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『
山
の
音
』
の
主
な
登
場
人
物
は
六
十
二
歳
の
尾
形
信
吾
、
一
歳
年
上
の

妻
の
保
子
、
長
男
の
修
一
と
嫁
の
菊
子
、
嫁
に
行
っ
た
が
、
二
人
の
孫
を
連

れ
て
出
戻
り
し
て
い
る
長
女
の
房
子
な
ど
で
あ
る
。
そ
の
他
に
、
信
吾
に
お

い
て
美
し
い
憧
憬
の
人
で
あ
る
義
姉
が
い
る
。
信
吾
自
身
や
彼
の
一
家
を
め

ぐ
る
様
々
な
出
来
事
が
信
吾
の
視
点
を
通
し
て
展
開
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
『
山
の
音
』
で
は
信
吾
が
内
面
的
に
抱
え
て
い
る
老
い
の
問
題
、

家
長
と
し
て
の
存
在
と
い
う
大
き
い
二
つ
の
問
題
が
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。 

そ
の
な
か
で
も
、
保
子
の
姉
と
菊
子
の
存
在
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。
信
吾
に
と
っ
て
菊
子
は
、
永
遠
の
憧
れ
で
あ
る
義
姉
の
分
身

の
よ
う
な
存
在
と
し
て
登
場
し
、
舅
の
信
吾
と
息
子
の
嫁
の
菊
子
と
の
危
う

い
関
係
が
描
か
れ
て
い
る
。
決
し
て
、
信
吾
と
菊
子
の
関
係
は
、
倫
理
性
を

破
っ
た
恋
に
ま
で
は
至
ら
な
い
が
、
通
常
の
舅
と
息
子
の
嫁
と
い
う
関
係
を

疑
わ
せ
る
箇
所
が
見
ら
れ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
作
品
が
進
む
に

つ
れ
、
信
吾
に
生
き
る
こ
と
を
気
づ
か
せ
る
生
命
の
象
徴
と
し
て
の
役
割
を

果
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
川
端
文
学
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
女
主

人
公
の
両
面
性
、
そ
れ
を
典
型
的
に
体
現
し
て
い
る
菊
子
の
問
題
に
つ
い
て
、

考
察
を
進
め
て
み
た
い
。
そ
の
上
、
『
山
の
音
』
に
描
か
れ
て
い
る
修
一
の

愛
人
の
絹
子
を
は
じ
め
、
絹
子
の
同
居
人
の
池
田
、
信
吾
の
事
務
所
で
働
く

英
子
の
人
物
像
に
つ
い
て
も
触
れ
た
い
と
思
う
。

ー
ニ
ー

 
ま
ず
、
菊
子
は
作
中
に
女
主
人
公
と
し
て
の
存
在
感
を
は
っ
き
り
と
示
す

が
、
信
吾
が
菊
子
に
惹
か
れ
る
理
由
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
ほ
っ

そ
り
と
色
白
の
菊
子
か
ら
、
信
吾
は
保
子
の
姉
を
思
ひ
出
し
た
り
し
た
」
と

い
う
義
姉
と
の
重
な
る
イ
メ
ー
ジ
か
ら
で
あ
る
。
実
際
に
、
菊
子
は
信
吾
が

「
山
の
音
」
を
聞
い
た
こ
と
を
話
し
た
際
に
、
「
お
母
さ
ま
の
お
姉
さ
ま
が
お
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な
く
な
り
に
な
る
前
に
、
山
の
鳴
る
の
を
お
聞
き
に
な
っ
た
つ
て
、
お
母
さ

ま
お
っ
し
ゃ
っ
た
で
せ
う
。
」
と
義
姉
の
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

 
ま
た
、
信
吾
の
「
菊
子
が
嫁
に
來
た
時
、
菊
子
が
肩
を
動
か
す
と
も
な
く

美
し
く
動
か
す
の
に
氣
つ
い
た
。
明
ら
か
に
新
し
い
媚
態
を
感
じ
た
。
」
と

い
う
よ
う
に
、
菊
子
は
「
美
し
い
肩
」
で
信
吾
に
媚
態
を
感
じ
さ
せ
て
い
る
。

そ
の
他
に
、
「
信
吾
の
思
ふ
や
う
に
な
ら
な
い
」
修
一
の
愛
人
の
問
題
、
房

子
夫
婦
の
問
題
、
と
そ
の
よ
う
に
子
供
た
ち
が
「
思
ふ
や
う
に
世
に
生
き
ら

れ
な
い
」
と
い
う
家
庭
内
に
お
け
る
問
題
で
頭
を
抱
え
て
い
る
信
吾
に
と
っ

て
菊
子
は
、
「
諺
達
し
い
家
庭
の
窓
の
や
う
な
」
存
在
で
、
「
信
吾
の
暗
い
孤

猫
の
わ
っ
か
な
明
り
」
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

 
こ
の
よ
う
に
、
信
吾
に
と
っ
て
菊
子
は
様
々
な
意
味
で
重
要
な
人
物
で
あ

る
わ
け
だ
が
、
そ
の
一
方
で
、
菊
子
に
お
け
る
信
吾
の
存
在
は
ど
う
な
の
か
。

…、

M
吾
が
菊
子
を
愛
す
る
の
は
よ
く
解
る
」
が
、
「
犯
し
得
ぬ
社
会
的
禁
忌
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
 
 

超
え
て
、
菊
子
が
な
ぜ
信
吾
に
惹
か
れ
て
い
る
か
」
は
謎
で
あ
る
。
彼
女
と

信
吾
と
の
会
話
を
通
し
て
探
っ
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
信
吾
か
ら
最
初
に
別
居

の
話
を
聞
か
れ
た
時
の
場
面
で
あ
る
。

「
い
い
え
。
私
で
し
た
ら
、
お
父
さ
ま
に
や
さ
し
く
し
て
い
た
だ
い

て
、
い
っ
し
よ
に
る
た
い
ん
で
す
の
。
お
父
さ
ま
の
そ
ば
を
離
れ
る

の
は
、
ど
ん
な
に
心
細
い
か
し
れ
ま
せ
ん
わ
。
」

「
や
さ
し
い
こ
と
を
言
っ
て
く
れ
る
ね
。
」

「
あ
ら
。
私
が
お
父
さ
ま
に
あ
ま
え
て
み
る
ん
で
す
も
の
。
私
は
末

つ
子
の
あ
ま
っ
た
れ
で
、
母
家
で
も
父
に
可
愛
が
ら
れ
て
る
た
せ
る

で
す
か
、
お
父
さ
ま
と
み
る
の
が
、
好
き
な
ん
で
す
わ
。
」
(
「
夜
の

聲
」
四
)

 
こ
こ
で
の
菊
子
の
言
葉
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
は
、
義
父
で
あ
る
信
吾
の
存

在
が
法
家
の
父
と
重
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
慈
童
の
面
を
被
っ

た
際
に
、
修
一
と
「
『
別
れ
て
も
、
お
父
さ
ま
の
と
こ
ろ
に
る
て
、
お
茶
で

も
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
ひ
ま
す
わ
。
』
と
面
の
蔭
で
は
っ
き
り
言
っ
た
。
」
と

い
う
言
葉
を
は
じ
め
、
菊
子
は
疑
わ
し
く
読
み
取
れ
る
言
葉
を
言
う
の
で
あ

る
。 

ま
た
、
二
度
目
に
別
居
を
勧
め
ら
れ
た
時
は
、
夫
と
別
れ
て
も
、
義
父
で

あ
る
信
吾
に
「
ど
ん
な
お
世
話
で
も
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
と
思
ひ
ま
す
の
。
」

と
い
う
通
常
で
は
考
え
難
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
、
年
寄
り
夫
婦

の
家
出
の
新
聞
記
事
の
こ
と
を
話
す
場
面
で
は
、
も
し
夫
の
修
一
と
心
中
す

る
と
し
て
も
、
「
お
父
さ
ま
に
は
、
な
に
か
言
ひ
遺
し
た
い
氣
が
し
ま
す
わ
。
」

と
言
う
な
ど
、
菊
子
に
と
っ
て
信
吾
が
義
父
と
い
う
関
係
を
越
え
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
た
り
も
す
る
。
し
か
し
、
作
品
に
お
け
る
す
べ
て
の

登
場
人
物
が
視
点
人
物
で
あ
る
信
吾
を
通
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
は
っ
き
り
と
し
た
答
え
は
得
ら
れ
な
い
。

 
そ
の
上
、
信
吾
に
対
す
る
気
持
を
は
じ
め
、
作
中
に
見
ら
れ
る
菊
子
の
様
々

な
姿
も
、
菊
子
の
本
音
を
読
み
取
る
こ
と
を
妨
げ
て
い
る
。
菊
子
の
登
場
が
、

義
姉
の
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
る
形
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
ど
う
し
て
も
信
吾
に
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お
け
る
義
姉
を
思
い
出
さ
せ
る
媒
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
で
も
、
そ
の

菊
子
が
作
品
の
結
末
で
は
、
「
女
は
み
ん
な
水
商
責
が
出
來
ま
す
も
の
」
、

「
お
姉
さ
ま
が
な
さ
れ
ば
、
私
だ
つ
て
お
手
つ
だ
ひ
さ
せ
て
い
た
だ
く
わ
。
」

と
、
思
い
が
け
な
い
大
胆
な
発
言
を
し
、
そ
れ
ま
で
の
義
姉
と
重
な
っ
て
い

た
イ
メ
ー
ジ
を
ひ
つ
く
り
返
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
菊
子
の
著
し
い
変

貌
は
、
突
然
の
出
来
事
の
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
作
中
に
は
早
く
か
ら

そ
の
展
開
が
密
か
に
暗
示
さ
れ
て
い
た
。

 
ま
ず
、
挙
げ
ら
れ
る
の
が
菊
子
の
堕
胎
で
見
せ
た
強
い
意
志
で
あ
る
。
菊

子
は
結
婚
し
て
ま
も
な
く
二
年
に
な
る
が
ま
だ
子
供
が
い
な
い
。
勿
論
、
保

子
と
信
吾
が
孫
を
楽
し
み
に
待
っ
て
い
る
こ
と
は
承
知
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
菊
子
は
初
め
て
出
来
た
子
供
を
、
修
一
に
愛
人
が
居
る
限
り
、
産
ま

な
い
と
信
吾
た
ち
に
黙
っ
て
自
分
の
意
志
で
子
供
を
お
ろ
し
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
出
来
事
か
ら
、
私
た
ち
は
「
菊
子
の
魂
は
、
な
か
な
か
あ
れ
で
、
強
情
」

で
あ
る
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
房
子
が
保
子
の
実
家
で

あ
る
信
州
に
帰
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
際
に
、
「
あ
の
菊
子
だ
つ
て
、
逃
げ
出

さ
な
い
と
は
限
り
ま
せ
ん
よ
。
」
と
い
う
保
子
の
さ
り
げ
な
い
一
言
も
、
菊

子
の
意
思
の
強
さ
を
密
か
に
記
し
て
い
る
個
所
で
あ
る
。

 
そ
れ
に
、
信
吾
か
ら
「
菊
子
は
自
由
だ
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
か
ら
も
何
ら

か
の
影
響
を
受
け
た
の
だ
ろ
う
。

「
さ
う
。
菊
子
は
自
由
だ
つ
て
、

く
れ
と
、
修
一
が
言
ふ
ん
だ
。
」

わ
た
し
か
ら
菊
子
に
言
っ
て
や
っ
て

 
こ
の
時
、
天
に
音
が
し
た
。
ほ
ん
た
う
に
信
吾
は
天
か
ら
音
を
聞
い

た
と
思
っ
た
。

 
見
上
げ
る
と
、
鳩
が
五
六
羽
庭
の
上
を
低
く
な
な
め
に
飛
ん
で
行
っ

た
。 

菊
子
も
聞
い
た
ら
し
く
、
廊
下
の
端
に
出
る
と
、

「
私
は
自
由
で
せ
う
か
。
」
と
鳩
を
見
送
り
な
が
ら
涙
ぐ
ん
だ
。
(
「
秋
の

魚
」
四
)

 
こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
菊
子
は
優
し
く
美
し
い
表
の
姿
の
裏
に
隠
さ

れ
て
い
る
、
強
い
意
志
を
持
っ
た
女
性
の
姿
に
入
れ
替
わ
っ
て
い
く
の
で
あ

る
。
そ
れ
が
は
っ
き
り
と
し
た
形
で
表
れ
た
の
が
、
最
終
章
で
の
思
い
が
け

な
い
発
言
を
す
る
場
面
で
あ
る
。
-

 
房
子
は
う
つ
向
い
て
小
ぜ
は
し
く
口
を
動
か
し
て
み
た
が
、
改
ま
っ

て
言
っ
た
。

「
お
父
さ
ま
、
私
に
な
に
か
小
さ
い
店
で
も
持
た
せ
て
い
た
だ
け
ま
せ

ん
の
？
 
化
粧
品
店
で
も
、
文
房
具
屋
で
も
・
・
:
・
・
。
ど
ん
な
場
末
で

も
い
い
わ
。
屋
毫
か
ス
タ
ン
ド
の
飲
み
屋
が
や
っ
て
み
た
い
わ
。
」

 
修
一
が
お
ど
ろ
い
た
や
う
に
、

「
姉
さ
ん
に
水
商
費
が
出
來
る
の
？
」

 
 
 
 
 
1
中
略
一

「
お
姉
さ
ま
に
も
お
出
來
に
な
り
ま
す
わ
。
女
は
み
ん
な
水
商
責
が
出
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晦
ま
す
も
の
。
」
と
菊
子
が
思
ひ
が
け
な
く
言
ひ
出
し
た
。

「
お
姉
さ
ま
が
な
さ
れ
ば
、
私
だ
つ
て
お
手
つ
だ
ひ
さ
せ
て
い
た
だ
く

わ
。
」「

へ
え
え
、
こ
れ
は
え
ら
い
こ
と
に
な
っ
た
。
」

 
修
一
は
お
ど
ろ
い
て
み
せ
た
が
、
夕
飯
の
場
は
し
ん
と
し
て
し
ま
っ

た
。
(
「
秋
の
魚
」
五
)

 
保
子
の
義
姉
と
の
関
連
性
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
い
た
菊
子
の
イ
メ
ー
ジ
か

ら
は
、
誰
も
予
想
で
き
な
か
っ
た
言
葉
で
あ
る
。
菊
子
の
そ
の
言
葉
は
彼
女

が
新
た
な
姿
へ
と
変
貌
を
成
し
遂
げ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い

う
こ
と
か
ら
、
磯
貝
英
夫
氏
の
「
こ
の
作
品
に
お
け
る
現
実
の
方
向
性
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
ヨ
 

こ
こ
に
ほ
ぼ
示
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
指
摘
を
は
じ
め
、
大
抵
の
批
評
は
こ

の
場
面
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
も
っ
と
注
目
し
て
ほ
し
い
の
は
、

そ
れ
に
続
く
、
次
の
場
面
で
あ
る
。

 
食
事
の
あ
と
で
、
修
一
が
ま
っ
さ
き
に
立
っ
て
行
っ
た
。

 
信
吾
も
う
な
じ
の
凝
り
を
も
み
な
が
ら
立
ち
上
っ
て
、
な
ん
と
な
く

座
敷
を
の
ぞ
い
て
灯
を
つ
け
る
と
、

「
菊
子
、
か
ら
す
瓜
が
さ
が
っ
て
來
て
る
よ
。
重
い
か
ら
ね
。
」
と
呼

ん
だ
。

 
瀬
戸
物
を
洗
ふ
音
で
聞
え
な
い
や
う
だ
っ
た
。
(
「
秋
の
魚
」
五
)

 
「
瀬
戸
物
を
洗
ふ
音
で
聞
え
な
」
か
っ
た
ら
し
く
、
菊
子
は
信
吾
の
呼
び

声
に
反
応
を
示
さ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
今
ま
で
一
度
も
見
せ
な
か
っ
た
菊
子

の
姿
で
あ
る
。
こ
れ
が
何
を
意
味
す
る
の
か
。
菊
子
は
以
前
、
「
こ
れ
か
ら

は
、
お
父
さ
ま
の
ご
覧
に
な
る
も
の
は
、
な
ん
で
も
見
て
お
く
や
う
に
気
を

つ
け
ま
す
わ
。
」
と
言
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
右
記
に
挙
げ
て
い
る
箇

所
と
同
じ
日
の
午
後
、
信
吾
か
ら
別
居
の
話
を
さ
れ
た
際
に
も
、
菊
子
は

「
も
し
別
れ
ま
し
た
ら
、
お
父
さ
ま
に
ど
ん
な
お
世
話
で
も
さ
せ
て
い
た
だ

け
る
と
思
ひ
ま
す
の
。
」
と
、
「
初
め
て
菊
子
の
情
熱
の
表
現
で
あ
る
か
の
や

う
」
な
こ
と
を
言
い
、
信
吾
を
は
っ
と
さ
せ
て
い
る
。
他
に
も
、
信
吾
と
聞

い
た
「
佛
都
七
百
年
祭
の
お
寺
の
鐘
」
や
「
鳶
の
聲
」
な
ど
は
二
生
忘
れ

ま
せ
ん
わ
。
」
と
言
っ
た
こ
と
も
あ
る
。

 
そ
の
菊
子
が
信
吾
に
対
し
て
見
せ
た
初
め
て
の
無
反
応
で
あ
る
。
今
後
の

信
吾
と
菊
子
の
関
係
を
窺
わ
せ
る
最
後
の
一
行
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
菊
子
を

信
州
の
も
み
じ
に
連
れ
て
行
く
こ
と
が
、
信
吾
に
お
け
る
菊
子
か
ら
の
解
放

だ
と
読
み
取
れ
る
な
ら
、
こ
の
最
後
の
一
行
は
菊
子
に
お
け
る
信
吾
か
ら
の

自
由
、
自
立
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
、
信
吾
が

修
一
か
ら
言
わ
れ
て
菊
子
に
伝
え
た
「
自
由
」
と
は
、
表
面
的
に
は
「
結
婚

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
る
 

か
ら
の
自
由
を
意
味
す
る
」
と
解
釈
で
き
る
が
、
実
際
に
菊
子
と
修
一
が
離

婚
す
る
か
ど
う
か
は
問
題
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

 
作
中
、
自
立
し
た
戦
後
の
新
た
な
女
性
像
を
表
し
て
い
る
「
絹
子
の
生
き

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

か
た
を
追
う
か
た
ち
で
、
自
立
へ
の
姿
勢
を
示
す
」
の
が
、
娘
の
房
子
で
あ

る
。
そ
の
房
子
を
「
私
だ
つ
て
お
手
つ
だ
ひ
さ
せ
て
い
た
だ
く
わ
。
」
と
菊
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菊
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子
は
言
い
出
す
。
お
そ
ら
く
、
中
絶
し
た
際
に
保
子
が
言
っ
た
「
今
の
人
は

な
ん
て
恐
ろ
し
い
。
」
と
い
う
言
葉
の
よ
う
に
、
「
今
の
人
」
で
あ
る
菊
子
も

房
子
も
、
絹
子
と
同
じ
く
自
立
し
た
女
性
の
一
人
塗
し
て
、
今
後
は
生
き
て

い
く
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
菊
子
に
お
け
る
「
自
由
」
と
は
、
離
婚
と
い
う

問
題
よ
り
、
む
し
ろ
、
妻
や
女
と
し
て
、
い
や
、
一
人
の
人
間
と
し
て
の
自

立
と
い
う
意
味
に
お
い
て
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

 
こ
の
よ
う
な
、
著
し
い
菊
子
の
変
貌
を
信
吾
自
身
が
予
想
し
て
い
た
か
ど

う
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
菊
子
に
お
け
る
強
い
意
志
、
自
立
へ
の
変
貌
を

窺
わ
せ
る
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。

 
テ
ル
は
こ
の
雨
宮
の
お
ち
い
さ
ん
に
一
番
な
つ
い
て
み
た
。
貸
間
へ

移
っ
て
か
ら
も
、
老
人
は
テ
ル
を
見
に
來
た
。

「
お
ち
い
さ
ん
に
早
速
さ
う
言
っ
て
や
り
ま
せ
う
。
安
心
な
さ
る
わ
。
」

と
言
ふ
の
を
し
ほ
に
菊
子
は
向
う
へ
行
っ
た
。

 
信
吾
は
菊
子
の
後
姿
を
見
な
か
っ
た
。
黒
い
子
犬
を
目
で
追
っ
て
み

る
と
、
窓
際
に
大
き
い
あ
ざ
み
の
倒
れ
て
み
る
の
に
氣
つ
い
た
。
花
は

失
せ
、
藍
の
根
元
か
ら
折
れ
な
が
ら
、
あ
ざ
み
は
ま
だ
青
々
と
し
て
み

た
。

「
あ
ざ
み
は
強
い
も
ん
だ
ね
。
」
と
信
吾
は
言
っ
た
。
(
「
島
の
夢
」
四
)

の
、
菊
子
が
去
っ
た
後
に
登
場
す
る
「
花
は
失
せ
、
董
の
根
元
か
ら
折
れ
な

が
ら
」
も
「
ま
だ
青
々
と
し
て
み
た
。
」
と
い
う
強
い
あ
ざ
み
と
.
 
は
、
ま
さ

し
く
菊
子
を
指
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
の
信
吾
の
「
あ
ざ
み

は
強
い
も
ん
だ
ね
。
」
と
い
う
言
う
言
葉
に
、
作
品
の
結
末
・
信
吾
と
菊
子

と
の
結
末
が
託
さ
れ
て
い
た
と
読
み
取
る
の
は
不
可
能
だ
ろ
う
か
。

 
以
上
の
よ
う
に
、
菊
子
は
信
吾
の
憧
れ
で
あ
っ
た
美
し
い
義
姉
を
思
い
出

さ
せ
る
媒
体
と
し
て
の
役
割
を
も
た
さ
れ
、
登
場
し
た
。
作
中
で
は
、
「
腰

の
ま
は
り
な
ど
も
豊
か
に
な
っ
て
來
」
て
、
身
長
が
伸
び
る
な
ど
の
明
ら
か

な
肉
体
の
変
化
を
見
せ
る
唯
一
の
人
物
で
あ
り
、
修
一
に
愛
人
が
い
る
こ
と

を
知
り
な
が
ら
、
「
修
一
が
女
の
と
こ
ろ
が
ら
酔
っ
て
帰
っ
た
の
に
、
そ
の

足
を
膝
に
抱
き
上
げ
て
、
靴
を
脱
が
せ
て
や
る
」
と
い
う
や
さ
し
さ
と
修
一

を
許
す
心
も
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
愛
人
が
い
る
か
ら
と

言
っ
て
、
子
供
を
お
ろ
し
、
夫
を
拒
む
強
い
意
志
を
も
見
せ
て
い
る
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
菊
子
は
義
姉
の
代
理
者
と
し
て
の
抽
象
的
な
美
を
持
つ
と

同
時
に
、
菊
子
自
身
の
自
立
へ
の
暗
示
と
し
て
読
み
取
れ
る
強
い
意
志
の
姿

も
持
っ
て
い
る
。
結
果
的
に
、
こ
れ
ら
の
対
照
的
な
菊
子
の
両
面
性
は
、
絶

望
的
な
老
い
で
は
な
く
、
老
い
を
通
じ
て
生
き
て
い
る
こ
と
を
改
め
て
自
覚

さ
せ
、
死
に
逆
ら
え
ず
前
向
き
に
向
か
っ
て
い
く
よ
う
に
、
と
信
吾
に
お
け

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

る
老
い
の
意
識
に
変
化
を
持
た
せ
る
こ
と
に
な
る
。
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こ
の
場
面
で
、
「
信
吾
は
菊
子
の
後
姿
を
見
な
か
っ
た
。
」
と
は
言
う
も
の

 
と
こ
ろ
で
こ
の
菊
子
と
い
う
女
性
は
、
日
常
の
な
か
に
置
い
て
み
る

と
き
、
ま
こ
と
に
ふ
し
ぎ
な
存
在
で
あ
る
。
家
事
万
端
行
き
届
い
て
そ



つ
が
な
く
、
し
か
も
し
ゃ
べ
ら
せ
れ
ば
機
知
に
富
み
、
美
的
感
覚
も
敏

感
で
あ
る
。
美
し
く
幼
い
純
粋
さ
を
失
っ
て
い
な
い
反
面
、
い
じ
の
悪

い
房
子
に
ま
で
さ
り
げ
な
い
心
く
ば
り
を
忘
れ
ず
、
人
情
の
機
微
に
通

じ
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
、
裕
福
な
家
庭
の
八
人
兄
妹
の
末
っ
子
と
し
て
、

苦
労
な
く
育
っ
た
と
は
と
う
て
い
思
わ
れ
な
い
。
そ
れ
な
の
に
肝
腎
の

夫
に
は
愛
さ
れ
ず
、
夫
を
や
さ
し
く
介
抱
す
る
か
と
思
え
ば
、
決
然
と

し
て
子
供
を
堕
し
て
夫
を
拒
絶
す
る
自
我
の
強
さ
も
あ
る
。
ど
う
に
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア
 

統
一
的
な
人
間
像
が
浮
か
ん
で
こ
な
い
の
で
あ
る
。

 
菊
子
は
、
川
嶋
歯
糞
の
「
ふ
し
ぎ
な
存
在
で
」
、
「
ど
う
に
も
統
一
的
な
人

間
像
が
浮
か
ん
で
こ
な
い
」
と
い
う
指
摘
の
よ
う
に
、
一
つ
の
概
念
に
縛
ら

れ
て
い
な
い
人
物
で
あ
る
。
そ
の
上
、
対
照
的
な
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
だ

か
ら
こ
そ
、
菊
子
は
死
の
恐
れ
で
怯
え
て
い
た
信
吾
を
、
そ
の
老
い
の
中
に

あ
っ
て
さ
え
、
生
を
改
め
て
自
覚
さ
せ
る
と
い
う
救
い
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
。

信
吾
に
と
っ
て
「
孤
猫
の
わ
っ
か
な
明
り
」
で
、
「
欝
陶
し
い
家
庭
の
窓
」

の
よ
う
な
存
在
、
ほ
っ
と
さ
せ
る
存
在
で
あ
る
女
主
人
公
の
菊
子
で
あ
る
。

そ
の
菊
子
に
、
信
吾
の
永
遠
の
憧
憬
の
美
の
象
徴
で
あ
る
義
姉
を
思
わ
せ
る

一
面
と
菊
子
自
身
の
現
実
的
な
姿
の
一
面
と
い
う
対
照
的
な
性
質
は
不
可
欠

な
要
素
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

 
女
主
人
公
に
対
照
的
な
両
面
性
と
い
う
性
質
を
持
た
せ
、
男
主
人
公
を
救

わ
せ
る
と
い
う
設
定
は
、
川
端
の
作
品
世
界
で
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

『
伊
豆
の
踊
子
』
で
「
私
」
を
孤
児
根
性
か
ら
救
う
踊
子
、
『
雪
国
』
で
徒
労

感
に
陥
っ
て
い
る
島
村
を
救
お
う
と
す
る
駒
子
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。
そ
れ

と
同
じ
よ
う
に
、
『
山
の
音
』
で
も
信
吾
を
救
う
役
割
を
果
た
し
て
い
る
菊

子
に
、
そ
の
両
面
性
と
い
う
手
法
が
使
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

i
三
一

 
引
き
続
き
、
他
の
女
性
人
物
の
こ
と
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

川
端
文
学
の
な
か
で
『
山
の
音
』
ほ
ど
多
く
の
女
性
の
人
物
が
登
場
す
る
の

は
珍
し
い
。
作
品
の
ス
ト
ー
リ
の
流
れ
に
お
い
て
は
、
菊
子
と
保
子
の
姉
の

存
在
が
大
事
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
修
一
の
愛
人
と
し
て
登
場
す
る
絹
子
や
事

務
員
だ
っ
た
英
子
、
不
器
量
な
娘
の
房
子
の
存
在
も
作
品
に
お
い
て
は
欠
か

せ
な
い
。

 
ま
ず
、
修
一
の
愛
人
と
し
て
登
場
す
る
未
亡
人
の
絹
子
で
あ
る
。
彼
女
は

修
一
の
愛
人
と
い
う
こ
と
で
、
「
今
の
修
一
の
女
は
商
議
女
か
娼
婦
型
の
女

に
ち
が
ひ
な
い
と
」
い
う
信
吾
の
言
葉
な
ど
か
ら
、
初
め
は
あ
ま
り
い
い
イ

メ
ー
ジ
で
登
場
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
で
も
、
作
品
が
進
む
に
つ
れ
、
は
っ

き
り
と
し
た
自
分
の
意
志
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
仕
事
に
お
い
て
も
能
力
を

認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
知
ら
れ
、
自
立
し
た
女
性
と
し
て
の
イ
メ
ー

ジ
を
定
着
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。

 
信
吾
と
会
っ
た
時
の
、
「
や
は
ら
か
い
見
か
け
に
よ
ら
ず
、
絹
子
と
い
ふ

女
は
、
信
吾
を
寄
せ
つ
け
な
か
っ
た
。
」
と
い
う
描
写
か
ら
も
、
絹
子
の
意

志
の
強
さ
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
「
自
由
の
身
」
で
、
「
自
由
に
考
へ
よ
う
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『
山
の
音
』
に
描
か
れ
て
い
る
女
性
た
ち
1
菊
子
の
両
面
性
を
含
め
て
一

と
」
し
て
い
る
絹
子
は
、
ま
さ
し
く
戦
後
の
新
た
な
女
性
像
を
表
し
て
い
る

と
言
え
る
。
絹
子
は
信
吾
が
会
い
に
行
く
ま
で
実
際
の
姿
を
現
し
て
い
な
い
。

あ
く
ま
で
も
、
英
子
と
池
田
の
言
葉
を
通
し
て
彼
女
の
意
見
や
考
え
方
が
知

ら
さ
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
次
に
挙
げ
て
い
る
池
田
の
言
葉
も
そ
の

一
つ
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
方
法
は
絹
子
の
自
立
性
を
よ
り
強
調
す
る
効

果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。

「
は
あ
、
私
も
さ
う
思
っ
て
ゐ
ま
す
か
ら
…
…
Q
」
と
池
田
は
言
っ
て
、

「
絹
子
さ
ん
の
方
が
え
ら
く
て
、
意
見
ぢ
や
な
い
で
す
の
。
私
、
絹
子

さ
ん
と
は
ず
み
ぶ
ん
性
格
が
ち
が
ふ
ん
で
す
け
れ
ど
、
馬
が
合
ふ
っ
て

い
ふ
ん
で
す
か
、
未
亡
人
の
會
で
知
り
合
っ
て
か
ら
、
い
っ
し
よ
に
暮

す
こ
と
に
な
っ
て
、
絹
子
さ
ん
に
力
づ
け
ら
れ
て
ゐ
ま
す
。
二
人
と
も
、

主
人
の
家
を
出
て
、
實
家
に
も
鶴
ら
な
い
で
、
ま
あ
自
由
の
身
で
ご
ざ

い
ま
せ
う
。
自
由
に
考
へ
よ
う
と
言
ひ
合
は
せ
て
、
主
人
の
窮
眞
な
ん

か
持
っ
て
る
た
の
も
、
行
李
に
入
れ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
の
。
子
供
の
窺

眞
は
出
し
て
を
り
ま
ず
け
れ
ど
…
…
。
絹
子
さ
ん
は
ア
メ
リ
カ
の
雑
誌

を
、
ど
ん
ど
ん
讃
み
ま
す
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
僻
書
を
引
い
て
、
洋
裁
の

こ
と
だ
け
だ
か
ら
、
言
葉
が
わ
っ
か
で
、
見
當
が
つ
く
っ
て
言
ひ
ま
す

わ
。
そ
の
う
ち
に
自
分
で
店
を
持
ち
ま
す
で
せ
う
。
再
婚
も
出
面
た
ら

し
ょ
う
と
、
二
人
で
言
っ
て
ま
す
の
に
、
ど
う
し
て
い
つ
ま
で
も
修
一

さ
ん
と
か
か
わ
り
あ
っ
て
み
る
の
か
、
私
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
わ
。
」

(
「
蚊
の
群
」
一
)

 
そ
の
他
に
も
、
戦
争
に
よ
っ
て
夫
を
失
っ
た
未
亡
人
の
立
場
の
辛
さ
を
生
々

し
く
伝
え
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。

「
英
子
さ
ん
が
絹
子
さ
ん
に
さ
う
言
っ
て
も
、
い
い
奥
さ
ま
だ
か
ら
、

自
分
が
身
を
ひ
く
と
い
ふ
女
も
、
今
は
少
う
ご
ざ
い
ま
す
。
よ
そ
の
人

を
返
す
か
ら
、
自
分
の
職
死
し
た
夫
を
返
せ
、
絹
子
さ
ん
は
そ
ん
な
こ

と
を
言
ひ
出
し
ま
す
の
。
生
き
て
返
し
て
く
れ
さ
へ
し
た
ら
、
夫
が
ど

ん
な
に
浮
氣
を
し
た
っ
て
、
女
を
こ
し
ら
へ
た
っ
て
、
私
は
夫
の
好
き

な
や
う
に
さ
せ
て
あ
げ
る
。
池
田
さ
ん
、
あ
な
た
は
ど
う
、
と
聞
か
れ

ま
す
と
、
そ
れ
は
夫
に
職
死
さ
れ
た
者
は
、
私
だ
つ
て
さ
う
思
は
な
い

で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
絹
子
さ
ん
は
、
私
た
ち
は
夫
が
面
争
に
行
っ
て

も
、
辛
抱
し
て
み
た
ち
や
な
い
の
？
 
そ
し
て
死
な
れ
た
後
の
私
た
ち

は
ど
う
な
の
？
 
修
一
さ
ん
は
私
の
と
こ
ろ
へ
來
た
っ
て
、
死
ぬ
心
配

は
な
い
し
、
怪
我
も
さ
せ
な
い
で
蹄
す
ん
ぢ
や
な
い
の
？
」
(
「
朝
の

水
」
三
)

 
絹
子
は
早
口
に
言
ふ
と
、
も
う
涙
ぐ
ん
だ
。

「
は
た
か
ら
と
言
は
れ
た
が
、
私
は
修
一
の
父
で
す
か
ら
ね
。
あ
な
た

の
子
供
に
も
、
父
は
あ
る
は
ず
で
せ
う
。
」

「
あ
り
ま
せ
ん
わ
。
職
質
未
亡
人
が
私
生
見
を
産
む
決
心
を
し
た
ん
で

す
わ
。
な
に
も
お
願
ひ
す
る
わ
け
は
な
い
け
れ
ど
、
産
ま
せ
て
や
っ
て

一122一



い
た
だ
き
た
い
わ
。
お
慈
悲
で
す
か
ら
、
見
の
が
し
て
い
た
だ
き
た
い

わ
。
子
供
は
私
の
な
か
に
み
て
、
私
の
も
の
で
す
わ
。
」
(
「
蚊
の
群
」

二
)

 
夫
が
戦
死
し
た
未
亡
人
の
絹
子
は
身
ご
も
っ
た
と
こ
ろ
で
、
一
層
「
自
由

に
考
へ
て
」
自
立
し
よ
う
と
す
る
意
志
は
強
く
な
っ
て
い
る
。
磯
貝
英
夫
氏

の
指
摘
の
よ
う
に
、
「
絹
子
は
、
む
ろ
ん
、
こ
の
生
活
を
よ
し
と
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
」
け
れ
ど
も
、
「
現
実
の
問
題
と
し
て
、
戦
争
未
亡
人
の
家

庭
再
建
の
ゆ
め
が
所
詮
幻
想
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
感
知
し
て
い
れ
ば
こ
そ
、

修
一
と
の
悪
縁
を
絶
て
な
い
で
い
る
わ
け
」
で
あ
っ
た
。
つ
.
 
ま
り
、
絹
子
と

修
一
の
関
係
か
ら
は
「
こ
ん
な
修
一
で
さ
え
、
か
け
が
え
の
な
い
宝
と
せ
ざ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ
は
き
 

る
を
え
な
い
戦
争
未
亡
人
の
絶
望
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
」
の
で
あ
る
。
お
そ

ら
く
、
『
山
の
音
』
は
戦
後
と
い
う
時
代
を
背
景
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
絹

子
の
よ
う
な
自
立
し
た
女
性
像
を
造
形
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

 
実
際
に
、
『
山
の
音
』
に
は
信
吾
一
家
だ
け
で
は
な
く
、
少
し
回
り
に
目

を
向
け
る
と
そ
こ
に
は
戦
争
に
よ
る
犠
牲
者
で
あ
る
女
性
た
ち
が
い
る
。
戦

争
で
夫
を
死
な
れ
、
酒
癖
の
悪
い
修
一
を
通
し
て
夫
の
面
影
を
追
う
絹
子
、

実
家
に
は
帰
れ
ず
に
家
庭
教
師
を
や
り
な
が
ら
生
活
し
て
い
る
絹
子
と
の
同

居
人
の
池
田
も
戦
争
未
亡
人
の
一
人
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
述
べ
る
事
務
員
の

英
子
も
好
き
な
人
を
戦
争
で
死
な
れ
た
半
未
亡
人
で
あ
り
、
お
茶
の
師
匠
を

や
っ
て
い
る
と
い
う
菊
子
の
友
達
も
戦
争
未
亡
人
だ
っ
た
。

 
こ
の
よ
う
に
、
戦
争
で
夫
や
好
き
な
人
を
失
い
、
生
き
残
っ
た
戦
争
未
亡

人
た
ち
は
厳
し
い
戦
後
の
社
会
の
中
で
、
生
き
て
い
く
た
め
に
は
自
立
せ
ざ

る
を
得
な
い
切
実
な
状
況
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
女
た
ち
の
生
き
方
こ
そ
、

戦
争
が
生
み
出
し
た
新
た
な
女
性
像
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
最
も
自
立
し
た

生
き
方
を
見
せ
て
い
る
の
が
、
絹
子
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
絹
子
は
戦
後
の

新
た
な
女
性
像
を
象
徴
す
る
先
駆
者
の
よ
う
な
存
在
な
の
で
あ
る
。

 
さ
ら
に
、
注
目
し
て
ほ
し
い
女
性
が
、
信
吾
の
会
社
の
部
屋
つ
き
の
事
務

員
で
あ
っ
た
谷
崎
英
子
で
あ
る
。
彼
女
に
さ
え
、
戦
後
の
新
た
な
女
性
像
を

窺
う
こ
と
が
出
来
る
。
が
、
そ
の
前
に
、
意
外
と
こ
の
作
品
に
お
い
て
重
要

な
位
置
を
占
め
て
い
る
英
子
の
役
割
に
つ
い
て
少
し
触
れ
て
お
き
た
い
。
英

子
は
「
こ
れ
が
ま
た
髄
の
薄
い
、
心
の
軽
い
娘
の
や
う
」
で
、
「
な
に
を
考

へ
て
る
る
か
、
知
れ
た
も
の
で
な
」
い
人
物
で
あ
る
。
絹
子
の
家
を
案
内
し

た
件
で
、
会
社
を
や
あ
て
「
軽
便
な
娘
だ
と
考
へ
て
る
た
」
信
吾
に
、
「
英

子
に
も
小
さ
い
良
心
と
善
意
と
が
あ
っ
た
の
を
感
じ
一
さ
せ
た
り
も
す
る
が
、

決
し
て
そ
れ
ほ
ど
強
い
印
象
を
与
え
る
人
物
で
は
な
い
。

 
で
も
、
信
吾
の
部
屋
つ
き
と
し
て
勤
め
て
い
た
「
そ
の
三
年
の
あ
ひ
だ
に
、

英
子
は
修
一
と
踊
り
に
行
っ
た
り
す
る
の
は
い
い
と
し
て
、
修
一
の
女
の
家

に
ま
で
出
入
り
す
る
や
う
に
な
」
り
、
信
吾
が
「
英
子
に
道
案
内
さ
せ
て
、

そ
の
女
の
家
を
見
に
行
っ
た
こ
と
さ
へ
あ
っ
た
。
」
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
少
な
く
と
も
英
子
が
修
一
と
絹
子
の
問
題
に

お
い
て
、
信
吾
一
家
と
深
い
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
英
子
が
修
一
と
絹
子
を
別
れ
さ
せ
る
た
め
に
、
絹
子
と
の
同
居
人
で

あ
る
池
田
を
信
吾
に
会
わ
せ
る
な
ど
、
信
吾
が
思
い
も
し
な
か
っ
た
行
動
を
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『
山
の
音
』
に
描
か
れ
て
い
る
女
性
た
ち
1
菊
子
の
両
面
性
を
含
め
て
一

取
っ
た
り
す
る
の
が
、
そ
の
証
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
は
「
修
一
の
女
を
頼

っ
て
、
同
じ
店
に
は
い
り
な
が
ら
、
今
日
か
う
し
て
池
田
を
つ
れ
て
來
」
る

な
ど
、
本
心
の
察
し
の
つ
か
な
い
一
面
も
見
せ
て
い
る
。

 
確
か
に
、
矛
盾
し
た
行
為
を
見
せ
、
人
柄
を
疑
わ
せ
る
英
子
で
あ
る
が
、

修
一
と
愛
人
の
関
係
に
お
い
て
、
彼
女
の
存
在
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
変
り

は
な
い
。
実
際
に
、
絹
子
の
家
を
教
え
た
り
、
池
田
を
信
吾
に
会
わ
せ
た
り

す
る
ほ
か
に
も
、
「
そ
の
病
院
の
費
用
を
、
修
一
さ
ん
は
絹
子
さ
ん
の
と
こ

ろ
が
ら
、
お
持
ち
に
な
っ
た
」
と
い
う
菊
子
の
中
絶
の
費
用
の
こ
と
や
、
絹

子
の
妊
娠
と
い
っ
た
修
一
と
絹
子
に
お
け
る
出
来
事
を
、
信
吾
に
知
ら
せ
る

唯
一
の
人
物
が
英
子
だ
っ
た
。
そ
の
役
目
は
修
一
と
別
れ
た
後
の
絹
子
の
最

新
状
況
が
、
英
子
の
手
紙
を
通
し
て
知
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

 
だ
か
ら
、
英
子
は
信
吾
に
「
軽
便
な
娘
と
考
へ
」
ら
れ
る
一
方
で
、
「
い

や
な
豫
感
を
感
じ
」
さ
せ
、
「
不
吉
な
豫
感
」
を
抱
か
せ
る
存
在
で
も
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
修
一
と
愛
人
の
絹
子
と
の
こ
と
を
、
信
吾
に
知
ら
せ
る
の
が

英
子
に
任
さ
れ
た
任
務
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
彼
女
が
信
吾
に
知
ら
せ
た
情

報
が
、
語
り
手
で
あ
る
信
吾
を
動
揺
さ
せ
、
作
品
の
展
開
に
ま
で
影
響
を
及

ぼ
す
よ
う
な
位
置
に
い
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
修
一

と
絹
子
を
め
ぐ
る
信
吾
一
家
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
英
子
は
「
物
語
を
展

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
 
 

開
す
る
重
要
な
役
目
を
世
負
わ
さ
せ
ら
れ
て
い
る
」
人
物
だ
っ
た
。

 
で
は
、
修
一
と
の
関
係
に
お
い
て
は
重
要
な
役
割
を
持
つ
と
は
言
え
、
矛

盾
し
た
行
為
を
み
せ
る
英
子
の
ど
こ
か
ら
戦
後
の
新
た
な
女
性
の
姿
が
窺
え

る
と
言
え
る
の
か
。
そ
れ
は
、
英
子
が
自
分
の
任
務
を
果
た
す
際
に
、
信
吾

に
反
抗
的
だ
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
、
は
っ
き
り
と
し
た
意
見
を
述
べ
て
い
る
点

で
あ
る
。

「
君
に
迷
惑
か
け
て
、
今
日
は
よ
さ
う
。
」

「
ど
う
し
て
で
す
の
、
こ
こ
ま
で
い
ら
し
て
・
・
:
・
・
。
御
家
庭
が
平
和

に
さ
へ
な
れ
ば
、
よ
ろ
し
い
ぢ
や
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
？
」

 
 
英
子
の
反
抗
に
は
憎
悪
も
感
じ
ら
れ
た
。

 
 
 
 
一
中
略
-

英
子
の
反
抗
も
思
ひ
出
さ
れ
て
來
た
。
毎
日
そ
ば
に
る
る
が
、
信
吾

は
英
子
の
あ
ん
な
爆
嚢
を
見
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
(
「
栗
の
實
」
五
)

 
い
ざ
と
な
っ
て
、
英
子
に
絹
子
の
家
ま
で
案
内
さ
せ
た
も
の
の
、
信
吾
は

絹
子
の
家
を
目
の
前
に
し
て
戸
惑
い
を
見
せ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
英
子

は
「
御
家
庭
が
平
和
に
さ
へ
な
れ
ば
、
よ
ろ
し
い
ぢ
や
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
？
」

と
信
吾
に
言
い
、
憎
悪
を
感
じ
さ
せ
る
反
抗
を
見
せ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で

は
な
く
、
菊
子
の
中
絶
の
費
用
の
出
所
が
絹
子
で
あ
っ
た
こ
と
を
信
吾
に
告

げ
る
場
面
で
は
、
よ
り
は
つ
き
り
そ
れ
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
の
、

「
私
た
ち
は
い
や
で
す
わ
。
私
た
ち
と
身
分
が
ち
が
ふ
ん
で
す
か
ら
」
、
「
身

分
が
ち
が
ひ
ま
す
と
、
そ
れ
で
よ
ろ
し
い
ん
で
す
か
。
」
と
い
う
英
子
の
言

葉
は
、
社
会
に
お
け
る
弱
者
の
立
場
か
ら
の
意
味
深
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て

感
じ
取
れ
る
。
特
に
、
「
お
金
を
渡
す
絹
子
さ
ん
も
絹
子
さ
ん
で
す
わ
。
私
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に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
わ
。
」
と
い
う
文
章
と
照
応
し
、
英
子
の
「
私
た
ち
」

と
い
う
言
葉
が
重
々
し
く
伝
わ
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
戦
後
の
女
性
(
正
確

に
言
う
な
ら
、
未
亡
人
と
半
未
亡
人
の
よ
う
に
戦
争
の
犠
牲
に
な
っ
た
女
性
)

を
指
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
英
子
自
身
が
二
十
代
の
若
さ
で
あ
り
な
が

ら
、
戦
争
に
よ
り
、
恋
人
を
失
っ
た
半
未
亡
人
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
十

分
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
他
に
、
英
子
が
「
磁
性
を
や
め
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
ら
、
お
世
話
に
な
っ
た
お
禮
に
、
私
が
絹
子
さ
ん
に
身
を
ひ

く
や
う
に
頼
」
む
こ
と
を
、
自
分
の
「
自
由
意
志
で
決
心
し
た
」
と
い
う
言

葉
も
見
逃
せ
な
い
。

 
こ
の
よ
う
に
、
様
々
な
性
質
を
見
せ
、
謎
に
満
ち
た
性
格
の
持
ち
主
だ
と

も
言
え
る
英
子
は
、
少
な
く
と
も
修
一
と
絹
子
を
め
ぐ
る
問
題
に
お
い
て
、

無
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
で
あ
る
。
月
村
麗
子
氏
は
英
子
の
存
在
を
次
の
よ

う
に
、
語
っ
て
い
る
。

 
こ
う
し
て
物
語
の
展
開
に
と
っ
て
重
要
な
役
を
振
り
当
て
ら
れ
る
英

子
は
、
作
中
、
最
も
は
っ
き
り
と
変
貌
す
る
人
物
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、

そ
れ
丈
に
、
そ
の
変
化
に
多
少
、
無
理
を
感
じ
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、

こ
の
変
化
が
、
更
に
後
述
す
る
よ
う
に
信
吾
の
英
子
を
観
る
態
度
の
変

化
と
し
て
も
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
英
子
の
変
貌
は
、

筋
の
た
め
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
、
『
山
の
音
』
の
主
題
の

積
極
的
表
現
の
た
め
に
も
重
要
な
の
で
あ
る
。
第
十
一
章
、
「
都
の
苑
」

の
四
で
の
、
信
吾
と
英
子
と
の
対
話
は
、
「
や
あ
。
き
れ
い
に
な
っ
た

ね
。
花
な
ん
ぞ
持
っ
て
」
(
四
二
四
)
で
は
じ
ま
り
、
訪
ね
て
き
た
英

子
が
、
菊
子
の
中
絶
の
費
用
を
修
一
が
絹
子
に
出
さ
せ
た
の
に
義
憤
を

感
じ
、
涙
ぐ
む
の
を
見
て
、
信
吾
は
、
「
英
子
の
良
心
と
善
意
と
を
感

じ
」
、
自
ら
の
無
神
経
を
反
省
す
る
。
そ
し
て
、
「
英
子
が
残
し
て
い
っ

た
深
紅
の
ば
ら
を
、
信
吾
は
ぼ
ん
や
り
な
が
め
て
い
」
る
(
四
二
六
)
。

こ
こ
で
の
「
ば
ら
」
と
英
子
の
取
り
合
わ
せ
ば
、
英
子
を
主
題
の
上
で
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ
 

ぐ
っ
と
、
菊
子
に
近
づ
け
て
い
る
。

 
月
村
氏
の
、
作
品
に
お
け
る
英
子
の
重
要
性
の
指
摘
に
は
同
意
見
で
あ
る

が
、
彼
女
の
「
菊
子
に
近
づ
け
て
い
る
」
と
い
う
指
摘
に
は
少
し
疑
問
を
感

じ
る
。
む
し
ろ
、
英
子
の
変
化
は
戦
争
の
半
未
亡
人
で
あ
る
英
子
が
、
自
由

で
自
立
し
て
い
く
証
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
『
山
の
音
』
は
菊
子
が
自
由

で
自
立
し
た
女
性
と
し
て
の
生
き
方
を
選
ぶ
こ
と
が
暗
示
さ
れ
る
形
で
終
っ

て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
房
子
と
同
じ
く
、
菊
子
も
絹
子
の
よ
う

な
自
立
し
た
女
性
を
目
指
す
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
だ
か
ら
、
英
子
を

「
菊
子
に
近
づ
け
て
い
る
。
」
と
い
う
よ
り
、
絹
子
に
近
づ
け
て
い
る
と
解
釈

し
た
方
が
適
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 
最
後
に
、
房
子
の
こ
と
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
た
い
。
房
子
は
信
吾
の
憧

れ
の
「
保
子
の
姉
に
似
て
美
人
に
な
っ
て
く
れ
な
い
か
」
と
い
う
ひ
そ
か
な

期
待
を
裏
切
り
、
失
望
さ
せ
た
上
に
、
「
母
親
よ
り
も
醜
い
娘
に
な
っ
て
み

た
」
と
い
う
。
次
の
保
子
の
言
葉
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
親
の
信
吾
と

保
子
か
ら
も
あ
ま
り
好
か
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
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『
山
の
音
』
に
描
か
れ
て
い
る
女
性
た
ち
一
菊
子
の
両
面
性
を
含
あ
て
一

「
そ
れ
は
ね
、
お
父
さ
ま
に
お
氣
に
入
り
の
、
菊
子
も
ゐ
ま
す
か
ら
。

で
も
、
菊
子
は
別
に
し
て
も
、
ほ
ん
た
う
の
と
こ
ろ
、
私
も
い
や
は
い

や
で
す
。
菊
子
が
な
に
か
言
っ
た
り
し
た
り
す
る
と
、
ほ
っ
と
氣
の
輕

く
な
る
時
も
あ
り
ま
す
が
、
房
子
だ
と
氣
が
重
く
な
っ
て
:
・
:
・
。
嫁

に
や
る
前
は
、
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
か
っ
た
。
自
分
の
娘
と
孫
に
ち
が
ひ

な
い
の
に
、
親
も
か
う
な
る
も
の
な
ん
で
せ
う
か
。
恐
ろ
し
い
。
あ
な

た
の
感
化
で
。
」
(
「
雲
の
炎
」
二
)

 
「
不
器
量
」
で
「
ふ
び
ん
な
」
房
子
は
、
夫
か
ら
「
お
父
さ
ん
が
お
前
を

可
愛
が
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
お
前
は
性
質
が
悪
い
と
」
言
わ
れ
、
弟
の
修
一

か
ら
も
馬
鹿
に
さ
れ
て
い
る
存
在
で
あ
っ
た
。
で
も
、
「
心
の
負
傷
兵
」
の

夫
を
持
つ
菊
子
と
は
違
っ
た
意
味
で
、
戦
争
に
よ
る
犠
牲
者
の
一
人
で
あ
る
。

夫
の
相
原
は
、
戦
争
に
は
行
っ
て
な
い
が
、
麻
薬
の
密
責
の
手
先
に
使
わ
れ
、

「
自
分
が
麻
薬
の
と
り
こ
に
な
っ
て
」
し
ま
い
、
心
中
事
件
を
起
こ
す
。
破

滅
し
て
い
く
相
原
の
姿
は
、
ま
さ
し
く
戦
後
の
不
安
な
世
相
が
生
み
出
し
た

も
の
で
あ
る
。
そ
の
房
子
も
、
作
品
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
。 

ま
ず
、
そ
の
一
つ
は
、
菊
子
と
の
関
係
に
お
い
て
で
あ
る
。
醜
く
て
ふ
び

ん
で
、
不
器
量
な
姿
で
描
か
れ
て
い
る
房
子
の
存
在
は
結
果
的
に
、
菊
子
の

存
在
を
一
層
引
き
立
て
る
働
き
を
す
る
。
そ
れ
に
、
菊
子
の
変
化
を
明
ら
か

に
さ
せ
る
き
っ
か
け
を
与
え
た
の
も
房
子
で
あ
る
。
最
後
の
場
面
で
水
商
売

の
こ
と
を
言
い
出
し
た
の
は
房
子
で
あ
り
、
彼
女
の
そ
の
発
言
を
が
き
っ
か

け
に
、
菊
子
が
「
私
だ
っ
て
手
伝
う
」
と
か
、
「
女
な
ら
誰
で
も
水
商
売
が

で
き
る
」
と
い
う
言
葉
を
口
に
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
他
に
、
「
特
に
強

い
精
神
的
連
帯
を
持
つ
舅
と
嫁
に
対
す
る
批
判
者
と
し
て
の
役
割
も
果
た
し

 
 
 
 
 
 

て
い
る
」
こ
と
が
分
か
る
。
だ
か
ら
、
「
信
吾
が
菊
子
に
や
さ
し
く
す
る
こ

と
は
、
修
一
や
保
子
は
勿
論
、
菊
子
も
よ
く
知
っ
て
み
て
、
誰
も
改
め
て
口

に
出
さ
な
い
こ
と
な
の
」
に
、
房
子
は
「
お
父
さ
ま
は
、
菊
子
さ
ん
に
や
さ

し
く
て
い
い
わ
ね
え
。
」
と
言
っ
た
り
す
る
。
作
中
で
唯
一
、
菊
子
を
厳
し

い
目
で
見
て
い
る
人
物
が
房
子
で
あ
っ
た
。

 
も
う
一
つ
、
欠
か
せ
な
い
房
子
の
役
割
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
山
の
音
」

を
聞
い
た
と
話
す
場
面
で
、
菊
子
が
保
子
の
姉
の
存
在
を
読
者
に
知
ら
せ
た

と
す
る
な
ら
、
房
子
は
彼
女
が
最
初
の
出
戻
り
の
際
に
持
っ
て
き
た
風
呂
敷

を
通
し
て
、
義
姉
の
象
徴
で
あ
る
紅
葉
の
こ
と
を
持
ち
出
す
き
っ
か
け
を
提

供
し
て
い
る
。
そ
の
風
呂
敷
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
義
姉
を
め
ぐ
る
信
吾
と

保
子
の
心
境
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
は
、
作
品
の
展
開
に
お
い
て
重
要
で

あ
る
。

 
そ
し
て
信
吾
は
ふ
と
思
ひ
出
し
た
や
う
に
、

「
こ
の
あ
ひ
だ
、
房
子
が
持
っ
て
來
た
風
呂
敷
ね
。
」

「
風
呂
敷
？
」

「
う
ん
、
風
呂
敷
。
あ
の
風
呂
敷
は
見
逐
え
が
あ
っ
て
、

か
っ
た
が
、
う
ち
の
だ
ら
う
。
」

思
ひ
出
せ
な
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「
木
綿
の
大
風
呂
敷
で
せ
う
。
房
子
が
嫁
に
ゆ
く
時
、
鏡
皇
の
鏡
を
つ

つ
ん
で
や
っ
た
ち
や
あ
り
ま
せ
ん
か
。
大
き
い
鏡
で
し
た
か
ら
。
」

 
 
 
 
 
 
1
中
略
一

「
も
っ
と
古
い
ん
で
す
よ
。
義
姉
の
形
見
な
ん
で
せ
う
ね
。
義
姉
が
死

ん
で
か
ら
、
植
木
鉢
を
つ
つ
ん
で
、
喪
家
へ
返
し
て
來
た
風
呂
敷
で
す

か
ら
。
大
き
い
も
み
ち
の
盆
栽
で
し
た
。
」

「
さ
う
か
ね
。
」
と
信
吾
は
静
か
に
言
っ
た
が
、
み
ご
と
な
盆
栽
の
も

み
ち
の
く
れ
な
み
が
、
豪
い
つ
ば
い
に
照
り
明
る
ん
だ
。
(
「
雲
の
炎
」

二
)

1
四
1

 
『
山
の
音
』
の
モ
チ
ー
フ
に
は
、
信
吾
の
老
い
と
い
う
内
面
的
問
題
と
信

吾
一
家
に
起
き
る
家
庭
内
問
題
が
中
心
で
あ
る
。
そ
の
中
に
、
登
場
す
る
多

く
の
女
性
人
物
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ち
ゃ
ん
と
役
割
が
任
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
女
主
人
公
の
菊
子
に
は
川
端
文
学
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
女
主
人
公
に

お
け
る
両
面
性
が
持
た
さ
れ
、
彼
女
は
信
吾
を
救
う
役
割
を
果
た
し
な
が
ら
、

自
分
も
自
立
し
た
女
性
へ
と
目
覚
め
て
い
く
姿
が
あ
っ
た
。
そ
の
他
に
は
、

自
立
し
た
女
性
像
の
持
ち
主
の
絹
子
、
修
一
と
絹
子
の
こ
と
に
お
い
て
重
要

な
役
割
を
果
た
す
英
子
、
信
吾
夫
婦
と
保
子
の
姉
と
の
こ
と
を
知
ら
せ
て
く

れ
る
房
子
、
そ
れ
ぞ
れ
に
託
さ
れ
て
い
る
彼
女
ら
の
役
割
に
つ
炉
て
述
べ
て

み
た
。
数
多
い
女
性
人
物
の
構
成
と
働
き
に
よ
り
、
作
品
世
界
は
一
層
奥
深

く
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

注
1

注
2

注
3

注注注6 5 4注注注9 8 7
注
1
0

『
山
の
音
』
は
、
全
十
六
章
の
構
成
で
『
雪
国
』
や
『
千
羽
鶴
』
と
同

じ
く
、
一
篇
ず
つ
各
雑
誌
に
断
続
的
に
発
表
し
た
の
を
ま
と
め
て
出
来

上
が
っ
た
作
品
で
あ
る
。
そ
う
い
う
成
立
方
法
に
よ
り
、
最
後
の
第
十

六
章
の
「
秋
の
魚
」
ま
で
に
は
、
昭
和
二
十
四
か
ら
昭
和
二
十
九
年
ま

で
の
約
五
年
と
い
う
時
間
を
要
し
た
。

川
嶋
 
至
 
 
「
『
山
の
音
』
の
人
物
論
」

『
川
端
康
成
研
究
叢
書
6
 
風
韻
の
相
剋
 
山
の
音
・
千
羽
鶴
・
波
千

鳥
』
 
川
端
文
学
研
究
会
編
 
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
 
昭
和
五
四
・
九

磯
貝
英
夫
 
 
「
『
山
の
音
』
に
お
け
る
家
庭
」

『
「
山
の
音
」
の
分
析
研
究
』
 
長
谷
川
泉
・
鶴
田
欣
也
編
 
南
窓
社

昭
和
五
五
・
十
二

前
掲
論
文
(
注
3
)

前
掲
論
文
(
注
3
)

主
人
公
の
尾
形
信
吾
に
お
け
る
老
い
の
問
題
に
つ
い
て
は
「
新
樹
」
第

十
四
輯
(
梅
光
学
院
大
学
、
平
成
十
二
年
一
月
)
の
「
『
山
の
音
』
の
研

究
1
老
い
の
問
題
を
中
心
に
一
」
で
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。

前
掲
論
文
(
注
2
)

前
掲
論
文
(
注
3
)

磯
貝
英
夫
 
 
「
『
山
の
音
』
と
『
千
羽
鶴
』
」

『
現
代
エ
ス
プ
リ
 
川
端
康
成
』
 
長
谷
川
泉
編
 
至
文
堂
 
昭
和

四
五
・
四
.
 

月
村
麗
子
 
 
『
山
の
音
』
の
作
品
構
造
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『
山
の
音
』
に
描
か
れ
て
い
る
女
性
た
ち
1
菊
子
の
両
面
性
を
含
め
て
ー



『
山
の
音
』
に
描
か
れ
て
い
る
女
性
た
ち
1
菊
子
の
両
面
性
を
含
め
て
一

 
 
 
『
川
鮒
康
成
研
究
叢
書
6
 
風
韻
の
相
剋
 
山
の
音
・
千
羽
鶴
・
波
千

 
 
 
鳥
』
川
端
文
学
研
究
会
編
 
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
 
昭
和
五
四
・
九

注
1
1
 
前
掲
論
文
(
注
2
)

☆
 
本
文
引
用
 
 
『
川
端
康
成
全
集
』
第
十
巻
 
新
潮
社
 
昭
和
五
五
・
四
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