
き
給

へ
と
呼
り
け
る
。
此
聲
を
聞
て
、
金
聖
両
眼

を
開
き
見
給

へ
ば
、
思
ひ
き
や
我
本
國

の
宮
中
な
り
け
れ
ば
、

よ
ろ

こ
び

歓
喜
給
ふ
事
限
り
な
し
。

先
に
引
い
た

「杜
子
春
」
と
読
み
比
べ
れ
ば
、
そ
の
構
図
は
同

一

と

い
え
る
。
傍
点

の
部
分
が
示
す
よ
う
に
、
鉄
冠
子
が
青
竹
を
竜
に

変
化
さ
せ
る
の
と
同
様
、
孫
悟
空
も
草
で

「龍
の
形
を
作
り
」
草
竜

と
す
る
。
さ
ら
に
、
空
を
飛
行
し
て
遠
隔
地
に
送
り
届
け
る
と
い
う

筋
も
共
通
し
て
い
る
。
『絵
本
西
遊
記
』
の
同
箇
所
に
、
金
聖
皇
后

が
草
竜
に
乗
り
、
孫
悟
空
が
そ
の
そ
ば
を
飛
ん
で
い
る
鮮
明
で
印
象

に
残
り
や
す
い
絵
が
あ
る
。
(三
十
八
頁

の
図
を
参
照
)
。
芥
川
は
こ

の
絵
を
記
憶
し
、
草
竜
か
ら
竹

の
竜

へ
と
変
換
し
て
、
「杜
子
春
」

(
17
)

の

一
節
を
書
き
あ
げ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「杜
子
春
」

の
ほ
か
に
、
「き
り
し
と
ほ
ろ
上
人
伝
」
中
に
も
、
そ

の
影
響
が
み
ら
れ
る
。
ま
ず
、
「
き
り
し
と

ほ
ろ
上
人
伝
」
に
於
け

る
流
沙
河
の
描
写
を
次
に
引
用
し
て
お
き
た

い
。

こ
こ
を
南
に
去
る
こ
と

一
里
が
ほ
ど

に
、
流
沙
河
と
申
す
大

河
が
お
ち
や
る
。
こ
の
河
は
水
嵩
も
多
く
、
流
れ
も
矢
を
射

る
如
く
ぢ

ゃ
に
よ

つ
て
、
日
頃
か
ら
人
馬
の
渡
り
に
難
儀
致
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,
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、妻

}

へ

}

(日本近代文学館芥川龍之介文庫所蔵 『絵本西遊記』より)

(
18

)

す
と
か
承

つ
た
。

(三
)

「き
り
し
と
ほ
ろ
」
は
隠
者
の
翁
に
別
れ
を
告
げ
て
、
流
沙

河

の
ほ
と
り
に
参

つ
た
れ
ば
、
ま

こ
と
に
濁
流
渡

々
と
し

て
、
岸
べ
の
青
藍
を
戦
が
せ
な
が
ら
、
百
里
の
波
を
翻
す
あ

り
さ
ま
は
、
容
易
く
舟
さ
へ
え
通
ふ
ま
じ
い

(四
)

「
き
り
し
と
ほ
ろ
上
人
伝
」
に
於
け
る
流
沙
河
の
描
写
は
、
非
常

に
独
特
で
、
印
象
に
残
り
や
す

い
も
の
で
あ

る
。
対
し
て
、
種
本
と

な
る

『黄
金
伝
説
』
の
中
に
、
こ
う
し
た
流
沙
河
に
関
す
る
描
写
が

あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
『黄
金
伝
説
』

(九

十
五
、
聖
ク
リ
ス
ト
ポ
ル
ス
)
の
同
箇
所
は
、
次
の
よ
う
に
な

っ
て

い
る
。そ

こ

で
、

隠

修

士

は

言

っ
た

。

「
ご

存

じ

で

す

か

。

む

こ

う

岸

へ
渡

ろ
う

と

し

て
多

く

の
人

た

ち

が

命

を

落

と

す

川

が

あ

る

の

で
す

が

…

…

」

ク

リ

ス
ト

ポ

ル

ス
は

「
え

え

、

そ

の
川

の

こ
と

な

ら
知

っ
て

お

り

ま

す

」
と

答

え

た
。
隠

修

士

は

言

っ
た

。
「
あ

な

た

は
、

背

も

高

い
し

、
力

も

お

あ

り

だ

。

あ

の
川

の
ほ

と

り

で
待

っ
て

い
て
、

人

び
と

を

渡

し

て

あ

げ

な

さ

い
。

そ

う

す

れ

ば

、

あ

な

た

が

お
仕

え

し

た

い
と

い
う

キ

リ

ス
ト

さ

ま

の
思

召

し

に

か
な

い
ま

し

ょ
う

。

そ

し

て
、

キ

リ

ス
ト

さ

ま

は

、

き

っ

と

あ

の
川

の

ほ
と

り

で
あ

な

た

に
姿

を

あ

ら

わ

し

て

く

だ

さ

る
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日本 人と 『西遊記』

と
お
も

い
ま
す
よ
」
ク
リ
ス
ト
ポ
ル
ス
は
答
え
た
。
「そ
れ
な

ら
、
わ
た
し
に
打

っ
て
つ
け
の
仕
事
で
す
か
ら
、
川
守
り
と
し

て
キ
リ
ス
ト
さ
ま
に
お
仕
え
す
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
」
こ
う

し
て
彼
は
、
そ
の
川
の
ほ
と
り
に
行
き
、
岸
辺
に
小
さ
な
小
屋

を
ひ
と

つ
建
て
た
。
悼
の
か
わ
り
に
太

い
杖
を
も
ち
、
そ
れ
で

身
を
さ
さ
え
て
流
れ
に
入
り
、
人
び
と
を
か
つ
い
で
つ
ぎ
つ
ぎ

(
19

)

に
む

こ
う

岸

へ
渡

し

て

や

っ
た
。

芥

川
の

「き
り
し
と
ほ
ろ
上
人
伝
」
中
の

「き
り
し
と
ほ
ろ
」
は
、

原
典

の
中
で
は

「
ク
リ
ス
ト
ポ
ル
ス
」
と
言
う
が
、
右
に
明
ら
か
な

よ
う

に
、
『黄
金
伝
説
』

の
該
当
箇
所
は
、
「き
り
し
と
ほ
ろ
上
人
伝
」

中
の
描
写
と
極
め
て
類
似
し
て
い
る
。
し
か
し
、
上
述
の
流
沙
河
に

関
す
る
描
写
は
全
く
見
受
け
ら
れ
な
い
、
「あ
の
川
」
「そ
の
川
」
と

し
て
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
九
十
五
章

「
聖
ク
リ
ス
ト
ポ
ル
ス
」

の
み
な
ら
ず
、
『黄
金
伝
説
』
の

一
章
か
ら
最
後

の

一
七
六
章
ま
で

通
観

し
て
見
て
も
、
同
様
で
あ
る
。

「き
り
し
と
ほ
ろ
上
人
伝
」
に
於
け
る
流
沙
河
の
描
写
は
、
『西
遊

記
』

に
よ

っ
た
も
の
と
し
か
考
え
ら
れ
な

い
。
『西
遊
記
』
第
二
十

二
回
、
「
八
戒
大
戦
二
流
沙
河

一/
木
叉
奉
レ
法
収
二
悟
浄

一」
す
な
わ

ち

『絵
本
西
遊
記
』
初
編
巻
八
の
同
箇
所
を
見
て
み
よ
う
。

道
を
急
ぎ
給
ふ
に
、
忽
ち
前
面
に

一
條

の
大
河
あ
り
、
大
波
湧

か

へ
り
て
、
河
の
廣
さ
其
幾
千
と
い
ふ
限
を
知
ず
岸
に
上
り
て

望
み
見
る
時
、
傍
ら
に

一
ツ
の
石
碑
あ
り
、
上
に
流
沙
河
の
三

字
を
象
字
に
て
彫
付
け
、
(中
略
)
三
蔵
是
を
見
て
、
さ
て
は

聞
及
び
た
る
流
沙
河
な
り
、
何
さ
ま
此
河
を
渡
ら
ん
事
容
易
事

に
あ
ら
ず
と
、
河
岸
に
立
て
眺
め
給

ふ
に
、
忽
ち
河
浪
山
の
如

く
巻
上
り
。

(20
)

単
に

「
「流
沙
河
」
の
イ
メ
ジ
」
の
み
な
ら
ず
、
傍
点

の
部
分
を

対
照
す
れ
ば
、
具
体
的
に
共
通
す
る
部
分
が
か
な
り
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
従
来
の
芥
川

の
手
法
か
ら
考
え
れ
ば
、
「き
り
し
と
ほ
ろ
上

人
伝
」
の

「流
沙
河
」
を
創
作
す
る
に
当
た
り
、
こ
の
場
面
の
み
な

ら
ず
、
『西
遊
記
』
に
あ
る
ほ
か
の
川
を
も
参
考
に
し
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。

『西
遊
記
』
に
自
然

の
川
は
全
部
で
三
本
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
第

二
十
二
回
の
流
沙
河
、
第
四
十
三
回
の
黒

河
、
第
四
十
七
回
の
通
天

河
で
あ
る
。
そ
の
第
四
十
三
回

「黒
河
妖
肇
檎
僧
去
/
西
洋
龍
子
捉

竈
回
」
、
す
な
わ
ち

『絵
本
西
遊
記
』
二
編
巻
五
に
黒
河
に
関
し
て
、

「然
る
に
、

一
流
の
大
河
に
行
か
か
る
、
其
水
黒
く
し
て
、
水
勢
箭

を
射
る
が
如
し
」
と
描
か
れ
て
い
る
。
又
、

そ
の
第
四
十
七
回

「
聖

僧
夜
阻
二
通
天
水

一/
金
木
垂
レ
慈
救
二
小
童

一」
す
な
わ
ち
、
『絵
本

西
遊
記
』
二
編
巻
七
の
同
箇
所
に
、
通
天
河

の
描
写
が
な
さ
れ
て
お

り
、
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み
る観

に

洋

々
と

し

て
、
月

の
光

を

浸

し

、
浩

々
と

し

て
、

影

天

に

の

み

　

　

　

　

　

浮
ぶ
、
露
波
は
花
岳
を
呑
、
長
流
百
川
を
貫
き
、
千
層
の
河
浪

は
、
渡
上
り
て
、
萬
畳
と
な
り
、

(中
略
)
四
方
紗
荘
と
し
て

海
の
ご
と
く
、

一
望
さ
ら
に
邊
際
な
し

と

そ
の
壮
観
な
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
芥
川
は

『西
遊
記
』

の
流
沙
河

の
描
写
を
も
と

に
し
、
「黒
河
」
「通
天
河
」

の
描
写
を
も
参
照
し
て
、
原
典

『黄
金
伝
説
』
に
あ
る

「
あ
の
川
」

を
具
体
化
し
、
「
き
り
し
と
ほ
ろ
上
人
伝
」
に
み
え
る
あ
の
独
特
な

(
21

)

流
沙
河
を
描
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

以
上
の
ほ
か
、
芥
川
龍
之
介
の
小
品

「
女
体
」

(大
正
六
年
)
の

蚤
に
化
し
て
女
体
を
見
る
と
い
う
発
想
は

『西
遊
記
』

の
悟
空
が
如

来

の
掌
中
か
ら
出
ら
れ
な
か

っ
た
話
に
ヒ
ン
ト
を
得

て
い
る
。
「桃

太
郎

」
(大
正
十
三
年
)
の

「美
し
い
赤
児
」
を
孕
ん
だ
木
は

『絵

本
西
遊
記
』
の
人
参
果
に
拠

っ
た
も

の
で
あ
る
・
「仙
竺

(昭
和
二

年
)

の
瓢
箪
舟
や
、
「遊
行
柳
の
根

っ
こ
」
は

『西
遊
記
』
(
『絵
本

西
遊
記
』
)
初
編
巻
八
に
拠

っ
て
い
る
。
な
お
、
「
羅
生
門
」

(大
正

四
年
)
の
末
尾
の

「黒
洞
々
た
る
」
と

い
う
表
現
は
中
国
語
で
あ
り
、

『西
遊
真
詮
』
第
六
+
五
回
な
ど
に
同
種
の
表
現
が
見
出
せ
樋
・

(ウ
)
中
島
敦
に
よ
る
創
作
活
用

中
島
敦
の

『わ
が
西
遊
記
』
(「悟
浄
出
世
」
「
悟
浄
歎
異
」
の
総
題
)

は
、
昭
和
十
七
年
十

一
月
刊
の
第
二
作
品
集

『南
島
謳
』
に
よ

っ
て
、

初
め
て
世
に
出
た
作
品
で
あ
る
。

「悟
浄
出
世
」
と

「悟
浄
歎
異
」
は
連
作

で
あ
り
、
登
場
人
物
も

内
容
も
連
続
し
て
い
る
。
両
作
品
の
あ
ら
す

じ
を
簡
潔
に
ま
と
め
れ

ば
、
左
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

悟
浄
は
心
の
病
に
耐
え
ら
れ
ず
、
旅
に
出

る
。
そ
こ
で
は
他
者
の

幸
福
を
羨
み
つ
つ
、
世
界
の
意
味
を
尋
ね
る
が
得
ら
れ
な
い
。
や
が

て
、
彼
は
自
己
の
可
能
性
を
試
し
て
み
よ
う

と
決
意
す
る
。
そ
の
結

果
、
観
音
菩
薩
に
救
わ
れ
、
三
蔵
法
師
の

一
行
に
加
わ
り
、
「
み
ご

と

で
な
い
」
脱
皮
を
す
る

(「悟
浄
出
世
」
)
。
し
か
し
、
そ
の
天
竺

行
で
は

「薄
氷
を
覆
む
や
う
な
思

い
」
に
脅

か
さ
れ
、
行
動
者

の
悟

空
を
賛
美
し
て
、
彼
に
近
づ
こ
う
と
努
め
る
。
が
、
省
み
て
自
分
は

行
動
者
に
は
な
れ
ず
、
傍
観
者
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な

い
か
と
懐
疑

す
る
。
そ
こ
で
、
彼
は
悟
空

へ
の
道
を
身
を
も

っ
て

「学
ぼ
う
」
と

決
意
す
る
。
そ
の
後
、
三
蔵
法
師
の

「愛
」
を
悟
り
、
「
ほ
の
温
か
さ
」

を
感
じ
る

(「悟
浄
歎
異
」)
。

「悟
浄
出
世
」
の
冒
頭
に

『西
遊
記
』
第

二
十
三
回

「八
戒
大
戦

流
沙
河

木
叉
奉
法
収
悟
浄
」
中
の
挿
入
詩

「
八
百
流
沙
界

三
千

弱
水
深

鷲
毛
瓢
不
起

藍
花
定
底
沈
」
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
お

り
、
背
景

(流
沙
河
)
も
、
人
物

(悟
浄

・
孫
悟
空

・
猪
悟
能

・
三

蔵
法
師

.
観
音
菩
薩
)
も

『西
遊
記
』

の
ま
ま
で
あ
る
か
ら
、
比
較
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日本人 と 『西遊記』

文
学
の
見
地
か
ら

『わ
が
西
遊
記
』
を
研
究
す
る
の
は
あ
ま
り
意
味

が
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
次
の
二
点
に
つ
い
て
は
注
目
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の

一
、
中
島
敦
は

『西
遊
記
』
を
深
く
読
み
込
ん
で
い
た
。

三
蔵
法
師

の
従
者
の
三
名
に
対
し
て
、
攻
撃
精
神

の
塊

の
孫
悟

空
、
享
楽
的
で
い
い
加
減
な
猪
悟
能
、
ニ
ヒ
ル
で
醒
め
た
沙
悟
浄
と
、

そ
れ
ぞ
れ
ま

っ
た
く
異
な
る
イ
メ
ー
ジ
を
見
事
に
評
し
て
い
る
。

そ
の
二
、
中
島
敦
は

『西
遊
記
』
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。

「と

に
か
く
、
僕
は
そ
ん
な
積
り
で
も

つ
て
、
西
遊
記

(孫
悟
空

や
八
戒

の
出
て
く
る
)
を
書

い
て
ゐ
ま
す
。
僕

の
フ
ァ
ウ
ス
ト
に
す

る
意
氣
込
な
り
。
ど
う
し
て
支
那
、
日
本

の
文
學
者
は
此
の
材
料
に

(
24
)

目
を
つ
け
な
か
つ
た
の
か
な
?
」

特
に
、
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
中
島
敦
に
よ

る
三
蔵
法
師
の
従
者
の
三
名

の
評
価
は
そ
の
後

の

『西
遊
記
』
登
場

人
物
研
究
の
方
向
づ
け
と
な

っ
た
。

そ

の
ほ
か
、
田
中
英
光

『わ
が
西
遊
記
』

(
一
九
四
四
年
)
な
ど

の
存
在
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

三

深
甚
た
る
研
究
期

一
九
四
九
年
か
ら
弓
館
小
鰐
訳

『西
遊
記
』
、
安
藤
更
生
、
小
杉

一
雄
共
訳

『西
遊
記
』
な
ど
は
世
に
送
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、

い
ず

れ
も
全
訳
で
は
な
か

っ
た
。
ほ
か
に
、
『西
遊
記
』
と
銘
打

つ
書
物

の
刊
行
も
、
お
び
た
だ
し
い
数
に
の
ぼ

っ
て
い
る
。

そ
の
中
、
太
田
辰
夫

・
鳥
居
久
靖
両
氏
の
労
訳

『西
遊
記
』
が

一

九
七

一
年
に
平
凡
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
そ
れ
は

『通
俗
西
遊
記
』

か
ら
実
に
二
百
年
を
経
て
の
全
訳
で
あ
り
、

『西
遊
記
』

の
翻
訳

・

研
究
が
ひ
と

つ
の
高

い
レ
ベ
ル
に
達
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
二

十
世
紀
八
十
年
代
に
入
る
と
、
『西
遊
記
』

の
研
究
が
盛
ん
に
な
り
、

綿
密
な
考
証
な
ど
が
行
わ
れ
た
。
『西
遊
記
』
研
究
者
も
雨
後
の
竹

の
子
の
よ
う

に
、
た
く
さ
ん
出
て
き
た
。

中
野
美
代
子
、
太
田
辰

夫

・
中
鉢
雅
量

・
磯
部
彰

・
西
孝
二
郎

・
入
谷
仙
介
ら
が
、
代
表
的

な

『西
遊
記
』
研
究
者
で
あ
る
。

(25

)

研
究
論
文
の
ほ
う
は
中
鉢
雅
量
氏
の

「西
遊
記
の
成
立
」
が
あ
り
、

研
究
の
専
著
と
し
て
は
中
野
美
代
子
氏
の

『孫
悟
空
の
誕
生

サ

ル
の
民
話
学
と

「西
遊
記
」』
及
び

『西
遊

記
の
秘
密
ー
タ
オ
と
煉

丹
術
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
』、
太
田
辰
夫
氏

の

『西
遊
記

の
研
究
』
な

ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ

っ
て
、
『西
遊
記
』

の
研
究
は

一
段
と
推

し
進
め
ら
れ
た
。
そ
の
中
、

一
九
八
〇
年
、
中
野
美
代
子
氏
は

『孫

悟
空

の
誕
生

サ
ル
の
民
話
学
と

「西
遊
記
」』

の
中
で
、
初
め

て
孫
悟
空
が
誕
生
し
た
の
は
福
建
省
で
あ
る
と

い
う
観
点
を
打
ち
出

し
た
。
そ
れ
は
学
術
研
究
成
果
と
し
て
中
国

に
逆
輸
入
さ
れ
、
話
題

と
な

っ
た
。
ち
な
み
に
、
中
野
美
代
子
氏
の
研
究
成
果
は
中
国
で
も

高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
。

つ
い
で
、
"孫
悟

空
出
身
地
探
し
"
ブ
ー
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ム
と
な
り
、
「
江
蘇
省
説
」
「福
建
省
説
」
「甘
粛
省
説
」
「山
東
省
説
」

(
26
)

「河
南
省
説
」
「
山
西
省
説
」
な
ど
ま
で
出
て
来
た
。
ま
さ
に
文
化
伝

播
と
国
際
学
術
交
流
の
典
型
で
あ
ろ
う
。

同
九
十
年
代
に
な
る
と
、
『西
遊
記
』
の
研
究
が
ブ
ー
ム
と
な
り
、

五
行
、
易
経
、
煉
丹
術
な
ど
の
各
角
度
か
ら
の

『西
遊
記
』
に
対
す

る
研
究
に
お

い
て
、
長
年
の
努
力
が
実

っ
た
。
中
野
美
代
子
氏

の

『孫
悟
空
は
サ
ル
か
な
?
』、
磯
部
彰
氏

の

『
『西
遊
記
』
形
成
史

の

研
究
』
、
磯
部
彰
氏

の

『
『西
遊
記
』
受
容
史

の
研
究
』
、
西
孝
二
郎

氏

の

『
『西
遊
記
』
の
構
造
』、
入
谷
仙
介
氏
の

『
『西
遊
記
』
の
神

話
学

孫
悟
空
の
謎
』
な
ど
が
続
々
と
世
に
送
り
出
さ
れ
た
。
こ

れ
ら

は
以
上
の
研
究
者
に
よ

っ
て
積
み
重
ね
ら
れ
た
専
門
的
業
績
で

あ
る
が
、
二
十
世
紀
九
十
年
代
は
日
本
に
お
け
る

『西
遊
記
』
研
究

の
集
大
成
的
時
代
だ
と
言
え
よ
う
。

二
〇
〇
〇
年
、
中
野
美
代
子
氏
は
先
学
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
な

が
ら
、
『西
遊
記
ー
ト
リ

ッ
ク

・
ワ
ー
ル
ド
探
訪
1
』
と

い
う
書
を

出
版
し
て
い
る
が
、
特
に
注
目
し
た
い
の
は
そ
の
後
の
、
小
野
忍

・

中
野
美
代
子
訳

『西
遊
記
』

で
あ

っ
た
。
そ
れ
は

一
九
七
七
年
に
刊

行
が
始
ま
り
、
二
十
年
余
り
で
完
結
し
た
。
訳
者
は
当
初
の
小
野
忍

氏
の
急
逝
に
よ
り
、
第
四
巻
か
ら
中
野
美
代
子
氏
が
引
き
継

い
だ
。

周
知

の
如
く
、
中
国
語
か
ら
日
本
語
に
翻
訳
す
る
場
合
、
最
も
難
し

い
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
中
国
古
典

の
漢
詩
、
古
詞
、
狸
語
な
ど

で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の

『西
遊
記
』
は
何
よ
り
も
訳
文
が
こ
な
れ

て
い
る
。
中
野
美
代
子
氏
は

『西
遊
記
』

中
に
登
場
す
る
漢
詩
を
、

と
き
に
散
文
詩
風
に
、
と
き
に
小
唄
風
に
、
そ
し
て
と
き
に
旧
来
通

り
漢
詩
の
読
み
下
し
文
風
に
と
、
そ
れ
ぞ
れ
考
案
し
て
訳
出
し
て
い

る
。
例
え
ば
、
『西
遊
記
』
第

一
回
の
冒

頭
に
七
言
律
詩
が
あ
る
。

そ
の
最
後
の
二
句
は
左

の
通
り
で
あ
る
。

欲
知
造
化
會
元
功

須
看
西
遊
釈
厄
傳

太
田
辰
夫

・
鳥
居
久
靖
両
氏
の

『西
遊
記
』
は

「造
化
会
元
の
功

(27

)

を
知
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
須
ら
く
看
よ
西
遊
釈
厄
伝
」
と
訳
出
し
て
い

る
。
率
直
に
言
え
ば
、
少
々
生
硬
で
、
今

の
若
者
が
読
む
に
は
理
解

し
に
く
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
中
野
美
代
子
の

『西
遊
記
』
は

「創
(28
)

造
の
秘
密
を
知
り
た
い
の
な
ら
、
こ
の

『西
遊
記
』
を
読
み
た
ま
え
」

と
な

っ
て
い
る
。

翻
訳
と

い
う
作
業
は
卓
抜
し
た
研
究
能
力
と
長
い
歳
月
が
必
要
で

あ
る
。
総
じ
て
言
え
ば
、
二
〇
〇
五
年
改
版
し
た
岩
波
書
店
版

『西

遊
記
』

(中
野
美
代
子
訳

・
全
十
冊
)
の
刊
行
に
よ

っ
て
、
日
本
に

お
け
る

『西
遊
記
』
翻
訳

・
研
究
が
最
高

の
レ
ベ
ル
に
達
し
た
と
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
歴
代

の
日
本

人
に
よ
る
努
力

の
結
晶
と

も

い
え
よ
う
。
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日本人 と 『西遊記』

お
わ
り
に

以
上
、
日
本
人
と

『西
遊
記
』
に
つ
い
て
、
力
不
足
を
顧
み
ず
そ

の
ま
と
め
を
試
み
た
。

『西
遊
記
』

の
作
者
及
び
作
品
に
お
け
る
混
沌
た
る
期
か
ら
今
日

の
よ
う
な
優
れ
た
研
究
成
果
を
収
め
た
日
本
人

の

『西
遊
記
』
研
究

過
程
に
対
し
、
感
無
量
せ
ざ
る
を
得
な

い
思

い
で
あ
る
。

芥
川
龍
之
介
は

「文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
」
の
中
に
お
い

て
、
彼

は
、
「僕
は
こ
の

「構
成
す
る
力
」

の
上
で
は
我
々
日
本
人

は
支
那
人
よ
り
も
劣
つ
て
ゐ
る
と
は
思

つ
て
ゐ
な

い
。
が
、
「水
濡

伝
」
「
西
遊
記
」
「金
瓶
梅
」
「紅
楼
夢
」
「品
花
宝
鑑
」
等

の
長
篇
を

紮
々
綿

々
と
書
き
上
げ
る
肉
体
的
力
量
に
は
劣

つ
て
ゐ
る
と
思
つ
て

(
29
)

ゐ
る
。
」
と
述
べ
、
中
国
古
典
文
学
作
品
を
極
め
て
高
く
評
価
し
て

い
る
。

『西
遊
記
』
の
よ
う
な
中
国
古
典
文
学
作
品
は
芥
川
の
言

っ
て
い

る
よ
う

に

「
紫
々
綿

々
と
書
き
上
げ
」
て
い
る
が
、
こ
の

「紫

々

綿
々
」

の
中
に
中
島
敦
の
言
う
よ
う
な
材
源
が
あ
り
、
無
限
の
魅
力

が
あ
る
。
『西
遊
記
』
は
百
章
か
ら
な

っ
て
い
る
が
、
実
は
四
十

一

の
独
立
し
た
物
語
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
張
錦
池
氏
の
言
を
借
り
れ

ば
、
「
『西
遊
記
』
は
言
語
的
に
は
浅
い
が
、
趣
旨
的
に
は
深
い
文
学

大
著
で
あ
る
。
そ
の
浅
さ
は
、
子
供
で
も
充
分
鑑
賞
で
き
る
が
、
そ

の
深
さ
は
、
専
門
家
で
さ
え
も
そ
の
趣
き
を
知
る
こ
と
が
容
易
で
は

(
30

)

な
い
と
感
じ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
」。
そ
れ
ゆ
え
、
『西
遊
記
』
は
歴
代

の
日
本
人
に
愛
読
さ
れ
、
頻
繁
に
日
本
の
作
家
に
活
用
さ
れ
て
き
た

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

(こ
の
小
論
の
骨
子
は
二
〇

一
一
年
八
月

三
日
中
国
陳
西
師
範
大

学
が
主
催
す
る

『中
日
韓

"
言
語

・
文
化
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
』
で

ロ
頭
発
表
済
み
の
も
の
で
あ
り
、
今
回
は
そ

の
要
旨
を
元
に
新
た
に

書
き
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。)

注(1

)

(2

)

(3

)

(
4

)

「
わ
が
国

に
於

け
る
西
遊
記

の
流
行
i
書
誌
的

に
見
た
る
」

(
『天
理

大
学
学
報
』

第
十
九
輯

昭
和
三
十
年
十

二
月
)

『露

伴
全
集
』

(第

二
十

九
巻

岩
波
書

店

昭
和

五
十
四
年

七
月

二
八
八
頁
)

邸

処
…機

(
=

四
八
～

一
二

二
七

)
字
は
通
密
、
自

ら
長
春

子
と

号
し
た
。
元

の
栖
霞

(今

山
東

)

の
人
。
道
教
全
真
派

の
開
祖

で
、

チ

ン
ギ

ス
汗

に
招

さ
れ

て
中
央

ア
ジ

ア
の
ベ

ル
ワ
ン
ま

で
を
往

復

し
た
。
そ

の
時

の
様

子
を
記

し
た

の
が

『
長
春
真
人

西
遊
記
』

と

称
せ
ら
れ
る
。

『露

伴

全
集

』

(第

十

九
巻

岩
波

書

店

昭
和

五
十

四
年

二
月

二
五
八
頁
)

な
お
、
「
西
遊
記
作
者
」
は

『露
伴

全
集
』
第

四
十
巻
に
あ
る
が
、
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そ

の
発
表
年
代

不
明

の
た
め
、
省
略
す

る
。

(
5
)

『露
伴

全
集
』

(第

二
十

四
巻

岩

波
書
店

昭
和
五
十

三
年
十
月

一
四
八
頁

)

(
6
)

『
露

伴
全

集
』

(第

十

一
巻

岩
波

書
店

昭

和

五
十

三
年

十
月

一
一
六
頁
)

(
7
)

中
国
で
は
呉
承
恩

『西
遊
記
』
、
邸

処
機

『長
春
真
人
西
遊
記
』

以

外

に
、
元

の
耶
律
楚
材

の
撰

で
、

チ

ン
ギ

ス
汗

の
西
征

に
加
わ

っ

て
体

験
し

た
史
実

や
西

ア
ジ

ア
諸

都
市

の
有

様
を
記

し
た

『西
遊

録
』
が
あ

る
。

日
本

で
は
、

『
日
本
詩
史
』

(
二
)

に

「
中
世
称

二
叢

林
傑
出

一
者
。
往
往
航
レ
海
西
遊
」
と

い
う
描
写
が
あ
り
、
『随
筆

・

文
会
雑
記
』

(付

録

・
一
)
に

「
其
後
再
西
遊
す
。
延
享

乙
丑

の
春
、

吾
藩
を
発

し
て
筑
紫

に
趣
く
。
」
と

い
う
記
録
が
あ

る
。

(
8
)

『定
本

国

木
田
独
歩
全

集
』

(第

九
巻

学
習
研

究
社

平
成

七

年
七
月

六
十
七
頁
)

(9
)
麻
生
磯
次

『江
戸
文
学
と
支
那
文

学
』

(三
省
堂

昭
和

二
十

一
年

二
四
二
頁
)

(
10
)
徳
田
武

「
都

の
錦
と
中

国
小
説
ー

『新

鑑
草
』

の
検
討
を

通
し

て

出
牢

の
時
期

に
及

ぶ
」

(
『明
治

大
学
教
養
論
集
』

二
九

七
、

一
九

九

八
)

広
沢
裕
介

「
浮
世
草

子
に
登
場
し
た

『水
濤
伝
』

の
英
雄

た
ち
」

(
『
ア
ジ

ア
遊
学
』

恥

一
〇
五
、

二
〇
〇
七
)
な
ど
を
参

照
。

(
11
)

『内
田
魯
庵

全
集
』

(
第
十

一
巻

ゆ
ま

に
書

房

昭
和

六
十

一
年

八
月

十
七
頁
)

「
社
会
百

面
相

」
に

「
『君

の
綴
愛
小
説

な
ら
、』

と

ワ
ン
之
助
君

は

微
笑

し

つ
・
、

『主

人
公
が
金
瓶
梅

の
武
大
郎
、

西
遊
記

の
猪

八
戒

と

い
ふ
庭
だ
ナ
。
」
と

い
う
描
写
が
あ

る
。

(12
)
永
井
荷
風

『断
腸
亭

日
乗
』

(第
五
巻

岩
波
書
店

二
〇
〇

二
年

一
月

八
十

一
頁
)

昭
和
十

五
年

十
月
初

四

の
日
記
に

「
終

日
旧
約

聖
書

を

よ
む
。

唐

玄
弊

の
西
遊
記
を

よ
む

が
如
き
興
味
あ

り
。
」
と

い
う

記
録

が
あ
る
。

(
13
)

『紅
葉
全

集
』

(第

二
巻

岩
波

書
店

一
九

九

四
年

七
月

四
三

三
頁
)

(
14
)
太
田
辰
夫

鳥
居
久
靖
訳

『西
遊
記
』

(中
国
古
典
文
学
全
集

第

十

三
巻

『西
遊

記
』

(上

)

平
凡
社

昭
和

三
十
五
年

三
月

二

十

二
頁
)

に
よ

る
。

(
15
)
『
芥
川
龍
之
介

全
集
』

(
第
六
巻

岩

波
書
店

一
九
九
六
年

四
月

二
六
三
頁
)

(
16
)
前
に
引
用
し
た
鳥
居
氏

の
調
査
に
よ

っ
て
、
芥
川

の
愛
読
し
た

『西

遊
記
』

が

『絵
本
西

遊
記
』

で
あ

っ
た

こ
と
が
推
察

さ

れ
る
。

ち

な
み

に
、

日
本
近
代

文
学
館
所
蔵

の
芥
川

龍
之
介
文

庫

に

『
西
遊

真

詮
』

(巻

一
ー

二
十
、

二
十

冊

陳
士
斌
詮
解

康
煕

三
十

五
年

序

)
、

『絵
本

西
遊
記
』

初
編
十

冊
、

二
編

十
冊
、

三
編
十
冊
、

四

編
十
冊

(文
化

三
年
ー

天
保

八
年
)

が
所
蔵

さ
れ
て

い
る
。

(
17
)
詳

し
く
は
、
拙
稿

「
芥
川
龍
之
介

と

『西
遊
記
』
」

(
『愛
知
大
学

国

文
学
』
第
三
十
七
号

平
成
十
年

三
月
)
を
参
照

さ
れ
た

い
。

(
18
)

『
芥
川
龍
之

介
全
集
』

(第
四
巻

岩
波
書
店

一
九
九

六
年

四
月

二
二
五
頁
)

(
19
)
前

田
敬
作

・
西
井

武

訳

『黄
金
伝

説
』

(
三
)

(人
文

書
院

一

九
八
九
年

七
月

十
五
～
十
六
頁
)

(
20
)
遠
藤
祐

「
『奉
教
人

の
死
』

と

『き
り
し
と

ほ
ろ
上

人
伝
』
ー

物

語

の
構

造
ー

」

(海
老
井

英
次

・
宮
坂
覚
編

『作
品

論

芥
川
龍

之
介
』
所
収

双
文
社

一
九
九

〇
年

十
二
月
)

遠
藤

祐
氏

は
、
論
文

に
付

し
た

「
注
」

の

〈
注

二
十

〉
に
次

の
よ

..



日本人 と 『西遊記』

う

に
説
明
し
て

い
る
。

小
野

忍
訳

『西

遊
記

(
一
)』

(岩
波

文
庫
、

一
九
七

七

・

一

刊
)
。
同
書
に
南
海

の
観

世
音

菩
薩
と
恵
岸
行
者
と

の

「
師
弟

ふ
た
り

が
道
を
急

い
で

い
る
と
、
突
然

弱
水

が
見
え

て
来
ま

し
た
。

つ
ま
り
流
沙
河

の
地
域

で
す
」

(
二

一
一
ペ
ー
ジ
)
と

あ
り
、

そ

の
川

の
様

子
が

「
径
過

れ
ば

遥
き

こ
と
八
百

里
、

上
下
す

れ
ば
遠

き
こ
と
千

万
里
。
水

の
流

る
る

こ
と

一
に
地

の
身
を

翻
す
が

似
く
、
浪

の
渡
が

る
こ
と
却

っ
て
山

の
背
を

登

や
か
す
が
如

し
。
」

(
一
=

ニ

ペ
ー
ジ
)
と

記
述

さ
れ
た
あ

と

に
、
妖

魔

の
姿

が
描

か
れ

て

い
る
。

こ
の
妖
魔

こ
そ
や

が

て
西

天
経
を
取

り
に

ゆ
く

三
蔵
法

師
玄
婁

の
第
三

の
弟

子
と

な

る
沙
悟
浄

に
ほ
か
な
ら
な

い
。

『西
遊

記
』

の
こ
の
記
述
を

読
む
と
、
「
濁

流
渡

々
」
と
し

て

「
百
里

の
波
を
翻
す
」
と

い

う

『き
り

し
と
ほ
ろ
上
人
伝
』

の

「流

沙
河
」

の
イ

メ
ジ
は
、

『西
遊
記
』

の
そ
れ
に
基
づ
く

の
で
は
な

い
か
と
、
疑
わ

れ
て

く

る
。

(
21
)
詳
し
く
は
、
拙
稿

「
芥
川
龍
之
介

「
き
り
し
と
ほ
ろ
上
人
伝

」
と

『西

遊
記
』
」

(
『比
較
文
学
』
第

四
十

二
巻

一
九
九
九
年
度
)
を
参

照

さ
れ
た

い
。

(
22
)
芥
川

に
は

「
仙
人
」
と

い
う
同
名

の
作

品
が
三

つ
あ
る
。

一
つ
は

『新

思
潮
』

(大

正
五
、

八
、

一
)
第

一
年

第
六
号
に
発
表
さ
れ
た
小

説

で
、
単
行

本
に
は
収
録
さ
れ
な
か

っ
た

「
仙
人
」

で
あ

る
。

(舞

台

は

「
北
支
那

」、

主
人
公

は
李
小

二
)

も
う

一
つ
は
、
『
サ

ン
デ
ー

毎

日
』

(大
正
十

一
、
四
、

二
)

に

「
オ
ト
ギ

バ
ナ
シ
」

の
副
題

つ

き

で
発
表

さ
れ
た

「仙
人
」
で
あ

る
。

(舞
台
は
大
阪

の
医
者

の
家
、

主

人
公
は
奉

公
人
)

こ

の
二

つ
は
、

い
ず
れ
も

中
国
古
典
文

学

に

材
料
を

と

っ
た
、

い
わ

ゆ
る
中
国
物

で
あ

る
。

こ

こ
で
、

と
り
上

げ
た

い
の
は
、
上
記

の
二
作
品

で
は
な

い
。
『週
刊
朝

日
』
(
昭
和

二
、

六
)

に
掲
載

さ
れ
た

「
素

描
三
題

」

の
草
稿

と
さ

れ
て
お
り
、
雑

誌

『春

泥
』

第

五
号

(
昭
和

五
、
七

)

に
紹
介

さ

れ
た

「
仙

人

」

で
あ

る
。

(
23
)
詳

し
く

は
、
拙
稿

「
芥
川
龍
之
介

の
小
品
と

『西
遊
記
』
」

(『愛
知

論
叢
』
第
六
十
九
号

平
成
十

二
年
九
月
)

を
参

照
さ
れ
た

い
。

(
24
)
昭
和
十
六
年

五
月

八
日
付

田
中
西

二
郎
宛
書
簡

(
『中
島
敦

全
集
』

第

二
巻

三
五
八
頁
)

(
25
)

中

鉢
雅

量

「
西
遊

記

の
成

立
」

(
『
中
国

文

学
報
』

第

三

十
五

冊

一
九

八
三
年
十
月
)

(
26
)

二
〇

一
〇
年

六
月

二
十

一
日
中
国

『深
せ
ん
商
報
』

(
27
)
注

14
と

同
じ
、

三
頁
。

(
28
)
中
野
美
代
子
訳

『西
遊

記
』

(
(第

一
冊
)

岩
波
書
店

二
〇
〇
五

年

一
月

九
頁

)

(29
)

『芥

川
龍
之
介

全
集
』

(第

十
五
巻

岩

波
書
店

一
九
九
七
年

一

月

一
五
二
頁
)

(30
)
張
錦
池

『西
遊
記
考
論
』

(黒
龍
江
教
育
出
版
社

一
九
九

七
年

二

月

二
九
四
頁
)

訳
は
筆

者
に
よ
る
。
な
お
、
原
文
は
中
国
語
で
、
左

の
通
り
で
あ
る
。

『西
遊
記
』
是
部
洞
浅
而
旨

深
的
文
学
巨
著
。
浅
到

一
般

小
旗

者
均

能
釜
賞
,
深
得
墨
寺
家
学
者
亦
覚
其
大
旨
唯
以
。

参
考
文
献

"

『西
遊
記
』

(上

・
中

・
下
)

(人
民
文
学
出
版
社
、

一
九
七

二
年
四
月
)

李
卓
吾
評
本

『西

遊
記
』

(上

・
下
)

(上
海
古
籍
出
版
社
、

一
九
九
四
年
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十
二
月
)

李
志
常
述

『長
春
真
人
西
遊
記
』

(商
務
印
書
館
、

一
九

三
七
年
六
月
)

『芥
川
龍
之
介
全
集
』

(岩
波
書
店

一
九
九

五
～

一
九
九

八
)

磯
部
彰

『
『西
遊
記
』
形
成
史

の
研
究
』

(創
文
社

一
九
九

三
年

二
月
)

入
谷
仙

介

『
『西

遊
記
』

の
神
話
学
』

(中
央
公
論

社

一
九

九
八
年

五

月
)

太
田
辰
夫

『西
遊
記

の
研
究
』

(研
文
出
版

一
九
八
四
年

六
月
)

『紅
葉
全
集
』

(岩
波
書
店

一
九
九

三
～

一
九
九

五
)

『露
伴
全
集
』

(岩
波
書
店

一
九
七
八
～

一
九

八
〇
)

永
井
荷
風

『断
腸
亭

日
乗
』

(岩
波
書
店

二
〇
〇

一
～
二
〇
〇
二
)

『中
島
敦
全
集
』

(文
治
堂
書
店

一
九
七

〇
～

一
九
七

こ

中
野
美

代
子

『孫
悟
空

の
誕
生
ー

サ
ル

の
民
話
学
と

「
西
遊
記
」
』

(玉

川
大
学
出
版
部

一
九

八
〇
年
十
月
)

中
野
美
代
子

『西
遊
記

の
秘
密
ー
タ
オ
と
煉
丹
術

の
シ

ン
ボ
リ
ズ
ム
』

(福

武
書
店

一
九
八
四
年
十
月
)

中
野
美

代
子

『孫
悟
空

は
サ

ル
か
な
?
』

(日
本
文

芸
社

一
九
九

二
年

七
月
)

中

野
美
代
子

『
西
遊
記
ー

ト
リ

ッ
ク

・
ワ
ー

ル
ド
探

訪
1
』

(岩

波
書
店

二
〇
〇
〇
年
四
月
)

西
孝

二
郎

『
『西
遊
記
』

の
構
造
』

(新
風
舎

一
九
九
七
年

一
月
)

前

田
敬

作

・
西
井

武
訳

『黄
金

伝
説
』

(
人
文
書

院

一
九

八
九
年
七

月
)
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(幻
d
>
乞

厳
、
深
馴
大
学
副
教
授
)




