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⑥「言葉」と「沈黙」について

⑥

「
言
葉
」
と
「
沈
黙
」
に
つ
い
て
﹇
こ
れ
は
「
真
善
美
＝
リ
ア
リ
テ
ィ
―
―
ま
と
め
」（
三
二
一
頁
）
の
た
め
の
参
考
資
料
で
あ
る
―
―

編
集
者
﹈

Ｑ
　
言
葉
の
問
題
を
根
底
か
ら
問
え
ば
、
そ
れ
は
必
然
的
に
詩
の
言
葉
へ
と
向
か
っ
て
い
く
と
思
わ
れ
ま
す
が
。

Ｉ
　
か
つ
て
世
界
的
作
曲
家
で
あ
る
武
満
徹
氏
が
書
か
れ
た
、
哲
学
者
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
深
い
思
索
の
結
晶
で
あ
る
名
著
の
題

名
『
音
、
沈
黙
と
測
り
あ
え
る
ほ
ど
に
』
に
も
じ
っ
て
、
「
言
葉
、
沈
黙
と
測
り
あ
え
る
ほ
ど
に
」
を
真
底
実
現
で
き
る
言
葉
は

「
詩
の
言
葉
」
が
確
か
に
最
右
翼
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
言
葉
が
事
実
そ
の
も
の
で
は
な
い
、
そ
し
て
真
実
そ
の
も
の
で
は

な
い
こ
と
を
誰
よ
り
も
知
悉
し
つ
つ
、
そ
れ
で
も
言
葉
の
力
で
も
っ
て
、
リ
ア
リ
テ
ィ
に
何
と
か
迫
り
、
そ
の
実
感
を
読
者
に
感

じ
さ
せ
た
い
と
い
う
心
性
を
共
有
し
て
い
る
の
が
世
の
詩
人
た
ち
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
　
谷
川
俊
太
郎
氏
の
次
な
る
詩
に
は
、

そ
ん
な
思
い
が
痛
切
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　

さ
え
ぎ
る
な

　

言
葉
！

　

私
と
海
の
間
を
（
旅
４
）

　
こ
れ
は
、
評
論
家
三
浦
雅
士
の
珠
玉
の
谷
川
論
で
あ
る
、
『
私
と
い
う
現
象
』
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
「
谷
川
俊
太
郎
と
沈
黙
の

神
話
」
の
中
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
詩
の
一
節
で
す
。
こ
の
短
い
詩
の
言
葉
か
ら
し
て
、
谷
川
氏
は
言
葉
が
世
界
か
ら
人
を
遠
ざ
け

る
も
の
と
し
て
、
言
葉
の
世
界
を
忌
避
し
て
い
る
様
が
よ
く
分
か
り
ま
す
ね
。

　
「
谷
川
俊
太
郎
に
と
っ
て
、
言
葉
と
は
ひ
と
つ
の
不
幸
で
あ
る
」
と
の
一
文
か
ら
始
ま
る
三
浦
氏
の
谷
川
論
は
、
谷
川
俊
太
郎

と
い
う
一
人
の
詩
人
の
真
情
を
見
事
に
解
き
明
か
す
と
と
も
に
、
谷
川
を
通
し
て
詩
の
言
葉
が
有
す
る
特
性
を
迫
真
力
の
あ
る
筆

致
で
描
い
て
く
れ
て
い
ま
す
。

Ｑ
　
思
え
ば
、
沈
黙
と
測
り
あ
え
る
ほ
ど
に
言
葉
を
発
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
谷
川
氏
の
み
な
ら
ず
詩
人
が
持
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ち
合
わ
せ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
絶
対
的
資
質
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
し
ょ
う
か
？

Ｉ
　
は
い
。
Ｄ
教
授
も
言
葉
と
リ
ア
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
触
れ
て
い
く
中
で
、
リ
ア
リ
テ
ィ
と
い
う
具
体
的
な
経
験
の
世
界
に
あ
る

も
の
を
、
抽
象
概
念
を
も
っ
て
そ
の
特
性
と
す
る
言
葉
の
世
界
―
―
こ
れ
は
専
門
用
語
に
と
ど
ま
ら
ず
言
葉
一
般
に
あ
て
は
ま
る

も
の
―
―
で
も
っ
て
描
写
し
て
い
こ
う
と
す
る
こ
と
自
体
に
大
い
な
る
困
難
さ
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か

ら
し
て
、
と
り
わ
け
詩
人
は
容
易
な
ら
ざ
る
緊
張
感
を
リ
ア
リ
テ
ィ
、
世
界
と
の
間
で
、
沈
黙
を
介
し
て
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
言
え
ま
す
。

Ｑ
　
う
ん
、
問
題
は
こ
こ
か
ら
で
し
ょ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
沈
黙
を
介
し
た
言
葉
と
リ
ア
リ
テ
ィ
と
の
関
係
を
ど
う
言
葉
で
表
現

し
て
い
く
か
、
こ
こ
が
す
べ
て
の
詩
人
た
ち
の
苦
労
の
し
ど
こ
ろ
で
す
よ
ね
。

Ｉ
　
リ
ア
リ
テ
ィ
そ
の
も
の
を
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
沈
黙
を
包
み
込
む
滋
味
豊
か
な
言
葉
で
も
っ
て
リ

ア
リ
テ
ィ
を
全
身
全
霊
で
も
っ
て
感
得
で
き
る
磁
場
に
触
れ
さ
せ
る
と
こ
ろ
ま
で
は
た
ど
り
着
く
こ
と
は
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、

そ
う
で
な
け
れ
ば
詩
人
を
は
じ
め
と
す
る
あ
ま
た
の
言
葉
を
紡
ぐ
人
間
た
ち
の
行
為
は
徒
労
に
終
わ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
　
高
村
光
太
郎
氏
の
詩
に
私
が
好
き
な
「
牛
」
と
い
う
詩
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
詩
は
牛
の
百
面
相
と
言
っ

て
も
い
い
ほ
ど
、
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
牛
を
描
出
し
て
い
き
ま
す
。
中
で
も
私
の
と
り
わ
け
好
き
な
フ
レ
ー
ズ
を
紹
介
し
て
み
ま

す
。

見
よ
　
　
牛
の
眼
は
叡
智
に
か
が
や
く
　
　
そ
の
眼
は
自
然
の
形
と
魂
と
を
一
緒
に
見
ぬ
く
　
　
形
の
お
も
ち
や
を
喜
ば
な
い
　
　

魂
の
影
に
魅
せ
ら
れ
な
い
　
　
う
る
お
い
の
あ
る
や
さ
し
い
牛
の
眼
　
　
ま
つ
毛
の
長
い
黒
眼
が
ち
の
牛
の
眼
　
　
永
遠
を
日
常
に

よ
び
生
か
す
牛
の
眼
　
　
牛
の
眼
は
聖
者
の
眼
だ
　
　
牛
は
自
然
を
そ
の
通
り
に
じ
つ
と
見
る
　
　
見
つ
め
る
　
　
き
よ
ろ
き
よ
ろ

と
き
よ
ろ
つ
か
な
い
　
　
眼
に
角
を
た
て
な
い
　
　
牛
が
自
然
を
見
る
事
は
牛
が
自
分
を
見
る
事
だ
　
　
外
を
見
る
と
一
緒
に
内
が

見
え
　
　
内
を
見
る
と
一
緒
に
外
が
見
え
る
　
　
こ
れ
は
牛
に
と
つ
て
の
努
力
じ
や
な
い
　
　
牛
に
と
つ
て
の
当
然
だ

（『
ユ
ー
モ
ア
に
つ
い
て
の
４
３
章
』）
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牛
の
眼
に
つ
い
て
こ
れ
ほ
ど
見
抜
い
て
い
る
人
は
い
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
　
も
う
一
つ
私
の
好
き
な
フ
レ
ー
ズ
を

紹
介
し
ま
す
。

　　

B
B

B
B

牛
は
も
う
と
啼
い
て
　
　
そ
の
時
自
然
に
よ
び
か
け
る
　
　
自
然
は
や
つ
ぱ
り
も
う
と
こ
た
え
る
　
（
前
掲
書
）

　
牛
と
自
然
が
呼
応
し
て
い
る
様
、
牛
・
自
然
が
一
体
と
な
っ
た
姿
。
と
に
か
く
私
は
こ
の
詩
の
魅
力
に
取
り
憑
か
れ
て
お
り
、

こ
の
感
動
は
自
分
だ
け
の
胸
に
し
ま
っ
て
お
く
の
は
も
っ
た
い
な
い
と
思
い
、
同
僚
の
教
師
を
は
じ
め
授
業
を
通
し
て
生
徒
に
も

紹
介
し
て
い
ま
す
。

　
世
界
中
で
牛
の
詩
は
あ
ま
た
作
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
お
そ
ら
く
高
村
氏
が
描
い
て
い
る
と
こ
ろ
の
牛

ほ
ど
光
彩
を
放
つ
生
き
物
は
他
に
な
い
、
ま
さ
に
前
代
未
聞
、
空
前
絶
後
と
言
っ
て
も
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

Ｑ
　
と
こ
ろ
で
、
世
の
中
に
は
あ
っ
と
驚
く
よ
う
な
、
通
常
で
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
粘
り
強
さ
で
も
っ
て
一
つ
の
こ
と
に
打

ち
込
ん
で
い
る
人
が
時
に
い
る
も
の
で
す
が
、
イ
ン
ド
学
研
究
者
で
あ
る
松
山
俊
太
郎
氏
も
そ
の
一
人
で
す
。
松
山
氏
は
蓮
の
研

究
家
と
し
て
有
名
で
す
が
、
『
イ
ン
ド
を
語
る
』
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
く
だ
り
が
あ
り
ま
す
。

　
わ
た
く
し
自
身
、
蓮
の
こ
と
を
は
じ
め
た
と
き
に
は
、
こ
ん
な
も
の
は
二
十
年
も
あ
れ
ば
カ
タ
が
つ
く
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、

や
っ
て
い
く
う
ち
に
だ
ん
だ
ん
と
伸
び
て
き
て
、
い
ま
は
、
ひ
と
り
で
や
れ
ば
十
万
年
く
ら
い
か
か
る
、
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
す
。

　
松
山
氏
の
、
蓮
の
研
究
に
向
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
凄
さ
に
は
感
服
す
る
ば
か
り
で
す
が
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
は
通
常
行
動
の
連

続
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
お
り
、
即
座
の
対
応
を
迫
ら
れ
る
場
面
が
数
多
く
あ
る
こ
と
も
事
実
で
す
ね
。
そ
の
よ
う
な
現
実
に
立

ち
向
か
い
、
そ
の
時
々
に
お
い
て
適
切
な
対
応
を
し
つ
つ
わ
れ
わ
れ
は
身
を
処
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
わ

れ
わ
れ
の
生
の
厳
然
た
る
事
実
を
前
に
す
る
と
、
松
山
氏
の
研
究
姿
勢
に
象
徴
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
時
間
を
無
限
に
先
延
ば

し
に
す
る
過
ご
し
方
は
、
一
般
の
人
々
の
平
均
的
な
生
き
方
に
は
、
残
念
な
が
ら
そ
の
ま
ま
適
用
で
き
そ
う
に
は
な
い
で
す
ね
。
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