
幸
田
露
伴
少
年
文
學
『
惡
太
郎
の
は
な
し
』
考

│
│
作
品
表
現
と
聖
書
世
界
と
の
関
連
を
視
座
と
し
て
│
│岡

田

正

子

は

じ

め

に

『
露
伴
全
集
』
は
、「
少
年
文
學
」
と
し
て
そ
の
第
十
巻
の
後
半
と
第
十
一
巻
を
あ
て
、
四
十
余
作
品
を
所
収
し
て
い
る
。
だ
が
『
惡
太

郎
の
は
な
し
』
は
、
再
版
に
際
し
て
追
加
さ
れ
た
別
巻
上
に
あ
る
。
初
出
時
の
『
惡
太
郎
の
は
な
し
』
は
、
第
一
、
第
二
、
第
三
、
か
ら

な
り
、
雑
誌
『
生
徒
』
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
九
月
十
五
日
出
版

第
九
號
「
露
伴
寄
稿
」、
十
月
十
五
日
出
版

第
十
號
、
十

二
月
十
八
日
出
版

第
十
二
號
（
第
十
號
續
）「
露
伴
子
作
」、
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
一
月
十
日
出
版

第
十
参
號
「
露
伴
子

著
」
の
よ
う
に
、
四
回
に
わ
け
て
（
第
二
は
第
十
號
と
第
十
二
號
に
分
け
て
掲
載
。
第
十
一
號
に
は
『
惡
太
郎
の
は
な
し
』
は
な
い
。）、

い
ず
れ
も
成
章
館
か
ら
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
初
出
時
期
か
ら
み
て
露
伴
「
少
年
文
學
」
の
最
初
に
位
置
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。『
生

徒
』
第
壹
號
（
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
一
月
五
日
）
に
は
、「『
生
徒
』
の
發
刊
に
就
い
て
」
の
中
に
「
尤
も
根
本
の
教
育
に
向
て

助
け
を
與
へ
ん
と
欲
す
る
も
の
な
り
。」
と
発
刊
の
目
的
が
書
か
れ
て
い
た
。

児
童
文
学
�
に
は
作
者
の
人
生
観
や
生
き
て
い
く
知
恵
と
共
に
、
次
世
代
に
託
す
理
想
が
込
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
露
伴
が
少
年

達
に
託
し
た
か
っ
た
理
想
、
根
本
の
教
育
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
そ
し
て
そ
の
拠
り
所
と
す
る
も
の
は
何
か
。
こ
の
二
点
を
作
品
研
究

三
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（『
惡
太
郎
の
は
な
し
』
本
文
表
現
と
聖
書
と
の
関
連
）
す
る
事
に
よ
っ
て
論
証
し
た
い
と
思
う
。

註�

福
田
清
人
『
露
伴
と
少
年
文
學
』「
文
学
」
一
九
七
八

一
一

V
O

L
46

岩
波
書
店

一
〇
四
頁
（「
昭
和
十
年
代
か
ら
「
児
童
文
学
」
と
い

う
呼
称
に
代
っ
た
が
、
そ
れ
ま
で
は
多
く
「
少
年
文
学
」
と
い
う
呼
称
だ
っ
た
子
供
の
た
め
の
文
学
・
読
物
に
、
明
治
期
、
幸
田
露
伴
は
非
常
な

熱
意
を
注
い
で
い
る
。」
と
あ
る
。）

※
�
本
稿
の
本
文
は
『
露
伴
全
集
』
別
巻
上
（
昭
和
五
十
五
年
二
月
十
八
日
第
一
刷
發
行

岩
波
書
店
）

所
収
（
一
頁
〜
九
頁
）『
惡
太
郎
の
は
な
し
』
に
拠
っ
た
。

※
�
（
旧
字
体
な
ど
適
宜
改
め
た
場
合
も
あ
る
。）

※
�
引
用
聖
書
に
つ
い
て
は
露
伴
の
聖
書
は
特
定
で
き
な
い
。
本
稿
は
聖
書
研
究
で
は
な
く
主
旨
引
用
で
あ
る
。
よ
っ
て
時
代
的
に
露
伴
が
目
に
し
た

で
あ
ろ
う
も
の
（
後
記
）
を
用
い
た
。

一
『
惡
太
郎
の
は
な
し
』
第
一
へ
の
論
証
そ
の
１

│
│
創
世
記
に
は
じ
ま
る
聖
書
世
界
内
在
化
の
浮
上
│
│

惡
太
郎
と
い
ふ
子
供
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
こ
と
の
名
は
太
郎
と
い
ふ
の
で
す
が
、
人
の
家
の
木
の
菓
を
取
っ
た
り
、
又
は
友
達
を
あ

ざ
む
い
た
り
、
弱
い
者
を
い
ぢ
め
た
り
な
ぞ
悪
い
事
を
す
る
の
で
惡
太
郎
と
呼
ば
れ
た
の
で
す
。

本
文
一
頁

み

と
記
し
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
「
木
の
菓
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
は
聖
書
で
は
、

み

木
菓
の
結
る
諸
の
樹
と
を
汝
等
に
與
ふ

創
世
記
第
一
章
二
十
九
節

と
し
て
い
る
。
初
出
は
勿
論
で
あ
る
が
、『
露
伴
全
集
』
も
ル
ビ
を
省
か
ず
に
「
み
」
と
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
木
の
実
に
つ
い
て
の
聖
書
の
他
所
の
記
述
を
み
る
と
、
例
え
ば

幸
田
露
伴
少
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學
『
惡
太
郎
の
は
な
し
』
考
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ヱ
ホ
バ
神
其
人
に
命
じ
て
言
た
ま
ひ
け
る
は
園
の
各
種
の
樹
の
果
は
汝
意
の
ま
ゝ
に
食
ふ
こ
と
を
得
然
ど
善
悪
を
知
の
樹
は
汝
そ
の

果
を
食
ふ
べ
か
ら
ず
汝
之
を
食
ふ
日
に
は
必
ず
死
べ
け
れ
ば
な
り

創
世
記
第
二
章
十
六
〜
十
七
節

と
こ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
の
が
見
ら
れ
る
。
創
世
記
第
一
章
「
木
菓
」
か
ら
「
樹
の
果
」
と
「
菓
」
で
は
な
く
「
果
」
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
つ
づ
い
て
本
文
一
頁
に
は
、

は
じ
め
は
人
の
家
の
庭
に
あ
る
林
檎
を
と
っ
た
の
で
す
が
、
今
は
人
の
家
の
子
供
の
持
て
居
る
菓
子
を
取
る
程
に
な
り
ま
し
た
。
は

じ
め
は
友
達
を
あ
ざ
む
い
た
の
で
し
た
が
、
今
は
學
校
の
先
生
を
あ
ざ
む
き
、
は
じ
め
は
弱
い
者
を
い
ぢ
め
た
の
で
す
が
、
今
は
誰

と
で
も
喧
嘩
す
る
程
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、「
惡
太
郎
」
の
悪
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い
く
様
子
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
「
人
の
家
の
庭
に
あ
る
林
檎
を
と
っ
た
」
に

着
目
し
た
い
。
多
く
の
果
実
の
中
で
な
ぜ
「
林
檎
」
な
の
か
。
明
治
初
期
に
は
栽
培
種
の
移
入
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
頃
珍
し
い
果
実
と
し

て
取
り
上
げ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
創
世
記
の
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
の
話
し
で
エ
ヴ
ァ
が
「
林
檎
」
を
取
る
と
い
う
情
景
は
、
聖
書

か
ら
取
材
し
て
描
く
事
の
多
い
欧
州
画
家
た
ち
の
好
題
材
で
あ
っ
た
し
、
現
在
で
も
、
聖
書
に
は
こ
の
場
面
で
何
の
実
と
の
明
記
は
無
い

の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
エ
ヴ
ァ
が
取
っ
た
の
は
「
林
檎
」
と
想
起
す
る
人
が
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
（「
岩
波
キ

リ
ス
ト
教
辞
典
」
な
ど
参
照
）、

キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
で
は
、
エ
デ
ン
の
園
で
ア
ダ
ム
と
エ
バ
が
食
べ
た
禁
じ
ら
れ
た
果
実
を
リ
ン
ゴ
と
表
象
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ

れ
は
ラ
テ
ン
語
学
に
お
け
る
「
リ
ン
ゴ
（M

A
L

U
M

）」
と
「
悪
し
き
（M

A
L

U
M

）」
の
語
呂
合
わ
せ
か
ら
生
じ
た
二
次
的
な
同
定
と

い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
情
景
は
欧
州
画
家
の
好
題
材
で
デ
ュ
ー
ラ
ー
（
一
四
七
一
〜
一
五
二
八
、
プ
ラ
ド
美
術
館
）
な
ど
も
リ
ン
ゴ

と
し
て
描
き
、
ミ
ル
ト
ン
は
楽
園
喪
失
の
長
詩
を
書
き
、
こ
れ
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

O
f

tastin
g

th
ose

fair
apples,

I
resolved.

（
ミ
ル
ト
ン
『
失
楽
園
』
九
：
五
八
四
参
照
）
な
ど
と
い
わ
れ
て
い
る
。
露
伴
は
ミ
ル
ト
ン
を
読
ん
で
い
た
ら
し
い
。（
笹
淵
友
一
『
浪
漫

幸
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主
義
文
學
の
誕
生
』
明
治
書
院

六
六
〇
頁
）

よ
え
る
し
ょ

が

か

し
ん
げ
ん

実
際
に
聖
書
を
読
む
と
「
林
檎
」
は
所
々
に
（
例
、
約
耳
書
一
・
一
二
、
雅
楽
二
・
三
、
箴
言
二
五
・
一
一
な
ど
）
見
ら
れ
る
。
画
家

た
ち
は
、「
創
世
記
」
で
不
明
の
実
を
、
身
近
に
あ
る
美
し
い
果
実
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
聖
書
の
記
述
か
ら
も
「
林
檎
」
を
想
起
し
描

い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
老
え
ら
れ
る
。

日
本
で
は
明
治
初
期
か
ら
絵
画
美
術
教
育
に
力
が
い
れ
ら
れ
、
岡
倉
天
心
や
フ
ェ
ノ
ロ
サ
ら
の
尽
力
が
あ
っ
て
、
明
治
二
十
二
年
初
旬

に
は
美
術
学
校
が
開
校
さ
れ
た
り
、
そ
れ
よ
り
前
、
イ
タ
リ
ヤ
か
ら
は
フ
ォ
ン
タ
ネ
ー
ジ
ら
が
招
聘
さ
れ
、
そ
の
時
多
く
の
絵
画
を
持
っ

て
き
た
り
し
て
い
る
よ
う
で
、
露
伴
も
あ
る
い
は
、
そ
の
「
林
檎
」
の
絵
に
つ
い
て
の
何
ら
か
の
情
報
を
得
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

つ
ま
り
、「
人
の
家
の
木
の
菓
を
取
っ
た
」
か
ら
「
人
の
家
の
庭
に
あ
る
林
檎
を
と
っ
た
」
へ
と
移
る
表
現
過
程
か
ら
、
こ
の
作
品
は

創
世
記
を
念
頭
に
お
い
て
書
き
進
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
視
点
を
定
め
る
と
、
次
に
本
文
は
「
は
じ
め
は
」「
今
は
」
と
対
比
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
本
文
に
ま
ず
、「
は
じ

め
は
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

は
じ
め

元
始
に
神
天
地
を
創
造
た
ま
へ
り

創
世
記

第
一
章
一
節

に
始
ま
る
創
世
記
「
は
じ
め
」
が
想
起
さ
れ
る
。

後
年
で
あ
る
が
、
露
伴
は
評
論
「
一
国
の
首
都
」（
露
伴
全
集
」（
第
二
次
）
第
二
十
七
巻
所
収

二
十
九
頁
）
で
、「
ア
ダ
ム
イ
ブ
以

後
の
重
畳
せ
る
過
矢
の
塵
埃
を
焚
き
て
、」「
能
ふ
べ
く
ん
ば
世
界
を
楽
園
の
罪
無
き
昔
時
に
囘
ら
し
、」
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、『
方
陣

秘
説
』（『
露
伴
全
集
』（
第
二
次
）
第
四
十
巻
十
三
頁
）
で
は
、「
人
は
│
│
〈
略
〉
│
│
神
ニ
ヨ
リ
テ
作
ラ
レ
タ
ル
天
地
萬
象
ノ
中
ノ
一

動
物
ナ
レ
バ
、」
と
こ
の
よ
う
に
も
記
し
て
い
て
、
露
伴
の
神
の
概
念
に
は
キ
リ
ス
ト
教
が
あ
る
と
い
え
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
文
に

「
は
じ
め
は
」「
今
は
」
と
し
て
い
る
こ
と
は
、「
楽
園
の
罪
無
き
昔
時
」
と
『
惡
太
郎
の
は
な
し
』
を
書
い
た
明
治
二
十
二
年
頃
の
社
会

の
堕
落
し
て
い
る
人
間
の
あ
り
よ
う
を
暗
に
比
喩
、
風
刺
し
て
い
る
と
も
み
え
る
。
つ
づ
い
て
本
文
は
、

幸
田
露
伴
少
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其
中
に
�
吉
と
い
ふ
子
が
あ
り
ま
し
た
。
�
吉
は
今
年
十
一
で
す
け
れ
ど
も
、
心
の
正
し
く
て
強
い
子
で
す
。
さ
う
し
て
情
の
深
い

子
で
す
か
ら
、
│
│
〈
略
〉
│
│
か
は
い
さ
う
に
思
ひ
ま
し
た
か
ら
、
お
ま
へ
は
ど
う
し
た
の
だ
と
、
や
さ
し
く
た
づ
ね
ま
し
た
。

│
│
〈
略
〉
│
│
�
吉
は
静
に
、
わ
た
し
が
小
刀
を
取
り
返
し
て
あ
げ
る
か
ら
泣
く
の
で
は
な
い
よ
と
な
ぐ
さ
め
て

本
文
二
頁

と
記
し
て
い
る
。
一
連
の
こ
の
事
件
は
、「
よ
き
サ
マ
リ
ア
人
の
た
と
え
話
」
を
想
起
さ
せ
る
。

あ
る
人
エ
ル
サ
レ
ム
よ
り
エ
リ
コ
に
下
る
と
き
強
盗
に
偶
り
│
│
〈
略
〉
│
│

然
ば
此
三
人
の
う
ち
誰
か
強
盗
に
遇
し
者
の
隣
な
る
と
爾
意
ふ
や

彼
い
ひ
け
る
は
其
人
を
矜
恤
た
る
者
な
り
イ
エ
ス
曰
け
る
は
爾

も
往
て
其
ご
と
く
為
よ
。

新
約
全
書
路
加
傳
福
音
書

第
十
章
三
十
節
〜
三
十
七
節

こ
の
話
し
を
ふ
ま
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
本
文
は
、

惡
太
郎
は
木
の
下
に
立
っ
て
居
ま
し
た
。
│
│
〈
略
〉
│
│
顔
を
赤
く
し
て
だ
ま
り
ま
し
た
。
│
│
〈
略
〉
│
│
ど
う
か
そ
の
小
刀
を

あ
の
子
に
か
へ
し
て
や
っ
て
下
さ
い
な
。
さ
う
す
れ
ば
あ
の
子
は
大
そ
う
よ
ろ
こ
び
ま
す
。
さ
う
し
て
わ
た
く
し
も
よ
ろ
こ
び
ま

す
。

本
文
二
頁

と
続
く
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
松
、
杉
な
ど
と
特
定
せ
ず
た
だ
「
木
」
と
だ
け
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
創
世
記

を
意
識
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
し
て
、「
顔
を
赤
く
し
て
だ
ま
り
ま
し
た
。」
に
は
、「
悪
太
郎
」
の
人
間
と
し
て
の
良
心
が
垣
間
見
ら
れ
、
後
の
改
心
へ
と
つ
な
が

る
も
の
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。「
さ
う
す
れ
ば
あ
の
子
は
大
そ
う
よ
ろ
こ
び
ま
す
。
さ
う
し
て
わ
た
く
し
も
よ
ろ
こ
び
ま
す
。」

は
、

喜
ぶ
者
と
共
に
喜
び
哀
し
む
者
と
共
に
哀
む
べ
し

使
徒
パ
ウ
ロ
ロ
マ
人
に
贈
れ
る
書

第
十
二
章
十
五
節

を
ふ
ま
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
文
は
続
い
て

又
小
刀
を
返
し
て
ご
ら
ん
な
さ
い
。
大
そ
う
い
ゝ
心
も
ち
が
す
る
に
ち
が
ひ
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
小
刀
を
取
れ
ば
神
様
の
罰
を
う
け
て

幸
田
露
伴
少
年
文
學
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太
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し
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長
く
心
持
の
わ
る
い
目
に
あ
ふ
で
せ
う
と
、
親
切
に
云
ひ
ま
し
た
が
、

本
文
二
頁
〜
三
頁

と
あ
り
、「
神
様
の
罰
を
う
け
て
」
と
い
う
表
現
が
み
ら
れ
、
ま
た
、「
長
く
心
持
の
わ
る
い
目
に
あ
ふ
」
と
、
人
間
「
惡
太
郎
」
の
良
心

に
訴
え
か
け
て
も
い
る
。
本
文
は

げ
ん
こ
つ
を
か
た
め
て
�
吉
を
威
し
ま
し
た
が
、
�
吉
は
少
し
も
驚
き
ま
せ
ん
。

本
文
三
頁

と
記
す
。
こ
こ
に
は
、

な
ん
ぢ
惡
に
勝
る
ゝ
勿
れ
善
を
も
て
惡
に
勝
べ
し

使
徒
パ
ウ
ロ
ロ
マ
人
に
贈
れ
る
書

第
十
二
章
二
十
一
節

が
ふ
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
づ
い
て
、

い
く
ら
か
く
れ
て
も
逃
げ
て
も
わ
る
い
事
を
し
た
者
を
神
様
は
ゆ
る
し
ま
せ
ん
か
ら
│
│
〈
略
〉
│
│
懲
役
に
な
り
ま
し
た
。本

文
三
頁

と
記
す
。
悪
い
こ
と
を
し
た
ら
、
か
く
れ
て
も
逃
げ
て
も
絶
対
に
神
様
が
許
さ
な
い
。
こ
こ
に
神
の
正
し
い
裁
き
の
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ

て
い
る
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

大
勢
の
子
供
は
い
よ
	


�
吉
を
尊
み
ま
す
。

本
文
三
頁

と
あ
る
。
こ
の
頃
の
子
供
た
ち
は
、
な
か
な
か
一
人
前
と
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
に
も
拘
ら
ず
、
わ
ず
か
十
一
歳
の
少
年
に
尊
ぶ
と
い
う

表
現
が
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
少
年
の
人
格
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
理
想
像
な
の
で
も
あ
ろ
う
。
ま
た
、

学
校
の
大
先
生
か
ら
貰
っ
た
小
刀
は
銀
の
鞘
に
珠
の
飾
り
の
付
て
居
る
の
で
惡
太
郎
が
取
っ
た
小
刀
よ
り
百
倍
も
き
れ
い
で
し
た
。

本
文
三
頁

と
し
て
い
る
。「
学
校
の
」
と
し
な
が
ら
、
校
長
先
生
で
は
な
く
「
大
先
生
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
大
先
生
」
の
意
味
は
何
な
の

か
。
お
そ
ら
く
「
大
先
生
」
は
、
神
で
は
な
い
が
、
天
使
と
か
、
イ
エ
レ
ミ
ヤ
の
よ
う
な
大
預
言
者
、
あ
る
い
は
ア
ア
ロ
ン
の
よ
う
な
大

司
祭
の
よ
う
な
も
の
を
想
起
さ
せ
る
呼
称
な
の
で
は
な
い
か
。「
百
倍
も
き
れ
い
な
小
刀
」
は
精
神
的
な
価
値
に
対
し
て
渡
さ
れ
た
も
の

幸
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と
も
考
え
ら
れ
る
。
つ
づ
い
て
本
文
は
、

噫
惡
太
郎
は
今
は
暗
き
部
屋
の
中
に
ひ
と
り
で
居
ま
す
。
ど
ち
ら
が
り
こ
う
で
せ
う
か
。

惡
太
郎
は
是
か
ら
ど
う
す
る
で
せ
う
。
ま
だ
い
ろ
	


の
話
し
が
あ
り
ま
す
。

本
文
三
頁
〜
四
頁

と
読
者
の
子
供
自
身
に
問
題
を
投
げ
掛
け
て
考
え
さ
せ
る
と
い
う
方
向
に
み
ち
び
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
次
回
へ
と
読
者
の
興
味
を
引
く

事
も
わ
す
れ
て
い
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
本
文
の
表
現
を
読
み
解
い
て
い
く
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
内
在
化
し
て
い
る
聖
書
の
世
界
が
浮
き
上
が
っ
て
く
る
。「『
惡
太

郎
の
は
な
し
』
第
一
」
に
は
、
明
ら
か
に
「
創
世
記
」
が
意
識
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。「
惡
太
郎
」
が
折
々
に
見
せ
る
良
心
の
片
鱗

は
、
人
間
は
神
に
か
た
ど
っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
救
済
さ
れ
る
所
以
の
一
片
を
か
い
ま
み
さ
せ
る
も
の
な
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。二

「『
惡
太
郎
の
は
な
し
』
第
二
」
へ
の
論
証
そ
の
２

│
│
成
果
の
な
い
言
語
で
諭
す
だ
け
の
教
育
│
│

毎
日
	


白
き
髯
の
長
く
生
え
て
居
る
老
人
が
來
て
い
ろ
	


の
教
を
説
き
聞
か
し
て
く
れ
る
よ
り
他
に
は
誰
と
話
し
を
す
る
こ
と

も
で
き
ま
せ
ん
。

本
文
四
頁

く
る
し
き
目
に
逢
つ
て
も
、
自
分
の
惡
事
を
悔
ゆ
る
事
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

本
文
四
頁

白
き
髯
の
あ
る
老
人
は
、
惡
事
を
す
れ
ば
必
ら
ず
神
の
罰
を
受
け
る
と
云
っ
た
が
、
神
様
な
ん
ぞ
は
あ
る
も
の
か
ば
か
な
事
を
云
ふ

や
つ
だ
と
腹
の
中
に
考
へ
て
居
ま
し
た
が
、

本
文
四
頁

と
記
し
て
い
る
。
白
い
色
は
、
全
き
純
潔
、
清
浄
と
不
滅
の
栄
光
と
を
象
徴
す
る
と
み
ら
れ
る
。
髯
に
つ
い
て
で
は
な
い
が
白
髪
や
老
人

幸
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に
つ
い
て
は
、

し
ん
げ
ん

白
髪
は
榮
の
冠
弁
な
り
、
義
し
き
途
に
て
こ
れ
を
見
ん
、

箴
言

第
十
六
章
三
十
一
節

れ

び

き

白
髪
の
人
の
前
に
は
起
あ
が
る
べ
し
ま
た
老
人
の
身
を
敬
ひ
汝
の
神
を
畏
る
べ
し

利
未
記

第
十
九
章
三
十
二
節

と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
白
き
髯
の
あ
る
老
人
」
は
、
尊
敬
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
老
人
の
教
え
た
こ
と
は
、
人
間
と
し
て
の
道
、

す
な
わ
ち
人
間
と
し
て
の
望
ま
し
い
生
き
方
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
間
「
悪
太
郎
」
の
心

の
状
態
は
、
悪
事
を
悔
い
る
こ
と
も
な
い
し
、
神
の
存
在
も
信
じ
な
い
の
で
あ
る
。
本
文
は
、

遠
く
の
國
へ
行
か
う
と
段
々
海
邊
へ
來
ま
し
た
。
海
邊
に
は
大
き
な
船
が
一
つ
有
り
ま
し
て
今
錨
を
あ
げ
て
是
か
ら
遠
く
の
國
へ
む

か
っ
て
出
る
所
で
し
た
。

本
文
四
頁

と
大
き
く
場
面
転
換
を
し
て
い
る
。「
大
き
な
船
」
か
ら
は
、

汝
松
木
を
も
て
汝
の
た
め
に
方
舟
を
造
り

創
世
記

第
六
章
十
四
節

す
な
わ
ち
ノ
ア
の
箱
船
が
想
起
さ
れ
、
こ
れ
は
大
き
な
船
で
あ
っ
た
。
本
文
の
「
遠
く
の
國
」「
海
邊
」「
大
き
な
船
」
と
い
う
表
現
は
、

視
点
を
日
本
か
ら
外
国
に
大
き
く
広
げ
て
い
る
。
こ
の
船
上
で
、「
惡
太
郎
」
は
一
つ
の
出
会
い
を
す
る
。

隣
り
に
居
た
の
は
五
十
許
り
の
女
と
十
許
り
の
う
つ
く
し
き
女
の
子
で
し
た
。
此
女
の
子
は
玉
の
や
う
に
き
れ
い
で
や
さ
し
き
子
で

し
た
。
│
│
〈
略
〉
│
│
ま
こ
と
に
ふ
た
り
は
う
れ
し
さ
う
に
日
を
送
っ
て
居
ま
し
た
が
、

本
文

五
頁

と
あ
り
、
こ
の
親
子
の
生
活
態
度
は
、

常
に
喜
ぶ
べ
し
斷
ず
祈
る
べ
し
凡
の
事
感
謝
す
べ
し
是
イ
エ
ス
キ
リ
ス
ト
に
由
て
爾
曹
に
要
め
給
ふ
神
の
旨
な
り

使
徒
パ
ウ
ロ
テ
サ
ロ
ニ
ケ
人
に
贈
れ
る
前
書

第
五
章
十
六
〜
十
八
節

を
念
頭
に
お
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
年
少
者
向
け
に
「
う
れ
し
さ
う
に
」
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

た
ゞ
ひ
と
り
隣
り
の
女
の
子
を
う
ら
や
ま
し
く
思
っ
て
居
ま
し
た
。

本
文
五
頁
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と
あ
り
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
嫉
妬
と
は
異
な
る
羨
望
で
あ
る
。「
惡
太
郎
」
の
心
の
綺
麗
さ
が
あ
る
。

「
未
完
」
と
し
て
初
出
で
は
こ
こ
ま
で
で
終
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
後
に
、

「
童
子
を
教
ふ
る
の
道
言
語
を
以
て
之
を
諭
す
よ
り
は
實
際
に
美
事
善
行
を
目
撃
せ
し
め
之
を
し
て
其
心
に
恥
ち
其
意
に
悟
ら
し
む

マ

マ

る
を
勝
れ
り
と
す
故
に
古
へ
よ
り
躬
を
以
て
人
を
率
ゆ
る
を
教
へ
の
第
一
義
と
為
す
以
下
話
説
す
る
所
惡
太
郎
の
事
を
見
て
其
違
は

さ
る
を
知
る
な
り
」

こ
の
よ
う
な
文
章
が
書
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
か
ら
み
る
と
書
い
た
の
は
次
の
話
し
の
成
り
行
き
を
知
っ
て
い
る
人
物
で
あ
ろ
う
と
考
え

ら
れ
る
が
、
明
確
で
は
な
い
。「『
生
徒
』
第
十
號
」
に
は
、
言
葉
だ
け
で
は
教
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
話
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、「
惡
太
郎

も
お
と
な
し
く
家
に
居
た
ら
ば
、
母
に
可
愛
が
ら
れ
て
」
と
家
族
の
記
述
が
あ
る
。
だ
が
「
�
吉
」
に
は
全
く
そ
の
辺
り
の
記
述
が
な

い
。「
�
吉
」
の
特
殊
性
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三
「『
惡
太
郎
の
は
な
し
』
第
二
（
第
十
號
續
）」
へ
の
論
証
そ
の
３

│
│
恐
怖
体
験
と
美
事
善
行
目
撃
に
よ
る
教
育
効
果
│
│

墨
の
や
う
な
思
い
雲
が
出
て
來
た
の
で
太
陽
の
光
り
も
な
く
な
り
ま
し
た
。
お
そ
ろ
し
く
は
げ
し
き
風
が
西
の
方
か
ら
吹
い
て
來
ま

し
た
。
│
│
〈
略
〉
│
│
劒
の
や
う
に
光
る
電
光
は
ぴ
か
り
ぴ
か
り
と
黒
雲
の
間
か
ら
き
ら
め
き
ま
す
。
が
ら
	


ど
う
と
雷
が
大

砲
を
百
発
も
一
時
に
放
し
た
や
う
に
鳴
り
出
し
ま
し
た
。
│
│
〈
略
〉
│
│
船
の
中
に
居
た
人
々
は
│
│
〈
略
〉
│
│
神
様
の
名
を
呼

ん
で
助
け
玉
へ
と
祈
り
ま
し
た
。

本
文
五
頁

こ
の
祈
り
は
、

あ
ゝ
ヱ
ホ
バ
よ
わ
れ
ふ
か
き
淵
よ
り
汝
を
よ
べ
り

主
よ
ね
が
は
く
は
わ
が
聲
を
き
ゝ
汝
の
み
ゝ
を
わ
が
懇
求
の
こ
ゑ
に
か
た
ぶ
け

幸
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し
へ
ん

た
ま
へ

詩
篇

第
百
三
十
篇
京
ま
う
で
の
歌

一
節
〜
二
節

と
あ
り
嘆
願
で
あ
る
。
ま
た
、
嵐
の
状
況
は
「
使
徒
行
傳
」
に
も
、

斯
て
多
日
の
あ
ひ
だ
日
も
星
も
見
ず
し
て
疾
風
ふ
き
あ
て
け
れ
ば
我
等
つ
ひ
に
救
る
べ
き
望
さ
え
果
た
り
│
│
〈
略
〉
│
│

使
徒
行
傳

第
二
十
七
章
二
十
節
〜
四
十
四
節

な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
の
が
見
え
る
。
次
に
、
電
光
と
雷
鳴
に
つ
い
て
聖
書
に
は
、

し
ゅ
つ
え
じ
ぷ
と
き

雷
と
電
お
よ
び
密
雲
山
の
上
に
あ
り
又
喇
叭
の
聲
あ
り
て
甚
だ
高
か
り
営
に
あ
る
民
み
な
震
ふ

出
埃
及
記

第
十
九
章
十
六
節

マ
マ

此
と
き
許
多
の
迅
雷
閃
電
ま
た
大
な
る
地
震
あ
り
き

ヨ
ハ
子
黙
示
録

第
十
六
章
十
八
節

こ
の
よ
う
に
、
神
の
力
の
象
徴
と
し
て
、
人
間
を
震
え
あ
が
ら
せ
る
も
の
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。

こ
の
激
し
い
嵐
の
間
、「
女
の
子
」
は
「
母
の
膝
に
取
り
付
い
て
」「
細
き
声
で
神
様
に
祈
っ
て
居
ま
し
た
」
と
あ
る
。
一
方
、
こ
の
時

「
惡
太
郎
」
は
す
が
る
も
の
も
、
祈
る
も
の
も
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
体
験
を
経
て
の
ち
、「
惡
太
郎
」
は
、

惡
事
を
し
た
の
を
今
は
悔
し
く
思
ひ
ま
し
た
。
惡
事
を
し
た
者
を
神
様
は
助
け
て
下
さ
る
ま
い
と
思
へ
ば
ま
こ
と
に
悲
し
く
苦
し
い

事
で
す
。
悲
し
い
計
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
惡
事
を
し
た
故
に
神
様
の
罰
を
受
け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
へ
ば
、
ま
こ
と
に
恐
し
い

事
で
す
。
ぴ
か
り
ぴ
か
り
と
き
ら
め
く
電
光
は
劒
の
形
を
し
て
惡
太
郎
の
胸
を
さ
し
通
し
ま
す
。
が
ら
	


と
な
る
雷
は
鐵
砲
の
や

う
に
惡
太
郎
の
耳
を
打
ち
ま
す
。
雨
は
瀧
の
や
う
に
ふ
っ
て
來
て
惡
太
郎
の
あ
し
き
心
を
洗
ひ
ま
す
。
そ
こ
で
惡
太
郎
も
悲
し
さ
と

恐
ろ
し
さ
に
罪
を
悔
い
て
涙
を
流
し
て
神
様
に
祈
り
ま
し
た
が
、

本
文
六
頁

と
あ
る
よ
う
に
「
神
様
の
罰
」
を
思
い
「
罪
を
悔
い
」「
神
様
に
祈
」
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
洗
う
に
つ
い
て
聖
書
に
は
、

し
へ
ん

わ
が
不
義
を
こ
と
�


く
あ
ら
ひ
さ
り
我
を
わ
が
罪
よ
り
き
よ
め
た
ま
へ

詩
篇

第
五
十
一
篇
二
節
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清
き
水
を
汝
等
に
灑
ぎ
て
汝
等
を
清
く
な
ら
し
め
汝
等
の
諸
々
の
汚
穢
と
諸
々
の
偶
像
を
除
き
て
汝
ら
を
清
む
べ
し

え
ぜ
き
え
る
し
よ

以
西
結
書

第
三
十
六
章
二
十
五
節

な
ど
と
記
述
さ
れ
て
あ
り
、
こ
こ
に
至
っ
て
「
惡
太
郎
」
が
改
心
し
た
事
が
み
ら
れ
る
。

電
光
の
劒
は
「
惡
太
郎
」
の
良
心
に
つ
き
さ
さ
り
、
雷
鳴
は
良
心
の
お
の
の
き
を
い
ざ
な
い
、
雨
は
洗
礼
に
も
つ
か
わ
れ
る
水
で
、
罪
を

洗
い
流
し
清
い
も
の
に
す
る
。
こ
こ
で
、「
惡
太
郎
」
は
神
の
存
在
を
認
識
し
、
初
め
て
神
に
祈
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
ま
だ
本
当
の
も
の
で
は
な
い
。
後
悔
、
改
心
に
対
す
る
露
伴
の
厳
し
さ
が
う
か
が
え
る
。
つ
づ
い
て
本
文
に
は
、

三
艘
目
の
舟
を
今
出
さ
う
と
し
て
居
る
所
で
し
た
。
惡
太
郎
は
其
舟
の
中
へ
飛
び
込
み
ま
し
た
。
│
│
〈
略
〉
│
│
一
人
を
の
せ
る

事
は
出
來
ま
す
け
れ
ど
も
、
二
人
を
乘
せ
る
譯
に
は
な
り
ま
せ
ん
故
、
│
│
〈
略
〉
│
│
母
さ
ま
を
助
け
て
下
さ
い
。
│
│
〈
略
〉
│
│

渦
巻
き
立
て
居
る
浪
の
中
に
身
を
投
げ
て
仕
ま
ひ
ま
し
た
。
│
│
〈
略
〉
│
│
あ
ゝ
此
む
す
め
は
死
に
ま
し
た
。
然
し
其
母
親
は
助

か
り
ま
し
た
。

本
文
六
頁
〜
七
頁

と
あ
る
。「
此
む
す
め
」
の
行
為
は
親
孝
行
の
極
致
を
示
し
て
い
る
と
見
え
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、

人
そ
の
友
の
為
に
己
の
命
を
損
る
は
此
よ
り
大
な
る
愛
は
な
し

約
翰
傳
福
音
書

第
十
五
章
十
三
節

を
し
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
本
文
に
お
い
て
、

三
艘
の
小
舟
に
乘
っ
た
人
々
は
皆
助
か
り
ま
し
た
。
身
を
投
げ
て
母
を
助
け
た
む
す
め
の
話
し
は
世
界
中
に
ひ
ろ
ま
り
ま
し
た
。

本
文
七
頁

と
あ
る
が
、「
此
む
す
め
」
の
献
身
が
日
本
だ
け
で
な
く
、
全
世
界
に
伝
わ
っ
た
こ
と
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
世
界
中
」
と
い
う
表
現

は
聖
書
に
は
「
偏
く
世
界
を
廻
て
」（
新
約
全
書
馬
可
傳
福
音
書
第
十
六
・
十
五
）
と
記
さ
れ
て
い
る
の
が
見
え
る
。
ま
た
、

惡
太
郎
は
此
話
し
を
聞
く
た
び
に
、
は
づ
か
し
く
て
た
ま
り
ま
せ
ん
。
自
分
は
男
の
子
の
く
せ
に
人
を
傷
て
に
げ
出
し
た
の
で
す
。

む
す
め
は
女
の
子
だ
け
れ
ど
も
身
を
投
げ
て
母
を
助
け
た
の
で
す
。

本
文
七
頁
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と
し
て
お
り
、
当
時
の
性
差
に
よ
る
期
待
さ
れ
る
性
格
の
基
準
の
よ
う
な
も
の
が
明
確
に
見
ら
れ
る
。

し
か
し
惡
太
郎
は
ど
う
し
ま
す
か
。
次
に
話
し
ま
せ
う
。

本
文
七
頁

と
読
者
自
身
に
考
え
さ
せ
る
と
共
に
、
こ
こ
で
も
次
回
へ
と
興
味
を
つ
な
げ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、「『
惡
太
郎
の
は
な
し
』
第
二
（
第
十
號
續
）」
の
難
船
の
話
し
の
中
に
も
、
聖
書
を
ふ
ま
え
て
い
る
の
が

み
ら
れ
る
。「
惡
太
郎
」
に
と
っ
て
は
、「
女
の
子
」
が
母
を
救
う
た
め
に
、
目
の
前
で
荒
れ
狂
う
海
へ
飛
び
込
ん
だ
事
が
至
上
の
教
育
に

な
っ
た
。
前
号
の
終
り
に
予
告
し
て
あ
っ
た
よ
う
に
、
ま
さ
に
、「
善
行
を
目
撃
せ
し
め
悟
ら
し
む
る
の
を
勝
れ
り
と
す
」
で
あ
つ
た
。

た
だ
、「
五
十
許
り
」
の
母
親
と
「
十
許
り
」
の
「
女
の
子
」
と
い
う
設
定
は
、
そ
の
頃
の
風
習
か
ら
す
る
と
少
し
幅
が
あ
り
過
ぎ
る
よ

う
に
も
思
う
が
、
こ
れ
も
、「
�
吉
」
の
よ
う
に
、
何
か
普
通
で
な
い
象
徴
的
な
親
子
の
意
味
を
暗
示
さ
せ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い

と
、
考
え
ら
れ
な
い
で
も
な
い
。

四
「『
惡
太
郎
の
は
な
し
』
第
三
」
へ
の
論
証
そ
の
４

│
│
隣
人
愛
へ
と
進
展
│
│

腹
が
減
っ
て
た
ま
り
ま
せ
ん
。
│
│
〈
略
〉
│
│
取
っ
て
食
よ
う
と
思
ひ
ま
し
た
が
考
へ
て
見
る
と
惡
い
事
で
す
か
ら
取
る
事
は
や

め
ま
し
た
が
ひ
も
じ
く
て
な
り
ま
せ
ん
か
ら
、
│
│
〈
略
〉
│
│
ど
う
か
瓜
を
一
つ
下
さ
い
と
云
ひ
ま
し
た
。

本
文

八
頁

こ
こ
で
は
嵐
や
「
む
す
め
」
の
し
た
事
に
よ
っ
て
惡
太
郎
の
心
に
確
実
に
変
化
が
あ
っ
た
事
を
示
し
て
い
る
。
も
う
人
の
も
の
を
許
可
な

し
に
取
る
こ
と
は
し
な
い
。
奪
う
の
は
悪
い
事
と
認
識
し
て
い
る
。

爺
さ
ん
ひ
と
り
出
て
來
ま
し
た
。
│
│
〈
略
〉
│
│
瓜
は
や
る
か
ら
家
へ
來
い
と
云
ひ
ま
し
た
。

本
文
八
頁

と
あ
る
。
老
人
の
呼
称
が
前
は
「
白
き
髯
の
あ
る
老
人
」
こ
こ
で
は
「
爺
さ
ん
」
ま
た
は
「
爺
」
に
な
っ
て
い
る
。「
爺
さ
ん
」
に
対
し
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て
「
婆
さ
ん
」
の
呼
称
が
み
え
る
。
共
に
庶
民
的
呼
称
で
あ
る
。
前
述
の
「
白
き
髯
の
あ
る
老
人
」
は
尊
称
で
教
え
る
人
で
あ
っ
た
こ
と

が
解
る
。

「
爺
さ
ん
」
は
自
分
も
貧
し
い
の
に
見
も
知
ら
ぬ
ひ
も
じ
い
人
を
助
け
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
に
隣
人
愛
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
「
爺
さ
ん
」

に
対
し
て
惡
太
郎
も
、
そ
の
「
涙
」
を
見
過
ご
す
事
は
し
な
い
。
互
い
に
相
手
を
思
い
や
る
の
が
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
涙
」
の

「
譯
を
」
き
く
と

惡
太
郎
は
委
し
く
自
分
の
仕
た
事
を
話
し
、
又
身
を
投
て
母
を
助
け
た
む
す
め
の
事
も
話
し
、
自
分
は
難
船
の
お
そ
ろ
し
き
と
む
す

め
の
孝
行
と
に
後
悔
し
て
罪
に
服
し
、
今
ま
で
の
あ
し
き
心
を
あ
ら
た
め
、
是
よ
り
善
人
と
な
る
つ
も
り
な
れ
ば
是
非
縛
っ
て
警
察

へ
出
せ
。
も
し
縛
ら
な
け
れ
ば
自
分
で
縛
っ
て
爺
に
つ
か
ま
へ
ら
れ
た
と
云
っ
て
出
る
と
云
ふ
の
で
、
爺
は
遂
に
惡
太
郎
を
縛
り
て

警
察
へ
出
し
ま
し
た
。

本
文
九
頁

と
記
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、「
惡
太
郎
」
は
自
分
自
身
悪
い
事
を
し
た
と
認
め
て
す
べ
て
話
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
あ
し
き
心
を
あ
ら
た

め
」「
善
人
と
な
る
つ
も
り
」
と
心
に
決
め
、「
爺
さ
ん
」
に
誓
っ
て
い
る
。
し
か
も
た
だ
ち
に
「
爺
さ
ん
」
を
救
う
た
め
に
、
自
ら
進
ん

で
自
分
の
身
を
捧
げ
て
、
罪
に
服
し
償
い
を
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
惡
太
郎
」
は
本
当
の
意
味
で
の
改
心
を
し
た
こ
と
に

な
る
。
そ
し
て
た
だ
ち
に
隣
人
愛
を
実
行
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
「
惡
太
郎
」
に
対
し
て
社
会
は
ど
う
対
処
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

ま
づ
惡
太
郎
を
懲
ら
し
て
の
ち
、
却
っ
て
惡
太
郎
が
爺
を
助
け
た
の
を
ほ
め
ま
し
た
。

本
文
九
頁

悪
い
事
は
悪
い
と
し
て
罰
し
、
善
い
こ
と
は
善
い
と
し
て
ほ
め
て
い
る
。
露
伴
の
理
想
の
一
端
が
う
か
が
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ

の
よ
う
な
世
の
中
が
実
際
に
実
現
す
る
な
ら
人
間
は
平
安
で
あ
ろ
う
。

惡
太
郎
は
是
よ
り
段
々
よ
き
事
を
の
み
為
る
の
で
誰
も
惡
太
郎
と
呼
ぶ
者
は
な
く
な
り
ま
し
た
。
太
郎
さ
ん
太
郎
さ
ん
と
呼
び
ま
し

た
。
太
郎
は
い
よ
	


善
き
事
を
す
る
の
で
後
に
は
善
太
郎
と
云
は
れ
ま
し
た
。

（
明
治
二
十
二
年
九
月
）
本
文
九
頁

と
し
て
、『
惡
太
郎
の
は
な
し
』
は
（
完
）
で
あ
る
。
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太
郎
さ
ん
と
本
名
を
呼
ば
れ
る
こ
と
は
、
人
権
、
人
格
の
回
復
を
意
味
し
、
善
太
郎
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
新
し
く
生
れ

変
わ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

前
回
で
は
、
親
子
と
い
う
肉
親
の
間
が
主
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
回
で
は
全
く
未
知
の
人
々
の
間
で
の
愛
へ
と
進
展
し
て
い
る
。
場
所
に

つ
い
て
も
、
徴
税
と
は
し
な
い
で
、
貧
し
い
生
活
の
中
で
の
「
年
貢
」
と
い
う
表
現
で
、
ま
だ
世
界
と
い
う
認
識
が
薄
い
で
あ
ろ
う
少
年

読
者
の
理
解
し
や
す
い
よ
う
、
日
本
で
あ
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
対
象
を
他
者
へ
と
広
げ
た
隣
人
愛
の
姿
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。「
惡
太
郎
」
が
学
ん
だ
の
は
、
理
想
の
愛
の
姿
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

総

括

以
上
の
よ
う
に
本
文
を
読
み
解
い
て
み
る
と
、『
惡
太
郎
の
は
な
し
』
は
、
創
世
記
の
人
間
の
「
は
じ
め
」
の
罪
の
話
し
か
ら
始
め

て
、
一
人
の
少
年
が
、
神
の
存
在
に
目
覚
め
、
罪
を
悔
い
、
改
心
し
、
隣
人
愛
を
感
得
し
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
実
行
す
る
ま
で
に
成
長
し

て
い
く
姿
を
、
少
年
読
者
の
興
味
を
引
き
つ
け
る
よ
う
な
構
成
を
と
っ
て
、
書
き
進
め
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
み
る

時
、
こ
の
作
品
に
は
内
在
化
し
て
い
る
聖
書
の
世
界
が
あ
り
、
作
品
の
根
底
に
キ
リ
ス
ト
教
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
、
深
く
浸
透
し
て
い

る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
子
供
の
興
味
を
そ
そ
る
よ
う
に
進
行
し
て
い
く
話
し
の
中
に
、
聖
書
の
世
界
が
内
在
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
決
し
て
無
理
に
あ
か
ら
さ
ま
に
押
し
つ
け
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。
こ
こ
に
、
露
伴
作
品
の
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の

あ
り
よ
う
が
明
確
に
み
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。
気
付
か
な
け
れ
ば
見
過
ご
し
て
し
ま
う
が
、
実
は
深
い
意
味
を
包
含
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
そ
の
発
想
の
根
源
に
は
聖
書
が
あ
る
。
こ
れ
が
露
伴
初
期
作
品
の
い
く
つ
か
に
み
ら
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
基
本
的
姿
勢
で
あ
る

と
い
え
る
と
考
え
る
。
そ
の
あ
り
よ
う
を
う
か
が
う
の
に
、
こ
の
『
惡
太
郎
の
は
な
し
』
は
好
例
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

笹
淵
氏
は
「
な
さ
け
な
や
扇
持
ち
つ
つ
読
経
と
は
」
の
詞
書
と
新
約
聖
書
と
の
一
致
の
例
を
あ
げ
て
、
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露
伴
の
西
欧
的
な
も
の
の
摂
取
の
仕
方
は
極
め
て
同
化
的
で
あ
っ
て
、
換
骨
奪
胎
の
妙
を
得
て
ゐ
る
た
め
に
、
と
も
す
れ
ば
烱
眼
な

批
評
家
す
ら
そ
の
本
源
を
認
め
え
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
�
。

と
し
て
い
る
。
思
う
に
露
伴
は
、
聖
書
を
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
笹
淵
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
露
伴
は
、
明
治
二
十
年
北
海
道
か
ら
帰
京
す
る
途
中
で
も
、
教
会
へ
立
ち
寄
っ
て
い
て

「
二
十
五
日
、
朝
、
基
督
教
曾
堂
に
行
き
て
説
教
を
き
く
。」�

と
記
録
が
あ
る
。
こ
の
時
の
感
想
は
余
り
よ
く
な
か
っ
た
ら
し
い
が
、
自
ら
す
す
ん
で
教
会
に
行
っ
て
い
る
の
は
、
基
督
教
に
興
味
が
あ

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
家
に
帰
っ
て
み
れ
ば
、
植
村
正
久
師
の
説
教
に
触
発
さ
れ
た
父
が
改
宗
し
、
一
家
が
熱
心
な
信
者
に
な
っ

て
い
た
�
。
そ
し
て
、
彼
自
身
も
、
教
会
や
説
教
所
に
は
行
き
、
聖
書
も
興
味
を
も
っ
て
読
み
、
黙
示
録
は
非
常
に
お
も
し
ろ
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
�
。

思
う
に
、
露
伴
の
キ
リ
ス
ト
教
受
容
は
、
血
肉
と
な
っ
て
浸
透
し
て
い
て
、
そ
れ
を
基
盤
に
し
た
思
考
を
も
っ
て
書
か
れ
た
作
品
に

は
、
聖
書
の
世
界
が
内
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

後
に
『
愛
』（
讀
賣
新
聞

昭
和
十
五
年
一
月
四
日
號
・
五
日
號
『
露
伴
全
集
』
後
記
に
よ
る
）
に
、

人
の
此
心
の
働
き
の
さ
ま
�


な
中
で
、
愛
が
最
も
優
美
で
靈
妙
で
幽
遠
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
│
│
〈
略
〉

│
│
基
督
教
は
愛
を
唯
一
神
に
掛
け
る
べ
く
教
へ
て
、
愛
の
聖
化
に
力
め
た
。
愛
を
主
と
す
る
立
派
な
教
と
な
っ
た
。
そ
し
て
其
功

徳
を
世
に
齎
ら
し
た
�
。

と
記
し
て
い
る
。
昭
和
十
五
年
に
少
し
で
も
こ
う
い
う
事
を
言
う
の
に
は
、
社
会
情
勢
か
ら
し
て
、
か
な
り
の
勇
気
と
信
念
が
必
要
だ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
か
ら
し
て
も
、
露
伴
の
キ
リ
ス
ト
教
受
容
は
表
面
に
は
あ
か
ら
さ
ま
に
は
出
な
い
が
、
深
く
浸
透
し
て
い
て
揺
ら

ぐ
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

我
が
国
児
童
文
学
史
は
長
い
間
、
厳
谷
小
波
の
『
こ
が
ね
丸
』
を
も
っ
て
児
童
文
学
の
始
ま
り
と
し
て
き
た
感
が
あ
る
が
、
福
田
清
人
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氏
は
露
伴
の
『
鐵
三
鍛
』（
明
治
二
十
三
年
一
月
こ
の
時
は
『
鐵
之
鍛
』）
に
注
目
し
�
、
鳥
越
信
氏
は
三
輪
弘
忠
の
『
少
年
の
玉
』（
明

治
二
十
三
年
十
一
月
）
に
注
目
し
て
い
る
�
。『
生
徒
』
明
治
二
十
二
年
九
月
号
か
ら
『
惡
太
郎
の
は
な
し
』
が
あ
る
こ
と
は
意
義
深
い

と
考
え
る
。

註�

笹
淵
友
一
『
浪
漫
主
義
文
學
の
誕
生
』
昭
和
三
十
三
年
一
月
初
版

平
成
三
年
六
月
六
版

明
治
書
院

六
七
六
頁
〜
六
七
七
頁

�
『
突
貫
紀
行
』『
露
伴
全
集
』（
第
二
次
）
第
十
四
巻

昭
和
二
十
六
年
六
月
五
日
第
一
刷
発
行
の
昭
和
五
十
三
年
十
一
月
十
七
日
第
二
刷
岩
波
書

店
刊
所
収

十
五
頁

�

柳
田

泉
『
幸
田
露
伴
』
昭
和
十
七
年
こ
月
十
二
日

中
央
公
論
社

五
七
頁

�

塩
谷

賛
『
幸
田
露
伴
』
上

昭
和
四
十
年
七
月
三
十
日

中
央
公
論
社

六
五
頁

�

幸
田
露
伴
『
愛
』『
露
伴
全
集
』（
第
二
次
）
第
二
十
五
巻

昭
和
三
十
年
四
月
二
十
五
日
発
行
の
昭
和
五
十
四
年
五
月
十
八
日
第
二
刷
岩
波
書
店

刊
所
収

六
六
五
頁
、
六
六
七
頁

�

福
田
清
人
「
露
伴
と
少
年
文
学
」『
文
学
』
一
九
七
八

一
一
・V

O
L

46

幸
田
露
伴
研
究

岩
波
書
店

一
〇
四
〜
一
〇
五
頁
（『
惡
太
郎
の

は
な
し
』
に
は
触
れ
て
い
な
い
。）

�

鳥
越

信
『
日
本
児
童
文
学
案
内
』
一
九
六
三
初
版
一
九
八
一
年
二
月
第
十
二
刷

理
論
社
一
〇
頁

む

す

び

以
上
に
よ
り
、
露
伴
が
少
年
に
託
す
理
想
、
教
育
の
根
本
は
隣
人
愛
を
感
得
し
実
行
す
る
事
で
あ
り
、
そ
の
拠
り
所
、
発
想
の
根
源
に

は
聖
書
の
世
界
が
あ
る
と
い
え
る
と
考
え
ら
れ
る
。

昨
今
、
数
青
改
革
の
必
要
が
さ
け
ば
れ
、「
ゆ
と
り
教
育
」
と
か
い
ろ
い
ろ
い
わ
れ
て
い
る
が
、
も
し
、
今
、
百
有
余
年
の
歳
月
を
こ
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え
て
よ
み
が
え
る
露
伴
の
声
を
き
い
た
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
枝
葉
末
節
を
云
々
す
る
よ
り
も
、
ま
ず
、
隣
人
愛
を
教
育
理
念
の
根
本
に
お

く
こ
と
を
、
提
唱
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

＊
後
記

本
稿
で
用
い
た
聖
書
は
、

近
代
邦
訳
聖
書
集
成

⑥

旧
約
全
書

第
一
巻

一
八
七
七
年
原
本
発
行
﹇
明
治
一
〇
年
﹈（
括
弧
内
岡
田
記
）

⑦

旧
約
全
書

第
二
巻

一
八
八
八
年
原
本
発
行
﹇
明
治
二
一
年
﹈（

同
右

）

⑧

旧
約
全
書

第
三
巻

一
八
八
八
年
原
本
発
行
﹇
明
治
二
一
年
﹈（

同
右

）

③

新
約
全
書

一
八
八
〇
年
原
本
発
行
﹇
明
治
一
三
年
﹈（

同
右

）

以
上
い
ず
れ
も

一
九
九
六
年
四
月
二
五
日
第
一
刷
発
行

翻
訳
委
員
会
編

ゆ
ま
に
書
房

但
し
⑥
の
表
紙
に
は
耶
�
降
生
千
八
百
八
十
八
年
米
國
聖
書
會
社

舊
約
全
書
明
治
二
十
一
年
日
本
横
濱
印
行
と
あ
る
。
他
は
表
紙
、
奥
付
同
年
で
あ
る
。

な
お
以
下
を
参
照
し
た
。

聖
書

口
語
訳
新
約
旧
約

バ
ル
バ
ロ
ー
デ
ル
・
コ
ル
訳

一
九
六
四
年
一
〇
月
二
四
日
初
版
発
行

一
九
七
二
年
三
月
二
四
日

六
版
発
行
ド
ン
・
ボ
ス
コ
社

新
約
聖
書

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会

聖
書
研
究
所
訳
注

一
九
七
九
年
一
一
月
一
日
第
一
刷
発
行

一
九
八
〇
年
三
月
一
日
第
三
刷
発
行

中
央
出
版
社

聖
書

旧
約
聖
書
続
編
つ
き

新
共
同
訳

引
照
つ
き

日
本
聖
書
協
会

二
〇
〇
二

│
│
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
員
│
│
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