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「
遠
さ
」
と
「
近
さ
」
の
観
点
か
ら
み
た
「
言
葉
」
の
問
題

は
じ
め
に

『
存
在
と
時
間
』
を
始
点
と
し
た

「
聴
く
こ
と
」
へ
の
転
換

「
見
る
こ
と
」
か
ら

渡
辺
和
典

　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
惟
の
過
程
に
お
い
て
、
「
言
葉
（
Q
o
冒
轟
o
ゴ
Φ
）
」
の
問
題
が
そ
の
思
索
の
開
始
時
か
ら
大
き
な
比
重
を
し
め
て

い
た
こ
と
は
、
彼
自
身
が
述
懐
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
（
－
）
。
と
り
わ
け
、
第
一
の
根
本
書
で
あ
る
『
存
在
と
時

間
』
に
お
け
る
「
言
葉
」
の
問
題
の
位
置
づ
け
を
究
明
す
る
こ
と
は
、
以
後
の
思
索
に
お
い
て
コ
言
葉
」
の
問
題
が
さ
ら
に
問
わ
れ

て
ゆ
く
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
「
基
礎
的
存
在
論
（
閃
§
・

α
p
ヨ
Φ
9
巴
o
暮
o
一
〇
α
Q
邑
」
が
当
初
の
計
画
通
り
に
は
完
遂
さ
れ
え
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
哲
学
は
一
貫
し

て
、
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
、
「
言
葉
」
の
問
題
と
格
闘
し
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
根
本
的
に
問
わ
れ
つ
づ
け
ら
れ
て
い

る
の
は
「
存
在
（
ω
Φ
一
p
）
」
で
あ
っ
て
、
存
在
が
「
存
在
論
（
○
葺
o
一
〇
α
q
芭
」
と
し
て
語
ら
れ
る
以
上
、
つ
ま
り
、
淘
ひ
曵
○
り
に
関
わ
り
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つ
つ
な
さ
れ
る
以
上
（
ω
昌
』
刈
）
、
「
言
葉
」
に
か
ん
す
る
問
題
は
、
少
な
く
と
も
『
存
在
と
時
間
』
の
時
期
に
お
い
て
は
「
存
在
」

と
と
も
に
主
題
と
さ
れ
て
い
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
実
は
様
々
な
る
意
匠
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
お
け
る
コ
言
葉
」
の
も
つ
問
題
系
の
位
置
づ
け
を
判
明
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
本
稿
は
、
第
一
に
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
「
言
葉
」
と
い
う
概
念
を
判
明
に
し
、
か
つ
そ
の
限
界
を
示
す
こ
と
を
目
的
と
す

る
。
そ
の
際
、
「
近
さ
」
と
「
遠
さ
」
と
い
う
表
現
を
手
引
き
と
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
『
存
在
と
時
間
』
以
後
の
思
索
へ
の
橋
渡
し
と

し
つ
つ
、
「
言
葉
」
と
「
存
在
」
と
の
関
係
を
浮
き
彫
り
に
し
た
い
。
と
い
う
の
も
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
近
さ
」
と
「
遠

さ
」
は
一
九
三
〇
年
代
以
降
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
の
な
か
で
重
要
な
術
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
（
2
）
。

以
上
の
作
業
を
通
じ
て
、
「
言
葉
」
の
も
つ
根
本
性
格
が
「
見
え
る
よ
う
に
せ
し
め
る
こ
と
（
O
D
Φ
げ
①
昌
　
一
叫
ω
ω
Φ
口
）
」
か
ら
「
聴
く
こ
と

（
＝
曾
Φ
昌
）
」
へ
と
変
奏
さ
れ
る
こ
と
の
一
端
を
示
す
こ
と
で
、
「
言
葉
」
と
い
う
事
象
を
考
察
す
る
た
め
の
解
釈
の
土
台
と
し
た
い
。

1
．
「
近
さ
」
と
「
遠
さ
」
の
本
質
は
自
己
理
解
の
度
合
い
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と

　
「
近
さ
（
Z
餌
げ
Φ
）
」
と
「
遠
さ
（
国
臼
コ
①
）
」
と
い
う
表
現
は
、
『
存
在
と
時
間
』
の
つ
ぎ
の
文
章
に
よ
っ
て
、
つ
と
に
知
ら
れ
て
い

る
〔
3
）
。
「
現
存
在
〔
∪
器
①
ぎ
〕
は
な
る
ほ
ど
存
在
者
的
に
は
〔
o
算
δ
o
巳
近
し
い
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
最
も
近
し
い
も
の
で
さ

え
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
わ
れ
わ
れ
が
各
々
現
存
在
そ
れ
自
身
で
さ
え
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
或
い
は
ま

さ
に
そ
れ
故
に
、
存
在
論
的
に
は
〔
o
暮
9
0
ひ
q
δ
o
巳
最
も
遠
い
も
の
な
の
で
あ
る
」
（
ω
¢
N
扇
）
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
『
存
在
と
時
間
』

に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
「
近
さ
」
と
「
遠
さ
」
に
関
し
て
、
詳
細
な
言
及
、
分
析
を
行
っ
て
は
い
な
い
が
、
そ
の
内
実
を
浮
き
彫
り

に
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
概
念
系
に
お
い
て
こ
の
遠
近
問
題
が
ど
の
よ
う
な
位
置
づ

け
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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ま
ず
、
事
柄
に
関
し
て
確
認
し
て
お
け
ば
、
「
近
さ
」
や
「
遠
さ
」
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
以
上
、
そ
こ
に
は
、
「
距
離
（
∪
φ

β
旨
）
」
の
問
題
が
伏
在
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
近
い
や
遠
い
と
は
、
本
来
、
或
る
も
の
と
或
る
も
の
と
の
関
係
性
と
言

い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
或
る
も
の
が
、
或
る
も
の
に
対
し
て
近
か
っ
た
り
、
遠
か
っ
た
り
す
る
の
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
距
離
や
或
る
も
の
同
士
の
関
係
性
は
、
「
存
在
者
（
ω
9
Φ
＆
Φ
ω
）
」
の
間
で
の
問

題
で
は
な
い
し
、
ま
し
て
や
物
理
的
な
次
元
で
の
設
定
を
述
べ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
「
現
存
在
は
、
わ
れ
わ
れ
が
現
存
在
そ
れ
自
身

で
さ
え
あ
る
」
と
い
う
表
現
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
現
存
在
自
身
の
自
己
自
身
に
対
す
る
関
わ
り
合
い
の
問
題
な
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
存
在
の
問
い
〔
ω
①
ぎ
ω
坤
蝉
σ
q
Φ
〕
」
の
内
実
か
ら
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
存
在
の
問
い
」
は
、
現

存
在
の
存
在
「
が
」
自
ら
の
存
在
「
を
」
問
う
こ
と
（
国
鑓
σ
q
雪
）
で
あ
る
か
ら
だ
。
さ
ら
に
、
現
存
在
の
存
在
を
定
式
化
し
て
述
べ

て
い
る
命
題
、
「
こ
の
存
在
者
に
と
っ
て
は
そ
の
存
在
に
お
い
て
こ
の
存
在
そ
の
も
の
が
関
心
の
的
と
な
っ
て
い
る
」
（
ω
二
N
し
ト
。
）
と

い
う
表
現
か
ら
も
、
自
己
関
係
性
が
明
ら
か
に
読
み
取
れ
よ
う
。
そ
れ
は
意
識
の
「
反
省
」
で
は
な
く
、
「
存
在
の
関
わ
り
合
い

（
ω
Φ
一
コ
ω
＜
Φ
「
げ
似
一
け
昌
一
ω
）
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
『
存
在
と
時
間
』
の
方
法
論
の
要
諦
は
、
現
存
在
の
「
存
在
理
解
（
ω
Φ
ぎ
ω
＜
臼
ω
鼠
巳
巳
ω
）
」

を
手
引
き
と
す
る
が
故
に
、
先
に
掲
げ
た
命
題
に
お
け
る
「
近
さ
」
と
「
遠
さ
」
が
含
意
し
て
い
る
の
は
自
ら
の
存
在
へ
の
関
わ
り

方
の
度
合
い
、
つ
ま
り
、
自
己
理
解
の
度
合
い
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
で
き
る
。

　
で
は
、
「
近
さ
」
と
「
遠
さ
」
を
自
己
関
係
性
に
お
け
る
理
解
の
度
合
い
と
し
て
み
た
場
合
、
そ
の
よ
う
な
「
近
さ
」
と
「
遠
さ
」

は
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
様
相
を
呈
す
る
だ
ろ
う
か
。
先
の
、
「
近
さ
」
と
「
遠
さ
」
を
述
べ
て
い
る
命
題
に
続
く
箇
所
で
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
は
、
現
存
在
の
存
在
の
傾
向
と
し
て
、
「
自
ら
に
固
有
の
存
在
を
、
現
存
在
が
本
質
上
、
た
え
ず
か
つ
さ
し
あ
た
り
関
わ
り
あ
っ

て
い
る
存
在
者
か
ら
、
〔
つ
ま
り
〕
『
世
界
』
か
ら
理
解
」
（
ω
信
N
扇
）
し
て
い
る
と
論
定
す
る
。
こ
の
場
合
の
存
在
理
解
、
す
な
わ

ち
、
自
己
理
解
が
「
存
在
者
的
な
近
さ
」
の
う
ち
に
あ
る
と
言
え
る
よ
う
な
自
己
関
係
性
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
存
在
論
的
な
考
察
を

加
え
ず
に
た
だ
、
目
の
前
に
見
出
さ
れ
る
よ
う
な
存
在
者
に
定
位
し
て
、
自
ら
の
存
在
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
他
方
、
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自
己
関
係
性
と
し
て
見
た
場
合
の
「
遠
さ
」
は
、
ま
さ
に
自
ら
の
存
在
を
「
世
界
」
に
、
こ
こ
で
は
「
直
前
的
存
在
者
〔
＜
o
吾
曽
亭

島
Φ
⇒
Φ
ω
〕
」
に
定
位
す
る
の
で
は
な
く
、
存
在
論
に
定
位
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
存
す
る
。
こ
の
作
業
そ
の
も
の
が
「
基
礎

的
存
在
論
」
の
意
図
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
い
ま
だ
そ
れ
が
な
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
即
ち
、
存
在
理
解
の
仕
上
げ
が
な
さ
れ
て
い

な
い
以
上
、
自
己
理
解
の
度
合
い
と
し
て
は
い
ま
だ
「
遠
い
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
4
）
。

2
．

自
己
理
解
の
度
合
い
は
そ
の
本
質
を
「
言
葉
」
の
う
ち
に
有
す
る
と
い
う
こ
と

　
現
存
在
の
自
己
理
解
の
度
合
い
が
「
近
さ
」
と
「
遠
さ
」
と
い
う
表
現
に
お
い
て
言
い
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

で
は
、
こ
の
自
己
理
解
は
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
そ
の
度
合
い
を
増
し
た
り
減
じ
た
り
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
理
解
の
度
合
い
が
増
し

た
り
減
じ
た
り
す
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
で
増
減
す
る
よ
う
な
或
る
も
の
が
要
請
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か

も
、
自
己
理
解
に
お
け
る
「
理
解
〔
＜
興
ω
8
げ
Φ
菖
」
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
術
語
と
し
て
捉
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
「
理
解
」
は
「
存
在
の

問
い
」
を
導
く
唯
一
の
手
引
き
で
あ
る
。
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
「
理
解
」
は
、
「
理
解
を
形
成
し
た
も
の
〔
諺
⊆
ω
σ
ま
自
σ
q
鳥
Φ
ω

＜
Φ
「
ω
8
ゴ
Φ
コ
ω
〕
」
（
ω
二
N
＝
°
。
）
と
し
て
は
「
解
釈
〔
》
口
巴
①
o
q
ニ
コ
ひ
q
〕
」
に
な
り
、
さ
ら
に
、
「
解
釈
の
派
生
的
様
態
と
し
て
の
言
表

〔
》
＝
ω
ω
p
α
Q
Φ
巴
ω
四
σ
オ
¢
竃
口
α
q
Φ
『
ζ
○
巳
ω
血
①
門
諺
⊆
巴
Φ
ひ
q
§
ゆ
q
〕
」
（
ω
＝
N
L
切
ω
）
へ
と
進
む
。
そ
の
よ
う
な
「
（
存
在
）
理
解
」
が
度
合

い
を
増
す
の
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
存
在
論
的
な
「
遠
さ
」
が
よ
り
「
近
み
」
へ
と
も
た
ら
さ
れ
る
の
は
、
「
基
礎
的
存
在
論
」
が
遂

行
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
、
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
遂
行
は
、
端
的
に
言
っ
て
、
「
言
葉
」
に
お
い
て
な
さ
れ
る
。
「
理
解
」
が
「
言

表
」
へ
い
た
る
こ
と
、
具
体
的
に
は
、
「
平
均
的
で
漠
然
と
し
た
存
在
理
解
〔
α
器
O
霞
o
冨
o
ぎ
葺
一
一
〇
げ
Φ
琶
◎
＜
四
σ
Q
Φ
Q
。
Φ
3
ω
＜
9
ω
感
巳
－

巳
ω
〕
」
（
ω
＝
N
㎝
）
が
「
判
断
」
と
い
う
か
た
ち
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
（
5
）
、
「
言
表
」
、
す
な
わ
ち
広
義
に
お
け

る
言
葉
が
、
理
解
の
度
合
い
に
お
い
て
増
減
す
る
或
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
存
在
論
と
い
う
学
問
に
お
け
る
「
学
的
解
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

釈
（
貯
け
Φ
「
買
Φ
8
鉱
8
）
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
言
表
の
集
成
か
ら
な
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
「
言
葉
」
の
自
己
展
開
（
ω
Φ
ぎ
ω
サ

①
ロ
ヰ
巴
け
§
ひ
q
）
で
あ
る
か
ら
だ
。
展
開
さ
れ
る
「
言
葉
」
が
存
在
を
概
念
把
握
し
よ
う
と
努
め
れ
ば
そ
れ
だ
け
一
層
、
或
い
は
、
存
在

理
解
が
コ
言
葉
」
に
お
い
て
顕
に
な
れ
ば
そ
れ
だ
け
一
層
、
存
在
が
存
在
論
的
に
「
近
み
」
へ
と
も
た
ら
さ
れ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
、
「
言
葉
」
に
お
け
る
自
己
展
開
に
お
い
て
「
遠
さ
」
と
「
近
さ
」
を
把
握
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ぎ
の

表
現
の
う
ち
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
根
源
的
に
汲
み
取
ら
れ
た
現
象
学
的
概
念
と
命
題
は
、
伝
達
さ
れ
た
言
表
と

し
て
は
、
堕
落
す
る
こ
と
〔
国
耳
p
答
琶
ぴ
q
〕
の
可
能
性
の
う
ち
に
存
し
て
い
る
」
（
ω
¢
掴
ω
①
）
。
つ
ま
り
、
命
題
と
し
て
表
現
さ
れ
た

「
言
葉
」
は
、
そ
れ
を
読
む
、
或
い
は
聞
く
そ
の
仕
方
に
よ
っ
て
、
真
正
に
理
解
さ
れ
も
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
は
大
い
に
、
む
し
ろ
本

質
的
に
誤
読
や
誤
解
の
可
能
性
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
或
る
テ
ク
ス
ト
に
書
か
れ
た
「
現
象
学
的
概
念
と
命
題
」
は
、
そ
れ
を
な
ぞ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
だ
け
で
は
、
い
ま
だ
自
己
理
解
の
度
合
い
と
し
て
は
「
遠
さ
」
の
う
ち
に
あ
る
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
現
存
在
が
「
各
私
性

ロ
Φ
ヨ
虫
巳
α
q
オ
Φ
己
」
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
自
ら
が
自
ら
の
「
言
葉
」
に
お
い
て
自
己
理
解
を
深
め
る
こ
と
こ
そ

が
、
「
近
さ
」
を
も
た
ら
す
「
振
る
舞
い
〔
＜
Φ
島
巴
8
巳
」
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
「
伝
達
さ
れ
た
言
表
〔
巨
蒔
卑
Φ
旨
Φ

〉
¢
ω
鈴
ひ
Q
Φ
〕
と
し
て
は
、
堕
落
す
る
可
能
性
」
を
も
つ
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

3
．

『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
「
言
葉
（
ω
U
「
8
コ
Φ
）
」
の
含
意
す
る
も
の

　
「
近
さ
」
と
「
遠
さ
」
と
は
「
言
葉
」
の
問
題
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
た
い
ま
、
そ
も
そ
も
「
言
葉
」
が
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
て
い
た
の
か
が
検
討
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
以
下
、
『
存
在
と
時
間
』
の
論
述
を
追
う
こ
と
に

よ
っ
て
こ
れ
を
具
体
的
に
し
よ
う
。

　
「
語
り
が
語
り
だ
さ
れ
た
も
の
が
言
葉
で
あ
る
〔
∪
一
Φ
＝
ぎ
舞
ω
α
q
Φ
ω
℃
「
o
o
げ
窪
ゴ
①
一
け
α
臼
菊
Φ
仙
Φ
一
ω
け
臼
Φ
Q
D
O
茜
o
げ
Φ
〕
」
（
ω
信
N
】
H
①
H
）
、
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と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
規
定
す
る
。
問
題
は
、
こ
の
国
ぎ
9
霧
σ
q
Φ
ω
買
o
o
プ
Φ
島
Φ
淳
の
内
実
で
あ
る
。
接
頭
辞
と
し
て
機
能
し
て
い
る

三
轟
⊆
ω
は
「
内
か
ら
外
へ
」
、
或
い
は
「
～
か
ら
～
へ
」
と
い
う
方
向
性
を
含
意
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
素
朴
な

主
客
関
係
や
、
意
識
す
る
自
我
か
ら
外
界
へ
と
い
う
意
味
で
こ
れ
を
用
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
現
存
在
は
そ
の
存
在
体
制
と
し
て
、

つ
ね
に
す
で
に
「
脱
自
的
に
〔
国
冨
け
巴
ω
o
包
」
有
る
か
ら
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
「
内
か
ら
外
へ
」
移
行
す
る
も
の
、
或
い

は
、
「
～
か
ら
～
へ
」
と
い
う
次
元
の
転
換
が
意
味
す
る
も
の
と
は
な
ん
で
あ
る
の
か
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
「
存
在
論
的
差
異

〔
o
口
8
δ
σ
q
誇
冨
∪
蕨
①
『
窪
N
〕
」
に
着
目
す
る
こ
と
で
解
釈
で
き
る
と
考
え
た
い
（
6
）
。
「
語
り
〔
物
Φ
O
Φ
〕
」
は
「
実
存
論
的
－
存
在
論

的
」
概
念
（
Φ
×
一
ω
8
嵩
一
巴
－
o
暮
o
一
〇
σ
q
一
ω
9
）
、
即
ち
「
実
存
カ
テ
ゴ
リ
ー
（
国
×
一
ω
8
冒
一
巴
）
」
で
あ
っ
て
、
現
存
在
が
存
在
す
る
の
で
あ

れ
ば
必
然
的
に
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
体
制
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ
の
存
在
論
的
概
念
が
存
在
者
的
な
次
元
へ
と
至
っ
た
も
の
、
つ
ま

り
、
「
内
世
界
的
存
在
者
」
（
「
直
前
的
存
在
者
」
で
あ
れ
「
手
許
的
存
在
者
」
で
あ
れ
）
と
い
う
次
元
で
捉
え
ら
れ
た
も
の
が
「
言
葉
」

で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
即
ち
、
存
在
論
的
次
元
「
か
ら
」
存
在
者
的
次
元
「
へ
」
と
い
う
転
換
が
「
言
葉
」
に
お
い
て

生
じ
る
の
だ
、
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
右
の
引
用
箇
所
に
続
け
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
述
べ
て
い
る
。
「
〔
言
葉
と
い
う
〕
こ
の
語
全

体
は
、
そ
の
語
全
体
の
う
ち
で
語
り
は
あ
る
固
有
な
『
世
界
的
』
な
存
在
を
も
つ
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
に
し
て
内
世
界
的
存
在
者
と

し
て
、
手
許
的
存
在
者
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
目
前
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
。
こ
の
引
用
に
お
い
て
、
「
世
界
」
が
括
弧
に
入

れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
「
世
界
性
」
の
分
析
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
よ
う
に
（
Q
o
二
N
”
9
）
、
存
在
者
的
概
念
と
し
て
「
直
前
的
存
在

者
」
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
端
的
に
「
内
世
界
的
存
在
者
」
と
し
て
見
出
さ
れ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
「
語
り
」
が
語
り
だ
さ
れ

た
も
の
と
し
て
の
「
言
葉
」
は
、
「
語
り
」
と
い
う
存
在
論
的
次
元
の
存
在
者
的
な
具
現
化
で
あ
る
と
言
え
る
。
フ
ォ
ン
・
ヘ
ル
マ
ン

に
よ
れ
ば
、
「
匡
轟
話
と
は
自
我
的
な
内
在
性
か
ら
外
在
性
へ
、
で
は
な
く
、
こ
の
三
⇒
窪
ω
は
脱
自
的
ー
地
平
的
な
開
示
性
か
ら
、

有
り
つ
つ
あ
る
語
的
音
声
化
〔
岳
Φ
ω
皿
Φ
巳
Φ
≦
o
「
曄
駄
8
＜
巴
四
暮
σ
鴛
§
α
q
〕
へ
」
（
7
）
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
言
葉
」
と
は
、
或
る
存
在
者
と
し
て
、
な
ん
ら
か
の
音
声
的
な
或
る
も
の
、
さ
ら
に
は
音
声
化
へ
と
も
た
ら
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さ
れ
る
も
の
を
も
含
む
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
話
す
と
い
う
行
為
に
加
え
て
、
書
字
を
も
「
言
葉
」
に
含
め
る
こ
と
が
で

き
る
。
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
フ
ィ
ガ
ー
ル
は
、
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
『
言
葉
』
と
い
う
こ
と
で
、
『
語
り
』
の
そ
の
つ
ど
の
音
声
的
、
文
法

的
、
語
彙
的
打
ち
出
し
〔
》
器
胃
似
ひ
Q
巷
喰
〕
を
理
解
し
て
い
る
」
（
8
v
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
と
り
わ
け
音
声
を
発
し
た
り

な
に
か
に
書
き
記
す
と
い
う
「
振
る
舞
い
」
に
着
目
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
身
体
的
行
為
一
般
へ
と
拡
張
可
能
で
あ
る
。
即
ち
、
わ
れ

わ
れ
が
事
実
的
に
身
体
的
に
存
在
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
（
9
）
。
し
か
も
、
「
言
葉
」
は
そ
れ
自
身
の
位
置
づ
け
に
関
し
て
、
存
在
論
的

次
元
の
存
在
者
的
な
具
現
化
、
さ
ら
に
は
、
現
存
在
が
そ
う
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
「
存
在
論
的
－
存
在
者
的
に
有
る
〔
o
暮
δ
o
『

6
導
9
0
ひ
q
δ
o
げ
犀
〕
」
（
ω
＆
口
卜
。
）
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
（
－
o
）
。

4
．

「
言
葉
」
の
役
割
と
「
近
さ
」
と
の
関
係

　
「
言
葉
」
は
、
「
存
在
論
的
－
実
存
論
的
」
構
造
と
し
て
の
「
語
り
」
が
、
「
存
在
者
的
－
実
存
的
」
に
語
り
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
は
行
為
一
般
へ
と
拡
張
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
。
「
世
界
ー
内
－
存
在
の
情
態
的
な
理
解
可
能
性
は
自
己
を
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

り
と
し
て
語
り
だ
す
」
（
ω
¢
N
目
①
H
）
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ね
に
す
で
に
、
「
語
り
」
は
外
へ
と
語
り
だ
さ
れ
（
鴛
ω
ω
嘆
8
げ
Φ
コ
）
、
そ

れ
と
し
て
機
能
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
謂
う
。

　
さ
て
、
「
基
礎
的
存
在
論
」
を
遂
行
す
る
こ
と
は
極
め
て
独
自
な
振
る
舞
い
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
存
在
論
を
「
論
」
と
し
て
成
り

立
た
せ
て
い
る
当
の
も
の
は
、
事
象
と
し
て
の
存
在
を
語
る
「
言
葉
」
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
そ
も

そ
も
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
る
言
葉
概
念
を
根
本
で
支
え
て
い
る
の
は
な
に
か
。
そ
れ
は
『
存
在
と
時
間
』
第
七
節
に
お
い
て
な
さ
れ

る
曽
ひ
曵
o
り
解
釈
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
「
言
葉
」
が
そ
の
根
を
も
つ
と
こ
ろ
の
「
語
り
」
は
、
淘
ひ
殴
o
り
の
翻
訳
と
さ
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
淘
ひ
殴
o
り
が
有
す
る
根
本
意
義
は
、
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
「
言
葉
」
に
も
反
映
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
。

　
で
は
、
ま
粟
o
り
の
根
本
意
義
と
は
な
ん
で
あ
る
か
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
「
醤
ひ
曵
o
り
の
根
本
意
義
は
語
り
で
あ
る
」
（
ω
二
N
し
b
。
）

と
し
、
「
語
る
こ
と
（
菊
Φ
α
Φ
昌
）
」
を
「
見
え
る
よ
う
に
せ
し
め
る
こ
と
（
ω
Φ
げ
①
巳
鋤
ω
ω
Φ
コ
）
」
（
Φ
げ
偶
）
と
一
言
い
換
え
て
い
る
。
さ
ら
に

続
け
て
、
「
語
る
こ
と
（
見
え
る
よ
う
に
せ
し
め
る
こ
と
）
は
、
そ
の
具
体
的
遂
行
に
お
い
て
は
、
話
す
こ
と
と
い
う
性
格
、
〔
つ
ま

り
〕
諸
々
の
語
に
お
け
る
音
声
上
の
発
言
〔
ω
鉱
ヨ
巨
一
〇
び
Φ
＜
Φ
『
冨
昇
σ
費
琶
ひ
q
ぎ
を
o
詳
Φ
コ
〕
と
い
う
性
格
を
も
つ
」
（
Φ
σ
α
．
）
と
言

う
。
こ
こ
に
明
ら
か
な
の
は
、
「
基
礎
的
存
在
論
」
に
お
け
る
評
ひ
曵
○
り
の
役
割
は
、
現
象
を
「
見
え
る
よ
う
に
せ
し
め
る
こ
と
」
な

の
で
あ
っ
て
、
「
見
る
こ
と
」
と
い
う
、
視
覚
的
な
表
現
を
も
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
卸
ひ
粟
o
り
の
根
本
性
格
が
、
或
る
も

の
を
「
見
え
る
よ
う
に
せ
し
め
る
こ
と
」
、
と
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
淘
ひ
殴
o
り
の
訳
語
と
し
て
の
「
語
り
」
、

そ
し
て
こ
の
「
語
り
」
の
派
生
的
形
態
と
し
て
の
「
言
表
〔
〉
二
ω
紹
ひ
q
Φ
〕
」
、
総
じ
て
「
言
葉
」
が
可
能
と
さ
れ
る
。
一
九
二
七
年
夏
学

期
講
義
『
現
象
学
の
根
本
諸
問
題
』
に
お
い
て
も
、
「
言
表
す
る
こ
と
は
存
在
者
を
挙
示
と
い
う
仕
方
で
見
え
る
よ
う
に
せ
し
め
る
こ

と
で
あ
る
」
（
u
）
と
述
べ
て
い
る
。

　
現
象
学
的
概
念
、
或
い
は
命
題
と
し
て
の
コ
言
葉
」
は
見
え
る
よ
う
に
さ
せ
る
或
る
も
の
で
あ
る
。
な
に
を
か
。
「
存
在
者
の
存
在
」

を
、
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
見
る
と
い
う
語
彙
が
本
来
含
意
し
て
い
る
よ
う
に
、
或
る
も
の
が
見
え
得
る
の
は
、
そ
こ
に
距
離
が
介

在
し
て
は
じ
め
て
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
見
よ
う
と
し
て
い
る
或
る
も
の
を
よ
り
よ
く
見
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を

近
づ
け
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
の
事
態
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
距
離
」
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
場
合
、
そ
れ
は
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
は
世
界
分
析
、
と
り
わ
け
存
在
者
と
の
関
わ
り

合
い
が
分
析
さ
れ
る
箇
所
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
距
離
」
は
現
存
在
分
析
に
お
い
て
は
「
空
間
性
〔
菊
習
巨
凶
o
莫
Φ
己
」
の
問

題
で
あ
る
。
そ
の
「
空
間
性
」
は
物
理
的
、
延
長
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
遠
さ
を
1
除
け
る
こ
と
〔
国
葺
よ
Φ
ヨ
琶
ひ
q
〕

と
方
向
を
と
る
こ
と
〔
》
亘
ω
二
〇
ぽ
§
σ
Q
〕
と
い
う
性
格
」
（
ω
⊆
N
一
〇
㎝
）
を
も
つ
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
特
徴
づ
け
に
続
け
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て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
こ
の
「
遠
さ
を
1
除
け
る
こ
と
」
を
「
近
づ
け
る
こ
と
〔
Z
響
興
§
ひ
q
〕
」
（
Φ
9
°
）
と
し
、
「
現
存
在
に
は
近

さ
へ
の
、
或
る
本
質
的
傾
向
が
存
し
て
い
る
」
（
Φ
げ
α
゜
）
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
近
づ
け
る
と
は
、
そ
の
つ
ど
存
在
者
を
「
近
み
」
へ

と
も
た
ら
す
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
取
り
除
け
る
（
］
図
昌
け
h
①
「
⇒
Φ
コ
）
と
は
、
遠
さ
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
つ
ま
り
或
る
も

の
が
離
れ
て
あ
る
こ
と
（
国
⇒
樽
暁
①
円
口
け
ゲ
Φ
一
け
　
く
O
昌
　
Φ
け
く
㍉
鋤
ω
）
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
、
近
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
現
存
在
は
本
質
的
に
、

遠
さ
を
1
除
け
つ
つ
あ
り
、
現
存
在
は
そ
れ
が
有
る
と
こ
ろ
の
存
在
者
と
し
て
、
そ
の
つ
ど
存
在
者
を
近
さ
の
う
ち
へ
と
出
会
わ
せ

て
い
る
」
（
①
σ
α
。
）
。
フ
ォ
ン
・
ヘ
ル
マ
ン
も
解
釈
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
遠
さ
」
の
消
滅
と
は
、
「
存
在
者
の
近
さ
と
し
て
存
在
者
が
発

見
さ
れ
て
い
る
こ
と
へ
と
、
存
在
者
を
引
き
入
れ
る
よ
う
に
せ
し
め
る
こ
と
と
し
て
、
発
見
さ
れ
ざ
る
こ
と
を
消
滅
せ
し
め
る
こ
と

（
＜
興
ω
o
ゴ
≦
冒
亀
Φ
p
日
蝉
o
げ
Φ
⇔
畠
興
¢
昌
Φ
昌
巳
8
閃
臣
Φ
詳
巴
ω
田
霞
q
o
吋
Φ
巳
器
ω
Φ
コ
α
Φ
ω
ω
蝕
Φ
昌
α
Φ
コ
ぎ
ω
Φ
ぎ
Φ
国
昌
巳
8
犀
昏
Φ
詳
p
一
ω
ω
①
貯
Φ

Z
讐
Φ
）
」
（
1
2
）
な
の
で
あ
る
。

　
「
言
葉
」
は
或
る
も
の
を
「
見
え
る
よ
う
に
せ
し
め
る
こ
と
」
に
そ
の
本
質
を
有
し
、
「
近
づ
け
る
こ
と
」
は
、
存
在
者
と
関
わ
り

を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
現
存
在
は
つ
ね
に
す
で
に
な
ん
ら
か
の
存
在
者
と
関
わ
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
「
存
在
者
を
近
さ
の
う

ち
へ
と
出
会
わ
せ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
学
的
な
存
在
論
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
存
在
者
を
そ
の
存

在
に
い
た
る
ま
で
よ
り
よ
く
見
る
こ
と
が
課
題
と
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
存
在
者
と
の
特
別
な
関
わ
り
を
担
っ
て
い
る
の
が
近
づ
け
る

「
言
葉
」
で
あ
る
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

5
．

〈
存
在
者
的
な
近
さ
V
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

く
存
在
論
的
な
近
さ
V
の
差
異
と
、
そ
の
差
異
そ
の
も
の
の
生
起
と
し
て
の
「
言
葉
」

　
1
．
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
現
存
在
は
存
在
者
的
に
は
近
く
、
存
在
論
に
は
遠
い
と
さ
れ
て
い
た
。
4
．
で
の
考
察
か
ら
は
、
「
言

葉
」
が
存
在
者
を
「
近
み
」
へ
と
も
た
ら
し
、
こ
れ
を
見
え
る
よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
を
そ
の
性
格
と
す
る
こ
と
を
見
た
。
で
は
具
体
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的
に
「
言
葉
」
が
存
在
者
を
「
近
み
」
へ
と
も
た
ら
す
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
の
か
。
ま
た
、
こ
の
「
言
葉
」
が
も
た
ら
す

「
近
み
」
と
、
現
存
在
が
存
在
者
的
に
は
「
近
い
」
と
い
う
こ
と
の
「
近
さ
」
の
内
実
は
同
じ
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
検
討
す
る
必

要
が
あ
る
。

　
現
存
在
が
存
在
者
的
に
は
「
近
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
、
各
々
が
現
存
在
自
身
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
近
い
」
と
さ

れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
自
己
理
解
を
深
め
よ
う
が
、
た
だ
漫
然
と
日
常
を
い
き
て
い
よ
う
が
、
「
近
い
」
と
い
う
こ
と
に

は
変
わ
ら
な
い
。
他
方
、
「
言
葉
」
が
も
た
ら
す
「
近
み
」
と
は
二
重
に
規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
物
事

を
説
明
す
る
こ
と
や
、
日
常
的
な
お
し
ゃ
べ
り
を
す
る
等
の
場
面
に
お
い
て
存
在
者
が
「
近
さ
」
へ
と
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
、
つ
ま

り
、
存
在
者
を
発
見
し
つ
つ
そ
れ
と
存
在
者
的
な
次
元
で
交
渉
（
信
∋
ひ
q
Φ
7
Φ
昌
）
し
て
い
る
場
面
と
、
存
在
論
と
い
う
仕
方
で
存
在
を

問
い
つ
つ
「
言
葉
」
を
使
用
す
る
こ
と
で
の
「
近
さ
」
と
の
間
で
は
違
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
存
在
者
的
な
」
近
さ
と
「
存
在
論
的
な
」
近
さ
の
違
い
で
あ
る
（
1
3
）
。
日
常
的
な
場
面
に
お
い
て
、
「
言
葉
」
は
そ
れ
が
話
題
と
す
る

よ
う
な
或
る
も
の
を
言
い
表
す
と
い
う
、
そ
の
限
り
で
存
在
者
を
「
近
み
」
へ
と
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
他
方
、

存
在
論
を
遂
行
す
る
場
合
で
は
、
存
在
者
を
「
近
み
」
へ
と
も
た
ら
す
の
で
は
な
く
、
「
存
在
者
の
存
在
」
を
、
表
立
っ
た
仕
方
で

（
o
信
ω
脅
9
0
匹
一
〇
げ
）
、
「
近
み
」
へ
と
も
た
ら
す
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
現
存
在
は
存
在
論
に
は
「
遠
い
」
と
、
は

じ
め
に
言
明
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
考
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
存
在
論
的
な
「
近
さ
」
で
あ
る
。

　
現
存
在
、
或
い
は
そ
の
存
在
に
関
す
る
分
析
が
、
存
在
を
存
在
論
な
「
近
み
」
へ
も
た
ら
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、

存
在
が
語
ら
れ
る
言
表
の
あ
り
方
が
、
存
在
者
的
な
言
表
の
あ
り
方
と
区
別
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
よ
う
な
語
り
方
の
次
元
の

違
い
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
一
九
二
八
年
夏
学
期
講
義
に
お
い
て
「
本
質
言
表
〔
乏
Φ
ω
Φ
コ
ω
き
ω
ω
鋤
α
q
Φ
〕
」
と
「
実
存
言
表
〔
国
×
一
ω
け
Φ
亭

鑓
ロ
ω
゜
・
鋤
α
q
Φ
〕
」
と
の
区
別
と
し
て
述
べ
て
い
た
（
M
）
。
同
時
に
前
者
を
「
存
在
論
」
或
い
は
「
実
存
論
的
言
表
」
、
後
者
を
、
「
存
在
者
的
」

或
い
は
「
実
存
的
言
表
」
と
も
言
っ
て
い
る
。
言
わ
ば
、
語
ら
れ
る
内
容
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
「
言
葉
」
に
よ
る
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表
現
は
存
在
論
的
か
、
存
在
者
的
か
に
分
か
れ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
『
存
在
と
時
間
』
、
す
な
わ
ち
「
基
礎
的
存
在
論
」
と
い
う

構
想
の
も
と
で
の
あ
ら
ゆ
る
命
題
は
、
存
在
論
的
な
言
表
と
し
て
特
徴
付
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
現
存
在
の
分
析
論
に
お
い
て
行

わ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
言
表
は
、
そ
の
存
在
の
根
本
体
制
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
的
現
存
在
の
そ
の
つ

ど
の
現
状
や
、
事
実
的
に
実
存
す
る
こ
と
の
有
様
を
描
き
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
人
間
的
現
存
在
が
実
存
す
る
の
で

あ
れ
ば
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
、
根
拠
・
本
質
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
（
1
5
）
。

　
こ
の
よ
う
な
区
別
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
存
在
者
だ
け
が
語
ら
れ
る
言
表
と
、
そ
の
存
在
を
視
野
に
入
れ

て
存
在
論
を
遂
行
す
る
場
合
の
言
表
と
を
峻
別
し
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
こ
と
は
「
言
葉
」
の
次
元
に
存
在
論
的
な
差
異

を
見
出
し
た
と
い
う
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
区
別
は
、
「
言
葉
」
そ
の
も
の
の
あ
り
方
を
無
視
し
た
も
の
と
な
ら

ざ
る
を
得
な
い
。
即
ち
、
「
言
葉
」
に
次
元
の
違
い
を
見
出
す
よ
う
な
所
作
は
、
そ
の
存
在
者
に
関
す
る
言
表
で
あ
れ
、
そ
の
存
在
に

関
す
る
言
表
で
あ
れ
、
そ
も
そ
も
そ
の
い
ず
れ
も
が
コ
言
葉
」
を
用
い
て
表
現
さ
れ
る
と
い
う
点
を
無
視
し
て
い
る
、
或
い
は
脇
に

置
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
り
敷
衛
し
て
言
え
ば
、
い
ず
れ
も
が
「
言
葉
」
と
し
て
生
起
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
次

元
の
差
異
そ
の
も
の
が
「
言
葉
」
と
し
て
生
起
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
ま
さ
に
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。

　
な
る
ほ
ど
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
、
「
言
葉
」
の
あ
り
方
に
関
し
て
以
上
の
よ
う
な
事
情
が
存
し
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
と
思

わ
れ
る
。
事
実
、
「
語
り
と
言
葉
」
を
扱
っ
た
『
存
在
と
時
間
』
三
十
四
節
の
最
後
で
は
、
コ
言
葉
の
あ
り
方
〔
臼
Φ
ω
Φ
ぎ
ω
費
け
島
Φ
目

ω
嘆
鴛
げ
Φ
〕
」
に
関
し
て
い
く
つ
も
の
問
い
が
立
て
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
ω
¢
N
H
①
①
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
『
存
在
と
時
間
』
に

お
い
て
は
、
こ
の
「
言
葉
の
本
質
」
に
迫
る
分
析
は
な
さ
れ
ず
に
置
か
れ
た
の
で
あ
る
（
1
6
）
。
で
は
ど
こ
に
、
「
言
葉
」
に
関
す
る
こ
の

よ
う
な
差
異
の
問
題
は
そ
の
原
因
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
淘
ひ
殴
o
り
の
規
定
の
う
ち

に
見
る
。
い
ま
一
度
、
こ
の
規
定
に
立
ち
返
っ
て
、
こ
れ
を
考
察
し
よ
う
。
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戸
0
．

N
ひ
㌣
o
り
の
規
定
と
し
て
の
「
見
え
る
よ
う
に
せ
し
め
る
こ
と
」
が
も
つ
限
界

　
4
．
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
卸
ひ
曵
o
り
、
ひ
い
て
は
「
言
葉
」
の
根
本
性
格
は
「
見
え
る
よ
う
に
せ
し
め
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
。
と

こ
ろ
で
、
「
見
る
」
、
と
い
う
視
覚
的
表
現
が
淘
ひ
殴
o
り
の
根
本
性
格
に
あ
て
が
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
事
態
を
含
意
し
て

い
る
だ
ろ
う
か
。
「
基
礎
的
存
在
論
」
に
お
い
て
は
、
「
存
在
者
の
存
在
」
を
そ
れ
と
し
て
概
念
把
握
す
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て

い
る
。
評
ひ
曵
o
り
の
根
本
性
格
は
、
よ
り
精
確
に
は
、
或
る
も
の
を
或
る
も
の
「
と
し
て
」
見
え
る
よ
う
に
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
淘
ひ
殴
o
り
は
、
存
在
「
を
」
存
在
者
の
存
在
「
と
し
て
」
見
え
る
よ
う
に
せ
し
め
る
こ
と
を
本
務
と
す
る
。
こ
こ
に
は
、

「
と
し
て
（
巴
ω
）
」
を
媒
介
と
す
る
差
異
構
造
が
介
在
し
て
い
る
。
「
差
異
」
と
は
「
存
在
論
的
な
差
異
」
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
こ

の
差
異
構
造
と
は
以
下
の
事
態
を
謂
う
の
で
あ
る
。
現
象
学
に
お
け
る
淘
ひ
曵
o
り
が
見
さ
せ
る
の
は
「
存
在
者
の
存
在
」
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

そ
れ
は
、
或
る
も
の
を
基
盤
「
と
し
て
」
、
即
ち
存
在
を
基
盤
と
し
て
、
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
存
在
を
見
え
る
よ
う
に
せ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

め
る
と
い
う
こ
と
は
、
存
在
者
の
存
在
「
と
し
て
」
、
と
い
う
構
造
を
と
る
。
つ
ま
り
、
存
在
者
に
お
い
て
存
在
が
見
え
る
よ
う
に
な

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
端
的
に
存
在
を
見
え
る
よ
う
に
せ
し
め
る
こ
と
で
は
な
い
。
『
存
在
と
時
間
』
の
道
具
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

析
の
手
順
を
み
て
も
、
「
世
界
に
お
け
る
か
つ
内
世
界
的
存
在
者
と
の
交
渉
」
（
ω
＝
N
℃
　
①
①
捗
）
を
手
引
き
に
し
て
そ
の
存
在
構
造
を
示

す
と
い
う
方
法
が
採
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
存
在
が
存
在
者
を
経
ず
に
端
的
に
示
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
ひ
と
つ
の
解
釈
を
試
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
「
存
在
者
の
存
在
」
を
探
求
す
る
に
あ
た
っ
て
、
存
在
者
を
媒
介
に
し
て
そ

の
存
在
を
見
え
る
よ
う
に
せ
し
め
る
こ
と
が
、
「
基
礎
的
存
在
論
」
に
お
い
て
な
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
「
存
在
を
存
在
者
の
存
在
」
と

し
て
見
え
る
よ
う
に
せ
し
め
た
わ
け
で
あ
る
。
で
は
、
「
言
葉
」
と
い
う
存
在
者
そ
の
も
の
の
位
置
づ
け
は
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
の
「
言
葉
」
、
と
り
わ
け
存
在
論
を
遂
行
す
る
「
学
的
解
釈
」
の
表
明
と
し
て
の
コ
言
葉
」
は
、
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
自
身
が
言
及
し
て
い
た
よ
う
に
、
存
在
者
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
「
言
葉
」
は
存
在
を
見
え
る
よ
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う
に
は
す
る
も
の
の
、
そ
れ
自
身
、
存
在
そ
の
も
の
で
は
な
い
ー
む
し
ろ
存
在
を
宿
し
て
い
る
、
囲
っ
て
い
る
と
表
現
す
れ
ば
よ
い

だ
ろ
う
か
ー
（
F
）
。
「
言
葉
」
は
存
在
に
対
し
て
な
ん
ら
か
の
関
係
性
を
有
す
る
が
、
そ
れ
自
身
、
存
在
そ
の
も
の
と
し
て
有
る
の
で
は

な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
術
語
を
用
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
「
存
在
者
の
存
在
」
を
見
え
る

よ
う
に
せ
し
め
る
「
た
め
の
〔
β
目
l
N
巳
」
手
許
的
存
在
者
、
さ
ら
に
言
え
ば
「
記
号
」
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
〔
1
8
）
。

　
さ
ら
に
、
「
言
葉
」
が
存
在
を
見
え
る
よ
う
に
せ
し
め
る
こ
と
は
、
た
だ
自
ら
が
そ
れ
自
身
で
あ
る
と
こ
ろ
の
現
存
在
に
対
し
て
見

え
る
よ
う
に
す
る
方
向
、
即
ち
、
自
己
理
解
の
度
合
い
を
深
め
る
方
向
と
、
誰
か
に
対
し
て
見
さ
せ
る
方
向
、
即
ち
、
「
共
に
現
に
あ

る
存
在
者
（
ζ
一
什
血
四
ω
①
圃
⇒
）
」
に
対
し
て
存
在
者
の
存
在
を
見
さ
せ
る
と
い
う
方
向
を
有
す
る
だ
ろ
う
（
珍
。
も
ち
ろ
ん
、
現
存
在
は

「
各
私
性
」
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
存
在
の
問
い
」
も
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
身
の
「
存
在
理
解
」
を
手
引

き
と
し
て
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
各
人
が
自
ら
思
索
を
行
う
場
合
に
、
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
自
身
の
存
在
論
を
手
引
き
と
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
も
ま
た
、
過
去
の
伝
統
、

伝
承
、
遺
産
を
手
引
き
と
し
、
こ
れ
ら
と
対
決
し
つ
つ
自
ら
の
思
索
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
こ
の
よ
う
に
見
た
場
合
、
「
学

的
解
釈
」
と
い
う
も
の
は
、
そ
こ
に
書
か
れ
た
も
の
を
読
む
と
い
う
仕
方
で
「
見
る
（
理
解
す
る
）
」
、
或
い
は
「
見
る
（
理
解
す
る
）
」

と
い
う
仕
方
で
「
読
む
こ
と
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
言
え
る
（
2
0
）
。
こ
れ
は
極
め
て
自
明
か
つ
自
然
な
こ
と
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に

は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
ま
曵
○
り
の
性
格
と
し
て
読
み
込
ん
だ
、
「
見
る
」
と
い
う
働
き
が
も
つ
固
有
の
性
格
が
現
れ
て
い
る
。
結
論

か
ら
言
え
ば
、
無
意
識
的
に
で
は
あ
れ
、
存
在
が
見
ら
れ
る
も
の
と
し
て
立
て
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

見
ら
れ
た
も
の
と
し
て
の
存
在
と
、
そ
れ
を
見
る
も
の
と
し
て
の
存
在
者
と
い
う
よ
う
に
、
「
見
る
」
と
い
う
事
態
に
は
志
向
的
な
二

項
的
関
係
性
が
含
意
さ
れ
て
し
ま
う
。
或
い
は
、
見
ら
れ
る
も
の
と
し
て
の
存
在
は
、
誰
か
に
と
っ
て
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
の
こ
と

が
、
「
見
る
」
と
い
う
表
現
に
は
暗
黙
の
う
ち
に
前
提
さ
れ
て
し
ま
う
。

　
「
見
る
」
と
い
う
こ
と
に
は
「
距
離
」
が
介
在
す
る
。
見
ら
れ
る
も
の
と
し
て
の
存
在
は
、
存
在
論
的
に
は
遠
い
。
そ
の
よ
う
な
存
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在
を
存
在
論
に
「
近
み
」
へ
と
も
た
ら
す
こ
と
、
こ
れ
が
「
基
礎
的
存
在
論
」
の
果
た
す
べ
き
役
割
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か

し
、
「
存
在
者
の
存
在
」
を
「
近
み
」
へ
と
も
た
ら
す
こ
と
が
う
ま
く
い
け
ば
い
く
ほ
ど
、
或
い
は
そ
れ
が
見
る
も
の
に
と
っ
て
近
づ

け
ば
近
づ
く
ほ
ど
、
逆
に
、
そ
の
存
在
は
ぼ
や
け
、
見
え
な
く
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
「
見
る
こ
と
に
」
定

位
し
た
方
法
論
で
は
、
見
る
も
の
と
し
て
の
眼
は
け
っ
し
て
自
ら
の
眼
を
見
え
る
よ
う
に
せ
し
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う

（
2
1
）
。
そ
し
て
、
存
在
を
「
近
み
」
へ
と
も
た
ら
す
役
割
を
担
っ
て
い
る
「
言
葉
」
が
、
そ
の
存
在
に
関
し
て
問
わ
れ
る
場
合
に
は
、

事
態
は
さ
ら
に
紛
糾
し
て
し
ま
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
自
己
理
解
の
度
合
い
の
深
ま
り
、
つ
ま
り
存
在
論
的
な
「
近
さ
」
の

う
ち
に
有
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
そ
の
「
近
さ
」
を
も
た
ら
す
「
言
葉
」
、
或
い
は
「
近
さ
」
を
自
己
展
開
す
る
「
言
葉
」
と
い
う
壁
に

ぶ
つ
か
り
、
そ
の
深
ま
り
の
さ
ら
に
深
淵
に
向
け
て
跳
び
込
む
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

7
．

「
見
る
こ
と
」
か
ら
「
聴
く
こ
と
」
へ

　
「
言
葉
」
は
存
在
者
を
「
近
み
」
へ
と
も
た
ら
し
、
そ
の
よ
う
に
し
て
存
在
を
「
見
え
る
よ
う
に
せ
し
め
る
」
役
割
を
担
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
存
在
を
思
索
す
る
こ
と
は
、
い
ま
確
認
し
た
よ
う
に
二
項
的
分
裂
を
前
提
と
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
は

『
存
在
と
時
間
』
が
そ
の
は
じ
め
か
ら
回
避
し
て
い
る
主
客
関
係
と
い
う
伝
統
を
、
ふ
た
た
び
引
き
寄
せ
て
し
ま
う
こ
と
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
「
見
る
」
と
い
う
方
法
論
に
定
位
し
た
場
合
の
「
言
葉
」
の
問
題
、
し
か
も
「
見
る
こ
と
」
を
可
能
に
し
て
い
る
「
距
離
」

と
い
う
意
味
で
の
「
言
葉
」
の
問
題
は
、
ま
さ
に
こ
の
「
見
る
こ
と
」
が
も
つ
限
界
と
軌
を
一
に
し
て
い
た
。
或
る
も
の
と
或
る
も

の
と
の
二
項
的
関
係
は
、
そ
の
関
係
を
関
係
た
ら
し
め
て
い
る
「
言
葉
」
を
そ
の
本
質
に
ま
で
向
か
っ
て
問
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

と
い
う
の
も
、
或
る
も
の
を
よ
り
近
く
に
見
た
り
、
或
い
は
よ
り
遠
く
に
見
た
り
す
る
場
合
、
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
こ
で
は
「
言
葉
」

を
も
っ
て
見
え
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
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で
は
、
見
ら
れ
る
も
の
（
見
ら
れ
た
も
の
）
と
し
て
の
存
在
と
は
別
の
可
能
性
は
ど
こ
に
開
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
周
知
の
よ

う
に
、
一
九
三
〇
年
代
以
降
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
を
同
伴
者
と
す
る
こ
と
で
、
「
聴
く
」
と
い
う
可
能
性
を
自
覚
的
に

引
き
受
け
、
そ
の
思
索
を
深
め
る
こ
と
に
な
る
。
た
し
か
に
、
こ
う
し
た
「
聴
く
こ
と
（
匡
α
8
p
）
」
へ
の
着
眼
は
、
す
で
に
『
存
在

と
時
間
』
に
お
け
る
「
良
心
の
呼
び
声
」
が
示
し
て
い
た
。
呼
び
声
は
そ
れ
が
呼
ぶ
以
上
、
そ
の
呼
び
声
を
「
聴
く
こ
と
」
が
問
題

と
さ
れ
て
い
た
。
と
は
い
え
、
こ
の
分
析
は
「
実
存
論
的
分
析
論
」
の
一
部
で
扱
わ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
い
ま
だ
「
聴
く
こ
と
」
の

本
質
へ
と
向
か
う
思
索
は
な
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
「
聴
く
こ
と
」
は
「
理
解
」
に
従
属
す
る
と
い
う
位
置
づ
け
を
与
え

ら
れ
て
い
た
（
ω
信
N
”
H
①
ω
）
。

　
「
聴
く
こ
と
」
へ
の
着
眼
が
よ
り
重
要
性
を
増
し
て
述
べ
ら
れ
る
の
は
、
一
九
二
八
年
夏
学
期
講
義
に
付
け
ら
れ
た
付
録
に
お
い
て

で
あ
ろ
う
。
「
人
間
と
は
遠
さ
の
存
在
で
あ
る
！
そ
し
て
、
人
間
が
自
ら
の
超
越
に
お
い
て
形
成
す
る
、
す
べ
て
の
存
在
者
へ
の
真
正

な
根
源
的
な
遠
さ
に
よ
っ
て
の
み
、
人
間
の
内
に
は
諸
々
の
物
へ
の
真
の
近
さ
が
育
ち
始
め
る
の
だ
。
そ
し
て
遠
さ
の
内
へ
聞
き
入

る
こ
と
冠
霧
匡
α
8
爵
α
8
①
巳
p
＆
Φ
閃
Φ
旨
Φ
〕
が
で
き
て
初
め
て
、
そ
の
近
く
に
い
る
は
ず
の
人
間
た
ち
の
応
答
に
対
す
る
覚
醒

が
時
熟
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
（
2
2
）
。
こ
こ
で
は
、
「
聴
く
こ
と
」
が
「
遠
さ
と
近
さ
」
の
文
脈
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
聴
く
こ

と
」
は
、
「
見
る
こ
と
」
の
よ
う
に
二
項
的
関
係
性
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
。
一
見
、
語
る
も
の
が
い
て
そ
の
語
ら
れ
た
も
の
を
「
聴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

く
」
と
い
う
よ
う
に
捉
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
「
聴
く
こ
と
」
は
、
最
後
的
に
は
、
自
己
に
お
い
て
聴
く

こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
な
に
か
を
省
察
、
熟
考
し
、
或
い
は
思
索
を
な
す
と
い
う
場
合
、
そ
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
誰
か
具

体
的
な
人
と
の
対
話
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
自
己
内
対
話
と
い
う
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
厳
密
に
は
対
話
で
あ
っ
て

対
話
で
な
い
よ
う
な
出
来
事
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
或
る
こ
と
「
を
」
聴
く
こ
と
と
、
或
る
こ
と
「
が
」
語
ら
れ
る
こ
と
と
は
同

一
の
出
来
事
だ
か
ら
で
あ
る
（
2
3
）
。
絶
対
的
な
「
近
さ
」
、
つ
ま
り
「
聴
く
こ
と
」
は
二
項
的
関
係
性
を
前
提
と
す
る
よ
う
な
距
離
の
介

在
を
打
ち
破
り
、
絶
対
的
な
「
近
さ
」
に
お
い
て
生
起
す
る
の
で
あ
る
。
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そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
本
来
、
こ
の
「
近
さ
と
遠
さ
」
は
、
「
見
る
こ
と
」
に
定
位
し
た
意
味
で
の
「
近
さ
と
遠
さ
」
で
も
は
や
な

い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
ま
だ
こ
の
段
階
で
は
、
「
見
る
こ
と
」
に
定
位
し
た
「
近
さ
と
遠
さ
」
を
突
き
破
っ
て

は
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
一
九
二
八
年
の
段
階
で
は
「
基
礎
的
存
在
論
」
構
想
が
い
ま
だ
存
続
し
て
い
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ

る
（
％
）
。
「
基
礎
的
存
在
論
」
は
「
存
在
理
解
」
を
手
引
き
と
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
「
近
さ
と
遠
さ
」
が
自
己
理
解
の
度
合
い
に
関
す
る

こ
と
を
見
た
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
の
「
遠
さ
」
は
ま
だ
「
存
在
理
解
」
と
の
連
関
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
、
自
己
理
解
の
度
合
い
と

し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
引
用
の
後
半
で
、
「
人
間
た
ち
の
応
答
に
対
す
る
覚
醒
」
が
語
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
次
の
よ
う

に
解
釈
で
き
る
。
つ
ま
り
、
「
遠
さ
」
に
聞
き
入
り
、
自
己
理
解
を
増
し
た
現
存
在
は
、
「
本
来
性
」
へ
と
変
容
し
う
る
だ
ろ
う
。
そ

し
て
、
そ
の
本
来
的
現
存
在
は
、
そ
れ
自
身
、
他
の
人
間
的
現
存
在
が
「
本
来
性
」
へ
覚
醒
す
る
た
め
の
契
機
と
な
る
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
（
2
5
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
そ
れ
で
も
こ
の
「
遠
さ
の
内
へ
聞
き
入
る
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
「
遠
さ
」
に
お
い
て

で
は
な
く
、
「
遠
さ
」
へ
と
「
聴
く
こ
と
」
で
あ
る
か
ら
だ
。
聴
く
こ
と
の
通
常
の
表
現
か
ら
は
逸
脱
し
た
こ
の
よ
う
な
「
遠
さ
」
と

「
聴
く
こ
と
」
の
関
係
性
の
う
ち
に
、
「
基
礎
的
存
在
論
」
と
は
別
の
思
索
の
可
能
性
の
一
端
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
こ
の
表
現
が
本
来
的
に
も
つ
事
象
的
性
格
へ
の
気
づ
き
が
、
見
る
こ
と
に
定
位
し
た
方
法
論
を
超
え
て
思
索
す
る
こ
と
を
可
能

に
し
た
の
で
は
な
い
か
。
「
聴
く
こ
と
」
は
、
言
わ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
聴
く
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
も
は
や
、
存
在
を
見
え
る
よ
う

に
せ
し
め
る
と
い
う
言
葉
の
役
割
で
は
捉
え
き
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
存
在
が
語
る
こ
と
を
聴
く
こ
と
、
そ
れ
は
、
存
在

の
傍
ら
に
有
り
つ
つ
、
言
う
こ
と
に
静
か
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
こ
れ
を
も
っ
て
直
ち
に
、
一
九
三
〇
年
代

以
降
に
お
け
る
「
言
葉
」
の
問
題
を
説
明
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
こ
の
よ
う
に
「
聴
く
こ
と
」
の
本
質

へ
の
気
づ
き
は
、
こ
の
一
九
二
八
年
講
義
補
遺
を
見
る
限
り
た
し
か
に
そ
の
一
端
が
先
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
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略
記
法

・
ω
＝
N
は
、
ζ
自
。
詳
ぎ
＝
Φ
己
①
ひ
q
ひ
q
Φ
お
隷
§
ミ
謡
織
昏
鈍
嵩
゜
》
⊆
鵠
L
≦
騨
×
Z
一
Φ
日
①
《
Φ
び
H
り
㊤
し
。
の
略
と
す
る
。

・
O
＞
は
、
ミ
ミ
職
§
隷
帖
書
ミ
O
跨
黛
ミ
ミ
ミ
蜂
い
鳴
”
≦
＃
○
ユ
o
匿
o
ω
8
「
ヨ
讐
⇒
の
略
と
し
、
巻
数
、
頁
の
順
で
記
す
。

・
引
用
文
訳
中
、
筆
者
に
よ
る
補
足
は
〔
〕
を
も
っ
て
記
し
た
。
ま
た
、
原
文
に
お
け
る
強
調
は
付
点
を
も
っ
て
、
筆
者
に
よ
る

　
強
調
は
傍
線
を
も
っ
て
表
し
た
。
引
用
文
中
の
引
用
は
『
』
を
も
っ
て
表
記
し
た
。

・
ド
イ
ツ
語
か
ら
の
引
用
に
関
し
て
、
訳
文
は
原
則
と
し
て
筆
者
自
身
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
既
訳
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ

　
の
つ
ど
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

〔
註
〕

（
1
）
　
〈
α
q
ド
○
〉
押
誤
゜

（
2
）
　
＜
α
q
ピ
国
ヨ
＝
囚
Φ
霞
興
ぎ
α
q
堵
≧
§
鳴
b
論
b
§
討
§
ミ
貸
ミ
§
ミ
賊
曇
芦
℃
h
巳
一
ぎ
σ
q
Φ
P
H
㊤
゜
。
N
（
川
原
栄
峰
監
訳
、
『
近
さ
　
ー
ハ
イ

　
デ
ッ
ガ
ー
の
思
惟
1
』
、
理
想
社
、
一
九
八
九
年
参
照
）
。

（
3
）
　
「
近
さ
」
の
問
題
は
、
す
で
に
一
九
一
九
／
二
〇
年
冬
学
期
講
義
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
「
事
実
的
生
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
生

　
　
き
る
の
で
あ
る
ー
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
生
自
身
で
あ
り
、
生
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
絶
対
的
に
最
も
近
し
い
も
の
な
の
で
あ
る
」
（
○
〉

　
㎝
○
。
口
置
）
。
閃
Φ
筥
興
w
＜
ひ
q
ピ
○
》
b
⇒
ρ
N
O
N
°

（
4
）
　
ひ
と
つ
注
意
し
て
お
い
て
よ
い
の
は
、
存
在
論
的
な
「
遠
さ
」
は
、
自
己
理
解
の
度
合
い
が
深
ま
れ
ば
そ
れ
だ
け
一
層
、
存
在
論
的
な

　
　
「
近
さ
」
の
う
ち
に
も
た
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
存
在
論
的
な
「
近
さ
」
と
い
う
表
現

　
　
は
可
能
で
あ
る
。
他
方
、
存
在
者
的
な
「
近
さ
」
は
、
存
在
者
的
な
「
遠
さ
」
へ
と
移
行
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
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に
つ
い
て
の
考
察
は
脇
に
置
く
こ
と
に
す
る
。
た
だ
、
仮
に
可
能
だ
と
す
れ
ば
、
自
己
の
存
在
を
問
え
な
い
よ
う
な
現
存
在
と
い
う
こ

　
　
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
現
存
在
の
規
定
に
反
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
存
在
者
的
な
「
遠
さ
」
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は

　
　
な
い
か
。

（
5
）
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
「
言
表
」
を
「
判
断
」
と
言
い
換
え
て
い
る
（
ω
q
N
嵩
ω
）
。
よ
っ
て
、
第
一
義
的
に
は
「
言
表
」
は
主
語
と
述
語

　
　
を
伴
っ
た
命
題
、
陳
述
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
6
）
　
バ
ル
バ
リ
ッ
チ
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
言
葉
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
思
索
は
「
存
在
論
的
差
異
」
を
前
提
し
て
い
る
と
断
言
す
る
。
＜
α
q
ピ

　
　
∪
四
∋
冒
b
d
霞
ぴ
四
ユ
ひ
．
、
寓
α
「
8
匹
Φ
ω
U
2
冨
筏
、
ぎ
”
こ
b
暁
§
§
鴇
§
§
§
的
き
鳩
§
§
§
駐
ミ
§
．
．
ミ
貸
ミ
辱
き
ミ
禽
鳴
醤
O
翁
職
貯
§

　
　
鳴
鉢
ざ
「
轟
コ
ζ
⊆
詳
P
ζ
b
O
O
α
退
。
。
幽
ま
た
、
ラ
フ
ォ
ン
ト
は
、
言
葉
が
存
在
論
な
次
元
か
ら
存
在
者
的
な
次
元
へ
の
「
転
換
の
役
割

　
　
〔
］
り
H
P
昌
ω
h
Φ
同
「
O
一
一
①
〕
」
を
果
た
し
て
い
る
と
表
現
し
て
い
る
。
＜
ぴ
q
い
O
同
δ
ロ
コ
餌
い
緯
8
け
．
、
∪
δ
菊
○
＝
①
α
Φ
「
ω
℃
「
o
O
ず
Φ
ぎ
．
ω
①
ぎ
自
コ
鳥

　
　
N
Φ
淳
、
、
、
“
冒
＝
9
σ
Φ
同
叶
∪
お
旨
⊆
ω
」
≦
鋤
同
評
≦
イ
鉾
ゴ
巴
r
Φ
ユ
‘
寒
執
書
ミ
勘
馬
§
黛
ミ
§
ミ
§
栖
《
Z
Φ
≦
曜
O
「
ぎ
ト
。
O
O
N
㎝
ω
謁
ピ
フ
オ
ン

　
　
・
ヘ
ル
マ
ン
も
言
葉
の
位
置
づ
け
を
間
的
、
媒
体
的
に
見
て
い
る
。
＜
σ
q
一
’
国
H
δ
α
ユ
o
げ
－
薯
ま
色
日
＜
o
コ
国
Φ
霞
ヨ
碧
P
⑦
ミ
ミ
ミ
§
翫

　
　
b
8
竃
斧
b
。
°
〉
⊆
h
ご
「
茜
コ
ζ
‘
諄
P
ζ
し
O
。
。
ρ
嵩
ρ
嵩
b
。
’
ま
た
、
ヘ
ル
マ
ン
の
初
期
の
論
考
で
は
「
言
葉
は
、
そ
こ
に
お
い
て
人
間
が

　
　
か
れ
の
滞
在
地
を
も
ち
、
そ
こ
か
ら
人
間
が
自
己
自
身
と
存
在
者
を
理
解
す
る
と
こ
ろ
の
媒
体
〔
竃
Φ
島
ロ
ヨ
〕
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て

　
　
い
る
。
＜
ひ
・
葛
冨
量
。
7
芝
ぎ
①
巨
く
8
＝
窪
§
β
b
暗
鍵
婁
箇
ミ
§
ミ
§
§
ミ
ミ
§
寒
帖
書
舞
ζ
Φ
羅
弓
①
巨
鋤
゜
9

　
　
H
⑩
①
軽
　
一
㊤
①
．

　
　
　
　
℃

（
7
）
＜
σ
q
ピ
田
「
§
雪
p
留
ミ
隷
妹
§
駄
b
§
ミ
竈
扇
Φ
∋
Φ
が
く
σ
q
一
」
ω
H
臣

（
8
）
　
〈
α
q
ド
○
郎
耳
興
国
α
q
鉾
ミ
貸
ミ
§
寒
帖
曇
、
ミ
ミ
§
§
ミ
薦
器
§
＼
隷
帆
ミ
蝕
ω
’
〉
口
噛
r
芝
Φ
巨
ρ
色
β
N
O
O
ρ
嵩
P

（
9
）
　
＜
ゆ
q
い
閏
①
羅
ヨ
餌
口
P
の
ミ
ミ
ミ
§
駄
罫
鴨
§
v
辰
①
，
ま
た
、
「
語
り
」
が
「
語
り
だ
さ
れ
た
も
の
」
と
し
て
の
コ
言
葉
」
は
、
現
存
在

　
　
の
振
る
舞
い
一
般
、
つ
ま
り
存
在
者
と
の
交
渉
に
ま
で
拡
大
し
て
解
釈
可
能
で
あ
る
。
こ
の
方
向
で
、
「
言
葉
」
の
限
界
が
、
現
存
在
が
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「
見
廻
し
的
に
対
処
す
る
こ
と
（
二
∋
ω
陣
9
江
σ
q
b
d
①
ω
o
「
σ
q
魯
）
」
の
限
界
で
も
あ
る
と
ま
で
進
め
る
解
釈
と
し
て
、
＜
σ
q
ド
冨
餌
昌
マ
①
α
ω
β
甲

　
　
ω
Φ
p
き
ミ
露
鳴
携
き
§
防
愚
ミ
鳴
§
臓
憩
ミ
ら
ぎ
§
《
G
Q
鳴
§
§
職
昏
導
”
し
d
8
P
H
㊤
鐸
＝
9

（
1
0
）
　
時
代
は
経
る
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
『
思
索
の
事
柄
へ
』
の
な
か
で
、
「
言
葉
」
が
「
存
在
者
的
－
存
在
論
的
に
あ
る
〔
o
昌
ω
o
守

　
　
o
暮
巳
o
o
q
δ
o
げ
δ
岱
」
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
〈
ぴ
q
r
ζ
四
詳
ぎ
団
Φ
置
①
ひ
q
ひ
q
Φ
ぴ
N
讐
鳩
留
ら
§
魯
切
b
§
隷
§
°
・
”
餅
〉
自
一
4
↓
ロ
玄
5
α
q
Φ
P

　
　
N
8
0
♂
．

　
　
　
　
り

（
1
1
）
　
＜
ひ
q
ド
O
》
N
♪
ω
お
゜

（
1
2
）
　
＜
σ
q
滑
「
ユ
巴
ユ
o
守
芝
圃
ぎ
巴
∋
＜
o
コ
国
臼
「
ヨ
曽
ロ
P
熱
壽
§
§
駐
昏
隷
鳴
寒
§
Q
§
§
ミ
還
紺
魯
的
b
湧
Q
§
的
自
”
聞
目
雪
ζ
霞
計
卜
。
O
O
μ

　
　
b
の
心
ω
゜

（
1
3
）
　
管
見
に
よ
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
「
存
在
論
な
近
さ
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
箇
所
は
発
見
で
き
な
か
っ
た
が
、
事
柄
と
し
て

　
　
み
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
表
現
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
1
4
）
　
＜
α
q
r
O
》
卜
。
ρ
N
H
N
（
酒
井
潔
訳
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
全
集
第
2
6
巻
『
論
理
学
の
形
而
上
学
的
な
始
元
諸
根
拠
』
、
創
文
社
、
二
〇
〇
二

　
　
年
参
照
）
。

（
1
5
）
　
国
匿
．

（
1
6
）
　
『
存
在
と
時
間
』
で
の
「
言
葉
」
の
解
釈
は
、
現
存
在
分
析
の
な
か
の
ど
こ
に
そ
の
位
置
づ
け
を
得
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
明
示
す

　
　
る
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
断
っ
て
い
た
（
ω
ロ
N
H
①
①
゜
　
　
　
植
）
。

（
1
7
）
　
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
書
簡
』
で
世
に
知
ら
れ
て
い
る
「
存
在
の
住
居
」
と
し
て
の
コ
言
葉
」
を
想
起
し
て
も
間
違
い

　
　
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
詳
細
な
考
察
は
本
稿
で
は
行
え
な
い
。

（
1
8
）
　
「
…
に
対
す
る
記
号
存
在
〔
…
を
表
示
す
る
記
号
で
あ
る
こ
と
〕
は
或
る
普
遍
的
な
関
係
の
仕
方
へ
と
形
式
化
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
、

　
　
そ
の
結
果
、
そ
の
記
号
構
造
そ
の
も
の
が
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
一
般
の
『
性
格
づ
け
』
の
た
め
の
或
る
存
在
論
的
手
引
き
の
役
割
を
務
め



82

　
　
る
」
（
ω
ロ
N
為
刈
）
。

（
1
9
）
　
＜
ひ
Q
一
゜
国
α
Q
巴
”
8
°
o
一
f
＝
卜
。
°

（
2
0
）
　
「
見
る
こ
と
」
と
「
理
解
す
る
こ
と
」
は
「
基
礎
的
存
在
論
」
に
お
い
て
は
密
接
に
連
関
し
て
働
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
「
存
在
理

　
　
解
」
と
い
う
手
引
き
を
用
い
て
存
在
の
問
い
を
遂
行
す
る
以
上
、
そ
こ
に
「
見
る
こ
と
」
と
い
う
働
き
は
共
に
働
い
て
し
ま
っ
て
い
る
こ

　
　
と
を
意
味
す
る
。
逆
に
言
え
ば
、
「
存
在
理
解
」
と
い
う
手
引
き
が
放
棄
さ
れ
る
こ
と
と
、
「
見
る
こ
と
」
に
足
場
を
置
い
た
方
法
論
の
放

　
　
棄
と
は
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
け
る
見
る
作
用
と
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
「
見
る

　
　
こ
と
」
と
「
理
解
す
る
こ
と
」
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
〈
α
q
ド
O
δ
σ
①
答
団
o
哺
ヨ
雪
P
ミ
帖
書
恥
誘
き
ぎ
o
ミ
§
ミ
轟
貴
堵
晋
N
σ
ロ
薦
”

　
　
卜
Q
O
O
㎝
　
H
O
H
跨
゜

　
　
　
　
層

（
2
1
）
　
辻
村
公
一
、
「
静
け
さ
の
響
き
」
『
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
』
所
収
、
創
文
社
、
一
九
九
一
年
、
三
＝
二
頁
参
照
。

（
2
2
）
　
O
》
卜
。
①
讐
・
。
。
。
α
゜
（
邦
訳
三
〇
一
頁
参
照
）
。
こ
の
文
章
は
、
若
干
の
変
更
を
加
え
て
一
九
二
九
年
の
「
根
拠
の
本
質
に
つ
い
て
」
の
末
尾

　
　
に
採
録
さ
れ
て
い
る
。
「
震
昌
Φ
び
く
ゆ
q
ピ
国
ヨ
＝
囚
Φ
簿
Φ
同
ぎ
ゆ
q
一
§
譜
b
携
b
§
曹
§
ミ
時
試
ミ
寒
ミ
餐
斧
勺
h
二
＝
言
σ
q
Φ
P
H
O
O
。
刈
唱
H
ω
O
｛
h

（
2
3
）
　
「
『
語
る
』
は
そ
れ
自
身
か
ら
し
て
或
る
一
つ
の
『
聞
く
』
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
吾
々
が
、
語
っ
て
い
る
言
葉
に
聞
く
こ
と
で
あ
る
。
吾

　
　
々
は
言
葉
を
語
る
の
み
な
ら
ず
、
『
言
葉
か
ら
』
語
る
。
そ
の
よ
う
に
吾
々
が
語
り
得
る
の
は
、
専
ら
吾
々
が
そ
の
都
度
既
に
『
言
葉
へ

　
　
傾
聴
し
て
聞
い
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
』
を
通
し
て
の
み
で
あ
る
。
『
吾
々
は
言
葉
が
語
る
こ
と
を
聞
く
』
」
（
辻
村
、
前
掲
書
、
二
九
一

　
　
頁
参
照
。
た
だ
し
旧
字
体
を
現
代
仮
名
遣
い
に
改
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
）
。

（
2
4
）
　
酒
井
潔
、
「
モ
ナ
ド
論
・
基
礎
有
論
・
メ
タ
有
論
　
1
も
う
ひ
と
つ
の
〈
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
ー
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
問
題
＞
1
」
『
思
想
Z
ρ

　
　
㊤
ω
O
』
所
収
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
参
照
。

（
2
5
）
　
こ
の
こ
と
は
『
存
在
と
時
間
』
の
論
述
か
ら
跡
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
詳
し
く
は
、
拙
論
、
「
存
在
の
問
い
の
遂
行
と
し
て
の
現
存

　
　
在
の
可
能
性
」
『
学
習
院
大
学
人
文
科
学
論
集
1
5
』
所
収
、
二
〇
〇
六
年
、
参
照
。

魅
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　　　　　　Die　Sprache　in　der　Sicht　von‘‘N琶he　und　Ferne”．

Wende　vom“Sehen”zum‘‘HUren”im　Ausgang　yon　Sein　und　Zeit

Kazunori，　WATANABE

　Im　Denken　Martin　Heideggers　spielt　die　Sache　der　Sprache　eine

fundamentale　Rolle．　Ich　m6chte　zunllchst　die　Problematik　der

Sprache　in“Sein　und　Zeit”in　Hinblick　auf　das“N…ihe　und　Ferne”

klarstellen．　Die　Differenz　von“Nahe　und　Ferne”ist　nichts　anderes

als　der　Grad　des　Selbstverstllndnisses　des　Daseins．　Das　Wesen　von

“Nahe　und　Ferne”besteht　in　der　Entfernung，　die　durch　die　sich

entfaltende　Sprache　gebildet　wird．　In　“Sein　und　Zeit”erklart

Heidegger　die　Sprache　aufgrund　seiner‘‘Logos”－Interpretation　irn

Sinne　von“sehen　lassen”．　Man　kann　also　sagen，　dass　Sprache，

Entfernung　und　Sehen　eine　gewisse　Triade　bilden．　Das　Sehen　hat

aber　seine　eigene　Grenze，　die　es　selber　nicht　sehen　kann．　Das　gleiche

gilt　auch　fUr　das　Sprechen　sowie　fUr　das　Selbstverst巨ndnis　des

Daseins．　Weil　die　Fundamentalontologie　mit　dem　Leitfaden　des

SeinsverstAndnisses　durchgefUhrt　werden　kann，　ist　die　Grenze　des

Sehens　zugleich　die　des　Sprechens　und　somit　auch　die　der　Fun－

damentalontologie．　Gerade　hierin　liegt　eine　entscheidende　Wende

von　Heideggers　Methode　des“Sehens”zum‘‘H6ren”．


