
「
意
馬
心
猿
」
図
と
『
紀
三
井
寺
開
基
』
の
挿
絵

―
図
様
の
展
開
に
お
け
る
相
違
の
要
因

―

高　
　
　
　

永　
　
　
　

珍

は
じ
め
に

　

江
戸
時
代
に
、
仏
教
教
訓
で
あ
る
「
意
馬
心
猿
」
を
絵
画
に
し
た
挿
絵
が
多

く
残
さ
れ
、
文
学
作
品
や
芸
能
、
信
仰
に
よ
る
作
り
物
な
ど
に
展
開
さ
れ
る①
。

本
稿
は
、「
意
馬
心
猿
」
画
題
の
表
現
形
式
の
定
型
化
を
考
察
し
た
先
行
研
究

が
言
及
し
な
か
っ
た
古
浄
瑠
璃
の
挿
絵
と
そ
の
演
出
が
、「
意
馬
心
猿
」
画
題

の
構
図
に
与
え
た
影
響
と
そ
の
伝
承
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
「
意
馬
心
猿
」
の
最
も
古
い
図
と
さ
れ
る
の
が
『
絵
本
宝
鑑
』
の
挿
絵
で
あ

る
。
本
書
は
、
信
仰
、
教
訓
の
絵
と
そ
の
解
説
を
載
せ
た
橘
宗
重
作
、
長
谷
川

等
雲
画
の
書
で
、
貞
享
五
年
（
一
六
八
八
）
跋
が
あ
る
た
め
、
同
年
刊
行
と
推

定
さ
れ
る②
。
腮
尾
尚
子
氏
は
、
本
図
に
つ
い
て
「
構
成
要
素
の
う
ち
、
心
字
・

馬
・
猿
は
元
々
「
意
馬
心
猿
」
と
い
う
言
葉
の
な
か
に
文
字
と
し
て
含
ま
れ
る

要
素
で
あ
る
が
、
錠
（
金
言
妙
句
の
鎖
）・
柱
（
法
性
の
柱
）
は
別
に
付
加
さ

れ
た
要
素
と
い
え
る
。
そ
の
二
種
の
内
、
柱
の
方
は
、
実
際
に
飼
育
さ
れ
て
い

る
馬
や
猿
を
繋
ぐ
の
に
用
い
る
杭
を
そ
の
ま
ま
描
写
し
た
も
の
と
解
せ
る
が
、

錠
の
方
が
断
ち
物
祈
願
の
絵
馬
に
描
か
れ
る
錠
を
取
り
込
ん
だ
も
の
か
も
し
れ

な
い
」
と
述
べ
て
い
る③
。
腮
尾
氏
が
い
う
よ
う
に
、
柱
が
「
馬
や
猿
を
繋
ぐ

杭
」
を
描
い
た
こ
と
は
、『
石
山
寺
縁
起
絵
巻
』
な
ど
中
世
の
絵
画
か
ら
も
確

認
で
き
る④
。
問
題
は
、
錠
の
存
在
で
あ
る
。
な
ぜ
錠
と
い
う
要
素
が
加
わ
る
か

は
後
述
す
る
が
、
心
字
・
馬
・
猿
・
柱
・
錠
が
共
に
構
図
に
現
れ
る
別
の
挿
絵

が
あ
る
。
そ
れ
が
古
浄
瑠
璃
『
紀
三
井
寺
開
基
』
の
挿
絵
で
あ
る
。『
紀
三
井

寺
開
基
』
は
、
宇
治
加
賀
掾
正
本
と
し
て
「
貞
享
五
年
弥
生
吉
祥
日
」
刊
と
推

定
さ
れ
る⑤
。『
絵
本
宝
鑑
』
の
刊
行
と
比
較
検
討
の
余
地
も
あ
る
が
、
同
年
に

類
似
し
た
絵
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
相
違
は
な
い
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
二
つ

の
絵
に
お
け
る
細
部
の
相
違
が
何
か
を
確
認
す
る
。
そ
れ
か
ら
、『
紀
三
井
寺

開
基
』
の
詞
章
と
挿
絵
を
対
比
考
察
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
演
出
の
視
覚
化
が

「
意
馬
心
猿
」
図
と
『
紀
三
井
寺
開
基
』
の
挿
絵

五
六

同志社国文学98号　三校　（高永珍様）　Ａ



相
違
の
要
因
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
『
紀
三
井
寺
開
基
』
の
挿

絵
と
詞
章
や
演
出
が
、「
意
馬
心
猿
」
の
図
像
の
構
成
要
素
と
し
て
加
わ
り
、

以
降
の
図
像
の
パ
タ
ー
ン
と
し
て
定
着
す
る
様
子
を
も
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
先

行
研
究
が
「
意
馬
心
猿
」
の
画
題
展
開
に
立
て
た
仮
定
を
、
古
浄
瑠
璃
の
挿
絵

か
ら
紐
解
い
て
い
く
。

「
意
馬
心
猿
」図
様
の
展
開

―
先
行
研
究
と
問
題
点
の
在
所

―

　

先
述
し
た
腮
尾
氏
の
論
文
で
は
、「
意
馬
心
猿
」
の
画
題
に
「
駒
引
き
猿
」

図
様
と
「
心
を
引
く
猿
」
図
様
が
あ
る
と
確
認
し
た
上
で
、「
駒
引
き
猿
」
図

は
本
来
「
意
馬
心
猿
」
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
矛
盾
し
た
図
様
で
あ
り
、
そ
の
原

因
を
「
古
く
か
ら
馬
の
守
護
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
た
尊
い
猿
の
姿
を
表
す
た
め

に
描
か
れ
た
図
様
が
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
、
仏
教
的
な
「
意
馬
心
猿
」
の
語

意
を
描
い
た
も
の
と
し
て
も
拡
大
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か⑥
」
と
推
察
し
て
い
る
。
要
す
る
に
騒
ぐ
は
ず
の
猿
が
馬
を
鎮
め
る
か
ら
、

元
来
の
「
意
馬
心
猿
」
の
画
題
か
ら
派
生
す
る
別
パ
タ
ー
ン
と
し
て
認
識
し
、

【
図
１⑦
】
の
よ
う
な
例
を
紹
介
し
な
が
ら
表
現
形
式
が
独
自
に
発
展
し
て
い
た

と
み
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
意
馬
心
猿
」
の
画
題
に
は
、
江
戸
時
代
の
猿
回
し
の
猿
の
扮
装
な

ど
を
取
り
入
れ
て
【
図
２⑧
】
の
よ
う
に
描
か
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
し
か
し
、

【
図
２

】
は
馬
を
直
接
引
い
て
い
な
く
、
心
か
ら
出
る
綱
を
引
っ
張
っ
て
い
る

【
図
１

】　
『
宝
暦
大
雑
書
万
々
歳
』
の
口
絵

電子データのため不掲載

【
図
２

】　
『
商
売
往
来
』（
享
保
二
十
年
）
の
上
欄
の
挿
絵

電子データのため不掲載

「
意
馬
心
猿
」
図
と
『
紀
三
井
寺
開
基
』
の
挿
絵

五
七
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こ
と
か
ら
、「
心
を
引
く
猿
」
図
様
で
あ
る
と
、
腮
尾
氏
は
指
摘
し
て
い
る
。

そ
の
上
、
細
部
の
変
化
と
し
て
【
図
３⑨
】
の
よ
う
に
丸
木
が
宝
珠
を
飾
っ
た
円

柱
に
変
わ
っ
た
例
も
紹
介
し
た
。

　

し
か
し
、【
図
２

】
や
【
図
３

】
の
よ
う
に
猿
の
体
制
が
力
強
く
綱
を
引
く

た
め
の
姿
勢
と
見
て
取
れ
る
が
、
そ
れ
は
何
の
た
め
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
最
古

の
挿
絵
で
は
、
ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。『
絵
本
宝
鑑
』
の
挿
絵
（【
図

４

】）
と
本
文
を
見
て
み
よ
う
。

意
馬
心
猿
ハ
み
な
心
の
た
と
へ
也
。
経
意
を
以
。
書
し
也
。
散
乱
の
心
を

ば
馬
の
さ
は
ぐ
に
た
と
へ
。
貪
欲
の
心
を
バ
猿
の
菓
を
愛
す
る
に
た
と
ふ
。

さ
れ
ば
に
や
意
馬
。
六
塵
の
境
に
ハ
し
り
。
心
猿
五
濁
の
枝
に
た
ハ
ふ

る
ゝ
事
朝
昏
昼
夜
止
こ
と
な
し
。
つ
ね
に
我
心
に
油
断
な
く
。
忘
想
の
馬

顚
倒
の
猿
を
ば
。
縄
に
て
こ
れ
を
縛
り
。
法
性
の
柱
に
し
つ
か
り
と
結
付
。

つ
な
ぎ
し
き
づ
な
に
。
金
言
妙
句
の
鎖
を
お
ろ
し
を
く
な
ら
ば
。
一
心
す

な
は
ち
一
仏
性
な
ら
ん
と
の
を
し
へ
な
る
べ
し
。
觀
經
に
曰
。
故
心
如
猿

猴
遊
五
欲
樹
故
心
如
飛
蛾
愛
橙
色
故
心
如
野
鹿
逐
假
声
故
心
随
万
境
轉
轉

所
實
能
幽
や
ま
と
う
た
に
ひ
か
れ
な
バ
あ
し
き
道
に
も
入
ぬ
べ
し
心
の
駒

に
手
綱
ゆ
る
す
な
（
前
掲
の
版
本
に
よ
る
。
ル
ビ
は
省
略
し
た
）

　

本
文
か
ら
、「
意
馬
心
猿
」
は
、「
散
乱
の
心
」
を
馬
に
、「
貪
欲
の
心
」
を

猿
に
例
え
、
我
が
心
の
縄
で
こ
れ
ら
を
「
法
性
の
柱
」
に
結
び
付
け
、「
金
言

妙
句
の
鎖
」
を
掛
け
れ
ば
、「
一
心
」
は
「
一
仏
性
」
と
な
る
と
解
く
。
そ
し

【
図
３

】　
『
絵
本
童
の
的
』
の
挿
絵電子データのため不掲載

【
図
４

】　
『
絵
本
宝
鑑
』
巻
二
の
第
三
十
二
の
挿
絵

電子データのため不掲載

「
意
馬
心
猿
」
図
と
『
紀
三
井
寺
開
基
』
の
挿
絵

五
八
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て
挿
絵
の
表
現
で
は
、
心
に
繋
が
れ
た
縄
が
「
法
性
の
柱
」
に
掛
か
っ
て
い
る

「
金
言
妙
句
の
鎖
」
を
通
し
て
馬
と
猿
と
を
繋
げ
て
鎮
め
る
こ
と
が
描
か
れ
る
。

『
絵
本
宝
鑑
』
の
挿
絵
と
本
文
で
は
、
以
後
「
意
馬
心
猿
」
の
図
様
で
展
開
す

る
馬
や
心
を
引
く
猿
も
登
場
し
な
い
し
、
猿
に
は
烏
帽
子
や
装
束
も
な
い
。
む

ろ
ん
柱
に
は
装
飾
も
な
い
丸
木
で
あ
る
。
で
は
、
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
た
表

現
形
式
は
い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
だ
ろ
う
か
。
結
論
を
言
え
ば
、
馬
や
心
を
引
く

猿
や
そ
の
姿
勢
と
、
柱
の
装
飾
の
始
ま
り
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
、『
紀
三

井
寺
開
基
』
の
挿
絵
で
あ
る
。

『
紀
三
井
寺
開
基
』
の
挿
絵
と
そ
の
周
辺

　

先
述
し
た
古
浄
瑠
璃
の
挿
絵
で
、
馬
・
猿
・
心
・
鎖
（
錠
）・
柱
が
描
か
れ

た
も
の
が
、
宇
治
加
賀
掾
正
本
の
『
紀
三
井
寺
開
基
』（
赤
木
文
庫
蔵
、
絵
入

十
六
行
本
）
の
十
三
ウ
丁
・
十
四
ウ
丁
の
挿
絵
（【
図
５

】）
で
あ
る
。
但
し

『
紀
三
井
寺
開
基
』
に
は
「
意
馬
心
猿
」
と
い
う
言
葉
は
現
れ
な
い
し
、
異
な

る
図
様
で
描
か
れ
た
箇
所
も
存
在
す
る
。『
絵
本
宝
鑑
』
と
の
差
異
は
、
些
細

で
は
あ
る
が
、
心
字
の
位
置
、
心
と
錠
の
位
置
、
猿
の
描
写
に
あ
る
。
こ
こ
で

注
目
し
た
い
の
は
、
猿
の
描
写
で
あ
る
。『
絵
本
宝
鑑
』
の
挿
絵
で
は
、
猿
の

首
に
巻
か
れ
た
綱
が
柱
の
錠
に
繋
げ
ら
れ
て
い
る
が
、『
紀
三
井
寺
開
基
』
の

挿
絵
で
は
、
手
元
で
丸
め
た
綱
を
猿
が
手
で
引
っ
張
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

「
意
馬
心
猿
」
の
教
訓
が
、
猿
や
馬
の
よ
う
に
騒
ぎ
立
つ
心
で
あ
り
、
ま
た
そ

【
図
５

】　 『
紀
三
井
寺
開
基
』（
赤
木
文
庫
蔵
）
の
十
三
ウ
丁
十
四
ウ
丁
の
挿
絵

電子データのため不掲載

「
意
馬
心
猿
」
図
と
『
紀
三
井
寺
開
基
』
の
挿
絵

五
九
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れ
を
制
御
す
る
の
も
心
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
図
様
も
、
そ
の
教
訓
の
内
容
と
矛

盾
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
【
図
５

】
の
『
紀
三
井
寺
開
基
』
の
挿
絵
は
、

腮
尾
氏
の
言
う
「
駒
引
き
猿
」
図
の
最
初
の
絵
と
し
て
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。

一
方
で
『
紀
三
井
寺
開
基
』
を
読
み
物
と
し
て
江
戸
村
田
屋
が
享
保
年
間
に
刊

行
し
た
と
推
測
さ
れ
る
絵
入
十
七
行
十
丁
本
〔
紀き
み
い
で
ら
の
ゆ
ら
ひ

三
井
寺
せ
ん
あ
く
げ
ん
ざ

い
ぢ
ご
く
〕（
神
戸
女
子
大
学
古
典
芸
能
研
究
セ
ン
タ
ー
志
水
文
庫
蔵
、
以
下

「
紀
三
井
寺
」）
の
挿
絵
（【
図
６

】）
の
存
在
も
確
認
で
き
た
。「
紀
三
井
寺
」

の
挿
絵
に
は
、
先
行
研
究
の
指
摘
し
た
多
く
の
「
駒
引
き
猿
」
図
で
描
か
れ
た

図
様
で
あ
る
、
綱
を
力
強
く
引
っ
張
る
姿
勢
の
猿
が
描
か
れ
て
い
る
。
で
は
、

な
ぜ
『
紀
三
井
寺
開
基
』
の
挿
絵
と
「
紀
三
井
寺
」
の
挿
絵
の
猿
は
、
馬
を
制

御
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
手
綱
を
引
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

川
端
咲
子
氏
は
、「
紀
三
井
寺
」
の
翻
刻
と
解
題
に
お
い
て⑩
、『
紀
三
井
寺
開

基
』
の
全
九
図
の
挿
絵
と
「
紀
三
井
寺
」
全
八
図
の
挿
絵
と
を
比
較
し
、
そ
の

異
同
を
確
認
し
て
い
る
。
氏
は
「
紀
三
井
寺
」
の
み
で
描
か
れ
た
場
面
の
分
析

を
し
、「
読
ん
で
も
理
解
で
き
な
い
」
箇
所
（
舞
台
で
演
じ
ら
れ
る
見
せ
場
）

を
挿
絵
に
挿
入
し
た
理
由
か
ら
、「
紀
三
井
寺
」
が
江
戸
で
読
み
物
と
し
て
刊

行
さ
れ
た
も
の
だ
と
指
摘
し
た
。
し
か
し
、『
紀
三
井
寺
開
基
』
の
十
三
ウ

丁
・
十
四
オ
丁
の
挿
絵
に
あ
た
る
「
紀
三
井
寺
」
の
挿
絵
【
図
６

】
で
は
、
中

宮
の
母
の
「
ゆ
う
れ
い
」
は
描
か
れ
て
い
な
い
も
の
の
、「
意
馬
心
猿
」
の
図

様
は
描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
も
若
干
の
描
写
の
違
い
が
あ
り
、
馬
は
よ
り
躍

【
図
６

】　
「
紀
三
井
寺
」
の
第
七
図
第
八
図
（
八
丁
ウ
・
九
丁
オ
）

電子データのため不掲載

「
意
馬
心
猿
」
図
と
『
紀
三
井
寺
開
基
』
の
挿
絵

六
〇

同志社国文学98号　三校　（高永珍様）　Ａ



動
的
に
描
か
れ
、
猿
も
体
が
斜
め
に
傾
く
ほ
ど
に
綱
を
引
い
て
い
る
。
些
細
な

点
で
は
あ
る
が
、
心
の
錠
（
鎖
）
に
も
滑
車
の
よ
う
な
も
の
が
つ
い
て
い
る
。

つ
ま
り
『
紀
三
井
寺
開
基
』
の
挿
絵
で
は
、
猿
が
引
い
て
い
る
綱
は
心
の
字
に

繋
が
れ
て
心
を
通
し
て
綱
を
操
っ
て
馬
を
制
御
す
る
。
ま
た
江
戸
版
「
紀
三
井

寺
」
の
挿
絵
で
は
、
心
の
錠
の
滑
車
に
繋
が
っ
た
綱
を
操
り
、
猿
が
馬
を
制
御

で
き
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
猿
が
馬
を
制
御
す
る
理
由
が
、
以
降
の

「
意
馬
心
猿
」
の
「
駒
引
き
猿
」
図
に
影
響
し
た
要
因
で
あ
る
な
ら
、『
紀
三
井

寺
開
基
』
の
内
容
と
演
出
を
考
察
す
べ
き
で
あ
る
。

『
紀
三
井
寺
開
基
』
の
詞
章
と
内
容

　

ま
ず
『
紀
三
井
寺
開
基
』
の
梗
概
を
見
て
み
よ
う
。
平
城
天
皇
の
世
、
花
の

宴
で
、
内
大
臣
光
元
公
の
娘
で
観
音
の
申
子
で
あ
る
誓
い
の
前
の
歌
に
平
城
天

皇
は
恋
焦
が
れ
誓
い
の
前
を
入
内
さ
せ
る
よ
う
に
命
じ
る
。
そ
れ
を
聞
い
た
中

宮
は
、
嫉
妬
の
余
り
誓
い
の
前
を
な
き
も
の
に
す
る
た
め
中
宮
の
母
君
と
共
謀

し
、
乳
母
と
そ
の
弟
の
右
衛
門
尉
に
謀
議
す
る
。
右
衛
門
尉
は
誓
い
の
前
の
愛

宕
詣
に
合
わ
せ
て
潜
伏
し
、
誓
い
の
前
を
奪
っ
て
逃
亡
す
る
（
第
一
）。
難
波

の
浦
か
ら
淡
路
と
紀
伊
と
の
沖
の
島
へ
た
ど
り
着
い
た
の
ち
、
右
衛
門
尉
は
誓

い
の
前
を
殺
そ
う
と
す
る
が
、
太
刀
が
折
れ
、
右
衛
門
尉
は
燃
え
て
灰
と
な
る
。

あ
る
日
誓
い
の
前
が
経
を
読
ん
で
い
る
と
、
粟
島
の
神
が
現
れ
、
誓
い
の
前
を

つ
れ
て
神
島
へ
飛
ん
で
ゆ
く
（
第
二
）。
平
城
天
皇
は
夢
の
中
で
老
僧
か
ら
仏

力
の
駒
を
奉
る
。
平
城
天
皇
が
そ
の
駒
に
乗
る
と
、
駒
は
空
を
飛
び
、
小
島
に

近
づ
く
。
そ
の
時
平
城
天
皇
は
、
駒
か
ら
漁
翁
の
舟
に
飛
び
降
り
、
翁
の
案
内

で
誓
い
の
前
に
出
逢
う
（
第
三
）。
天
皇
の
不
在
で
宮
中
は
大
騒
ぎ
に
な
っ
た

と
こ
ろ
へ
、
浪
人
の
信
夫
の
藤
太
が
出
て
、
観
音
の
お
告
げ
と
持
仏
の
扇
に
現

れ
た
文
字
を
見
せ
る
。
そ
れ
は
「
公
居
」
と
い
う
字
だ
が
、「
き
み
ゐ
」
と
読

む
と
解
き
、
紀
州
の
三
つ
の
井
を
示
す
と
し
て
紀
州
へ
向
か
う
。
紀
州
の
名
草

山
に
平
城
天
皇
と
誓
い
の
前
が
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
天
皇
と
姫
は
還
御
す
る
。

中
宮
の
母
は
誓
い
の
前
の
姿
を
見
る
と
、
殺
そ
う
と
し
て
飛
び
掛
か
る
が
身
悶

え
し
て
死
ん
で
し
ま
う
。
中
宮
は
驚
き
と
嫉
妬
の
あ
ま
り
淡
路
へ
旅
立
つ
（
第

四
）。
本
稿
で
扱
う
第
五
段
に
つ
い
て
は
以
下
、
具
体
的
に
考
察
す
る
。

　

平
城
天
皇
は
老
翁
の
告
げ
に
従
っ
て
名
草
山
に
堂
塔
を
建
立
し
「
紀
三
井
山

金
剛
寺
」
と
呼
ぶ
。
右
大
臣
の
光
元
公
は
高
野
山
に
隠
れ
、
威
光
上
人
と
な
る
。

か
さ
ね
て
の
御
幸
も
あ
っ
て
、
金
剛
寺
の
参
詣
者
が
多
い
。
天
皇
の
御
幸
の
際
、

参
詣
者
の
中
に
薄
絹
で
顔
を
隠
し
た
中
宮
が
紛
れ
込
み
、
恨
み
を
言
う
。
そ
こ

へ
中
宮
の
母
の
亡
魂
（
老
女
の
姿
）
が
現
れ
、
執
念
と
恨
み
に
苦
し
む
。
中
宮

は
そ
れ
を
恐
れ
ず
嘆
き
悲
し
ん
で
い
る
と
、
そ
の
姿
を
威
光
上
人
が
目
に
し
、

一
心
に
祈
願
す
る
と
「
ら
う
ぼ
の
す
が
た
に
よ
い
ほ
う
ぎ
や
う
の
は
し
ら
」
と

成
る
。
つ
ま
り
、
中
宮
の
母
が
柱
（
如
意
宝
形
の
柱
）
に
形
を
変
え
る
の
で
あ

る
。
そ
の
柱
の
上
の
部
分
に
心
と
い
う
文
字
が
つ
き
、
ま
た
そ
の
心
の
文
字
に

錠
（
鎖
）
が
掛
か
る
と
二
方
へ
綱
が
分
か
れ
て
、
一
方
に
は
動
き
出
す
馬
と
、

「
意
馬
心
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と
『
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井
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の
挿
絵

六
一

同志社国文学98号　三校　（高永珍様）　Ａ



他
方
に
は
猿
が
引
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。
詞
章
は
以
下
で
あ
る
。

か
み
に
心
と
い
ふ
も
じ
す
は
り
。
心
に
ぢ
や
う
を
お
ろ
し
か
け
両
方
へ
つ

な
わ
か
れ
。
一
方
に
つ
な
ぎ
馬
か
け
出
ん
け
し
き
を
ば
。
一
方
の
さ
る
引

と
め
て
有⑪

　

こ
れ
を
見
た
中
宮
は
心
の
迷
い
を
述
べ
、
人
間
の
一
心
は
か
よ
う
な
も
の
で

あ
る
と
説
く
。
悪
心
の
馬
が
騒
ご
う
と
す
る
と
善
心
の
猿
が
そ
れ
を
引
き
留
め
、

さ
ら
に
錠
を
か
け
れ
ば
妙
行
潔
白
の
心
に
な
る
。
が
、
執
着
の
雲
に
覆
わ
れ
、

心
の
錠
が
開
き
、
火
の
車
が
出
る
。
輪
廻
の
絆
は
断
ち
切
ら
れ
、
悪
心
の
馬
は

罪
人
の
姿
と
な
り
、
苦
し
め
ば
善
心
の
猿
も
悪
に
ひ
か
れ
て
鬼
（
獄
卒
）
と
な

る
の
で
あ
る
。

あ
く
し
ん
の
こ
ま
か
け
出
ん
と
す
る
を
ぜ
ん
し
ん
の
さ
る
引
と
ゞ
め
。
し

か
も
ぢ
や
う
を
お
ろ
し
か
け
た
り
み
や
う
き
や
う
け
つ
は
く
の
こ
ゝ
ろ
た

れ
ど
も
し
う
じ
や
く
の
く
も
お
ほ
ひ
。
す
ゝ
む
時
は
心
の
ぢ
や
う
。
さ
つ

と
ひ
ら
く
や
ひ
の
く
る
ま
く
る
り
。
〳
〵
と
り
ん
ゑ
の
き
づ
な
は
な
れ
出

る
や
あ
く
し
ん
の
。
馬
は
た
ち
ま
ち
ざ
い
に
ん
の
か
た
ち
と
成
て
く
る
し

め
ば
。
ひ
か
ふ
る
さ
る
の
ぜ
ん
し
ん
も
あ
く
に
ひ
か
れ
て
お
に
と
成

　

責
め
る
も
責
め
ら
れ
る
も
心
次
第
で
、
悪
の
罪
が
起
こ
る
こ
と
を
抑
え
、
た

し
な
む
の
が
心
の
錠
で
あ
る
と
解
き
、
中
宮
は
自
ら
の
嫉
妬
と
悪
念
に
よ
っ
て

母
を
奈
落
へ
落
し
た
が
、
菩
提
心
を
持
つ
の
で
助
け
る
よ
う
嘆
き
な
が
ら
す
が

り
つ
く
。
上
人
は
喜
ん
で
お
経
を
唱
え
る
と
、
罪
人
も
獄
卒
も
元
の
猿
と
馬
と

に
な
っ
た
。
そ
し
て
心
の
錠
が
か
か
る
と
花
が
降
り
、
音
楽
が
流
れ
、
異
香
に

満
ち
、
雲
に
覆
わ
れ
て
心
の
文
字
は
阿
弥
陀
如
来
に
変
わ
り
、
馬
は
観
世
音
菩

薩
に
変
わ
り
、
猿
は
勢
至
菩
薩
に
変
わ
り
三
尊
が
来
迎
す
る
奇
瑞
を
見
せ
た
。

と
な
へ
給
へ
ば
有
が
た
や
ざ
い
に
ん
も
ご
く
そ
つ
も
。
も
と
の
さ
る
と
馬

に
成
有
し
〽
所
へ
立
ち
か
へ
れ
ば
。
心
の
ぢ
や
う
は
し
ツ
と
ゝ
お
り
。
こ

く
う
に
花
ふ
り
を
ん
が
く
聞
へ
ゐ
き
や
う
く
ん
ず
る
折
か
ら
に
。
八
し
き

五
し
き
の
く
も
お
ほ
ひ
心
と
い
ふ
も
じ
し
や
う
じ
ん
の
あ
み
だ
に
よ
ら
い

と
あ
ら
は
れ
給
へ
ば
馬
は
も
と
よ
り
く
は
ん
ぜ
を
ん
。
さ
る
は
せ
い
し
菩

薩
と
け
し
三
ぞ
ん
ら
い
か
う
め
の
ま
へ
に
。

　

五
段
の
内
容
や
詞
章
を
み
れ
ば
、
中
宮
の
母
が
柱
に
な
り
、
そ
の
柱
の
上
の

部
分
に
心
の
字
が
下
り
て
錠
が
掛
か
る
。
錠
か
ら
綱
が
二
方
向
へ
伸
び
、
一
方

に
は
騒
ぐ
馬
（
悪
心
）、
も
う
一
方
に
は
そ
の
馬
を
引
き
留
め
る
猿
（
善
心
）

が
繋
が
れ
て
い
る
。
し
か
し
執
心
が
心
を
覆
う
と
錠
が
開
き
、
そ
こ
か
ら
火
の

車
が
現
れ
、
馬
を
罪
人
に
変
え
、
罪
人
に
苦
し
め
ら
れ
る
猿
も
悪
に
ひ
か
れ
て

鬼
（
獄
卒
）
と
化
す
。
中
宮
は
菩
提
心
を
持
ち
、
苦
し
む
母
の
救
済
を
乞
う
と
、

威
光
上
人
が
お
経
を
唱
え
る
。
す
る
と
罪
人
は
馬
に
、
獄
卒
は
猿
に
変
わ
る
。

そ
こ
か
ら
心
の
錠
が
掛
か
る
と
、
心
の
文
字
は
阿
弥
陀
如
来
、
馬
は
観
世
音
菩

薩
、
猿
は
勢
至
菩
薩
に
変
わ
る
の
で
あ
る⑫
。
江
戸
版
「
紀
三
井
寺
」
も
漢
字
表

記
や
多
少
の
異
同
、
内
容
の
簡
略
化
（
中
宮
の
嘆
き
、
上
人
の
経
を
唱
え
る
箇

所
）
は
見
ら
れ
る
が
、
同
文
で
あ
り
、
同
じ
構
成
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
認

「
意
馬
心
猿
」
図
と
『
紀
三
井
寺
開
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の
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で
き
る
。
以
上
本
作
の
五
段
目
展
開
か
ら
考
え
れ
ば
、
挿
絵
中
の
綱
を
引
く
猿

の
描
写
は
、
悪
心
の
馬
を
猿
が
引
き
止
め
る
た
め
で
、
馬
を
守
護
す
る
神
の
猿⑬

を
引
き
合
わ
せ
て
善
心
が
悪
心
を
引
き
止
め
る
内
容
に
符
合
さ
せ
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
が
挿
絵
の
図
様
に
表
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
馬
の
手
綱
を
引

い
て
馬
を
引
き
止
め
る
猿
の
図
様
と
宝
珠
の
柱
の
図
様
は
、『
紀
三
井
寺
開
帳
』

五
段
の
内
容
に
合
わ
せ
る
た
め
に
必
要
な
描
写
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

『
紀
三
井
寺
開
基
』
の
演
出
と
そ
の
周
辺

　
『
紀
三
井
寺
開
基
』
第
五
段
目
は
、
い
か
な
る
演
出
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

本
作
が
上
演
さ
れ
た
貞
享
五
年
は
、
多
様
な
か
ら
く
り
が
発
展
し
た
時
期
（
延

宝
か
ら
元
禄
ま
で
）
で
も
あ
り
、
仏
教
の
奇
瑞
を
か
ら
く
り
に
よ
っ
て
見
せ
る

こ
と
の
多
か
っ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
出
羽
掾
や
角
太
夫
、
加
賀
掾
は
盛
ん
に

か
ら
く
り
を
取
り
入
れ
て
お
り
、
義
太
夫
も
少
な
か
ら
ず
用
例
を
見
出
せ
る
。

本
作
五
段
目
の
内
容
や
、「
三
重
」
の
節
付
、
挿
絵
の
記
述
に
あ
る
「
大
か
ら

く
り
」「
大
が
ら
く
り
」
か
ら
考
え
れ
ば
、
こ
の
場
面
は
恐
ら
く
か
ら
く
り
演

出
を
用
い
て
上
演
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
の
演
出
、
演
技
、
動
態

が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
証
拠
が
揃
わ
な
け
れ
ば
想
像
の

範
囲
を
出
な
い
。
と
は
い
え
詞
章
を
分
析
し
、
挿
絵
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
関
連

性
の
認
め
ら
れ
そ
う
な
補
足
資
料
を
使
え
ば
、
そ
の
演
出
の
一
端
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。
管
見
の
限
り
、
本
作
五
段
の
演
出
と
同
様
の

か
ら
く
り
の
資
料
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
に
類
似

し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
い
く
つ
か
の
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
を

分
析
す
れ
ば
、
本
作
五
段
目
の
か
ら
く
り
の
動
態
を
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
演

出
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

前
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
本
作
五
段
目
の
演
出
の
展
開
は
、
中
宮
の
母
の

柱
へ
の
変
化
、
そ
の
柱
の
上
部
の
仕
掛
け
（
錠
）、
火
の
車
の
登
場
、
さ
ら
に

心
の
字
の
阿
弥
陀
如
来
へ
変
化
す
る
か
ら
く
り
で
あ
る
。
挿
絵
を
み
て
も
、
柱

の
上
部
に
雲
が
か
か
り
、
阿
弥
陀
如
来
に
変
化
し
た
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
柱
に
つ
な
が
れ
た
二
体
は
馬
と
猿
で
、
一
度
は
罪
人
と
鬼
と
に
変
化
す

る
が
、
そ
の
後
元
の
馬
と
猿
に
戻
り
、
最
後
は
観
世
音
菩
薩
と
勢
至
菩
薩
と
に

な
る
。
そ
し
て
こ
の
二
体
も
阿
弥
陀
如
来
と
同
様
に
雲
に
覆
わ
れ
阿
弥
陀
如
来

の
両
横
に
立
つ
。

　

こ
の
中
宮
の
母
（
人
形
）
が
柱
の
心
の
字
と
錠
に
変
化
し
、
さ
ら
に
そ
れ
が

阿
弥
陀
如
来
（
人
形
）
に
変
化
す
る
か
ら
く
り
に
類
似
し
た
例
と
し
て
、「
六

ど
う
哥
ね
ん
ぶ
つ
」
の
か
ら
く
り
が
あ
る
。『
竹
田
新
か
ら
く
り
』（
早
稲
田
大

学
演
劇
博
物
館
蔵
、
宝
暦
八
年
か
明
和
年
間
）
の
「
六
ど
う
哥
ね
ん
ぶ
つ
」
は
、

大
人
形
の
林
清
法
師
が
心
の
字
に
変
わ
り
、
そ
こ
か
ら
魂
が
移
り
別
の
か
ら
く

り
が
展
開
し
て
、
再
び
心
の
字
に
戻
る
。
そ
う
す
る
と
心
の
字
が
変
化
し
て
元

の
林
清
法
師
の
人
形
に
戻
る
か
ら
く
り
で
あ
る
と
、
山
田
和
人
氏
は
指
摘
し
て

い
る⑭
。
氏
は
こ
の
演
目
が
、
魂
を
象
徴
す
る
「
小
さ
い
玉
」
が
四
つ
の
か
ら
く
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り
台
を
移
動
す
る
「
複
合
統
合
型
」
か
ら
く
り
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
た
。
む
ろ

ん
『
紀
三
井
寺
開
基
』
第
五
段
の
か
ら
く
り
が
復
数
台
の
か
ら
く
り
を
用
い
て

演
出
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
し
か
し
、「
六
ど
う
哥
ね
ん
ぶ
つ
」
の
か
ら

く
り
の
最
初
の
変
化
（
林
清
法
師
↓
心
の
字
）
と
最
後
の
変
化
（
心
の
字
↓
林

清
法
師
）
は
、
中
宮
の
母
の
幽
霊
に
戻
ら
ず
仏
体
に
な
る
と
い
う
違
い
が
あ
る

も
の
の
、『
紀
三
井
寺
開
基
』
第
五
段
の
か
ら
く
り
の
最
初
の
変
化
（
中
宮
の

母
↓
心
の
字
の
柱
）
と
最
後
の
変
化
（
心
の
字
↓
阿
弥
陀
如
来
）
に
類
似
し
て

い
る
と
い
え
る
。
恐
ら
く
一
台
の
か
ら
く
り
台
で
の
上
演
で
、
変
化
す
る
柱
を

真
ん
中
に
据
え
、
両
脇
に
馬
と
猿
の
人
形
の
仕
掛
け
が
置
か
れ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
そ
の
上
、
馬
と
猿
は
、
罪
人
と
鬼
に
変
化
し
、
元
に
戻
っ
て
か
ら
菩

薩
に
変
化
す
る
二
度
変
化
が
行
わ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
別
の
場
面
（
三
段
）

で
は
あ
る
が
、「
紀
三
井
寺
」
の
挿
絵
（【
図
７

】）
に
は
、
馬
が
割
れ
て
仏
体

が
現
れ
る
瞬
間
を
描
い
た
図
様
も
確
認
さ
れ
る
。

　

先
に
述
べ
た
通
り
、
最
後
は
三
尊
来
迎
と
し
て
、
花
が
ふ
り
、
音
楽
が
聞
こ

え
、
香
に
満
ち
、
雲
に
覆
わ
れ
て
三
体
は
同
時
に
阿
弥
陀
如
来
、
観
世
音
菩
薩
、

勢
至
菩
薩
に
変
化
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
三
尊
来
迎
の
演
出
は
、
ほ
か
に

も
同
時
代
の
用
例
が
あ
る
。
近
松
浄
瑠
璃
『
日
親
上
人
徳
行
記
』（
竹
本
義
太

夫
正
本
、
元
禄
初
年
推
定
）
の
第
五
段
目⑮
で
は
、
日
親
上
人
が
説
法
の
際
、
迦

陵
頻
伽
に
な
っ
た
「
の
わ
き
の
前
」
が
現
れ
、
上
人
の
功
力
で
助
け
よ
う
と
す

る
が
、
黒
雲
の
中
か
ら
継
母
と
悪
四
朗
の
亡
魂
の
獅
子
と
象
が
現
れ
る
。
迦
陵

頻
伽
は
獅
子
と
象
か
ら
逃
げ
惑
う
が
、
上
人
が
提
婆
品
を
投
げ
、
経
が
虚
空
を

覆
う
と
迦
陵
頻
伽
は
仏
体
と
な
っ
て
現
れ
、
獅
子
と
象
の
二
獣
は
文
殊
菩
薩
と

普
賢
菩
薩
と
に
な
る
。
そ
し
て
光
を
放
ち
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
の
七
字
が
空

か
ら
降
り
て
終
わ
る
。
ま
た
『
あ
ふ
ひ
の
う
へ
』（
加
賀
掾
正
本
、
元
禄
三
年

八
月
以
前
上
演
）
第
五
段
目⑯
で
は
、
畜
生
道
に
落
ち
た
「
み
や
す
所
」
は
獅
子

と
な
り
、
仏
壇
荘
厳
の
庭
を
駆
け
回
る
。
老
尼
の
回
向
が
あ
る
と
、
不
思
議
に

も
池
に
蓮
華
が
咲
き
、
獅
子
は
そ
の
蓮
華
の
花
に
飛
び
込
み
孕
ま
せ
る
。
ぱ
っ

と
開
く
と
獅
子
は
「
み
や
す
所
」
に
忽
然
と
変
じ
る
。「
成
仏
疑
い
な
し
」
と

の
声
で
花
が
ふ
り
香
に
満
ち
「
み
や
す
所
」
は
紫
磨
黄
金
の
肌
に
な
り
勢
至
菩

薩
と
現
れ
、
老
尼
は
阿
弥
陀
如
来
に
、
仏
壇
に
は
観
世
音
、
三
尊
の
来
迎
で
終

わ
る
。
そ
し
て
『
大
原
問
答
』（
竹
本
義
太
夫
本
、
元
禄
初
年
ご
ろ
）
の
第
五

段
目⑰
で
は
、
熊
谷
が
死
ぬ
と
五
色
の
鬼
が
現
れ
罪
を
咎
め
る
。
熊
谷
が
念
仏
を

唱
え
る
と
鬼
は
「
南
無
阿
弥
陀
」
の
五
字
と
成
り
虚
空
に
光
る
。
熊
谷
の
身
か

【
図
７

】　
「
紀
三
井
寺
」
の
挿
絵
（
五
丁
ウ
）

電子データのため不掲載

「
意
馬
心
猿
」
図
と
『
紀
三
井
寺
開
基
』
の
挿
絵

六
四
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ら
「
仏
」
字
が
さ
し
仏
果
に
到
る
か
と
思
う
と
、
三
菩
薩
が
影
向
し
て
「
九
品

の
浄
土
」
節
事
に
続
く
。
以
上
の
三
例
は
同
か
ら
く
り
で
は
な
い
が
、
演
出
と

し
て
の
仏
体
へ
の
変
化
と
三
尊
来
迎
の
構
成
に
な
っ
て
い
る
類
似
点
は
見
出
せ

る
。

　

な
お
、
近
松
作
『
津
戸
三
郎⑱
』（
竹
本
筑
後
掾
正
本
、
元
禄
二
年
五
月
）
に

お
い
て
も
同
様
の
趣
向
が
見
ら
れ
る
。
本
作
五
段
目
で
は
、
次
信
追
善
で
熊
谷

入
道
と
津
戸
三
郎
が
口
論
に
な
る
が
、
法
然
の
示
す
奇
瑞
に
一
念
発
起
し
切
腹

す
る
も
死
な
な
い
。
切
っ
た
腹
の
中
か
ら
紅
の
玉
が
西
の
空
へ
飛
ぶ
が
再
び
戻

る
。
法
然
が
念
じ
る
と
腹
の
中
か
ら
今
度
は
紫
の
玉
が
現
れ
る
。
法
然
は
紅
の

玉
も
紫
の
玉
も
汝
の
心
次
第
で
善
に
も
な
り
悪
に
も
な
る
と
説
く
。
と
こ
ろ
が

黒
雲
の
闇
か
ら
悪
心
の
魂
が
見
え
紅
の
鬼
（
悪
鬼
）
が
火
車
を
引
く
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
仏
心
を
宿
し
た
津
戸
は
善
心
の
十
念
に
よ
っ
て
往
生
し
玉
が
開
き
阿

弥
陀
如
来
、
悪
鬼
は
二
尊
、
車
は
蓮
華
、
雲
中
か
ら
諸
仏
諸
菩
薩
の
来
迎
で
終

わ
る
。
つ
ま
り
切
腹
し
た
腹
か
ら
二
つ
の
善
悪
の
玉
が
飛
び
出
て
争
い
、
火
の

車
を
押
し
て
争
う
。
善
の
玉
か
ら
十
念
を
唱
え
津
戸
は
往
生
し
玉
は
割
れ
て
阿

弥
陀
如
来
と
な
り
、
悪
の
玉
は
二
尊
と
な
っ
て
諸
仏
の
来
迎
の
か
ら
く
り
で
あ

ろ
う
。

　

以
上
の
よ
考
察
か
ら
、『
紀
三
井
寺
開
基
』
五
段
目
の
内
容
に
合
っ
た
演
出

が
挿
絵
に
描
か
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
全
く
同
様
の
か
ら
く
り
を
見
つ

け
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
類
似
演
出
の
か
ら
く
り
が
確
認
で
き
た
。
先
行
研

究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
元
禄
初
年
頃
の
浄
瑠
璃
界
に
は
仏
教
の
霊
験

譚
を
素
材
と
し
て
か
ら
く
り
の
演
出
が
多
く
行
わ
れ
て
お
り⑲
、『
紀
三
井
寺
開

基
』
第
五
段
目
の
か
ら
く
り
演
出
も
そ
の
流
れ
の
中
で
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。

仏
典
と
西
遊
記
の
影
響

　

は
じ
め
に
で
述
べ
た
、「
意
馬
心
猿
」
図
に
な
ぜ
「
心
の
字
に
錠
（
鎖
）」
が

取
り
入
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
前
掲
の
腮
尾
氏
は
こ

れ
に
つ
い
て
、
引
用
は
重
複
す
る
が
、「
錠
の
方
は
断
ち
物
祈
願
の
絵
馬
に
描

か
れ
る
錠
を
採
り
込
ん
だ
も
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、

「
心
の
錠
」
の
絵
馬
の
方
が
時
代
的
に
後
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
他
の
要

因
は
な
か
っ
た
の
か
疑
問
と
し
て
残
る
。
疑
問
点
の
糸
口
と
し
て
仏
典
に
つ
い

て
調
査
し
て
み
た
。
仏
教
経
典
に
は
「
意
馬
心
猿
」
の
句
は
四
字
熟
語
と
し
て

は
現
れ
ず
、「
意
馬
」
と
「
心
猿
」
と
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
説
か
れ
て
い
る
。

そ
の
場
合
「
心
猿
」
は
、
そ
の
騒
ぐ
心
を
制
御
す
る
と
い
う
意
味
で
「
鎖
」
と

結
び
つ
い
て
説
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
ず
正
保
三
年
（
一
六
四
六
）
に
刊
行

さ
れ
た
『
四
分
律
行
事
鈔
資
持
記
』（
婦
屋
林
甚
右
衛
門
版
、
国
立
国
会
図
書

館
蔵
）
第
十
六
冊
「
下
四
釋
瞻
病
篇
」
に
「
況
濁
世
凡
愚
煩
惱
垢
重
。
心
猿
未

鎖
。
欲
馬
難
調
。
捨
此
他
求
終
無
出
路
。」（
下
線
は
引
用
者
に
拠
る
、
以
下
同

様
。）
と
あ
る
。
ま
た
『
緇
門
警
訓  

第
一
〇
卷
』
唐
修
雅
法
師
聽
誦
法
華
經

歌⑳
に
は
、「
我
昔
心
猿
未
調
伏
。
常
將
金
鎖
虚
拘
束
。
今
日
親
聞
誦
此
經
。
始

「
意
馬
心
猿
」
図
と
『
紀
三
井
寺
開
基
』
の
挿
絵

六
五
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覺
無
物
爲
拳
拳
。」
と
あ
る
。
こ
れ
と
同
文
は
『
指
月
錄
巻
之
七
』
に
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
例
か
ら
も
心
猿
と
鎖
（
錠
）
と
は
関
連
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
仏
典
で
は
「
意
馬
心
猿
」
と
い
う
句
よ
り
、「
心

猿
」
に
「
鎖
（
錠
）」
を
結
び
つ
け
た
表
現
が
常
套
句
と
し
て
使
用
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
以
後
何
か
を
断
ち
切
る
際
の
祈
念
に
用
い
ら
れ
る
絵
馬
に
心
と
錠
が

描
か
れ㉑
、
ま
た「
心
に
錠
を
か
け
る
」と
い
う
成
句
と
し
て
も
現
れ
た
で
あ
ろ
う
。

　

最
後
に
四
大
奇
書
と
し
て
人
気
を
博
し
た
白
話
小
説
『
西
遊
記
』
か
ら
の
影

響
の
可
能
性
を
考
察
す
る
。『
西
遊
記
』
の
最
古
版
本
と
さ
れ
る
萬
歴
二
十
年

（
一
五
九
二
）
金
陵
世
徳
堂
刊
本
、
通
称
「
世
徳
堂
本
」
の
『
新
刻
出
像
官
板

大
字
西
遊
記
』（
天
理
大
学
附
属
図
書
館
蔵
・
日
光
輪
王
寺
宝
物
館
蔵
）
巻
之

四
の
挿
絵
「
唐
三
蔵
路
遇
虎
先
鋒
」（【
図
８

】）
に
は
、
服
装
し
た
孫
悟
空

（
猿
）
が
馬
を
引
い
て
い
る
図
像
が
載
る
。
そ
の
上
、
挿
絵
の
題
や
本
文
に
は
、

孫
悟
空
を
「
心
猿
」、
ま
た
は
「
孫
心
猿
」
と
表
記
し
て
い
る
。
他
に
、
明
末

蘇
州
刊
本
『
李
卓
吾
先
生
批
評
西
遊
記  

一
百
回
』（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文

庫
蔵
）
の
第
十
五
回
の
挿
絵
「
鷹
愁
潤
意
馬
収
韁
」（【
図
９

】）
で
は
、
服
装

し
た
孫
悟
空
が
「
意
馬
」
を
引
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
書
も
孫
悟
空
を
「
心

猿
」
と
「
孫
心
猿
」
と
表
記
す
る
。
そ
の
上
、
第
三
十
回
の
挿
絵
の
題
に
、

「
邪
魔
侵
正
法  

意
馬
憶
心
猿
」
と
あ
る㉒
。
同
時
期
に
『
西
遊
記
』
の
複
数
の

版
本
が
流
布
し
て
お
り
、
共
通
し
た
図
様
や
孫
悟
空
を
「
心
猿
」
と
認
識
し
て

い
た
な
ら
、「
意
馬
心
猿
」
の
表
現
形
式
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

【
図
８

】　
『
新
刻
出
像
官
板
大
字
西
遊
記
』巻
之
四
の
挿
絵

電子データのため不掲載

【
図
９

】　
『
李
卓
吾
先
生
批
評
西
遊
記
』の
第
十
五
回
の
挿
絵

電子データのため不掲載

「
意
馬
心
猿
」
図
と
『
紀
三
井
寺
開
基
』
の
挿
絵

六
六
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お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、『
紀
三
井
寺
開
基
』
五
段
目
の
挿
絵
が
「
意
馬
心
猿
」
図
の
系

統
に
属
し
つ
つ
、
五
段
目
の
内
容
を
表
し
た
「
手
綱
を
引
く
猿
の
意
馬
心
猿

図
」
と
い
う
一
つ
の
表
現
形
式
と
な
り
、
以
降
の
「
意
馬
心
猿
」
の
画
題
に
伝

承
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。「
手
綱
を
引
く
猿
の
意
馬
心
猿
図
」
の
表

現
様
式
は
、
本
作
五
段
目
の
演
出
の
見
せ
場
や
か
ら
く
り
の
視
覚
情
報
に
、
仏

典
や
『
西
遊
記
』
の
影
響
も
が
加
わ
り
、
定
着
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
絵

画
史
に
お
け
る
画
題
や
図
様
を
考
察
す
る
際
、
当
時
の
庶
民
文
化
と
し
て
の
芸

能
を
併
せ
て
考
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
『
紀
三
井
寺
開
基
』
の
挿
絵

や
詞
章
の
分
析
か
ら
考
え
れ
ば
、
本
作
五
段
目
の
か
ら
く
り
演
出
は
、
貞
享
・

元
禄
期
の
芸
能
興
行
史
に
隆
盛
し
た
か
ら
く
り
演
出
の
一
例
（「
三
尊
来
迎
か

ら
く
り
」
や
「
変
身
か
ら
く
り
」）
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

注①　

煩
悩
・
妄
念
が
盛
ん
に
動
い
て
、
心
の
中
の
静
ま
ら
な
い
さ
ま
を
、
奔
馬
・
野
猿

の
動
転
狂
躁
す
る
の
に
喩
え
て
い
う
。
中
村
元
著
『
広
説
佛
教
語
大
辞
典
上
巻
』

（
東
京
書
籍
、
二
〇
〇
一
）。

②　
『
絵
本
宝
鑑
』（
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
）
巻
二
の
第
三
十
二
。

③　

腮
尾
尚
子
「
仏
教
的
教
訓
語
の
絵
画
化

―
「
意
馬
心
猿
」
の
例

―
」（『
国
文

学  

解
釈
と
鑑
賞
』
７

４

（
５

）、
二
〇
〇
九
年
五
月
）。
な
お
、
鈴
木
堅
弘
「
春
画

と
挿
絵

―
浮
世
絵
春
画
に
お
け
る
借
用
表
現
に
つ
い
て

―
」（
国
際
日
本
文
化

研
究
セ
ン
タ
ー
『
日
本
研
究
』
第
４

４

集
、
二
〇
一
一
年
一
〇
月
）
に
は
「
意
馬
心

猿
」
の
表
現
形
式
が
春
画
に
借
用
さ
れ
た
例
を
紹
介
す
る
。

④　

筒
井
功
『
猿
ま
わ
し  

被
差
別
の
民
俗
学
』（
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
三
）
の

１

２

９

ペ
ー
ジ
。

⑤　

古
浄
瑠
璃
正
本
集
刊
行
会
編
『
古
浄
瑠
璃
正
本
集
加
賀
掾
編
』
第
三
（
大
学
堂
出

版
、
一
九
九
〇
）。

⑥　

前
掲
の
腮
尾
論
文
の
注
③
の
５

３

ペ
ー
ジ
。

⑦　
『
江
戸
時
代
女
性
文
庫
９

』（
大
空
社
、
一
九
九
四
）
よ
り
転
載
。

⑧　
『
往
来
物
大
系
』
６

７

巻
（
大
空
社
、
一
九
九
三
）
よ
り
転
載
。

⑨　
『
鈴
木
春
信
絵
本
全
集
』
影
印
編
２

（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
三
）
よ
り
転
載
。

⑩　

川
端
咲
子
「
古
浄
瑠
璃
〔
紀
三
井
寺
き
み
い
で
ら
の
ゆ
ら
ひ
せ
ん
あ
く
げ
ん
ざ
い

ぢ
ご
く
〕（
六
段
本
）
解
題
と
翻
刻
」（『
神
女
大
国
文
』（
２

４

）、
二
〇
一
三
年
三

月
）。

⑪　
『
紀
三
井
寺
開
基
』
の
本
文
引
用
は
、
前
掲
の
『
古
浄
瑠
璃
正
本
集
加
賀
掾
編
』

第
三
に
よ
る
。
ル
ビ
、
節
章
は
省
略
し
た
。

⑫　

三
尊
（
諸
仏
諸
菩
薩
）
来
迎
と
心
の
字
、
そ
れ
ら
が
地
獄
と
結
び
つ
い
て
連
想
さ

れ
、
図
様
に
表
現
さ
れ
た
仏
教
絵
画
の
存
在
も
確
認
で
き
た
の
で
付
言
し
て
お
く
。

江
戸
時
代
多
く
描
か
れ
た
「
熊
野
観
心
十
界
曼
荼
羅
」（
大
蔵
寺
蔵
）
な
ど
が
挙
げ

ら
れ
る
。

⑬　
『
簠
簋
内
伝
』
巻
二
の
二
の
十
二
支
之
事
に
「
申
、
猿
也
。
金
妙
。
本
地
得
大
勢
、

頞
底
羅
大
将
。
此
日
神
祭
り
・
廐
造
・
牛
馬
商
売
等
吉
。」
と
あ
る
。『
簠
簋
内
伝
』

は
、
中
村
璋
八
著
『
日
本
陰
陽
道
書
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
一
九
八
五
）
か
ら
引

用
し
た
。

⑭　

山
田
和
人
「
か
ら
く
り
の
伝
承
世
界

―
「
六
ど
う
哥
ね
ん
ぶ
つ
」
を
中
心
に

―
」（『
講
座
日
本
の
伝
承
文
学
第
六
巻  

芸
能
伝
承
の
世
界
』（
三
弥
井
書
店
、

一
九
九
九
）。『
竹
田
か
ら
く
り
の
研
究
』（
お
う
ふ
う
、
二
〇
一
七
）
に
所
収
。

「
意
馬
心
猿
」
図
と
『
紀
三
井
寺
開
基
』
の
挿
絵

六
七
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⑮　

近
松
全
集
刊
行
会
編
纂
『
近
松
全
集
』
十
三
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
）。

⑯　

古
浄
瑠
璃
正
本
集
刊
行
会
編
『
古
浄
瑠
璃
正
本
集
加
賀
掾
編
』
第
三
（
大
学
堂
出

版
、
一
九
九
〇
）。

⑰　

近
松
全
集
刊
行
会
編
纂
『
近
松
全
集
』
十
三
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
）。

⑱　

近
松
全
集
刊
行
会
編
纂
『
近
松
全
集
』
一
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
）。

⑲　

林
久
美
子
「
古
浄
瑠
璃
の
新
風

―
加
賀
掾
」
と
和
田
修
「
山
本
角
太
夫
」『
岩

波
講
座  

歌
舞
伎
・
文
楽  

第
７

巻  

浄
瑠
璃
の
誕
生
と
古
浄
瑠
璃
』（
岩
波
書
店
、

一
九
九
八
）。

⑳　
『
大
正
新
修
大
藏
經  

第
四
十
八
冊
』（
大
正
一
切
經
刊
行
會
、
一
九
二
八
）。

㉑　

信
多
純
一
『
祈
り
の
文
化
：
大
津
絵
模
様
・
絵
馬
模
様
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇

〇
九
）。

㉒　

滝
本
弘
之
編
『
中
国
古
典
文
学
挿
絵
集
成
（
二
）  

西
遊
記
』（
遊
子
館
、
二
〇
〇

〇
）
よ
り
転
載
。

〔
付
記
〕　

本
稿
は
、
二
〇
一
八
年
度
絵
入
本
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
Ⅺ
（
於  

韓
国
明
治
大

学
校
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
に
基
づ
く
も
の
で
す
。
発
表
、
論
文
化
に
あ
た
り
、

ご
教
示
く
だ
さ
っ
た
先
生
方
、
な
ら
び
に
資
料
の
閲
覧
、
写
真
掲
載
を
ご
快
諾

い
た
だ
い
た
神
戸
女
子
大
学
古
典
芸
能
研
究
セ
ン
タ
ー
に
は
、
記
し
て
深
謝
申

し
上
げ
ま
す
。

「
意
馬
心
猿
」
図
と
『
紀
三
井
寺
開
基
』
の
挿
絵

六
八
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