
『
封
神
演
義
』
の
成
立

『
西
遊
記
』
所
収
詩
詞
と
の
比
較
よ
り
見
た

荒

木

猛

は

じ

め

に

『
西
遊
記
』
も
『
封
神
演
義
』
も
、
と
も
に
神
怪
小
説
で
あ
る
。
こ
の
両
小
説

を
通
読
し
て
み
る
と
、
ど
ち
ら
に
も
ナ
タ

と
か
二
郎
神
と
か
と
い
う
神
仙
が
登
場

す
る
し
、
作
中
に
使
わ
れ
て
い
る
詩
詞
に
も
、
よ
く
似
た
も
の
の
使
わ
れ
て
い
る

こ
と
が
相
当
見
ら
れ
る
。
で
は
、『
西
遊
記
』
と
『
封
神
演
義
』
の
ど
ち
ら
が
早

く
成
立
し
、
ど
ち
ら
に
そ
の
影
響
を
与
え
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
『
西
遊
記
』
だ
が
、
現
存
す
る
最
古
の
刊
本
は
、
日
本
内
閣
文
庫
に
蔵
さ

れ
て
い
る
万
暦
二
十
年
（
一
五
九
二
）
刊
行
の
世
徳
堂
本
で
あ
る
。
従
っ
て
遅
く

と
も
こ
の
万
暦
二
十
年
ま
で
に
は
『
西
遊
記
』
は
成
立
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で

あ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
れ
に
対
し
て
、『
封
神
演
義
』
の
成
立
は
い
つ
な
の
か
、
こ
れ
ま

で
研
究
者
に
よ
っ
て
様
々
な
説
が
唱
え
ら
れ
て
き
て
い
て
、
こ
の
小
説
が
『
西
遊

記
』
よ
り
前
に
成
立
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
後
に
成
立
し
た
の
か
は
っ
き
り
し
て

い
な
い
の
で
あ
る
。

小
論
は
、『
西
遊
記
』
と
『
封
神
演
義
』
に
共
通
す
る
詩
詞
を
比
較
検
討
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
両
作
品
の
成
立
の
前
後
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。

明
代
に
現
れ
た
神
怪
小
説
の
代
表
作
に
、『
西
遊
記
』
と
『
封
神
演
義
』

が
あ
る
。
こ
の
両
作
品
は
い
ろ
ん
な
点
で
類
似
す
る
が
、
中
で
も
注
目
さ
れ

る
の
は
、
作
中
に
挿
入
さ
れ
た
詩
詞
に
共
通
す
る
も
の
が
少
な
か
ら
ず
見
ら

れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
い
ず
れ
か
が
原
作
で
、
い
ず
れ
か
が
そ

れ
を
借
用
し
た
為
と
考
え
ら
れ
る
。

拙
論
で
は
、
ス
ト
ー
リ
ィ
の
展
開
の
中
で
、
挿
入
さ
れ
た
当
該
詩
詞
の
妥

当
性
を
検
討
し
た
結
果
、『
西
遊
記
』
中
の
詩
詞
が
原
作
で
、『
封
神
演
義
』

の
そ
れ
は
そ
れ
を
借
用
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
結
論
に
達
し
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド

神
怪
小
説
・『
西
遊
記
』・『
封
神
演
義
』
成
立
時
代

〔
抄

録
〕

四
三

佛
教
大
学

文
学
部
論
集

第
一
〇
二
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）



尚
、
小
説
成
立
の
時
期
の
考
察
に
は
、
当
然
小
説
作
者
や
出
版
元
の
考
察
は
必

要
で
は
あ
る
が
、
本
論
中
で
も
触
れ
る
通
り
、
本
考
で
は
敢
て
こ
れ
ら
の
考
察
は

研
究
範
囲
に
含
め
な
い
こ
と
と
し
た
。

結
論
か
ら
言
え
ば
、
小
論
で
は
、『
封
神
演
義
』
の
成
立
は
、
恐
ら
く
『
西
遊

記
』
成
立
の
後
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
、

『
封
神
演
義
』
の
成
立
は
、『
西
遊
記
』
の
そ
れ
よ
り
も
早
く
、『
西
遊
記
』
に

は
『
封
神
演
義
』
か
ら
受
け
た
と
見
ら
れ
る
影
響
が
あ
る
と
唱
え
た
の
が
柳
存
仁

氏１
）

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
説
は
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。

柳
説
の
当
否
を
し
ば
ら
く
お
く
と
し
て
、『
西
遊
記
』
と
『
封
神
演
義
』
の
成

立
の
前
後
を
知
る
手
立
て
と
し
て
何
が
あ
る
か
を
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
第
一
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
両
作
品
の
作
者
が
判
れ
ば
、
そ
の
成
立

の
前
後
も
、
あ
る
程
度
わ
か
る
だ
ろ
う
と
い
う
も
の
だ
が
、
実
の
と
こ
ろ
こ
の
両

作
品
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
種
々
論
ぜ
ら
れ
て
き
て
い
る
が
、
と
も
に
定
説
を
見
る

に
至
っ
て
い
な
い
。

た
と
え
ば
『
西
遊
記
』
は
、
魯
迅
の
『
中
国
小
説
史
略
』
や
胡
適
の
「
西
遊
記

考
証
」
以
来
、
い
ま
だ
に
本
国
中
国
で
は
呉
承
恩
作
者
説
が
盛
ん
で
あ
る
が
、
そ

の
唯
一
の
根
拠
が
、『
天
啓
淮
安
府
志
』
巻
十
九
に
呉
承
恩
と
い
う
人
の
著
作
物

と
し
て
、『
射
陽
集
』『
春
秋
列
伝
序
』
と
並
ん
で
『
西
遊
記
』
の
三
字
が
見
え
る

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、『
明
史
』
芸
文
志
の
基
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
黄
虞
稷
の

『
千
頃
堂
書
目
』
巻
八
に
は
、
地
理
類
の
書
と
し
て
こ
の
呉
承
恩
の
『
西
遊
記
』

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
呉
承
恩
が
西
方
の
ど
こ
か
に
旅
行
し
た

時
の
紀
行
文
と
考
え
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
と
て
も
現
存
す
る
小
説
『
西
遊
記
』
と

同
一
の
書
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

も
し
小
説
『
西
遊
記
』
の
作
者
が
呉
承
恩
で
な
い
と
す
れ
ば
、
現
在
の
と
こ
ろ

こ
の
小
説
の
作
者
は
不
明
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

一
方
『
封
神
演
義
』
の
作
者
は
と
言
え
ば
、
ま
ず
李
光
璧
「
封
神
演
義
考
証
」

や
柳
存
仁
「
封
神
演
義
作
者
陸
西
星
」
以
来
、
明
の
道
士
の
陸
西
星
が
作
者
で
あ

る
と
い
う
説
が
あ
っ
て
、
そ
の
根
拠
は
、
清
無
名
氏
の
『
伝
奇
滙
考
』（
現
存
の

『
曲
海
総
目
提
要
』
巻
三
十
九
）
の
「
順
天
時
」
と
い
う
伝
奇
に
つ
い
て
述
べ
た

部
分
に
、「
按
ず
る
に
『
封
神
伝
』
は
、
元
の
道
士
陸
長
庚
の
作
で
あ
る
が
、
確

か
か
ど
う
か
分
ら
な
い
」
と
あ
る
に
依
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
元﹅
の
道
士
は
明﹅
の

道
士
の
誤
り
で
、
陸
長
庚
の
長
庚
は
字
で
、
本
名
は
陸
西
星
、
号
は
方
壺
外
史
。

興
化
（
揚
州
）
の
人
だ
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
た
。

こ
れ
と
は
別
に
、
許
仲
琳
作
者
説
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
我
が
国
内

閣
文
庫
に
蔵
す
る
明
刊
本
『
封
神
演
義
』（
舒
載
陽
刊
本
）
の
第
二
巻
巻
頭
に
、

「
鐘
山
逸
叟
許
仲
琳
編
輯
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
で
、
こ
の
許
仲
琳
も
『
封
神
演

義
』
の
作
者
の
候
補
の
一
人
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

更
に
、
許
仲
琳
原
作
・
李
雲

改
定
説
な
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
先
に
挙

げ
た
舒
載
陽
刊
『
封
神
演
義
』
の
巻
首
に
李
雲

の
序
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
「
余

友
舒
冲

自
楚
中
重
資
購
有
鐘
伯
敬
先
生
批
閲
『
封
神
』
一
冊
、
尚
未
竟
其
業
、

乃
托
余
終
其
事
。
余
不
愧
続
貂
、

其
荒
謬
、
去
其
鄙
俚
云
々
」（
私
の
友
人
の

舒
冲

が
楚
よ
り
大
枚
を
は
た
い
て
鐘
伯
敬
先
生
批
閲
の
『
封
神
』
一
冊
を
買
っ

て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
未
完
成
の
作
品
だ
っ
た
の
で
、
彼
は
私
に
そ
の
完
成
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を
依
頼
し
た
。
私
は
自
分
が
筆
を
継
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
原
作
を
損
い
か
ね
な
い
と

思
っ
た
が
、
自
ら
の
不
才
を
愧
じ
る
こ
と
な
く
、
原
作
の
う
ち
の
で
た
ら
め
な
所

や
下
品
な
箇
所
を

っ
て
、
云
々
）
と
あ
る
に
よ
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
言
う
舒
冲

と
は
、
蘇
州
金

で
こ
の
『
封
神
演
義
』
を
出
版
し
た
出

版
元
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
鐘
伯
敬
と
は
、
明
末
の
竟
陵
派
詩
文
の
リ
ー
ダ
ー
の

鐘
惺
の
こ
と
で
あ
る
。
孫
楷
第
氏
は
、『
日
本
東
京
所
見
小
説
書
目
』（
一
九
三
二

年
）
で
、
舒
冲

が
楚
よ
り
こ
の
小
説
を
購
入
し
て
き
た
と
序
で
言
う
の
は
、
鐘

惺
が
竟
陵
つ
ま
り
楚
の
人
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
、
し
か
し
、
ど
う
や
ら
作
者
は

こ
の
序
を
書
い
た
李
雲

だ
ろ
う
と
し
、
こ
こ
で
は
許
仲
琳
原
作
・
李
雲

改
定

で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
翌
年
に
出
版
さ
れ
た
同
氏
の
名

著
『
中
国
通
俗
小
説
書
目
』
巻
五
〞
封
神
演
義
〝
の
条
で
は
、
先
に
示
し
た
『
伝

奇
滙
考
』
の
記
事
を
示
し
た
上
で
、
陸
西
星
作
と
い
う
こ
と
も
大
い
に
考
え
ら
れ

る
と
し
て
、
孫
氏
の
考
え
が
ゆ
れ
て
い
る
。

以
上
、
少
々
長
々
と
『
封
神
演
義
』
の
作
者
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
現
在

ま
で
の
所
、
陸
西
星
に
し
ろ
、
許
仲
琳
に
し
ろ
、
更
に
李
雲

に
し
ろ
、
未
だ
彼

等
の
生
涯
を
知
る
手
懸
り
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、『
封
神
演
義
』
の
作
者
は
、
彼
等

の
う
ち
の
誰
か
か
、
そ
れ
と
も
別
の
人
な
の
か
も
判
ら
な
い
の
で
あ
る
。

小
説
の
作
者
か
ら
こ
の
両
小
説
の
成
立
の
前
後
を
推
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ

れ
ば
、
次
に
考
え
ら
れ
る
手
立
て
と
し
て
は
、
現
存
本
の
う
ち
の
一
番
早
く
出
版

さ
れ
た
版
本
の
出
版
年
を
考
察
す
る
方
法
が
あ
ろ
う
。

ま
ず
『
西
遊
記
』
の
最
存
最
古
の
版
本
は
、
す
で
に
述
べ
た
内
閣
文
庫
蔵
の
世

徳
堂
本
で
、
こ
れ
に
は
万
暦
壬
辰
（
二
十
年
）
の
序
が
あ
る
。
よ
っ
て
遅
く
と
も

こ
の
万
暦
二
十
年
ま
で
に
は
、『
西
遊
記
』
が
成
立
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

で
は
『
封
神
演
義
』
は
ど
う
か
。
や
は
り
内
閣
文
庫
に
現
存
最
古
の
舒
載
陽
明

刊
本
が
あ
る
が
、
残
念
な
こ
と
に
、
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
李
雲

の
序
に
は
何
年

に
書
か
れ
た
も
の
か
記
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
か
っ
て
孫
楷
第
氏
は
、
同
じ
内
閣

文
庫
に
万
暦
庚
申
（
四
十
七
年
）
武
林
（
杭
州
の
旧
称
）
の
蔵
珠
館
か
ら
出
版
さ

れ
た
小
説
『
唐
伝
演
義
』
に
も
書
林
舒
載
陽
梓
と
書
か
れ
て
あ
る
こ
と
を
発
見
さ

れ
、
こ
の
こ
と
か
ら
『
封
神
演
義
』
も
こ
の
『
唐
伝
演
義
』
と
同
じ
万
暦
末
年
頃

に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
た２

）

。
も
し
こ
の
推
定
が
的
を
得
て
い

る
な
ら
、『
封
神
演
義
』
は
遅
く
と
も
万
暦
末
年
ま
で
に
は
成
立
し
て
い
た
こ
と

に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
柳
存
仁
氏
の
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
、『
封
神
演
義
』
が

『
西
遊
記
』
よ
り
先
に
成
立
し
た
と
し
た
ら
、『
封
神
演
義
』
は
世
徳
堂
刊
『
西

遊
記
』
が
出
版
さ
れ
た
万
暦
二
十
年
よ
り
前
に
出
版
さ
れ
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
現
在
ま
で
の
所
そ
の
よ
う
な
版
本
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。

さ
て
、
い
か
な
る
小
説
も
忽
然
と
し
て
出
現
す
る
事
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の

『
封
神
演
義
』
も
こ
れ
ま
で
、
中
国
古
来
の
民
間
信
仰
の
物
語
と
か
、
先
行
の

様
々
な
小
説
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
中
で
も
『
封
神
演

義
』
が
基
づ
い
た
で
あ
ろ
う
先
行
小
説
と
し
て
現
在
ま
で
判
明
し
て
い
る
の
は
、

元
刊
全
相
平
話
五
種
の
う
ち
の
一
つ
の
「
武
王
伐

平
話
」
と
、
余
象
斗
刊
『
春

秋
列
国
志
伝
』
巻
一
の
両
種
が
あ
る
。
柳
存
仁
氏
も
『
封
神
演
義
』
に
先
行
す
る

小
説
と
し
て
『
春
秋
列
国
志
伝
』
を
認
め
て
お
ら
れ
る３

）

。
で
は
こ
の
余
象
斗
編

『
春
秋
列
国
志
伝
』
は
い
つ
刊
行
さ
れ
た
か
と
言
え
ば
、
名
古
屋
の
蓬
左
文
庫
に

そ
の
巻
頭
に
万
暦
丙
午
（
三
十
四
年
）
の
余
象
斗
の
序
の
あ
る
三
台
館
刊
本
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
当
該
本
は
こ
の
年
に
刊
行
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
当
該
本
は

ま
た
重
刊
と
銘
打
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
年
以
前
に
刊
行
さ
れ
た
原
刊
本
が
あ
っ
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た
と
思
わ
れ
る
も
の
の
、
ま
だ
そ
の
原
刊
本
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
も
し
柳
氏

の
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
、『
封
神
演
義
』
が
『
西
遊
記
』
よ
り
早
く
成
立
し
て
い

た
と
し
た
な
ら
ば
、『
封
神
演
義
』
の
作
者
が
参
照
し
た
と
思
し
い
『
春
秋
列
国

志
伝
』
も
、
遅
く
と
も
世
徳
堂
刊
『
西
遊
記
』
が
登
場
し
た
万
暦
二
十
年
以
前
に

出
現
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
勿
論
、
今
は
散
佚
し
て
し
ま
っ

た
が
万
暦
二
十
年
以
前
の
古
い
『
春
秋
列
国
志
伝
』
の
刊
本
が
あ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
が
、
常
識
的
に
考
え
て
、
柳
氏
の
説
に
は
大
部
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

で
は
、『
西
遊
記
』
と
『
封
神
演
義
』
の
成
立
の
前
後
を
考
え
る
手
立
て
は
、

果
し
て
以
上
の
他
に
無
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
、
こ
れ
は
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ

れ
て
き
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、『
西
遊
記
』
に
は
『
封
神
演
義
』
に
共
通
し
て
用

い
ら
れ
て
い
る
詩
詞
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ど
ち
ら
か
が
原

作
に
付
け
ら
れ
た
も
の
で
、
別
の
ど
ち
ら
か
が
そ
れ
を
借
用
し
た
も
の
と
考
え
る

の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
成
立
の
早
い
原
作
に
付
け
ら
れ
た
詩
詞
の

場
合
は
、
そ
の
挿
入
の
さ
れ
方
が
自
然
で
あ
り
、
対
す
る
後
発
の
小
説
に
お
け
る

詩
詞
の
場
合
は
、
ど
う
し
て
も
そ
の
挿
入
の
さ
れ
方
に
不
自
然
さ
が
見
ら
れ
る
こ

と
が
予
想
さ
れ
る
。

実
は
、
既
に
こ
の
方
法
に
よ
る
こ
の
両
小
説
の
成
立
の
前
後
を
考
察
さ
れ
た
先

行
論
文
が
あ
る
。
そ
れ
が
徐
朔
方
氏
の
「
論
『
封
神
演
義
』
的
成
書
」
と
「
再
論

『
水
滸
伝
』
和
『
金
瓶
梅
』
不
是
個
人
創
作４

）

」
で
あ
る
。
本
小
考
も
、
こ
の
徐
氏

の
方
法
を
踏
襲
す
る
が
、
結
論
が
若
干
異
な
る
の
で
、
今
回
特
に
い
さ
さ
か
私
見

を
発
表
す
る
こ
と
と
し
た
。

二
、

徐
朔
方
氏
は
、
ま
ず
『
西
遊
記
』
と
『
封
神
演
義
』
に
共
通
す
る
詩
詞
を
二
十

例
挙
げ
ら
れ
、
種
々
検
討
さ
れ
た
結
果
、『
西
遊
記
』
の
方
が
原
作
と
み
ら
れ
る

例
も
あ
る
一
方
、
逆
に
『
封
神
演
義
』
の
方
が
原
作
と
思
わ
れ
る
例
も
あ
る
と
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
若
干
例
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
結
論
と
し
て
は
、
成
立
の
早
い
作

品
の
出
現
と
流
伝
が
か
な
ら
ず
し
も
成
立
の
遅
い
作
品
の
そ
れ
と
は
限
ら
ず
、
そ

の
逆
の
可
能
性
も
あ
る
の
で
、『
西
遊
記
』
と
『
封
神
演
義
』
の
う
ち
、
ど
ち
ら

が
早
く
ど
ち
ら
が
遅
く
成
立
し
た
と
は
決
め
ら
れ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

同
氏
の
主
張
は
、
四
大
奇
書
を
始
め
と
す
る
明
代
の
小
説
の
大
半
に
個
人
創
作

と
言
え
る
も
の
は
な
く
、
そ
の
小
説
が
出
版
さ
れ
世
に
登
場
す
る
ま
で
に
は
、
無

数
無
名
の
人
々
の
手
を
経
て
出
来
あ
が
っ
て
い
る
も
の
で
、
最
終
的
に
そ
の
作
品

を
書
き
整
え
た
人
間
（
こ
れ
を
、
氏
は
〞
写
定
者
〝
と
称
し
て
お
ら
れ
る
）
の
存

在
は
想
定
で
き
る
も
の
の
、
そ
の
人
物
を
作
者
と
は
言
い
が
た
い
と
の
こ
と
。
従

っ
て
、
こ
れ
ら
明
代
の
小
説
は
出
版
に
至
る
ま
で
幾
多
の
人
の
手
を
経
る
間
に
、

様
々
な
小
説
間
で
互
い
に
影
響
し
あ
っ
て
い
る
こ
と
も
考
え
る
ら
れ
る
の
で
、
こ

の
点
か
ら
も
、『
西
遊
記
』
と
『
封
神
演
義
』
の
成
立
の
前
後
を
考
え
る
こ
と
自

体
あ
ま
り
意
味
が
な
い
と
さ
れ
る
。

確
か
に
徐
氏
の
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
、
四
大
奇
書
の
う
ち
で
も
比
較
的
早
く
成

立
し
た
『
三
国
志
演
義
』
や
『
水
滸
伝
』
は
、
他
の
小
説
に
大
な
り
小
な
り
様
々

な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
或
い
は
与
え
あ
っ
て
い
る
こ
と
を
否
定
す
る
つ
も
り
は

な
い
が
、
し
か
し
、
あ
ま
り
こ
の
点
の
み
を
強
調
し
す
ぎ
る
の
も
い
か
が
か
と
思

わ
れ
る
。
例
え
ば
『
金
瓶
梅
』
の
ご
と
き
は
、『
水
滸
伝
』
中
の
武
松
・

金
蓬
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物
語
に
着
想
を
得
て
全
体
百
回
の
作
品
に
ま
と
め
あ
げ
た
個
人
を
想
定
す
べ
き
で

あ
っ
て
、
明
代
の
小
説
な
ら
す
べ
て
個
人
創
作
で
な
い
と
す
る
の
は
い
か
が
か
と

思
わ
れ
る
。

徐
氏
が
挙
げ
ら
れ
た
『
西
遊
記
』
と
『
封
神
演
義
』
に
共
通
す
る
詩
詞
は５

）

、
以

下
の
通
り
で
あ
る
。
尚
、
詩
詞
の
表
記
は
、
冒
頭
の
一
句
の
み
を
表
記
す
る
。

（

）
は
、『
封
神
演
義
』
で
冒
頭
句
が
異
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
ま
た
、
◯西
は

『
西
遊
記
』
の
略
、
◯封
は
『
封
神
演
義
』
の
略
で
あ
る
。
以
下
同
じ
。

私
は
以
上
に
加
え
て
、
以
下
の
16
例
を
挙
げ
た
い
。

次
に
、
以
上
の
36
例
に
つ
い
て
、
個
々
の
詩
詞
の
文
句
や
そ
の
挿
入
の
さ
れ
方

を
検
討
し
て
み
た
い
。

と
こ
ろ
で
実
際
に
検
討
し
て
み
る
と
、
両
作
品
の
詩
詞
が
大
同
小
異
で
あ
ま
り

違
い
が
な
か
っ
た
り
、
ま
た
、
作
中
の
筋
立
に
添
う
よ
う
微
妙
か
つ
巧
妙
に
手
を

加
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
正
直
言
っ
て
今
回
ど
ち
ら
が
原
作
で
ど
ち
ら

が
そ
れ
を
借
用
し
た
も
の
か
、
判
断
に
苦
し
む
例
は
少
な
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

そ
う
し
た
判
断
し
に
く
い
中
で
も
、
借
用
さ
れ
た
詩
詞
に
は
、
そ
れ
な
り
の
特
徴

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
第
一
は
、
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
詩

詩
詞
の
冒
頭
句

◯西
の
回
数

◯封
の
回
数

１

勢
鎮
汪
洋

１
回

43
回

２

千
峰
排
戟

〃

38
回

３

観
棋

〃

23
回
（
登
山
過
嶺
）

４

烟
霧
散
彩

〃

37
回

５

黒
烟
漠
々

16
回

64
回

６

烟
霞
渺
々

17
回

49
回
（
烟
霞

々
）

７

竹
籬
密
々

18
回

52
回

８

揚
塵
播
土

28
回

58
回

９

山
頂
嵯
峨
摩
斗
柄

36
回

55
回

10

瀟
々

々

41
回

64
回

11

重
衾
暖
気

48
回

88
回

12

雲
密
布

〃

89
回

13

嵯
峨
矗
々

50
回

45
回

14

頂
巓
松
柏
接
雲
青

56
回

59
回

15

珍
楼
宝
座

65
回

63
回
（
珍
楼
玉
閣
）

16

巨
鎮
東
南

66
回

58
回

17

沖
天
占
地

70
回

63
回

18

那
山
真
好
山

85
回

61
回

19

削
峯
掩
映

86
回

62
回
（
高
峰
掩
映
）

20

頂
摩

漢
中

98
回

65
回
（
頂
摩

漢
）

詩
詞
の
冒
頭
句

◯西
の
回
数

◯封
の
回
数

21

大
覚
金
仙
没
垢
姿

１
回

61
回

22

初
登
上
界

４
回

12
回

23

一
天
瑞
靄
光
瑤
曵

５
回

45
回

24

混
元
体
正
合
先
天

７
回

78
回

25

大
仙
赤
脚
棗
梨
香

〃

〃

26

烟
籠
鳳
闕

10
回

85
回

27

烟
波
蕩
々

28
回

66
回

28

巍
々
峻
令

32
回

52
回

29

湘
々
瀟
々
飛
落
葉

37
回

54
回

30

炎
々
烈
々
盈
空
燎

41
回

71
回

31

根
源
出
処
号

泥

42
回

83
回

32

洋
々
光
浸
月

47
回

88
回

33

雲
迷
世
界

61
回

76
回

34

々
綠
陰
密

84
回

62
回

35

清
和
天
気
爽

96
回

85
回

36

功
満
行
完
宜
沐
浴

98
回

71
回
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詞
が
挿
入
さ
れ
た
場
面
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
内
容
を
有
す
る
も
の
。
第
二
は
、
巧

妙
に
そ
の
場
面
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
変
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
恐
ら
く
そ
の

小
説
の
編
著
者
の
ミ
ス
で
あ
ろ
う
が
、
原
作
中
に
用
い
ら
れ
た
詩
（
詞
）
句
を
う

っ
か
り
そ
の
ま
ま
残
し
、
そ
の
為
に
そ
の
詩
詞
が
そ
の
作
品
の
筋
立
て
と
合
わ
ず
、

結
果
不
自
然
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
も
の
、
で
あ
る
。

三
、

筆
者
の
結
論
は
、『
西
遊
記
』
の
方
が
原
作
で
、『
封
神
演
義
』
の
成
立
は
そ
れ

よ
り
遅
く
、
作
中
の
詩
詞
の
一
部
は
『
西
遊
記
』
か
ら
借
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ

う
と
す
る
も
の
な
の
で
、
次
に
ま
ず
、
徐
朔
方
氏
が
、『
封
神
演
義
』
の
方
が
原

作
で
、『
西
遊
記
』
の
そ
れ
は
借
用
で
は
な
い
か
と
さ
れ
た
例
に
つ
い
て
検
討
し

て
み
た
い
。

そ
れ
は
、
以
下
の
三
例
で
あ
る
。

一
、
６
番
の
「
烟
霞
渺
々
」
の
詞

『
西
遊
記
』
で
は
、
こ
の
回
で
三
蔵
の
袈
裟
が
黒
風
山
の
妖
怪
（
正
体
は
熊
羆

の
化
け
も
の
）
に
よ
っ
て
盗
ま
れ
る
が
、
こ
の
詞
は
、
そ
の
妖
怪
の
住
む
洞
府
を

描
く
も
の
で
、
原
文６

）

は
次
の
通
り
。

烟
霞
渺
々
、
松
栢
森
々
。
烟
霞
渺
々
釆
盈
門
、
松
栢
森
々
青
遶
戸
。
橋
踏

枯

木
、
峯
巓
繞

蘿
。
鳥

紅
蕊
来
雲

、
鹿
践
芳
叢
上
石
台
。
那
門
前

時
催
花
発
、
風
送
花
香
。
臨
堤
緑
柳
転
黄

、
傍
岸
夭
桃
翻
粉
蝶
。
雖
然
曠

野
不
堪
誇
、
却
賽
蓬
莱
山
下
景
。

『
封
神
演
義
』
の
方
は
、
截セツ
教
の
仲
間
に
よ
る
「
十
絶
陣
」
が
セン

教
の
仙
人
達

に
よ
っ
て
破
ら
れ
る
や
、
申
公
豹
が
三
仙
島
に
三
仙
姑
の
助
力
を
頼
み
に
ゆ
く
段

で
、
こ
の
詞
は
、
そ
の
三
仙
姑
の
住
む
洞
窟
を
描
写
す
る
も
の
。
原
文７

）

は
次
の
通

り
。

烟
霞

々
、
松
栢
森
々
。
烟
霞

々
瑞
盈
門
、
松
栢
森
々
青
遶
戸
。
橋
踏

枯

木
、
峯
巓
繞

蘿
。
鳥

紅
蕊
来
雲

、
鹿
践
芳
叢
上
石
苔
。
那
門
前

時
催
花
発
、
風
送
香
浮
。
臨
堤
録ママ
柳
転
黄
麗ママ
、
傍
岸
夭
桃
翻
粉
蝶
。
雖
然
別

是
洞
天
景
、
勝
似
蓬
莱

苑
佳
。

御
覧
の
通
り
、
両
小
説
に
収
め
ら
れ
た
詞
は
大
同
小
異
で
、
ど
ち
ら
も
ま
る
で

仙
境
の
よ
う
な
美
し
い
洞
窟
を
描
く
。
徐
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
内
容
の
詞
は
、
三

女
仙
の
住
む
洞
窟
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
が
、『
西
遊
記
』
の
よ
う
な
熊
羆
の
妖
怪

の
住
む
洞
窟
の
描
写
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
従
っ
て
、『
封
神
演
義
』
の

方
が
原
作
だ
ろ
う
と
さ
れ
る
。
だ
が
、
妖
怪
の
住
む
洞
窟
が
仙
境
の
よ
う
に
美
し

く
描
か
れ
て
な
ぜ
似
つ
か
わ
し
く
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
仙
境
の
よ
う
に
描

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
住
む
妖
怪
に
仙
人
と
同
等
の
能
力
が
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
紙
面
の
関
係
で
全
文
の
引
用

は
控
え
る
が
、
例
え
ば
、『
西
遊
記
』
六
十
回
で
三
蔵
ら
一
行
の
行
く
手
を
阻
む

牛
魔
王
の
住
む
摩
雲
洞
を
、「
天
台
の
仙
洞
に
劣
ら
ず
、
海
上
の
蓬

以
上
」
と

称
し
、
大
層
美
し
く
描
か
れ
て
い
る
。

二
、
９
番
の
「
山
頂
嵯
峨
摩
斗
柄
」
の
詞

『
西
遊
記
』
で
は
、
こ
の
三
十
六
回
で
三
蔵
ら
一
行
が
勅
賜
宝
林
寺
と
い
う
寺
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に
到
着
す
る
。
こ
の
詞
は
、
そ
の
寺
の
建
っ
て
い
る
す
ば
ら
し
い
山
を
描
写
し
た

も
の
で
、
次
に
原
文
を
挙
げ
る
が
、
少
々
長
い
の
で
、
途
中
を
省
略
さ
せ
て
い
た

だ
く
。

山
頂
嵯
峨
摩
斗
柄
、
樹
梢
彷
彿
接
雲

。（
中
略
）
泉
水
飛
流
、
寒
気
透

人
毛
髪
冷
。
巓
峰
屹
立
、
清
風
射
眼
夢
魂
驚
。
時
聴
大
蟲
哮
吼
、
毎
聞
山
鳥

時
鳴
。（
中
略
）
章
巴
結
党
、
尋
野
食
前
後
奔

。

立
草
坡
、
一
望
並
無

客
旅
。
行
来
深
凹
、
四
辺
倶
有
寸
狼
。
応
非
仏
祖
修
行
処
、
尽
是
飛
禽
走
獣

場
。

一
方
『
封
神
演
義
』
の
方
は
、
こ
の
回
で
楊ヨウセン
が
土
遁
術
を
使
っ
て

吉
公
主

の
住
む
夾

山
に
や
っ
て
く
る
が
、
こ
の
詞
も
そ
の
山
の
す
ば
ら
し
さ
を
描
い
た

も
の
。
や
は
り
原
文
は
長
い
の
で
、
途
中
省
略
す
る
が
、
次
の
通
り
。

山
頂
嵯
峨
摩
斗
柄
、
樹
梢
彷
彿
接
雲

。（
中
略
）
流ママ
水
清
流
、
陣
々
異

香

馥
々
。
巓
峰
彩
色
、
飄
々
隠
現
白
雲
飛
。
時
見
大
蟲
来
往
、
毎
聞
山
鳥

声
鳴
。

鹿
成
群
、
穿
荆
棘
往
来
跳
躍
。
玄
猿
出
入
、
盤

㵎
摘
菓
攀
桃
。

立
草
坡
一
望
、

無
人
走
。
行
来
深
凹
、
倶
是
採
薬
仙
童
。
不
是
凡
塵
行

楽
地
、
賽
過
蓬
莱
第
一
峰
。

こ
の
両
小
説
の
詞
も
、
若
干
の
文
字
上
の
相
違
は
あ
る
も
の
の
大
同
小
異
で
、

ど
ち
ら
も
好
き
な
山
を
描
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
徐
氏
は
、『
封
神
演
義
』
に
見

え
る
詞
は

吉
公
主
の
住
む
山
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
言
え
る
が
、『
西
遊

記
』
の
方
は
、
勅
賜
寺
の
あ
る
山
と
し
て
は
、
末
句
の
「
応
非
仏
祖
修
行
処
、
尽

是
飛
禽
走
獣
場
」
と
あ
る
の
は
合
わ
な
い
。
よ
っ
て
、『
封
神
演
義
』
が
原
作
で
、

『
西
遊
記
』
の
詞
は
そ
れ
を
借
用
し
た
も
の
と
断
じ
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
『
西

遊
記
』
の
当
該
部
分
は
、「
応
に
仏
祖
修
行
の
処
に
非
ざ
れ
ば
、
尽
く
是
れ
飛
禽

走
獣
の
場
た
る
べ
し
」
と
読
め
、
か
つ
て
仏
が
修
行
さ
れ
た
所
な
の
で
、
こ
の
よ

う
に
掃
除
が
行
き
届
い
て
い
る
ぐ
ら
い
の
意
味
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
句
の
ど
こ

が
前
後
不
照
応
な
の
か
さ
っ
ぱ
り
分
ら
な
い
。
よ
し
や
徐
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、

『
封
神
演
義
』
の
方
が
原
作
な
ら
ば
、『
西
遊
記
』
で
な
に
も
最
後
の
一
句
を
こ

の
よ
う
に
改
め
ず
に
、『
封
神
演
義
』
の
「
不
是
凡
塵
行
楽
地
、
賽
過
蓬
莱
第
一

峰
（
こ
の
世
の
行
楽
の
地
な
ぞ
で
は
な
く
、
そ
の
荘
厳
さ
は
蓬
莱
第
一
峰
以
上

だ
）
の
ま
ま
で
も
よ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る８

）

。

三
、
11
番
の
「
重
衾
無
暖
気
」
の
詩

『
西
遊
記
』
で
は
、
三
蔵
ら
一
行
が
通
天
河
近
く
の
陳
家
荘
に
泊
っ
た
折
の
こ

と
、
こ
の
詩
は
、
厳
寒
の
頃
な
の
で
、
一
行
が
寝
て
い
て
も
寒
い
こ
と
を
叙
し
た

も
の
。
原
文
は
次
の
通
り
。

重
衾
無
煖ママ
気
、
袖
手
似
揣
氷
。
此
時
敗
葉
垂
霜
蕊
、
蒼
松
掛
凍
鈴
。
地
裂

因
寒
甚
、
池
平
為
水
凝
。
漁
舟
不
見
叟
、
山
寺

逢
僧
。
樵
子
愁
柴
少
、
王

孫
喜
炭
増
。
征
人
鬚
似
鉄
、
詩
客
筆
如
菱
。
皮
襖
猶
嫌
薄
、
貂

尚
恨
軽
。

蒲
団

老
衲
、
紙
帳
旅
魂
驚
。
繡
被
重

褥
、
渾
身
戦

鈴
。

対
す
る
『
封
神
演
義
』
で
は
八
十
八
回
に
見
え
、
こ
の
詩
は
、
東
征
軍
が
孟
津

附
近
ま
で
到
着
し
た
時
、
折
か
ら
の
厳
寒
に
兵
士
達
が
震
え
る
様
を
叙
し
た
も
の

四
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で
、
原
文
は
以
下
の
通
り
。

重
衾
無
暖
気
、
袖
手
似
揣
氷
。
敗
葉
垂
霜
蕊
、
蒼
松
掛
凍
鈴
。
地
裂
因
寒

甚
、
池
平
為
水
凝
。
魚
舟
空
釣
線
、
仙
観
没
人
行
。
樵
子
愁
柴
少
、
王
孫
喜

炭
増
。
征
人
鬚
似
鉄
、
詩
客
筆
如
零
。
皮
襖
猶
嫌
薄
、
貂

尚
恨
軽
。
蒲
団

老
納ママ
、
紙
帳
旅
魂
驚
。
莫
訝
寒
威
重
、
兵
行
令
若

。

徐
氏
は
、『
西
遊
記
』
の
末
句
「
繡
被
重

褥
、
渾
身
戦

鈴
」
を
問
題
に
さ

れ
、
こ
の
両
句
は
三
蔵
ら
一
行
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
不
自
然
な
描
写
な
の
で
、

『
封
神
演
義
』
原
作
、『
西
遊
記
』
を
模
擬
作
と
し
た９

）

。
た
ぶ
ん
氏
は
、「
繡
被
」

（
刺
繡
を
し
た
掛
け
布
団
）
で
夜
具
を
重
ね
る
と
あ
る
あ
た
り
が
、
平
素
よ
り
貧

乏
布
団
に
く
る
ま
っ
て
旅
を
つ
づ
け
る
三
蔵
一
行
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
さ
れ
た

と
思
う
が10

）

、
し
か
し
、
こ
こ
は
「
た
と
え
繡
被
を
夜
具
と
し
て
重
ね
た
と
し
て
も
、

渾
身
の
震
え
は
鈴
の
よ
う
」
の
意
味
と
も
と
れ
る
の
で
、
不
自
然
な
描
写
と
ま
で

は
言
え
ま
い
。『
西
遊
記
』
も
『
封
神
演
義
』
も
、
単
に
厳
寒
時
の
寒
さ
を
詠
ん

だ
詩
で
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

以
上
の
三
例
は
、
徐
氏
が
『
封
神
演
義
』
の
方
が
原
作
で
、『
西
遊
記
』
の
そ

れ
は
踏
襲
作
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
例
で
あ
る
が
、
今
見
た
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
充

分
な
根
拠
に
基
づ
く
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。

四
、

で
は
次
に
、『
西
遊
記
』
と
『
封
神
演
義
』
に
共
通
す
る
詩
詞
の
う
ち
、『
西
遊

記
』
の
方
が
原
作
と
考
え
ら
れ
る
例
を
見
て
み
よ
う
。

一
、
２
番
の
「
千
峯
排
戟
」
の
詞

『
西
遊
記
』
で
は
、
孫
悟
空
に
仙
術
を
授
け
る
須
菩
提
祖
師
の
住
む
霊
台
方
寸

山
の
描
写
に
使
わ
れ
、
原
文
は
以
下
の
通
り
。

千
峯
排
戟
、
万

開
屏
。
日
映
嵐
光
軽
鎖
翠
、
雨
収
黛
色
冷
含
青
。
痩
藤

纏
老
樹
、
古
渡
界
幽
程
。
奇
花
瑞
草
、
修
行
喬
松
。
修
竹
喬
松
、
万
載
常
青

欺
福
地
。
奇
花
瑞
草
、
四
時
不
謝
賽
蓬

。
幽
鳥
啼
声
近
、
源
泉
響
溜
清
。

重
々
谷

芝
蘭
繞
、
処
々

崖
苔
蘚
生
。
起
伏
巒
頭

脈
好
、
必
有
高
人
隠

姓
名
。

『
封
神
演
義
』
の
方
は
、
毘
崙
山
に
呼
び
だ
さ
れ
、
元
始
天
尊
よ
り
封
神
の
任

務
が
与
え
ら
れ
た
姜
子
牙
が
西
岐
に
戻
る
途
中
、
海
上
の
あ
る
島
に
立
ち
寄
る
。

こ
の
詞
は
、
そ
の
島
の
中
の
山
の
形
容
に
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
島
で
は
、
姜
子

牙
の
肉
を
食
べ
る
と
千
年
寿
命
が
延
び
る
と
信
ず
る
妖
怪
の

須
虎
が
い
る
が
、

姜
子
牙
は
こ
れ
を
う
ち
負
か
し
、
最
終
的
に
は
自
分
の
弟
子
と
し
て
封
神
事
業
に

従
事
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
。
原
文
は
以
下
の
通
り
。

千
峯
排
戟
、
万

開
屏
。
日
映
嵐
光
軽
嶺
外
、
雨
収
岱
色
冷
含
煙
。
藤
纏

老
樹
、
雀
占
危
岩
、
奇
花
瑤
草
、
脩
竹
喬
松
。
幽
鳥
啼
声
近
、
滔
々
海
浪
鳴
。

重
々
谷

芝
蘭
繞
、
処
々

崖
苔
蘇
生
。
起
伏
巒
頭

脈
好
、
必
有
高
人
隠

姓
名
。
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さ
て
こ
の
詞
の
う
ち
、
問
題
と
な
る
の
が
、
末
句
の
「
必
ず
や
高
人
の
姓
名
を

隠
せ
る
あ
ら
ん
」
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
『
西
遊
記
』
の
須
菩
堤
祖
師
こ
そ
ふ
さ
わ

し
い
形
容
で
、
と
て
も
姜
子
牙
の
肉
を
ね
ら
う
妖
怪
の

須
虎
に
は
似
つ
か
わ
し

く
な
い
。
よ
っ
て
こ
の
詞
は
、『
西
遊
記
』
の
方
が
原
作
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

二
、
23
番
の
「
一
天
瑞
靄
光
瑤
曵
」
の
詩

『
西
遊
記
』
の
詩
は
、
こ
れ
か
ら
天
界
の
蟠
桃
会
に
招
待
さ
れ
て
そ
の
会
場
に

赴
こ
う
と
す
る
赤
脚
大
仙
の
こ
と
を
描
く
も
の
。
原
文
は
以
下
の
通
り
。

一
天
瑞
靄
光
揺

、
五
色
祥
雲
飛
不
絶
。
白
鶴
声
鳴
振
九
皐
、
紫
芝
色
秀

分
千
葉
。
中
間
現
出
一
尊
仙
、
相
貌

然
丰
采
別
。
神
舞
虹

幌ママ
漢

、
腰

懸
宝

無
生
滅
。
名
称
赤
脚
大
羅
仙
、
特
赴
蟠
桃
添
寿
節
。

一
方
『
封
神
演
義
』
の
方
は
、
金

島
の
十
人
の
仙
人
に
よ
る
「
十
絶
陣
」
を

破
る
為
に
、
西
方
イ
ン
ド
か
ら
や
っ
て
来
て
せん

教
の
神
仙
達
に
加
勢
す
る
燃
灯
道

人
を
描
く
も
の
で
、
原
文
は
以
下
の
通
り
。

一
天
瑞
彩
光

、
五
色
祥
雲
飛
不
徹
。
鹿
鳴
空
内
九
皐
声
、
紫
芝
色
秀

千
層
葉
。
中
間
現
出
真
人
相
、
古
怪
容
顔
原
自
別
。
神
舞
虹

透
漢

、
腰

懸
宝
録
無
生
滅
。
霊
鷲
山
上
号
燃
燈
、
時
赴
蟠
桃
添
寿
域
。

御
覧
の
通
り
末
の
両
句
は
、『
西
遊
記
』
で
は
「
名
は
赤
脚
大
羅
仙
と
称
し
、

特
に
蟠
桃
に
赴
き
、
寿
節
に
添
わ
ん
と
す
（
寿
を
祝
う
席
に
出
席
し
よ
う
と
す

る
）」
と
す
る
の
に
対
し
、『
封
神
演
義
』
で
は
、「
霊
孰
鳥

山
上
に
燃
燈
と
号
し
、

時
に
蟠
桃
に
赴
き
、
寿
域
を
添
え
た
り
（
寿
命
の
域
を
延
ば
す
）」
と
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
、『
封
神
演
義
』
に
お
け
る
こ
の
燈
灯
道
人
は
、
蟠
桃
と
は
関
係
が

な
く
、
蟠
桃
会
に
も
赴
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
折
角
「
霊
鷲
山
下
に
云
々
」
な

ど
と
い
か
に
も
イ
ン
ド
の
古
仏
ら
し
く
書
い
て
い
る
の
に
、
う
っ
か
り
『
西
遊

記
』
の
「
赴
蟠
桃
」
の
三
字
を
書
き
残
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、『
西

遊
記
』
の
方
を
原
作
と
す
べ
き
で
あ
る
。

三
、
24
番
の
「
混
元
体
正
合
先
天
」
の
詩

『
西
遊
記
』
の
方
は
、
天
界
の
暴
れ
者
の
孫
悟
空
を
捕
え
た
太
上
老
君
が
、
悟

空
を
八
卦
炉
の
中
に
投
げ
込
み
三
昧
火
で
そ
の
体
を
灰
に
し
て
し
ま
お
う
と
す
る
。

だ
が
不
死
身
の
悟
空
は
炉
中
で
焼
か
れ
て
も
死
な
ず
、
四
十
九
日
目
に
と
う
と
う

炉
中
よ
り
飛
び
出
る
。
こ
の
詩
は
そ
こ
で
挿
入
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
原
文
は
以

下
の
通
り
。

混
元
体
正
合
先
天
、
万

千
番
只
自
然
。
渺
々
無
為
渾
太
乙
、
如
々
不
動

号
初
玄
。
炉
中
久

非
鉛
汞
、
物
外
長
生
是
本
仙
。
変
化
無
窮
還
変
化
、
三

五
戒
總
休
言
。

一
方
『
封
神
演
義
』
の
方
は
、

王
を
伐
つ
べ
く
孟
津
に
集
ま
っ
た
兵
士
達
に
、

そ
れ
ま
で

王
を
か
ば
っ
て
き
た
截セツ
教
の
通
天
教
主
が
「
誅
仙
陣
」
を
布
い
て
最

後
の
抵
抗
す
る
。
こ
の
話
は
こ
の
時
通
天
教
主
が
歌
う
詩
と
し
て
使
わ
れ
、
そ
の

原
文
は
以
下
の
通
り
。

混
元
正
体
合
先
天
、
万

千
番
只
自
然
。
渺
々
無
為
伝
大
法
、
如
々
不
動
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号
初
玄
。
炉
中
久

全
非
汞
、
物
外
長
生
尽
属
乾
。
変
化
無
窮
還
変
化
、
西

方
仏
事
属
逃
禅
。

こ
の
両
作
品
の
詩
に
は
微
妙
に
異
な
る
所
が
あ
る
が
、
中
で
も
、『
西
遊
記
』

の
「
炉
中
久

非
鉛
汞
」（
炉
中
久
し
く

る
に
鉛
汞
の
み
に
非
ず
）、『
封
神
演

義
』
の
「
炉
中
久

全
非
汞
」（
炉
中
久
し
く

る
は
全
て
汞
の
み
に
非
ず
）
の

一
句
に
注
目
し
た
い
。
意
味
的
に
は
、
ど
ち
ら
も
変
ら
ず
「
炉
中
で

ろ
う
と
し

た
の
は
鉛
や
水
銀
の
み
で
な
く
（
孫
悟
空
だ
っ
た
）」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
は
正
に
『
西
遊
記
』
の
詩
句
で
あ
っ
て
、『
封
神
演
義
』
中
の
通
天
教
主
の
せ

り
ふ
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
も
、『
封
神
演

義
』
の
編
著
者
が
う
っ
か
り
『
西
遊
記
』
中
の
詩
句
を
書
き
残
し
て
し
ま
っ
た
箇

所
で
あ
ろ
う
。

四
、
25
番
の
「
大
仙
赤
脚
棗
梨
香
」
の
詩

『
西
遊
記
』
で
は
、
釈

が
孫
悟
空
を
五
行
山
下
に
取
り
押
さ
え
る
や
、
赤
脚

大
仙
が
釈

に
お
礼
と
し
て
、
交
梨
二
個
と
火
棗
数
個
を
差
し
出
す
。
こ
の
詩
は
、

そ
の
直
後
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
原
文
は
以
下
の
通
り
。

大
仙
赤
脚
棗
梨
香
、
敬
献
弥
陀
寿
算
長
。
七
宝
蓮
台
山
様
穏
、
千
金
花
座

錦
般
粧
。
寿
同
天
地
言
非
謬
、
福
比
洪
波
話
豈
狂
。
福
寿
如
期
真

是
、
清

閑
極
楽
那
西
方
。

『
封
神
演
義
』
の
方
は
、
通
天
教
主
の
「
誅
仙
陣
」
に
ほ
と
ほ
と
手
を
焼
い
た

元
始
天
尊
が
、
イ
ン
ド
か
ら
助
太
刀
と
し
て
や
っ
て
き
た
接ショウ
引イン
（
菩
薩
が
人
々

を
浄
土
に
導
く
）
道
人
を
迎
え
る
時
歌
う
詩
で
、
原
文
は
以
下
の
通
り
。

大
仙
赤
脚
棗

香
、
足
踏
祥
雲
更
異
常
、
十
二
蓮
台
演
法
宝
、
八
徳
池
辺

現
白
光
。
寿
同
天
地
言
非
謬
、
福
比
洪
波
語
豈
狂
。
修
成
舎
利
名
胎
息
、
清

閑
極
楽
是
西
方
。

『
封
神
演
義
』
で
問
題
な
の
は
、
冒
頭
の
一
句
が
『
西
遊
記
』
と
同
じ
く
「
大

仙
赤
脚
棗
梨
香
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
は
元
始
天
尊
を
赤
脚
大
仙

に
、
接
引
道
人
を
釈

に
そ
れ
ぞ
れ
見
立
て
た
と
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い

が
い
さ
さ
か
無
理
が
あ
る
。
こ
の
場
面
で
は
棗
や
梨
は
で
て
こ
な
い
の
だ
か
ら
や

は
り
関
係
な
い
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
来
な
ら
こ
の
一
句
を
何
か
別
の
句
に
変

え
る
べ
き
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
詩
も
『
西
遊
記
』
原
作
と
判
断
す
べ
き
例
で

あ
る
。

五
、
15
番
の
「
珍
楼
宝
座
」
の
詞

『
西
遊
記
』
は
、
三
蔵
ら
一
行
を
待
ち
構
え
る
妖
怪
の
す
む
偽
り
の
雪
音
寺
を

描
く
詞
で
、
原
文
は
以
下
の
通
り
、

珍
楼
宝
座
、
上
刹
名
方
。
谷
虚
繁
地
籟
、
境
寂
散
天
香
。
青
松
帯
雨
遮
高

閣
、
翠
竹
留
雲
護
講
堂
。
霞
光
縹

宮
顯
、
彩
色
飄

沙
界
長
。
木
欄
玉

戸
、
画
棟

。
談
経
香
満
座
、
語

月
当
窓
。
鳥
啼
丹
樹
内
、
鶴
飲
石
泉

傍
。
四
圍
花
発
琪
園
秀
、
三
面
門
開
舎
衛
光
。
楼
台
突
兀
門
迎
嶂
、
鐘

虚

徐
声
韻
長
。
窓
開
風
細
、
簾
巻ママ
烟
范
。
有
僧
情
散
淡
、
無
俗
意
和
昌
。
紅
塵

不
到
真
仙
境
、
静
土
招
提
好
道
場
。

五
二
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一
方
『
封
神
演
義
』
の
方
は
、

王
の
さ
し
む
け
た
妖
怪
で
、
い
く
ら
そ
の
首

を
刎
ね
て
も
ま
た
首
が
元
に
戻
る
馬
善
に
、
東
征
軍
は
さ
ん
ざ
ん
手
こ
ず
る
。
そ

こ
で
、
楊

が
こ
の
馬
善
の
正
体
を
探
る
べ
く
、
燃
灯
道
人
の
棲
む
崑
崙
山
に
赴

く
。
こ
の
詞
は
そ
の
崑
崙
山
を
描
く
。
原
文
は
以
下
の
通
り
。

珍
楼
玉
閣
、
上
届
崑
崙
。
谷
虚
繁
地
籟
、
境
寂
散
天
香
。
青
松
帯
雨
遮
高

閣
、
翠
竹
依
稀
両
道
傍
。
霞
光
縹

、
釆
色
飄
々
。
朱
欄
碧
檻
、
画
棟

。

談
経
香
満
座
、
静
閉
月
当
窓
。
鳥
鳴
丹
樹
内
、
鶴
飲
石
泉
傍
。
四
時
不
泄
奇

花
草
、
金
殿
門
開
射
赤
光
。
楼
台
隠
現
祥
雲
裡
、
玉

金
鐘
声
韻
長
。
珠
簾

半

、
炉
内
烟
香
。
講
動
黄
庭
方
入
聖
、
万
仙
總
領
鎮
来
方
。

こ
の
両
詞
を
比
較
す
る
と
大
分
異
な
る
が
、
中
頃
に
見
え
る
「
談
経
香
満
座

（
談
経
の
香
座
に
満
つ
）」
の
一
句
は
共
通
す
る
。
問
題
な
の
は
「
談
経
」
の
二

字
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
仏
教
用
語
で
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
道
教
で
も
使
う

の
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。
偽
り
の
寺
と
は
い
え
有
名

な
仏
教
の
寺
院
に
つ
い
て
こ
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
自
然
だ
が
、『
封
神

演
義
』
に
お
け
る
道
教
の
聖
地
崑
崙
山
に
つ
い
て
、
こ
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る

の
は
、
い
さ
さ
か
違
和
感
を
感
じ
る
。

六
、
36
番
の
「
功
満
行
完
宜
沐
浴
」
の
詩

『
西
遊
記
』
の
方
は
、
三
蔵
ら
一
行
が
、
遂
に
霊リョウ
孰
鳥
ジュ

山セン
を
目
の
前
に
し
、
沐

浴
し
て
身
を
清
め
る
一
段
で
挿
入
さ
れ
た
七
言
詩
で
、
原
文
は
以
下
の
通
り
。

功
満
行
完
宜
沐
浴
、

馴
本
性
合
天
真
。
千
辛
万
苦
今
方
息
、
九
戒
三

始
自
新
。
魔
尽
果
然
登
仏
地
、
災
消
故
得
見
沙
門
。
洗
塵
滌
垢
全
無
染
、
反

本
還
原
不
壊
身
。

一
方
『
封
神
演
義
』
の
方
は
、
東
征
軍
が
孔
宣
の
使
う
神
光
に
さ
ん
ざ
ん
手
こ

ず
る
が
、
こ
れ
ま
た
イ
ン
ド
か
ら
準
提
道
人
が
や
っ
て
来
て
孔
宣
を
打
ち
負
す
。

神
光
の
正
体
は
孔
雀
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
が
、
準
堤
道
人
が
孔
宣
に
戦
い
を

挑
む
時
に
こ
の
詩
を
歌
う
。
原
文
は
以
下
の
通
り
。

功
満
行
完
宜
沐
浴
、

成
本
性
合
天
真
。
天
開
于
子
方
成
道
、
九
戒
三

始
自
新
。
脱
却
羽
毛
帰
極
楽
、
超
出
凡
籠
養
百
神
。
洗
塵
滌
垢
全
無
染
、
返

本
還
元
不
壊
身
。

『
封
神
演
義
』
の
詩
の
問
題
点
は
明
ら
か
で
、
冒
頭
の
一
句
「
功
満
ち
行
完はた
せ

ば
、
宜
し
く
沐
浴
す
べ
し
」
は
、
ま
っ
た
く
こ
の
状
況
に
合
わ
な
い
。
こ
れ
に
対

し
『
西
遊
記
』
の
方
は
、
ま
っ
た
く
こ
の
筋
展
開
に
符
合
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
も
『
封
神
演
義
』
の
編
著
者
が
、
本
来
な
ら
も
っ
と
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
書
き

改
め
る
べ
き
と
こ
ろ
を
見
落
し
た
為
に
お
こ
っ
た
不
自
然
さ
で
あ
ろ
う
。

七
、
20
番
の
「
頂
摩

漢
中
」
の
詞

『
西
遊
記
』
は
、
霊
山
頂
上
に
聳
え
る
雷
音
寺
の
偉
容
を
描
い
た
も
の
。
原
文

は
以
下
の
通
り
。

頂
摩

漢
中
、
根
接
須
弥

。
功
峯
排
列
、
怪
石
参
差
。
懸
崖
下

草
琪

花
、
曲

傍
紫
芝
香

。
仙
猿
摘
果
入
桃
林
、
却
似
火
焼
金
。
白
鶴
棲
松
立

五
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枝
頭
、
渾
如
烟
棒
玉
。
彩
鳳
双
々
、
青
鸞
対
々
。
彩
鳳
双
々
、
向
日
一
鳴
天

下
瑞
。
青
鸞
対
々
、
迎
風
耀
舞
世
間
稀
。
又
見
那
黄
森
々
金
瓦

鴛
鴦
、
明

幌マママ々マ
花

鋪
瑪
瑙
。
東
一
行
、
西
一
行
、
尽
都
是
蕊
宮
珠
闕
。
南
一
帯
、
北

一
帯
、
看
不
了
宝
閣
珍
楼
。
天
王
殿
上
放
霞
光
、
護
法
堂
前
噴
紫
焔
。
浮
屠

塔
顕
、
優
鉢
花
香
。

対
す
る
『
封
神
演
義
』
の
方
は
、

王
側
に
寝
返
っ
た
殷
郊
の
持
つ
番
天
印
に

東
征
軍
は
手
も
足
も
出
な
い
。
そ
こ
で
広
成
子
が
天
界

池
の
ほ
と
り
に
す
む
南

極
仙
翁
の
所
に
ゆ
き
、
聚
仙
旗
と
い
う
「
宝
貝
」
を
借
り
て
く
る
。
こ
の
詞
は
、

そ
の

池
を
描
く
。

頂
摩

漢
、
脈
挿
須
弥
。
功
峰
排
列
、
怪
石
参
差
。
懸
崖
下
瑤
草
琪
花
、

曲
径
傍
紫
芝
香

。
仙
猿
摘
果
入
桃
林
、
却
似
火
焔
焼
金
。
白
鶴
棲
松
立
枝

頭
、
渾
如
蒼
烟
捧
玉
。
彩
鳳
双
々
、
青
鸞
対
々
。
彩
鳳
双
々
、
向
日
一
鳴
天

下
瑞
。
青
鸞
対
々
、
迎
風
耀
舞
世
間
稀
。
又
見
黄
鄧
々
瑠
璃
瓦

鴛
鴦
、
明

幌ママ
幌ママ
錦
花

鋪
瑪
瑙
。
東
一
行
、
西
一
行
。
尽
是
蕊
宮
珍
闕
。
南
一
帯
、
北

一
帯
。
看
不
了
宝
閣
瓊
楼
。
雲
光
殿
上
長
金
霞
、
聚
仙
亭
下
生
紫
霧
。

『
西
遊
記
』
で
は
、
雷
音
寺
を
仏
教
の
聖
地
と
し
て
い
る
。
一
方
『
封
神
演

義
』
に
描
か
れ
る

池
は
道
教
の
聖
地
で
あ
る
。
問
題
は
、『
西
遊
記
』
の
「
根

接
須
弥
脈
（
根
は
須
弥
の
脈
に
接
す
）」
と
、『
封
神
演
義
』
の
「
脈
挿
須
弥
（
脈

は
須
弥
を
挿
す
）」
の
両
句
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
徐
朔
方
氏

も
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
須シュ
弥ミ
山セン
は
、
仏
教
の
宇
宙
観
に
お
け
る
世
界
の
中
央

に
聳
え
る
山
の
名
前
で
、
当
然
『
封
神
演
義
』
に
お
け
る
道
教
の
聖
地
た
る

池

の
形
容
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
つ
ま
り
『
西
遊
記
』
の
詞
が
原
作
で
、『
封
神

演
義
』
で
う
っ
か
り
こ
の
一
語
を
書
き
残
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
15
番
の
詞
中
の
「
談
経
」
や
、
こ
の
詞
中
の
「
須
弥
」
に
つ
い
て
は
、

『
西
遊
記
』
や
『
封
神
演
義
』
が
出
現
し
た
明
末
に
、
儒
仏
道
三
教
を
安
易
に
混

合
す
る
風
潮
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
を
以
て
『
西
遊
記
』
の

方
が
原
作
だ
と
断
ず
る
の
は
早
計
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
今
回
と
り
あ
え
ず
、
以
上
の
２
・
15
・
20
・
23
・
24
・
25
・
36
の
七
例

に
つ
い
て
、『
西
遊
記
』
の
方
を
原
作
、『
封
神
演
義
』
は
そ
れ
を
借
用
し
た
と
考

え
る
も
の
と
す
る
。

五
、

以
上
、『
西
遊
記
』
と
『
封
神
演
義
』
に
共
通
す
る
詩
詞
か
ら
、
こ
の
両
作
品

の
成
立
の
先
後
を
推
定
し
て
み
た
が
、
こ
れ
に
付
随
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
次

に
二
点
ば
か
り
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

そ
の
一
は
、
す
で
に
見
た
２
番
の
詞
「
千
峯
排
戟
」
の
所
で
も
触
れ
た
が
、

『
封
神
演
義
』
で
、
修
業
を
積
ん
だ
人
の
肉
を
食
べ
る
と
寿
命
が
延
び
る
こ
と
を

耳
に
し
た

鬚
虎
と
い
う
妖
怪
が
、
姜
子
牙
に
襲
い
か
か
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か

に
、『
西
遊
記
』
に
お
い
て
三
蔵
の
肉
を
ね
ら
っ
て
次
々
と
現
わ
れ
る
妖
怪
達11

）

の

焼
き
直
し
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
妖
怪
達
の
間
で
は
、
三
蔵
は
金
蝉
長
老
の
化

身
で
、
そ
の
肉
を
食
べ
る
と
不
老
長
寿
が
得
ら
れ
る
と
信
ぜ
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
二
は
、
す
で
に
見
た
23
番
の
詩
で
登
場
す
る
燃
灯
道
人
、
25
番
の
詩
で
登

五
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場
す
る
接
引
道
人
、
36
番
の
詩
で
登
場
す
る
準
堤
道
人
に
つ
い
て
で
あ
る
。
彼
等

は
い
ず
れ
も
、
東
征
軍
の
兵
士
達
と
こ
れ
を
加
勢
す
る

教
の
神
仙
達
が
、
さ
ん

ざ
ん
手
を
焼
く
截
教
の
神
仙
や
妖
怪
達
に
対
し
て
、
西
方
イ
ン
ド
か
ら
来
て
助
け

そ
の
難
局
を
打
開
す
る
神
仙
で
あ
る
。

こ
れ
も
明
ら
か
に
、『
西
遊
記
』
第
七
回
で
、
天
界
を
暴
れ
ま
わ
っ
て
誰
の
手

に
も
お
え
な
く
な
っ
た
孫
悟
空
を
、
最
終
的
に
西
方
イ
ン
ド
の
釈

が
取
り
押
さ

え
る
と
い
う
展
開
の
焼
き
直
し
と
考
え
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
、
つ
ま
り

『
西
遊
記
』
の
作
者
が
、『
封
神
演
義
』
中
の
燃
灯
道
人
や
接
引
道
人
さ
ら
に
準

堤
道
人
を
見
て
、
こ
れ
に
着
想
を
得
て
釈

が
孫
悟
空
を
五
行
山
に
閉
じ
込
め
る

に
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。

私
は
、
以
上
の
こ
と
も
ま
た
、『
西
遊
記
』
が
原
作
で
、『
封
神
演
義
』
は
そ
の

作
中
で
詩
詞
を
借
用
し
た
り
筋
展
開
を
ま
ね
た
り
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
傍
証

た
り
う
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

六
、

最
後
に
、『
封
神
演
義
』
の
編
著
者
が
、『
西
遊
記
』
か
ら
詩
詞
を
借
用
す
る
に

あ
た
り
、
あ
る
傾
向
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

次
の
表
は
、『
封
神
演
義
』
に
お
い
て
、『
西
遊
記
』
の
何
回
か
ら
ど
れ
だ
け
引

用
さ
れ
て
い
る
か
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
但
し
表
中
に
あ
る
◯西
は
、『
西
遊
記
』

の
略
、
◯封
は
『
封
神
演
義
』
の
略
で
あ
る
。

こ
れ
で
見
る
と
、『
西
遊
記
』
の
一
回
か
ら
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。

で
は
、『
西
遊
記
』
か
ら
の
詩
詞
が
、『
封
神
演
義
』
の
何
回
に
ど
れ
だ
け
引
用

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
示
し
た
の
が
、
次
の
表
で
あ
る
。

◯西
の
回
数

◯封
の
引
用
数

◯西
の
回
数

◯封
の
引
用
数

１

５

47

１

４

１

48

２

５

１

50

１

７

２

56

１

10

１

61

１

16

１

65

１

17

１

66

１

18

１

70

１

28

２

84

１

32

１

85

１

36

１

86

１

37

１

96

１

41

２

98

２

42

１

◯封
の
回
数

◯西
の
引
用
数

◯封
の
回
数

◯西
の
引
用
数

12

１

62

２

23

１

63

２

37

１

64

２

38

１

65

１

43

１

66

１

45

２

71

２

49

１

76

１
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こ
れ
に
依
れ
ば
、『
封
神
演
義
』
の
五
十
八
回
か
ら
六
十
六
回
に
か
け
て
集
中

的
に
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
具
体
的
に
言
う
と
こ
こ
は
、
師
匠
の
赤

松
子
の
期
待
に
反
し
て
、
朝
歌
側
に
加
勢
し
て
、
西
岐
側
を
さ
ん
ざ
ん
苦
し
め
る

殷
洪
の
一
段
に
相
当
す
る
。

ま
た
『
西
遊
記
』
と
同
様
に
、『
封
神
演
義
』
の
編
著
者
が
参
照
し
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る
『
春
秋
列
国
志
伝
』
巻
一
か
ら
も
詩
詞
の
借
用
の
あ
っ
た
こ
と
が
こ

れ
ま
で
に
判
明
し
て
い
る
。

で
は
次
に
、『
封
神
演
義
』
の
何
回
に
ど
の
よ
う
な
詩
詞
が
『
春
秋
列
国
志
伝
』

か
ら
借
用
さ
れ
て
い
る
か
、
つ
い
で
な
が
ら
見
て
み
た
の
が
、
次
の
表
で
あ
る
。

但
し
、
表
中
の
◯春
は
、『
春
秋
列
国
志
伝
』
の
略
で
あ
る
。

こ
れ
を
見
れ
ば
一
目
瞭
然
、『
封
神
演
義
』
の
二
十
四
回
の
文
王
が
釣
を
し
て

い
る
姜
子
牙
に
出
会
う
場
面
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

『
封
神
演
義
』
の
二
十
四
回
に
多
く
『
春
秋
列
国
志
伝
』
か
ら
の
詩
詞
が
引
用

さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
も
そ
も
『
春
秋
列
国
志
伝
』
に
比
較
的
多
く
文
王
と
姜
子

牙
の
出
会
い
を
詠
ん
だ
詩
詞
が
多
か
っ
た
為
で
あ
ろ
う
。
だ
が
何
故
『
封
神
演

義
』
の
五
十
八
回
か
ら
六
十
六
回
ま
で
の
殷
洪
の
一
段
に
、『
西
遊
記
』
か
ら
の

引
用
詩
詞
が
集
中
し
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。

ま

と

め

ま
こ
と
、
研
究
者
に
と
っ
て
、
明
代
白
話
小
説
の
作
者
と
成
立
年
代
を
考
え
る

こ
と
は
、
難
中
の
難
事
で
あ
る
。
第
一
、
四
大
奇
書
を
始
め
と
し
て
、
明
代
の
ほ

と
ん
ど
の
小
説
の
真
の
作
者
名
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
で
は
何
故
作
者
名

が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
か
と
言
え
ば
、
一
つ
に
は
、
そ
も
そ
も
白
話
小
説
は
伝
統

的
詩
文
を
作
る
文
人
が
筆
を
執
る
対
象
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
為
で
あ
る
。

従
っ
て
大
部
分
の
小
説
は
、
二
流
三
流
の
人
々
が
筆
を
執
っ
て
書
い
た
為
に
、
作

者
の
素
姓
を
知
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
。
よ
し
や
一
流
の
文
人
が
筆
を
執

っ
た
と
し
て
も
、
自
ら
白
話
小
説
の
作
者
で
あ
る
こ
と
を
恥
じ
た
為
、
ペ
ン
ネ
ー

ム
な
ど
を
使
っ
て
世
間
を
韜
晦
し
、
そ
の
真
の
姓
名
が
世
に
知
ら
れ
な
い
よ
う
に

し
て
い
る
。

詩
詞
の
冒
頭
句

◯春
の
巻
数

◯封
の
回
数

１

妖
気
穢
乱
宮
庭

１

６

２

七
載
艱
難

里
城

１

11

３

明
君
作

１

19

４

憶
昔
成
湯
掃
桀
時

１

24

５

鳳
非
之

麟
非
無

１

24

６

春
水
悠
々
春
草
奇

１

24

７

宰
割
山
河
布
遠
猷

１

24

52

２

78

２

54

１

83

１

55

２

85

２

58

１

88

２

59

１

89

１

61

２

８

求
賢
遠
出
到

頭

１

24

９

水

頭
一
釣
竿

１

（
類
）
24

10

台
高
挿
漢

１

25
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更
に
困
る
こ
と
は
、
当
時
は
今
の
著
作
権
の
よ
う
な
概
念
は
な
か
っ
た
の
で
、

極
端
な
こ
と
を
言
え
ば
、
そ
の
小
説
が
出
版
さ
れ
る
ご
と
に
、
出
版
元
の
方
で
作

品
本
文
に
勝
手
に
手
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
結
果
、
ど
こ

ま
で
が
原
作
で
、
ど
こ
か
ら
が
手
の
入
っ
た
部
分
か
は
、
後
世
に
な
る
と
さ
っ
ぱ

り
分
ら
な
く
な
る
。
こ
れ
も
真
の
作
者
名
を
つ
き
と
め
る
こ
と
を
困
難
に
し
て
い

る
深
刻
な
事
情
で
あ
る
。

更
に
、
伝
統
的
詩
文
の
場
合
は
、
文
人
が
自
ら
の
名
誉
の
為
に
持
て
る
文
才
を

最
大
限
傾
む
け
て
発
表
す
る
の
に
対
し
、
白
話
小
説
の
場
合
は
、
た
だ
お
も
し
ろ

く
て
、
そ
の
作
品
が
よ
く
売
れ
さ
え
す
れ
ば
よ
い
、
つ
ま
り
お
金
の
為
に
書
い
て

い
る
。
こ
れ
も
作
者
名
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
理
由
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
白
話

小
説
の
作
者
穿
鑿
は
困
難
を
極
め
る
。

と
こ
ろ
が
、
小
説
の
成
立
年
代
の
追
求
は
更
に
難
し
い
。
第
一
明
代
に
出
版
さ

れ
た
白
話
小
説
の
す
べ
て
が
現
代
ま
で
残
っ
て
い
る
保
証
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ

の
度
扱
っ
た
『
西
遊
記
』
と
『
封
神
演
義
』
の
善
本
の
す
べ
て
が
我
が
国
の
内
閣

文
庫
に
蔵
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
以
っ
て
し
て
も
、
こ
の
こ
と
が
充
分
に
考
え
ら

れ
る
。
つ
ま
り
、
清
朝
以
前
の
旧
中
国
に
あ
っ
て
は
、
白
話
小
説
が
書
籍
と
し
て

大
切
に
保
管
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
ま
る
で
今
の
週
刊
誌
の
よ
う
に
読
ん
で
し
ま
っ

た
ら
捨
て
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ま
で
中
国
で

す
で
に
散
佚
し
て
亡
ん
で
し
ま
っ
た
白
話
小
説
が
ど
れ
だ
け
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
。

た
と
え
ば
、『
西
遊
記
』
に
今
日
す
で
に
幾
多
の
版
本
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る

が
、
そ
れ
で
も
散
佚
し
て
今
日
に
伝
わ
ら
ぬ
別
の
版
本
が
な
か
っ
た
と
は
い
え
ず
、

も
し
そ
う
し
た
版
本
が
今
日
に
伝
わ
っ
て
い
た
な
ら
、
こ
と
と
次
第
に
よ
っ
た
ら

小
説
『
西
遊
記
』
の
成
立
年
代
も
も
っ
と
古
く
に
遡
ら
せ
る
こ
と
も
大
い
に
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

す
で
に
小
説
の
成
立
年
代
の
追
求
が
困
難
と
な
れ
ば
、
あ
る
二
つ
の
白
話
小
説

の
う
ち
の
、
ど
ち
ら
か
が
別
の
ど
ち
ら
か
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
た
か
ど
う
か

と
い
う
追
求
も
、
こ
れ
ま
た
困
難
と
な
る
。

更
に
、
徐
朔
方
氏
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
成
立
年
代
が
か
り
に
わ
か
っ
た
と

し
て
も
、
か
な
ら
ず
し
も
成
立
の
早
い
作
品
が
世
間
へ
の
流
伝
も
早
く
、
成
立
の

遅
い
作
品
に
必
ず
種
々
の
影
響
を
与
え
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
充
分
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
白
話
小
説
に
は
や
っ
か
い
な
問
題
が
少
く
な
い
。
し
か
し
今

回
は
、
特
に
『
西
遊
記
』
と
『
封
神
演
義
』
に
共
通
す
る
詩
詞
に
の
み
絞
っ
て
検

討
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
結
果
、『
西
遊
記
』
の
詩
詞
が
『
封
神
演
義
』

の
そ
れ
に
影
響
を
与
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
の
結
論
に
達
し
た
。
明
代
の
そ
の
他

の
小
説
と
の
相
互
関
係
の
考
察
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

〔
注
〕

１
）柳
存
仁
「
毘
沙
門
天
王
父
子
与
中
国
小
説
之
関
係
」
一
九
五
八
年
（『
和
風
堂
文

集
』
所
収
）

２
）孫
楷
第
『
日
本
東
京
所
見
中
国
小
説
書
目
』
一
九
三
二
年

３
）柳
存
仁
「
元
至
治
本
全
相
武
王
伐

平
話
明
刊
本
列
国
志
伝
巻
一
与
封
神
演
義
之

関
係
」
一
九
五
九
年
（『
和
風
堂
文
集
』
所
収
）

４
）と
も
に
、
徐
朔
方
『
小
説
考
信
編
』
一
九
九
七
年
上
海
古
籍
出
版
社
刊
に
収
め
ら

れ
て
い
る
。

５
）徐
朔
方
「
再
論
『
水
滸
伝
』
和
『
金
瓶
梅
』
不
是
個
人
創
作
」
に
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。

６
）『
西
遊
記
』
の
原
文
は
、
基
本
的
に
は
内
閣
文
庫
蔵
世
徳
堂
本
に
依
っ
た
。
以
下
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の
引
用
は
す
べ
て
こ
れ
に
よ
る
。
但
し
、
不
鮮
明
な
箇
所
に
関
し
て
は
、
李
洪

整
理
校
注
『
西
遊
記
整
理
校
注
本
』
二
〇
一
三
年
十
月
人
民
出
版
社
を
参
照
し
た
。

７
）『
封
神
演
義
』
の
原
文
は
、
す
べ
て
内
閣
文
庫
蔵
舒
載
陽
刊
本
に
依
っ
た
。
以
下

の
引
用
は
す
べ
て
こ
れ
に
よ
る
。

８
）以
上
の
二
例
は
、
徐
朔
方
上
掲
論
文
（
注

５
））
に
よ
る
。

９
）徐
朔
方
「
論
『
封
神
演
義
』
的
成
書
」
に
よ
る
。

10
）李
卓
吾
批
評
本
『
西
遊
記
』
に
も
、
こ
の
詩
讃
に
、「
不
通
之
極
、
可
笑
」
と
い

う
評
が
つ
い
て
い
る
。

11
）二
十
七
回
の
白
骨
夫
人
、
三
十
二
回
か
ら
三
十
五
回
に
か
け
て
の
金
角
・
銀
角
、

四
十
回
か
ら
四
十
二
回
に
か
け
て
の
紅

児
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

あ
ら
き

た
け
し

中
国
学
科
）

二
〇
一
七
年
十
月
二
十
三
日
受
理
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