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小
説
『
三
園
演
義
』
に
登
場
す
る
、
闘
羽
の
息
子
の
「
開
索
」
と

い
う
人
物
は
歴
史
上
賓
在
す
る
人
物
で
は
な
い
。
し
か
も
『
三
園
演

義
』
の
現
存
す
る
最
も
古
い
版
本
で
あ
る
嘉
靖
一
万
年
刊
の
『
三
園
志

通
俗
演
義
』
(
嘉
靖
本
。
以
前
は
弘
治
本
と
呼
ば
れ
た
)
に
は
闘
索
は
で

て
こ
ず
、
毛
宗
山
岡
本
を
は
じ
め
と
す
る
、
嘉
靖
本
以
外
の
版
本
に
あ

ら
わ
れ
る
と
い
う
、

『
三
園
演
義
』

の
登
場
人
物
の
な
か
で
は
極
め

て
特
異
な
存
在
で
あ
る
が
、
詳
細
に
つ
い
て
は
憶
測
の
域
を
出
な
か

っ
た
。
と
こ
ろ
が
一
九
六
七
年
に
上
海
近
郊
の
あ
る
墓
の
中
か
ら
、

明
成
化
年
間
刊
行
の
説
唱
詞
話
十
一
加
が
護
見
さ
れ
、
世
の
人
を
驚

書

評

か
せ
た

Q

そ
の
う
ち
の
一
加
が
『
花
閥
索
停
』
と
い
う
、
花
闘
索
を

主
人
公
と
す
る
物
語
で
あ
っ
た
。
そ
の
『
花
開
索
停
』
に
つ
い
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
研
究
を
お
こ
な
っ
た
の
が
、
本
書
『
花
関
索

俸
の
研
究
』
で
あ
る
。

本
書
は
小
川
環
樹
博
土
の
序
文
に
は
じ
ま
り
、
-
解
説
篇
、

E
校

注
篇
、

E
資
料
篇
、

w影
印
篇
、

V
附
論
、
羽
索
引
篇
の
六
編
か
ら

な
る
。
本
書
の
あ
と
が
き
に
よ
れ
ば
、
共
同
著
者
で
あ
る
五
氏
は
、

一
九
八
三
年
四
月
よ
り
『
花
闘
索
停
』
輪
誼
舎
を
ひ
ら
か
れ
、
翌
八

四
年
七
月
ま
で
に
全
蓄
を
誼
了
さ
れ
た
と
の
こ
と
。
そ
の
輪
譲
舎
の

147-

最
大
の
成
果
が

E
の
校
注
篇
で
あ
ろ
う
。

『
花
開
索
停
』
は
、

)11 

博
士
の
言
を
借
り
れ
ば
、

「
無
数
の
誤
字
と
嘗
て
字
に
満
た
さ
れ
、

」
れ
を
解
讃
す
る
の
は
決
し
て
容
易
な
わ
ざ
で
は
な
い
」
の
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
が
『
花
開
索
停
』
研
究
に
お
い
て
大
き
な
障
害
と
な
っ
て

い
た
。
そ
の
校
注
が
世
界
に
先
駆
け
て
、
こ
こ
に
護
表
さ
れ
た
こ
と

に
は
、
紹
大
な
る
許
債
を
輿
え
て
よ
い
。
校
注
篇
が
中
園
語
で
著
わ

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
著
者
達
自
身
が
初
の
校
注
で
あ
る
こ
と
を
十

分
意
識
し
、
海
外
研
究
者
の
便
宜
を
園
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
五

氏
の
な
み
な
み
な
ら
ぬ
努
力
と
そ
の
姿
勢
に
は
、
敬
意
を
表
し
た
い
。
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こ
の
輪
誼
舎
の
の
ち
も
、
五
氏
は
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
と
す
る
分
野
に

お
い
て
研
究
を
績
け
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
各
氏
の
研
究
に
基

づ
い
て
、
本
書
の
解
説
篇
、
資
料
篇
、
附
論
、
索
引
篇
は
ま
と
め
ら

れ
て
い
る
。
各
篇
を
簡
単
に
紹
介
し
よ
う
。

ー
の
解
説
篇
は
、
金
文
京
氏
が
『
花
開
索
俸
』
に
つ
い
て
、
大
量

の
資
料
を
も
と
に
考
察
を
く
わ
え
た
も
の
。
解
説
篇
に
つ
い
て
は
、

後
で
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

E
の
資
料
篇
は
、
開
索
に
闘
す
る
多
方
面
に
わ
た
る
資
料
を
大
木

康
氏
が
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
「
一
、
開
索
の
緯
競
に
つ
い

「
閥
索
」
と
い
う
縛
暁
を
も
っ
人
物
に
つ
い
て
の
記
事

を
宋
か
ら
清
に
か
け
て
の
文
献
よ
り
集
め
る
。

て
しー

で
は
、

「一一、

西
南
地
方
と

闘
索
」
で
は
、
闘
索
と
関
係
が
深
い
雲
南
と
貴
州
の
閲
索
と
い
う
名

の
つ
い
た
地
名
に
闘
す
る
文
献
、
こ
の
地
方
に
残
る
開
索
に
闘
す
る

侍
読
を
、

「
三
、
閥
索
の
故
事
」
で
、

闘
索
の
前
身
で
は
な
い
か
と

い
わ
れ
る
開
三
郎
と
、
開
索
の
妻
に
つ
い
て
の
資
料
、
現
代
の
京
劇
、

地
方
劇
の
う
ち
闘
索
の
登
場
す
る
作
品
を
紹
介
す
る
。
最
後
が
「
四
、

閥
索
研
究
文
献
目
録
」
で
、

『
花
闘
索
停
』
及
び
成
化
本
読

唱
詞
話
に
閲
す
る
圏
内
外
の
研
究
論
文
を
列
事
す
る
。
こ
の
資
料
篇

闘
索
、

に
牧
め
ら
れ
て
い
る
資
料
の
ほ
と
ん
ど
を
、
金
氏
が
解
説
篇
で
の
考

察
に
使
用
し
て
お
り
、
言
っ
て
み
れ
ば
資
料
篇
全
瞳
が
解
説
篇
の
注

の
役
割
を
も
は
た
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

wの
影
印
篇
は
、
『
花
開
索
俸
』
の
原
本
の
影
印
。

V
の
附
論
は
、
古
屋
昭
弘
氏
が
「
説
唱
詞
話
『
花
開
索
俸
』
と
明

代
の
方
言
」
と
題
し
、
語
翠
の
方
面
か
ら
『
花
闘
索
停
』
の
成
立
と

背
景
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
、
結
局
「
江
南
に
お
け
る
弾
詞
の
租

型
に
あ
た
る
演
惑
が
呉
語
圏
の
人
の
手
に
よ
っ
て
寓
定
さ
れ
、
護
み

も
の
と
し
て
印
行
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
り
、
出
版
さ
れ
た
の
は
北
京
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だ
が
、
成
立
し
た
の
は
南
方
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
お
ら
れ
る
(
早

稲
田
大
学
『
中
図
文
学
研
究
』
一

O

所
載
の
同
名
論
文
に
手

一
九
八
四

を
加
え
た
も
の
)
。

wu
の
索
引
篇
は
、
氷
上
正
氏
が
『
花
開
索
俸
』
の
中
の
口
語
的
語

実
や
俗
語
な
ど
を
ピ
ン
イ
ン
順
に
ま
と
め
た
も
の
。
他
の
俗
文
準
作

品
を
研
究
す
る
際
に
も
貴
重
な
資
料
と
な
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
本
書
は
『
花
開
索
俸
』
の
原
本
(
影
印
篇
)
、
校
注
、

関
係
資
料
、
解
説
、
語
事
方
面
か
ら
の
考
察
、
語
柔
索
引
と
、
ま
さ

に
い
た
れ
り
つ
く
せ
り
の
書
と
い
え
る
。

『
花
開
索
俸
』
研
究
の
た



め
に
は
、
本
書
一
m

加
を
持
っ
て
い
れ
ば
事
足
り
る
と
い
っ
て
も
よ
か

ろ
う
。
『
花
開
索
惇
』
に
闘
し
て
、

こ
れ
だ
け
詳
し
く
、

た
研
究
を
お
こ
な
っ
た
書
が
な
か
っ
た
以
上
、
今
後
『
花
開
索
停
』

瞳
系
だ
っ

を
ど
の
よ
う
な
角
度
か
ら
研
究
す
る
場
合
で
も
、
本
書
が
基
本
書
と

な
る
わ
け
で
、
逆
に
言
え
ば
今
後
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
も
受
け
る
で
あ

ろ、っ、

い
わ
ば
叩
き
蓋
と
な
る
垂
直
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

以
上
ざ
っ
と
紹
介
し
た
が
、
こ
の
う
ち
古
屋
氏
の
附
論
に
つ
い
て

は
、
中
国
語
事
に
闘
す
る
専
門
知
識
を
何
ら
持
ち
合
わ
せ
な
い
評
者

に
は
、
こ
れ
を
論
評
す
る
力
は
な
い
。
ま
た
、
校
注
篇
に
つ
い
て
批

評
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

一
部
分
だ
け
を
見
る
の
で
は
な
く
全
鐙
に
渉

ら
な
け
れ
ば
、
著
者
達
に
劃
し
て
失
檀
で
あ
ろ
う
と
思
う
が
、
今
回

評
者
に
は
そ
れ
だ
け
の
時
聞
は
な
か
っ
た
の
で
、
校
注
篇
に
つ
い
て

の
考
察
は
別
の
機
舎
に
譲
る
こ
と
と
し
た
い
。
ま
た
、
資
料
篇
に
つ

い
て
論
評
す
る
と
す
れ
ば
、
遺
漏
ら
』
捜
す
こ
と
ぐ
ら
い
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
も
車
な
る
あ
げ
あ
し
と
り
に
し
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で

今
回
は
、
金
文
京
氏
の
手
に
よ
る
解
説
篇
の
み
を
詳
し
く
と
り
あ
げ
、

若
干
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。

解
説
篇
は
、
六
つ
の
章
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
と
は
別
に
〔
補
読
〕

書

許

と
し
て

「
『
成
化
本
読
唱
詞
話
』
護
見
の
経
緯
」
が
加
え
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
〔
補
説
〕
は
以
前
に
護
表
さ
れ
た
も
の
(
松
家
裕
子
・
金
文

京
「
成
化
本
説
唱
詞
話
夜
見
筒
報
」
『
東
方
』
第
八
十
五
競

一
九
八
八
年
四

月
)
に
、
そ
の
の
ち
金
氏
と
復
日
一
大
事
古
籍
研
究
所
の
李
慶
民
(
一
九

八
八
年
十
月
よ
り
金
津
大
皐
に
来
議
)
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ

た
、
成
化
本
の
出
土
し
た
墓
の
主
の
問
題
を
つ
け
く
わ
え
た
も
の
で

あ
る
。各

章
の
内
容
を
紹
介
し
よ
う
。
第
一
章
は
「
成
化
本
読
唱
詞
話
に

つ
い
て
」
。

こ
れ
ま
で
元
代
の
詞
話
と
い
う
の
は
文
献
に
そ
の
名
は

-149ー

み
え
る
が
、
現
存
す
る
の
は
明
代
の
も
の
だ
け
な
の
で
、
ど
う
い
う

も
の
な
の
か
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
。
成
化
本
は
明
成
化
年
間
の
出

版
だ
が
、

『
花
闘
索
停
』
は
重
刊
本
で
あ
り
、

作
品
自
瞳
の
成
立
が

元
代
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。

つ
ま
り
『
花
開
索
停
』
こ

そ
が
元
代
の
詞
話
の
賓
物
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
中
園
の

議
唱
文
筆
は
、
詞
曲
等
の
長
短
句
に
よ
る
柴
曲
系
と
、
主
に
七
言
の

費
言
句
に
よ
る
詩
讃
系
と
に
分
け
ら
れ
る
と
い
う
の
が
定
説
で
あ
る

が
、
柴
曲
系
が
文
事
化
さ
れ
た
の
に
劃
し
て
、
詩
讃
系
は
民
間
レ
ベ

ル
に
あ
っ
た
た
め
、
現
在
ま
で
停
来
す
る
の
は
柴
曲
系
が
中
心
で
、
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詩
讃
系
は
唐
の
繁
文
の
よ
う
に
出
土
品
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

『
花
闘
索
停
』
は
明
ら
か
に
詩
讃
系
の
作
品
で
あ
る
か
ら
、
も
し
こ

れ
が
元
代
の
作
品
で
あ
る
な
ら
、
唐
の
襲
文
、
宋
の
陶
員
、
崖
詞
、

一
克
の
調
話
、
明
清
の
弾
調
、
鼓
詞
へ
と
、
詩
讃
系
議
唱
文
撃
の
流
れ

が
は
っ
き
り
す
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
成
化
本
説
唱
詞
話
の
俗
文

事
史
に
お
け
る
意
義
は
、
金
氏
の
言
に
よ
れ
ば
「
敦
煙
嬰
文
の
護
見

に
も
匹
敵
す
る
」
こ
と
に
な
る
。

第
二
章
は
「
『
花
闘
索
俸
』
の
瞳
裁
」
。
成
化
本
の
他
の
作
品
が
、

全
て
明
代
の
小
説
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
挿
園
が
牢
葉
を
し
め
る
の
に

劃
し
て
、

『
花
開
索
停
』

だ
け
は
元
代
の
『
三
園
志
卒
話
』
な
ど
と

同
じ
く
上
園
下
文
形
式
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
と
、
使
わ
れ
て
い
る
語

棄
に
元
代
の
卒
話
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
、
『
花
闘
索
停
』

が
元
代
の
作
品
で
あ
る
と
す
る
根
擦
と
し
て
い
る
。

第
三
章
は
「
『
花
闘
索
停
』
の
内
容
」
。

『
花
闘
索
停
』

の
内
容
を

紹
介
し
、

そ
れ
が
徹
頭
徹
尾
花
開
索
を
主
人
公
に
し
た
物
語
で
、

『
三
園
志
』
と
は
関
係
の
な
い
、
荒
唐
無
稽
な
話
で
あ
る
こ
と
を
一
示

す。
第
四
章
は
「
『
花
開
索
停
』
と
『
三
園
演
義
』
」
。

」
こ
で
は

闘
索
停
』
の
内
容
の
う
ち
『
三
園
演
義
』
と
共
通
す
る
部
分
を
、
『
三

園
演
義
』
の
現
存
諸
本
と
比
較
す
る
。

ま
ず
嘉
靖
本
に
は
閥
索
は
登
場
し
な
い
の
で
除
外
。
そ
し
て
鄭
少

垣
本
、
楊
起
元
本
、
余
象
斗
本
な
ど
『
三
園
志
俸
』
系
で
は
、
花
闘

索
が
母
と
と
も
に
闘
羽
の
も
と
に
現
わ
れ
、
西
川
の
征
討
に
活
躍
、

の
ち
雲
南
に
涯
遣
さ
れ
、
そ
こ
で
病
死
す
る
、
と
い
う
内
容
。
闘
索

の
生
い
立
ち
な
ど
『
花
開
索
停
』
と
同
じ
部
分
が
多
い
。
そ
し
て
、

花
閲
索
の
話
は
雑
劇
、
卒
話
、
演
義
と
は
別
の
次
一
万
で
費
生
し
た
も

の
で
、
そ
れ
を
そ
れ
ま
で
の
『
三
園
演
義
』
の
版
本
に
後
か
ら
挿
入
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し
た
可
能
性
が
強
く
、

そ
の
挿
入
の
際
に
用
い
ら
れ
た
の
は

『花

闘
索
停
』
に
き
わ
め
て
似
た
話
、
し
か
も
テ
キ
ス
ト
で
は
な
く
口
頭

文
皐
か
ら
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
、
と
金
氏
は
推
定
す
る
。

こ
こ
で
金
氏
は
、
嘉
靖
本
に
お
い
て
闘
興
の
二
度
の
出
現
が
唐
突

で
あ
る
こ
と
を
あ
げ
、
も
と
も
と
闘
索
の
話
だ
っ
た
の
を
、
嘉
靖
本

で
は
闘
輿
に
か
え
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
や
は
り
『
三
園
志
停
』
の

編
者
が
嘉
靖
本
系
テ
キ
ス
ト
の
不
備
に
乗
じ
て
闘
索
に
結
び
つ
け
た
、

つ
ま
り
闘
索
停
読
を
あ
と
か
ら
挿
入
し
た
と
考
え
る
の
が
安
嘗
で
あ

『花

ろ
う
、
と
結
論
づ
け
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
補
足
だ
が
、



嘉
靖
本
の
闘
輿
は
閥
視
が
奨
城
で
子
禁
ら
の
曹
軍
を
水
攻
め
に
破
つ

た
あ
と
突
然
現
わ
れ
、
閥
羽
の
使
者
と
な
っ
て
成
都
へ
赴
く
。
そ
の

登
場
の
し
か
た
は
あ
ま
り
に
も
突
然
で
、
確
か
に
不
自
然
に
思
わ
れ

る
。
し
か
し
そ
の
次
、
張
飛
の
死
後
す
ぐ
登
場
す
る
場
面
は
、
た
し

か
に
突
然
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
張
飛
の
遺
児
張
萄
と
と
も
に
登

場
す
る
。
こ
の
あ
と
、
闘
輿
と
張
菅
は
行
動
を
と
も
に
す
る
こ
と
も

多
く
、
こ
の
二
人
は
劉
で
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
評
者
は
『
三
園

演
義
』

の
作
者
が
後
半
の
役
者
不
足
を
補
う
た
め
に
、

『
三
園
志
卒

話
』
な
ど
の
材
料
に
は
で
て
こ
な
い
が
宜
在
の
人
物
で
あ
る
こ
の
二

人
を
登
場
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。

『
三
園
演
義
』
の
も
う
一
つ
の
系
統
、
周
日
校
本
、
劉
龍
田
本
、

李
卓
吾
本
、
毛
宗
山
岡
本
な
ど
で
は
、
関
索
は
孔
明
の
雲
南
遠
征
の
際

に
初
め
て
登
場
し
、
ほ
と
ん
ど
活
躍
ら
し
い
活
躍
も
せ
ず
に
消
え
て

、
。
/
、

v
L
V
 

こ
の
結
果
、
前
者
と
後
者
の
二
つ
の
タ
イ
プ
の
闘
索
に
闘
す
る
話

が
存
在
し
、
前
者
は
『
花
開
索
停
』
と
同
系
統
の
語
り
物
に
よ
っ
て
、

嘉
靖
本
が
も
と
づ
い
た
の
と
は
別
の
異
本
に
闘
索
の
話
を
挿
入
し
た

も
の
、
後
者
は
嘉
靖
本
に
も
と
づ
き
、
侍
読
な
ど
に
も
影
響
さ
れ
て
、

書

言干

孔
明
の
南
征
に
闘
索
を
登
場
さ
せ
た
も
の
、
と
金
氏
は
考
え
る
。

た
だ
そ
う
す
る
と
『
三
園
演
義
』
作
成
段
階
で
、

一
度
制
ら
れ
た

閥
索
の
話
が
、
の
ち
再
び
付
け
加
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
、
非
合
理

的
な
話
が
次
第
に
合
理
化
し
て
い
く
と
い
う
小
説
史
の
流
れ
に
逆
行

す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
へ
の
反
誼
と
し
て
金
氏
は
『
三

園
志
玉
璽
俸
』
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
清
代
の
弾
詞
で
、

形
式
、
用
語
な
ど
は
『
花
関
索
停
』
と
同
じ
貼
が
多
く
、
元
明
の
詞

話
と
継
承
閥
係
が
あ
る
。

お
そ
ら
く
『
三
園
演
義
』
を
も
と
に
韻
文

化
さ
れ
た
も
の
で
、
内
容
は
基
本
的
に
は
『
三
園
演
義
』
に
忠
賓
だ

が
、
玉
璽
の
話
、
闘
索
の
話
な
ど
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
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て、

『
三
園
志
玉
璽
停
』
は
韻
文
の
詞
話
か
ら
散
文
の
小
説
へ
、

民

間
停
読
を
多
量
に
含
む
作
品
か
ら
、
よ
り
史
賞
に
近
い
作
品
へ
と
い

う
文
挙
史
の
流
れ
に
反
す
る
。
こ
の
よ
う
に
文
事
史
の
常
識
は
し
ば

し
ば
く
つ
が
え
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

『
三
園
演
義
』

で
一
旦
制
ら

れ
た
闘
索
説
話
が
の
ち
再
び
加
え
ら
れ
た
と
考
え
る
こ
と
に
は
、
無

理
は
な
い
の
だ
、
と
金
氏
は
さ
れ
る
。

『
玉
璽
停
』
の
よ
う
な
民
間
レ
ベ
ル
の
作
品
に
文
翠
史
の
常
識
を

あ
て
は
め
る
の
は
、
少
し
無
理
が
あ
る
よ
う
な
気
は
す
る
が
、
そ
れ
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は
と
も
か
く
、

『
三
園
演
義
』
や
『
水
一
昨
俸
』

の
よ
う
に
完
成
度
の

高
い
小
説
が
編
ま
れ
る
と
、
そ
れ
以
前
に
あ
っ
た
作
品
で
、
小
説
に

は
な
い
内
容
の
も
の
は
す
た
れ
て
い
き
、
そ
れ
以
後
は
問
題
材
、
別

内
容
の
作
品
は
で
き
に
く
く
、
基
本
的
に
は
そ
れ
ら
の
小
説
に
多
少

手
を
加
え
る
程
度
の
作
業
の
み
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
だ
。
『
花
開
索

停
』
は
民
間
レ
ベ
ル
の
作
品
で
あ
っ
た
た
め
に
、

『
演
義
』
成
立
に

も
関
係
な
く
生
き
延
び
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、

後
に
逆
に

『
演
義
』
の
一
部
版
本
に
も
影
響
を
興
え
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
、

こ
れ
ま
で
の
常
識
を
く
つ
が
え
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ

、司ノ。
金
氏
は
さ
ら
に
『
三
園
志
卒
話
』
と
雑
劇
を
『
花
開
索
停
』
と
比

か
な
り
の
共
通
期
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
『
花
開
索
停
』
の
成

較
し
、

立
が
元
以
前
で
あ
る
こ
と
の
有
力
な
傍
誼
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

金
氏
は
こ
の
よ
う
な
思
考
を
も
と
に
、
「
『
三
園
志
演
義
』
の
版
本

に
つ
い
て
|
|
嘉
靖
本
と
建
安
諸
本
を
中
心
に
ー
1

」
と
題
す
る
研

究
費
表
を
行
な
い
(
日
本
中
園
挙
舎
第
四
十
回
大
舎

一
九
八
八
)
、
ま
た

「
『
三
園
演
義
』
版
本
試
探

l
l建
安
諸
本
を
中
心
に

l
l」
(
『
集

刊
東
洋
阻
己
第
六
十
一
披
一
九
八
九
)
と
い
う
論
文
も
護
表
さ
れ
て
い

る。
第
五
章
は
「
『
花
開
索
博
』
と
民
間
停
承
」
。

『
花
開
索
停
』

の
h

つ

ち

『
三
園
演
義
』
と
共
通
し
な
い
部
分
に
つ
い
て
、

そ
の
起
源
を

民
間
の
惇
承
や
演
劇
の
中
に
さ
ぐ
る
。

ま
ず
「
民
開
設
話
」
で
は
、
闘
視
の
夫
人
胡
金
定
、
元
宵
節
に
闘

索
が
迷
子
に
な
る
こ
と
、
開
索
の
夫
人
た
ち
な
ど
に
つ
い
て
、
内
容

の
類
似
す
る
資
料
を
閉
挙
げ
る
。
つ
や
つ
い
て
閥
視
の
万
に
つ
い
て
。
『
花

開
索
俸
』
で
は
閥
羽
の
万
が
水
中
に
沈
ん
だ
あ
と
闘
羽
が
死
に
、
そ

の
万
を
開
索
が
す
く
い
あ
げ
て
、
復
讐
職
に
の
ぞ
む
。
闘
羽
に
は
万
、
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あ
る
い
は
水
に
闘
す
る
説
話
が
ほ
か
に
も
あ
り
、

閥
羽
仰
は
万
神
、
水

神
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
た
の
で
は
、
と
推
理
す
る
。
ま
た
、

明
蔦
暦
年
間
の
文
人
鏡
希
言
の
『
槍
園
』
に
引
く
蛍
時
の
調
話
で
は
、

『
花
開
索
停
』
と
同
様
、
花
開
索
は
小
人
で
あ
っ
た
と
あ
る
。
ま
た

美
少
年
で
あ
っ
た
と
い
う
説
話
が
あ
る
こ
と
も
事
げ
る
。

閲
索
が
小
人
で
あ
る
こ
と
は
、

疑
問
の
払
跡
地
は
な
い
が
、

『
花
開

索
停
』
の
挿
檎
で
は
闘
索
は
全
く
小
人
と
し
て
描
か
れ
て
い
な
い
の

は
ど
う
し
て
だ
ろ
う
。

一
番
頼
著
な
の
は
後
集
の
六

a
(本
書
、
影
印

篤
二
六
九
頁
)
の
櫓
。
闘
索
は
大
男
で
あ
る
は
ず
の
閥
羽
と
ほ
ぼ
同
じ



燈
格
で
あ
る
。
挿
糟
は
お
そ
ら
く
出
版
の
際
に
版
元
が
檎
師
に
描
か

せ
る
の
で
あ
ろ
う
。

『
花
開
索
停
』

の
櫓
師
が
本
文
を
謹
ん
で
い
た

か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
字
を
識
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る

が
、
少
な
く
と
も
嘗
時
流
行
し
て
い
た
閥
索
説
話
の
大
瞳
の
内
容
は

知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

『
花
開
索
停
』

が
出
版
さ
れ
た
頃
に
は
、

H
闘
索
H

小
人
H

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
あ
ま
り
強
く
な
か
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
立
間
群
介
氏
が
「
花
開
索
俸

の
『
花
』
と
『
少
年
浪
子
』
」
(
『
嘉
文
研
究
』
第
五
十
四
競

一
九
八
九
)

で
、
『
花
開
索
停
』
で
は
身
長
四
尺
五
寸
の
花
開
索
が
『
三
園
志
停
』

で
は
七
尺
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
、
蛍
時
の
聴
衆
は
花
開
索
が

小
人
で
あ
る
こ
と
は
と
く
に
意
識
せ
ず
、
少
し
背
は
低
い
が
武
勇
は

抜
群
の
好
漢
と
見
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、

『
三
園
志
停
』

の
H
七

尺
H

は
そ
う
い
う
聴
衆
の
見
方
が
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
、
と
し

て
お
ら
れ
る
。

次
に
「
農
民
起
義
」
に
つ
い
て
。
宋
か
ら
明
代
の
農
民
起
義
の
指

導
者
に
闘
索
の
稗
競
を
持
つ
者
が
多
い
。

『
花
開
索
停
』

で
も
太
行

山
の
盗
賊
が
闘
索
の
手
下
と
な
る
。
ま
た
闘
索
の
嫁
取
り
に
つ
い
て

も

『
費
東
野
語
』

に
あ
る
金
末
元
初
の
山
東
の
李
全
の
話
と
極
め

書

評

て
よ
く
似
て
お
り
、

山
東
の
こ
の
よ
う
な
群
雄
の
動
き
は

『
水
論

停
』
『
一
ニ
園
演
義
』
『
花
閥
索
停
』
の
成
立
と
開
港
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
、
と
金
氏
は
濠
想
し
て
お
ら
れ
る
。

次
に
「
京
劇
、
地
方
劇
」
。

現
在
の
京
劇
、

地
方
劇
に
『
花
開
索

惇
』
と
の
内
容
の
共
通
す
る
貼
を
あ
げ
る
。

そ
し
て
「
雲
南
、
貴
州
の
地
名
」
。
『
三
園
演
義
』
で
も
『
花
闘
索

停
』
で
も
閲
索
は
雲
南
と
関
わ
り
が
あ
る
が
、
そ
の
雲
南
と
貴
州
に

は
閥
索
に
ち
な
ん
だ
地
名
と
、
閥
索
に
ま
つ
わ
る
俸
読
が
あ
る
。
元

初
の
フ
ピ
ラ
イ
に
よ
る
雲
南
卒
定
の
折
り
の
、
将
軍
ウ
リ
ャ
ン
ハ
タ
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イ
と
そ
の
子
ア
ジ
ュ
の
行
軍
ル

l
ト
と
閲
索
の
名
の
つ
い
た
場
所
が

大
韓
重
な
る
こ
と
な
ど
を
根
操
と
し
て
、
闘
索
に
ち
な
ん
だ
地
名
は

ウ
リ
ャ
ン
ハ
タ
イ
と
ア
ジ
ュ
の
活
躍
を
投
影
し
て
い
る
の
で
は
、
と

金
氏
は
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
だ
け
の
材
料
で
そ
の
よ
う
な
推
定
を
す

る
こ
と
に
は
、
少
し
疑
問
を
費
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
ま

た
後
で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

そ
の
次
は
「
民
間
信
仰
」
の
項
。
銭
希
言
の
『
槍
園
』
は
花
開
索

を
「
淫
記
」
の
項
に
牧
め
て
い
る
。

つ
ま
り
、
民
間
信
仰
の
封
象
と

な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
唐
の
沼
櫨
の
『
雲
漢
友
議
』
「
玉
泉
杷
」
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の
項
に
閲
三
郎
と
い
う
神
が
玉
泉
山
に
ま
つ
ら
れ
て
い
た
と
あ
る
。

玉
泉
山
と
い
え
ば
闘
羽
田
制
聖
の
地
で
あ
る
の
で
、
こ
の
闘
三
郎
が
闘

索
の
前
身
で
は
な
い
か
、
と
す
る
周
紹
良
氏
、
金
氏
の
意
見
は
道
理

に
か
な
っ
て
い
る
。

な
ぜ
邪
神
が
闘
視
の
息
子
に
な
っ
た
か
に
つ
い

て
は
、
二
郎
紳
や
那
町
太
子
が
歴
史
上
の
人
物
の
架
空
の
息
子
で
あ

る
と
い
う
停
設
が
あ
る
こ
と
を
あ
げ
、
中
園
で
は
神
話
停
読
の
類
は

歴
史
事
賓
と
結
び
つ
い
て
は
じ
め
て
命
服
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
の

だ
、
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

こ
こ
で
、
五
代
の
『
北
夢
鎖
言
』
に
闘
三
郎
が
鬼
兵
を
率
い
て
長

安
に
入
城
す
る
と
い
う
流
言
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

玉
泉
寺
開
基
に
関
し
て
、
閥
羽
何
が
鬼
一
肺
を
役
っ
て
寺
を
建
て
た
と
い

う
停
読
が
あ
り
(
宋
の
寅
休
復
『
盆
州
名
董
録
』
な
ど
。
拙
著
「
紹
介
・
湖

北
省
三
闘
関
係
遺
跡
」
『
中
園
文
皐
報
』
第
四
十
加
、
を
参
照
の
こ
と
)
、
神

兵
を
率
い
る
と
い
う
黙
が
似
て
い
る
。

闘
羽
付
額
聖
の
停
読
に
は
、

「
開
王
父
子
」
と
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
子
と
は
闘
羽
と
と

も
に
死
ん
だ
闘
卒
の
こ
と
と
考
え
る
の
が
安
営
で
あ
ろ
う
が
、
闘
索

で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。

そ
し
て
、
安
徽
の
池
州
の
備
敵
と
雲
南
の
闘
索
蔵
に
花
闘
索
の
演

目
が
あ
り
、
そ
れ
に
閲
す
る
中
園
で
の
護
表
を
紹
介
す
る
。
池
州
の

儲
戯
は
そ
の
演
目
も
文
句
も
成
化
本
説
唱
詞
話
に
極
め
て
似
て
お
り
、

お
そ
ら
く
成
化
本
と
同
系
の
本
を
脚
本
と
し
た
演
劇
で
あ
る
。
雲
南

の
閲
索
厳
も
健
蔵
と
同
様
の
性
格
を
持
つ
。

第
六
章
は
「
『
花
閥
索
停
』
の
文
皐
史
的
意
義
」

Q

こ
れ
ま
で
の
章

を
ま
と
め
、

『
花
開
索
俸
』

の
持
つ
文
事
史
的
な
意
義
を
考
え
る
。

ま
ず
、
第
一
に
花
開
索
の
物
語
に
よ
っ
て
『
三
園
演
義
』
の
諸
本
を

比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
流
れ
が
明
確
に
な
っ
た
知
。
そ

『
三
園
志
停
』
系
の
テ
キ
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れ
に
よ
り
金
氏
は
断
定
は
避
け
な
が
ら
、

ス
ト
に
花
開
索
の
話
を
つ
け
く
わ
え
た
の
は
、
そ
の
『
三
闘
志
停
』

系
の
テ
キ
ス
ト
を
出
版
し
た
建
安
の
余
象
斗
で
は
な
か
っ
た
か
と
、

推
論
を
展
開
し
て
お
ら
れ
る
。

第
二
に
、

『
花
開
索
俸
』
の
舞
基
は

『
一
一
一
園
士
山
』
の
世
界
だ
が
、
登
場
人
物
は
『
水
酷
停
』
の
豪
傑
風
で

あ
っ
た
り
、

『
西
遊
記
』

『
花
闘
索

の
妖
怪
風
で
あ
っ
た
り
す
る
。

停
』
に
は
明
代
以
後
、
歴
史
小
説
、
盗
賊
小
説
、
神
魔
小
説
に
分
化

す
る
要
素
が
涛
然
と
入
り
混
じ
っ
て
お
り
、
祉
合
一
般
の
晴
好
を
反

映
し
た
、
白
話
小
説
の
前
段
階
の
姿
と
言
え
る
、
と
い
う
こ
と
。
第

ニ
に
講
唱
文
撃
の
歴
史
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
資
料
で
あ
る
貼
。



つ
ま
り
、
第
一
章
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
詩
讃
系
講
唱
文
四
円
子

の
流
れ
が
明
白
に
な
っ
た
こ
と
。
ま
た
池
州
慨
戯
の
よ
う
に
詞
話
が

演
劇
の
蓋
本
に
用
い
ら
れ
た
場
合
も
あ
り
、
慨
戯
は
詩
讃
系
演
劇
で

あ
る
と
一
一
一
日
え
、
中
園
の
演
劇
に
は
元
の
雑
劇
や
明
の
停
奇
な
ど
の
梁

曲
系
と
備
戯
な
ど
詩
讃
系
の
二
つ
の
種
類
が
あ
っ
た
こ
と
の
傍
置
と

な
る
。
こ
の
詩
讃
系
の
演
劇
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
資
料
を
も
と
に

そ
の
存
在
を
推
定
し
た
、

小
松
議
氏
の
「
詩
讃
系
演
劇
考
」
(
ヨ
畠
山

大
事
教
養
部
紀
要
』
第
二
二
巻
一
一
統

一
九
八
九
)
と
い
う
論
文
が
あ
る
。

最
後
に
比
較
文
撃
研
究
に
と
っ
て
も
興
味
深
い
資
料
で
あ
る
こ
と
。

つ
ま
り
『
花
開
索
俸
』
は
花
闘
索
を
主
人
公
と
す
る
英
雄
鉄
事
詩
と

言
え
、
中
園
に
は
西
洋
の
よ
う
な
英
雄
鮫
事
詩
は
存
在
し
な
か
っ
た

と
い
う
、
従
来
の
文
事
史
家
共
通
の
認
識
を
覆
す
も
の
で
、
世
界
文

撃
に
お
け
る
中
園
文
事
の
特
殊
性
と
普
遍
性
を
考
え
る
上
で
、
重
要

な
問
題
で
あ
る
、
と
す
る
。

こ
の
解
説
篇
全
睦
を
見
る
と
、
小
川
環
樹
博
士
の
論
文
「
閥
索
の

惇
読
そ
の
ほ
か
」
(
岩
波
文
庫
『
二
一
因
志
』
第
八
朗
附
録

一
九
六
四
)
が

一
つ
の
ベ

l
ス
に
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

日
本
で
初
め
て
闘
索
の
間

題
を
と
り
あ
げ
た
の
が
小
川
博
士
で
あ
る
。

こ
の
論
文
で
は
、

書

評

明
一
統
士
山
』
な
ど
に
見
え
る
闘
索
嶺
の
記
事
、
宋
代
の
書
物
に
あ
る

開
索
を
あ
だ
な
と
す
る
盗
賊
の
記
事
を
奉
げ
、
さ
ら
に
貫
索
九
星
と

い
う
星
座
が
あ
る
こ
と
に
鰯
れ
、
貫
索
と
い
う
神
が
三
因
物
語
と
結

び
つ
い
て
闘
索
と
な
っ
た
の
で
は
、
と
推
察
し
て
お
ら
れ
る
。
さ
ら

に
闘
索
の
記
述
に
つ
い
て
、

『
三
園
演
義
』

に
二
種
類
の
系
統
が
あ

る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

Q

小
川
博
士
は
こ
の
論
文
で
『
花
闘
索

停
』
護
見
以
前
に
そ
の
存
在
を
推
定
し
て
お
ら
れ
、
そ
の
畑
眼
は
驚

嘆
に
値
す
る
。
こ
の
論
文
を
も
と
に
、
さ
ら
に
大
量
の
資
料
を
用
い
、

さ
ら
に
考
謹
を
す
す
め
た
の
が
金
氏
の
解
説
篇
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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貫
索
九
星
に
闘
し
て
、

氷
上
正
氏
は
す
花

本
書
の
著
者
の
一
人
、

閥
索
H

研
究
ノ
l
ト
」
(
「
無
名
』
四

『
水
誹

一
九
八
四
)

の
中
で
、

停
』
の
英
雄
の
一
人
、
病
関
索
楊
雄
は
天
牢
星
の
化
身
と
さ
れ
て
お

り
、
天
牢
星
が
貫
索
九
星
の
別
名
で
あ
る
と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

第
五
章
の
、
雲
南
と
貴
州
に
残
る
闘
索
に
ま
つ
わ
る
地
名
に
つ
い

て
、
金
氏
が
ウ
リ
ャ
ン
ハ
タ
イ
と
ア
ジ
ュ
の
活
躍
の
投
影
で
は
な
い

か
、
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
だ
が
、
金
氏
に
は
「
闘
訓
仰
の
息
子

と
孫
悟
空
」
(
『
文
部
T

』
第
五
田
谷
第
六
披
・
第
九
披

一
九
八
六
)
と
い

『大

う
論
文
が
あ
る
。
こ
の
論
文
の
内
容
の
大
字
は
本
解
説
篇
の
な
か
に
、
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反
映
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
論
文
で
は
花
開
索
を
創
の
英
雄
、
小
童
、

水
一
押
の
三
つ
の
面
か
ら
分
析
、
孫
悟
空
に
も
同
様
の
性
格
を
見
出
だ

し
、
雨
者
の
類
似
性
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
そ
し
て
、
『
花
闘
索
惇
』

が

「
中
園
に
お
け
る
ほ
と
ん
ど
紹
無
僅
有
の
英
雄
誠
事
詩
で
あ
っ

た
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
論
文
の
剣
の
英
雄
の
項
で
は
、
ア
l
サ
I

停
説
、

サ
ル
マ

l
ト
族
の
ナ
ル
ト
神
話
、
朝
鮮
や
日
本
の
神
話
な
ど

と
の
比
較
に
よ
り
、
世
界
の
神
話
が
共
有
す
る
創
の
英
雄
た
ち
の
な

か
に
花
開
索
を
加
え
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
そ
し
て
「
お
わ
り
に
」

と
題
し
た
項
で
は
、
ァ

l
サ
l
停
読
に
影
響
を
輿
え
た
可
能
性
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
サ
ル
マ

l
ト
族
に
つ
い
て
興
味
深
い
考
察
が
あ
る
。

サ
ル
マ

l
ト
族
は
紀
元
前
回
世
紀
か
ら
紀
元
後
四
世
紀
に
南
ロ
シ
ア

卒
原
に
活
躍
し
た
遊
牧
騎
馬
民
族
で
、
そ
の
一
波
で
あ
る
ア
ス
族
は

モ
ン
ゴ
ル
西
征
の
際
征
服
さ
れ
、

一
部
は
モ
ン
ゴ
ル
軍
に
編
入
さ
れ
、

開
索
と
非
常
に
関
係
の
深
い
雲
南
へ
の
征
服
戦
に
も
参
加
し
て
い
る
。

金
氏
は
そ
れ
だ
け
で
『
花
闘
索
俸
』
と
の
闘
係
を
主
張
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
、
そ
の
可
能
性
を
示
し
た
だ
け
で
あ
る
が
、
全
世
界
的

な
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
そ
の
護
想
は
非
常
に
書
一
期
的
な
も
の
で
あ

っ
た
。
本
書
で
は
さ
ら
に
深
い
考
謹
が
あ
る
の
で
は
と
期
待
し
て
い

た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
黙
に
つ
い
て
本
解
説
篇
で
は
全
く
燭
れ
ら
れ

て
い
な
い
。

(
冗
良
合
蓋
)

と
ア
ジ
ュ

(
阿
尤
)

ウ
リ
ャ
ン
ハ
タ
イ

父
子
に
つ
い
て
積
ん
だ
と
き
、
評
者
は
こ
の
二
人
が
ア
ス

(
阿
速
)

族
な
の
か
と
思
っ
た
の
だ
が
、
『
元
史
』
の
停
(
冗
良
合
蓋
は
巻
百
二
十

一
、
阿
ポ
は
巻
百
二
十
八
)
に
よ
る
と
、

二
人
は
モ
ン
ゴ
ル
族
で
あ
る

(
全
く
の
徐
談
だ
が
、
『
水
論
俸
』
の
梁
山
泊
の
頭
目
の
一
人
、

張
順
の
モ
デ

ル
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
る
宋
の
部
将
張
順
を
、

裏
陽
で
攻
め
殺
し
た
の
が
ア

ジ
ュ
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
な
ん
と
も
而
白
い
偶
然
で
あ
る
)
。

こ
の
二
人

が
率
い
て
い
た
軍
に
ア
ス
族
が
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
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く
、
金
氏
が
ウ
リ
ャ
ン
ハ
タ
イ
と
ア
ジ
ュ
が
闘
索
の
一
種
の
モ
デ
ル

で
は
な
い
か
と
い
う
侵
定
に
至
っ
た
の
は
、
ア
ス
族
が
雲
南
征
服
に

参
加
し
て
い
た
と
い
う
事
賓
か
ら
設
展
し
た
も
の
で
は
な
い
か
、
と

思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

ア
ス
族
の
件
が
本
書
に
な
い
以
上
、
突
然
ウ

リ
ャ
ン
ハ
タ
イ
と
ア
ジ
ュ
が
で
て
き
て
も
、
護
者
は
と
ま
ど
う
ば
か

り
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
文
事
的
な
意
義
は
別
に
し
て
、
開
索
の
問
題

で
最
も
興
味
深
い
の
は
、

一
韓
関
索
が
ど
こ
か
ら
あ
ら
わ
れ
た
の
か
、

と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
確
か
に
金
氏
は
本
解
説
篇
の
な
か

で
、
そ
の
前
身
と
し
て
邪
神
の
閥
三
郎
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。
し
か



し
、
そ
れ
が
百
パ
ー
セ
ン
ト
正
し
い
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
賓
際
に

ア
ス
族
が
闘
索
説
話
と
関
係
の
あ
る
可
能
性
が
ど
の
く
ら
い
あ
る
か

は
別
に
し
て
、
本
解
説
篇
で
そ
の
こ
と
に
全
く
燭
れ
な
い
の
は
、
納

得
が
い
か
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
論
文
は
資
料
篇
の
論
文
目
録
に
含

ま
れ
て
い
る
し
、
第
五
章
の

1
の
例
小
人
の
項
で
、
こ
の
論
文
の
名

も
翠
が
っ
て
は
い
る
が
、
そ
も
そ
も
本
書
は
『
花
闘
索
俸
』
を
研
究

す
る
た
め
の
基
本
書
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
こ
と
を
め
ざ
し
た
も
の

で
あ
る
は
ず
で
、
そ
れ
な
ら
ば
盛
り
込
め
る
だ
け
の
資
料
を
盛
り
込

む
べ
き
で
は
な
い
か
。
お
そ
ら
く
金
氏
は
確
謹
の
な
い
こ
と
で
も
あ

り

一
度
設
表
し
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
う
が
、
貴
際
解
説
篇
に
は
一
般
的
な
事
賓
の
羅
列
ば

か
り
で
な
く
、
金
氏
の
考
え
が
大
い
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

し
、
先
程
述
べ
た
よ
う
に
論
文
「
闘
羽
の
息
子
と
孫
悟
空
」
の
半
分

ほ
ど
は
本
解
説
篇
と
重
複
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
を

本
解
説
篇
で
取
り
上
げ
な
い
理
由
は
な
か
っ
た
と
思
う
。

も
う
一
つ
、
わ
た
し
が
疑
問
に
思
う
の
は
「
花
開
索
」
と
い
う
名

が
先
か
、

「
閥
索
」
と
い
う
名
が
先
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

関

郎
が
闘
索
の
前
身
な
ら
ば
、

「
闘
索
」

が
先
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

書

苦手

そ
の
闘
索
に
ど
う
し
て

H
花
H

と
い
う
語
が
頭
に
つ
い
た
の
か
、
と

い
う
問
題
に
な
っ
て
く
る
。

H
花
M
M

に
閲
し
て
は
、

氷
上
正
氏
が
先

に
あ
げ
た
「
H
花
開
索
H

研
究
ノ
l
ト」

の
中
で
、
刺
青
の
こ
と
で

は
な
い
か
と
指
摘
、
立
間
鮮
介
氏
も
こ
れ
に
同
意
し
て
お
ら
れ
る
。

し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
考
え
も
憶
測
の
域
を
で
な
い
わ
け
で
、
も
ち

ろ
ん
評
者
に
も
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
言
え
な
い
の
だ
が
、

『
花
闘

索
停
』

で
は
、

「
花
闘
索
」

の
三
文
字
が
名
前
(
つ
ま
り
、

H
H

花
M
M

が

「
関
索
」
を
形
容
す
る
言
葉
で
は
な
い
)
で
、
花
、
閥
、
索
と
思
人
の
姓

を
一
つ
ず
っ
と
っ
て
名
と
し
た
、
と
い
う
の
は
あ
ま
り
に
も
不
自
然
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で
あ
る
。

た
と
え
そ
の
不
自
然
さ
に
目
を
つ
ぶ
っ
た
と
し
て
も
、
本

来
は
閲
視
の
息
子
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
闘
を
頭
に
も
っ
て
き
て
、
闘

花
索
と
か
闘
索
花
と
い
う
よ
う
な
名
に
す
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
花
開
索
と
い
う
名
が
あ
ら
か
じ
め
あ
っ
て
、

そ
れ
に
理
由
を
つ
け
る
た
め
、

つ
ま
り
は
闘
視
の
息
子
と
結
び
つ
け

る
た
め
の
苦
し
紛
れ
の
理
由
づ
け
と
考
え
る
の
が
、
最
も
わ
か
り
や

す
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
四
章
で
、
『
三
園
志
停
』

金
氏
は
、

系
の
闘
索
の
話
を
、
花
闘
索
の
物
語
と
名
付
け
(
周
日
校
本
系
に
は
花

関
索
と
い
う
名
は
み
え
な
い
て
「
特
に
花
開
索
と
い
う
名
前
は
、

民
間
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の
停
読
や
宗
教
と
閥
係
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
」
(
四
一
頁
)
と
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
第
五
章
の
6
の
刷
池
州
傑
戯
の
項
で
、
備
戯

の
眼
面
に
つ
い
て
燭
れ
、
そ
の
注
で

H
花
闘
索
の
「
花
」
が
元
来
何

を
意
味
し
た
か
は
定
か
で
な
い
が
、
あ
る
い
は
こ
の
よ
う
な
傑
戯
の

懐
面
に
由
来
す
る
か
も
知
れ
ぬ
o
H
(
注
臼
)
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

金
氏
も
「
闘
索
」
が
先
と
考
え
て
お
ら
れ
る
よ
う
だ
。
第
四
章
の

3

「
花
開
索
と
閲
索
」
で
は
、
『
三
園
志
停
』
系
が
基
づ
い
た
も
の
(
花

閥
索
の
物
語
)
と
、
周
日
校
本
系
が
擦
っ
た
も
の
(
開
索
の
物
語
)
の
二

種
類
の
闘
索
説
話
が
存
在
し
た
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
段
階
で
は
ど

ち
ら
に
し
て
も
閥
視
の
息
子
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
捷
わ
り
な
い
わ
け

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
よ
り
ず
っ
と
以
前
に
花
閥
索
と
い
う
も
の

が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
闘
三
郎
か
何
か
と
結
び
つ
い
た
と
か
、
花
開
索

と
閥
索
が
も
と
も
と
全
く
別
の
も
の
と
し
て
存
在
し
、
後
に
二
つ
が

合
睡
し
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
、
紹
介
と
若
干
の
意
見
を
述
べ
て
き
た
が
、
自
ら
「
あ
げ
あ

し
と
り
」
は
避
け
た
い
と
し
な
が
ら
、
と
て
も
批
評
と
は
言
え
な
い
、

些
細
な
貼
を
取
り
上
げ
る
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
は
、
ひ
と
え
に
評
者

の
未
熟
さ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
だ
け
本
書
が
充
賞

し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
途
中
で
も
述
べ
た
こ
と
だ

が
、
本
書
、
が
『
花
闘
索
停
』
に
つ
い
て
、
は
じ
め
て
瞳
系
的
に
研
究

さ
れ
た
書
で
あ
る
こ
と
に
は
、
絶
大
な
る
評
債
を
興
え
る
べ
き
で
あ

る
。
し
か
も
異
な
る
大
事
の
、
異
な
る
分
野
の
専
門
家
が
集
ま
っ
て
、

各
自
の
得
意
分
野
に
う
で
を
ふ
る
っ
た
と
い
う
こ
の
共
同
研
究
の
形

は
、
今
後
の
研
究
に
お
け
る
一
つ
の
理
想
的
な
パ
タ
ー
ン
を
示
し
た

も
の
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
本
書
は
『
花
開
索
停
』
研
究
に
は
も
ち

ろ
ん
、

『
三
園
演
義
』
研
究
、

さ
ら
に
は
俗
文
皐
全
般
の
研
究
に
お

い
て
避
け
て
は
通
れ
な
い
書
で
あ
る
、
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
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そ
の
な
か
で
も
特
に
、
今
後
の
『
三
園
演
義
』
研
究
に
お
い
て
は
、

『
三
園
志
』
、

元
雑
劇
な
ど
現
存
す
る
資
料
以
外

『
三
園
志
卒
話
』
、

に
も
、
失
わ
れ
た
、
あ
る
い
は
『
花
開
紫
停
』
の
よ
う
に
土
の
中
に

眠
っ
て
い
る
書
が
存
在
す
る
こ
と
を
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
意
識
し
て

進
め
て
い
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
こ
と
を
自
ら
へ
の
戒
め
と
し
て
、

本
文
の
結
び
と
し
た
い
。

〔
追
記
〕
一
九
八
九
年
、
ア
メ
リ
カ
の
ア
リ
ゾ
ナ
州
立
大
事
ア
ジ
ア
研
究

セ
ン
タ
ー
か
ら
、
三
回
目

ω仲

o
q
o同
国

5
0
Eロ
ω
ロ
ロ
ェ
と
題
す
る

「
花
開
索
俸
』
の
全
課
が
出
版
さ
れ
た
(
二
七
九
頁
)
。
著
者
は
ゲ
イ



ル・

0
・
キ
ン
グ
女
史
(
の
包
-
O
B
E
間
宮
間
)
。
女
史
は
現
在
ブ
リ

ガ
ム
ヤ
ン
グ
大
阻
干
の
ア
ジ
ア
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
舘
長
で
あ
る
。
こ
の
本

は
、
「
序
論
」
、
「
翻
謬
」
、
「
影
印
」
な
ど
の
篇
に
分
か
れ
る
。
「
序
論
」

は
議
唱
文
皐
、
『
花
関
索
惇
』
の
内
容
、
閥
索
の
名
の
つ
い
た
地
名
、

民
間
説
話
、
『
三
園
演
義
』
の
中
の
関
索
、
な
ど
の
解
説
。
大
陸
に
お

い
て
正
し
い
内
容
で
あ
る
が
、
誤
り
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
部
分
も

少
し
あ
り
、
ま
た
著
者
自
身
に
よ
る
新
し
い
考
え
方
は
ほ
と
ん
ど
な
い

よ
う
だ
。
解
説
の
封
象
の
範
圏
も
深
さ
も
、
『
花
開
索
俸
の
研
究
』
の

比
で
は
な
い
(
同
年
の
出
版
で
あ
る
た
め
、
営
然
キ
ン
グ
女
史
は
『
花

閥
索
俸
の
研
究
』
を
参
照
し
て
は
い
な
い
)
。
翻
謬
部
分
に
闘
し
て
は
、

ざ
っ
と
目
を
通
す
だ
け
の
時
間
し
か
な
か
っ
た
が
、
大
き
な
誤
り
な
ど

は
見
営
ら
な
い
よ
う
に
思
っ
た
。
た
だ
、
原
文
で
諌
む
の
と
は
ず
い
ぶ

ん
感
じ
が
違
っ
た
の
は
、
英
語
の
性
質
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
し
か

し
と
も
か
く
、
『
花
開
索
俸
の
研
究
』
の
校
注
に
加
え
て
、
英
語
が
出

版
さ
れ
た
こ
と
は
、
今
後
の
「
花
関
索
停
』
研
究
に
と
っ
て
有
意
義

で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
同
じ
年
に
日
本
と
ア
メ
リ
カ
で
『
花
開

索
俸
』
の
碗
究
書
が
設
表
さ
れ
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
今
後

『
花
関
索
俸
』
に
関
す
る
研
究
が
世
界
的
範
闘
で
展
開
し
て
い
く
で
あ

ろ
う
こ
と
は
、
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
亡
!
目
。
洋
O
H
M
-
-
同
国
E
P

の
E
ロ
∞
ロ
ロ
ご
は
、
『
花
開

索
俸
の
研
究
』
の
著
者
の
一
人
で
あ
る
金
文
京
氏
よ
り
コ
ピ
ー
を
頂
戴

し
た
。
こ
こ
に
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
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(
富
山
大
皐

上
野
隆
三
)

書

評




