
『
西
遊
記
』

に
お
け
る
沙
悟
浄

の
前
身

工

藤

真

理

子

日
本

に
お
い
て

『
西
遊
記
』
と

い
う
と
す
ぐ

に
孫

悟
空

を
思

い
浮

か
べ
る
方
が
ほ
と

ん
ど

で
あ
ろ
う
。

実

際
、

『西
遊

記
』

の
中

に
お

い

て
、
妖
怪

を

や

っ

つ
け
、
胸

の
す
く

よ
う
な
活

躍
を

し
、
師

で
あ

る

三

蔵
法
師

が
窮
地

に
陥

れ
ば
真

っ
先

に
救

い
出

す
等
、

目
立

っ
て
い
る
の
は
孫
悟
空

で
あ

る
。

そ

の

一
方

、

主
要

登
場
人
物

(
三
蔵
法
師

、
孫
悟
空
、
沙
悟
浄

)

の
中

で

一
番
目
立

た
な
く
、

地
味
な
存
在

で
あ

る

の

は
沙
悟
浄

で
あ

る
。

三
蔵
法

師

の
弟
子

の
三
人

の
中

で
は
、

二
人

の
兄
弟
子

の
影

で

こ
れ
と

い

っ
た
明
確

な
特
徴

を
表

し

て
い
な

い
。

し
か
し
、
そ

ん
な
沙

悟

浄

の
案
外

一
般

に
知
ら

れ
て

い
な

い

一
面

は
、
彼
が

三
蔵
法
師

以
外

の
登
場
人
物

の
な
か

で
は

一
番

歴
史

が
古

い

(孫

悟
空
よ
り
も
歴
史
が

あ

る
)
と

い
う
こ

と

で
あ

る
。

な
ぜ

な
ら
ぽ
、

三
蔵

法
師
が
西
天
取

経

の
途

中
砂
漠

で
遭
難

し
か
か

っ
た
時
、
彼

の
夢

の
中

に
沙

悟
浄

の
前
身
と

さ
れ
る
深

沙
神
が
現

れ
三
蔵
法

師

を
救

っ
た
と

い
わ

れ
て

い
る
。
(
『大
唐
大
慈

恩
寺

三
蔵
法

師
伝
』

に
そ
の
記
述
が

見
ら
れ

る
)

こ

の
よ

う

に
深

沙
神
は

『西
遊
記
』
物

語

の
形
成

の
由
来

か

ら
玄
奘

と
関
係
が
深

い
。

い
う
ま

で
も
な
く

『西
遊
記

』
と

い
う
小
説

は
、

唐

の
時
代

に
実
在
し

た
三
蔵
法

師
が
イ

ソ
ド

へ
取
経

に
行

っ
た
と
き

の
旅
行

の
記
述
が

も
と

に
な

っ
て

い

る
。
最
初

か
ら
現
在

の
内
容

で
あ

っ
た
わ
け

で
は
な

い
。
今

の
形

に
な

る
ま

で
に
色

々
な

テ
キ

ス
ト
を
経

て
き

て
い
る
。

そ

の
後
、
民
話

や
伝
説
を
折
り

ま
ぜ

長

い
年
月

と
多

く

の
人

々
の
手

を
経

て
今

の
形

に
な

っ
た
の
で
あ

る
。

こ
こ
で

は
、

『西

遊
記
』
物

語

の
発
端

か

ら
三
蔵

法
師

と
共

に
登
場
す

る
神
沙
神

に
焦
点
を
当

て
て
み

た

い
。
神

沙
神

と
は
密

教

の
神
様

で
あ

り
、

『西
遊

記
』
物
語

の
成
立

に
関
係

の
深

い

『
大
唐
大
慈
恩
寺

三
蔵
法
師
伝
』
、
『
大
唐

三
蔵
取

経
詩

話
』

の
中

に
登

場
す

る
。

『大
唐
大
慈
恩
寺

三
蔵
法
師
伝
』

に
よ
れ
ば
、

三
蔵

法
師
が

イ

ン
ド

へ
の
西
天
取
経

の
た
め

に
高
昌
国

に

向

か
う
途
中
、

砂
漠

で
遭
難

し
か
か
る
。
そ

の
時
、

三
蔵
法
師

の
夢

の
中

に
神
沙
神
が
現

わ
れ
渇
き

に
苦

し

ん
で
い
た

の
を
救

っ
た
と

い
う
。
短

い
も

の
で
あ

る
が
、
そ

の
部
分

は
以
下

の
よ
う

で
あ

る
。

こ
こ
か
ら
先

は
、
す
な
わ

ち
莫
賀
延

磧

で
あ

る
。
長

さ
は
八
百
余
里

で
、
古

く
は
沙

河
と

い

っ
た
。
空

に
.は
と
ぶ
鳥
も
な
く
、

地
上

に
は
走

る
獣
も
な

く
、
ま
た
水
草
も
な

い
。

こ

の
時
、
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た
だ

一
つ
自
分

の
影
が
あ

る

の
み

で
あ

る
。

た

だ
観
世
音

菩
薩
と

『般
若
心
経
』

を
心

に
念

じ

た
。

…
…
中
略
…
…
と

こ
ろ
が
睡

眠
中
、
夢

に

身

の
た
け
数

丈

の

一
大
神
が
現

わ
れ
た
、
戟

を

と

っ
て
さ
し
ま
ね
き
、
「
ど
う

し

て
強
行

せ
ず
、

更

に
寝

て

い
る

の
か
」
と
言

っ
た
。
法
師

は
驚

い
て
眼
が

さ
め
出
発
し

た
。
数

里
ば

か
り
行
く

と
、
馬

は
忽

ち
異

っ
た
道
を
行

く
。

法
師
が
制

止
し

て
も

廻
ら
な

い
。
数
里
行

く
と
、
急

に
青

草

の
あ

る
数
畝

(
一
畝

は
約

五
百

平
方

メ
ー
ト

ル
)

の
草
原

に
着

い
た
。
馬
を
下

り

て
思
う
存

分
草
を
食

べ
さ
せ
、
草
原

か
ら
十
歩

ば

か
り
進

ん

で
引
き
返

そ
う
と
し

て
池
を
発
見

し
た
。

(
『
玄

奘

三
蔵
』
慧

立

・
彦

棕

長

沢

和

俊

訳

光
風
社
出
版

一
九
八
八
年

よ
り
波
線

部
-
引

用
者
)

神

沙
神
と

い
う
神
様

は
、
玄
奘
と

の
出
会

い
以
降

の
話

の
み
し
か
伝

わ

っ
て
お
ら
ず

、
「
身

の
た
け
数

丈

の

一
大
神

(波
線
部
参

照
)
」
、

い
わ
ば
荒

々
し

い

イ

メ
ー
ジ
を
持

つ
も

の
と
し

て
描

か
れ

て

い
る
。

こ

こ
で

の
深

沙
神

は
、
あ

く
ま

で
も
玄
奘
が
遭

遇
す

る

数

々
の
困
難

の

一
つ
を
排

除
す
る

い
わ
ば
彼

を
手
助

げ
す

る
守

護

の
役
割

を
も

っ
て
い
る
。

ま
た
、
深
沙

神

の
登
場
す

る
場
所

は
、

当
然

の
事
な
が

ら

「
砂
」

か
ら

の
登
場

で
あ

る
。

こ
れ
は
、
次

で
取

り
上
げ

る

『
大
唐

四
蔵
取
経

詩
話
』

に
出

て
く

る
深

沙
神

と

イ

メ
ー
ジ
が
似
通

っ
て

い
る
。

『
大
唐

三
蔵
取
経
詩

話
』

の
深
沙
神

の
登
場
す

る
と

こ
ろ

は
第

八
章

で
あ
る
。

こ
こ
で
の
深
沙
神

は
、
首

に
二

つ
の
し
ゃ
れ
こ
う
べ
を

か
け
、
通

り
掛

か

る
旅

人
を
食

べ
て
い
た
と
あ

り
、

三
蔵
法
師
が

西
天
取
経

の
途
中
、
砂
漠
を

と
お
り
か

か
る
と
、
神
沙

神
が
三

蔵
法
師
を
食

べ
よ
う
と
し
、

一
行

の
邪
魔

を
す
る
。

し
か
し
、
そ

の
時
、

三
蔵

に

「
ま
だ
、
悔

い
改

め
な

い
の
な

ら
、

亠
族
を

全
滅

さ

せ
て

し
ま
う
そ

。
(
波

線

部
-
引

用
者
)
」

と
言

わ
れ

る
。
そ
う

す

6
と
、
、

彼

は
三
蔵

に
降
伏

し
砂
漠

を
渡

る
た
め
に
金

色

の
橋

を
掛

け
三
蔵
ら

一
行

を
渡

す
手
助
け
を
す

る
。

そ

の

後
、
神

沙
神

は
取
経

の
旅

に
は
加
わ
ら
ず
、
法
師

ら

一
行
を

そ
こ

で
見
送

る
と
あ

る
。

(
過
去

に
二
度

、

三
蔵

法
師
を
食

べ
た
と

い
う
記
述
も
あ

る
)

波
線

部

の
よ
う

に

一
族

ら
し
き
も

の
が
存
在

し
深

沙
神
が

そ

の
中

の
中
心

人
物

ら
し

い
様
子
が
窺

え
る
。

ま
た
、
『
大
唐

大
慈

恩
寺

三
蔵

法
師

伝
』

の
中

で
記

述

さ
れ
る

深
沙
神
と

は
異

な
る

の
は
、

こ
こ
で

の
深

沙
神

は
最

初

か
ら
悪
者

で
あ
り
、

三
蔵
法
師

た
ち

一

行

の
旅

を
邪
魔
す

る
存
在

と
し

て
描

か
れ

て
い
る
こ

と
で
あ

る
。
玄
奘
を
救

う
立
場

で
あ

っ
た

の
が
、

こ

こ
で
は
三
蔵
を

二
度
食

べ
て
し
ま
う
悪
者

に
な

っ
て

し
ま

っ
て

い
る
。
深
沙
神

の
首

を

か
け

て
い
る
袋

の

中

の
髑
髏

の
数

は
、
玄
奘

が
前
世

に
お
い
て
彼

に
二

度
食

べ
ら
れ

た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

こ
れ
は
、
後

の
明
刊
本

『
西
遊

記
』

(今
、
私

た
ち
が
読

ん
で

い

る

『
西
遊
記
』
物
語

の
こ
と

で
あ

る
)

に
お

い
て
数

が
増

え
る
。

言

う
ま

で
も
無
く
、
深
沙

神
は

の
ち

の
沙
悟
浄

に

比

べ
、

ろ
く

に
活
躍

の
場
も
与
え
ら
れ

て
い
な

い
だ

け

で
な
く
、
取
経

の
旅

に
も
加
わ
ら
な

い
。

三
蔵

た

ち

一
行
が

取
経

の
途
中

で
遭

遇
す
る
困
難

や
災
難

の

一
つ
と
し

て
の
み
描

か
れ
て

い
る
。
深
沙
神
が

、
三

蔵

に
出
会

い
彼

に
諭

さ
れ
る
と
誠

に
拍
子
抜

け
す
る

く

ら

い
あ

っ
さ
り
と

三
蔵

の
前

に
ひ
れ
伏

し
て
許

し

を
請
う
。

単
純
明
快
な
話

の
運
び
が
行
間

に
感

じ
取

れ

る
内
容

で
あ

る
。

玄
奘

た
ち
を
渡
す
方
法

に
し

て
も
、
明
刊
本

『
西

遊
記
』

の
沙
悟
浄
と

は
大
部

異
な
る
。
玄
奘

た
ち

一

行
を
流
砂

河
を
無
事

に
通
過

さ
せ
る
た

め
に
は
、

深

沙
神

は
金

色

の
橋
を
架
け

る
。

髑
髏

は
、
使

わ
れ
な

い
。
砂
漠

に
橋

を
架
け

る
と

い
う

の
は
、
随
分

と
不

自
然
な

こ
と

に
思
う
が

「橋

を
か
け

る
」
と
あ

る
。

普
通
、
橋

と

い
う
と
川

に
架

け
る
か
、
山
間
部

に
お

い
て
橋

を
架

け
る
と

い
う

の
が

一
般
的
な
イ

メ
ー
ジ

で
あ

る
と

思
う
。

そ
う

考

え

る
と

明

刊
本

『
西
遊

記
』

の
中

で
橋

を
架
け

て
も

よ
さ
そ
う
な
も

の
で
あ

る
が

そ
う

は
な

っ
て
は
お
ら
ず
法

船

で
渡

る
と

い
う
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事

に
な

る
。
「
橋

を
架
け

る
」
と

い
う
行

為
が

生
き

て
い
る

の
は
、

こ
こ
だ
け

で
あ

り
後

世

に
は
こ

の
記

述

は
な
く
な

っ
て
い
る
。

こ
こ
で

の
深
沙
神

の
イ

メ
ー
ジ
は
砂
漠

に
住

み
、

取
経

に
来

る
も

の
を
食

べ
て
し
ま

い
、

一
族

ら
し
き

も

の

の
存
在

が
あ
り
彼

は
、

そ

の
中

の
中
心

を
占

め

て
い
る
よ
う

で
あ

る
。
特

に
、
砂
漠

の
イ

メ
ー
ジ
か

ら
私

の
全
く
勝
手
な
想
像

で
あ

る
が
、
ま

る
で
砂

の

中

で
獲
物

の
蟻
が
来

る

の
を
待

っ
て
い
る
蟻

地
獄

の

主

を
イ

メ
ー
ジ

し
て
し
ま
う
。
蟻
地
獄

に
は
ま
る
獲

物

は
、
取
経
途
中

の
三
蔵

で
あ
り
、
待

ち
受

け
る

の

は
深

沙
神

で
あ

る
と
考

え
る
か
ら

で
あ

る
。

勿
論
、

色

々
異
論
も
あ

る
事

で
あ
ろ
う
が
そ
う

お
か
し
く
な

い
と
思
う
。

以
上

の
よ
う

に
、

二
つ
の
文
献

に
お
け
る
沙
悟
浄

の
前
身

で
あ

る
神
沙
神

は
、
だ

い
た
い
こ
う

い
う
イ

メ
ー
ジ

で
あ

る
と
考

え
ら
れ

る
と
思

う
。

〈
主
な
参
考
文
献

〉

『大

唐

大

慈

恩

寺

三

蔵

法

師

伝
』

慧

立

・
彦

棕

中
華
書
店

一
九
八

三
年

『玄

奘

三
蔵
』

慧

立

・
彦
棕

長
沢

和

俊
訳

光
風
社
出
版

一
九
八
八
年

『大
唐

三
蔵
取
経
詩
話

訳
注
』
志
村
良
治

愛
知

大
学

・
文
学
論
叢
第

19

・
21
輯

文
芸
科
賞

(第
十

八
回
)

に

つ
い
て

文
芸
科
賞

は
、
課
外

の
創
作

・
評
論
活
動

に
お

け

る
優

れ
た
成
果
を
顕
彰

す
る
た

め
に
、
応
募
作

品
中
、
優

れ
た
作
品
を
提
出

し
た
文
芸
科
学
生

に

贈
ら

れ
る
。

平
成

八
年

一
月

三
十

一
日
締

切
り

の
今

回
、
応

募
作

品
は
小
説
七
編
、
詩

一
編

、
文
芸
評
論

一
編

、

童
話

二
編

の
合
計
十

一
編

で
あ

っ
た
。
文
芸
科
教

員
全

員

に
よ

る
選

考

の
結
果
、

文
芸

評
論

「
『
星

の
王

子
さ
ま
』
を
読

ん
で
」

に
対
し

「
佳
作
」

を
、

ま
た
小

説

「
星

の
輝
く

真
昼

の
空
」
、

小
説

「孵

化
音

」
、
童
話

「鳶

は
泣

い
た
」

の
三
作

品

に
対

し
て

「奨

励
賞

」
を

そ
れ
ぞ
れ
贈

る
こ
と
に
決
定

し
た
。
残

念
な
が
ら
、
今

回
も

「
文
芸
科
賞
受
賞

者

な
し
」

の
結
果
と
な

っ
た
が

、
応
募
作
品

も
増

え
次

回

に
期
待
を
抱

か
せ
た
。

選
考
結

果

は
、
平
成

八
年

三
月

の
文
芸
科
卒
業

生

お
よ
び
、
同
年

四
月

の
文
芸
科

ガ
イ
ダ

ソ
ス
の

席
上

に

て
発
表
さ

れ
た
。
受
賞

作
品

・
作
者
名

は

次

の
と
お
り

で
あ

る
。

佳
作

(文
芸
評
論
)

『星
の
王
子
さ
ま
』
を
読
ん
で

二
年

橋
本

麻
美
子

奨
励
賞

(小
説
)

「星
の
輝
く
真
昼
の
空
」

一
年

涌
坪

幸
子

奨
励
賞

(小
説
)

「孵
化
音
」

一
年

大
本
真
規
子

奨
励
賞

(童
話
)

「鳶
は
泣
い
た
」

一
年

山
際

緑

な
お
、

第
十
九

回
文
芸
科
賞
募

集

は
平
成
九

年

一
月

三
十

一
日
、
応
募
者
多
数

の
う

ち
に
締

切

ら
れ
た
。

ま
た
、
第

二
十

回
、
文
芸

科
賞

募
集
要
項

は
、

93
ペ
ー
ジ

に
冖掲
載
。
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