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白

猿

伝

の

系

譜

成

行

正

夫

麿
代
伝
奇
の
「
補
江
総
白
猿
伝
」
は
、
猿
が
人
間
の
女
性
を
奪
う
物
語
の
最
も
代
表
的
な
作
品
で
あ
る
。
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「
補
江
総
白
猿
伝
」
に
は
そ
の
原
形
と
な
る
伝
承

(1
) 

が
あ
り
、
後
世
に
は
又
そ
の
流
れ
を
汲
む
類
似
の
小
説
の
あ
る
こ
と
は
、
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
、
注
目
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
文
芸
作
品
と
現
代
の
民
間
説

(2

>(

3
)

話
と
か
ら
、
臼
猿
伝
説
の
背
後
に
あ
る
民
俗
に
つ
い
て
研
究
し
た
も
の
に
、
直
江
広
治
氏
の
示
唆
に
富
む
研
究
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
新
し
い
資
料
な
ど
を
挙

げ
て
、
白
猿
伝
説
の
系
譜
と
展
開
に
つ
い
て
考
察
し
、
あ
わ
せ
て
白
猿
の
出
目
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

白
猿
伝
説
を
記
し
た
文
献
及
び
白
猿
伝
説
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
小
説
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

ー
、
後
漢
、
焦
延
寿
「
易
林
」
坤
之
剥

2

、
晋
、
張
華
「
博
物
志
」

3

、
唐
、
無
名
氏
「
補
江
総
白
猿
伝
」

4

、
宋
、
徐
鉱
「
稽
神
録
」

5

、
明
、
洪
撫
「
清
平
山
堂
話
本
」
巻
三
「
陳
巡
検
梅
嶺
失
妻
記
」（
漏
夢
竜
「
古
今
小
説
」
巻
二
十
「
陳
従
善
梅
嶺
失
津
家
」
）



6
、
明
、

撞
佑

「一
到
惰
新
話
」
巻三
「
申
陽
洞記
」

7

、
明
、

陸
集

「説
聴
」

8

、
明
、
凌
濠
初
「
初
刻
拍
案
驚
奇
」
巻
二
十
四

「
塩官
巴
老
魔
魅
色
、

会
骸
山
大
士
訣
邪
」

文
献
に
記
さ
れ
た
臼
猿
伝
説
で
最
も
古
い
も
の
は

、

後
漢
の
焦
延
寿
の
「
易
林
」
に
み
え
る、

『
南山
大
獲

、

盗
我
朔
妾
』

の
記
載
で
あ
る
。
こ
の
短
い
記
載
か
ら
は
、
そ
の
全
貌
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が

、

臼
猿
伝
説
ら
し
き
も
の
が
既
に
後
漢

代
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
文
献
の
上
で
辿
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
近
年
に
な
っ
て
、
四
川
省
か
ら
後
漢
時
代
の
画
像
石
が
発掘
さ
れ
た。
上
に
挙
げ
た
写
真
が
そ
れで
払
烈
こ

の
画
像
石
は
明
ら
か
に
臼
猿
伝説
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

左
の
端
に
洞
窟
内
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
女
性
、
次
に
目
を
刺
さ
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れ
て
い
る
猿

、

男
、

そ
の
従
者
の
姿
が
生
き
生
き
と
レリ
ー

フ
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
画
像
石
の
も
つ
意
味
に
つ
い

て
考
え
る
前
に
、
ま

ず
文
献
上
の
そ
の
後
の
白
猿
伝
説
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。

晋
の
張
華
の

「博
物
志
」
に
は

「
易
林
」
よ
り
も
詳
し
い
記
載
が
あ
り、
こ

れ
に
よ
っ
て
白
猿
伝
説
な
る
も
の
の
梗
概

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
内
容
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る

。

(2) (1) 

街
地
方
の
山
に
猿
形
で
異
常
な
能
力
を
も
っ
た
も
の
が
い
る
。

そ
ば
を
通
る
婦
人
で
美
人
が
い
る

と
、
奪
い
去
っ
て
、
そ
の
行
方
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

(4) (3) 

位
致
さ
れ
た
婦
人
が
舵
娠
す
る
と
、

婦
人
を
も
と
の
家
に
帰
ら
せ
る
。

生
れ
た
子
供
は
人
間
の
姿
を
し
て
お
り
、
成
長
す
る
と
、
人
と
全
く

変
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

萄
は（5)
メ斗
I 

の
四
Jll 
省
で
あ
る

そ
の
猿
と
人
間
と
の
聞
に
生
れ
た
者
は
み
な
楊
姓
を
名
乗
っ
た
の
で

、

今
も
舗
の
地
方
に
は
楊
姓
の
者
が
多
い
。

「
易林
」
に
み
え
た

『
南山
大
獲
』
は

「
博
物
志
」
に
い
う

『
萄
中
南
高
山
上
、
有
物
似



獅
狼
、
長
七
尺
、
能
行
健
走
、
名
目
猿
獲
』
と
あ
る
い
は
同
じ
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
易
林
」
の
『
南
山
』
を
た
だ
ち
に
『
萄
中
南
高
山
』
と
断
定
す

る
の
は
危
険
で
あ
る
が
、
私
は
「
易
林
」
と
「
博
物
志
」
と
に
記
さ
れ
た
白
猿
伝
説
、
更
に
画
像
石
に
描
か
れ
た
臼
猿
伝
説
と
は
そ
も
そ
も
同
一
地
方
に
伝
え

ら
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
っ
て
い
る
。

「
古
今
図
書
集
成
」
職
方
典
五
百
八
十
六
、
成
都
府
山
川
考
、
崇
慶
州
の
項
に
、

『
多
融
山
在
治
南
、
博
物
志
、
山
有
物
似
獅
狼
、
長
七
尺
、
能
人
行
建
走
、
名
目
狼
網
、一
名
鴻
化
、
伺
行
道
婦
人
美
者
盗
之
』

と
い
う
記
載
が
あ
り
、

「
博
物
志
」
に
あ
っ
た
『
萄
中
南
高
山
』
は
成
都
府
崇
慶
州
の
南
に
あ
る
多
融
山
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
即
ち
、
こ
の
記
事
の
記
さ

れ
た
頃
、
つ
ま
り
明
末
か
ら
清
初
に
か
け
て
、
多
融
山
が
白
猿
伝
説
と
関
連
の
あ
る
こ
と
を
示
す
何
ら
か
の
資
料
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
こ
の
記
事
は
意
味
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
白
猿
伝
説
が
当
時
、
多
融
山
に
つ
い
て
伝
承
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
画
像
石
は
実
に
こ
の
多
融
山

か
ら
二
十
数
キ
ロ
し
か
離
れ
て
い
な
い
四
川
省
新
津
で
発
掘
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
位
置
は
成
都
の
西
南
に
当
り
、

い
う
記
載
と
も
合
致
す
る
こ
と
に
な
る
。

「
博
物
志
」
の
『
萄
中
南
』
と

現
代
に
お
い
て
発
掘
さ
れ
た
後
漢
時
代
の
画
像
石
と
、
そ
の
画
像
石
の
発
見
さ
れ
た
同
一
地
点
に
、
画
像
石
に
捕
か
れ
た
伝
説
の
存
在
を
示
す
資
料
が
清
代

に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
一
地
点
で
千
数
百
年
も
の
問
、
同
じ
伝
説
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
で
も
あ
ろ
う

か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
民
間
伝
承
と
い
う
も
の
が
、
い
か
に
根
強
い
牛
命
力
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
を
示
す
好
例
と
い
え
よ
う
。

(5
) 

「
博
物
志
」
の
記
事
は
、
萄
の
楊
氏
に
伝
わ
る
始
祖
伝
説
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
物
語
の
重
要
な
テ
l
マ
は
、
彼
ら
の
祖
先
が
、
異
常
な
能
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力
を
持
つ
も
の
の
子
孫
だ
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
唐
の
「
補
江
総
白
猿
伝
」
も
や
は
り
、
そ
こ
に
主
眼
を
お
い
て
創
ら
れ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

「
補
江

総
白
猿
伝
」
に
つ
い
て
は
、
欧
腸
詞
の
容
貌
が
猿
に
似
て
い
た
の
で
、
彼
を
醐
笑
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
だ
と
い
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
確
か
に
「
補
江

総
臼
猿
伝
」
が
書
か
れ
る
一
要
因
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、
臼
猿
が
死
ぬ
前
に
、
「
お
前
の
妻
は
懐
妊
し
て
い
る
が
、
そ
の
子
を
殺
す
な
、
そ
の

子
は
将
来
き
っ
と
名
を
挙
げ
る
で
あ
ろ
う
」
と
遺
言
し
、
物
語
の
最
後
が
、
「
そ
の
子
は
成
長
す
る
に
至
っ
て
、
果
し
て
文
学
や
書
を
善
く
し
、
天
下
に
名
前

を
知
ら
れ
た
」
と
い
う
ふ
う
に
終
っ
て
い
る
の
を
み
る
と
、
「
補
江
総
白
猿
伝
」
の
テ

i

マ
が
、
白
猿
の
子
が
才
能
の
あ
る
人
物
に
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ

(6
) 

た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
成
立
年
代
の
疑
問
と
と
も
に
、
「
補
江
総
白
猿
伝
」
が
欧
陽
謁
を
榔
均
す
る
目
的
で
書
か
れ
た
か
ど
う
か
は
な
お
疑
問



に
思
わ
れ
る
。

「
補
江
総
白
猿
伝
」
は
「
博
物
志
」
の
記
載
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
と
み
ら
れ
て
き
た
。
両
者
は
決
し
て
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、

と
「
補
江
総
白
猿
伝
」
と
を
較
べ
て
み
る
と
、
両
者
の
聞
に
重
大
な
違
い
の
あ
る
こ
と
が
分
る
。
す
な
わ
ち
、

「
博
物
志
」

「
博
物
志
」
で
は
女
性
が
子
供
を
宿
す
と
、
猿

は
女
性
を
元
の
家
に
送
り
届
け
る
の
に
対
し
て
、「
補
江
総
白
猿
伝
」
で
は
白
猿
を
殺
し
て
女
性
を
奪
い
返
す
の
で
あ
る
。
そ
の
点
か
ら
み
る
と
、「
補
江
総

白
猿
伝
」
は
後
漢
の
画
像
石
に
描
か
れ
た
物
語
に
近
い
と
い
え
る
。
逆
に
い
え
ば
、
画
像
石
の
示
す
物
語
は
「
補
江
総
白
猿
伝
」
の
内
容
と
似
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
想
像
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

「
補
江
総
白
猿
伝
」
で
は
さ
ら
わ
れ
た
女
性
の
夫
が
一
人
で
捜
し
に
行
き
、
臼
猿
の
腹
を
刺
し
て
殺
す

の
で
あ
る
が
、
画
像
石
で
は
男
の
他
に
従
者
の
姿
も
み
え
、
し
か
も
男
は
猿
の
目
を
剣
の
よ
う
な
も
の
で
突
き
刺
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ヴ
ァ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
が
な
ぜ
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
臼
猿
の
正
体
を
明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
問
題
は
後
ま
わ
し
に
し

て
、
更
に
「
補
江
総
白
猿
伝
」
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

「
補
江
総
白
猿
伝
」
は
、
唐
代
伝
奇
の
中
で
も
初
期
の
作
品
に
属
す
る
が
、
同
じ
初
期
の
も
の
で
も
、

「
古
鏡
記
」
な
ど
と
較
べ
て
み
る
と
、
そ
の
構
成
措
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写
は
は
る
か
に
す
ぐ
れ
て
お
り
、

「
補
江
総
自
猿
伝
」
は
そ

<7
)

れ
を
更
に
伝
奇
に
近
づ
け
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、
そ
の
構
成
を
劉
開
栄
氏
の
い
う
よ
う
に
「
白
猿
伝
」
の
作
者
の
創
意
と
は
う
け
と
れ
な
い
。
な
ぜ
な

「
古
鏡
記
」
が
六
朝
志
怪
か
ら
唐
代
伝
奇
へ
の
橋
渡
し
と
し
て
の
役
割
を
果
し
て
い
る
な
ら
ば
、

ら
ば
、

「
補
江
総
白
猿
伝
」
に
お
い
て
最
も
生
気
に
あ
ふ
れ
た
描
写
の
場
面
、
す
な
わ
ち
臼
猿
を
殺
す
場
面
が
、
多
少
の
違
い
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
漢
代
の
画

像
石
に
す
で
に
み
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
画
像
石
の
伝
え
る
物
語
は
、

「
博
物
志
」
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
話
と
は
別
に
（
お
そ
ら
く
「
博
物
志
」
の

万
が
形
態
と
し
て
は
古
い
も
の
で
あ
ろ
う
が
）
、

「
博
物
志
」
の
記
載
よ
り
も
ず
っ
と
物
語
化
さ
れ
た
、
猿
を
殺
す
か
あ
る
い
は
目
を
刺
し
て
不
具
に
し
、
女

性
を
救
い
出
す
と
い
っ
た
あ
ら
筋
で
あ
っ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。

「
補
江
総
白
猿
伝
」
が
民
間
の
伝
承
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
早
く
か
ら

指
摘
さ
れ
、
そ
の
例
証
と
し
て
「
博
物
志
」
が
挙
げ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
漢
代
の
画
像
石
の
発
見
に
よ
っ
て
、「
補
江
総
白
猿
伝
」
に
近
い
形
の
物
語

が
、
唐
代
よ
り
も
は
る
か
以
前
、
漢
代
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
確
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

「
補
江
総
白
猿
伝
」
が
世
に
現
わ
れ
て
の
ち
は
、
こ
の
物
語
は
大
い
に
も
て
は
や
さ
れ
た
ら
し
く
、
宋
代
ま
で
単
行
本
の
あ
っ
た
こ
と
を
、
「
唐
書
芸
文
志
」



か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
以
後
の
白
猿
の
物
語
は
大
体
に
お
い
て
「
補
江
総
白
猿
伝
」
の
影
響
を
何
ら
か
の
形
で
受
け
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
た
と
え
ば
、
宋
の
徐
鉱
の
「
稽
神
録
」
に
載
せ
る
話
は
、
場
所
が
異
っ
て
い
る
だ
け
で
、
あ
と
は
全
く
「
白
猿
伝
」
か
ら
借
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

宋
以
後
の
小
説
で
、

「
白
猿
伝
」
の
系
統
を
ひ
く
も
の
と
し
て
は
、
「
清
平
山
堂
話
本
」
巻
三
の
「
陳
巡
検
梅
嶺
失
妻
記
」
（
こ
れ
は
「
古
今
小
説
」
巻

十
に
「
陳
従
善
梅
嶺
失
揮
家
」
と
い
う
題
で
大
同
小
異
の
内
容
の
も
の
が
載
っ
て
い
る
）
、「
努
燈
新
話
」
巻
三
の
「
申
陽
洞
記
」
、
「
初
刻
拍
案
鷲
奇
」
巻

二
十
四
の
「
塩
官
白
老
魔
魅
色
、
会
骸
山
大
士
訴
邪
」
の
三
つ
が
あ
る
。「
現
燈
新
話
」
は
文
言
で
、
後
の
二
者
は
白
話
の
小
説
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
-, 
白

猿
伝
」
の
直
接
間
接
の
影
響
を
う
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
「
陳
巡
検
梅
嶺
失
妻
記
」
は
陳
巡
検
が
任
地
に
赴
く
途
上
で
妻
を
奪
わ
れ
る
と
い
う

点
で
「
白
猿
伝
」
の
影
響
下
に
あ
り
、
「
申
陽
洞
記
」
は
老
猿
が
申
陽
侯
を
名
の
る
点
で
は
「
陳
巡
検
梅
嶺
失
妻
記
」
の
、
老
猿
が
男
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
る
点

で
は
「
臼
猿
伝
」
の
影
響
を
う
け
て
い
る
。
「
初
刻
拍
案
驚
奇
」
の
話
は
娘
が
さ
ら
わ
れ
て
、
救
い
出
し
た
若
者
と
結
ぼ
れ
る
点
で
は
「
申
陽
洞
記
」
の
筋
を

踏
襲
し
、
ま
た
全
体
の
構
成
が
報
応
語
に
な
っ
て
お
り
、
観
音
菩
薩
が
猿
を
退
治
す
る
と
い
う
点
で
、
同
じ
よ
う
に
道
士
の
法
力
と
い
う
超
人
間
的
な
力
を
も

ち
だ
し
て
い
る
「
陳
巡
検
梅
嶺
失
妻
記
」
と
一
脈
連
な
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
以
上
の
関
係
を
図
に
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
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画
像
石
↑
｜
｜
補
江
総
臼
猿
伝1
1
1
1
1
1
1
1
1

↓
申
陽
洞
記

/\/ 
陳
巡
検
梅
嶺
失
妻
記1
1
1
1
1
1
1

↓
初
刻
拍
案
驚
奇

そ
し
て
画
像
石
と
「
白
猿
伝
」
と
の
聞
に
違
い
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
聞
に
も
違
い
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

先
ず
「
補
江
総
白
猿
伝
」
と

点
は
同
じ
で
あ
る
が
、

「
陳
巡
検
梅
嶺
失
妻
記
」
と
を
比
較
す
る
と
、
大
き
な
違
い
の
あ
る
こ
と
が
分
る
。
通
り
か
か
っ
た
美
し
い
女
性
を
猿
の
精
が
奪
い
、
夫
が
救
い
出
す
と
い
う

「
陳
巡
検
梅
嶺
失
妻
記
」
で
は
、
女
性
が
迫
害
さ
れ
な
が
ら
最

「
臼
猿
伝
」
で
は
女
性
が
の
ち
に
白
猿
の
子
供
を
生
む
の
に
対
し
て
、

後
ま
で
貞
節
を
守
る
と
い
う
筋
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
以
後
の
小
説
が
い
ず
れ
も
白
猿
の
子
供
を
生
む
と
い
う
元
の
伝
説
の
結
末
と
違
っ
て
い
る
点
で
、
小
説



「
補
江
総
白
猿
伝
」
か
ら
「
清
平
山
堂
話
本
」
に
至
る
過
程
で
大
き
く
変
質
し
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
「
白
猿
伝
」
お
よ
び
白
猿
伝

説
が
本
来
も
っ
て
い
た
重
要
な
テ
l

マ
を
「
清
平
山
堂
話
本
」
以
後
の
小
説
が
失
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
あ
る
い
は
当
時
の
社
会
的
情
況
も

(8
) 

あ
げ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
主
な
理
由
は
小
説
の
作
者
が
人
間
と
異
類
と
の
婚
姻
と
い
う
も
の
に
対
し
て
実
在
性
を
疑
う
よ
う
に
な
っ
た
か
、
嫌
悪
感
を

に
お
け
る
白
猿
伝
説
は
、

抱
く
よ
う
に
な
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
白
猿
伝
説
を
構
成
し
て
い
た
モ
テ
ィ
l

フ
は
、

山
猿
の
精
が
女
性
を
奪
う

ω
あ
る
男
性
が
猿
を
殺
し
、
女
性
を
救
い
出
す

ω
女
性
は
猿
の
子
供
を
生
む

テ
ー
マ
を
さ
が
す
よ
り
ほ
か
そ
の
作
品
は
文
芸
と
し
て
存
続
し
え
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
三
つ
で
、
そ
の
う
ち
の
悶
が
主
要
な
テ
l
マ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
削
ら
れ
て
し
ま
う
と
、
山
か
凶
の
モ
テ
ィ
l
フ
を
強
調
す
る
か
、
も
し
く
は
別
の

「
申
陽
洞
記
」
は
聞
の
モ
テ
ィ
l
フ
が
強
調
さ
れ
た
も
の
、
ー「

陳
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巡
検
梅
嶺
失
妻
記
」
と
「
初
刻
拍
案
驚
奇
」
の
話
は
別
の
テ
l
マ
に
仕
立
て
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。「
申
陽
洞
記
」
で
は
猿
を
殺
す
場
面
で
、
お
そ
ら
く
民
間

の
伝
説
か
ら
意
趣
を
借
り
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
猿
を
だ
ま
し
て
仙
薬
と
い
っ
て
毒
薬
を
飲
ま
せ
、
退
治
し
て
し
ま
う
。
そ
の
猿
の
描
写
に
は
、
異
常
な
能
力

を
も
っ
た
神
獣
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
稀
薄
に
な
り
、
愚
鈍
な
猿
の
イ
メ
ー
ジ
の
方
が
強
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
傾
向
は
「
初
刻
拍
案
驚
奇
」
に
な
れ
ば
ま
す
ま

す
ひ
ど
く
な
り
、
そ
こ
に
現
わ
れ
る
猿
は
妖
術
を
使
う
と
は
い
え
、

「
白
猿
伝
」
ゃ
あ
る
い
は
「
陳
巡
検
梅
嶺
失
妻
記
」
に
あ
ら
わ
れ
た
よ
う
な
威
厳
の
あ
る

猿
の
精
と
は
全
く
違
っ
た
好
色
で
低
俗
な
妖
怪
に
成
り
下
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

「
申
陽
洞
記
」
・
「
初
刻
拍
案
鷲
奇
」
で
、
猿
に
奪
わ
れ
る
の
が
主
人
公
の

妻
で
は
な
く
少
女
に
な
り
、
若
い
男
性
が
救
い
出
し
て
そ
の
少
女
と
結
ぼ
れ
る
と
い
う
結
末
も
、
本
来
の
テ
l
マ
喪
失
か
ら
当
然
の
変
化
、
帰
結
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。
「
陳
巡
検
梅
嶺
失
妻
記
」
は
旅
の
途
中
、
妻
を
奪
わ
れ
る
と
い
う
ふ
う
に
、
「
白
猿
伝
」
に
近
い
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
「
白
猿
伝
」
の
主
要
テ

ー
マ
を
失
っ
た
た
め
、
別
の
テ
l
マ
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
は
道
術
に
よ
っ
て
魔
を
伏
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
陳
巡
検
の
妻
が
猿
の
精
に
奪
わ
れ
る

の
は
、
そ
う
な
る
べ
く
宿
命
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
と
説
い
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
宿
命
論
が
、
そ
し
て
道
教
の
優
位
を
説
く
の
が
テ
l

マ
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
初
刻
拍
案
驚
奇
」
で
は
、
さ
ら
わ
れ
た
娘
は
も
と
も
と
親
が
観
音
菩
薩
に
祈
願
し
て
え
た
娘
で
あ
り
、
そ
の
娘
と
そ
の
親
が
観
音
に



祈
縛
し
た
お
か
げ
で
、
危
い
と
こ
ろ
を
観
音
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
、
猿
の
精
は
観
音
に
退
治
さ
れ
る
と
い
う
報
応
が
テ
l

マ
と
な
っ
て
い
る
。

「
陳
巡
検
梅
嶺

失
妻
記
」
が
貞
節
を
守
り
通
す
女
性
を
描
い
て
い
た
が
、
「
初
刻
拍
案
驚
奇
」
で
は
そ
の
点
が
更
に
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
娘
の
員
節
を
強
調
し

よ
う
と
す
る
た
め
に
、
猿
の
精
は
よ
り
卑
し
い
性
格
と
な
り
、
他
の
登
場
人
物
も
精
彩
を
欠
く
よ
う
に
な
る
。
た
と
え
ば
、

妻
記
」
で
は
偶
然
通
り
か
か
っ
た
女
性
を
猿
の
精
が
奪
う
の
で
あ
る
が
、

「
白
猿
伝
」
や
「
陳
巡
検
梅
嶺
失

「
申
陽
洞
記
」
で
は
美
人
で
評
判
の
娘
が
あ
る
夜
忽
然
と
部
屋
か
ら
姿
を
消
す
と
い

う
ふ
う
に
な
り
、

「
初
刻
拍
案
驚
奇
」
で
は
、
道
士
の
姿
を
し
た
猿
の
精
が
娘
を
嫁
に
貰
い
た
い
と
出
か
け
て
ゆ
き
、
断
わ
ら
れ
る
と
「
後
で
後
悔
す
る
な
」

と
捨
て
ぜ
り
ふ
を
残
し
て
去
り
、
妖
術
を
使
っ
て
娘
を
さ
ら
う
の
で
あ
る
。
娘
を
救
い
出
す
若
者
も
、

「
申
陽
洞
記
」
で
は
智
勇
に
す
ぐ
れ
た
人
物
に
措
か
れ

て
い
る
が

「
初
刻
拍
案
驚
奇
」
に
な
る
と
、
全
く
付
随
的
な
登
場
人
物
と
な
っ
て
し
ま
う
。
「
陳
巡
検
梅
嶺
失
妻
記
」
で
は
道
士
の
法
力
に
よ
っ
て
女
性
が

救
い
出
さ
れ
「
初
刻
拍
案
鴛
奇
」
で
は
観
音
菩
薩
の
力
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
い
う
筋
書
き
で
あ
る
以
上
、
相
手
の
男
性
の
役
割
は
減
少
せ
ざ
る
を
え
な
い
の

で
あ
る
。

「
陳
巡
検
梅
嶺
失
妻
記
」
で
は
そ
れ
が
夫
で
あ
っ
た
の
で
、
彼
の
怒
り
や
二
人
の
離
別
の
悲
し
み
、
再
会
の
喜
び
な
ど
が
な
お
小
説
に
精
彩
を
与
え

て
い
る
け
れ
ど
も
、

「
初
刻
拍
案
驚
奇
」
に
な
る
と
そ
う
い
っ
た
も
の
も
入
る
余
地
が
な
く
な
り
、
猿
が
退
治
さ
れ
た
後
で
多
勢
を
率
い
て
山
に
登
っ
て
娘
を
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発
見
し
、
娘
の
親
か
ら
、
観
音
菩
薩
の
力
で
助
か
っ
た
と
は
い
え
、
や
は
り
そ
の
若
者
が
い
な
い
と
娘
は
山
の
中
で
死
ん
で
い
た
だ
ろ
う
か
ら
、
お
礼
に
娘
を

ぜ
ひ
嫁
に
貰
っ
て
ほ
し
い
と
懇
願
さ
れ
る
。
若
者
は
、
自
分
は
そ
ん
な
つ
も
り
で
や
っ
た
の
で
は
な
い
、
も
し
娘
を
貰
え
ば
、
そ
の
下
心
で
助
け
に
行
っ
た
に

I
h
m
 

違
い
な
い
と
人
か
ら
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
言
っ
て
担
絶
す
る
と
、
そ
れ
を
聞
い
て
い
た
県
令
が
そ
の
義
気
に
感
心
し
て
仲
人
に
立
ち
、
二
人
が
め
で
た
く

結
ば
れ
る
と
い
う
結
末
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
も
は
や
「
補
江
総
白
猿
伝
」
が
も
っ
て
い
た
よ
う
な
筋
の
奇
抜
さ
、
表
現
の
力
強
さ
と
い
う
も
の
は
微

重
も
感
じ
ら
れ
な
い
。
娘
を
蝶
が
さ
ら
っ
て
い
く
と
い
う
一
段
も
、
殊
更
奇
を
街
っ
た
よ
う
で
、
技
巧
ば
か
り
目
に
つ
く
よ
う
に
な
る
。

「
初
刻
拍
案
驚
奇
」

で
は
、
世
教
的
な
色
彩
が
強
く
な
り
唐
代
伝
奇
が
も
っ
て
い
た
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
失
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
文
芸
作
品
に
お
け
る
白
猿
伝
説
は
、
唐
代

伝
奇
か
ら
「
清
平
山
堂
話
本
」
へ
の
聞
で
一
度
大
き
く
変
質
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、「
初
刻
拍
案
驚
奇
」
に
至
っ
て
更
に
変
質
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ

は

小
説
を
非
実
在
の
世
界
か
ら
日
常
生
活
の
意
識
の
世
界
ま
で
ひ
き
ず
り
お
ろL
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
清
平
山
堂
話
本
」
、

「
初
刻
拍
案
驚
奇
」
と
な
る
に
従
い
、
よ
り
通
俗
的
、
常
識
的
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
唐
代
と
明
代
に
お
け
る
小
説
の
作
者
｜
｜
｜
読

「
申
陽
澗

記
」
、



書
人
の
意
識
の
違
い
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
唐
代
伝
奇
が
社
会
の
規
範
に
対
し
て
反
抗
的
な
テl
マ
を
も
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
明
代
の
小
説
特
に
後
期
の
短

篇
小
説
は
社
会
に
迎
合
す
る
よ
う
な
内
容
に
変
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
唐
代
伝
奇
の
作
者
た
ち
は
、
古
い
貴
族
社
会
を
打
破
る
燐
火
の
一
つ
と
し
て
伝
奇
を
社

会
に
つ
き
つ
け
た
の
で
あ
っ
た
が
、
明
代
に
お
い
て
は
小
説
の
作
者
は
反
逆
性
よ
り
も
通
俗
性
を
重
ん
じ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
こ
の
白
猿
伝
説
の
主
人
公
で
あ
る
臼
猿
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
先
ず
、
臼
猿
に
は
山
神
と
し
て
の
性
格
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
も
そ
の
山
士
着
の

土
地
神
で
は
な
く
、
他
の
場
所
か
ら
移
っ
て
き
て
、
土
地
神
を
服
従
さ
せ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
「
補
江
総
白
猿
伝
」
に
は
、
自
猿
の
出
目
は
語
ら
れ
て
い

な
い
。
ま
た
、
『
吾
為
山
神
所
訴
、
将
得
死
罪
』
と
い
う
言
葉
は
あ
る
が
、
な
ぜ
山
神
に
訴
え
ら
れ
た
か
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
そ
の
点
を
補
っ
て
い
る
の
が
、

「
申
陽
洞
記
」
を
み
る
と
、
も
と
白
鼠
の
い
た
洞
穴
を
老
椴
が
奪
い
取
っ
た
こ
と
が
分
る
。

「
申
陽
洞
記
」
で
あ
る
。

と
あ
る
の
は
、

「
補
江
総
臼
猿
伝
」
の
『
山
神
所
訴
、
将
得
死
罪
』
を
説
明
し
た
言
葉
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
陳
巡
検
栴
嶺
失
妻
記
」
は
「
臼
猿
伝
」
の
話
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『
然
吾
等
居
此
、
与
人
無
害
也
。
：
：
：
非
若
彼
之
貧
姪
騨
暴
、
害
人
禍
物
。
今
其
稔
悪
不
己
、
挙
族
夷
滅
。
蓋
亦
獲
瞥
於
天
』

を
道
教
風
に
作
り
直
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
千
年
の
修
行
を
積
ん
だ
老
猿
が
、
麓
を
通
り
か
か
る
陳
巡
検
の
妻
を
奪
う
た
め
に
、
山
神
を
呼
び
つ

(9
) 

「
西
遊
記
」
に
は
、
こ
う
し
た
土
地
神
の
例
が
み
え
て
い
る
。

け
て
命
令
す
る
場
面
が
あ
る
。
こ
の
山
神
と
い
う
の
は
土
地
神
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

白
猿
が
山
神
で
あ
る
と
明
言
し
た
資
料
は
な
い
が
こ
の
白
猿
が
山
神
で
あ
る
こ
と
の
傍
証
と
な
る
資
料
は
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
山
神
が
そ
の
山
の
麓
を
通

り
か
か
る
女
性
を
妻
に
す
る
話
で
あ
る
。
そ
の
話
は
五
岳
の
一
つ
で
あ
る
華
山
に
集
中
的
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
「
逸
史
」
に
載
せ
る
話
は
、
選
人

の
李
主
簿
な
る
も
の
が
、
新
婚
で
華
山
を
通
り
す
ぎ
る
と
き
、
妻
が
廟
に
入
っ
て
金
天
王
を
拝
む
と
気
を
失
っ
て
し
ま
う
。
急
い
で
華
仙
師
と
い
う
道
士
に
き

て
も
ら
い
、
符
術
を
行
う
と
息
を
吹
き
返
し
、
妻
は
金
天
王
が
自
分
を
ひ
き
と
め
て
帰
さ
な
か
っ
た
の
だ
と
語
る
。
他
の
話
も
ほ
ぼ
同
様
で
、「
紀
聞
」
に

例

「
広
異
記
」
に
は
三
例
み
え
て
い
る
。
「
逸
史
」
以
下
、
い
ず
れ
も
唐
代
に
編
纂
さ
れ
た
書
物
で
あ
り
、
唐
代
に
こ
う
し
た
話
が
普
及
し
て
い
た
で
あ
ろ

う
と
い
う
こ
と
は
、
敦
埠
変
文
の
中
の
「
葉
浄
能
詩
」
に
、
や
は
り
華
山
の
神
が
通
り
か
か
っ
た
張
令
と
い
う
も
の
の
妻
を
自
分
の
妻
に
し
よ
う
と
し
、
道
士



の
葉
浄
能
が
符
術
を
使
っ
て
救
う
と
い
う
話
が
み
え
る
こ
と
か
ら
も
推
測
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
話
に
お
け
る
華
山
の
神
は
、
金
天
王
、
三
郎
、
華
山
府
君
と
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
三
郎
と
い
う
の
が
「
紀
聞
」
と
「
広
異
記
」
と
に
み
え
て
い

る
。
華
山
に
つ
い
て
は
、
山
神
が
人
間
の
女
性
を
妻
に
す
る
話
の
他
に
、
人
間
の
男
性
が
、
神
女
と
結
ぼ
れ
る
話
も
伝
わ
っ
て
い
る
。「
広
異
記
」
に
二
例
、

「
異
聞
総
録
」
に
一
例
み
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
華
山
の
第
三
女
と
結
ぼ
れ
る
の
で
あ
る
。

の
神
と
人
閣
の
女
性
と
の
話
も
あ
る
。
三
郎
と
い
い
、
三
女
と
い
う
よ
う
に
、
神
人
恋
愛
の
際
に
は
、
三
番
目
の
弟
妹
で
あ
る
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て

「
広
異
記
」
に
は
、
ま
た
、
泰
山
三
郎
と
い
う
泰
山

い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
三
番
目
と
は
限
ら
ず
に
、
一
番
末
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
末
娘
で
あ
る
神
女
と
下
界
の
男
性
と
が
結
ぼ
れ
る

<m
)

話
な
ら
ば
、
唐
代
伝
奇
の
「
柳
毅
」
、
民
間
伝
説
の
「
董
永
伝
説
」
が
そ
れ
ぞ
れ
、「
柳
毅
」
は
竜
の
小
女
と
、
董
永
は
玉
皇
大
帝
の
第
七
女
と
結
ぼ
れ
る
話

で
あ
る
。
そ
う
し
た
例
は
他
に
も
ま
だ
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
華
山
の
三
郎
と
、「
陳
巡
検
梅
嶺
失
妻
記
」
で
、
陳
巡
検
の
妻
を
奪
う
猿
の
精
が
、
一
二
兄
弟
の

三
番
目
と
い
う
こ
と
に
は
、
伺
ら
か
の
関
連
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
。
「
陳
巡
検
梅
嶺
失
妻
記
」
で
は
、
紫
陽
真
君
と
い
う
道
士
が
、
法
力
で
猿

の
精
を
と
り
押
え
て
、
陳
巡
検
の
妻
を
救
い
出
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
モ
チ
ー
フ
は
「
逸
史
」
な
ど
の
華
山
の
山
神
の
話
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。「陳
巡
検
梅

嶺
失
妻
記
」
は
、
そ
れ
ま
で
の
白
猿
伝
説
と
、
山
神
に
奪
わ
れ
た
女
性
を
道
士
が
法
力
で
と
り
戻
す
話
と
が
結
び
つ
い
て
で
き
あ
が
っ
た
物
語
で
あ
ろ
う
。
白

猿
伝
説
が
、
山
神
が
女
性
を
妻
に
す
る
話
と
容
易
に
結
合
す
る
の
は
、
そ
も
そ
も
白
猿
自
体
が
山
神
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

白
猿
が
山
神
で
あ
る
こ
と
の
も
う
一
つ
の
傍
証
は
、
画
像
石
の
猿
が
、
目
を
刺
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
猿
の
目
を
傷
つ
け
る
話
は
、
明
の
陸
集
の
「
説

(U
>

聴
」
と
現
代
代
の
民
間
説
話
の
中
に
み
え
て
い
る
。
「
説
聴
」
と
民
間
説
話
で
は
、
猿
の
目
に
毒
薬
や
惨
を
塗
っ
て
盲
に
す
る
が
、
漢
代
、
明
代
、
現
代
と
い

う
ふ
う
に
、
時
間
と
場
所
を
遠
く
離
れ
た
も
の
が
、
共
通
す
る
点
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を

暗
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
目
を
傷
つ
け
ら
れ
る
猿
は
、
す
な
わ
ち
目
を
傷
つ
け
ら
れ
る
山
神
の
姿
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
唐
の
李
隠

の
「
満
湘
録
」
に
、
そ
う
し
た
山
神
の
話
が
み
え
て
い
る
。

『
：
：
：
老
母
目
、
為
我
昔
日
遇
北
部
山
神
、
為
物
傷
目
、
化
身
以
求
我
、
我
以
名
薬
療
之
、
目
愈
、
遂
以
此
馬
賜
我
：
：
：
』

（
ロ
〉

つ
ま
り
一
つ
目
の
山
神
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
猿
は
日
本
や
、
中
国
の
古
代
に

目
を
傷
つ
け
ら
れ
る
山
神
と
は
、
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伝
え
ら
れ
て
い
た
一
つ
目
の
山
神
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
「
山
海
経
」
で
は
、
一
つ
目
の
山
の
怪
が
「
南
山
経
、
西
山
経
、
北
山
経
、
東
山
経
」

に
、
一
つ
目
の
人
聞
が
「
海
外
西
経
、
海
外
北
経
、
大
荒
北
経
」
に
み
え
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
み
な
猿
形
で
は
な
く
、
白
猿
の
直
接
の
源
流
と
は
認

め
が
た
い
。
古
代
の
神
話
伝
説
の
中
で
猿
形
の
神
を
さ
が
す
と
、
甲
骨
文
字
に
あ
ら
わ
れ
る
史
、
帝
俊
（
舜
）
が
一
本
脚
の
猿
形
の
神
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
一

（
河
川
〉

つ
目
で
あ
る
と
貝
塚
茂
樹
氏
は
述
べ
て
い
る
。
甲
骨
文
字
に
ま
で
遡
る
と
中
国
の
山
神
も
一
つ
目
一
本
脚
に
な
る
よ
う
で
あ
る
が
、
記
録
の
上
で
は
、

「
山
海

経
」
海
外
西
経
に
一
つ
目
一
本
脚
の
馬
が
み
え
る
だ
け
で
、
他
に
は
み
え
て
い
な
い
。
文
献
に
み
る
か
ぎ
り
で
は
、
猿
形
で
一
つ
目
の
山
神
は
み
つ
か
ら
ず
、

こ
の
画
像
石
は
そ
の
意
味
で
も
興
味
あ
る
資
料
で
あ
る
。
一
方
、
猿
形
で
一
本
脚
の
山
神
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
は
、
費
あ
る
い
は
危
が
お
り
、
こ
れ
は
後
世

（
リ
凶
）
晶
つ
ゅ

の
文
献
に
も
一
本
脚
の
山
の
怪
と
し
て
屡
々
現
わ
れ
て
く
る
。
そ
の
う
ち
で
危
は
「
山
海
経
」
に
よ
る
と
、
昆
掃
の
山
に
あ
る
不
死
樹
を
守
っ
て
い
る
実
鼠
を

（
日
）

殺
し
て
、
不
死
の
木
の
実
を
盗
ん
で
天
帝
に
罰
せ
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
の
危
の
物
語
は
、
幡
桃
園
に
あ
る
西
王
母
の
桃
を
盗
ん
だ
「
西
遊
記
」
の
孫
悟
空
の
物

（
時
）

語
を
連
想
さ
せ
る
。
こ
の
危
は
費
の
就
っ
た
も
の
で
、
一
つ
目
一
本
脚
の
嬰
と
同
一
神
と
も
み
れ
る
そ
う
で
あ
る
が
、
「
陳
巡
検
梅
嶺
失
妻
記
」
の
猿
の
精
が

（
ロ
〉

斉
天
大
聖
と
号
し
て
い
る
の
こ
と
や
、
花
果
山
の
孫
悟
空
が
華
山
の
三
女
を
洞
穴
に
と
じ
こ
め
る
と
い
う
伝
承
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
危
の- 73 ー

古
代
神
話
と
臼
猿
伝
説
と
「
西
遊
記
」
と
は
そ
の
主
人
公
の
猿
を
め
ぐ
っ
て
何
ら
か
の
脈
絡
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
昆
掃
の
不
死
薬
を
守
っ
て
い
た
も
の

（
叩
悶
）

は
臼
猿
だ
と
い
う
伝
承
も
あ
り
、
臼
猿
伝
説
の
白
猿
の
出
目
は
そ
の
山
神
と
し
て
の
性
格
を
み
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
伝
承
を
そ
の
背
後
に
も
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

以
上
、

「
自
猿
伝
」
の
展
開
お
よ
び
臼
猿
の
出
目
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試
み
た
の
で
あ
る
が
、

「
白
猿
伝
」
の
も
と
づ
い
た
民
間
の
臼
猿
伝
説
は
す
で

に
後
漢
時
代
に
存
在
し
、
そ
れ
が
文
芸
作
品
と
な
っ
た
も
の
が
、
「
補
江
総
白
猿
伝
」
以
後
の
諸
小
説
で
あ
っ
た
。
そ
の
作
品
の
流
れ
は
次
第
に
通
俗
性
を
帯

び
る
方
向
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
白
猿
の
出
目
に
関
し
て
は
、
古
代
神
話
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
山
神
と
し
て
の
性
格
が
や
や
明
確
に
な
っ
て
き
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
白
猿
伝
説
は
異
類
求
婚
語
の
形
を
と
っ
て
い
る
が
、
も
と
は
神
人
婚
姻
の
物
語
で
あ
ろ
う
と
い
う
可
能
性
を
更
に
強
く

す
る
の
で
あ
る
。
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猿
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。
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章
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六
）
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巡
検
梅
嶺
失
妻
記
の
項
に
、
こ
の
小
説
が
貞
節
を
堅
く
守
る
女
主
人
公
を
賞
讃
し
て
い
る
の

は
、
南
宋
時
代
に
は
異
民
族
が
侵
入
し
て
婦
人
を
凌
辱
す
る
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と
が
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の
で
、
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に
屈
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な
い
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描
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と
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に
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意

味
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あ
っ
た
と
述
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い
る
。

（9
）
た
と
え
ば
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遊
記
」
第
六
十
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回
に
は
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俄
山
の
土
地
神
が
現
わ
れ
て
い
る
。

（
印
）
杜
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「
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況
香
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集
」
所
載
「
新
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永
行
孝
張
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塊
記
」

（
日
）
「
中
国
の
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）
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男
「
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目
小
僧
そ
の
他
」

（
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「
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U
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記
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「
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志
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「
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平
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引
）
、
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」
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引
）

（
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「
山
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経
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海
内
西
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b

参
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（
時
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（
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編
「
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況
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集
」
所
載
「
新
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郎
努
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救
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段
」

（m
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停
惜
華
編
「
白
蛇
伝
集
」
所
載
「
遊
西
湖
」
、
「
水
門
」

- 74 -


