
李

桂

伝

の

評

価

i
i
iそ
の
父
親
像
を
中
心
に

i
l

唐
代
小
説
「
李
娃
伝
」
は
、
白
行
衛

(
0
・
1
m
)
の
作
と
さ
れ
る

伝
奇
小
説
で
、
恋
愛
を
主
題
と
し
た
小
説
群
の
な
か
で
、
「
鷺
鴬
伝
」

「
一
程
小
玉
伝
」
と
な
ら
ん
で
代
表
的
作
品
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
ο

こ
の
作
品
に
は
従
来
様
々
な
評
価
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
小
論
で

は
こ
れ
ら
の
評
僻
を
整
理
し
な
が
ら
、
作
中
に
描
か
れ
て
い
る
主
人

公
の
父
親
像

i
父
親
の
子
殺
し
ー
と
い
う
そ
テ
ィ

i
フ
を
中
心
に
、

こ
の
作
品
の
性
格
を
考
え
て
み
る
こ
と
と
し
た
。

は
次
の
よ
う
な
す
じ
の
小
説
で
あ
る
。
「
天
宝
年
間
、

常
州
刺
史
鄭
茶
の
息
子
は
、
父
親
の
期
待
を
負
っ
て
長
安
に
上
る
。

科
挙
受
験
の
準
俄
で
あ
る
。
二
十
歳
の
こ
の
貴
公
子
は
、
長
安
の
色

町
、
平
成
史
で
、
話
〈
妓
李
姑
と
出
会
う
。
彼
は
故
郷
か
ら
も
っ
て
き

た
財
産
の
す
べ
て
を
た
ず
さ
え
て
、
女
の
家
に
賠
つ
づ
け
る

Q

女
も

彼
を
憎
か
ら
ず
思
っ
て
い
た
が
、
一
年
近
く
た
っ
て
男
の
財
が
尽

き
、
女
の
仮
母
は
、
男
に
冷
た
く
当
た
る
よ
う
に
な
る
。
あ
る
官
女

西

日青

彦

同

は
、
子
授
け
の
神
で
あ
る
「
竹
林
神
」
に
男
と
と
も
に
詣
で
よ
う
と

一
一
一
一
向
う
。
参
詣
を
す
ま
せ
て
、
帰
り
道
に
女
の
お
ば
の
家
に
立
ち
寄
る

と
、
そ
こ
に
仮
母
の
急
病
を
伝
え
る
使
者
が
や
っ
て
く
る
。
女
は
と

り
あ
え
ず
急
い
で
帰
宅
し
、
あ
と
で
迎
え
を
よ
こ
す
と
い
う
。
と
こ

ろ
が
い
つ
ま
で
待
っ
て
も
、
女
か
ら
の
使
い
は
来
な
い
。
し
び
れ
を

き
ら
し
て
帰
っ
て
み
る
と
、
家
は
錠
が
か
け
ら
れ
、
李
娃
は
仮
母
も

ろ
と
も
姿
を
く
ら
ま
せ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
男
は
驚
き
、
お
ば
の
家

に
帰
ろ
う
と
す
る
が
、
も
う
日
は
暮
れ
、
坊
里
の
外
へ
は
出
ら
れ
な

い
。
翌
日
、
行
っ
て
み
る
と
お
ば
の
姿
は
な
か
っ
た
。
彼
等
が
グ
ル

で
仕
組
ん
だ
金
の
な
く
な
っ
た
男
を
追
い
出
す
計
略
に
、
ま
ん
ま
と

ひ
っ
か
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

男
は
憤
り
の
末
病
気
に
な
り
、
葬
儀
人
夫
の
住
む
部
落
(
閥
隷
)

に
捨
て
ら
れ
る
運
命
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
凶
母
の
人
々
は
彼
を
手
厚

く
看
護
し
て
や
り
、
彼
は
全
快
す
る
と
、
そ
の
才
能
を
み
こ
ま
れ
て

挽
歌
の
う
た
い
手
と
な
り
、
そ
の
道
の
第
一
人
者
と
い
わ
れ
る
ま
で
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に
上
手
に
な
っ
た
。
そ
の
頃
、
都
の
東
西
の
凶
療
の
関
で
、
葬
儀
道

具
と
挽
歌
の
コ
ン
ク
ー
ル
が
催
さ
れ
て
い
た
。
男
の
属
し
て
い
た
東

の
凶
臨
時
で
は
、
彼
に
新
し
い
挽
歌
を
教
え
、
コ
ン
ク
ー
ル
に
出
場
さ

せ
た
。
こ
の
催
し
は
都
で
多
く
の
見
物
人
を
集
め
て
行
わ
れ
、
男
は

み
ご
と
に
勝
利
を
得
た
。
そ
の
時
、
見
物
人
の
中
に
男
の
父
親
と
、

そ
の
下
男
で
、
男
の
育
て
裁
に
あ
た
る
人
物
が
い
て
、
彼
を
父
親
の

も
と
へ
つ
れ
て
い
っ
た
。
父
'
親
は
す
で
に
死
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い

た
息
子
が
賎
業
に
身
を
お
と
し
て
い
る
こ
と
に
腹
を
立
て
「
家
門
の

恥
」
と
ば
か
り
に
鞭
う
ち
、
息
た
え
た
息
子
を
放
震
し
た
。
凶
隷
の

人
々
は
こ
の
瀕
死
の
男
を
憐
れ
み
、
親
切
に
介
抱
し
て
蘇
生
さ
せ
て

や
っ
た
。
し
か
し
傷
は
深
く
、
体
は
臭
く
、
と
う
と
う
凶
療
の
人
々

に
も
見
棄
て
ら
れ
、
男
は
乞
食
と
な
っ
て
町
を
さ
ま
よ
う
身
と
な
っ

た。
あ
る
大
雪
の
日
、
こ
の
男
は
、
そ
れ
と
は
知
ら
ず
李
娃
の
住
む
邸

に
物
乞
い
に
行
く
。
李
娃
は
、
男
を
こ
こ
ま
で
落
ち
ぶ
れ
さ
せ
た
自

分
の
罪
を
感
じ
、
彼
を
家
に
ひ
き
と
る
。
仮
母
は
強
く
反
対
す
る

が
、
李
妓
は
自
分
の
身
の
代
金
を
仮
母
に
か
え
し
、
自
由
の
身
と
な

っ
て
男
と
二
人
で
暮
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
男
は
李
娃
の
ひ
た
す
ら

な
献
身
に
よ
っ
て
三
年
の
後
科
挙
に
首
席
で
合
格
、
成
都
府
参
軍
に

任
官
し
た
。
李
妓
は
照
罪
を
果
し
た
と
し
て
、
身
を
引
き
、
男
に
は

身
分
に
ふ
さ
わ
し
い
相
手
と
結
婚
す
る
よ
う
に
す
す
め
る
。
男
は
承

知
せ
ず
、
命
に
か
け
て
も
添
い
と
げ
よ
う
、
と
去
っ
て
折
り
合
わ
な

い
c

結
局
赴
任
の
途
中
ま
で
女
が
送
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ

の
旅
の
道
中
で
、
成
都
計
兼
剣
南
採
訪
使
と
な
っ
て
任
地
に
む
か
う

男
の
父
親
と
再
会
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
父
親
は
怠
子
を
、
以
前
通

り
の
関
係
で
遇
す
る
こ
と
と
し
、
彼
を
立
世
さ
せ
た
李
娃
の
功
績
を

賞
め
、
二
人
を
結
婚
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
李
娃
を
そ
の
地

(
剣
門
)
に
お
き
、
家
を
与
え
、
正
式
の
手
続
き
で
あ
る
六
礼
を
履

ん
で
結
婚
さ
せ
る
。
そ
の
後
男
は
出
世
し
、
子
孫
は
繁
栄
し
、
李
娃

は
済
関
夫
人
と
い
う
称
号
を
天
子
か
ら
授
け
ら
れ
た
。

こ
の
作
品
は
魯
迅
編
の
〈
唐
宋
伝
奇
集
〉
及
び
注
辞
麗
編
の
〈
唐

人
小
説
〉
所
収
の
唐
代
小
説
中
、
最
も
長
い
ο

ス
ト
ー
リ
ー
が
曲
折

に
富
み
、
ま
さ
に
波
漏
万
丈
の
展
開
を
み
せ
、

μ

伝
奇
μ

の
名
に
ふ

さ
わ
し
い
。
ま
た
、
進
士
と
妓
女
の
恋
愛
を
扱
っ
た
小
説
の
う
ち
で

は
こ
の
よ
う
に
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
を
も
つ
も
の
は
数
少
い
。

こ
れ
ら
の
諸
点
の
裏
づ
け
と
し
て
、
こ
の
作
品
、
が
当
時
の
民
間
の

語
り
物
で
あ
っ
た
「
一
枝
花
」
を
も
と
に
し
て
い
て
、
作
者
は
多
分

そ
れ
を
聞
い
た
ら
し
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
作

品
は
当
時
の
民
衆
の
中
に
広
く
流
行
し
て
い
た
話
柄
を
知
識
人
の
側

が
と
り
あ
げ
て
改
作
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
ご
枝
花
」
は
寅
の
刻

か
ら
己
の
刻
ま
で
六
J
八
時
間
に
わ
た
っ
て
演
ぜ
ら
れ
た
と
い
う
か
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ら
か
な
り
の
長
篇
で
、
お
そ
ら
く
現
存
の
「
李
娃
伝
」
は
大
巾
な
努

定
を
経
て
い
る
は
ず
だ
ろ
う
。
事
実
こ
の
作
品
の
後
半
部
、
親
子
の

対
面
か
ら
関
門
に
い
た
る
く
だ
り
は
、
叙
述
が
、
前
半
、
中
間
部
に

く
ら
べ
て
せ
せ
こ
ま
し
く
な
り
、
展
開
が
不
自
然
に
な
っ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
前
半
分
の
男
が
女
た
ち
に
歎
か
れ
て
追

い
出
さ
れ
る
く
だ
り
は
一
日
の
事
件
に
四
百
四
十
一
字
、
ま
た
中
間

部
の
、
挽
歌
コ
ン
ク
ー
ル
の
く
だ
り
も
一
日
の
事
件
に
四
百
九
十
一

字
を
つ
い
や
し
て
い
る
の
に
、
後
半
部
の
、
父
子
対
面
か
ら
子
孫
繁

栄
に
至
る
、
結
婚
、
昇
進
か
ら
国
夫
人
授
与
等
を
含
む
十
数
年
の
事

件
を
わ
ず
か
二
百
六
十
七
字
で
し
め
く
く
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て

こ
の
部
分
は
お
そ
ら
く
原
作
を
大
巾
に
修
正
し
、
削
除
し
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

さ
て
、
作
者
は
こ
の
作
品
の
末
尾
に
次
の
よ
う
に
一
一
一
回
っ
て
い
る
。

「
暖
乎
、

mm蕩
之
娘
、
節
行
如
此
、
紙
十
は
先
烈
女
、
不
能
検
也
。

駕
得
不
為
之
歎
息
哉
い

つ
ま
り
、
李
娃
の
よ
う
な
賎
し
い
身
分
の
女
が
、
古
来
か
ら
ほ
め

た
た
え
ら
れ
た
烈
女
た
ち
で
さ
え
も
及
ば
な
い
よ
う
な
す
ぐ
れ
た
行

い
を
し
た
こ
と
に
、
大
い
に
感
歎
し
た
。
と
一
五
い
、
ま
た

つ
比
一
五
中
、
子
与
際
関
公
佐
、
話
婦
人
操
烈
之
品
格
、
国
遂
述
評
悶

之
事
、
公
佐
約
掌
煉
聴
、
命
子
為
伝
、
乃
援
管
翰
、
疏
市
存
之
・
:

と
、
こ
の
作
品
を
書
く
に
至
っ
た
動
機
を
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

自
行
箆
は
、
当
時
有
名
な
伝
奇
作
家
だ
っ
た
李
公
佐
と
、
女
性
論
を

一
諮
り
あ
っ
て
い
た
時
、
李
娃
の
物
語
を
公
佐
に
語
り
き
か
せ
、
彼
の

讃
向
と
は
げ
ま
し
に
よ
っ
て
こ
の
作
を
書
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
は
、
作
者
が
も
と
の
語
り
物
を
、
自
分

と
同
じ
階
層
の
文
士
に
蒋
話
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
思
う
に
、
こ

の
段
階
で
原
話
の
な
か
の
李
娃
の
「
節
行
」
や
「
操
烈
之
品
格
」
が

強
調
さ
れ
て
語
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
対
話
と
い
う
も
の
は
、
無
意

識
の
う
ち
に
、
相
手
と
自
分
の
共
通
の
趣
好
の
方
へ
す
す
ん
で
ゆ
く

も
の
で
あ
る
か
ら
。
私
は
、
ひ
と
ま
ず
、
作
者
の
意
志
を
尊
重
し
、

こ
の
作
品
は
、
作
者
が
、
李
娃
の
「
節
行
」
と
「
操
烈
之
品
格
」
を

顕
彰
し
た
も
の
と
し
て
お
く
。
但
し
、
こ
の
テ

i
マ
は
か
な
ら
ず
し

も
、
作
品
全
体
を
お
お
う
も
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
現
代
の
わ
れ
わ

れ
か
ら
見
て
、
こ
の
作
品
の
客
観
的
に
示
し
て
い
る
諸
価
値
が
そ
れ

に
尽
き
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
一
一
一
日
う
ま
で
も
な
い
。
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こ
の
小
説
に
は
ど
う
も
僚
に
落
ち
な
い
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
主

人
公
の
父
親
、
紫
陽
公
の
行
動
で
あ
る
。
彼
は
息
子
が
、
優
秀
な
頭

脳
の
も
ち
主
で
あ
る
こ
と
を
誇
り
「
わ
が
家
の
千
里
駒
一
と
賞
讃
し
、

都
へ
受
験
へ
行
く
際
に
、
わ
ざ
わ
ざ
二
年
分
の
費
用
を
渡
し
て
や
る

ほ
ど
の
情
愛
を
も
っ
て
い
た
が
、
彼
が
挽
歌
歌
い
に
お
ち
ぶ
れ
て
、

公
衆
の
出
前
に
立
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
憤
激
し
、
は
だ
か
に
し
て



馬
の
鞭
で
た
ふ
き
殺
し
、
死
体
を
放
置
し
て
去
る
。
さ
ら
に
数
年
の

の
ち
、
出
世
し
た
我
が
子
に
再
会
す
る
と
「
お
前
と
俺
は
も
と
ど
う

り
の
父
子
じ
ゃ
い
と
相
い
擁
し
て
泣
く
。
こ
ふ
ま
で
は
ど
う
に
か
理

解
で
き
る
。
つ
ま
り
紫
陽
の
大
家
族
と
し
て
の
家
門
の
名
誉
を
重
ん

じ
父
子
の
情
愛
よ
り
も
体
面
を
大
切
に
す
る
と
こ
ろ
か
ら
で
た
行
為

が
す
こ
し
誇
張
さ
れ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

そ
の
同
じ
男
が
、
当
の
息
子
を
落
ち
ぶ
れ
さ
せ
、
乞
食
の
境
涯
に
ま

で
つ
き
お
と
し
た
娼
婦
上
り
の
女
に
対
し
て
、
彼
等
の
合
意
を
お
し

切
っ
て
結
婚
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
当
時
の
法
律
で
は
「
妾
を
妻
に
し

た
り
、
下
妹
を
妾
に
し
た
り
す
る
者
は
一
年
半
の
徒
刑
に
処
す
」

(
唐
律
疏
義
十
三
巻
戸
巻
〉
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
家
門
と

権
勢
の
体
現
者
で
あ
り
、
徹
底
し
た
上
昇
志
向
の
も
ち
主
で
あ
っ
た

こ
の
紫
陽
公
な
る
男
が
、
法
の
許
さ
ぬ
こ
う
い
っ
た
行
動
に
出
る
だ

ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
内
山
知
也
氏
は

ア
:
:
信
頼
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
天
門
街
の
葬
儀
活
の

挽
歌
の
歌
手
に
落
ち
ぶ
れ
た
わ
が
子
を
見
た
時
の
失
望
は
激
し
か
っ

た
の
で
あ
っ
て
、
ヱ
心
行
か
く
の
如
く
、
わ
が
門
を
汚
辱
せ
り
、
何
の

加
は
を
施
し
て
か
復
び
相
ひ
見
え
ん
や
」
一
と
叱
責
し
、
馬
の
鞭
で
数

百
も
打
ち
の
め
さ
ず
に
い
ら
れ
な
い
憤
怒
に
変
貌
す
る
。
家
内
を
代

表
す
る
気
位
は
愛
す
る
予
を
捨
て
て
も
い
い
ほ
ど
に
~
口
向
か
っ
た
。
し

か
し
成
都
の
す
兼
剣
南
採
訪
伎
と
な
り
、
偶
然
に
も
自
分
の
幕
僚
に

わ
が
子
が
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
彼
は
、
夜
ち
に
「
わ
れ
汝
と

父
子
た
る
こ
と
初
め
の
如
く
せ
ん
」
と
翻
心
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
だ

け
で
な
く
、
李
妓
を
正
室
と
定
め
て
婚
礼
を
行
な
わ
せ
る
。
し
か
も

正
式
の
手
続
き
を
ふ
ん
で
。
こ
れ
は
父
子
の
愛
と
家
門
の
名
誉
を
天

秤
に
か
け
た
時
、
い
か
に
も
父
子
の
愛
に
傾
い
た
決
断
で
あ
る
。
」

と
一
一
一
日
わ
れ
る
。

私
に
は
、
紫
陽
公
な
る
人
物
が
、
息
子
を
鞭
で
打
ち
殺
し
て
、
死

体
を
放
置
し
て
お
き
な
が
ら
、
彼
が
出
世
し
て
、
官
僚
社
会
に
入
っ

て
き
た
と
知
る
や
、
に
わ
か
に
、
関
係
修
復
す
る
と
こ
ろ
は
い
さ
さ

か
滑
稽
な
感
じ
が
す
る
だ
け
で
、
そ
の
行
為
を
こ
の
よ
う
に
合
理

的
?
に
解
釈
で
き
な
い
。
そ
し
て
親
子
の
対
面
の
際
の
描
写
で
気
に

な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

「
父
到
、
生
因
投
刺
、
謁
於
郵
亭
、
父
不
敢
認
、
見
其
祖
父
宮

詩
、
方
大
驚
:
:
:
」

つ
ま
り
、
こ
の
父
親
は
息
子
が
会
見
を
申
し
込
ん
で
き
た
持
、
認

め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
が
「
祖
父
の
官
と
詳
を
見
て
、
は
じ
め
て
大

い
に
驚
い
た
」
の
で
あ
る
。
こ
の
表
現
は
、
後
揚
公
な
る
人
物
の
性

格
を
訣
別
し
て
余
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
勿
論
、
中
国
に
は
同
姓
の
入

門
が
多
い
か
ら
、
恵
子
と
偽
っ
て
来
る
場
合
も
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
父

親
た
る
者
、
数
さ
れ
て
は
い
け
な
い
か
ら
、
疑
っ
て
か
か
る
の
が
あ

た
り
前
と
も
言
え
よ
う
が
、
私
に
は
、
本
人
よ
り
も
履
歴
や
証
明
書
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を
重
視
す
る
官
僚
の
生
態
が
ま
ざ
ま
ざ
と
見
え
る
患
い
が
す
る
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
も
し
、
こ
の
息
子
が
、
官
界
に
入
っ
て
い
な
い
で
、

会
い
に
来
た
と
す
れ
ば
、
或
い
は
、
祖
父
の
官
詳
を
書
い
た
物
を
も

っ
て
い
な
け
れ
ば
、
一
;
不
敢
認
」
の
ま
t
A

に
な
る
可
能
性
が
絶
大
な

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
父
親
は
、
怠
子
の
嫁
を
と
る
た
め
に

勺
翌
日
命
駕
、
与
生
先
之
成
都
、
留
妓
於
剣
門
、
築
別
館
以
処
之
、

明
日
、
命
媒
氏
通
二
姓
之
好
、
備
六
札
、
以
迎
之
、
遂
如
秦
菅
之
偶
ー
一

と
い
う
行
動
を
と
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
娼
婦
上
り
の
女
を
あ
た
か
も

貴
顕
の
娘
の
ご
と
く
よ
そ
お
わ
せ
、
六
礼
と
よ
ば
れ
る
婚
礼
の
た
め

の
仰
々
し
い
儀
式
を
と
り
お
こ
な
い
「
秦
菅
之
偶
」
つ
ま
り
つ
り
あ

い
の
と
れ
た
商
家
の
結
婚
の
如
く
に
し
た
て
上
げ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
態
度
は
、
作
者
の
兄
白
居
易
が
「
長
恨
歌
」
の
冒
頭
で
、
楊
貴
妃

を
紹
介
し
、

「
楊
家
有
女
初
長
成
、
養
在
深
間
人
未
知
」

と
う
た
い
、
の
妃
を
父
親
の
玄
宗
が
奪
っ
た
史
実
を
、
あ

た
か
も
、
、
深
関
の
処
女
を
安
っ
た
か
の
ご
と
く
美
化
し
た
の
と
同
じ

で
あ
り
、
明
ら
か
に
欺
備
的
な
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
を

「
父
子
の
愛
と
家
門
の
名
誉
を
天
秤
に
か
け
た
と
き
、
い
か
に
も
父

子
の
愛
に
傾
い
た
決
断
で
あ
る
い
と
言
い
得
ょ
う
か
。
私
に
は
、
優

秀
な
息
子
を
と
り
こ
み
、
ま
た
家
内
を
汚
さ
な
い
よ
う
に
汲
汲
と
し

、、

て
、
事
務
に
専
念
し
て
い
る
憐
れ
む
べ
き
官
僚
の
姿
が
ち
ら
つ
い
て

な
ら
な
い
の
だ
が
。
こ
の
父
親
像
に
つ
い
て
、
内
山
氏
は
更
に

「
:
・
こ
の
物
語
に
母
親
が
登
場
し
な
い
の
は
、
「
震
小
玉
伝
z

一

鴬
伝
」
と
特
に
き
わ
だ
っ
た
相
違
で
あ
る
が
、
婚
姻
の
際
に
母
親
が

発
言
権
を
も
つ
ら
し
く
見
え
る
後
者
二
篇
の
作
品
に
比
し
て
、
こ
の

物
語
は
男
性
ら
し
く
明
快
で
、
少
し
も
影
が
な
い
。
そ
れ
は
長
く
心

疾
を
患
う
母
親
の
傍
に
い
た
行
簡
の
遠
く
離
れ
が
ち
だ
っ
た
亡
き
父

に
対
す
る
憧
慢
の
表
現
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
父
家
長
的
権
威
の
象
徴

と
し
て
笠
場
す
る
こ
の
父
親
は
、
実
は
憎
悪
す
べ
き
対
象
で
は
な
い

の
で
あ
る
」

と
論
断
さ
れ
る
ο

こ
t
A

で
一
一
一
一
口
う
「
男
性
ら
し
く
明
快
」
と
い
う
評
価

は
果
し
て
何
を
指
し
て
一
一
一
日
わ
れ
て
い
る
の
か
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。

私
に
は
棟
舜
臣
氏
の
次
の
よ
う
な
発
一
一
一
日
の
方
が
興
味
が
あ
る
。
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「
こ
の
伝
奇
は
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
で
あ
る
。
若
者
の
父
親
は
常
州

の
刺
史
か
ら
成
都
の
予
に
昇
進
し
、
剣
南
採
訪
伎
と
い
う
要
織
を
兼

任
す
る
こ
と
に
な
り
、
怠
子
と
感
激
の
対
面
を
す
る
。
「
わ
し
ら
は

は
じ
め
仇
よ
う
に
父
子
で
あ
る
ぞ
」
エ
ゴ
の
鞭
で
怠
子
を
う
ち
殺
そ

う
と
し
た
父
親
も
、
息
子
の
出
世
し
た
姿
を
見
て
そ
う
一
一
一
一
向
う
。
そ
の

う
え
、
息
子
の
話
を
き
い
て
「
李
雄
の
よ
う
な
女
こ
そ
、
お
ま
え
の

嫁
に
ふ
さ
わ
し
い
の
で
あ
る
」
と
言
っ
て
、
正
式
の
手
続
き
を
ふ
ん

で
彼
女
を
息
子
の
嫁
に
迎
え
る
こ
と
に
し
た
。

i

瑳
乎
、
侭
蕩
の
姫

に
し
て
節
行
か
く
の
如
し
!
、
と
作
者
の
臼
行
簡
は
感
服
し
て
い



る
。
李
妓
の
献
'
身
は
た
し
か
に
感
動
的
で
あ
ろ
う
。
だ
が
二
十
世
紀

の
読
者
は
息
子
を
鞭
う
ち
殺
す
父
親
の
物
語
に
よ
り
大
き
な
シ
ョ
ツ

ク
を
受
け
る
。
未
尾
で
、
そ
の
父
親
の
も
の
わ
か
り
の
よ
さ
が
え
が

か
れ
て
い
る
だ
け
に
、
嫌
窓
の
情
は
い
っ
そ
う
つ
の
る
の
だ
」

こ
の
実
感
を
ぬ
き
に
し
て
、
作
品
の
評
価
が
可
能
か
ど
う
か
、
私

に
は
疑
問
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
寸
二
十
世
紀
の
読
者
い
の
一
一
訟
で

あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
問
題
は
、
こ
の
陳
氏
の
「
嫌
惑
の
情
」
に
同
感

し
た
と
こ
ろ
で
終
る
わ
け
で
は
な
い
。
李
娃
伝
の
父
親
像
が
、
な
ぜ

そ
う
書
か
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
、
そ
れ
は
こ
の
作
品
を
読
み
解

く
一
つ
の
大
き
な
鍵
に
な
り
得
る
の
で
あ
る
が
、
ま
だ
十
分
に
解
明

さ
れ
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

一一
一

こ
こ
で
限
を
転
じ
て
、
李
妓
伝
の
後
世
に
お
け
る
続
作
と
い
う
べ

き
二
つ
の
戯
崩
を
と
り
あ
げ
る
。
前
述
し
た
こ
つ
の
父
親
像
へ
の
一
評

価
が
の
ち
の
作
品
で
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
を
見
、
あ
ら
た
め
て

原
作
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
か
ら
で
あ
る
。
前
述
し
た
こ
つ
の
相

い
対
す
る
父
親
像
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
李
娃
伝
へ
の
解
釈
と
云
え
る
。

つ
ま
り
そ
れ
ぞ
れ
の
筆
者
が
李
娃
伝
の
父
親
を
一
方
は
好
意
的
に
、

一
方
は
嫌
悪
の
対
象
と
し
て
う
け
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る

Q

私
自
身
の
解
釈
を
述
べ
る
ま
え
に
、
ひ
と
ま
ず
こ
の
二
篇
の
戯
曲

を
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
陳
氏
が
こ
と
さ
ら
に
「
二
十
世
紀

の
読
者
」
と
こ
と
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
一
つ
の
ヒ
ン
ト
を
得
た
か
ら

だ
。
つ
ま
り
、
九
世
紀
の
作
品
李
妓
伝
を
い
き
な
り
二
十
世
紀
に
も

っ
て
く
る
前
に
、
一
五
や
拐
の
時
代
の
文
学
者
、
が
ど
う
見
て
い
た
の

か
、
を
一
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
複
眼
で
と
ら
え
て
み
よ
う
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
李
娃
伝
と
い
う
作
品
は
周
知
の
よ
う
に
唐
代
の
民

間
の
諮
り
物
ご
校
花
」
を
素
材
と
し
て
創
造
さ
れ
た
と
い
わ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
白
行
簡
は
そ
の
素
材
に
彼
な
り
の
加
工
を
ほ
ど
こ

し
て
、
こ
れ
を
伝
奇
小
説
に
ま
と
め
上
げ
た
。
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
同

じ
よ
う
な
工
程
を
経
て
、
元
代
の
石
君
実
や
、
明
代
の
除
震
も
そ
れ

ぞ
れ
の
作
品
を
つ
く
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
彼
等
複
数
の
作
者
た
ち

は
、
い
わ
ば
伝
統
的
な
素
材
と
格
闘
し
つ
つ
、
彼
等
の
錨
値
観
に
よ

っ
て
、
新
た
な
李
妓
像
、
又
父
親
像
を
つ
く
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
作
中
の
人
間
像
は
け
っ
し
て
一
様
で
な
く
各
々
の
時
代

の
倫
理
や
美
意
識
を
負
っ
て
産
み
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
又

逆
に
時
代
に
よ
る
、
価
値
観
の
ち
が
い
か
ら
、
あ
る
時
代
に
は
、
殆

ん
ど
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
た
事
柄
が
、
別
の
時
代
に
重
大
な
問
題
と

さ
れ
た
り
、
嘗
つ
て
の
大
問
題
が
無
視
さ
れ
る
場
合
も
お
こ
る
。
伝

奇
小
説
が
、
元
曲
か
ら
明
曲
へ
と
姿
を
変
え
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
の
中

で
、
私
は
原
作
解
釈
の
た
め
の
い
く
つ
か
の
ヒ
ン
ト
を
発
見
で
き
る

だ
ろ
う
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

( 49 ) 



「
由
江
池
」
正
し
く
は
「
李
亜
他
花
酒
由
江
池
雑
劇
い
作
者
は
石

君
宝
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
明
の
滅
菅
叔
編
の
「
元
由
選
」
に
の

せ
ら
れ
て
い
る
。
作
者
は
平
陽
の
入
、
十
三
世
紀
中
葉
に
生
き
た
作

内

J

家
で
あ
る
。

こ
の
作
品
は
小
説
を
戯
曲
化
し
た
と
こ
ろ
か
ら
い
く
つ
か
構
成
上

の
異
向
が
あ
り
、
た
と
え
ば
、
小
説
の
前
半
の
大
き
な
山
場
で
あ
る

挽
歌
コ
ン
ク
ー
ル
な
ど
は
省
か
れ
て
い
て
、
父
親
が
息
子
の
随
一
落
を

使
用
人
の
張
千
か
ら
知
り
、
挽
歌
う
た
い
の
現
場
杏
菌
へ
出
か
け
て

た
ふ
き
殺
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る

Q

又
同
じ
時
に
、
李
娃
(
劇
中
で

は
李
亜
仙
〉
に
愛
想
づ
か
し
を
さ
せ
る
た
め
仮
母
が
彼
女
に
彼
(
劇

中
で
は
鄭
元
和
)
の
惨
め
な
姿
を
日
凡
さ
せ
よ
う
と
、
そ
の
場
へ
つ
れ

て
く
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
半
死
半
生
に
な
っ
た
男
を
蘇
生
さ
せ

る
の
は
李
強
仙
の
役
で
あ
る
。

き
て
、
殺
し
の
場
一
舶
は
次
の
よ
う
に
展
開
す
る
。
(
父
親
は
召
し

使
い
の
張
千
を
つ
れ
て
登
場
〉
父
親
、
郵
府
予
は
息
子
の
姿
を
見

て
、
召
し
使
い
の
張
千
に
む
か
い

「
打
選
小
斎
生
い
(
こ
の
子
わ
つ
ば
を
撲
れ
)
と
命
令
す
る
が
張
千

は
お
絶
す
る
。
す
る
と

「
伝
不
敢
打
、
取
板
子
過
来
、
待
我
自
家
打
」
と
、
自
ら
板
き
れ
を

と
っ
て
撲
る
。
撲
り
殺
す
と
、

「
張
千
、
我
統
打
死
一
一
一
砲
障
子
、
伝
将
他
屍
骸
去
在
千
人
坑
襲
、
我
先

回
去
也
」
(
張
千
、
わ
し
は
こ
の
辱
知
ら
ず
を
う
ち
殺
し
た
。
お
前

は
こ
い
つ
の
死
骸
を
千
人
坑
へ
も
っ
て
い
っ
て
棄
て
て
こ
い
。
わ
し

は
先
に
帰
る
か
ら
)
と
言
っ
て
退
場
す
る
Q

千
人
坑
と
は
無
縁
仏
を

あ
な

葬
る
坑
の
こ
と
で
あ
る
Q

そ
の
あ
と
に
次
の
詩
が
入
る
。

「
本
為
求
名
遣
入
都
、
量
知
倣
出
窓
卑
汚
、
一
一
一
一
氾
等
痔
門
敗
一
戸
卦
一
般
人

甚
、
倒
也
不
若
無
児
一
世
孤
」

つ
ま
り
、
本
来
家
名
の
た
め
に
都
へ
や
っ
た
怠
子
が
思
い
も
か
け

ず
墜
落
し
、
家
名
を
汚
し
た
こ
の
恥
に
く
ら
べ
れ
ば
、
彼
を
殺
し
て

あ
と
つ
ぎ
な
し
に
な
る
方
が
い
い
の
だ
、
と
い
う
父
親
の
意
志
が
説

明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
い
で
第
四
折
の
再
会
の
場
は
次
の
よ
う
に
措
か
れ
て
い
る
。

父
親
は
自
分
と
同
姓
の
新
し
い
県
令
が
会
い
に
来
る
の
を
待
っ
て

い
る
。
そ
こ
へ
鄭
一
冗
和
が
設
場
す
る
。

父
親
は

「
紘
不
是
我
教
児
鄭
一
冗
和
陵
?
」

と
問
い
か
け
る
が
、
息
子
の
方
は

つ
伝
一
一
一
地
殺
す
要
便
宜
、
我
那
一
袈
是
伝
該
児
、
左
右
将
馬
来
、
我
自
去
也
」

と
ま
っ
た
く
そ
っ
け
な
く
云
っ
て
退
場
す
る
ο

「
分
明
是
鄭
元
和
一
一
般
模
様
。
他
倒
説
不
走
、
一
一
一
一
氾
也
有
甚
陵
難
見

処
」
(
た
し
か
に
鄭
一
克
和
の
答
な
の
に
、
あ
れ
は
ち
が
う
と
い
う
。

何
か
都
合
の
惑
い
こ
と
で
も
あ
る
の
か
し
ら
〉
と
云
い
、
彼
の
履
歴
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を
た
し
か
め
る
。
こ
こ
で
気
づ
く
の
は
、
小
説
と
は
逆
に
、
先
に
父

が
怠
予
を
認
め
、
あ
と
で
履
肢
を
見
る
こ
と
で
あ
る
。
履
歴
に
よ
っ

て
、
息
子
が
客
観
的
に
確
定
さ
れ
、
彼
が
自
分
を
拒
絶
し
た
理
由
を

わ
か
っ
た
父
親
は
、
多
分
彼
を
生
き
か
え
ら
せ
て
こ
こ
ま
で
出
世
さ

せ
た
の
は
姿
の
李
亜
仙
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
、

つ
:
我
如
今
去
見
耶
総
婦
児
、
蒜
位
勧
一
克
和
認
我
:
・
い

(
わ
し
は
い
ま
す
ぐ
そ
の
嫁
に
会
い
に
ゆ
き
、
元
和
に
わ
し
を
認
め

さ
せ
よ
う
〉

と
、
こ
の
新
し
い
の
家
へ
と
馬
を
走
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
Q

父
親
が
し
ら
ベ
た
息
子
の
履
歴
書
に
「
姿
李
氏
」
と
あ
り
、
そ
こ
か

ら
こ
う
い
う
展
開
に
な
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
、
小
説
で
の
大
き
な
矛

盾
点
で
あ
っ
た
妓
女
と
資
公
子
の
結
婚
が
、
何
の
障
碍
も
な
く
な
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
だ
ろ
う

Q

す
く
な
く
と
も
元
時
代

に
は
、
妓
女
あ
が
り
の
女
と
進
士
の
結
婚
に
つ
い
て
、
唐
詩
代
の
よ

う
に
、
偽
り
の
礼
法
を
履
む
必
要
が
な
か
っ
た
と
去
っ
て
よ
か
ろ
う

か
。
更
に
、
こ
の
父
親
は
訪
問
し
て
亜
仙
に
む
か
つ
て
、

「
娘
婦
問
見
我
当
都
在
寄
厨
裏
打
上
該
児
一
…
頼
、
也
只
要
他
成
人
、

今
日
教
児
得
了
官
就
不
宵
認
我
、
強
婦
児
、
弥
与
我
問
他
這
倒
是

何
道
理
」
(
嫁
や
、
わ
し
が
夜
間
で
息
子
を
ひ
っ
ぱ
た
い
た
の
は
、
あ

れ
が
大
人
に
な
っ
て
ほ
し
か
っ
た
ま
で
の
こ
と
、
い
ま
あ
の
子
は
官

に
つ
い
た
ら
、
わ
め
な
い
と
い
う
。
嫁
や
、
こ
の
子
に
そ
の

わ
け
を
た
ず
ね
て
は
く
れ
ま
い
か
?
)

こ
の
身
勝
手
な
問
い
に
対
し
て
息
子
は
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
の

で
あ
る
。

「
吾
関
父
子
之
観
、
出
自
天
性
、
子
縦
不
孝
、
為
父
者
未
当
失
其
顧

復
之
恩
、
父
雛
不
慈
、
為
子
者
量
敢
廃
其
田
原
昏
之
礼
、
是
以
虎
狼
至

悪
、
不
食
其
子
、
亦
性
然
也
、
我
元
和
当
挽
歌
送
娯
之
時
、
被
父
親

打
死
、
這
本
自
取
其
一
熔
、
有
何
響
恨
、
但
己
失
手
、
査
無
様
心
、
也

該
着
人
熊
続
、
希
図
再
活
c

縦
然
死
了
、
也
該
備
比
一
一
衣
持
、
埋
葬
骸

骨
、
宣
可
委
之
荒
野
、
任
懇
暴
露
、
全
無
一
点
休
戚
相
関
之
意
(
歎

科
〉
稿
、
何
其
忍
也
、
我
想
元
和
此
身
量
不
是
父
親
生
的
、
然
父
親

殺
之
余
。
従
今
以
後
、
皆
託
天
地
之
佑
、
伎
夫
人
之
余
生
、
与
父
親

有
何
千
属
、
而
欲
相
認
乎
。
窓
己
断
失
。
義
己
絶
余
。
詩
夫
人
勿
再

ヰ
一
日
。
」

(
私
は
父
と
子
の
関
係
と
い
う
も
の
は
、
天
性
か
ら
出
て
い
る
も
の

と
考
え
て
お
り
ま
す
c

子
が
不
孝
で
あ
ろ
う
と
も
、
父
た
る
も
の
は

子
を
案
じ
る
心
を
忘
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
子
た
る
も
の
は
、
親
に

慈
愛
の
心
が
な
く
と
も
、
朝
晩
親
に
つ
く
す
心
を
な
く
す
こ
と
は
な

い
は
ず
で
す
c

だ
か
ら
虎
や
狼
の
よ
う
な
お
そ
ろ
し
い
獣
で
も
、
自

分
の
子
を
食
わ
な
い
の
は
こ
の
自
然
の
性
な
の
で
す
。
こ
の
元
和

は
、
野
辺
送
り
の
挽
歌
を
う
た
っ
て
い
た
時
、
父
親
か
ら
打
ち
殺
さ

れ
た
の
で
、
そ
れ
が
家
門
の
戸
時
だ
っ
た
か
ら
だ
と
す
れ
ば
、
別
に
恨

( 51 ) 



む
こ
と
は
な
い
。
た
だ
ま
ち
が
っ
て
そ
う
し
た
ん
な
ら
、
後
悔
す
る

気
も
あ
っ
た
は
ず
だ
し
、
誰
か
に
見
つ
け
ら
れ
て
生
き
か
え
っ
て
ほ

し
い
と
願
っ
て
も
い
い
は
ず
だ
。
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
し
た
ら
死
装

束
、
や
お
絡
を
準
備
し
て
骨
を
埋
め
て
く
れ
れ
ば
い
い
も
の
を
、
野

ざ
ら
し
に
し
て
ほ
っ
て
お
く
な
ん
て
、
ま
っ
た
く
い
た
わ
り
の
気
持

む
ご

な
ん
か
あ
り
は
し
な
い
。
(
歎
く
し
ぐ
さ
〉
あ
ふ
な
ん
と
忍
い
こ
と
、

私
こ
の
元
和
の
身
は
父
親
の
生
ん
だ
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
な
の

に
こ
れ
を
父
親
が
殺
す
と
は
。
い
ま
か
ら
あ
と
は
、
天
地
の
た
す
け

に
よ
り
、
女
房
の
余
生
を
た
よ
り
に
生
き
て
い
こ
う
。
父
親
と
何
の

か
か
わ
り
が
あ
ろ
う
。
認
め
て
く
れ
だ
と
。
患
は
す
で
に
断
た
れ
、

義
も
す
で
に
断
た
れ
て
い
る
の
に
。
女
房
ど
の
、
も
う
何
も
言
っ
て

く
れ
る
な
J

こ
れ
は
父
に
対
す
る
子
の
決
定
的
な
絶
縁
の
一
一
言
葉
で
あ
る

Q

さ
き

の
父
親
の
殺
し
の
際
の
発
言
と
、
こ
こ
で
の
い
い
わ
け
の
問
に
は
明

ら
か
な
蹴
離
が
あ
り
ハ
傍
点
部
)
そ
の
点
を
こ
の
論
は
は
っ
き
り
つ

い
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
結
論
は
父
子
の
間
の
絶
縁
を
笈
一
一
出
向
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
聞
い
て
李
亜
仙
は
こ
の
断
絶
の
原
因
は
自
分

に
あ
る
と
し
て
自
刃
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
命
が
け
の
諌
め
に
よ
っ

て
郷
元
和
は
父
と
和
解
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
戯
曲
は
団
内
を
む

か
え
る
。
こ
の
プ
ロ
ッ
ト
は
、
小
説
中
で
は
、
李
娃
が
、
仕
官
の
途

に
つ
く
男
と
離
別
し
よ
う
と
し
た
時
、
男
が
「
お
前
と
別
れ
る
ぐ
ら

い
な
ら
、
死
ん
で
し
ま
う
よ
よ
と
い
っ
て
李
娃
を
一
時
的
に
ひ
き

と
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
c

元
曲
の
作
者
は
、
小
説
で
若

い
男
女
を
離
別
か
ら
救
い
、
縁
結
び
の
役
を
演
ず
る
父
親
の
か
わ
り

に
、
ヒ
ロ
イ
ン
を
あ
て
た
。
以
上
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
伝
奇
小
説

H

李
娃
伝
H

の
改
作
と
し
て
の
、
元
曲
「
曲
江
池
」
は
、
人
物
の
役

割
り
が
大
巾
に
変
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
描
か
れ
て
い

る
父
親
像
は
、
小
説
に
く
ら
べ
て
い
ち
じ
る
し
く
権
威
を
欠
き
、
不

誠
実
、
旦
つ
滑
稽
な
存
在
に
な
り
下
っ
て
い
る
と
言
え
る
よ
う
で
あ

る。
さ
て
こ
こ
で
、
私
は
小
説
李
娃
伝
の
末
尾
で
、
作
者
が
提
示
し
た

問
題
に
も
ど
ろ
う
。
小
説
で
は
、
六
礼
を
履
ん
で
め
で
た
く
結
婚
し

た
後
、
李
娃
は
、
「
結
成
備
礼
、
歳
時
伏
勝
、
婦
道
甚
修
、
極
為
親

所
春
向
後
数
歳
生
父
母
借
残
持
孝
甚
至
、
有
霊
芝
産
於
儲

慶
、
一
穂
一
一
一
秀
、
本
道
上
関
、
又
有
白
燕
数
十
、
巣
其
層
費
、
天
子

異
之
、
寵
錫
加
等
、
絡
制
累
遷
清
顕
之
任
、
十
年
間
、
至
数
郡
、
鮭

封
沼
山
間
天
人
'
'
・
」

と
、
模
範
的
な
婦
道
の
実
践
者
と
な
り
、
数
々
の
奇
蹟
を
生
じ
さ

せ
、
夫
に
は
栄
達
と
、
自
ら
も
国
夫
人
の
栄
誉
を
得
る
こ
と
と
な
る

の
だ
が
、
こ
の
部
分
は
い
か
に
も
つ
く
り
も
の
の
感
を
免
れ
な
い
の

で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
物
語
は
民
間
の
諮
り
も
の
を
文

芸
化
し
た
も
の
で
、
々
八
時
間
の
余
も
費
し
て
語
ら
れ
た
と
い
う

( 52 ) 



内
容
に
、
作
者
が
筆
削
を
加
え
た
ろ
う
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
り
、

こ
の
部
分
の
せ
せ
こ
ま
し
さ
は
、
あ
た
か
も
一
介
の
妓
女
が
、
国
夫

人
の
栄
誉
を
得
る
た
め
に
息
せ
き
切
っ
て
急
坂
を
駈
け
の
ぼ
る
如
き

感
が
あ
っ
て
、
興
を
そ
が
れ
る
ば
か
り
か
、
あ
る
穏
の
い
や
ら
し
さ

を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
の
感
じ
は
、
父
親
が
「
子
殺
し
」
の
下
手

人
で
あ
り
な
が
ら
、
節
婦
と
し
て
嫁
に
迎
え
る
物
わ
か
り
の
よ
い
人

物
に
な
り
す
ま
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
で
感
じ
ら
れ
る
も
の
と
同
質

で
、
前
述
し
た
棟
舜
臣
氏
の
「
嫌
惑
の
情
」
も
お
そ
ら
く
こ
こ
に
起

関
し
て
い
よ
う
。
元
出
「
曲
江
池
」
で
は
、
李
車
仙
の
と
り
な
し
で

父
子
の
和
解
が
成
立
す
る
と
こ
ろ
で
話
は
終
っ
て
い
る
。
前
に
も
ふ

れ
た
が
、
曲
江
池
で
は
、
李
亜
仙
と
鄭
元
和
の
結
婚
を
め
ぐ
っ
て
李

妓
伝
の
よ
う
な
自
然
な
プ
ロ
ッ
ト
は
な
く
、
こ
の
二
人
が
第
四
折
で

は
、
す
で
に
数
年
を
経
た
夫
婦
と
し
て
ご
く
自
然
な
姿
で
登
場
し
て

い
る
し
、
女
が
間
夫
人
を
め
、
ざ
し
て
ひ
た
す
ら
励
む
と
い
う
く
だ
り

も
な
い
。
由
江
池
の
作
者
は
、
お
そ
ら
く
小
説
李
経
伝
の
作
為
を
見

抜
い
て
、
そ
の
部
分
を
削
除
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
李
妓
伝
を
も
と
に
し
た
戯
曲
に
も
う
一
つ
「
擁
嬬
記
」

が
あ
る
。
こ
れ
は
現
代
に
作
ら
れ
た
長
篇
の
戯
/
曲
で
、
青
木
正
見
氏

の
解
説
に
よ
れ
ば
、
他
の
雑
劇
に
比
し
て
「
此
記
最
も
原
作
小
説
の
筋

を
忠
実
に
敷
演
せ
り
L

と
云
わ
れ
る
作
品
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
出

江
池
が
原
作
に
大
巾
な
築
制
を
加
え
て
い
る
の
に
く
ら
べ
、
こ
の
作

品
に
は
、
李
娃
伝
の
徴
縮
な
。
プ
ロ
ッ
ト
に
至
る
ま
で
、
細
大
も
ら
さ

ず
と
り
い
れ
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
父
親
と
怠
子
の
関
係
も
、
そ

の
い
や
ら
し
さ
も
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
一
読
し
て
感
じ
ら

れ
る
の
は
、
曲
江
池
に
く
ら
べ
る
と
、
ヒ
ロ
イ

γ
の
婦
徳
を
加
重
強

調
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
最
も
甚
し
い
例
は
、
男
女
の
再
会
後
、

科
挙
受
験
を
目
ざ
し
て
勉
学
中
の
元
和
が
、
亜
仙
の
美
し
い
自
に
気

を
と
ら
れ
て
勉
学
を
怠
る
と
、
車
仙
が
わ
が
目
を
刻
っ
て
彼
を
諌
め

る
と
い
う
一
段
ハ
第
三
十
一
一
一
齢
、
引
例
目
勧
学
)
が
括
入
さ
れ
て
い
る

こ
と
だ
。
こ
れ
は
何
と
も
や
り
き
れ
な
い
被
虐
的
貞
女
像
で
あ
る
。

さ
ら
に
亜
仙
の
婦
徳
が
上
回
開
に
達
し
て
、
皇
帝
の
認
に
よ
っ
て
彼

女
に
国
夫
人
の
称
号
が
下
さ
れ
る
く
だ
り
(
第
四
十
一
勧
済
国
流

馨
)
な
ど
が
付
加
さ
れ
る
。

「
成
都
参
軍
鄭
一
克
和
委
李
氏
、
本
係
鳴
珂
妓
女
、
乃
能
別
例
目
致

容
、
勧
夫
勉
学
、
卒
底
於
成
。
雛
古
先
烈
女
不
能
検
也
、
弦
用
封

為
都
国
夫
人
・
:
」
こ
の
詔
の
主
意
は
、
亜
仙
の
行
為
の
中
か
ら
「
刻

日
勧
学
」
を
特
筆
し
て
い
る
。
こ
の
異
常
な
行
為
が
、
い
わ
ば
身
分

制
の
鶴
幹
を
脱
す
る
た
め
の
切
り
札
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
(
な
お

傍
点
部
は
、
小
説
李
娃
伝
の
末
尾
の
作
者
の
コ
メ
ン
ト
を
そ
の
ま
ふ

取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
)
私
は
唐
代
伝
奇
「
李
娃
伝
」
を
忠
実

に
祖
述
し
た
と
さ
れ
る
現
代
戯
曲
一

i

繍
嬬
記
」
に
お
け
る
こ
の
よ
う
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な
加
筆
は
、
お
そ
ら
く
戯
曲
作
者
が
、
原
作
の
「
彼
女
が
貴
公
子
の

正
要
に
迎
え
ら
れ
、
関
夫
人
に
な
る
」
と
い
う
筋
立
て
の
も
つ
不
自

然
さ
を
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
た
め
に
案
出
し
た
も
の
と
考
え
た
い
c

次

に
、
作
中
の
父
親
像
に
か
か
わ
る
一
こ
ま
を
例
示
し
よ
う
。
こ
の
劇

で
は
、
父
親
と
そ
の
妻
す
な
わ
ち
主
人
公
の
母
親
が
設
場
す
る
。
父

親
が
息
子
を
叩
き
殺
し
た
あ
と
で
家
へ
帰
り
、
そ
の
冒
を
告
げ
る
と

母
親
が
驚
き
の
あ
ま
り
泣
き
倒
れ
、
夫
に
抗
議
す
る
場
面
で
、
次
の

よ
う
な
や
り
と
り
が
交
さ
れ
る
。
(
紙
巾
の
都
合
で
原
文
を
省
く
〉

「
日
一
那
様
、
貴
方
は
子
供
が
で
き
な
か
っ
た
頃
、
男
で
も
女
で

も
か
ま
わ
ぬ
と
、
万
策
つ
く
し
て
の
神
だ
の
み
で
、
五
十
日
も
た
つ

て
や
っ
と
授
か
り
、
大
き
な
苦
労
を
な
さ
れ
た
の
に
、
ち
ょ
っ
と
し

た
こ
と
で
あ
れ
を
打
ち
殺
し
、
鄭
の
家
の
あ
と
つ
ぎ
を
絶
っ
て
し
ま

わ
れ
ま
し
た
。
わ
れ
ら
は
も
う
七
十
歳
に
も
な
り
身
よ
り
は
誰
も
い

な
く
な
っ
た
。
こ
の
先
ど
う
な
る
こ
と
や
ら
」

夫
「
お
ま
え
、
心
配
す
る
で
な
い
。
わ
が
家
の
家
系
は
絶
え
る
こ

と
な
い
。
わ
し
が
養
子
を
一
人
と
れ
ば
す
む
こ
と
じ
ゃ
、
泣
い
た
と

て
何
に
な
ろ
う
」

「
養
子
な
ど
、
血
の
つ
な
が
り
が
あ
り
ま
せ
ぬ
。
昔
か
ら
虎
狼
で

さ
え
も
わ
が
兇
は
食
わ
ぬ
と
い
う
の
に
貴
方
は
自
分
の
肉
身
を
鋸
め

つ
け
、
な
ん
と
殺
し
て
し
ま
う
と
は
」

「
死
ん
で
し
ま
っ
た
者
に
、
泣
い
た
と
て
何
に
な
ろ
う
。
わ
し
に

は
妾
ど
も
が
多
い
ゆ
え
、
天
の
恵
み
で
ま
だ
一
人
ぐ
ら
い
授
か
る
か

も
し
れ
ぬ
」
(
第
三
十
齢
、
慈
母
感
念
)

男
の
無
責
任
な
使
官
一
主
義
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
や
ち
と
り
で

あ
る

G

注
意
す
べ
き
は
、
妻
の
せ
り
ふ
中
の
「
昔
か
ら
・
:
」
(
自
古
道

虎
狼
不
食
児
)
は
「
由
江
池
L

の
中
の
息
子
が
父
親
を
非
難
す
る
こ

と
ば
「
是
以
虎
狼
歪
悪
不
食
其
子
」
と
呼
応
し
て
い
る
こ
と
だ
。

「
繍
嬬
記
」
は
?
間
江
池
」
に
く
ら
べ
て
格
段
に
保
守
的
な
儒
教

モ
ラ
ル
を
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
し
、
さ
き
に
あ
げ
た
「
刻
白
勧
学
」
の

よ
う
な
お
よ
そ
非
人
間
的
な
婦
徳
の
強
制
や
皇
帝
権
力
に
よ
る
そ

の
美
化
と
い
う
側
面
を
も
っ
。
に
も
拘
ら
ず
、
父
親
に
対
す
る
限
は

決
し
て
甘
く
な
い
。
す
く
な
く
と
も
、
母
親
の
子
へ
の
慈
愛
の
需
に

く
ら
べ
て
、
こ
の
齢
に
拙
か
れ
た
父
親
は
作
者
に
よ
っ
て
好
意
的
に

は
扱
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
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自

さ
て
、
私
は
、
唐
代
小
説
李
妓
伝
に
お
け
る
父
親
像
を
、
元
曲
「
由

江
池
い
及
び
明
治
「
繍
嬬
記
」
に
よ
っ
て
た
し
か
め
て
み
た
。
こ
の

両
者
は
、
前
者
を
革
新
的
、
後
者
は
保
守
的
と
呼
ん
で
よ
い
性
格
を

も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
対
撚
的
に
見
え
る
こ
の
二
つ
の
改
作

に
お
い
て
、
父
親
像
は
い
ず
れ
も
肯
定
的
に
は
掛
か
れ
て
い
な
か
っ



た
。
前
者
で
は
、
父
親
は
息
子
か
ら
縁
切
り
を
迫
ら
れ
、
嫁
に
よ
っ

て
救
わ
れ
る
立
場
に
立
た
さ
れ
、
後
者
で
は
、
子
を
慈
し
み
愛
す
る

母
親
と
対
比
さ
れ
て
、
そ
の
性
格
は
軽
薄
残
酷
に
見
え
る
。
私
は
小

説
李
娃
訟
の
父
親
の
形
象
に
見
ら
れ
た
或
る
種
の
滑
稽
さ
を
発
端
に

考
え
て
き
た
が
、
こ
こ
で
す
く
な
く
と
も
十
三
世
紀
か
ら
十
六
世
紀

頃
ま
で
の
二
人
の
改
作
の
作
者
と
は
、
こ
の
父
親
像
が
肯
定
的
存
在

で
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
評
価
を
共
有
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
こ

か
ら
私
は
、
小
説
李
舵
伝
を
問
凡
な
お
し
て
み
た
い
。
そ
の
前
に
現
代

中
国
で
の
李
娃
伝
の
詳
怖
を
一
瞥
し
て
み
よ
う
。

中
関
に
お
い
て
は
、
こ
の
作
品
に
お
け
る
結
末
の
部
分
を
め
ぐ
っ

て
大
ま
か
に
言
っ
て
二
つ
の
見
方
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
李
娃
の

男
と
の
結
婚
を
、
当
時
の
内
問
中
心
の
封
建
的
な
身
分
制
度
へ
の
菰

刺
乃
査
は
抗
、
議
、
又
は
挑
戦
と
と
り

「
作
者
が
市
民
階
級
の
願
望
を
こ
の
作
品
に
反
映
さ
せ
た
の
だ
」

と
す
る
。
も
う
一
つ
は
、

「
こ
の
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
は
、
当
時
の
社
会
的
現
実
か
ら
か
け
は

な
れ
た
も
の
で
あ
り
、
李
拡
を
封
建
道
徳
の
権
化
に
し
た
で
あ
、
げ
る

こ
と
で
醜
悪
な
る
現
実
を
美
化
し
た
も
の
だ
」
、
と
す
る
。

pa 

両
者
は
、
い
ず
れ
も
、
こ
の
小
説
の
性
格
の
一
簡
を
言
い
あ
て
て

い
る
も
の
の
、
十
分
に
私
を
納
得
さ
せ
て
は
く
れ
な
い
。

こ
の
小
説
の
面
白
さ
は
、
大
都
市
、
長
安
の
狭
斜
で
の
歓
楽
生
活

で
あ
り
、
又
凶
嫁
と
よ
ば
れ
る
葬
式
人
夫
の
生
業
で
あ
り
、
と
り
わ

け
、
都
を
二
分
す
る
葬
儀
屋
組
合
の
競
演
会
、
挽
歌
コ
ン
ク
ー
ル
な

ど
の
お
祭
り
さ
わ
、
ぎ
を
背
景
と
し
た
舞
台
に
、
貴
公
子
か
ら
挽
歌
う

た
い
、
更
に
は
乞
食
に
ま
で
落
ち
ぶ
れ
た
男
が
、
女
の
愛
に
よ
っ
て

立
ち
な
お
る
姿
で
あ
り
、
そ
の
男
へ
の
愛
を
貫
き
、
そ
っ
と
身
を
ひ

い
て
い
こ
う
と
す
る
い
じ
ら
し
い
娼
婦
の
生
き
ざ
ま
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
権
勢
と
名
誉
の
亡
者
や
世
故
に
長
け
た
遺
手
婆
の
悪
ど
い
や
り

口
と
対
照
的
に
、
若
い
二
人
の
愛
を
社
会
の
最
底
辺
か
ら
し
っ
か
り

と
支
え
て
い
る
庶
民
た
ち
の
心
の
温
か
み
で
あ
る
。
設
場
一
人
物
は
こ

の
舞
台
を
十
分
に
生
き
生
き
と
動
き
ま
わ
り
、
享
受
者
を
た
の
し
ま

せ
て
く
れ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
、
庶
民
の
間
で
語
り
つ
が
れ
た

「
一
枝
花
」
の
も
つ
生
命
力
な
の
で
あ
ろ
う
。
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中
国
に
お
け
る
こ
の
作
品
へ
の
評
価
が
、
こ
れ
ら
こ
の
作
品
の
も

つ
魅
力
よ
り
も
、
こ
の
作
品
が
究
極
に
お
い
て
示
す
結
論
を
重
視

し
、
そ
れ
を
文
学
の
社
会
的
効
用
性
と
い
う
唯
一
の
価
値
基
準
の
詩

型
に
性
急
に
あ
て
は
め
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
、
私
は
不
満
を
感
じ

ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
一
一
一
口
う
ま
で
も
な
く
、
文
学
作
品
は
後
世

の
文
芸
批
評
家
や
、
社
会
革
命
家
の
た
め
に
書
か
れ
た
の
で
は
な

く
、
そ
れ
を
夜
接
に
享
受
す
る
人
々
の
た
め
に
書
か
れ
た
は
ず
な
の

で
あ
り
、
評
価
の
原
点
を
そ
こ
に
据
え
る
べ
き
で
あ
る
。
「
一
枝
花
」

は
さ
き
に
述
べ
た
ス
ト
ー
リ
ー
を
、
女
の
気
を
引
く
た
め
に
わ
ざ
と



馬
綾
を
落
す
シ
i
ン
、
選
手
婆
さ
ん
の
巧
妙
な
ト
リ
ッ
ク
、
挽
歌
コ

ン
ク
ー
ル
優
勝
の
場
、
残
酷
な
子
殺
し
と
そ
れ
に
つ
づ
く
看
護
と
蘇

生
、
大
雪
に
行
き
悩
む
乞
食
青
年
を
華
麗
な
繍
繕
で
抱
き
と
め
る
ク

ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
一
常
明
る
ま
で
実
に
多
く
の
見
せ
場
(
関
か
せ
所
〉
を
も

っ
て
い
て
、
聴
衆
は
お
そ
ら
く
手
に
汗
を
握
る
思
い
で
物
語
り
に
聞

き
い
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
は
現
存
の
小
説
李
娃
伝
か
ら

で
も
十
分
に
想
像
し
得
る
情
景
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
二
人
の
恋

人
の
劇
的
な
再
会
以
後
、
娼
婦
廃
棄
、
受
験
勉
強
、
合
格
、
結
婚
と

李
妓
が
庶
民
の
場
か
ら
士
大
夫
の
側
に
移
し
か
え
ら
れ
士
大
夫
ご
の

み
の
女
に
改
造
さ
れ
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
は
、
さ
き
に
も
ふ
れ
た
よ
う

に
は
な
は
だ
精
彩
を
欠
く
叙
述
が
つ
づ
く
。
そ
の
中
で
、
例
の
父
子

の
再
会
が
諮
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
諮
り
物
ユ
校
花
」
に
、
果
し
て
こ

の
プ
ロ
ッ
ト
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
今
は
知
る
よ
し
も
な
い
が
、
進

士
の
試
験
や
、
そ
の
後
の
任
官
、
名
刺
に
よ
る
人
間
の
確
認
、
わ
ざ

わ
ざ
六
礼
を
設
け
て
と
り
お
こ
な
う
婚
礼
の
エ
ピ
ソ

i
ド
に
大
き
な

関
心
を
ょ
せ
る
の
は
、
手
に
い
什
を
握
っ
て
ス
ト
ー
リ
ー
を
追
っ
て
い

る
庶
民
大
衆
で
は
な
く
て
、
お
そ
ら
く
作
者
と
同
じ
階
層
の
人
々
で

あ
っ
た
ろ
う
ο

つ
ま
り
作
者
は
、
彼
と
彼
の
親
し
い
友
人
た
ち
の
好

み
に
あ
っ
た
李
舵
像
を
こ
の
箇
所
で
鋭
意
造
形
し
た
に
が
い
な
い
の

だ
。
そ
の
た
め
に
作
者
は
敢
え
て
当
時
の
社
会
通
念
を
も
破
っ
て
娼

婦
を
土
人
の
正
妻
に
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
し
、
子
殺
し
の
父
親
を

変
身
さ
せ
、
物
わ
か
り
の
よ
い
男
に
し
た
て
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
こ
う
し
た
作
意
は
「
封
建
的
身
分
制
度
へ
の
」
「
誠
刺
」
や
「
挑

戦
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
へ
の
「
従
属
」
「
一
体
化
」
と
と
る
方

が
正
し
か
ろ
う
。
但
し
そ
れ
を
「
醜
悪
な
る
現
実
の
美
化
」
と
断
ず

る
の
は
お
か
し
い
。
作
者
は
そ
の
現
実
を
肯
定
し
て
い
る
の
だ
か

ら
。
結
局
の
と
こ
ろ
作
者
は
自
ら
の
立
場
か
ら
あ
り
得
ベ
き
姿
の
女

性
像
を
造
形
し
た
ま
で
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
小
説
李
娃
伝

は
、
民
間
の
諮
り
物
か
ら
脱
け
出
し
、
文
芸
作
品
と
し
て
成
立
し

た
。
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
父
親
像
の
不
整
合
性
は
、
庶
民
の
文
芸

が
士
大
夫
の
世
界
に
吸
収
さ
れ
て
ゆ
く
擦
に
、
十
分
に
消
化
し
切
れ

な
か
っ
た
残
存
物
の
ご
と
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
後
世
の
続
作
者
た
ち

は
、
こ
の
残
存
物
を
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
価
値
観
に
も
と

e

つ
い
て
独

自
の
方
法
で
消
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
で
私
の
李
娃
伝
に
つ
い
て
の
考
察
を
終
え
る
が
、
こ
の
掛
い

試
論
の
動
機
に
な
っ
た

H
-
R
ヤ
ウ
ス
「
挑
発
と
し
て
の
文
学
史
」

の
一
節
を
ひ
い
て
エ
ピ
ロ
ー
グ
と
し
よ
う
。

「
文
学
作
品
は
、
そ
れ
自
体
で
成
り
立
っ
て
い
る
客
体
な
ど
で
は

な
く
、
ど
の
時
代
の
ど
の
観
察
者
に
も
同
様
な
姿
を
示
す
こ
と
は
な

い
。
文
学
作
品
は
記
念
碑
で
は
な
く
、
独
自
的
に
そ
の
時
代
を
超
え

た
本
性
を
開
示
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
総
譜
の
よ
う

な
も
の
で
、
読
む
た
び
に
い
つ
も
新
た
な
共
鳴
を
お
こ
す
よ
う
に
作
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ら
れ
て
い
て
、
そ
の
共
鳴
音
が
テ
ク
ス
ト
を
一
一
一
一
口
葉
の
素
材
か
ら
解
き

放
ち
、
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
存
夜
、
ぺ
諸
問
り
か
け
る
と
向
時
に
、
そ
れ

を
開
く
能
力
を
も
っ
対
話
者
を
創
造
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
言
葉
」

に
す
る
の
で
あ
る
。

註註
1

内
山
知
也
〈
階
唐
小
記
研
究
〉

S
白
木
ヰ
社
刊
「
白
行
簡
と
李
娃
伝

に
つ
い
て
」

註
2

陳
舜
思
〈
唐
代
伝
奇
〉
朝
日
新
聞
社
刊

(
S
O
年〉。

註
3

「
一
克
由
選
」
に
収
め
ら
れ
た
「
曲
江
池
」
は
必
ず
し
も
元
時
代
の
石

君
宝
の
原
作
で
は
な
く
、
編
者
減
菅
叔
に
よ
る
改
作
と
す
る
説
が
有
力

だ
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
問
題
に
は
ふ
れ
な
い
。
テ
キ
ス
ト
は
、
中
華
書

局
一
九
六
一
年
版
を
用
い
た
。

註

4

青
木
正
児
〈
支
那
近
世
戯
曲
史
〉
青
木
氏
は
作
者
を
辞
近
充
と
し
て

い
る
。
い
ま
六
十
種
曲
本
ハ
中
華
書
局
一
九
八
二
年
版
〉
を
テ
キ
ス

ト
と
す
る
。
作
者
は
徐
寂
。

註
5

前
者
は
、
呉
志
達
〈
唐
人
伝
奇
〉
一
九
八
一
年
、
上
海
古
籍
出
版
社

等。後
者
は
、
唐
界
関
〈
淡
《
一
犠
小
玉
侍
》
兼
協
《
積
一
語
↓
侍
》
及
《
李
娃

待
》
〉
文
学
遺
産
一
九
八
一
一
一
年
、
第
一
一
一
期
等
。

詑

6

H

-

R
ヤ
ウ
ス
著
、
勝
回
収
訳
一
九
七
九
年
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岩
波
書
賠
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