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ー
音
と
し
て
の
言
葉
・
言
葉
と
し
て
の
音
|

は
じ
め
に

大
江
健
三
郎
と
武
満
徹
(
一
九
三
O

|
一
九
九
六
〉
が
共
有
す
る
言
葉
の
一
つ

に
、
〈
充
実
し
た
沈
黙
〉
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
二
人
の
思
想
的
近
親
性
に
言
及

し
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
こ
の
言
葉
を
見
の
が
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
そ

れ
は
、
す
で
に
一
九
五

0
年
代
末
か
ら
一
九
六

0
年
代
の
初
頭
に
か
け
て
、
各
々

が
用
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
だ
っ
た
。

そ
の
言
葉
は
ま
ず
、
大
江
が
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
し
て
聞
も
な
い
頃
に
発
表
さ
れ
た
、

「
動
物
倉
庫
」
と
題
す
る
一
つ
の
戯
曲
(
一
九
五
七
年
十
二
月
『
文
学
界
』
)
に

見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
に
、
俳
優
の
沈
黙
を
指
示
す
る
ト
書
き
の
な

か
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

み
ん
な
の
恐
ろ
し
く
充
実
し
た
沈
黙
・

... 

こ
の
戯
曲
は
、
サ
ー
カ
ス
や
動
物
園
な
ど
の
動
物
を
あ
ず
か
る
倉
庫
を
舞
台
と

し
て
い
る
。
動
物
達
を
サ
ー
カ
ス
に
引
き
渡
し
た
後
、
倉
庫
番
と
事
務
員
は
、

匹
の
巨
大
な
錦
蛇
が
倉
庫
に
残
っ
て
い
る
の
を
発
見
す
る
。
彼
ら
は
、
そ
の
蛇
が

ア
ル
バ
イ
ト
の
学
生
を
飲
み
込
ん
だ
と
誤
解
す
る
。
彼
ら
は
、
蛇
の
胃
袋
の
中
で

一
人
の
人
聞
が
す
っ
か
り
消
化
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
人
聞
の
骨
と
灰
さ
え
も

残
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、
人
間
の
威
厳
が
損
な
わ
れ
る
と
思
い
詰
め
る
。
そ
し
て
、

村

瀬

良

子

必
死
の
思
い
で
、
蛇
を
撲
殺
し
、
焼
却
す
る
。
そ
の
こ
と
で
、
飲
み
込
ま
れ
た
学

生
は
、
人
間
の
形
を
保
っ
た
ま
ま
火
葬
さ
れ
た
は
ず
だ
っ
た
。
そ
こ
へ
、
当
の
学

そ
の
問
、
体
調
の
悪
い
蛇
の
た
め
に
餌
を
用
意
し

生
が
、
姿
を
現
す
。
学
生
は
、

て
い
た
の
で
あ
り
、
蛇
を
倉
庫
に
残
し
た
の
も
そ
の
学
生
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
自

分
が
餌
を
用
意
し
て
い
た
こ
と
を
屈
託
な
く
説
明
す
る
学
生
の
せ
り
ふ
に
、
倉
庫

番
や
事
務
員
の
〈
恐
ろ
し
く
充
実
し
た
沈
黙
〉
が
対
置
さ
れ
る
。
そ
の
沈
黙
は
、

た
だ
単
に
黙
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
沈
黙
の
内
に
未
だ
発
せ
ら
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れ
て
い
な
い
言
葉
を
宿
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
時
の
倉
庫
番
と
事
務
員
の

胸
中
に
は
、
蛇
を
焼
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
思
い
や
、
軽
率
な
学
生
へ
の

怒
り
が
う
ず
ま
い
て
お
り
、
彼
ら
の
沈
黙
の
う
ち
で
そ
れ
ら
が
言
葉
に
な
ろ
う
と

し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

『
別
冊
文
墓
春
秋
』
)

に
も
、
〈
充
実
し
た
沈
黙
〉
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
烏
」
の
〈
か
れ
〉

ま
た
、
大
江
の
短
編
小
説
「
鳥
」
(
一
九
五
八
年
八
月

一
年
以
上
も
部
屋
に
閉
じ
こ
も
っ
て
他
人
を
拒
絶
し
、
部
屋
い
っ
ぱ
い
の
鳥

の
幻
影
と
共
に
生
き
て
い
る
。
そ
こ
へ
、
〈
か
れ
〉
の
母
親
が
、
〈
か
れ
〉
に
会
わ

は

一
人
の
客
を
連
れ
て
く
る
。
そ
の
客
は
、
そ
れ
ま
で
の
客
と

は
違
っ
て
、
〈
せ
っ
か
ち
に
扉
を
が
た
が
た
や
っ
た
り
怒
気
を
ふ
く
ん
だ
芦
を
た

せ
た
い
と
い
っ
て
、

て
つ
づ
け
に
あ
び
せ
て
よ
こ
し
た
り
て
果
て
は
、
〈
足
音
も
荒
く
ひ
き
か
え
し
て



行
く
か
、
肩
を
扉
に
お
し
あ
て
て
押
し
い
っ
て
こ
よ
う
〉
と
す
る
こ
と
も
な
い
。

か
れ
は
黙
っ
て
息
を
つ
め
て
い
た
。
扉
の
向
う
に
も
お
な
じ
よ
う
な
充
実
し

た
沈
黙
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
か
れ
が
黙
っ
て
い
る
あ
い
だ
、
し
ん
ぽ

う
強
く
継
続
し
た
。

こ
の
、
扉
の
向
こ
う
の
〈
充
実
し
た
沈
黙
〉
と
は
、
鳥
の
幻
影
と
と
も
に
生
き

て
い
る
〈
か
れ
〉
と
通
い
あ
う
言
葉
を
、
そ
の
沈
黙
の
う
ち
に
探
し
て
い
る
と
感

じ
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
こ
で
、
〈
か
れ
〉
は
、

み
ず
か
ら
扉
の
か
ぎ
を
聞
け

る

つ
ま
り
、
大
江
は
、
単
に
言
葉
の
空
白
や
欠
如
に
し
か
過
ぎ
な
い
沈
黙
に
対
し

て
、
自
分
が
希
望
し
て
い
る
言
葉
を
探
し
当
て
よ
う
と
す
る
、
そ
の
よ
う
な
動
き

を
秘
め
た
沈
黙
の
概
念
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
、
〈
充
実
し
た
沈
黙
〉
と
い
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

武
満
徹
も
、
同
様
の
意
味
で
、
〈
充
実
し
た
沈
黙
〉
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
.

武
満
は
、
「
瀧
口
修
造
素
描
展
を
見
る
」
(
一
九
六
一
年
二
月
/
四
月

『
現
代
挿

花
』
)
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
の
な
か
で
、
瀧
口
の
デ
ッ
サ
ン
か
ら
受
け
と
め
た
、
沈

黙
か
ら
〈
己
を
つ
か
み
出
す
こ
と
〉
の
重
要
性
を
述
べ
て
い
る
。
次
に
引
用
す
る

の
は
、

そ
の
エ
ッ
セ
イ
の
官
顕
で
あ
る
。
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舟
底
へ
降
り
る
よ
う
に
し
て
、
画
廊
の
薄
暗
い
階
段
を
の
ぼ
り
つ
め
る
。
と
、

そ
こ
に
は
喧
喋
を
厳
し
く
突
っ
ぱ
ね
る
充
実
し
た
沈
黙
が
あ
っ
た
。
こ
ん
な

瞬
間
に
で
あ
う
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
芸
術
は
健
舌
に
身
を
か
ざ
ろ
う
と
す
る

時
に
衰
え
る
も
の
だ
。

武
満
は
、
そ
の
沈
黙
を
〈
沸
践
す
る
よ
う
な
沈
黙
〉
だ
と
も
い
う
。
そ
れ
は
、

鏡
舌
を
退
け
つ
つ
も
、
一
つ
の
表
現
に
至
ろ
う
と
し
て
沸
き
立
つ
よ
う
な
激
し
さ

を
潜
め
た
沈
黙
な
の
で
あ
る
。
武
満
は
、
そ
の
デ
ッ
サ
ン
を
し
た
〈
瀧
口
氏
は
、

観
念
の
記
号
に
堕
し
た
言
葉
と
の
関
係
の
虚
し
さ
を
深
刻
に
感
じ
た
〉
の
で
あ
り
、

は
じ
め

そ
の
デ
ッ
サ
ン
に
よ
っ
て
、
〈
組
石
の
よ
う
に
未
だ
磨
か
れ
な
い
太
初
の
も
の
を

採
り
だ
そ
う
と
〉
し
た
と
い
う
。
そ
う
い
う
デ
ッ
サ
ン
は
、
武
満
の
目
に
は
、
〈
あ

き
ら
か
に
詩
人
の
仕
事
〉

で
あ
り
、
〈
瀧
口
氏
の
こ
れ
か
ら
の
詩
作
へ
の
デ
ッ
サ

ン
、
つ
ま
り
充
実
し
た
沈
黙
〉
な
の
で
あ
る
。

武
満
の
こ
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
後
に
、
「
自
然
と
音
楽
」
(
一
九
六
一
年
九
月

1
一

九
六
二
年
九
月
『
ヤ
マ
ハ
・
ニ
ュ
ー
ス
』
)
と
題
す
る
、
同
時
期
の
別
の
エ
ッ
セ

イ
に
殴
収
さ
れ
た
。
大
江
は
、
や
は
り
後
に
な
っ
て
、
こ
の
「
自
然
と
音
楽
」
を

引
用
し
つ
つ
、
武
満
の
思
想
の
あ
と
づ
け
を
試
み
て
い
る
。
そ
の
際
に
は
、
武
満

の
思
想
に
対
す
る
大
江
の
共
感
は
、
一
定
方
向
へ
の
深
ま
り
を
み
せ
て
い
る
が
、

そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
二
節
で
述
べ
る
。
第
一
節
で
は
ま
ず
、
こ
の
よ
う
に
〈
充

実
し
た
沈
黙
〉
と
い
う
言
葉
を
二
人
に
共
有
さ
せ
て
い
る
、
そ
の
共
鳴
関
係
の
基

内
〈

υ
O
D
 

喝
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本
に
あ
る
も
の
に
迫
っ
て
み
た
い
.

第
一
節
共
鳴
関
係
の
基
本
に
あ
る
も
の

ー
音
と
し
て
の
言
葉
・
言
葉
と
し
て
の
音
|

一
九
五

0
年
代
の
短
編
に
お
い
て
、
語
り
手
の
〈
僕
〉
は
し

ば
し
ば
言
表
の
際
の
声
を
意
識
し
て
い
る
。
ま
た
、
声
へ
の
そ
の
よ
う
な
注
目
は
、

空
転
す
る
言
葉
へ
の
不
満
と
、
そ
れ
で
も
な
お
言
語
的
主
体
で
あ
り
続
け
よ
う
と

す
る
意
志
に
由
来
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
大
江
が
武
満
徹
の
音
楽
を
受
容
す
る
し
か
た
を
見
る
と
、
そ
こ
に
も

ま
た
、
声
へ
の
注
目
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。

大
江
の
出
発
期
、

武
満
徹
さ
ん
の
音
楽
に
は
、
ミ
ュ
ウ
ジ
ツ
ク
・
コ
ン
ク
レ
エ
ト
に
も
、

器
楽
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の
音
楽
に
も
、
人
間
の
魂
の
声
が
つ
ね
に
濃
く
に
じ
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
む

し
ろ
純
粋
に
抽
象
的
な
と
い
う
よ
り
、
も
っ
と
具
体
的
に
人
間
の
声
の
表
現

P
4
J
n
υ
r
-
。

J
J
庁

HRe''

こ
れ
は
、
大
江
の
エ
ッ
セ
イ
「
わ
が
最
上
の
音
楽
家
・
武
満
徹
」
(
一
九
六
一

年
八
月
『
現
代
挿
花
円
『
厳
粛
な
綱
渡
り
』
(
一
九
六
三
年
三
月
文
墓
春
秋
)
所

収
)
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
こ
こ
で
大
江
は
、
武
満
の
音
楽
に
〈
人
間
の
声
〉
を

聞
き
取
っ
て
い
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
も
う
少
し
後
の
エ
ッ
セ
イ
ヨ
弦
楽
の
た

め
の
レ
ク
イ
エ
ム
』
と
い
う
レ
コ
ー
ド
」
(
一
九
六
四
年
七
月

『
朝
日
新
聞
』
、
『
厳

粛
な
綱
渡
り
』
所
収
)
に
も
、
見
出
さ
れ
る
。

こ
の
小
さ
な
レ
コ
ー
ド
か
ら
、
最
初
の
弦
が
ひ
び
き
は
じ
め
る
た
び
に
、
ぼ

く
は
、
ひ
と
つ
の
悲
嘆
の
声
に
出
会
う
気
が
す
る
。
そ
れ
は
、
音
楽
を
聴
く

ぼ
く
の
が
わ
の
状
態
に
し
た
が
っ
て
、
清
ら
か
に
澄
み
わ
た
っ
た
悲
嘆
の
声

で
あ
っ
た
り
、
不
安
と
苦
渋
に
み
ち
た
ど
す
ぐ
ろ
い
悲
嘆
の
声
で
あ
っ
た
り

す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
武
満
の
音
に
〈
人
間
の
声
〉
を
聞
き
取
る
大
江
は
、
武
満
の
音

楽
の
本
質
を
正
し
く
見
抜
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
武
満
の
音
は
、

ま
る
で
言
葉
を
探
し
当
て
る
よ
う
に
し
て
発
せ
ら
れ
る
、
い
わ
ば
言
語
的
な
音
で

あ
り
、
意
味
を
結
ぼ
う
と
す
る
運
動
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
周
辺
言
語
で
あ
る
声

と
等
価
だ
か
ら
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、

一
人
の
音
楽
家
の
発
す
る
音
が
言
語
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、

そ
の
音
の
み
か
ら
言
お
う
と
し
て
も
、

そ
れ
は
結
局
不
可
能
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
そ

の
よ
う
な
音
で
あ
る
と
言
え
る
と
す
れ
ば
、
武
満
の
創
作
に
つ
い
て
の
思
想
を
た

ど
り
、
ま
た
、
そ
の
音
が
確
か
に
そ
う
い
う
思
想
の
も
と
で
生
み
出
さ
れ
て
い
る

と
感
じ
ら
れ
る
、

そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
大
江
が
武
満
の

音
に
〈
人
間
の
声
)
を
聞
く
と
き
、

ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
受
容
が
、
大
江
の
う
ち

で
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

武
満
の
エ
ッ
セ
イ
「
ぼ
く
の
方
法
」
(
一
九
五
九
年
十
月

彼
の
音
が
、
〈
認
識
〉
や
〈
意
味
づ
け
〉
と
い
う
、
本
来
極
め
て
言
語
的
な
営
み

『
三
田
文
学
』
)
は
、

を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
確
か
に
、
音
に
よ
っ
て
た
ど
り

着
く
の
は
、
武
満
も
い
う
よ
う
に
〈
説
明
を
超
え
た
〉
も
の
で
あ
り
、
武
満
の
方

法
は
言
語
を
媒
体
と
す
る
方
法
以
上
に
、
あ
ら
か
じ
め
挫
折
の
予
感
に
取
り
巻
か

れ
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、
武
満
の
企
て
に
は
、
〈
認
識
〉
が
〈
説
明
を
超
え

た
〉
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
逆
に
も
た
ら
さ
れ
る
希
望
も
あ
り
、
そ
の
希
望
が
意

味
を
結
ぼ
う
と
す
る
運
動
を
支
え
続
け
る
。
武
満
は
、
未
成
の
意
味
に
至
ろ
う
と

す
る
永
久
運
動
の
内
に
、
自
ら
を
積
極
的
に
置
い
た
の
で
あ
る
。

大
江
は
、
「
ぽ
く
の
方
法
」
を
読
み
、
そ
う
い
う
武
満
の
姿
を
自
分
の
小
説
「
上

機
嫌
」
(
一
九
五
九
年
十
一
月
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『
新
潮
』
)
に
書
き
込
ん
だ
。
こ
の
一
九
五
九
年

当
時
の
作
家
的
困
難
に
と
っ
て
武
満
の
思
想
が
持
つ
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
大
江

自
身
暖
昧
な
ま
ま
だ
っ
た
よ
う
だ
。
し
か
し
、
一
九
六

0
年
代
の
エ
ッ
セ
イ
に
お

い
て
武
満
の
音
楽
に
〈
人
間
の
声
〉
を
聞
き
取
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
武
満

へ
の
意
志
と
方
法
を
、

知
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
大
江
は
、
武
満
の
音
が
い
わ
ば
言
葉

が
示
し
て
い
る
〈
意
味
づ
け
〉

そ
の
時
点
で
の
大
江
は
感

と
し
て
の
音
で
あ
る
こ
と
を
、
理
解
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
し
て
、
大
江
の
こ
の
よ
う
な
武
満
受
容
の
あ
り
方
は
、
出
発
期
以
来
の
大
江

と
武
満
と
の
思
想
的
近
親
性
を
背
景
に
持
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
武
満
の
音

が
言
葉
と
し
て
の
音
な
ら
ば
、
大
江
の
小
説
の
言
葉
は
、
音
と
し
て
の
言
葉
で
あ

る
こ
と
を
半
ば
強
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
出
発
期
の
大
江
の
小
説
で
は
、
人

物
達
の
言
葉
が
彼
ら
の
生
の
状
況
に
適
わ
ず
、
言
葉
が
欠
落
し
た
り
上
滑
り
し
た



り
し
て
い
る
。
大
江
の
語
り
手
は
、
自
分
た
ち
の
暖
昧
な
生
の
状
況
に
空
疎
な
言

葉
を
あ
て
が
う
し
か
な
い
地
点
に
あ
っ
て
、
言
語
的
主
体
と
し
て
の
実
在
感
を
、

自
分
た
ち
が
言
い
得
た
言
葉
に
よ
り
も
、
一
一
吉
表
の
声
に
託
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ

の
よ
う
に
し
て
、
出
発
期
の
大
江
は
、
声
す
な
わ
ち
意
味
を
志
向
す
る
運
動
の
、

そ
の
先
に
あ
る
言
葉
の
可
能
性
、
ま
た
そ
う
し
た
可
能
性
を
有
す
る
運
動
そ
れ
自

体
の
価
値
に
立
ち
戻
り
つ
つ
、
自
己
回
復
を
企
て
て
い
る
。
そ
の
と
き
、
大
江
の

小
説
の
言
葉
は
音
と
し
て
の
言
葉
で
あ
り
、
大
江
の
内
で
は
、
〈
意
味
づ
け
〉
へ

の
幻
滅
と
希
望
が
危
う
い
綱
引
き
を
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
大
江
の
言
葉
は
、

武
満
の
〈
声
〉
、
言
葉
と
し
て
の
音
に
大
き
く
接
近
す
る
。
大
江
が
そ
の
こ
と
に

ど
こ
ま
で
自
覚
的
だ
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
大
江
も
武
満
と
同
様
、

の
地
平
に
ま
で
引
き

言
葉
へ
の
幻
滅
と
希
望
の
深
さ
ゆ
え
に
、
言
葉
を
音
(
声
)

戻
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
武
満
の
方
は
、
大
江
の
小
説
の
言
葉
に
ど
う
共
鳴
し
た
だ
ろ
う
か
。

九
六

0
年
代
は
じ
め
の
武
満
の
エ
ッ
セ
イ
に
、
「
吃
音
宣
言
」
(
『
S
A
C
ジ
ャ
ー

ナ
ル
』
掲
載
年
月
は
未
詳
)
と
い
う
、
風
変
わ
り
な
タ
イ
ト
ル
を
持
つ
も
の
が

あ
る
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
こ
れ
を
収
め
た
単
行
本
の
あ
と
が
き
に
は
、
〈
ま
づ
、

ぼ
く
自
身
の
た
め
に
書
か
れ
〉
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
の
単
行
本
の
、
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「
吃
音
宣
言
」
と
表
題
を
掲
げ
た
中
と
び
ら
の
裏
ペ

l
ジ
に
は
、
〈
親
し
い
友
人

で
あ
る
す
ば
ら
し
い
こ
人
の
吃
音
家
、
羽
仁
進
・
大
江
健
三
郎
に
心
か
ら
の
敬

意
を
も
っ
て
〉
と
も
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
献
辞
で
、
武
満
は
、
羽
仁

と
と
も
に
大
江
を
〈
吃
音
家
〉
と
呼
ん
で
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
〈
吃
音
〉
に
は
、

武
満
独
自
の
積
極
的
な
意
義
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。

武
満
は
、
彼
の
い
う
〈
吃
音
〉
に
対
し
て
、
対
象
を
〈
た
ん
に
名
附
け
て
区
別

す
る
だ
け
の
機
能
を
し
か
も
た
な
い
)
よ
う
な
言
葉
に
は
価
値
を
見
出
さ
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
合
言
葉
は
そ
の
対
象
を
名
指
し
は
す
る
が
、
純
粋
な
ひ
と
つ
の
石
す

ら
ぼ
く
に
あ
た
え
な
い
〉
も
の
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
言
葉
を
い
く
ら
増
や
し
て

も
、
言
葉
の
〈
ふ
る
い
の
網
目
は
反
っ
て
荒
く
な
り
て
〈
真
実
〉
は
そ
こ
か
ら
滑

り
落
ち
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
武
満
は
、
〈
真
実
〉
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言

っ
て
み
せ
る
。

真
実
は
捉
え
が
た
い
怪
物
の
よ
う
で
あ
り
、
真
実
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
ぼ

く
ら
は
充
足
す
る
こ
と
は
な
い
。
真
実
と
は
沈
黙
に
射
込
ま
れ
る
矢
で
あ
り
、

名
附
け
ら
れ
な
い
恐
怖
で
あ
る
。

こ
こ
で
武
満
は
、
言
葉
が
不
要
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
は
、む

な

指
示
的
な
言
葉
と
そ
れ
を
連
絡
す
る
〈
ち
ゃ
ち
な
論
理
〉
の
う
え
で
、
〈
言
葉
の
空
虚

し
さ
を
今
更
の
よ
う
に
感
じ
て
憂
欝
に
な
っ
て
い
る
〉
状
態
、
ま
た
、
〈
ぼ
く
ら

の
眼
は
素
通
り
に
、
耳
は
聞
き
流
し
に
し
て
し
ま
う
癖
に
な
れ
す
ぎ
た
よ
う
だ
。

発
音
も
惰
性
で
な
さ
れ
て
い
る
〉
と
彼
が
憂
え
て
い
る
状
態
を
脱
す
る
た
め
に
、
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独
自
の
〈
吃
音
〉
を
勧
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
、
武
満
が
い
う
と
こ
ろ
の

の
言
葉
は
、
〈
木
偶
の
よ
う
に
枯

〈
吃
音
者
〉

れ
て
、
こ
わ
ば
っ
た
観
念
の
記
号
と
化
し
〉
た
言
葉
と
は
対
照
的
な
あ
り
か
た
を

し
て
い
る
。

ど
も
り
は
、
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
す
ら
も
、
あ
た
り
ま
え
に
は
言
え
な
い
。

発
声
の
た
び
に
言
葉
と
格
闘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。

そ
し
て
、
ち

ゃ
ち
な
論
理
と
い
う
も
の
を
壊
し
て
し
ま
う
。
言
葉
を
ま
ず
肉
体
の
も
の
に

す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
〈
吃
音
者
〉
が
言
葉
と
格
闘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
彼
が
、
〈
一
吉
田

葉
と
意
味
と
の
く
い
ち
が
い
〉

の
前
を
、
素
通
り
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

吃
音
者
は
た
え
ず
言
葉
と
意
味
と
の
く
い
ち
が
い
を
確
か
め
よ
う
と
し
て
い
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る
。
そ
れ
を
暖
昧
に
や
り
す
ご
さ
ず
に
肉
体
的
な
行
為
に
た
か
め
て
い
る
。

そ
れ
は
現
在
を
正
確
に
行
う
も
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
〈
ど
も
る
〉
こ
と
で
、
〈
言
葉
は
そ
れ
自
体
の
肉
体
を
も
ち
て
ど

も
れ
ば
、
〈
言
葉
の
表
面
の
意
味
は
解
体
さ
れ
〉

る
。
言
葉
が
そ
れ
自
体
の
肉
体

を
も
っ
と
い
う
こ
と
は
、
〈
言
葉
が
音
と
し
て
の
生
命
を
得
る
と
い
う
こ
と
〉
だ

と
い
う
。
そ
の
と
き
、
人
は
〈
確
か
な
裸
形
の
意
味
を
掴
む
だ
ろ
う
〉
と
、
武
満

は
い
う
。
〈
ど
も
り
〉
は
、
〈
し
ゃ
っ
く
り
ゃ
く
し
ゃ
み
、
峻
い
や
突
き
声
と
近
親

関
係
に
あ
る
〉
と
さ
れ
る
が
、
そ
う
い
う
、
〈
生
命
的
な
発
音
〉
こ
そ
、
生
の
状

況
と
言
葉
と
の
求
離
の
思
い
か
ら
、
人
を
一
歩
前
進
さ
せ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ

そ
こ
に
可
能
で
あ
る
の
は
、
〈
言
葉
が
担
っ
て
い
る
意
味
の
創
造
的
な
拡
大
〉

で
あ
る
。言

葉
は
生
命
的
な
発
音
に
よ
っ
て
、
通
常
の
意
味
を
超
え
た
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に

ま
で
昂
ま
り
、
響
き
を
つ
た
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
武
満
は
、
空
虚
に
陥
り
が
ち
な
言
葉
と
人
間
の
関
係
を
見
据
え

つ
つ
、
音
と
し
て
の
言
葉
の
積
極
的
な
意
味
を
唱
え
て
い
る
。
〈
吃
音
〉
つ
ま
り

音
と
し
て
の
言
葉
は
、
意
味
と
言
葉
が
く
い
ち
が
う
と
こ
ろ
で
、
〈
通
常
の
意
味

を
超
え
た
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
〉
に
至
る
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
は
、

〈
言
葉
に
つ
い
て
の
問
題
を
作
曲
家
と
し
て
の
立
場
か
ら
書
以
】
た
も
の
で
あ
る

と
同
時
に
、
大
江
が
言
葉
を
紡
ぎ
出
そ
う
と
す
る
な
か
で
逢
着
す
る
声
、
音
と
し

て
の
言
葉
を
、
〈
吃
音
〉
と
名
づ
け
、

そ
れ
へ
の

〈
敬
意
〉
を
表
明
し
た
も
の
な

の
で
あ
る
。

第
二
節

共
鳴
の
深
ま
り

i
死
と
表
現
行
為
|

大
江
は
、
第
一
節
で
引
用
し
た
二
つ
の
エ
ッ
セ
イ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
と
お
り
、

武
満
徹
の
音
楽
に
〈
人
間
の
声
〉
を
聞
い
て
い
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
う
ち
の
後
の

方
の
エ
ッ
セ
イ
、
「
『
弦
楽
の
た
め
の
レ
ク
イ
エ
ム
』
と
い
う
レ
コ
ー
ド
」
(
一
九

六
四
年
七
月
)

で
は
、
武
満
の
音
は
〈
悲
嘆
の
声
〉
と
し
て
聞
こ
え
て
お
り
、
ま

た
そ
れ
が
途
切
れ
る
時
に
、
大
江
は
、
異
常
な
欠
落
を
感
じ
て
も
い
る
。
そ
の
こ

と
は
、
大
江
の
武
満
徹
へ
の
共
鳴
が
、

一
つ
の
方
向
に
お
い
て
深
ま
っ
て
い
っ
た

一
九
六
三
年
以
降
の
大
江

こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
こ
で
、
本
節
で
は
、

に
つ
い
て
、
彼
が
武
満
の
思
想
を
ど
う
意
識
的
に
受
け
と
め
て
い
っ
た
の
か
を
明

ら
か
に
し
た
い
。

一
九
六
六
年
十
二
月
の
日
付
の
あ
る
、
「
作
家
と
し
て
ど
の
よ
う
に
書
く
か
?
」

(
一
九
六
七
年
二
月
『
大
江
健
三
郎
全
作
品
』
第
I
期

5
新
潮
社
)
に
は
、
「
武

満
徹
の
思
想
」
(
初
出
未
詳
、
〈
最
近
〉
書
い
た
と
あ
り
、
や
は
り
一
九
六
六
年
十

二
月
頃
の
も
の
か
)
と
い
う
大
江
の
エ
ッ
セ
イ
の
、
お
そ
ら
く
は
全
体
が
引
用
さ

れ
て
い
る
。
大
江
は
、
音
楽
家
の
思
想
と
そ
の
作
品
と
の
相
関
も
、
作
家
の
思
想

と
そ
の
作
品
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
ヒ
ン
ト
を
与
え
る
手
が
か
り
だ
と
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
引
用
さ
れ
て
い
る
限
り
で
の
「
武
満
徹
の
思
想
」
を
み
る
と
、
大
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江
は
武
満
の
「
自
然
と
音
楽
」
か
ら
、
こ
の
作
曲
家
の
思
想
を
受
け
と
め
て
い
る

こ
と
が
分
か
る
。

以
下
、
「
武
満
徹
の
思
想
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
も
と
に
、
武
満
へ
の

共
鳴
の
深
ま
り
に
つ
い
て
探
っ
て
ゆ
こ
う
。
大
江
は
、
「
自
然
と
音
楽
」
を
引
用

し
つ
つ
、
武
満
が
、
〈
世
界
に
意
味
を
あ
た
え
、
世
界
を
人
間
の
意
識
に
か
か
わ

る
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
か
れ
の
音
楽
と
し
て
、
実
在
さ
せ
っ
。
つ
け
る
〉
音
楽

家
、
ま
た
〈
現
実
に
参
加
し
て
ゆ
き
、
他
者
と
連
帯
す
る
〉
音
楽
家
で
あ
る
、
な

ど
と
し
て
い
る
。



武
満
の
、
そ
う
し
た
芸
術
家
と
し
て
の
あ
り
ょ
う
の
な
か
で
も
、
大
江
が
最
も

深
い
共
感
を
抱
い
て
い
る
の
は
、
音
楽
家
と
し
て
〈
死
〉
に
対
峠
す
る
そ
の
態
度

で
あ
る
と
い
う
。

僕
が
か
れ
と
同
時
代
の
小
説
家
と
し
て
、
武
満
徹
の
芸
術
的
態
度
に
い
だ
く

共
感
の
最
も
ふ
か
い
根
は
そ
こ
に
ね
ざ
し
て
い
る
。
死
に
つ
い
て
か
れ
の
よ

う
に
率
直
に
語
る
同
時
代
の
芸
術
家
は
ま
こ
と
に
稀
で
あ
る
し
、
か
れ
の
よ

う
に
決
然
と
「
強
い
一
つ
の
音
」
を
さ
が
し
も
と
め
る
こ
と
を
選
ん
で
そ
れ

を
な
し
と
げ
つ
，
つ
け
て
い
る
芸
術
家
は
、
な
お
さ
ら
に
稀
で
あ
る
か
ら
。

武
満
は
、
「
自
然
と
音
楽
」
の
な
か
で
、
〈
私
た
ち
は
、
人
聞
を
待
ち
う
け
て
い

る
死
の
沈
黙
を
避
け
ら
れ
な
い
〉
と
し
て
い
た
。
次
に
引
用
す
る
の
は
、
大
江
に

よ
れ
ば
、
武
満
と
い
う
一
人
の
音
楽
家
が
〈
死
の
想
念
の
ま
え
に
、
か
れ
自
身
の

態
度
を
選
択
し
た
〉
言
葉
な
の
で
あ
る
。

私
は
生
き
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
沈
黙
に
抗
議
す
る
も
の
と
し
て
の

を
択
ぶ
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
強
い
一
つ
の
音
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〈立日〉

こ
う
い
う
武
満
の
音
楽
は
、
大
江
に
と
っ
て
、
〈
す
で
に
自
分
自
身
の
死
と
そ

れ
を
切
り
は
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
、
そ
う
し
た
体
験
を

あ
た
え
る
力
を
も
っ
て
い
る
〉
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
音
楽
と
し
て
、
大
江
が
例

に
挙
げ
て
い
る
の
は
、
「
弦
楽
の
た
め
の
レ
ク
イ
エ
ム
」

で
あ
る
。

大江健三郎と武満徹の水脈

「
弦
楽
の
た
め
の
レ
ク
イ
エ
ム
」
と
大
江
と
の
つ
な
が
り
は
、
「
武
満
徹
の
思

一
九
六
三
年

想
」
が
明
か
す
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
大
江
は
、

の
夏
以
降
、
「
ヒ
ロ
シ
マ
・
ノ

l
ト
」
(
一
九
六
三
年
十
月
・
一
九
六
四
年
十
月

1

一
九
六
五
年
三
月
の
取
材
の
た
め
に
度
々
広
島
を
訪
れ
て
い
る
が
、

そ
の
際
、
放
射
能
に
細
胞
を
破
媛
さ
れ
た
草
の
葉
を
、
原
爆
資
料
館
(
広
島
平
和

記
念
資
料
館
)
で
見
る
た
び
に
、
「
弦
楽
の
た
め
の
レ
ク
イ
エ
ム
」
と
「
自
然
と

『
世
界
』
)

音
楽
」
の
な
か
の
次
の
よ
う
な
一
節
を
思
い
出
し
て
い
た
の
だ
と
い
う
。

あ
る
植
物
学
者
は
、
生
体
の
か
た
ち
づ
く
る
細
胞
に
は
、
ア
モ
ル
フ
|
無
形

態
な
も
の
は
存
在
し
な
い
と
語
っ
た
。
そ
れ
は
顕
微
鏡
的
世
界
で
の
こ
と
だ

が
、
細
胞
は
厳
格
に
秩
序
だ
て
ら
れ
、
時
に
正
六
面
体
と
い
う
よ
う
な
形
が

ア
モ
ル
フ
ィ
な
形
態
が
発
見
さ
れ
る
場
合
は
屍

発
見
さ
れ
る
そ
う
で
あ
る
。

体
か
、
あ
る
い
は
、
損
傷
し
た
部
分
か
ら
に
限
ら
れ
て
い
る
ら
し
い
。
こ
れ

は
私
た
ち
に
と
っ
て
た
い
へ
ん
暗
示
的
な
事
柄
で
は
な
い
か
。

大
江
は
、
そ
れ
が
〈
死
に
つ
い
て
の
も
っ
と
も
恐
ろ
し
い
暗
示
を
は
ら
ん
で
い

る
〉
と
受
け
と
め
て
い
た
。
そ
う
し
て
、
破
壊
さ
れ
た
細
胞
を
見
る
大
江
は
、
人

間
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
に
違
い
な
い
具
体
的
な
死
の
か
た
ち
を
前
に
し
て
、

死
の

〈
沈
黙
に
抗
議
す
る
も
の
と
し
て
の
〉
「
弦
楽
の
た
め
の
レ
ク
イ
エ
ム
」
を

思
い
出
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
に
、

一
九
六
三
年
か
ら
六
四
年
に
か
け
て
の
大
江
が
、
す
で
に
、
死

と
表
現
行
為
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
武
満
の
思
想
を
受
け
と
め
て
い
た
こ
と
を
考

え
る
と
、
「
『
弦
楽
の
た
め
の
レ
ク
イ
エ
ム
』
と
い
う
レ
コ
ー
ド
」
に
お
い
て
大
江

が
語
っ
て
い
た
、
そ
の
音
楽
に
ま
つ
わ
る
次
の
よ
う
な
体
験
の
意
味
も
明
瞭
に
な

っ
て
く
る
。
第
一
節
で
も
引
用
し
た
よ
う
に
、
大
江
は
、
〈
こ
の
小
さ
な
レ
コ
ー

ド
か
ら
、
最
初
の
弦
が
ひ
び
き
は
じ
め
る
た
び
に
、
ぼ
く
は
、
ひ
と
つ
の
悲
嘆
の

声
に
出
会
う
気
が
す
る
〉
と
語
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
声
が
途
切
れ
た
と
き
、

顕
れ
る
の
は
〈
な
に
か
異
常
な
欠
落
〉
で
あ
り
、
〈
危
険
な
真
空
状
態
〉
で
あ
る
。

そ
し
て
、
不
意
に
弦
が
沈
黙
す
る
と
、
ぼ
く
は
自
分
の
ま
わ
り
の
空
間
に
、

な
に
か
異
常
な
欠
落
が
生
じ
た
よ
う
に
感
じ
て
、
周
囲
を
み
ま
わ
さ
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
。
音
楽
の
み
ち
み
ち
て
い
た
世
界
か
ら
、
す
べ
て
の
音
楽
が
急

速
に
う
し
な
わ
れ
た
あ
と
、
危
険
な
真
空
状
態
が
穴
ぽ
こ
を
ひ
ら
い
た
と
い
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う
感
覚
。
そ
れ
は
こ
の
レ
コ
ー
ド
を
聴
く
た
び
に
つ
ね
に
体
験
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

こ
こ
で
大
江
が
、
〈
危
険
な
真
空
状
態
が
穴
ぽ
こ
を
ひ
ら
い
た
と
い
う
感
覚
〉

を
抱
い
た
の
は
、
武
満
の
い
う
〈
人
聞
を
待
ち
う
け
て
い
る
死
の
沈
黙
〉
を
感
じ

と
っ
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
死
の
〈
沈
黙
に
抗
議
す
る
も
の
と
し
て
の
て
〈
強

い
〉
音
が
失
わ
れ
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
に
し
て
大
江
の
う
ち
に
復
活
す
る
死
の
沈
黙
・
}

こ
の
よ
う
に
、
大
江
の
武
満
へ
の
共
鳴
は
、
死
と
そ
れ
に
対
抗
す
る
表
現
行
為
と

い
う
問
題
に
お
い
て
深
ま
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
、

そ
う
い
う
共
鳴

を
意
識
化
し
、
表
明
し
た
の
が
、
「
武
満
徹
の
思
想
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

武
満
へ
の
大
江
の
共
鳴
が
そ
の
よ
う
な
深
ま
り
を
み
せ
て
い
る
こ
と
に
つ
い

て
、
そ
の
背
後
に
は
や
は
り
、

一
九
六
三
年
六
月
に
誕
生
し
た
、
頭
部
に
障
害
を

持
っ
た
長
男
の
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
大
江
の
文
学
が
死
に
縁
取
ら

れ
て
い
る
こ
と
は
、
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
当
時
か
ら
そ
う
だ
つ
た
。
た
だ
、
「
個
人
的

な
体
験
」
〈
一
九
六
四
年
八
月
新
潮
社
)
を
書
き
上
げ
、
さ
ら
に
「
『
弦
楽
の
た

め
の
レ
ク
イ
エ
ム
』
と
い
う
レ
コ
ー
ド
」
を
書
い
た
大
江
の
内
で
は
、
次
の
よ
う

な
武
満
の
言
葉
が
、
そ
れ
ま
で
以
上
の
大
き
な
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。
次
に
引
用
す
る
の
は
、
「
自
然
と
音
楽
」
に
吸
収
さ
れ
た
「
瀧
口

修
造
素
描
展
を
観
る
」
の
一
節
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
は
、
武
満
が
対
抗
し
よ
う
と

す
る
沈
黙
と
は
何
で
あ
る
の
か
が
う
か
が
え
る
。
そ
れ
は
、
死
と
、
死
を
は
ら
ん

だ
生
と
、
そ
う
い
う
生
が
と
ら
わ
れ
て
在
る
宇
宙
が
、
な
ん
の
根
拠
も
開
示
し
な

い
ま
ま
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
詩
も
音
楽
も
、

そ
う
い
う
沈
黙

に
抗
う
発
音
を
起
源
と
す
る
、
と
武
満
は
い
う
。

沈
黙
の
も
つ
恐
怖
に
つ
い
て
は
い
ま
さ
ら
想
う
ま
で
も
な
い
。
死
の
暗
黒
世

界
を
と
り
囲
む
沈
黙
。
時
に
広
大
な
宇
宙
の
沈
黙
が
突
然
お
お
い
か
ぶ
さ
る

よ
う
に
し
て
わ
れ
わ
れ
を
掴
ま
え
る
こ
と
が
あ
る
。
生
ま
れ
で
る
こ
と
の
激

し
い
沈
黙
、
土
に
還
る
と
き
の
静
か
な
沈
黙
。
芸
術
は
、
沈
黙
に
対
す
る
人

間
の
抗
議
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
詩
も
音
楽
も
沈
黙
に
抗
し
て
発
音
す
る

と
き
に
生
れ
た
。

「
個
人
的
な
体
験
」
の
尉
は
、
武
満
が
右
に
い
う
よ
う
な
沈
黙
を
感
じ
取
り

そ
れ
を
恐
怖
し
つ
つ
も
、
結
局
は
、
そ
う
い
う
自
分
の
あ
り
よ
う
と
言
葉
と
の
く

い
ち
が
い
を
や
り
す
ご
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
作
品
世
界
を
平
明
化
す
る

こ
と
へ
の
誘
惑
、
ま
た
、
文
学
の
あ
り
方
と
い
う
レ
ベ
ル
で
の
一
種
の
弛
緩
が
あ

っ
た
と
、
私
は
考
え
て
い
る
に
い
ま
、
武
満
徹
に
倣
っ
て
い
う
な
ら
ば
、
出
町
は

皐
寛
〈
ど
も
り
〉

で
あ
る
こ
と
を
や
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
万
延
元
年
の

『
群
像
』
)
を
書
く
に
あ
た
っ
て

は
、
〈
生
ま
れ
で
る
こ
と
の
激
し
い
沈
黙
、
土
に
還
る
と
き
の
静
か
な
沈
黙
〉
に

フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
(
一
九
六
七
年
一
月

1
七
月

-188一

抗
議
す
る
言
葉
が
、
あ
ら
た
め
て
切
実
に
必
要
と
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ

う
か
。と

い
う
の
は
、
大
江
が
「
『
弦
楽
の
た
め
の
レ
ク
イ
エ
ム
』
と
い
う
レ
コ
ー
ド
」

を
『
朝
日
新
聞
』
に
掲
載
し
た
一
九
六
四
年
七
月
十
四
日
に
は
、
彼
は
、
「
個
人

的
な
体
験
」
を
脱
稿
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
武
満
徹
の
思
想
」
と
、

そ
れ
を
大
幅
に
引
用
し
た
「
作
家
と
し
て
ど
の
よ
う
に
書
く
か
?
」
(
一
九
六
六

年
十
二
月
の
日
付
)
は
、
「
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
の
連
載
開
始
の
直
前

に
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
「
個
人
的
な
体
験
」
を
書
き
上

げ
て
以
降
、
「
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
に
至
る
ま
で
の
大
江
に
は
、
表
現

者
と
し
て
の
武
満
の
言
葉
の
重
さ
を
か
み
し
め
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。



お
わ
り
に

こ
の
よ
う
に
、
武
満
の
表
現
者
と
し
て
の
あ
り
ょ
う
は
、
言
葉
を
媒
体
と
す
る

表
現
者
の
モ
ラ
ル
の
中
心
的
な
も
の
と
、
小
説
を
書
く
事
の
根
源
的
な
理
由
ま
で

を
、
大
江
に
意
識
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
。

た
し
か
に
、
〈
言
葉
と
意
味
と
の
く
い
ち
が
い
〉
を
た
え
ず
確
か
め
よ
う
と
し
、

沈
黙
に
抗
い
続
け
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
書
か
れ
る
言
葉
を
表
現
媒
体
と
す
る
者

に
と
っ
て
は
特
に
、
危
険
と
背
中
あ
わ
せ
の
行
為
で
も
あ
る
。
〈
言
葉
と
意
味
と

の
く
い
ち
が
い
〉
を
確
か
め
れ
ば
確
か
め
る
ほ
ど
、
言
葉
の
向
こ
う
に
あ
る
な
に

も
の
か
に
対
す
る
言
葉
の
無
力
、
と
い
う
こ
と
に
行
き
着
く
で
あ
ろ
う
か
ら
。
そ

の
よ
う
に
し
て
言
葉
へ
の
不
信
を
抱
き
、
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
、
言
葉
へ
の
不
信

を
逆
手
に
と
る
よ
う
に
し
て
自
ら
の
表
現
を
お
こ
な
い
得
た
の
が
、
「
万
延
元
年

の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
に
お
け
る
大
江
だ
っ
た
と
い
え
る
。

そ
し
て
、
こ
の
後
の
大
江
は
、
や
は
り
〈
言
葉
と
意
味
と
の
く
い
ち
が
い
〉
を

確
か
め
続
け
、

そ
う
す
る
な
か
で
行
き
着
い
て
し
ま
う
音
と
し
て
の
言
葉
を
、
自

ら
の
表
現
の
た
め
の
手
が
か
り
に
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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注

(
1
)
こ
の
「
自
然
と
音
楽
」
は
、
武
満
の
エ
ッ
セ
イ
集
『
武
満
徹
↓

H
a
c
i
-
-
-
∞』

(
一
九
六
四
年
三
月
草
月
ア
!
ト
セ
ン
タ
ー
)
に
収
め
ら
れ
た
・

(2)
拙
稿
「
出
発
期
の
大
江
健
三
郎
|
膨
ら
む
喉
・
響
く
声
|
」
(
一
一

O
O
三
年
三
月

『
国
文
学
放
』
第
一
七
六
号
一
七
七
号
合
併
号
)

(
3
)
拙
稿
「
大
江
健
三
郎
と
武
満
徹
|
交
流
の
初
期
に
お
け
る
内
的
呼
応
|
」
(
一
九

九
六
年
十
二
月
『
国
文
学
孜
』
第
一
五
二
号
)

(
4
)
注
2
所
掲
論
文

(
5
〉
こ
の
エ
ッ
セ
イ
も
注
1
所
掲
の
単
行
本
に
収
め
ら
れ
て
い
る
・
単
行
本
の
あ
と

が
き
に
は
、
「
吃
音
宣
言
」
と
「
自
然
と
音
楽
」
と
は
〈
ほ
ゾ
同
じ
頃
に
併
行
し

て
番
か
れ
ま
し
た
〉
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
一
九
六
一
年
か
ら
一
九
六
二
年

に
か
け
て
書
か
れ
た
と
考
え
て
お
く
・
ま
た
、
こ
の
二
つ
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
後

に
武
満
徹
の
エ
ッ
セ
イ
集
『
音
、
沈
黙
と
測
り
あ
え
る
ほ
ど
に
h

(

一
九
七
一
年

十
月
新
潮
社
)
に
お
さ
め
ら
れ
た
・

(6)
注
1
所
掲
単
行
本
の
あ
と
が
き
よ
り

(
7
)
武
満
は
(
強
い
〉
音
を
め
ざ
す
と
い
っ
て
い
る
が
、
そ
の
音
は
〈
沈
黙
と
測
り

あ
え
る
ほ
ど
に
強
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
)
(
「
自
然
と
音
楽
」
)
と
さ
れ

て
い
る
・
「
弦
楽
の
た
め
の
レ
ク
イ
エ
ム
」
の
音
が
響
か
せ
て
い
る
も
の
に
、
大

江
は
多
分
独
自
に
〈
悲
嘆
〉
と
名
づ
け
た
の
だ
ろ
う
・
そ
こ
に
は
、
フ
ォ
ー
ク

ナ
i
の
影
響
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
・
「
無
邪
気
な
フ
ォ
ー
ク
ナ
l
」
(
一
九
九

二
年
十
月
『
N
H
K
人
間
大
学
文
学
再
入
門
』
)
で
大
江
は
、
〈
大
学
の
初

年
級
の
頃
に
は
じ
め
て
フ
ォ
ー
ク
ナ
l
の
『
野
生
の
椋
欄
』
を
読
ん
だ
〉
と
い

っ
て
い
る
の
で
、
大
江
は
一
九
六
四
年
よ
り
ず
っ
と
以
前
に
フ
ォ
ー
ク
ナ
l
を

読
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
・
そ
し
て
、
そ
の
小
説
の
最
後
の
、
〈
苦
し
い
立
場
に

落
ち
た
孤
独
な
若
者
の
決
意
の
言
葉
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
た
〉
の
だ
っ
た
・
そ
の

言
葉
は
後
に
、
『
「
雨
の
木
」
を
聴
く
女
た
ち
』
(
一
九
八
二
年
七
月
新
潮
社
)

に
は
、
〈
ペ
n♂
宮
田
ECE肘『
H
f
F明言
g
E
加ユ
n
T
H
E
E
O
H
E
E開
L
E
=
s
r
n
m同
町
円
〉
と

い
う
よ
う
に
引
用
さ
れ
て
い
る
・
そ
し
て
、
〈
悲
嘆
〉
と
い
う
漢
字
に
、
英
語
の

m
E
え
と
い
う
ル
ビ
を
ふ
り
た
い
と
い
う
・
た
だ
、
エ
ッ
セ
イ
の
方
の
〈
悲
嘆
〉

に
は
、
い
ろ
ん
な
ト
l
ン
が
あ
る
・
(
そ
れ
は
、
音
楽
を
聴
く
ぼ
く
の
が
わ
の
状

態
に
し
た
が
っ
て
、
滑
ら
か
に
澄
み
わ
た
っ
た
悲
嘆
の
声
で
あ
っ
た
り
、
不
安

と
苦
渋
に
み
ち
た
ど
す
ぐ
ろ
い
悲
嘆
の
声
で
あ
っ
た
り
す
る
〉
(
「
『
弦
楽
の
た
め

の
レ
ク
イ
エ
ム
』
と
い
う
レ
コ
ー
ド
」
)

(
8
)
拙
稿
「
『
個
人
的
な
体
験
』
論
|
作
品
評
価
と
モ
ラ
ル
の
水
準
l
」
二
九
九
八

年
九
月
『
国
文
学
放
』
第
一
五
九
号
)

(
9
)
「
個
人
的
な
体
験
」
で
は
、
鳥
が
六
歳
の
時
、
か
れ
の
父
親
に
、
〈
l
お
父
さ

ん
、
ぼ
く
は
生
れ
る
百
年
前
ど
こ
に
い
た
?
死
ん
で
百
年
後
、
ど
こ
に
い
る
?

お
父
さ
ん
、
死
ん
だ
あ
と
の
ぼ
く
は
ど
う
な
る
の
?
〉
と
問
い
か
け
て
い
た
・

武
満
は
、
〈
こ
の
潜
在
的
な
問
い
か
け
が
「
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
へ
向

モ
チ
ィ
l
フ

か
う
直
銭
の
動
機
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
〉
と
み
て
い
る
・
(
「
大
江
健
三
郎

|
白
老
D
E
0
2
s
a
m
-
-

『
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
』
を
読
ん
で
」
(
『
音
、

-189-
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沈
黙
と
測
り
あ
え
る
ほ
ど
に
』
一
九
七
一
年
十
月
新
潮
社
)

(
叩
〉
「
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
に
は
、
谷
川
俊
太
郎
の
「
鳥
羽
1
」
〈
初
出
は

一
九
六
五
年
十
一
月
の
『
現
代
詩
手
帖
』
)
か
ら
〈
本
当
の
事
〉
と
い
う
言
葉
が

引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
「
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
と
「
鳥
羽
1
」
の
世
界

に
は
、
単
な
る
言
葉
の
引
用
に
と
ど
ま
ら
な
い
対
応
が
認
め
ら
れ
る
・
「
鳥
羽
1
」

の
時
期
の
谷
川
に
は
、
言
葉
へ
の
不
信
か
ら
信
へ
と
い
う
逆
転
が
起
こ
っ
て
い

た
が
、
同
様
の
逆
転
が
「
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
を
書
い
た
大
江
に
も

起
こ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
・
(
拙
稿
「
『
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
』
論

|
〈
本
当
の
事
を
め
ぐ
っ
て
〉
|
」
一
九
九
八
年
十
二
月
『
近
代
文
学
試
論
』

第
三
十
六
号
)

(
む
ら
せ
よ
し
こ
、
高
知
工
業
高
等
専
門
学
校
助
教
授
)
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