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村
上
春
樹
「
沈
黙
」
に
お
け
る
現
在
性

─
─
饒
舌
、「
沈
黙
」
の
暴
力

山
　
田
　
夏
　
樹

　「
僕
は
大
沢
さ
ん
に
向
っ
て
、
こ
れ
ま
で
に
喧
嘩
を
し
て
誰
か
を
殴
っ
た
こ
と
は
あ

り
ま
す
か
、
と
訊
ね
て
み
た
」
と
い
う
一
文
よ
り
始
ま
る
村
上
春
樹
「
沈
黙
」
は
、
全

集
『
村
上
春
樹
全
作
品1979

～1989
⑤
短
篇
集
Ⅱ
』（
講
談
社
、
一
九
九
一
・
一
）
に

書
き
下
ろ
し
の
形
で
収
録
さ
れ
、
高
校
二
、
三
年
生
向
け
の
集
団
読
書
テ
キ
ス
ト
（
第

2
期
Ｂ
112
）
と
し
て
も
刊
行
（『
沈
黙
』
全
国
学
校
図
書
館
協
議
会
、
一
九
九
三
・
一
）
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
修
正
さ
れ
『
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
』（
文
芸
春
秋
、
一
九
九
六
・
一
一
）
に
、

ま
た
、
別
の
形
で
修
正
さ
れ
『
は
じ
め
て
の
文
学
・
村
上
春
樹
』（
文
芸
春
秋
、
二
〇
〇
六
・

一
二
）
に
も
収
録
さ
れ
た
。
本
稿
は
初
出
に
拠
る
。

　
ま
ず
「
沈
黙
」
の
概
要
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
。
冒
頭
の
引
用
は
、
飛
行
場
で

の
待
ち
時
間
に
、
中
学
生
の
頃
よ
り
ボ
ク
シ
ン
グ
を
続
け
て
い
る
こ
と
を
、
仕
事
仲
間

の
「
大
沢
さ
ん
」
か
ら
聞
か
さ
れ
た
際
の
「
僕
」
の
反
応
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
た
い
し

て
意
味
の
な
い
」「
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
し
た
好
奇
心
」
に
よ
る
「
質
問
」
で
あ
っ
た
こ

と
が
引
用
の
直
ぐ
後
に
「
僕
」
の
内
面
と
し
て
明
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ

れ
以
降
、
本
作
は
、「
大
沢
さ
ん
」
の
直
接
話
法
に
よ
る
返
答
が
大
部
を
占
め
る
こ
と

と
な
る
。
そ
こ
で
は
、
私
立
の
中
高
一
貫
校
に
通
っ
て
い
た
「
大
沢
さ
ん
」
が
、
中
学

二
年
時
に
同
級
生
「
青
木
」
を
殴
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
復
讐
の
よ
う
に
、
高
校
三

年
の
夏
、「
青
木
」
に
よ
っ
て
あ
ら
ぬ
「
噂
」
を
た
て
ら
れ
、
結
果
と
し
て
二
学
期
か

ら
卒
業
ま
で
の
半
年
間
、
集
団
か
ら
無
視
を
さ
れ
学
校
内
で
孤
立
す
る
「
地
獄
の
よ
う

な
状
況
」
に
陥
る
こ
と
と
な
っ
た
体
験
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
く
。

　
集
団
読
書
テ
キ
ス
ト
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
集
団
か
ら
の
疎
外
と
い

う
、
い
じ
め
に
関
わ
る
問
題
性
を
描
い
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
授
業
実
践
も
含
め
、
本

作
を
教
育
的
な
枠
組
み
で
捉
え
る
も
の
も
多
い
。
例
え
ば
村
上
春
樹
は
「
故
の
な
い
い

じ
め
に
あ
っ
て
、
孤
立
し
て
一
人
で
じ
っ
と
そ
れ
に
耐
え
る
男
の
子
の
姿
が
描
か
れ
て

い
る
。（
略
）
僕
に
も
そ
う
い
う
種
類
の
経
験
が
あ
る
、
そ
う
い
う
精
神
の
あ
り
方
に
共

感
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る（
1

（
注

」
と
し
、
別
の
機
会
で
も
「
こ
の
話
の
語
り
手
が
体
験
し
た
の

と
同
じ
よ
う
な
心
的
状
況
を
、
僕
自
身
一
度
な
ら
ず
経
験
し
た
（
略
）。
僕
と
し
て
は
、

自
分
が
そ
の
と
き
に
感
じ
た
心
情
を
少
し
で
も
リ
ア
ル
に
、
物
語
と
い
う
か
た
ち
に
換

え
て
み
た
か
っ
た
の
だ
。（
略
）
こ
の
短
編
小
説
は
僕
の
予
想
を
超
え
て
、
多
く
の
人
に

切
実
に
読
ま
れ
て
い
る
よ
う
だ
。（
略
）
同
じ
よ
う
な
立
場
に
置
か
れ
た
こ
と
の
あ
る
（
そ

し
て
今
も
置
か
れ
て
い
る
）
人
々
の
心
の
支
え
に
少
し
で
も
な
っ
て
く
れ
た
ら
、
僕
と
し

て
は
と
て
も
嬉
し
い
」
と
述
べ
て
い
る（
2

（
注

。

　
額
面
通
り
に
と
れ
ば
、
こ
こ
で
は
「
大
沢
さ
ん
」
の
み
が
「
語
り
手
」
と
さ
れ
て
お

り
、
疎
外
さ
れ
た
「
大
沢
さ
ん
」
の
立
場
に
比
重
を
お
い
て
読
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
る
か
の
よ
う
で
も
あ
る
。
た
だ
し
本
稿
で
は
、
既
に
他
の
論
考
で
も
為
さ
れ
て
い
る
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よ
う
に
、「
大
沢
さ
ん
」
の
語
り
だ
け
で
な
く
、
そ
の
内
容
を
再
構
成
す
る
「
僕
」
の

語
り
に
も
改
め
て
注
意
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
こ
に
孕
ま
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
暴
力
性

─
─
他
者
に
安
易
に
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
こ
と
の
暴
力
性
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
上
で
、

そ
う
し
た
問
題
を
描
出
し
て
い
く
本
作
が
持
ち
得
る
現
在
性
、
具
体
的
に
は
、
戦
後
か

ら
連
綿
と
し
て
存
在
し
続
け
、
近
年
ま
す
ま
す
顕
著
と
な
っ
て
い
る
、
世
界
を
一
面
化

し
、
そ
こ
で
二
元
論
を
発
生
さ
せ
て
し
ま
う
よ
う
な
価
値
観
が
蔓
延
す
る
よ
う
な
状
況

に
お
い
て
、
本
作
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
、
如
何
に
有
効
性
を
持
ち
得
る
か
と

い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

1
　
内
実
の
な
い
「
深
み
」
─
─
安
易
な
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
こ
と

　
冒
頭
の
引
用
に
対
し
、「
大
沢
さ
ん
」
は
「
ど
う
し
て
ま
た
そ
ん
な
こ
と
を
お
聞
き

に
な
る
ん
で
す
か
？
」
と
問
う
が
、「
僕
」
は
「
と
く
に
深
い
意
味
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
」

と
答
え
る
。「
大
沢
さ
ん
」
は
「
基
本
的
に
は
一
度
も
あ
り
ま
せ
ん
」
と
返
す
も
の
の
、

し
か
し
「
正
直
に
言
う
と
」、
中
学
二
年
、
ボ
ク
シ
ン
グ
を
習
い
始
め
て
直
ぐ
の
頃
「
一

度
だ
け
人
を
殴
っ
た
」
と
翻
し
、
そ
の
上
で
、
ボ
ク
シ
ン
グ
を
始
め
た
契
機
や
魅
力
に

つ
い
て
語
っ
て
い
く
。「
大
沢
さ
ん
」
は
、「
ボ
ク
シ
ン
グ
を
気
に
入
っ
た
理
由
の
ひ
と

つ
」
を
、「
そ
こ
に
深
み
が
あ
る
か
ら
」
と
し
、「
そ
れ
に
比
べ
た
ら
殴
っ
た
り
殴
ら
れ

た
り
な
ん
て
本
当
に
ど
う
で
も
い
い
こ
と
」「
深
み
を
理
解
で
き
て
い
れ
ば
、
人
は
た

と
え
負
け
た
と
し
て
も
、
傷
つ
き
は
し
ま
せ
ん
」「
大
事
な
の
は
そ
の
深
み
を
理
解
す

る
こ
と
」
と
繰
り
返
す
。
そ
こ
で
語
ら
れ
る
「
深
み
」
に
つ
い
て
馬
場
重
行（
3

（
注

は
、
先
述

の
村
上
春
樹
の
言
説
な
ど
も
踏
ま
え
た
上
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

（
略
）「
深
み
」
と
は
何
か
。
こ
こ
に
こ
の
作
品
の
ポ
イ
ン
ト
も
あ
る
。
こ
の
語
の
意
味
を
「
大

沢
さ
ん
」
は
具
体
的
に
説
明
し
て
い
な
い
が
、
読
み
手
に
は
そ
の
内
容
が
伝
わ
る
よ
う
に

作
品
は
語
ら
れ
て
い
る
。
常
識
や
良
識
か
ら
見
る
と
優
等
生
に
見
え
る
「
青
木
」
の
よ
う

な
タ
イ
プ
の
人
間
の
、
底
の
浅
い
実
像
を
見
抜
く
眼
力
。「
深
み
」
と
は
、
例
え
ば
そ
う
し

た
類
の
洞
察
力
に
通
じ
る
も
の
の
捉
え
方
で
あ
り
、対
象
の
足
元
に
広
が
る
世
界
を
透
視
し
、

そ
の
特
性
を
冷
静
な
ま
な
ざ
し
で
認
識
す
る
力
で
あ
る
。
こ
れ
を
共
有
す
る
と
こ
ろ
に
、

こ
の
作
品
を
読
む
意
義
が
あ
る
。

　
た
だ
し
、
こ
こ
で
む
し
ろ
注
意
し
た
い
の
は
、「
こ
の
語
の
意
味
を
「
大
沢
さ
ん
」

は
具
体
的
に
説
明
し
て
い
な
い
」
と
い
う
箇
所
で
あ
り
、
つ
ま
り
「
深
み
」
と
い
う
概

念
の
内
実
に
つ
い
て
で
あ
る
。
例
え
ば
、
し
ば
し
ば
為
さ
れ
る
村
上
春
樹
作
品
へ
の
批

判
、
具
体
的
に
は
渡
部
直
己（
4

（
注

に
よ
る
、「
こ
の
作
家
が
、
作
中
に
し
か
る
べ
き
核
心
的

な
謎
を
導
入
し
な
が
ら
そ
の
周
囲
の
き
わ
め
て
些
細
な
事
物
へ
の
注
視
を
組
織
す
る
と

き
、
前
者
は
一
貫
し
た
黙
説
法
の
も
と
へ
お
か
れ
、
後
者
の
表
情
が
ひ
た
す
ら
丹
念
に

綴
ら
れ
つ
づ
け
る
」、「
決
定
的
な
何
か
」
の
「
周
到
な
拒
絶
」、
と
い
っ
た
批
判
が
あ

る
が
、「
大
沢
さ
ん
」
に
よ
る
「
深
み
」
も
、
そ
の
内
実
は
や
は
り
明
確
に
語
ら
れ
ず
、

抽
象
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
他
の
村
上
春
樹
作
品
に
つ
い
て
は
ま
た
別
に
検
討
が

必
要
で
あ
ろ
う
が
、
本
稿
で
ま
ず
考
察
し
た
い
の
は
、
そ
も
そ
も
「
沈
黙
」
と
い
う
作

品
に
お
い
て
、「
大
沢
さ
ん
」
の
語
る
「
深
み
」
は
特
権
的
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
馬
場
重
行
の
よ
う
に
「
そ
の
内
容
が
伝
わ
る
よ
う
に

作
品
は
語
ら
れ
て
い
る
」
と
す
る
こ
と
は
、
一
見
、
渡
部
直
己
の
批
判
に
抗
す
る
も
の

の
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
「
青
木
」
を
「
底
の
浅
い
」
存
在
と
し
、「
大
沢
さ
ん
」

の
語
る
「
深
み
」
に
内
実
を
認
め
て
い
く
場
合
、「
大
沢
さ
ん
」
／
「
青
木
」
と
い
う

構
図
、
つ
ま
り
人
間
と
し
て
の
優
劣
、
序
列
が
生
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。
た
だ
し
こ
れ

よ
り
見
て
い
く
よ
う
に
、
本
作
は
、
そ
う
し
た
序
列
を
生
む
あ
り
方
、
具
体
的
に
は
、

他
者
を
一
面
的
に
評
価
し
、
安
易
に
レ
ッ
テ
ル
を
貼
り
、
そ
こ
で
二
元
論
を
生
み
出
し
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て
し
ま
う
よ
う
な
あ
り
方
の
問
題
性
自
体
を
浮
彫
に
し
、
描
出
す
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
。

　
予
め
述
べ
れ
ば
、「
大
沢
さ
ん
」
の
語
る
「
深
み
」
に
内
実
な
ど
は
存
在
し
な
い
。

そ
も
そ
も
こ
の
言
葉
自
体
が
、「
僕
」
の
「
と
く
に
深
い
意
味
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
」（
傍

線
引
用
者
、
以
下
同
）
と
い
う
発
言
を
受
け
て
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
「
大

沢
さ
ん
」
が
ど
こ
ま
で
意
識
的
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
ボ
ク
シ
ン
グ
を
し
て

い
る
と
知
っ
た
瞬
間
、「
こ
れ
ま
で
に
喧
嘩
を
し
て
誰
か
を
殴
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
」

と
聞
き
、
そ
の
質
問
に
「
深
い
意
味
」
は
な
い
と
す
る
「
僕
」
の
態
度
に
対
し
、
結
果

と
し
て
批
判
的
に
応
ず
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。「
大
沢
さ
ん
」
の
印
象
と
ボ
ク
シ
ン

グ
が
結
び
つ
か
な
か
っ
た
が
た
め
に
、「
ふ
と
そ
ん
な
質
問
を
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
」「
ふ

と
そ
う
訊
ね
て
み
た
の
だ
」
と
「
僕
」
は
再
構
成
の
語
り
の
段
階
に
お
い
て
弁
明
を
繰

り
返
す
が
、
し
か
し
そ
れ
が
ボ
ク
シ
ン
グ
を
始
め
た
契
機
に
つ
い
て
で
は
な
く
、「
喧

嘩
を
し
て
誰
か
を
殴
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
に
な
る
こ
と
に
は
飛
躍

が
あ
る
。
つ
ま
り
、
や
は
り
再
構
成
の
語
り
の
段
階
に
お
い
て
は
「
お
そ
ら
く
は
余
計

な
質
問
」
で
あ
っ
た
と
「
僕
」
自
身
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
質
問
は
、
ボ
ク

シ
ン
グ
か
ら
即
座
に
「
喧
嘩
を
し
て
誰
か
を
殴
」
る
こ
と
を
連
想
す
る
と
い
う
、
ス
テ

レ
オ
タ
イ
プ
な
も
の
で
し
か
な
い
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
ボ
ク
シ
ン
グ
に
対
し
て
為
さ

れ
る
「
深
い
意
味
」
の
な
い
安
易
な
レ
ッ
テ
ル
貼
り
に
対
し
、「
大
沢
さ
ん
」
は
ボ
ク

シ
ン
グ
に
は「
深
み
が
あ
る
」と
突
き
返
す
の
で
あ
る
。こ
の
よ
う
に
確
認
す
る
と
、「
大

沢
さ
ん
」
の
語
る
「
深
み
」
に
は
一
見
内
実
が
伴
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
し

か
し
実
際
に
は
、
両
者
に
は
非
常
に
似
通
っ
た
点
が
あ
り
、
表
裏
の
存
在
に
過
ぎ
な
い

こ
と
が
徐
々
に
明
ら
か
と
な
る
。次
は
、ボ
ク
シ
ン
グ
を
し
て
い
る
と
聞
く
以
前
の「
大

沢
さ
ん
」
に
対
す
る
「
僕
」
の
評
価
で
あ
る
。

（
略
）
大
沢
さ
ん
は
ど
う
考
え
て
も
二
十
年
近
く
も
ボ
ク
シ
ン
グ
を
続
け
る
よ
う
な
人
柄
に

は
見
え
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
彼
は
物
静
か
で
、
あ
ま
り
で
し
ゃ
ば
ら
な
い
人
間
だ
っ
た
。

仕
事
ぶ
り
は
あ
く
ま
で
誠
実
で
、
誰
か
に
何
か
を
無
理
に
押
し
つ
け
る
と
い
う
よ
う
な
こ

と
は
一
度
と
し
て
な
か
っ
た
。
ど
ん
な
に
忙
し
い
と
き
で
も
声
を
荒
ら
げ
た
り
、
眉
を
吊

り
上
げ
た
り
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
他
人
の
わ
る
ぐ
ち
を
言
っ
た
り
、
愚
痴
を
こ
ぼ
し

た
り
す
る
の
を
耳
に
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
。
彼
は
言
う
な
れ
ば
人
が
好
感
を
抱

か
ざ
る
を
え
な
い
人
間
だ
っ
た
。

　
一
定
の
期
間
を
経
て
構
築
さ
れ
た
評
価
、「
人
が
好
感
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
人
間
」

と
い
う
、
言
わ
ば
〈
善
人
〉
と
い
う
評
価
が
、
ボ
ク
シ
ン
グ
を
し
て
い
る
と
聞
く
や
否

や
、「
喧
嘩
を
し
て
誰
か
を
殴
」
る
と
い
う
、
言
わ
ば
〈
悪
人
〉
と
し
て
の
評
価
に
反

転
す
る
極
端
な
あ
り
方
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
短
絡
は
作
中
の
「
僕
」
に
限
っ
た
こ
と

で
は
な
く
、
本
作
発
表
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
徐
々
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
空
間
な
ど

が
浸
透
す
る
過
程
で
、
よ
り
顕
著
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
言
え
、
例
え
ば
そ
れ
は
、
近

年
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
〈
キ
ャ
ラ
〉
化
と
い
っ
た

現
象
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
自
身
の
固
有
性
へ
の
信
仰
を
失
っ
た
個
人
個
人
が
、

代
替
と
し
て
「
キ
ャ
ラ
」
を
演
じ
、
類
型
化
さ
れ
た
振
舞
い
を
続
け
る
こ
と
と
、
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
偏
重
主
義
な
ど
を
も
た
ら
す
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
空
間
の
浸
透
は
連
動

し
て
お
り（
5

（
注

、
そ
の
よ
う
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
空
間
に
お
い
て
「
情
報
と
し
て
の
わ
た
し
」

が
収
集
さ
れ
、
そ
れ
が
先
回
り
し
て
自
身
に
「
再
帰
的
」
に
振
舞
い
を
迫
る
状
況
に
お

い
て（
6

（
注

、
そ
し
て
そ
こ
で
自
身
が
引
き
受
け
た
、
ま
た
は
振
り
当
て
ら
れ
た
〈
キ
ャ
ラ
〉

を
互
い
に
確
認
し
な
が
ら
演
じ
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
「
再
帰
的
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
」
が
顕
著
と
な
っ
て
い
く
状
況
に
お
い
て
、〈
キ
ャ
ラ
〉
か
ら
外
れ
た
振

舞
い
を
す
る
こ
と
は
居
場
所
を
失
う
こ
と
を
意
味
す
る（
7

（
注

。
そ
う
し
た
状
況
を
体
現
す
る
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か
の
よ
う
に
、「
大
沢
さ
ん
」
に
貼
ら
れ
て
い
た
「
好
感
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
」〈
善

人
〉
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
も
、
そ
れ
と
は
結
び
つ
か
な
い
ボ
ク
シ
ン
グ
と
い
う
情
報
を
導

入
さ
れ
る
や
否
や
、
実
際
に
は
「
喧
嘩
を
し
て
誰
か
を
殴
」
る
よ
う
な
〈
悪
人
〉
と
い

う
レ
ッ
テ
ル
に
、
貼
り
替
え
た
く
な
る
よ
う
な
欲
望
を
も
た
ら
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
う
し
た
「
僕
」
を
一
見
批
判
す
る
か
の
よ
う
な
「
大
沢
さ
ん
」
も
、
先

述
の
よ
う
に
同
様
の
問
題
性
を
抱
え
て
い
る
。「
大
沢
さ
ん
」
は
、
中
学
二
年
時
に
殴

っ
た
同
級
生
「
青
木
」
に
つ
い
て
「
浅
薄
」「
自
分
っ
て
い
う
も
の
が
な
い
」「
他
人
に

対
し
て
こ
れ
だ
け
は
訴
え
た
い
っ
て
い
う
も
の
が
何
も
な
い
」「
自
分
が
認
め
ら
れ
て

い
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
満
足
」「
そ
う
い
う
自
分
の
才
覚
に
う
っ
と
り
し
て
い
る
」「
風

向
き
ひ
と
つ
で
た
だ
く
る
く
る
と
回
っ
て
い
る
だ
け
」
な
ど
と
語
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ

で
も
や
は
り
自
身
の
語
る
「
深
み
」
に
対
応
す
る
も
の
の
よ
う
に
、
そ
の
「
浅
薄
」
さ

が
強
調
さ
れ
る
が
、
し
か
し
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
が
「
こ
ん
な
奴

は
殴
ら
れ
て
当
然
」「
こ
の
男
は
害
虫
の
よ
う
な
人
間
」
と
、
言
わ
ば
〈
悪
人
〉
と
い

う
評
価
に
ま
で
直
結
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。「
青
木
」
が
一
方
で
、「
多
く
の
級
友
」

か
ら
は
「
公
正
で
謙
虚
で
親
切
な
人
間
」、「
感
心
」
す
べ
き
「
頭
の
い
い
た
い
し
た
男
」

と
い
う
、
言
わ
ば
〈
善
人
〉
と
い
う
評
価
を
得
て
い
る
こ
と
は
認
識
し
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
を
反
転
さ
せ
る
よ
う
に
「
害
虫
の
よ
う
な
人
間
」
と
い
う
、〈
悪
人
〉
と

断
定
し
て
い
く
あ
り
方
と
は
何
か
。

　
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、「
大
沢
さ
ん
」
に
よ
れ
ば
、
他
人
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
に

満
足
し
、
そ
の
よ
う
に
振
舞
え
る
「
自
分
の
才
覚
に
う
っ
と
り
し
て
い
る
」
と
い
う
「
青

木
」
の
あ
り
方
が
、
ま
さ
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
〈
キ
ャ
ラ
〉
化
し
た
状
況
自
体

を
体
現
す
る
も
の
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
身
が
引
き
受
け

た
〈
キ
ャ
ラ
〉
に
相
応
し
い
振
舞
い
を
そ
の
場
に
応
じ
て
演
じ
ら
れ
る
と
い
う
「
青
木
」

を
、「
浅
薄
」
で
「
実
」
が
な
い
と
批
判
す
る
が
、
繰
り
返
す
よ
う
に
問
題
で
あ
る
の
は
、

そ
れ
が
〈
悪
人
〉
と
い
う
評
価
に
ま
で
直
結
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。「
僕
」
は
「
大

沢
さ
ん
」
に
「
人
が
好
感
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
」〈
善
人
〉
と
レ
ッ
テ
ル
を
貼
り
、

実
際
に
は
そ
れ
に
相
応
し
く
な
い
要
素
が
あ
る
と
判
断
す
る
と
〈
悪
人
〉
と
い
う
レ
ッ

テ
ル
に
貼
り
替
え
た
く
な
る
欲
望
に
駆
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、「
大
沢
さ
ん
」も
、「
多

く
の
級
友
」
に
と
っ
て
〈
善
人
〉
と
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
て
い
る
「
青
木
」
に
対
し
、

実
際
に
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
見
立
て
を
し
て
い
く
こ
と
で
、〈
悪
人
〉
と
い
う
レ

ッ
テ
ル
に
ま
で
貼
り
替
え
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
、「
大
沢
さ
ん
」
に
よ
る
「
青
木
」

批
判
は
、
一
見
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
〈
キ
ャ
ラ
〉
化
し
た
状
況
自
体
へ
の
批
判

の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、〈
善
人
〉
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
に
相
応
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
が
、

〈
悪
人
〉
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
に
ま
で
反
転
し
て
し
ま
う
こ
と
に
窺
え
る
よ
う
に
、「
僕
」

と
同
様
に
、
や
は
り
そ
う
し
た
状
況
の
枠
内
に
あ
る
も
の
に
他
な
ら
ず
、
言
い
換
え
れ

ば
、
単
に
「
青
木
」
に
貼
ら
れ
た
〈
善
人
〉
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
剥
が
そ
う
と
す
る
行

為
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。も
ち
ろ
ん
直
接
的
に
は
、中
学
二
年
時
に
自
身
が「
試

験
で
カ
ン
ニ
ン
グ
」
を
し
た
と
い
う
「
噂
」
を
「
青
木
」
が
広
め
て
い
る
と
聞
か
さ
れ

た
こ
と
に
も
因
る
が
、「
多
く
の
級
友
」
が
「
青
木
」
を
称
賛
す
る
度
に
「
ひ
ど
く
不

快
な
気
分
に
な
っ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
も
と
も
と
」「
青
木
」
を
「
嫌
い
」
な
「
大

沢
さ
ん
」
は
、〈
善
人
〉
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
自
体
に
も
違
和
感
を
抱
き
続
け
て
お
り
、

そ
し
て
そ
う
し
た
評
価
に
相
応
し
く
な
い
存
在
と
す
る
こ
と
が
、
結
果
的
に
〈
悪
人
〉

と
い
う
評
価
に
ま
で
直
結
し
て
い
く
。〈
善
人
〉
／
〈
悪
人
〉
と
い
う
評
価
は
容
易
に

反
転
し
か
ね
な
い
も
の
で
あ
り
、「
僕
」
と
同
様
、
一
面
的
な
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
も
の

と
し
て
機
能
し
て
し
ま
う
「
大
沢
さ
ん
」
の
語
る
「
深
み
」
に
も
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を

得
な
い
と
い
う
こ
と
が
、「
大
沢
さ
ん
」
自
身
か
ら
窺
い
知
れ
る
の
で
あ
る
。
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2
　
自
身
を
投
影
す
る
語
り
─
─「
わ
か
っ
て
い
る
の
は
お
そ
ら
く
僕
だ
け
」

　
以
上
の
よ
う
に
確
認
し
た
上
で
、
次
に
「
青
木
と
僕
と
は
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
対
照
的

な
立
場
に
い
ま
し
た
」
と
語
る
も
の
の
、
実
際
に
は
、
や
は
り
両
者
が
非
常
に
似
通
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
、
よ
り
適
切
に
言
え
ば
、「
大
沢
さ
ん
」
が
、
無
意
識
に
自
身
を

投
影
し
な
が
ら
、「
青
木
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
検
証
し
て
い
き
た
い
。

中
学
二
年
時
、「
試
験
で
ひ
と
つ
で
も
一
番
を
取
れ
ば
」
欲
し
い
も
の
を
買
っ
て
も
ら

え
る
と
い
う
約
束
を
両
親
と
交
わ
し
た
「
大
沢
さ
ん
」
は
、「
と
に
か
く
英
語
で
一
番

を
取
っ
て
や
ろ
う
」
と
し
、
結
果
的
に
一
番
と
な
る
。
し
か
し
そ
れ
が
「
英
語
の
試
験

に
関
し
て
は
ず
っ
と
一
番
を
続
け
て
い
た
」「
青
木
」
の
恨
み
を
買
い
、
カ
ン
ニ
ン
グ

を
し
た
と
い
う
「
噂
」
を
広
め
ら
れ
、
そ
の
話
を
聞
か
さ
れ
た
「
大
沢
さ
ん
」
は
「
頭

に
来
」
て
殴
っ
て
し
ま
う
。「
青
木
」
に
つ
い
て
は
「
大
沢
さ
ん
」
に
よ
る
語
り
か
ら

判
断
す
る
他
な
い
が
、
し
か
し
「
対
照
的
」
と
述
べ
つ
つ
も
、
語
れ
ば
語
る
ほ
ど
、「
青

木
」
は
「
大
沢
さ
ん
」
自
身
と
表
裏
を
成
す
人
物
像
と
な
っ
て
い
く
。
ど
の
科
目
で
も

構
わ
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
何
故
か
「
青
木
」
が
「
ず
っ
と
一
番
を
続
け
て
い
た
」
英
語

で
「
と
に
か
く
」「
一
番
」
を
目
指
す
点
に
も
既
に
対
抗
心
が
窺
え
る
が
、
加
え
て
、

自
身
が
引
き
受
け
た
〈
キ
ャ
ラ
〉
に
相
応
し
い
振
舞
い
を
そ
の
場
に
応
じ
て
演
じ
ら
れ

る
と
い
う
「
青
木
」
の
あ
り
方
を
、「
わ
か
っ
て
い
る
の
は
お
そ
ら
く
僕
だ
け
」
と
ま

で
語
る
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
一
方
「
大
沢
さ
ん
」
は
、
自
身
を
「
目
立
た
な

い
人
間
」、「
そ
う
い
う
タ
イ
プ
」
と
す
る
が
、
た
だ
し
「
本
だ
っ
て
僕
く
ら
い
沢
山
読

ん
で
い
た
人
間
は
他
に
い
な
い
」
と
も
語
り
、
他
に
も
ボ
ク
シ
ン
グ
な
ど
「
自
身
の
世

界
」
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
主
張
も
す
る
。

僕
は
あ
る
意
味
で
は
早
熟
な
人
間
で
も
あ
り
ま
し
た
。だ
か
ら
同
級
生
と
つ
き
あ
う
よ
り
は
、

一
人
で
本
を
読
ん
だ
り
、父
親
の
持
っ
て
い
た
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
レ
コ
ー
ド
を
聴
い
た
り
、

ボ
ク
シ
ン
グ
・
ジ
ム
に
通
っ
て
年
上
の
人
た
ち
の
話
を
聞
い
た
り
し
て
い
る
方
が
好
き
で

し
た
。（
略
）
だ
か
ら
僕
も
あ
ま
り
自
分
と
い
う
も
の
を
表
に
出
さ
な
い
よ
う
に
つ
と
め
て

い
ま
し
た
。

　
こ
こ
で
は
、
あ
え
て
学
校
や
同
級
生
に
背
を
向
け
て
い
た
と
さ
れ
て
お
り
、
だ
か
ら

こ
そ
「
僕
も
若
か
っ
た
し
、
自
分
で
は
う
ま
く
隠
し
て
い
る
つ
も
り
で
も
、
た
ぶ
ん
そ

う
い
う
の
を
自
然
に
鼻
に
か
け
て
、他
人
を
見
下
し
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
」

と
も
語
る
。
前
提
に
は
、「
入
っ
た
と
き
か
ら
好
き
じ
ゃ
な
か
っ
た
」
と
い
う
、
学
校

的
価
値
観
へ
の
意
識
的
な
あ
り
方
が
あ
り
、
そ
れ
を
「
見
下
し
」
背
を
向
け
、
一
方
で

「
ジ
ム
で
会
う
人
た
ち
」
か
ら
は
「
本
当
に
い
ろ
ん
な
こ
と
を
学
び
ま
し
た
」
と
す
る
が
、

具
体
的
に
何
を
学
ん
だ
の
か
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
や
は
り
な
く
、「
深
み
」
と
同
様
、

そ
こ
に
内
実
は
存
在
し
な
い
。
こ
う
し
た
姿
勢
は
、「〈
学
校
的
世
界
〉
を
否
定
し
な
が

ら
も
、
大
沢
自
身
け
っ
し
て
そ
こ
か
ら
切
断
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
な
い
様
子
が
明

ら
か
」（
8

（
注

と
も
評
さ
れ
る
よ
う
に
、
私
立
の
中
高
一
貫
校
に
通
う
な
ど
経
済
的
に
恵
ま
れ

た
環
境
に
支
え
ら
れ
た
上
で
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
過
ぎ
ず
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
価
値
観
に

囚
わ
れ
て
い
る
あ
り
方
が
顕
著
で
あ
る
。
学
校
的
価
値
観
を
強
く
意
識
し
て
い
る
か
ら

こ
そ
、
そ
こ
で
、
あ
え
て
「
自
分
と
い
う
も
の
を
表
に
出
さ
な
い
よ
う
に
つ
と
め
」、「
目

立
た
な
い
人
間
」
と
い
う
「
タ
イ
プ
」
と
し
て
振
舞
お
う
と
す
る
。「
大
沢
さ
ん
」
は

そ
の
こ
と
に
無
自
覚
で
は
あ
る
も
の
の
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
状

況
の
中
で
〈
キ
ャ
ラ
〉
を
演
じ
て
い
る
と
言
え
、
そ
の
た
め
「
青
木
」
も
同
様
に
─
─

自
身
と
は
対
照
的
な
「
タ
イ
プ
」
で
あ
る
も
の
の
─
─
「
ス
タ
ー
」「
オ
ピ
ニ
オ
ン
・

リ
ー
ダ
ー
」
を
演
じ
て
お
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
振
舞
え
る
「
才
覚
に
う
っ
と
り
し
て

い
る
」
に
相
違
な
い
と
見
な
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。「
青
木
」
が
「
体
か
ら
発
散
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す
る
エ
ゴ
と
プ
ラ
イ
ド
の
臭
い
」
を
「
と
て
も
た
く
み
に
消
し
去
っ
て
い
」
た
と
い
う

こ
と
が
「
わ
か
っ
て
い
る
の
は
お
そ
ら
く
僕
だ
け
」
と
い
う
論
理
も
、「
自
分
と
い
う

も
の
を
表
に
出
さ
な
い
よ
う
に
つ
と
め
て
い
ま
し
た
」、「
自
分
で
は
う
ま
く
隠
し
て
い

る
つ
も
り
で
も
、
た
ぶ
ん
そ
う
い
う
の
を
自
然
に
鼻
に
か
け
て
、
他
人
を
見
下
し
て
い

る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
」、「
そ
う
い
う
無
言
の
自
負
心
の
よ
う
な
も
の
が
青
木
を

刺
激
し
た
」
と
い
う
自
己
分
析
が
、
投
影
さ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、

「
青
木
」
が
実
際
に
ど
の
よ
う
な
姿
勢
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
自

身
の
身
の
処
し
方
を
前
提
と
す
る
よ
う
に
評
す
る
こ
と
で
、
や
は
り
「
青
木
」
も
言
わ

ば
〈
キ
ャ
ラ
〉
を
演
じ
て
い
る
存
在
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
り
、
更
に
は
先

述
の
よ
う
に
、
実
際
に
は
そ
の
振
舞
い
に
相
応
し
く
な
い
〈
悪
人
〉
と
ま
で
さ
れ
て
い

く
こ
と
と
な
る
。

　
ど
れ
だ
け
言
葉
を
尽
く
し
て
も
、「
青
木
」
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
の
証

明
に
は
な
り
え
ず
、
む
し
ろ
語
れ
ば
語
る
ほ
ど
、
実
際
に
は
「
大
沢
さ
ん
」
自
身
が
学

校
的
価
値
観
に
囚
わ
れ
て
い
る
あ
り
方
が
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
う
し
た
評
価
軸

を
前
提
と
し
て
語
ら
れ
る
以
上
、
両
者
は
「
オ
ピ
ニ
オ
ン
・
リ
ー
ダ
ー
」
か
「
目
立
た

な
い
人
間
」
か
と
い
う
「
タ
イ
プ
」
の
差
異
、
言
い
換
え
れ
ば
、
染
ま
る
か
背
を
向
け

る
か
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
表
裏
の
存
在
と
し
か
な
ら
な
い
。
両
者
は
似
通
っ
て
い

る
の
で
は
な
く（
9

（
注

、
あ
く
ま
で
も
「
大
沢
さ
ん
」
が
自
身
を
投
影
し
な
が
ら
、「
青
木
」

に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、「
害
虫
」
で
あ
る
「
青
木
」
を
殴
っ
た
後
、「
嫌
な

臭
い
の
す
る
虫
を
呑
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
よ
う
な
気
分
」
と
な
る
の
は
、「
大
沢
さ
ん
」

の
考
え
る
「
青
木
」
像
が
、
実
際
に
は
自
身
に
還
っ
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
元
々
自
身

の
内
部
に
巣
食
う
も
の
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

3
　
未
消
化
な
語
り
─
─
未
だ
に
「
青
木
」
を
殴
り
続
け
て
い
る
こ
と

　
こ
の
よ
う
に
確
認
し
て
い
く
と
、
次
の
よ
う
な
指
摘
に
も
注
意
が
必
要
と
な
る
。

（
略
）「
　
」
に
よ
っ
て
く
く
ら
れ
て
い
る
「
大
沢
さ
ん
」
の
語
り
は
、（
略
）
あ
た
か
も
語
り

慣
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
整
理
が
行
き
届
い
て
お
り
、
入
念
に
編
集
さ
れ
た
か
の
よ
う
な

印
象
を
受
け
ま
す
（
略
）。「
僕
は
本
当
は
こ
の
話
を
し
た
く
な
い
ん
で
す
」
と
言
う
か
ら
に

は
お
そ
ら
く
、「
僕
」
に
対
し
て
初
め
て
自
分
の
過
去
を
打
ち
明
け
て
い
る
の
で
し
ょ
う
が
、

そ
の
「
大
沢
さ
ん
」
の
体
験
と
い
う
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

0

0

0

0

0

0

0

0

は
、
い
つ
か
語
ら
れ
る
こ
と
を

前
提
に
、「
大
沢
さ
ん
」
の
中
で
ず
っ
と
手
入
れ
さ
れ
、
物
語
化

0

0

0

さ
れ
て
き
た
か
の
よ
う
で

す

（
（注

（
注。

　
し
か
し
「
大
沢
さ
ん
」
の
中
高
時
代
に
つ
い
て
の
語
り
は
、
そ
こ
ま
で
都
合
よ
く
「
物

語
化
」
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
見
て
き
た
よ
う
に
、
語
れ
ば
語
る
ほ
ど
自
身
の
問
題

性
を
表
出
さ
せ
、
し
か
も
そ
の
こ
と
に
無
自
覚
な
あ
り
方
は
、
む
し
ろ
未
だ
過
去
に
囚

わ
れ
続
け
「
物
語
化
」
し
き
れ
な
い
要
素
を
窺
わ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
そ
う
し

た
語
り
に
疑
念
を
示
す
の
が
「
僕
」
で
あ
る
。
次
は
本
作
末
尾
で
あ
る
。

　
僕
は
そ
の
ま
ま
続
き
を
待
っ
て
い
た
の
だ
け
れ
ど
、
話
は
そ
こ
で
終
わ
っ
た
。
大
沢
さ

ん
は
テ
ー
ブ
ル
の
上
で
両
手
を
組
ん
で
、
た
だ
じ
っ
と
黙
っ
て
い
た
。
／
「
ま
だ
時
間
は

早
い
け
れ
ど
、
ビ
ー
ル
で
も
飲
み
ま
せ
ん
か
」
と
少
し
あ
と
で
彼
は
言
っ
た
。
飲
み
ま
し

ょ
う
、
と
僕
は
言
っ
た
。
た
し
か
に
ビ
ー
ル
が
飲
み
た
い
よ
う
な
気
分
だ
っ
た
。

　
岡
田
康
介（
（（

（
注

は
、「
大
沢
さ
ん
」
が
高
校
時
代
に
「
ジ
ム
で
会
う
人
た
ち
」
と
練
習
後

に
ビ
ー
ル
で
交
流
を
深
め
て
い
た
こ
と
か
ら
、「
ボ
ク
シ
ン
グ
仲
間
た
ち
と
の
深
い
信

頼
関
係
」
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
ビ
ー
ル
が
あ
る
と
し
、
そ
の
上
で
、
話
が
終
わ
っ
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た
後
に
飲
み
物
が
コ
ー
ヒ
ー
か
ら
ビ
ー
ル
に
変
わ
る
こ
と
を
、
両
者
が
「
体
験
談
を
共

有
」
し
「
仕
事
仲
間
を
越
え
た
間
柄
に
深
ま
っ
て
い
く
過
程
」
を
あ
ら
わ
す
と
す
る
。

し
か
し
実
際
に
は
「
大
沢
さ
ん
」
の
語
り
に
「
僕
」
は
懐
疑
的
な
態
度
を
示
し
て
い
る
。

既
に
岡
田
豊（
（注

（
注

が
詳
細
に
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、「
青
木
」へ
の
憎
悪
を
隠
さ
ず
に「
害
虫
」

な
ど
と
悪
し
様
に
語
る
「
大
沢
さ
ん
」
の
語
り
に
対
し
て
は
、
視
線
と
意
識
を
そ
ら
す

よ
う
に
「
僕
」
は
窓
外
の
ボ
ー
イ
ン
グ
7

3

7
を
見
る
の
で
あ
り
、
ま
た
「
大
沢
さ
ん
」

が
未
だ
に
悪
夢
に
う
な
さ
れ
妻
に
し
が
み
つ
き
泣
く
夜
も
あ
る
と
語
っ
た
後
に
窓
外
を

見
た
際
に
は
、
雲
が
「
蓋
の
よ
う
に
重
く
、
空
に
か
ぶ
さ
」
り
「
管
制
塔
も
飛
行
機
も

輸
送
車
両
も
タ
ラ
ッ
プ
も
作
業
服
を
着
た
人
々
も
、
そ
ん
な
雲
の
影
に
あ
ら
ゆ
る
色
と

い
う
も
の
を
吸
い
取
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
」
と
「
僕
」
は
語
る
こ
と
で
「
大
沢
さ
ん
」

の
心
理
を
比
喩
的
に
表
し
、
未
だ
に
「
出
口
の
見
え
な
い
状
況
か
ら
脱
し
切
れ
て
い
な

い
」
あ
り
方
を
示
す
。
そ
の
た
め
、
本
作
末
尾
の
「
そ
の
ま
ま
続
き
を
待
っ
て
い
た
」

と
い
う
語
り
に
は
、「
話
」
が
そ
こ
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
批
判
が
込
め
ら
れ

て
い
る
と
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
当
初
は
、「
深
い
意
味
」
の
な
い
質
問
を
し
た
「
僕
」

を
批
判
す
る
か
の
よ
う
に
、「
大
沢
さ
ん
」
の
体
験
談
は
語
り
始
め
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
う
し
た
質
問
は
「
お
そ
ら
く
は
余
計
な
質
問
」
と
内
省
さ
れ
、
ま
た
「
大
沢

さ
ん
」
の
「
話
」
に
対
し
て
も
懐
疑
的
な
態
度
が
示
さ
れ
る
な
ど
、「
大
沢
さ
ん
」
と

の
体
験
を
再
構
成
す
る
「
僕
」
の
語
り
か
ら
は
、
他
者
を
一
面
的
に
捉
え
る
こ
と
自
体

の
問
題
性
が
浮
彫
に
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

　
そ
の
こ
と
を
検
証
し
て
い
く
た
め
、
次
に
再
び
「
大
沢
さ
ん
」
の
語
り
と
、
未
だ
に

「
出
口
の
見
え
な
い
状
況
」
に
陥
っ
て
い
る
あ
り
方
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
飛
行

場
で
の
「
大
沢
さ
ん
」
と
の
や
り
取
り
を
再
構
成
す
る
「
僕
」
の
語
り
の
現
在
が
ど
の

時
点
に
あ
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
過
去
を
語
る
と
い
う
点
で
は
「
大
沢
さ
ん
」
の

語
り
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
異
な
る
の
は
、「
僕
」
が
飛
行
場
で
の
質
問
を
内
省
す

る
姿
勢
を
見
せ
る
の
に
対
し
、「
大
沢
さ
ん
」
が
ほ
と
ん
ど
中
高
時
代
の
自
身
の
視
点

を
対
象
化
、
相
対
化
す
る
姿
勢
を
見
せ
な
い
こ
と
に
あ
る
。
あ
る
の
は
「
僕
も
若
か
っ

た
」、「
ま
だ
中
学
生
で
す
、
そ
こ
ま
で
は
ク
ー
ル
に
な
れ
ま
せ
ん
」
と
い
っ
た
弁
明
に

過
ぎ
ず
、
当
時
の
価
値
観
自
体
を
否
定
す
る
も
の
は
存
在
し
な
い
。
も
ち
ろ
ん
記
憶
は

常
に
再
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
当
時
の
価
値
観
を
推
し
量
る
こ
と
な
ど
不
毛
で
あ

る
が
、「
大
沢
さ
ん
」
の
語
り
は
、
過
去
と
現
在
に
隔
た
り
が
存
在
し
な
い
も
の
の
よ

う
に
為
さ
れ
て
い
く
。そ
の
こ
と
を
ま
ず
窺
わ
せ
る
の
が
、高
校
三
年
の
夏
休
み
に「
も

う
学
校
に
は
行
き
た
く
な
い
」
と
い
う
言
葉
を
残
し
て
自
殺
し
た
「
松
本
」
に
つ
い
て

の
語
り
で
あ
る
。

死
ん
だ
級
友
の
こ
と
は
気
の
毒
だ
と
思
い
ま
し
た
。
何
も
そ
ん
な
ひ
ど
い
死
に
方
を
す
る

こ
と
は
な
い
の
で
す
。
学
校
が
嫌
な
ら
、
学
校
に
な
ん
て
来
な
け
れ
ば
い
い
の
で
す
。
そ

れ
に
あ
と
半
年
も
す
れ
ば
嫌
で
も
学
校
を
出
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
ん
で
す
。
な
の

に
ど
う
し
て
わ
ざ
わ
ざ
死
な
な
く
て
は
い
け
な
い
ん
で
す
か
。
僕
に
は
よ
く
理
解
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。
た
ぶ
ん
何
か
の
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
僕
は
思
い
ま
し
た
。
明

け
て
も
暮
れ
て
も
受
験
の
話
し
か
出
な
い
ん
で
す
か
ら
、
頭
が
お
か
し
く
な
る
人
間
が
一

人
く
ら
い
出
て
き
た
と
し
て
も
、
と
く
に
不
思
議
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
そ
の
後
、「
松
本
」
が
誰
か
か
ら
殴
ら
れ
る
な
ど
の
「
い
じ
め
」
を
受
け
て
い
た
と

い
う
話
が
出
回
り
、
そ
れ
を
利
用
し
て
中
学
二
年
時
の
復
讐
の
よ
う
に
「
青
木
」
が
あ

ら
ぬ
「
噂
」
を
た
て
た
こ
と
で
、「
大
沢
さ
ん
」
は
疑
惑
を
か
け
ら
れ
、
結
果
的
に
学

校
で
孤
立
し
「
地
獄
の
よ
う
な
状
況
」
に
陥
っ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
注
意
す
べ

き
は
、
そ
れ
で
も
「
大
沢
さ
ん
」
の
「
松
本
」
に
対
す
る
印
象
に
変
化
が
見
ら
れ
な
い

こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
先
の
引
用
は
、
当
時
の
「
大
沢
さ
ん
」
の
心
境
と
し
て
語
ら

れ
て
い
る
が
、「
松
本
」
の
自
殺
後
、
自
身
も
学
校
で
「
地
獄
の
よ
う
な
状
況
」
に
陥
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る
体
験
を
し
て
い
る
の
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
を
語
る
現
在
の
「
大
沢
さ
ん
」
か
ら
は
何

ら
「
松
本
」
を
慮
る
よ
う
な
言
葉
は
出
て
こ
な
い
。
つ
ま
り
、「
も
う
学
校
に
は
行
き

た
く
な
い
」
と
い
う
言
葉
に
対
し
て
の
「
学
校
が
嫌
な
ら
、
学
校
に
な
ん
て
来
な
け
れ

ば
い
い
」
と
い
う
当
時
の
心
境
か
ら
、
あ
た
か
も
変
化
が
な
い
も
の
の
よ
う
に
語
ら
れ
、

見
て
い
く
よ
う
に
そ
れ
は
、
ボ
ク
シ
ン
グ
と
い
う
「
深
み
」
に
接
し
て
い
た
自
身
と
比

較
し
、「
松
本
」
の
自
殺
を
学
校
的
価
値
観
に
囚
わ
れ
た
も
の
と
捉
え
、
未
だ
に
「
青
木
」

同
様
に
「
見
下
し
て
い
る
」
こ
と
に
あ
る
。
実
際
に
、「
大
沢
さ
ん
」
が
「
立
ち
直
」

る
契
機
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
場
面
で
は
、
ボ
ク
シ
ン
グ
に
関
す
る
描
写
が
詳
細
に
語
ら

れ
て
い
く
。
そ
し
て
重
要
で
あ
る
の
は
、
そ
の
よ
う
に
ボ
ク
シ
ン
グ
を
媒
介
の
よ
う
に

し
て「
立
ち
直
」っ
た
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
こ
そ
が
、未
だ
に
変
化
が
見
ら
れ
ず
、「
出

口
の
見
え
な
い
状
況
」
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
の
最
大
の
要
因
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
次
は
、
学
校
で
孤
立
中
の
「
大
沢
さ
ん
」
が
偶
然
「
青
木
」
と
同
じ
電
車

の
車
両
に
乗
り
合
わ
せ
た
場
面
で
あ
る
。

ず
い
ぶ
ん
長
い
あ
い
だ
僕
ら
は
お
互
い
の
顔
を
見
て
い
ま
し
た
。
青
木
と
し
て
も
目
を
そ

ら
し
た
ら
負
け
だ
と
思
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。（
略
）
で
も
最
後
に
は
青
木
の
目
は
震
え

て
い
ま
し
た
。
ほ
ん
の
微
か
な
震
え
で
す
が
、
僕
に
は
そ
れ
を
感
知
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
僕
に
は
そ
れ
が
は
っ
き
り
と
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
足
が
動
か
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
ボ
ク
サ
ー
の
目
で
し
た
。
自
分
で
は
動
か
し
て
い
る
つ
も
り
な
ん
で
す
が
、
実
際

に
は
動
い
て
い
な
い
ん
で
す
。
自
分
で
は
そ
れ
が
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
。
動
い
て
い
る
と

思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
で
も
足
は
と
ま
っ
て
い
る
。
足
が
と
ま
る
と
肩
が
滑
ら
か
に
動
か

な
く
な
る
。
す
る
と
パ
ン
チ
に
力
が
な
く
な
る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
目
で
し
た
。
な
ん
だ

か
変
だ
と
思
う
、
で
も
そ
れ
が
ど
う
し
て
な
の
か
自
分
で
も
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
。
／
そ

れ
を
境
に
僕
は
立
ち
直
り
ま
し
た
。（
略
）
ボ
ク
シ
ン
グ
の
練
習
に
も
通
う
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
負
け
る
わ
け
る
に
は
い
か
な
い
ん
だ
と
僕
は
思
い
ま
し
た
。
青
木
に
勝
つ
と
か
、

そ
う
い
う
こ
と
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
人
生
そ
の
も
の
に
負
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
思

っ
た
ん
で
す
。

　
注
意
す
べ
き
は
、
も
ち
ろ
ん
実
際
に
手
を
出
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ま

で
再
び
「
殴
る
」
こ
と
を
想
像
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
抑
制
し
て
き
た
「
大
沢
さ
ん
」
が
、

結
局
こ
こ
で
「
足
が
動
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
ボ
ク
サ
ー
の
目
」
を
し
た
「
青
木
」
を
、

あ
た
か
も
「
何
度
も
何
度
も
殴
る
」
よ
う
に
追
い
詰
め
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
ボ
ク
シ

ン
グ
に
お
い
て
、「
殴
っ
た
り
殴
ら
れ
た
り
な
ん
て
本
当
に
ど
う
で
も
い
い
こ
と
」
で

あ
り
、
そ
れ
が
「
自
分
が
深
い
穴
の
底
に
い
る
み
た
い
な
気
」
に
さ
せ
る
も
の
、
つ
ま

り
自
身
と
向
き
合
う
行
為
で
あ
る
の
な
ら
、
何
故
こ
こ
で
「
青
木
」
を
、「
足
が
動
か

な
く
な
」
り
、
言
わ
ば
必
然
的
に
「
負
け
」
ざ
る
を
得
な
い
弱
い
「
ボ
ク
サ
ー
」
に
喩

え
、
そ
の
上
で
そ
う
し
た
存
在
に
自
身
を
対
峙
さ
せ
、
解
放
さ
れ
た
「
気
」
に
な
っ
て

し
ま
う
の
か
。
こ
こ
で
の
「
立
ち
直
り
」
は
、「
青
木
に
勝
つ
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と

じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
」
と
し
な
が
ら
も
、
結
局
は
そ
う
し
た
強
弱
の
枠
組
み
の
も
の
に
過

ぎ
ず
、「
深
み
」
が
あ
る
と
さ
れ
る
ボ
ク
シ
ン
グ
も
、
単
に
他
者
と
の
競
争
の
原
理

─
─
「
大
沢
さ
ん
」
に
と
っ
て
の
学
校
的
価
値
観
と
同
様
─
─
の
中
で
喩
え
ら
れ
、
更

に
は
そ
う
し
た
抗
争
の
場
で
起
き
る
私
闘
の
た
め
の
も
の
、
ま
さ
に
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ

な
「
喧
嘩
を
し
て
誰
か
を
殴
」
る
た
め
の
も
の
の
よ
う
に
貶
め
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
中
学
二
年
時
の
暴
力
の
反
復
に
他
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
ボ
ク
シ
ン
グ
は
、
結
果
的
に
他
者
と
の
序
列
を
構
築
す
る
た
め
に
し
か
機
能

し
て
い
な
い
。
再
び
「
ボ
ク
シ
ン
グ
の
練
習
に
も
通
う
よ
う
に
な
」
っ
た
と
語
る
が
、

自
身
が
そ
の
よ
う
に
「
深
み
」
の
あ
る
も
の
を
通
し
て
「
立
ち
直
」
る
こ
と
が
で
き
た

と
認
識
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、「
松
本
」
の
自
殺
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
事
情
を
そ
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の
後
に
聞
い
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、「
学
校
が
嫌
な
ら
、
学
校
に
な
ん
て
来
な
け
れ
ば

い
い
」
と
い
う
理
屈
か
ら
更
新
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
り
、
自
身
の
よ
う
に
「
深

み
」
と
の
関
わ
り
を
持
ち
得
ず
に
、
学
校
的
価
値
観
に
囚
わ
れ
る
よ
う
に
自
殺
し
た
と

い
う
見
立
て
に
押
し
込
み
続
け
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
「
青
木
」
と
同
様
に
「
見
下
し
」

の
対
象
と
し
か
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
視
点
は
、「
明
け
て
も
暮
れ
て
も

受
験
の
話
し
か
出
な
い
」
と
い
う
競
争
の
原
理
と
同
様
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
が
、
そ

も
そ
も
学
校
を
そ
う
し
た
場
と
し
て
の
み
捉
え
る
こ
と
自
体
に
、
囚
わ
れ
た
一
面
的
な

あ
り
方
が
強
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
本
当
に
怖
い
と
思
う
の
は
、
青
木
の
よ
う

な
人
間
の
話
を
無
批
判
に
（
略
）
信
じ
て
し
ま
う
連
中
」、「
自
分
が
何
か
間
違
っ
た
こ

と
を
し
て
い
る
（
略
）
な
ん
て
（
略
）
考
え
た
り
し
な
い
」、「
真
夜
中
に
夢
を
み
る
の
も

そ
う
い
う
連
中
」
と
す
る
が
、
中
学
二
年
時
、「
青
木
」
が
「
噂
を
広
め
て
い
る
と
い
う
」

話
を
人
づ
て
に
聞
き
、「
頭
に
来
」
て
殴
る
「
大
沢
さ
ん
」
も
「
噂
」
を
信
じ
る
存
在

に
他
な
ら
ず
、
更
に
「
松
本
」
を
少
し
も
慮
ら
ず
に
「
見
下
し
」
続
け
る
あ
り
方
な
ど

も
、
同
様
に
「
夢
の
中
に
出
て
く
る
」「
顔
と
い
う
も
の
を
持
た
な
い
」
存
在
に
な
り

得
る
危
険
性
を
孕
む
も
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
や
競
争
の
原
理
な
ど
は
、
当

然
、
卒
業
後
の
社
会
と
も
切
り
離
せ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
三
一
歳
の
現
在
、
そ
う
し

た
世
界
に
身
を
置
き
な
が
ら
も
、「
大
沢
さ
ん
」
は
未
だ
に
全
て
の
要
因
を
、
中
高
時

代
に
還
元
し
拘
泥
す
る
こ
と
で
、「
夢
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
怯
え
続
け
る
こ
と
と

な
っ
て
い
る
。
高
校
三
年
時
の
「
青
木
」
を
、
中
学
二
年
時
と
「
ほ
と
ん
ど
何
も
か
わ

っ
て
い
」
な
い
と
し
、「
あ
る
種
の
人
間
と
い
う
の
は
成
長
も
後
退
も
し
な
い
」
と
見

な
す
「
大
沢
さ
ん
」
自
身
は
、
現
在
に
至
る
も
「
ほ
と
ん
ど
何
も
か
わ
っ
て
」
い
な
い
。

現
在
も
ボ
ク
シ
ン
グ
を
続
け
て
い
る
こ
と
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
電
車
で
の
体
験
が
そ
の

場
限
り
で
の
勝
利
に
過
ぎ
ず
、
再
び
陥
れ
ら
れ
「
負
け
」
る
こ
と
を
恐
れ
る
あ
ま
り
、

そ
の
後
も
序
列
を
構
築
す
る
手
段
と
し
て
、
あ
た
か
も
自
己
防
衛
の
た
め
に
行
わ
ざ
る

を
得
な
く
な
っ
て
い
る
状
態
を
窺
わ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。「
大
沢
さ
ん
」
は
こ

れ
ら
の
こ
と
に
無
自
覚
で
あ
る
が
、
言
う
な
れ
ば
未
だ
に
心
の
中
で
「
青
木
」
を
殴
り

続
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
「
喧
嘩
を
し
て
誰
か
を
殴
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま

す
か
」
と
い
う
「
僕
」
の
質
問
に
過
剰
に
反
応
し
自
己
を
正
当
化
す
る
「
話
」
を
饒
舌

に
展
開
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
そ
こ
で
の
、「
深
み
」
と
「
浅
薄
」
さ
を
対
比
す
る
語

り
は
、
序
列
を
明
確
に
し
、
自
ら
を
正
当
化
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
一
見
、

明
快
な
「
物
語
化
」
が
為
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
も
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、
あ

く
ま
で
も
自
身
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
世
界
で
し
か
な
い
。
つ
ま
り
「
大
沢
さ
ん
」
が

否
定
的
に
語
る
要
素
が
、
全
て
自
身
に
還
っ
て
き
て
し
ま
う
こ
と
な
ど
は
、
世
界
や
他

者
が
そ
の
よ
う
に
一
面
的
に
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
逆
説
的
に
証

明
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
聞
き
手
と
し
て
の
「
僕
」
の
態
度
に
も
示
さ
れ

る
よ
う
に
、
結
果
的
に
様
々
な
疑
問
を
想
起
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
く
。

4
　「
沈
黙
」
の
危
険
性
─
─
自
身
へ
の
還
元
の
困
難

　
こ
の
よ
う
に
他
者
を
一
面
的
に
捉
え
る
あ
り
方
は
、
確
認
し
た
現
在
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
の
〈
キ
ャ
ラ
〉
化
の
状
況
な
ど
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
近
年
ま
す

ま
す
顕
著
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
流
動
的
で
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
時
代
、
流
動
的

な
メ
デ
ィ
ア
環
境
に
耐
え
か
ね
る
よ
う
に
排
外
的
に
「
壁
」
を
作
っ
て
し
ま
う
現
在
の

あ
り
方
に
象
徴
的
と
言
え（
（注

（
注

、
ま
た
二
〇
〇
一
年
の
同
時
多
発
テ
ロ
以
降
の
世
界
内
戦
状

態
と
も
呼
ば
れ
る
状
況
や
、
二
〇
一
一
年
の
東
日
本
大
震
災
以
降
に
顕
在
化
し
た
戦
後

日
本
が
抱
え
続
け
る
〈
壁
〉
の
存
在
に
も
見
て
取
れ
る
。
例
え
ば
そ
れ
は
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
上
な
ど
に
溢
れ
る
、
自
身
に
と
っ
て
都
合
が
良
く
、
一
面
的
に
し
か
世
界
を
見
な

い
者
同
士
の
衝
突
に
顕
著
で
あ
る
が
、
木
村
朗
子（
（注

（
注

は
、
震
災
後
、
拡
散
し
て
い
る
「
東
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北
支
援
か
否
か
」「
脱
原
発
か
推
進
か
」
と
い
っ
た
安
易
な
二
元
論
と
、
ま
た
そ
れ
と

表
裏
の
も
の
と
し
て
の
多
く
の
作
家
の
沈
黙
の
あ
り
方
を
、
震
災
自
体
で
は
な
く
、「
戦

後
に
長
い
時
間
を
か
け
て
築
か
れ
た
言
論
の
壁
」
に
あ
る
と
す
る
。
ま
た
そ
の
よ
う
な

〈
壁
〉、
言
い
換
え
れ
ば
一
面
的
な
価
値
観
の
蔓
延
を
田
中
和
生（
（注

（
注

は
、
戦
後
か
ら
現
在
に

至
る
ま
で
機
能
し
続
け
る
「
共
同
幻
想
」（
吉
本
隆
明
『
共
同
幻
想
論
』
河
出
書
房
新
社
、

一
九
六
八
・
一
二
）
に
あ
る
と
し
、
そ
の
根
底
に
、
原
子
力
発
電
の
「
安
全
神
話
」
な

ど
に
象
徴
さ
れ
る
、「
豊
か
さ
」
を
最
優
先
す
る
た
め
第
二
次
大
戦
の
戦
死
者
か
ら
被

災
者
や
原
発
作
業
員
な
ど
を
「
都
合
の
悪
い
同
胞
」
と
し
た
上
で
、
そ
う
し
た
存
在
を

「
切
り
捨
て
」
る
こ
と
を
「
仕
方
な
い
」
と
す
る
意
識
が
あ
る
と
す
る（
（注

（
注

。

　
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、「
本
当
に
怖
い
と
思
う
の
は
、
青
木
の
よ
う
な
人
間

の
話
を
（
略
）
そ
の
ま
ま
信
じ
て
し
ま
う
連
中
」
と
い
う
、「
大
沢
さ
ん
」
自
身
に
還
っ

て
く
る
言
葉
を
一
見
乗
り
越
え
る
「
僕
」
の
あ
り
方
、
そ
し
て
同
時
に
、
そ
こ
で
「
沈

黙
」
に
留
ま
り
も
す
る
「
僕
」
の
あ
り
方
に
は
、
現
在
に
ま
で
射
程
の
及
ぶ
本
作
の
重

要
な
問
題
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。
当
初
、
一
面
的
で
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
質
問
を
し
た

「
僕
」
は
、
そ
れ
を
内
省
す
る
姿
勢
も
含
め
、「
沈
黙
」
を
守
れ
ず
に
饒
舌
に
展
開
さ
れ

る「
大
沢
さ
ん
」の
一
面
的
で
、過
去
の
自
身
の
視
点
を
ほ
と
ん
ど
対
象
化
し
な
い「
話
」

を
、「
そ
の
ま
ま
信
じ
」
る
の
で
は
な
く
、「
沈
黙
」
と
と
も
に
懐
疑
的
な
態
度
を
示
す

の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
に
は
ひ
と
ま
ず
一
定
の
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
注
意
す
べ
き
は
、
震
災
以
後
の
状
況
や
、
ま
た
集
団
に
よ
る
「
大
沢
さ
ん
」
の

無
視
な
ど
に
も
窺
え
る
よ
う
に
、
事
態
に
対
し
単
に
「
沈
黙
」
を
守
る
こ
と
も
、
結
局

は
「
壁
」
に
屈
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
「
僕
」

は
懐
疑
的
な
態
度
に
留
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
大
沢
さ
ん
」
の
危
険
性
に

ど
こ
ま
で
気
づ
い
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
と
な
る
の
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
は
、「
大

沢
さ
ん
」
の
「
話
」
を
通
す
こ
と
で
、「
僕
」
が
自
身
の
危
険
性
に
ど
こ
ま
で
気
づ
き
、

ど
こ
ま
で
向
き
合
え
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
に
も
連
な
っ
て
い
く
。
興
味
深
い
の
は
、

「
大
沢
さ
ん
」
の
語
る
「
青
木
」
像
が
、「
大
沢
さ
ん
」
自
身
が
抱
え
る
危
険
性
を
体
現

す
る
と
い
う
構
造
、
言
い
換
え
れ
ば
、
他
者
を
通
し
て
自
身
が
浮
彫
に
な
る
と
い
う
構

造
に
な
っ
て
い
る
の
に
も
拘
ら
ず
、「
大
沢
さ
ん
」
が
無
自
覚
で
あ
る
の
と
同
様
、
ま

さ
に
そ
う
し
た
他
者
で
あ
る
「
大
沢
さ
ん
」
の
姿
を
通
し
て
も
、「
僕
」
は
自
身
が
有

す
る
危
険
性
を
明
確
に
見
出
す
に
は
至
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
本
作
が
重

要
な
の
は
、
単
に
他
者
を
一
面
的
に
捉
え
て
い
く
こ
と
の
危
険
性
が
描
出
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
似
姿
を
通
し
て
も
、「
僕
」
の
「
沈
黙
」

に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
を
自
身
に
容
易
に
は
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
あ
り

方
が
描
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
れ
は
、
安
易
に
レ
ッ
テ
ル
を
貼
り
合
う
こ
と

や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
〈
キ
ャ
ラ
〉
化
な
ど
も
含
め
、
ほ
と
ん
ど
揶
揄
さ
れ
て
い

る
と
も
言
え
る
現
在
の
あ
り
方
が
、
実
際
に
は
想
像
以
上
に
根
深
い
問
題
と
し
て
あ
る

─
─
戦
後
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
存
在
す
る
〈
壁
〉
─
─
と
い
う
こ
と
を
浮
彫
に
す
る

こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
末
尾
の
ビ
ー
ル
は
、「
大
沢
さ
ん
」
に
と
っ
て
は
高
校
時
代
か

ら
続
け
る
ボ
ク
シ
ン
グ
と
同
様
の
も
の
─
─
怯
え
か
ら
の
自
己
防
衛
─
─
に
過
ぎ
ず
、

「
僕
」
に
と
っ
て
は
「
沈
黙
」
に
留
ま
る
あ
り
方
を
示
す
も
の
で
し
か
な
い
。
そ
の
よ

う
に
互
い
に
他
者
を
見
な
い
あ
り
方
、「
僕
」の
質
問
に
過
剰
に
反
応
す
る「
大
沢
さ
ん
」

の
饒
舌
と
、
結
果
的
に
「
僕
」
が
陥
る
「
沈
黙
」
と
い
う
構
図
を
通
す
こ
と
で
、
改
め

て
読
み
手
が
自
身
に
何
を
還
元
さ
せ
、
世
界
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
く
の
か
と
い
う

こ
と
を
突
き
つ
け
て
く
る
点
に
こ
そ
、
本
作
の
現
在
性
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

注（
1
）

村
上
春
樹
「
解
題
」（『
村
上
春
樹
全
作
品1990

～2000

③
短
篇
集
Ⅱ
』
講
談
社
、
二

〇
〇
三
・
三
）。
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（
2
）

村
上
春
樹
「
か
え
る
く
ん
の
い
る
場
所
」（『
は
じ
め
て
の
文
学
・
村
上
春
樹
』
文
芸
春
秋
、

二
〇
〇
六
・
一
二
）。

（
3
）
馬
場
重
行
「
村
上
春
樹
「
沈
黙
」
論
─
─
「
深
み
」
の
共
有
へ
」（
馬
場
重
行
・
佐
野

正
俊
編
著
『〈
教
室
〉
の
中
の
村
上
春
樹
』
ひ
つ
じ
書
房
、
二
〇
一
一
・
八
）。

（
4
）

渡
部
直
己
『
不
敬
文
学
論
序
説
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
六
・
二
。
初
刊
は
、

太
田
出
版
、
一
九
九
九
・
七
）。

（
5
）

斎
藤
環
『
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
精
神
分
析
─
─
マ
ン
ガ
・
文
学
・
日
本
人
』（
筑
摩
書
房
、

二
〇
一
一
・
三
）。

（
6
）

水
野
博
介
『
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
メ
デ
ィ
ア
論
─
─
過
渡
期
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
・
メ
デ
ィ

ア
と
文
化
』（
学
文
社
、
二
〇
一
四
・
三
）。

（
7
）

注
（
5
）
に
同
じ
。

（
8
）

尾
形
大
「
村
上
春
樹
「
沈
黙
」
を
読
む
（
一
）
─
─
高
等
学
校
国
語
科
教
材
と
し
て
の

一
視
点
」（「
教
育
・
研
究
」
二
〇
一
二
・
三
）。

（
9
）

岡
田
豊
「
村
上
春
樹
『
沈
黙
』
に
関
す
る
一
考
察
─
─
大
沢
の
〈
沈
黙
〉
／
「
僕
」
の
〈
沈

黙
〉」（「
駒
沢
国
文
」
二
〇
〇
六
・
二
）、
深
津
謙
一
郎
「
村
上
春
樹
「
沈
黙
」
論
─
─

内
な
る
〈
他
者
〉
へ
の
想
像
力
」（「
文
芸
研
究
」
二
〇
一
五
・
三
）
は
、「
青
木
」
と
「
大

沢
さ
ん
」
に
共
通
す
る
プ
ラ
イ
ド
の
高
さ
が
、
互
い
を
刺
激
し
合
っ
た
と
す
る
が
、「
青

木
」
に
つ
い
て
は
証
明
の
し
よ
う
が
な
く
、
ま
た
「
大
沢
さ
ん
」
自
身
が
、
プ
ラ
イ
ド

の
高
さ
を
実
際
に
周
囲
に
発
散
し
て
い
た
と
い
う
点
も
、
本
稿
と
は
文
脈
が
異
な
る
。

（
10
）

風
丸
良
彦
『
村
上
春
樹
短
篇
再
読
』（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
七
・
四
）。

（
11
）

岡
田
康
介
「〈
再
話
〉
さ
れ
る
大
沢
／
〈
物
語
化
〉
す
る
「
僕
」
─
─
村
上
春
樹
「
沈
黙
」

論
」（「
横
浜
国
大
国
語
研
究
」
二
〇
一
四
・
三
）。

（
12
）

岡
田
豊
（
注
9
）
に
同
じ
。
付
け
加
え
れ
ば
、
ボ
ー
イ
ン
グ
7

3

7
に
つ
い
て
は
、
そ

の
機
種
を
す
ぐ
に
判
断
す
る
あ
り
方
か
ら
、「
僕
」
が
飛
行
機
に
あ
る
程
度
の
関
心
の

あ
る
人
物
と
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
、「
青
木
」
を
批
判
し
た
後
に
「
微
笑
」

を
向
け
る
「
大
沢
さ
ん
」
か
ら
、
自
身
の
関
心
の
あ
る
事
柄
に
目
を
そ
ら
せ
た
と
指
摘

さ
れ
て
い
る
。

（
13
）

藤
田
直
哉
『
新
世
紀
ゾ
ン
ビ
論
─
─
ゾ
ン
ビ
と
は
、
あ
な
た
で
あ
り
、
わ
た
し
で
あ
る
』

（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
七
・
三
）
は
、
そ
う
し
た
状
況
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
、
サ

ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
領
域
な
ど
に
お
け
る
近
年
の
ゾ
ン
ビ
の
流
行
を
指
摘
し
、
そ
の
現
象
が
、

「
過
剰
流
動
性
そ
れ
自
体
を
飼
い
慣
ら
し
、
自
ら
の
一
部
を
流
動
性
の
中
に
投
げ
入
れ

た
り
、
身
に
ま
と
う
こ
と
で
現
代
に
適
応
し
よ
う
と
す
る
新
し
い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の

可
能
性
を
提
示
」
し
、
一
方
で
「
そ
の
よ
う
な
生
き
方
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
を
告
発

す
る
」
両
義
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
14
）

木
村
朗
子
『
震
災
後
文
学
論
─
─
あ
た
ら
し
い
日
本
文
学
の
た
め
に
』（
青
土
社
、
二

〇
一
三
・
一
一
）。

（
15
）

田
中
和
生
『
震
災
後
の
日
本
で
戦
争
を
引
き
う
け
る
─
─
吉
本
隆
明
『
共
同
幻
想
論
』

を
読
み
直
す
』（
現
代
書
館
、
二
〇
一
七
・
二
）。

（
16
）

拙
稿
「
川
上
弘
美
「
神
様
2

0

1

1
」、
竜
田
一
人
「
い
ち
え
ふ
」、
カ
ト
ー
コ
ー
キ
『
シ

ン
サ
イ
ニ
ー
ト
』
が
浮
彫
に
す
る
戦
後
日
本
の
問
題
性
─
─
東
日
本
大
震
災
以
降
の
文

学
、
マ
ン
ガ
の
表
象
分
析
」（
後
藤
隆
基
編
者
『〈
3
・
11
〉
後
の
表
現
を
考
え
る
』

立
教
大
学
日
本
学
研
究
所
、
二
〇
一
七
・
九
）
で
は
、
そ
の
よ
う
に
一
面
化
し
た
状
況

の
中
で
、
隠
蔽
さ
れ
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
問
題
性
自
体
を
浮
彫
に
し
て
い

る
小
説
、
マ
ン
ガ
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

（
や
ま
だ
　
な
つ
き
　
　
日
本
語
日
本
文
学
科
）


