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1１ 　

「
沈
黙
」
は
「
黙
り
込
ん
で
口
を
き
か
な
い
こ
と
」
以
外
に
、
「
物
音
が
無
く
静
か
な
こ
と
」
や

「
活
動
せ
ず
に
じ
っ
と
し
て
い
る
こ
と
」
を
表
す
熟
語
で
、
「
沈
黙
を
守
る
」
「
沈
黙
し
て
語
ら
な

い
」
な
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
。

２ 　

「
網
」
の
音
読
み
は
「
モ
ウ
」
で
、
「
網
羅
」
「
監
視
網
」
「
一
網
打
尽
」
な
ど
の
熟
語
と
し
て
用

い
ら
れ
る
。

３ 　

「
根
拠
」
と
は
「
物
事
が
存
在
す
る
た
め
の
理
由
」
の
こ
と
。
ま
た
「
本
拠
地
」
と
い
う
意
味
も
あ

る
。

４ 　

「
管
」
の
音
読
み
は
「
カ
ン
」
で
、
「
管
理
」
「
水
道
管
」
な
ど
の
熟
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
ま

た
「
管
」
と
「
菅
」
は
「
カ
ン
」
と
い
う
音
読
み
を
持
つ
上
に
形
が
似
て
い
る
の
で
、
書
き
間
違
わ
な

い
よ
う
気
を
つ
け
る
。

５ 　

「
延
期
」
は
「
期
日
や
期
限
を
延
ば
す
こ
と
」
と
い
う
意
味
で
、
類
義
語
の
「
順
延
」
と
の
違
い
は

「
順
番
通
り
に
延
ば
す
か
ど
う
か
」
に
あ
る
。

６　

「
痛
」
の
音
読
み
は
「
ツ
ウ
」
で
、
「
頭
痛
」
「
痛
快
」
な
ど
の
熟
語
が
あ
る
。

2
　

 　

「
不
尽
言
」
は
、
江
戸
時
代
中
期
に
お
け
る
儒
学
者
・
医
師
で
あ
る
堀ほ

り

景け
い

山ざ
ん

に
よ
っ
て
書
か
れ
た
随

筆
。

１ 　

１
行
目
『
高
祖
の
前
に
て
聖
人
の
書
を
引
き
、
政
事
を
論
ぜ
し
（
＝
高
祖
の
前
で
聖
人
の
書
物
を
引

用
し
な
が
ら
、
政
治
に
つ
い
て
論
じ
て
い
た
）』
主
体
は
「
陸
賈
」
で
あ
る
。
ま
た
、
2
～
3
行
目
『
古

の
聖
人
の
天
下
を
取
ら
れ
し
（
＝
古
代
の
聖
人
が
（
平
和
的
な
方
法
で
）
天
下
を
お
取
り
に
な
っ
た
）』

の
主
体
は
「
古
の
聖
人
」
で
あ
る
。

２ 　

古
文
で
は
、
語
頭
以
外
の
「
は
ひ
ふ
へ
ほ
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
わ
い
う
え
お
」
と
読
む
の
で
、
「
お

ほ
き
に
」
の
「
ほ
」
を
「
お
」
と
読
む
。

３ 　

「
陛
下
」
と
は
高
祖
の
こ
と
で
あ
る
。
高
祖
が
3
行
目
で
『
馬
上
に
て
天
下
を
取
り
た
れ
ば
』
と
言

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
よ
い
。

４ 　

高
祖
は
５
～
6
行
目
『
陛
下
は  

馬
上  

に
て
天
下
を
得
ら
れ
し
と
思
し
召
せ
ど
も
、
な
に
と
し
て

国
語

NO.42



馬
上
に
て
天
下
は
治
ま
る
ま
じ
き
ぞ
（
＝
ど
う
し
て
も
戦
場
で
戦
う
こ
と
に
よ
っ
て
天
下
を
治
め
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
）』
と
い
う
陸
賈
の
言
葉
に
反
論
で
き
ず
、
「
閉
口
せ
ら
れ
て
（
＝
閉
口
さ
せ
ら
れ

て
）」
し
ま
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
る
。

５ 　

高
祖
は
9
～
１１
行
目
『
「
新
語
」
と
云
ふ
書
を
作
ら
せ
ら
れ
し
に
、
一
篇
出
で
て
差
し
上
ぐ
る
た
び

に
、
そ
の
意
味
を
聞
か
れ
て
は
、
一
々
に
「
尤
も
な
り
」
と
感
服
あ
り
し
（
＝
『
新
語
』
と
い
う
書
物

を
作
ら
せ
な
さ
っ
た
の
だ
が
、
一
章
節
が
出
来
上
が
っ
て
献
上
す
る
ご
と
に
、
そ
の
意
味
を
お
尋
ね
に

な
っ
て
は
、
い
ち
い
ち
「
も
っ
と
も
だ
」
と
感
服
な
さ
っ
た
）』と
あ
る
の
で
、
イ
が
正
解
で
あ
る
。
ち

な
み
に
、
ア
「
高
祖
に
代
わ
っ
て
天
下
を
治
め
た
」
、
ウ
「
高
祖
の
頭
の
よ
さ
に
驚
い
た
」
、
エ
「
自

分
の
意
見
を
参
考
に
し
た
」
、
オ
「
陸
賈
」
の
部
分
が
、
そ
れ
ぞ
れ
適
当
で
は
な
い
。

〔
大
意
〕

　

 　

陸
賈
と
い
う
者
が
、（
漢
の
皇
帝
で
あ
る
）高
祖
の
前
で
聖
人
の
書
物
を
引
用
し
な
が
ら
、
政
治
に
つ

い
て
論
じ
て
い
た
と
こ
ろ
、
元
来
、
儒
者
嫌
い
の
高
祖
が
、
「
私
は
古
代
の
聖
人
が
（
平
和
的
な
方
法

で
）
天
下
を
お
取
り
に
な
っ
た
の
と
は
異
な
り
、
戦
場
で
戦
っ
て
天
下
を
と
っ
た
の
で
、
聖
人
の
言
葉

や
考
え
方
は
必
要
な
い
」
と
言
っ
て
、
陸
賈
を
ひ
ど
く
非
難
し
て
叱
り
つ
け
た
の
で
、
陸
賈
は
、
「
陛

下
は
戦
場
で
戦
っ
て
天
下
を
お
と
り
に
な
っ
た
と
お
思
い
で
し
ょ
う
が
、
ど
う
や
っ
て
も
戦
場
で
戦
う

こ
と
に
よ
っ
て
天
下
を
治
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
」
と
言
っ
た
の
で
、
陸
賈
の
答
え
に
閉
口
さ
せ
ら

れ
て
、
そ
れ
以
降
は
陸
賈
を
信
頼
し
、
す
ぐ
に
陸
賈
に
命
令
し
て
、
昔
の
聖
人
や
賢
人
の
言
葉
を
引
用

し
、
天
下
を
治
め
る
た
め
の
方
法
論
を
解
説
し
た
『
新
語
』
と
い
う
書
物
を
作
ら
せ
な
さ
っ
た
の
だ
が
、

（
陸
賈
が
、
そ
の
『
新
語
』
の
）
一
章
節
が
出
来
上
が
っ
て
献
上
す
る
ご
と
に
、
そ
の
意
味
を
お
尋
ね

に
な
っ
て
は
、
い
ち
い
ち
「
も
っ
と
も
だ
」
と
感
服
な
さ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。


