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現
代
に
お
い
て
は
、
交
通
・
通
信
網
の
普
及
並
び
に
翻
訳
や
通
訳
等
々
の
促

進
に
よ
っ
て
、
世
界
各
国
の
諸
文
化
が
、
か
つ
て
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
程
に

相
互
に
交
流
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
各
文
化
間
の
類
似
性
と
差
異

性
が
次
第
に
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
　
一

方
で
は
、
異
文
化
間
の
相
互
理
解
や
対
話
に
よ
る
文
化
の
根
元
的
一
性
が
見
出

さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
他
方
で
は
、
各
文
化
の
相
違
性
が
相
互
に
認

め
ら
れ
、
特
定
の
一
つ
の
文
化
が
絶
対
視
さ
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
状
況
に

な
っ
て
き
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
文
化
は
日
本
の
哲
学
者
西
田
幾
多
郎
（
一

八
七
〇
一
一
九
四
五
）
の
語
る
よ
う
に
、
形
の
世
界
で
あ
り
、
従
っ
て
種
の
世

界
で
あ
り
、
形
や
種
は
、
民
族
や
国
家
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
も
し
、
一
つ
の
文
化
が
絶
対
視
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
一

つ
の
民
族
、
一
つ
の
国
家
が
絶
対
視
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
現
代
の

世
界
で
は
妥
当
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
人
間
の
思
惟
が
実
体
性
に
よ
っ
て
基
礎

づ
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
一
文
化
や
そ
の
基
礎
と
し
て
の
　
民
族
と
か
一

国
家
の
絶
対
視
が
可
能
で
あ
っ
て
も
、
無
実
体
性
乃
至
は
空
（
あ
る
い
は
絶
対

無
）
に
よ
っ
て
思
索
が
成
り
立
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
一
文
化
、
一
国
家
あ
る

い
は
一
民
族
の
絶
対
視
は
不
可
能
で
あ
る
。

　
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
以
来
、
西
欧
の
伝
統
的
な
形
而
上
学
の
核
心
と
な
っ

て
き
て
い
た
思
惟
は
、
絶
対
の
有
（
乃
至
存
在
）
と
し
て
の
実
体
や
神
に
よ
っ

て
基
礎
づ
け
ら
れ
う
る
の
み
な
ら
ず
、
無
実
体
的
な
空
や
絶
対
無
に
よ
っ
て
基

礎
づ
け
ら
れ
る
こ
と
も
で
き
る
こ
と
が
、
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
に
理
解
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
古
代
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
以
来
ヘ
ー
ゲ
ル
に
至
る
ま
で
は
、
あ
る
い
は
ニ
ー
チ
ェ

ま
で
、
あ
る
い
は
も
っ
と
時
代
を
下
が
っ
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
至
る
ま
で
、
ヨ



40

ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
的
な
形
而
上
学
と
し
て
の
哲
学
の
主
流
は
、
専
ら
有
（
存
在
）

に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
二
十
世
紀
末
以
降
の
哲
学
は
、
有
乃
至

は
存
在
（
以
下
、
有
乃
至
存
在
を
単
に
有
と
略
記
）
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
哲
学

の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
に
並
ん
で
、
い
わ
ば
こ
れ
を
基
礎
づ
け
る
絶
対
無
に
基
礎

づ
け
ら
れ
た
哲
学
の
探
求
が
是
非
と
も
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
も
し
こ
こ
で

人
間
の
自
己
の
内
面
的
な
自
覚
に
従
っ
て
存
在
を
五
段
階
に
分
け
る
こ
と
が
で

き
る
と
す
る
と
、
相
対
的
有
、
相
対
的
無
、
虚
無
、
絶
対
的
有
と
分
け
ら
れ
た

五
段
階
目
に
位
置
す
る
も
の
と
し
て
絶
対
的
無
が
問
題
と
な
る
。
そ
こ
で
、
小

論
に
お
い
て
は
、
日
本
の
哲
学
者
西
田
幾
多
郎
と
欧
米
の
哲
学
者
で
あ
る
A
・

N
・
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
哲
学
を
通
し
て
、
絶
対
的
な
無
、
つ
ま
り
、
絶
対
無

に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
哲
学
を
究
明
し
た
い
と
考
え
る
。

「
伝
統
的
な
西
欧
の
哲
学
が
、
い
わ
ば
実
体
的
な
物
の
味
方
に
行
き
詰
ま
り
、

西
欧
の
哲
学
や
宗
教
の
側
か
ら
も
、
絶
対
無
に
よ
る
そ
の
基
礎
づ
け
が
必
要
で

あ
る
こ
と
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
が
こ
の
世
紀
末
の
哲
学
的

状
況
で
も
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
現
代
に
お
け
る
文
化
と
文
明
の
状
況

を
、
西
欧
の
伝
統
的
な
形
而
上
学
と
し
て
の
哲
学
と
の
連
関
の
中
で
明
ら
か
に

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

1
、
文
化
と
文
明

古
代
の
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
以
来
、
伝
統
的
な
形
而
上
学
と
し
て
の
哲
学
の
核
心

と
な
っ
て
い
た
主
客
分
離
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
対
象
論
理
に
よ
る

実
体
的
な
物
の
見
方
や
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
実
体
的
で
、
絶
対
的
な
人
格

と
し
て
神
と
い
う
神
理
解
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
「
神
は
死
ん
だ
」
と
か
「
我
々
が

神
を
殺
し
た
」
と
い
う
洞
察
以
来
、
根
源
的
に
は
妥
当
し
な
く
な
っ
て
き
て
い

る
。
物
の
実
体
的
な
見
方
が
、
物
の
唯
一
の
見
方
で
な
い
こ
と
が
、
二
～
チ
ェ

以
来
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
既
に
自
明
的
に
な
っ
て
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
物
を
対
象
化
し
て
実
体
的
に
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
知
（
識
）
の
立

場
の
み
を
押
し
進
め
て
、
心
身
一
如
の
次
元
に
働
く
知
恵
（
所
謂
無
知
の
知
）

を
排
除
す
る
哲
学
の
立
場
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
指
摘
を
七
つ
ま
で
も
な
く
、
早
晩

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
陥
る
他
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
対
象
化
し
て
物
を

客
観
的
に
見
る
場
合
に
は
、
自
ら
の
眼
は
一
切
を
い
わ
ば
鳥
右
図
的
に
見
て
い

る
た
め
に
、
自
ら
の
眼
や
心
や
自
己
を
深
く
内
的
に
見
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で

あ
る
。
物
を
対
象
的
に
見
る
当
の
人
間
は
、
自
ら
の
心
や
自
己
の
内
面
的
な
問

題
を
自
覚
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
物
の
本
質
的
な
次
元
で
重
要
と
な
る
実

体
的
な
も
の
に
の
み
眼
を
奪
わ
れ
て
、
人
間
の
実
存
や
生
や
、
本
質
、
実
存
、

生
の
立
場
を
も
自
ら
の
内
に
包
み
込
む
実
在
（
幻
①
自
一
剛
樽
僧
O
【
）
の
次
元
が
見
落
と

さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
人
間
の
自
己
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
問
題
で

あ
る
自
己
の
自
由
や
責
任
や
悪
、
あ
る
い
は
愛
の
問
題
等
々
が
価
値
な
き
も
の

と
し
て
切
り
捨
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
哲
学
に
人
間

は
耐
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
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人
間
は
人
類
の
一
員
で
あ
り
、
国
家
や
民
族
の
一
員
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

同
時
に
、
カ
ン
ト
的
な
自
律
に
生
き
る
人
格
と
し
て
、
し
か
も
後
で
詳
し
く
述

べ
る
よ
う
に
、
自
己
で
も
あ
る
の
で
、
自
己
の
認
め
ら
れ
な
い
哲
学
に
生
き
る

時
に
は
、
人
間
は
最
後
的
に
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
無
論
、
伝
統
的
な
哲
学
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
の
発
展
に
大
き
な
役
割
を
果

た
し
て
き
た
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
森
羅
万
象

を
哲
学
的
に
理
解
す
る
に
は
、
本
質
を
通
し
て
の
み
な
ら
ず
、
右
に
述
べ
た
如

く
、
実
存
や
生
や
実
在
や
自
己
を
通
し
て
の
道
も
あ
る
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
は

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
文
化
と
文
明
を
詳
し
く
究
明
し
て
、
本

質
の
み
な
ら
ず
、
実
存
や
生
や
実
在
や
自
己
の
究
明
の
必
要
で
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
こ
れ
迄
は
一
般
的
に
は
、
文
化
と
文
明
は
区
別
し
て
使
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
ビ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
コ
リ

れ
て
き
た
。
文
化
は
、
　
”
耕
す
“
と
か
”
介
抱
す
る
“
と
い
う
よ
う
な
語
源
的

意
味
を
も
含
め
て
”
文
徳
を
も
っ
て
感
化
す
る
“
こ
と
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
、

文
化
は
、
人
間
の
心
が
動
・
植
物
や
無
機
物
と
一
体
と
な
っ
て
築
か
れ
る
よ
う

な
、
い
わ
ば
、
心
や
精
神
的
な
活
動
や
生
活
様
式
や
ま
た
そ
れ
ら
の
表
現
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
文
明
は
、
文
化
と
は
別
の
視
点
か
ら
築
か
れ
て
き
て
い
る
と

理
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
文
明
は
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
（
一
統
一
1
一
①
卜
。
①
）

に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
「
知
は
力
な
り
」
と
い
う
人
間
の
知
（
性
）
の
側
面
の
み

を
重
視
し
、
自
ら
を
観
察
者
と
し
て
除
外
し
て
、
自
ら
以
外
の
す
べ
て
を
自

ら
の
前
に
対
象
化
し
て
（
＜
O
「
。
。
一
①
＝
雪
）
観
察
す
る
と
い
う
物
の
見
方
に
よ
っ

て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
文
明
に
お
い
て
は
、
人
間
は
そ
の
お
蔭

で
生
き
て
い
る
「
自
然
」
を
資
源
と
し
て
徹
底
的
に
搾
取
し
た
り
、
汚
染
し
た

り
し
て
、
自
然
や
人
間
の
心
の
痛
み
の
側
面
を
無
視
し
、
す
べ
て
を
自
ら
の
住

む
地
方
や
国
の
為
に
各
人
が
利
用
し
、
他
者
や
他
国
を
支
配
す
る
よ
う
な
視
点

か
ら
す
べ
て
が
築
か
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
意

味
に
お
い
て
、
　
”
文
明
“
は
、
人
間
の
外
に
対
象
化
さ
れ
た
自
然
を
人
間
が
自

ら
支
配
す
る
と
い
う
仕
方
で
築
か
れ
て
き
た
所
謂
近
世
的
で
機
械
論
的
な
自
然

科
学
・
技
術
を
基
礎
と
し
て
、
そ
の
上
に
樹
立
さ
れ
て
き
た
物
質
文
明
で
あ
る

と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
物
質
的
・
機
械
論
的
な
も
の
の
み
を
核
心
と
す
る
よ
う
な

従
来
の
文
明
は
、
例
え
ば
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
の
欧
米
崇
拝
主
義
的
な

生
活
様
式
や
心
の
な
い
無
精
神
的
な
諸
活
動
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、

人
間
の
日
々
の
生
活
を
全
く
無
味
乾
燥
な
も
の
と
し
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な

物
質
文
明
の
偏
重
は
、
教
育
の
面
に
お
い
て
も
、
色
々
な
歪
み
を
も
た
ら
し
て

い
る
。
情
意
を
無
視
し
て
知
（
性
）
の
み
を
重
視
し
、
児
童
の
個
性
を
無
視
し

て
単
な
る
学
歴
の
み
を
重
視
す
る
教
育
は
、
児
童
の
心
を
自
閉
的
に
し
た
り
、

あ
る
い
は
登
校
拒
否
に
追
い
込
ん
だ
り
、
苛
め
を
引
き
起
し
て
児
童
を
自
殺
へ

と
追
い
や
る
こ
と
も
多
々
あ
る
の
で
あ
る
。
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ま
た
、
物
質
文
明
の
発
展
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
人
間
の
寿
命
も
、
実
年

や
熟
年
の
後
の
高
齢
に
生
き
る
人
々
に
対
す
る
社
会
か
ら
の
冷
遇
に
よ
り
、
高

齢
者
は
、
生
き
る
意
味
も
目
的
も
見
失
っ
て
、
自
殺
へ
と
急
ぐ
こ
と
も
生
じ
て

き
て
い
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
物
質
文
明
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
環
境
汚
染

や
、
延
い
て
は
地
球
や
宇
宙
の
汚
染
や
自
然
破
壊
は
、
地
球
を
滅
亡
の
寸
前
に

ま
で
追
い
や
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
地
球
上
の
緑
の
減
少
や
空
気
の
汚
染
、
核

実
験
に
よ
る
生
物
の
死
滅
や
遺
伝
子
に
生
ず
る
突
然
変
異
、
あ
る
い
は
人
口
増

加
に
伴
う
食
料
不
足
等
々
、
ど
れ
一
つ
を
取
り
挙
げ
て
み
て
も
、
地
球
の
滅
亡

を
予
感
せ
し
め
な
い
も
の
は
な
い
程
で
あ
る
。

　
人
間
は
物
質
文
明
だ
け
で
は
生
き
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
物
質
文
明
の

み
が
偏
重
さ
れ
る
場
合
に
は
、
人
間
は
早
晩
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な

い
。
と
い
う
の
も
、
人
間
は
、
物
質
的
な
肉
体
の
み
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
間
は
、
肉
体
と
霊
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
身
体
が
、

霊
か
肉
か
の
い
ず
れ
か
だ
け
に
傾
か
な
い
で
、
霊
肉
が
↓
如
に
成
り
立
っ
て
い

る
時
に
、
精
神
に
目
覚
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
精
神
に
目
覚
め
た
自
己
は
、
自

己
が
自
ら
の
一
生
を
か
け
て
真
の
自
己
に
成
っ
て
行
く
べ
き
課
題
的
な
生
成
の

う
ち
に
あ
る
存
在
に
し
て
、
同
時
に
課
題
的
実
存
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
、

初
め
て
、
真
の
自
己
に
目
覚
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
人
間
は
生
ま
れ
た
ま
＼
で
は
未
だ
本
当
に
真
の
自
己
で
あ
る
自
覚
が
な
い
。

人
間
は
万
物
あ
っ
て
の
人
間
な
の
で
あ
る
。
雪
寳
二
百
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る

　
　
ヨ
ヨ
　

よ
う
に
、
天
地
と
我
と
同
根
で
、
万
物
と
我
と
一
体
と
い
う
、
自
己
と
万
物
と

の
自
己
同
一
的
側
面
と
、
我
の
他
に
は
何
も
な
い
と
い
う
逆
の
面
、
即
ち
、
天

上
天
下
唯
我
独
尊
の
面
と
が
同
時
に
成
り
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、

天
地
や
万
物
と
自
己
と
の
平
等
の
面
の
み
に
偏
っ
て
も
、
ま
た
逆
に
天
上
天
下

唯
我
独
尊
の
面
の
み
に
偏
っ
て
も
、
人
間
は
未
だ
真
の
自
己
で
あ
る
に
は
未
だ

半
分
を
欠
い
て
い
る
。
デ
ン
マ
ー
ク
の
哲
学
者
S
・
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
（
一
。
。
一
。
。

一
お
劉
）
も
、
『
死
に
至
る
病
』
の
冒
頭
で
、
人
間
は
精
神
で
あ
っ
て
も
、
未

だ
自
己
で
は
な
い
と
語
っ
て
い
る
。

　
で
は
、
自
己
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
道
元
（
一
b
g
O
O
i
一
ト
Q
㎝
Q
Q
）
の
『
正
法
眼
蔵
』

の
現
成
公
案
の
巻
に
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。
即
ち
、
　
「
仏
道
を
習
ふ
と
い

ふ
は
自
己
を
習
ふ
な
り
。
自
己
を
習
ふ
と
い
ふ
は
自
己
を
わ
す
る
＼
な
り
。

自
己
を
わ
す
る
＼
と
い
ふ
は
、
萬
法
に
謹
せ
ら
る
る
な
り
。
萬
法
に
訳
せ
ら
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
つ
ら
く
　
　
　
　
　
　
　
て
　

る
と
い
ふ
は
、
自
己
の
身
心
、
他
己
の
身
心
を
し
て
脱
落
せ
し
む
る
な
り
」
と

い
う
言
葉
が
。

　
道
元
の
こ
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
仏
道
乃
至
修
行
に
励
む
こ
と
は
、
自
己
の
本

来
の
あ
り
方
に
習
熟
す
る
こ
と
で
あ
り
、
自
己
の
本
来
的
あ
り
方
に
習
熟
す
る

こ
と
は
、
万
法
（
す
べ
て
の
も
の
）
と
↓
に
な
っ
て
、
万
法
に
生
か
さ
れ
て
生

き
る
こ
と
で
あ
り
、
万
法
そ
の
も
の
と
し
て
生
か
さ
れ
て
生
き
る
と
は
、
自
他

が
全
く
対
立
な
く
生
き
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
の
世
界
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
の
領
域
に
お
い
て
も
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対
立
の
な
い
領
域
は
な
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に

お
い
て
、
今
後
の
文
化
は
常
に
物
質
文
明
と
表
裏
一
体
と
な
っ
て
、
物
質
文
明

を
支
え
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
物
質
文
明
が
文
化
に
支
え
ら
れ
て
い
る

時
に
初
め
て
、
文
明
も
真
に
文
明
と
し
て
の
働
き
を
果
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の
為
に
は
、
私
た
ち
は
、
知
性
の
み
を
偏
重
す
る
こ
と
を
止
め
、
知
情
意
を
同

時
に
働
か
せ
る
よ
う
な
心
身
一
如
の
文
化
を
、
文
明
を
支
え
る
も
の
と
し
て
築

い
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
現
代
に
お
い
て
は
、
物
質
文
明
を
単
に
否
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

現
在
必
要
な
の
は
、
私
た
ち
の
手
で
緊
急
に
物
質
文
明
に
文
化
の
裏
打
ち
を
す

る
こ
と
で
あ
る
。
物
質
の
み
を
最
後
的
に
絶
対
的
な
も
の
と
見
な
す
唯
物
論
も
、

精
神
の
み
を
最
後
的
に
絶
対
的
な
も
の
と
見
な
す
唯
心
論
・
観
念
論
も
、
現
代

で
は
も
は
や
妥
当
性
を
持
ち
得
な
い
。
現
代
に
お
い
て
必
要
な
こ
と
は
、
物
質

と
精
神
が
根
源
的
に
一
な
る
も
の
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
な
、
物
質
の
次
元
と
精

神
の
次
元
と
が
そ
こ
で
は
、
自
己
同
一
的
で
あ
る
よ
う
な
、
根
源
的
な
開
け
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

次
元
、
つ
ま
り
「
心
」
の
次
元
へ
ま
で
、
私
た
ち
一
人
一
人
の
心
が
深
ま
っ
て

ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
物
質
即
精
神
、
精
神
即
物
質
で
あ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

絶
対
の
無
限
の
開
け
、
つ
ま
り
、
心
の
開
け
か
ら
哲
学
し
た
人
は
、
今
世
紀
で

は
、
先
に
挙
げ
た
東
洋
の
西
田
幾
多
郎
と
欧
米
の
A
・
N
・
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド

が
先
ず
挙
げ
ら
れ
る
。
前
者
は
、
文
化
を
文
化
と
文
明
の
根
源
か
ら
、
ま
た
後

者
は
文
明
を
文
化
と
文
明
の
根
源
か
ら
、
再
考
察
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
西
田

の
哲
学
は
実
在
経
験
か
ら
構
築
さ
れ
て
お
り
、
A
・
N
・
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の

哲
学
は
い
わ
ば
心
身
一
如
的
思
弁
に
よ
る
仮
設
形
成
（
呂
9
0
二
〇
コ
）
を
基
礎
と

し
て
い
る
。

　
西
田
哲
学
は
、
西
田
自
身
の
根
源
的
な
宗
教
経
験
で
あ
る
「
純
粋
経
験
」
に

基
づ
い
て
、
　
「
純
粋
経
験
が
唯
一
の
実
在
で
あ
る
」
と
い
う
原
理
の
上
に
築
か

れ
て
い
る
。
他
方
の
A
・
N
・
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
哲
学
も
、
過
程
と
し
て
の

実
在
が
要
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
両
哲
学
は
共
に
実
在
を
そ
の
哲
学
の
要

と
し
て
い
る
。
西
田
哲
学
は
絶
対
無
を
基
礎
と
し
、
A
・
N
・
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ

ド
の
哲
学
は
現
実
的
実
有
（
騨
。
ε
巴
窪
二
ξ
）
を
要
と
し
て
築
か
れ
て
い
る
。

両
哲
学
者
は
殆
ど
同
じ
時
代
に
生
き
て
い
る
。
し
か
し
、
前
者
は
日
本
に
、
後

者
は
自
然
科
学
者
と
し
て
は
英
国
に
、
ま
た
一
九
二
四
年
の
停
年
後
は
米
国
で

哲
学
者
と
し
て
ハ
ー
ヴ
ァ
…
ド
大
学
で
す
ご
し
た
。

　
両
哲
学
者
は
、
最
終
的
に
は
実
在
に
お
い
て
接
点
を
持
っ
て
い
る
と
理
解
さ

れ
が
、
両
哲
学
者
は
表
面
的
に
は
大
き
く
相
違
し
て
い
る
。
西
田
は
精
神
科
学

の
領
域
に
お
い
て
絶
対
無
（
乃
至
は
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
）
の
哲
学
を
樹
立

し
た
。
し
か
し
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
研
究
領
域
は
西
田
の
そ
れ
と
は
相
違
し

て
、
一
九
二
四
年
の
停
年
ま
で
英
国
の
大
学
で
数
学
を
講
じ
て
い
た
。
そ
し
て

そ
の
時
ま
で
に
既
に
科
学
哲
学
三
部
作
を
、
即
ち
『
自
然
認
識
の
諸
原
理
』

（一

?
鼇
?
j
、
　
『
科
学
認
識
の
基
礎
…
自
然
と
い
う
概
念
』
　
（
δ
b
。
O
）
、
　
『
相
対

性
原
理
』
　
（
一
㊤
卜
。
凹
）
を
執
筆
し
て
い
た
。
そ
し
て
停
年
後
ア
メ
リ
カ
の
ハ
ー
ヴ
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ア
ー
ド
大
学
の
哲
学
の
教
授
と
し
て
招
か
れ
て
哲
学
を
講
じ
て
い
た
一
九
二
四

年
か
ら
一
九
三
七
年
の
間
に
形
而
上
学
三
部
作
を
、
即
ち
『
科
学
と
近
代
世
界
』

（一

I
謡
）
、
　
『
過
程
と
実
在
』
　
（
一
㊤
卜
。
q
⊃
）
、
　
『
観
念
の
冒
険
』
　
（
一
㊤
。
。
。
。
）
を
執

筆
し
た
。
そ
し
て
彼
は
、
有
機
体
の
哲
学
を
樹
立
し
た
。
そ
こ
で
西
田
と
ホ
ワ

イ
ト
ヘ
ッ
ド
と
の
哲
学
が
ど
の
よ
う
に
し
て
、
実
在
へ
と
開
か
れ
て
行
っ
た
か

を
こ
こ
で
見
て
お
き
た
い
。

　
西
田
が
精
神
科
学
の
探
求
に
お
い
て
「
実
在
」
へ
と
開
き
導
か
れ
て
行
っ
た

こ
と
は
、
西
欧
の
今
世
紀
の
哲
学
者
M
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
（
一
〇
。
Q
。
㊤
1
一
㊤
↓
0
）
に

対
応
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
M
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
今
世
紀
の

物
理
学
者
に
し
て
哲
学
者
で
も
あ
る
ド
イ
ツ
の
C
・
F
・
v
・
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ

カ
ー
（
お
旨
1
）
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
精
神
科
学
の
領
域
か
ら
自
然
科
学

の
領
域
の
理
解
を
も
可
能
に
す
る
よ
う
な
方
向
に
お
い
て
哲
学
し
た
か
ら
で
あ

る
。
西
田
も
根
源
的
な
宗
教
経
験
か
ら
す
べ
て
を
説
明
す
る
哲
学
を
樹
立
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
他
方
の
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
が
、
学
生
時
代
か
ら
自
然
科
学
（
Z
p
ε
7

三
。
。
。
。
①
ロ
ω
o
冨
h
一
）
と
精
神
科
学
（
O
O
一
。
。
け
霧
三
の
。
。
O
冨
O
冨
コ
）
と
の
両
領
域
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ら

わ
た
っ
て
研
究
し
続
け
て
、
　
「
実
在
」
へ
と
開
け
て
行
っ
た
過
程
は
、
東
洋
で

は
例
え
ば
田
辺
元
（
一
Q
o
o
o
㎝
1
一
㊤
O
卜
。
）
の
生
涯
に
対
応
さ
せ
て
考
え
る
こ
と
も
可

能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
有
そ
の
も
の
（
畠
の

ω
巴
口
。
・
巴
9
什
）
が
、
西
田
の
絶
対
無
と
は
相
違
し
た
次
元
の
開
け
で
あ
り
、

ま
た
田
辺
に
お
け
る
『
俄
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
以
後
に
明
ら
か
に
さ
れ
た

「
絶
対
無
と
し
て
の
愛
」
も
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
い
て
開
か
れ
て
い
る
実
在

の
開
け
と
は
相
違
し
た
開
け
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
点
に
お
い
て
、
両
方
の
対

応
は
、
ど
こ
迄
も
対
応
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

に
お
け
る
有
そ
の
も
の
は
、
絶
対
無
を
包
摂
し
尽
す
こ
と
は
不
可
能
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
田
辺
に
お
け
る
「
絶
対
無
と
し
て
の
愛
」
は
ホ
ワ
イ

ト
ヘ
ッ
ド
の
、
物
質
で
あ
る
と
同
時
に
精
神
で
も
あ
り
、
し
か
も
同
時
に
物
質

で
も
な
け
れ
ば
精
神
で
も
な
い
碧
ε
巴
魯
二
ξ
の
場
の
開
け
に
ま
で
開
け
て

い
る
と
は
明
言
し
難
い
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
詳
論
に
入
る
前
に
、
西
田
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
相
違
と
、

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
と
田
辺
の
相
違
が
生
じ
て
来
ざ
る
を
得
ぬ
、
両
者
の
比
較
に

お
け
る
根
本
的
な
問
題
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、

自
己
と
世
界
と
の
根
源
的
な
相
即
性
が
成
り
立
っ
て
い
る
か
否
か
の
問
題
で
あ

る
。
も
っ
と
簡
単
に
言
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
哲
学
者
に
お
い
て
、
　
「
自
己
」
が

ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
先
ず
、
真

の
自
己
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
か
を
、
こ
こ
で
明
ら
か
に
し
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
先
に
、
道
元
の
『
正
法
眼
蔵
』
の
現
成
公
案
の
巻
の
中
の
語
句
を
挙
げ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

仏
道
に
精
進
す
れ
ば
真
の
自
己
に
習
熟
で
き
る
こ
と
を
述
べ
た
。
同
じ
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ア
い

中
国
の
十
二
世
紀
の
廓
庵
禅
師
に
よ
る
十
牛
田
に
も
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
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こ
の
十
牛
図
に
示
さ
れ
て
い
る
、
自
己
が
自
己
に
目
覚
め
て
ゆ
く
過
程
に
お
い

て
第
八
図
で
真
の
自
己
に
目
覚
め
、
第
九
図
に
お
い
て
真
の
自
己
が
如
何
な
る

も
の
で
あ
る
か
が
「
返
本
還
源
」
と
印
さ
れ
た
頒
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
。
頒

　
　
　
　
　
　
　
お
の
ず
か

の
最
後
に
は
「
水
は
自
ら
立
直
、
花
は
自
ら
紅
な
り
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
第
八
図
で
真
の
自
己
に
目
覚
め
る
が
、
こ
の
自
己
は
ど
の
よ
う
な
自
己

で
あ
る
か
と
い
う
と
、
第
九
図
の
頒
の
語
句
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
水
は

自
ら
面
々
、
花
は
自
ら
紅
な
り
、
と
い
う
あ
り
方
で
、
道
元
の
語
る
よ
う
に
謹

せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
自
己
が
水
に
よ
り
、
花
に
よ
っ
て
謹
せ
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
自
己
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
は
、
自
己
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
た
り
、

主
張
さ
れ
た
り
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
本
来
的
に
は
、
道
元
の
語
る
よ
う
に
、

万
法
に
よ
っ
て
、
即
ち
森
羅
万
象
に
よ
っ
て
、
森
羅
万
象
の
側
か
ら
自
己
に
示

さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
自
己
が
天
地
と
同
根
で
万
物
と
　
体
で
あ
る
と
共
に
、

自
己
は
ど
こ
ま
で
も
他
に
解
消
で
き
な
い
、
天
上
天
下
唯
我
独
尊
の
自
己
で
あ

る
と
い
う
宗
教
的
経
験
は
、
自
己
が
何
も
の
で
あ
る
か
を
天
地
や
万
物
か
ら
示

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
覚
的
と
な
る
。
第
九
図
は
、
自
己
と
万
物
と
の
平
等

無
差
別
な
る
側
面
を
示
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
第
十
図
の
入
麟
垂
手
と
書
か

れ
て
い
る
図
は
、
自
己
と
万
物
と
の
平
等
無
差
別
の
側
面
の
み
な
ら
ず
、
同
時

に
天
上
天
下
唯
我
独
尊
の
自
己
で
あ
る
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。
天
上
天
下
唯

我
独
尊
の
自
己
の
側
面
は
、
天
地
や
万
物
と
一
体
で
あ
り
同
根
で
あ
る
自
己
の

働
き
の
う
ち
に
露
わ
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
十
図
の
頒
は
以
下
の
よ
う

で
あ
る
が
、
こ
の
頒
の
中
に
そ
の
両
面
が
見
事
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
即
ち

　
　
　
　
　
　
　
は
だ
し
　
　
　
　
　
　
　
て
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

「
胸
を
露
わ
し
足
を
跣
に
し
て
　
邸
に
入
り
来
る
　
土
を
抹
で
灰
を
塗
り
　
笑

　
あ
き
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た

い
臆
に
満
つ
　
神
仙
の
真
の
秘
訣
を
用
い
ず
　
直
だ
枯
木
を
し
て
花
を
放
っ
て

開
か
し
む
」
と
い
う
頒
に
。

　
と
こ
ろ
が
西
欧
に
お
け
る
自
己
は
、
森
羅
万
象
と
同
根
で
あ
り
き
一
体
で
あ

る
と
同
時
に
、
天
上
天
下
唯
我
独
尊
の
自
己
で
あ
る
と
い
う
両
面
を
明
白
に
し

切
れ
て
い
な
い
。
自
己
を
最
も
深
く
探
求
し
、
定
義
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
S

・
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
で
す
ら
、
人
聞
は
す
べ
て
を
自
然
か
ら
、
つ
ま
り
野
の
百

合
や
空
飛
ぶ
鳥
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
が
、
唯
一
つ
の
例
外
が
あ
る
と
語
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
人
間
は
、
罪
意
識
だ
け
は
野
の
百
合
か
ら
も
空
飛
ぶ

鳥
か
ら
も
学
び
得
な
い
と
い
う
点
で
、
自
然
と
人
間
の
間
に
隔
絶
を
置
き
、
更

に
、
神
は
決
し
て
罪
を
犯
さ
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
神
と
人
間
の
間
に

も
絶
対
の
隔
絶
を
お
く
。
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
を
信
奉
す
る
限
り
、
神
と
人

間
と
自
然
の
間
に
は
断
絶
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

　
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
自
己
の
探
求
に
お
い
て
も
、
霊
と
肉
か
ら
な
る
関
係
が

こ
の
関
係
自
身
に
関
係
す
る
関
係
が
同
時
に
神
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
て
お
り
、

自
己
は
、
霊
と
肉
と
の
関
係
が
関
係
自
身
に
関
係
す
る
と
い
う
自
己
の
自
己
に

お
け
る
第
一
の
関
係
と
、
こ
の
第
一
の
関
係
が
神
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
て
い
る

と
い
う
、
自
己
と
神
と
の
関
係
と
い
う
自
己
に
お
け
る
第
二
の
関
係
と
い
う
二
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重
の
関
係
は
、
自
己
が
自
己
で
あ
る
た
め
の
必
須
の
条
件
で
あ
る
。
し
か
し
、

キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
聖
霊
に
逆
う
罪
は
永
遠
に
許
さ
れ
な
い
と
言
わ
れ

る
よ
う
に
、
自
己
は
第
二
の
関
係
を
否
定
す
る
場
合
に
は
、
自
己
は
自
我
に
閉

じ
込
も
り
、
自
己
に
覚
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。

　
更
に
、
た
と
え
、
人
間
に
お
け
る
霊
と
肉
と
の
関
係
が
こ
の
関
係
自
身
に
関

係
す
る
関
係
を
神
が
措
定
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
、
信
仰
に
生
き
る
時
に
も
、

人
間
は
、
絶
対
的
な
人
格
の
神
を
前
に
し
て
、
万
物
と
の
平
等
無
差
別
性
を
自

覚
し
て
も
、
天
上
天
下
唯
我
独
尊
の
側
面
を
喪
失
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
自
己
と
は
、
ど
こ
ま
で
も
、
万
物
と
平
等
無
差
別
で
あ
る
側
面
と
、
天

上
天
下
唯
我
独
尊
な
あ
り
方
と
の
両
面
を
同
時
に
生
き
て
い
る
一
種
の
関
係
存

在
と
し
て
の
実
存
の
あ
り
方
を
意
味
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

平
等
無
差
別
の
方
向
の
み
に
生
き
れ
ば
、
人
間
は
自
己
喪
失
に
陥
り
、
天
上
天

下
唯
我
独
尊
の
方
向
の
み
に
生
き
よ
う
と
す
れ
ば
、
人
間
は
自
我
に
閉
じ
込
も

り
、
自
己
の
自
覚
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
自
我
と
は
、
本
来
的
に
は
、
人
間
が
人
間
に
お
け
る
霊
と
肉
と
の
関
係
が
こ

の
関
係
自
身
に
関
係
す
る
関
係
の
内
の
み
で
生
き
よ
う
と
す
る
人
間
の
あ
り
方

で
あ
る
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
自
己
と
は
、
本
来
的
に
は
、
人
間
が
人
間
に
お
け
る
霊
と

肉
と
の
関
係
が
こ
の
関
係
自
身
に
関
係
す
る
関
係
存
在
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、

第
二
の
関
係
で
あ
る
、
こ
の
関
係
存
在
を
成
り
立
た
し
め
て
い
る
神
あ
る
い
は

絶
対
無
と
の
関
係
の
う
ち
に
同
時
に
生
き
る
、
二
重
の
関
係
存
在
と
し
て
存
す

る
実
存
を
意
味
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
人
間

は
自
己
と
は
言
い
難
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
第
一
の
関
係
を
成
り
立
た
し
め

て
い
る
第
二
の
関
係
の
措
定
者
が
絶
対
無
で
は
な
く
し
て
絶
対
有
の
絶
対
の
人

格
と
し
て
の
神
で
あ
る
場
合
に
は
、
先
に
も
述
べ
た
如
く
、
自
己
は
自
己
喪
失

に
陥
り
易
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
「
自
己
」
を
理
解
す
る
為
の
、
先
に
述
べ
た
西
田
哲
学
と
ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
哲
学
と
の
対
応
や
A
・
N
・
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
と
田
辺
と
に
お
け

る
哲
学
の
対
応
は
、
ど
こ
ま
で
も
単
に
対
応
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
有
そ
の
も
の
へ
の
自
己
の
自
己
喪
失

や
、
田
辺
に
お
け
る
絶
対
無
と
し
て
の
愛
へ
の
自
己
喪
失
に
よ
っ
て
も
理
解
で

き
る
よ
う
に
、
西
田
や
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
け
る
如
き
自
己
と
世
界
と
の
相

即
性
、
つ
ま
り
両
者
の
絶
対
の
他
に
し
て
、
し
か
も
自
己
同
一
的
で
あ
る
関
係

が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
や
田
辺
で
は
明
白
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
自
己
に
つ
い

て
の
考
察
を
一
先
ず
こ
こ
で
終
え
て
、
絶
対
無
の
究
明
に
移
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

2
、
絶
対
無
と
実
在

　
絶
対
無
と
は
、
森
羅
万
象
の
そ
れ
ぞ
れ
の
あ
ら
ゆ
る
関
係
を
成
り
立
た
せ
て

い
る
場
と
し
て
の
”
開
け
“
を
意
味
す
る
。
例
え
ば
、
M
・
ブ
ー
バ
ー
（
一
。
。
刈
。
。

1
お
留
）
に
お
け
る
よ
う
な
、
　
「
我
と
汝
」
の
第
二
人
称
的
な
人
格
的
な
関
係
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も
、
　
「
我
と
そ
れ
」
の
第
三
人
称
的
な
非
人
格
的
な
関
係
も
、
ま
た
根
源
的
で

万
物
と
平
等
に
し
て
し
か
も
同
時
に
天
上
天
下
唯
我
独
尊
的
な
自
己
も
、
す
べ

て
そ
こ
で
成
り
立
っ
て
い
る
よ
う
な
場
と
し
て
の
開
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ

の
開
け
ば
、
ど
の
よ
う
な
関
係
を
そ
の
開
け
が
そ
の
都
度
成
り
立
た
せ
る
か
に

よ
っ
て
、
あ
る
時
は
「
我
と
汝
」
の
関
係
を
、
あ
る
時
は
「
我
と
そ
れ
」
の
関

係
を
成
り
立
た
し
め
る
開
け
で
あ
る
。
ま
た
他
の
場
合
に
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ビ
ソ

る
も
の
の
そ
れ
ぞ
れ
の
そ
の
も
の
自
体
の
あ
り
方
を
相
互
の
関
係
の
中
で
成
り

立
た
せ
る
よ
う
な
開
け
で
も
あ
る
。
今
、
開
け
を
色
に
喩
え
て
言
え
ば
、
こ
の

開
け
ば
本
来
的
に
は
無
色
透
明
な
、
無
実
体
的
な
、
色
の
根
源
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
そ
の
開
け
に
お
い
て
あ
る
も
の
の
色
に
よ
っ
て
、

ど
の
よ
う
な
色
に
も
、
変
化
し
う
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
絶
対
無
の
場
所
を
音
に
喩
え
て
説
明
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
完
全
な
静

け
さ
で
あ
る
よ
う
な
音
な
き
音
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
開
け
に

お
い
て
あ
る
も
の
の
音
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
音
に
で
も
変
化
し
う
る
音
の
根

源
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
の
ち

　
絶
対
無
の
開
け
を
説
明
す
る
た
め
に
、
も
う
一
つ
の
例
と
し
て
命
を
挙
げ
て

お
き
た
い
、
開
け
に
お
い
て
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
生
命
が
、
つ
ま
り
ア
メ
；

バ
や
ゾ
ウ
リ
ム
シ
や
爬
虫
類
等
々
の
生
命
が
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
開

け
ば
、
自
ら
を
限
定
し
て
ど
の
よ
う
な
生
命
の
生
き
る
場
と
し
て
も
成
り
立
ち

得
る
。
が
、
開
け
そ
の
も
の
は
、
森
羅
万
象
の
形
な
き
無
実
体
的
な
生
命
な
き

　
　
　
　
　
　
い
の
ち

い
の
ち
、
つ
ま
り
命
そ
の
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
森
羅
万
象
の
生
命
の
根
源
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
開
け
そ
の
も
の
は
、
形

な
き
い
の
ち
そ
の
も
の
、
つ
ま
り
、
何
か
の
生
命
と
い
う
個
別
的
な
生
命
で
は

な
い
、
い
わ
ば
生
命
な
き
い
の
ち
そ
の
も
の
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
い
の
ち
は
、
例
え
ば
、
A
・
N
・
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
い
て
み
ら
れ

る
有
機
体
の
哲
学
に
み
ら
れ
る
「
宇
宙
」
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
以
上
に
お
い
て
見
て
き
た
よ
う
な
無
実
体
的
な
、
色
な
き
色
、
静
け

さ
と
し
て
の
音
な
き
音
と
か
、
あ
る
は
生
命
な
き
い
の
ち
に
喩
え
ら
れ
る
開
け

そ
の
も
の
は
Y
本
来
的
に
は
、
こ
の
世
的
な
あ
ら
ゆ
る
限
定
を
受
け
た
も
の
の

一
切
の
根
源
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
は
、

こ
の
開
け
ば
、
森
羅
万
象
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
開
け
で
あ
る
と
同
時
に
、
森

羅
万
象
の
根
源
で
も
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
開
け
ば
、
森
羅
万
象
が
無
限
に
生

滅
を
繰
り
返
す
と
い
う
意
味
に
お
い
て
無
限
で
あ
り
、
他
方
こ
の
開
け
ば
、
こ

の
現
象
界
と
同
レ
ベ
ル
、
同
次
元
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
現

象
界
を
根
拠
づ
け
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
絶
対
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
開
け
ば
、
絶
対
の
無
限
の
開
け
で
あ
る
と
も
言
う

こ
と
が
で
き
る
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
、
西
田
と
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
実
在

が
露
わ
に
さ
れ
て
い
る
か
を
、
臨
く
簡
単
に
見
て
お
き
た
い
。
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a
、
西
田
に
お
け
る
実
在

　
西
田
に
お
い
て
は
実
在
は
、
西
田
自
ら
の
禅
の
修
行
に
よ
る
経
験
か
ら
明
ら

か
に
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
西
田
は
↓
八
九
六
（
明
治
二
九
）
年
に
金
沢
の

雲
門
禅
師
に
参
禅
し
始
め
て
か
ら
、
一
九
〇
三
（
明
治
三
六
）
年
の
「
無
字
の

公
案
」
の
透
過
を
経
て
、
一
九
〇
六
（
明
治
三
九
）
年
に
自
ら
の
働
く
場
所
は

学
問
が
最
適
と
自
ら
決
断
す
る
迄
参
禅
に
励
む
。
宗
教
的
修
行
は
無
論
西
田
の

生
涯
に
わ
た
っ
て
続
け
ら
れ
る
が
、
西
田
の
生
き
る
道
は
学
問
と
な
る
。
し
か

し
、
西
田
の
実
在
経
験
で
あ
る
「
純
粋
経
験
」
は
、
　
「
唯
一
の
実
在
で
あ
る
」

と
彼
自
ら
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
に
至
り
、
宗
教
的
な
根
源
的
経
験
の
上
に
西

田
独
自
の
哲
学
が
築
か
れ
て
ゆ
く
。
西
田
哲
学
の
そ
の
後
の
発
展
と
そ
の
体
系

化
は
、
　
「
純
粋
経
験
が
唯
皿
の
実
在
で
あ
る
」
と
表
現
さ
れ
た
彼
の
実
在
経
験

の
上
に
、
い
わ
ば
自
発
四
面
的
に
築
か
れ
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

彼
に
お
け
る
実
在
経
験
は
、
絶
対
無
の
経
験
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
絶
対
無
の
経
験
と
は
、
一
面
で
は
、
先
に
挙
げ
た
相
対
的
有
、

相
対
的
無
、
虚
無
、
そ
し
て
絶
対
的
有
を
も
、
自
ら
の
内
に
包
み
込
ん
で
い
る

よ
う
な
「
絶
対
の
無
限
の
開
け
」
の
経
験
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
し
他
面
、
絶
対
無
の
経
験
と
は
、
同
時
に
真
の
自
己
の
自
覚
が
呼
び
さ
ま
さ

れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
場
合
、
真
の
自
己
の
自
覚
と
は
、
無
自
性
（
実
体

な
き
自
性
）
が
そ
の
ま
＼
仏
性
で
あ
り
、
無
実
体
的
な
仏
性
が
そ
の
ま
＼
自
己

の
性
（
自
性
）
で
も
あ
る
よ
う
な
自
己
の
自
覚
で
あ
る
。
こ
の
二
面
は
、
仏
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぽ
ね

的
に
言
う
と
、
　
「
天
地
と
我
と
同
根
、
万
物
と
我
と
一
体
」
と
い
う
自
己
と
万

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
ロ
ワ

物
と
の
平
等
な
る
自
覚
と
「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
と
い
う
自
己
の
独
立
独
歩

で
あ
る
こ
と
、
自
己
の
全
き
自
立
性
と
自
律
性
の
自
覚
と
の
相
即
性
の
自
覚
で

あ
る
。

　
右
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
絶
対
無
の
経
験
は
、
一
切
の
経
験
の
あ
り
方
を

包
摂
す
る
と
同
時
に
、
真
の
自
己
の
自
覚
を
も
呼
び
さ
ま
す
。
こ
の
二
面
性
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ん
だ
　
ら
　
も
う
　
　
た
い
し
ゃ
く
も
う

例
え
ば
、
華
厳
経
の
中
の
因
陀
羅
網
（
帝
釈
網
）
の
喩
え
に
よ
っ
て
、
も
う
少

し
分
か
り
易
く
示
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
真
の
自
己
は
、
因
陀
羅

網
の
一
つ
　
つ
の
網
の
目
に
あ
る
珠
で
あ
る
と
同
時
に
、
す
べ
て
の
珠
に
映
っ

て
い
る
珠
で
も
あ
り
、
そ
の
映
っ
て
い
る
珠
を
も
更
に
も
う
一
度
自
ら
の
珠
に

映
し
、
更
に
そ
の
よ
う
な
無
限
の
数
の
珠
に
映
さ
れ
た
自
己
を
も
映
す
と
い
う

よ
う
に
、
限
り
な
く
映
し
合
う
森
羅
万
象
の
一
つ
一
つ
と
↓
で
も
あ
り
、
且
つ

同
時
に
不
一
で
も
あ
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
自
己
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、

絶
対
無
の
経
験
と
は
、
絶
対
の
一
、
根
源
的
一
の
経
験
で
あ
る
と
同
時
に
、
真

の
自
己
の
自
覚
の
経
験
な
の
で
あ
る
。

b
、
A
・
N
・
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
け
る
実
在

　
A
・
N
・
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
い
て
は
、
実
在
へ
の
突
破
は
、
西
田
に
お

け
る
如
く
宗
教
的
修
行
と
か
身
体
を
要
と
し
た
実
在
経
験
に
よ
っ
て
で
は
な
く

し
て
、
思
弁
に
よ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
の
言
う
思
弁
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
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お
け
る
如
き
思
弁
と
は
相
違
し
て
い
る
。
彼
に
お
け
る
「
思
弁
」
と
は
、
例
え

ば
、
パ
ー
ス
（
O
冨
「
一
①
の
ω
き
α
e
。
房
勺
巴
「
o
o
噛
一
。
。
。
。
㊤
1
一
⑩
一
ら
）
に
お
け
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
に
ロ
け

な
、
論
理
に
お
け
る
「
仮
設
形
成
」
（
き
含
。
ご
8
）
の
如
き
直
観
的
な
「
遡
源

推
理
」
　
（
『
o
＃
o
曾
〇
二
8
）
を
根
源
的
な
方
法
と
し
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。

つ
ま
り
、
整
合
的
で
論
理
的
な
合
理
主
義
と
適
用
可
能
的
で
十
全
で
あ
る
経
験

主
義
と
の
総
合
が
、
自
己
の
心
身
一
如
の
経
験
か
ら
で
は
な
く
、
い
わ
ば
「
仮

設
形
成
的
」
な
思
弁
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。

　
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
け
る
哲
学
に
お
い
て
は
、
合
理
的
な
側
面
と
経
験
的

側
面
と
は
、
　
「
哲
学
的
構
図
を
例
示
す
る
も
の
と
し
て
観
察
さ
れ
た
経
験
の
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ビ
ザ

想
は
関
連
あ
る
す
べ
て
の
経
験
が
同
一
の
構
想
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
十
全
性
（
巴
8
舞
畠
）
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
露
わ
に

さ
れ
て
い
る
彼
の
哲
学
的
構
図
の
必
然
性
は
、
　
「
一
切
の
経
験
の
う
ち
に
は
そ

れ
自
身
の
普
遍
性
の
保
障
を
有
し
て
い
る
」
と
い
う
、
い
わ
ば
パ
ー
ス
の
遡
源

的
推
理
と
も
言
え
る
仮
設
形
成
が
い
わ
ば
直
観
的
に
な
さ
れ
て
い
る
。
ホ
ワ
イ

ト
ヘ
ッ
ド
自
身
は
、
自
ら
の
思
弁
を
”
直
観
的
閃
き
“
と
特
徴
づ
け
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
思
弁
を
基
礎
と
し
た
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
け
る
現
実
的
な

直
接
的
経
験
の
究
極
的
事
実
は
、
現
実
的
実
有
（
⇔
O
け
醒
曽
一
　
〇
曝
け
一
一
《
）
、
抱
握

（
胃
0
7
0
自
一
〇
5
）
そ
し
て
結
合
体
（
器
×
霧
）
で
あ
る
。
ま
た
究
極
的
観
念
で
あ

る
「
新
し
い
共
在
の
産
出
」
（
9
0
胃
0
9
0
二
8
0
h
ロ
。
＜
o
一
8
ひ
・
0
9
0
「
ロ
①
。
。
。
。
）

を
含
意
す
る
合
成
（
O
O
＝
O
「
O
ω
O
O
昌
O
①
）
も
、
た
ゾ
直
感
に
よ
っ
て
の
み
理
解
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ク
チ
セ
ル
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ

れ
う
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
現
実
的
実
有
の
リ
ア
ル
な
構
成
要
素
で
あ
る
「
感

じ
」
（
粘
①
o
＝
話
）
の
過
程
で
あ
る
と
こ
ろ
の
実
在
は
、
現
実
的
実
有
の
生
成
か

ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
感
じ
の
過
程
で
あ
る
実
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
さ
や

に
よ
っ
て
主
体
が
成
り
立
っ
て
く
る
。
と
い
う
の
も
、
感
じ
は
主
体
を
目
指
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
い
て

　
　
ア
ク
チ
セ
ル
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ

も
、
現
実
的
実
有
の
リ
ア
ル
な
構
成
要
素
で
あ
る
「
感
じ
」
（
h
①
o
＝
品
）
に
よ

っ
て
主
体
性
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。
西
田
に
お
い
て
も
、
純
粋
経
験
と
し
て
の

実
在
経
験
に
お
い
て
真
の
自
己
が
呼
び
さ
ま
さ
れ
た
よ
う
に
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ

ド
に
お
い
て
も
、
現
実
的
実
有
の
生
成
の
過
程
で
あ
る
実
在
に
お
い
て
主
体
が

成
立
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
西
田
幾
多
郎
と
A
・
N
・
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
哲
学
は
、
一
方
は
宗
教
的
修

行
に
お
け
る
経
験
か
ら
、
他
方
は
思
弁
か
ら
と
い
う
、
相
違
し
た
道
か
ら
出
発

し
て
い
る
。
し
か
し
両
哲
学
に
接
近
し
て
み
る
と
、
両
哲
学
者
の
出
発
点
も
目

指
す
と
こ
ろ
も
共
に
実
在
（
幻
①
ρ
一
一
仲
㊤
①
一
）
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
両
哲
学
者

に
お
い
て
更
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
人
間
の
個
の
自
己
と
か
主
体
が
固
定

し
た
も
の
と
し
て
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
実
在
に
お
い
て
、
あ
る
い

は
実
在
経
験
に
お
い
て
、
形
成
さ
れ
、
あ
る
い
は
自
覚
さ
れ
て
く
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
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3
、
過
程
と
し
て
の
実
在

　
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
有
機
体
の
哲
学
に
お
い
て
は
、
神
以
外
の
す
べ
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ク
チ
ャ
ル
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ

自
己
原
因
的
な
実
在
的
本
質
と
し
て
の
現
実
的
実
有
は
同
時
に
現
実
的
契
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ク
チ
セ
ル

（
o
o
ε
巴
o
o
o
o
。
・
帥
。
コ
）
で
あ
る
が
、
神
の
み
は
現
実
的
実
有
で
あ
っ
て
、
現
実

ゴ
ケ
イ
ジ
ョ
ン

的
契
機
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
。
・
o
ε
巴
o
o
o
器
一
号
は
現
象
界
の
み
に
妥
当
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ク
チ
セ
ル
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ

る
範
疇
で
あ
る
。
こ
の
事
実
の
内
に
は
、
現
実
的
実
有
は
物
質
で
も
な
く
、
精

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ク
チ
か
ル
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ

神
で
も
な
い
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。
何
故
な
ら
ば
、
現
実
的
実
有
の
み
か

ら
成
り
立
っ
て
い
る
の
は
、
神
の
み
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
第
二
に
、
現

実
的
実
有
は
物
質
で
も
あ
り
、
精
神
で
も
あ
る
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。
何

故
な
ら
ば
、
森
羅
万
象
に
お
い
て
は
、
現
実
的
実
有
は
同
時
に
現
実
的
契
機
と

も
呼
ば
れ
、
神
に
お
い
て
の
み
、
現
実
的
実
有
は
現
実
的
契
機
で
は
な
い
か
ら

で
あ
る
。

　
さ
て
、
そ
の
よ
う
に
、
神
を
例
外
と
し
て
他
の
一
切
に
お
い
て
成
り
立
っ
て

い
る
と
こ
ろ
の
現
実
的
実
有
で
も
あ
る
と
こ
ろ
の
現
実
的
契
機
の
「
リ
ア
ル
な

内
的
構
造
」
が
「
合
成
」
　
（
0
8
0
「
o
の
8
コ
8
）
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、
現
実
態
は
、
具
体
的
統
一
性
へ
の
合
成
の
過
程
に
お
い
て
あ
り
、
し
か
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
り

主
体
的
統
一
性
を
も
っ
た
諸
抱
握
の
全
体
性
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
更

に
、
合
成
の
核
心
に
あ
る
統
合
過
程
は
、
主
体
的
統
一
性
、
客
体
的
同
一
性
、

そ
し
て
客
体
的
多
様
性
の
三
つ
の
範
疇
に
よ
り
、
宇
宙
の
全
体
的
統
｝
性
に
賦

与
さ
れ
た
衝
動
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
、
　
「
有
機
体
」
の

観
念
が
過
程
－
過
程
は
常
に
「
感
じ
」
の
過
程
－
の
観
念
と
二
重
に
結
合

　
　
　
　
ロ
　
　
　

さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
第
一
に
、
有
機
体
は
静
的
で
は
な
く
、
産
出
の
過
程

に
あ
る
未
完
性
に
あ
る
結
合
体
で
あ
り
、
こ
の
結
合
体
が
膨
張
し
て
ゆ
く
任
意

の
段
階
で
あ
る
宇
宙
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
。
第
二
に
は
、
現
実
的
実

有
自
身
、
有
機
的
過
程
と
し
て
の
み
、
記
述
可
能
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い

て
で
あ
る
。
そ
し
て
、
合
成
過
程
の
最
終
相
は
、
一
つ
の
十
全
に
決
定
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ア
　

複
合
的
感
じ
で
あ
る
「
満
足
」
に
達
す
る
。
満
足
が
達
成
さ
れ
る
と
、
満
足
と

い
う
目
的
因
の
直
接
性
は
失
わ
れ
て
、
こ
の
契
機
（
O
O
O
騨
。
り
一
〇
コ
）
は
そ
の
実
体

的
不
死
性
へ
と
移
行
し
て
、
こ
の
不
死
性
に
よ
っ
て
有
機
的
過
程
に
お
け
る
作

用
因
が
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
有
機
的
過
程
に
お
け
る
、
現
実
的

実
有
か
ら
な
る
積
極
的
な
抱
握
と
し
て
の
「
感
じ
」
が
満
足
へ
と
達
す
る
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
き
　

の
目
的
に
対
す
る
作
用
因
が
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
に
お
い
て
簡
単
に
見
て
き
た
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
け
る
感
じ
の
「
過

程
」
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
実
在
の
理
解
の
仕
方
は
、
実
体
一
属
性
の
概
念
を
回

避
し
て
い
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
以
来
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
形
而
上
学
に
お
い
て

要
と
な
っ
て
き
た
の
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
存
在
を
思
惟

の
対
象
と
す
る
存
在
論
に
し
て
同
時
に
、
最
高
の
存
在
で
あ
る
神
を
要
に
お
く

神
学
で
あ
る
有
－
神
i
論
（
O
巳
。
－
9
0
0
⊥
o
。
Q
冨
）
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
今
世

紀
に
活
躍
し
た
哲
学
者
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
い
て
は
、
存
在
は
感
じ
の
生
成
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の
過
程
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
存
在
が
こ
の
よ
う
に
生
成
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ヨ
　

よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
過
程
の
原
理
と
な
っ
て
い
る
。
噛
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ク
チ
ャ
ル
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ

か
も
、
　
「
感
じ
の
生
成
の
過
程
」
と
い
う
時
の
「
感
じ
」
は
、
現
実
的
実
有
の

「
リ
ア
ル
な
構
成
要
素
」
な
の
で
あ
る
か
ら
、
実
在
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る

ア
ク
チ
ャ
ル
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ

現
実
的
実
有
そ
の
も
の
が
過
程
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
有
機
体
の
哲
学
は
、
自

己
原
因
的
で
実
在
的
本
質
で
あ
る
現
実
的
実
有
の
構
造
が
自
己
原
因
的
で
、
し

か
も
過
程
自
体
で
あ
り
、
　
「
過
程
の
原
理
」
が
「
存
在
が
生
成
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
事
実
の
理
解
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
有

機
体
の
哲
学
に
お
け
る
過
程
は
、
例
え
ば
、
大
乗
仏
教
の
竜
樹
に
お
け
る
如
き

「
空
」
と
か
、
西
田
に
お
け
る
絶
対
の
無
限
の
開
け
と
し
て
の
絶
対
無
の
媒

介
に
よ
る
過
程
を
私
た
ち
に
思
い
出
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
有
機

体
の
哲
学
に
お
け
る
実
在
的
本
質
で
あ
る
と
共
に
過
程
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る

ア
ク
チ
セ
ル
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ

現
実
的
実
質
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
以
来
ニ
ー
チ
ェ
乃
至
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

に
至
る
、
相
対
的
有
や
相
対
的
無
や
虚
無
あ
る
い
は
絶
対
有
の
次
元
を
も
自
ら

の
内
に
包
み
込
む
よ
う
な
、
い
わ
ば
、
絶
対
無
の
次
元
、
つ
ま
り
、
至
る
処
が

絶
対
の
中
心
で
周
辺
な
き
絶
対
の
無
限
大
の
球
と
い
う
あ
り
方
で
の
充
溢
し
た

開
け
を
私
た
ち
に
思
い
至
ら
し
め
る
か
ら
で
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
自
身
も
、

自
ら
の
有
機
体
の
哲
学
が
、
西
ア
ジ
ア
と
か
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
に
よ
り
も
、

イ
ン
ド
と
か
中
国
の
思
想
の
幾
つ
か
の
系
統
に
よ
り
接
近
し
て
い
る
と
語
っ
て

　
　
　
　
ロ
　
　
サ

い
る
よ
う
に
、
彼
の
哲
学
は
絶
対
無
を
媒
介
と
し
て
い
る
西
田
の
絶
対
無
の
場

所
の
哲
学
に
よ
く
類
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
論
述
に
お
い
て
重
視
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
A
．
N
．
ホ
ワ
イ
ト
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ら
め

ッ
ド
に
お
け
る
直
観
的
閃
き
と
し
て
の
思
弁
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
「
過
程
と
し

て
の
実
在
」
と
い
う
考
え
方
と
、
西
田
幾
多
郎
に
お
け
る
絶
対
無
の
場
所
に
見

ら
れ
る
よ
う
な
「
絶
対
の
無
限
の
開
け
」
　
（
以
下
「
開
け
」
と
略
記
）
に
お
い

て
経
験
さ
れ
た
「
純
粋
経
験
」
と
し
て
の
実
在
と
が
、
大
い
に
類
似
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
無
論
、
思
弁
の
広
さ
や
深
ま
り
と
か
、
経
験
の
深
ま
り
や
広
さ

の
段
階
に
よ
っ
て
過
程
に
も
開
け
に
も
、
ま
た
実
在
の
自
覚
の
程
度
に
も
種
々

の
段
階
が
存
す
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
両
者
の
類
似

性
は
、
世
界
と
自
己
と
の
、
一
と
多
と
の
「
自
己
同
一
の
経
験
」
で
あ
る
実
在

の
表
現
が
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
領
域
や
文
化
の
伝
統
に
よ
っ
て
色
濃
く
彩
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
見
見
落
と
さ
れ
勝
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
世
界
と
自

己
と
の
、
一
と
多
と
の
、
そ
し
て
神
と
世
界
と
の
「
自
己
同
一
」
で
あ
る
こ
と

の
経
験
で
あ
る
実
在
の
経
験
は
、
両
哲
学
者
に
お
い
て
は
同
じ
深
さ
に
お
い
て

な
さ
れ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
な
る
程
、
過
程
と
し
て
の
実
在
の
哲
学
と
絶
対
無
の
場
所
の
哲
学
は
、
表
面

的
に
見
れ
ば
、
全
く
相
違
し
た
、
あ
る
い
は
対
立
的
な
思
考
法
に
よ
っ
て
基
礎

づ
け
ら
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ

ド
に
お
け
る
宇
宙
解
釈
に
見
ら
れ
る
過
程
の
考
え
方
は
、
絶
対
無
の
場
所
の
思
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年
忌
に
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。
対
立
し
な
い
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
、
絶
対

の
無
限
の
開
け
と
同
時
的
、
相
即
的
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
の
で

あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
い
て
の
有
機
体
の
哲
学
の
目
標

　
　
　
　
　
　
　
　
に
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
ビ
へ

が
宇
宙
論
の
表
現
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
人
類
の
宗
教
経
験
の
解
釈
の
獲
得

と
、
哲
学
の
最
終
目
的
で
あ
る
「
経
験
」
の
解
明
に
お
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

り
、
更
に
そ
の
要
が
、
現
実
的
実
有
と
個
と
し
て
の
主
体
に
よ
る
合
生
に
お
か

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
⇔
0
9
巴
。
三
一
蔓
　
（
現
実
的
実
有
）
は
、
先
に
も
見

た
よ
う
に
、
物
質
で
あ
る
と
同
時
に
精
神
で
も
あ
り
、
且
つ
物
質
で
も
な
け
れ

ば
精
神
で
も
な
い
。
ま
た
彼
の
哲
学
に
お
け
る
主
体
は
、
感
じ
に
よ
っ
て
呼
び

覚
ま
さ
れ
て
く
る
、
畜
生
の
自
律
的
な
主
人
で
あ
る
よ
う
な
主
体
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ヅ
ド
の
有
機
体
の
哲
学
に
お
い
て
は
、
過
程
と
絶
対
の

無
限
の
開
け
と
は
、
同
時
的
、
相
即
的
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
得
る

の
で
あ
る
。

　
ま
た
逆
に
、
西
田
の
絶
対
無
の
場
所
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
絶
対
の

無
限
の
開
け
に
お
い
て
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
な

「
過
程
と
し
て
の
実
在
」
は
、
瞬
間
瞬
間
に
露
わ
と
な
る
と
理
解
さ
れ
う
る
の

で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
絶
対
の
無
限
の
開
け
に
お
い
て
こ
そ
、
こ
の
開
け
が

各
瞬
間
に
い
か
な
る
自
己
限
定
を
も
な
し
う
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
開
け
の

自
己
限
定
が
同
時
に
真
の
自
己
に
覚
す
る
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
で
主
体
と
言
わ
れ
て
い
る
真
の
自
己
は
、
新
し

い
共
在
の
世
界
を
造
り
出
す
た
め
の
合
生
の
過
程
に
お
け
る
主
体
で
は
あ
る
が
、

早
生
が
現
実
的
契
機
の
リ
ア
ル
な
内
的
構
造
で
あ
っ
て
、
現
実
的
実
有
で
あ
る

神
が
こ
の
合
生
に
直
接
的
に
永
遠
の
昔
か
ら
永
遠
の
将
来
に
わ
た
っ
て
一
つ

ま
り
絶
対
的
に
対
立
、
矛
盾
し
な
が
ら
も
自
己
同
一
的
に
一
存
し
て
い
る
の

　
　
　
　
　
　
ヨ
ロ
ロ

で
は
な
い
の
で
、
真
の
自
己
は
、
神
と
直
接
的
に
、
無
媒
介
的
に
自
己
同
一
的

で
あ
る
と
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
け
る
遅
生
の
主
体
と

し
て
の
自
己
は
、
結
合
体
（
昌
O
×
醒
。
。
）
の
レ
ベ
ル
で
の
世
界
を
通
し
て
初
め
て
神

と
自
己
同
一
的
で
あ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
『
過
程
と
実
在
』

の
最
終
部
（
第
五
部
第
二
章
第
五
節
）
に
お
い
て
神
と
世
界
と
の
関
係
が
、
以

下
の
諸
点
に
お
い
て
可
逆
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
事
実
が
、
先
の
事
実
を
示
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
神
が
一
で
世
界
が
多
だ
と
い
う

の
は
、
世
界
が
一
で
神
が
多
だ
と
同
じ
く
真
で
あ
る
。
ま
た
、
世
界
と
比
し
て
、

神
が
勝
義
に
現
実
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
神
と
比
し
て
、
世
界
が
勝
義
に
現

実
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
同
じ
く
真
で
あ
る
。
更
に
、
世
界
が
神
に
内
在
す

る
（
あ
る
い
は
超
越
す
る
）
と
い
う
の
は
、
神
が
世
界
に
内
在
す
る
（
あ
る
い

は
超
越
す
る
）
と
い
う
こ
と
と
同
じ
く
真
で
あ
る
。
最
後
に
、
神
が
世
界
を
創

造
す
る
と
い
う
の
は
、
世
界
が
神
を
創
造
す
る
と
い
う
こ
と
と
同
じ
く
真
で
あ

る
。
以
上
の
諸
点
に
お
い
て
神
と
世
界
と
の
関
係
が
可
逆
的
に
考
え
ら
れ
て
い

る
事
実
が
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
自
己
が
最
終
的
に
は
世
界
を
介
し
て
神
と
自
己
同
一
的
に
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考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
、
世
界
を
介
さ
ず
し
て
無
媒
介
的

に
自
己
が
神
と
自
己
同
一
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
事
実
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ら
め

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
け
る
過
程
と
し
て
の
実
在
が
、
直
観
の
閃
き
と
し
て
の

思
弁
に
お
い
て
未
だ
心
身
一
如
の
深
み
ま
で
は
届
い
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
実
在
の
究
明
が
、
物
質
が
精
神
で
も
あ
り
、
精
神
が
物

質
で
あ
る
よ
う
な
場
の
開
け
ま
で
に
完
全
に
は
開
け
切
っ
て
い
な
い
よ
う
な
点

を
残
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
彼
に
お
け
る
現
実
的
実
有

は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
物
質
で
あ
る
と
同
時
に
精
神
で
も
あ
り
、
ま
た

物
質
で
も
な
け
れ
ば
精
神
で
も
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
考
え
得
る
限
り

の
近
さ
に
ま
で
絶
対
の
無
限
の
開
け
に
近
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
神
と
自
己

と
の
無
媒
介
的
自
己
同
一
性
が
未
だ
明
確
に
は
成
り
立
っ
て
い
な
い
点
に
お
い

て
、
彼
に
お
け
る
実
在
の
も
う
一
歩
の
深
み
に
お
け
る
究
明
が
必
要
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
、
自
己
と
世
界
と
の
、
多
と
一
と

の
、
絶
対
に
矛
盾
、
対
立
し
な
が
ら
も
根
源
的
な
自
己
同
一
性
が
究
め
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
相
違
は
、
西
田
に
お
け
る
宗
教
的
行
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
実
在
の

経
験
と
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
け
る
直
観
的
閃
き
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ

た
実
在
理
解
と
の
相
違
で
も
あ
る
。
前
者
に
お
い
て
は
心
身
一
如
の
実
在
経
験

で
あ
る
が
、
後
者
に
お
い
て
は
、
実
在
経
験
は
心
身
一
如
の
実
在
経
験
に
は
極

限
的
近
さ
に
ま
で
近
づ
い
て
い
る
が
、
未
だ
達
し
て
い
な
い
と
理
解
さ
れ
う
る

の
で
あ
る
。

注

（
1
）
文
化
の
ラ
テ
ン
語
の
語
源
で
あ
る
、
2
＝
塁
や
8
一
〇
か
ら
派
生
し
た

　
〇
三
ε
屋
の
語
源
上
の
意
味
も
、
　
”
耕
す
“
と
か
”
介
抱
す
る
“
で
あ
る

　
よ
う
に
、
刑
罰
的
威
力
を
用
い
な
い
で
、
文
徳
を
も
っ
て
感
化
す
る
こ
と

　
を
意
味
す
る
。

（
2
）
ヨ
〇
二
〇
コ
巴
『
o
事
忌
コ
写
雪
。
巴
ρ
笥
・
O
p
二
一
9
．
蕾
9
雲
一
①
参
照
。

（
3
）
　
『
雪
自
判
古
』
　
（
禅
の
語
録
1
5
）
、
入
矢
義
高
、
梶
谷
宗
忍
、
柳
田
聖

　
山
著
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
一
年
、
一
一
八
一
＝
一
〇
頁
、
一
六
七
－
一

　
六
九
頁
参
照
。

（
4
）
　
『
正
法
眼
蔵
』
　
（
日
本
古
典
文
学
大
系
8
1
）
、
西
尾
實
、
鏡
島
元
隆
、

　
酒
井
得
元
、
水
野
彌
穂
子
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
、
一
〇
二
頁
。

（
5
）
こ
こ
で
の
「
心
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
拙
著
（
川
村
永
子
著
）

　
　
『
心
の
宗
教
哲
学
一
心
の
自
然
な
構
造
に
即
し
て
一
』
　
（
新
教
出
版

　
社
、
一
九
九
四
年
）
参
照
。

（
6
）
注
の
（
4
）
を
参
照
。

（
7
）
　
『
禅
の
牧
牛
図
』
、
創
元
社
、
一
九
七
五
年
、
柴
山
全
慶
解
説
、
三
七

　
一
五
八
頁
参
照
。
十
牛
図
に
つ
い
て
は
拙
著
（
川
村
永
子
著
『
キ
リ
ス
ト

　
教
と
西
田
哲
学
』
　
（
新
教
出
版
社
一
九
八
八
年
）
に
お
い
て
詳
論
し
て
い
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る
の
で
、
小
論
に
お
い
て
は
省
略
す
る
。

（
8
）
西
谷
啓
治
の
空
の
哲
学
は
、
一
切
の
も
の
の
そ
の
も
の
自
体
の
哲
学
で

　
あ
る
と
言
い
得
る
。

（
9
）
注
の
（
3
）
参
照
。

（
1
0
）
注
の
（
3
）
参
照
。

（
H
）
仮
設
形
成
（
き
巳
。
＝
8
）
と
は
、
観
察
の
事
実
か
ら
法
則
を
推
論
す
る

　
こ
と
を
意
味
す
る
。

（
1
2
）
と
h
『
巴
ぎ
『
9
琴
＝
9
①
豊
・
℃
「
0
8
。
・
。
。
雪
α
幻
。
巴
＝
ざ
Z
①
譲
ぎ
量

　
　
O
O
一
一
一
〇
『
蕾
§
＝
一
碧
3
σ
＝
。
・
7
0
「
。
。
」
㊤
刈
。
。
噂
。
。
・
幽

（
1
3
）
＜
。
。
一
．
8
．
o
一
ρ
P
卜
。
卜
。
N
●

（
1
4
）
抱
握
（
胃
0
7
①
コ
巴
8
）
は
、
関
係
性
の
具
体
的
事
実
を
、
つ
ま
り
、
特

　
殊
な
要
素
の
自
己
化
の
過
程
を
意
味
す
る
。

（
1
5
）
＜
西
一
●

（
1
6
）
＜
．
・
一
・

（
1
7
）
＜
。
。
一
．

（
1
8
）
＜
。
q
一
．

（
1
9
）
＜
。
・
一
．

（
2
0
）
＜
。
。
一
．

（
2
1
）
＜
。
・
一
．

（
2
2
）
〈
，
・
一
．

oooooooo”」口。て⊃口伽口uo
O
＝
．

O
＝
．

O一

ﾋ
O
＝
．

o
一
一
・

o一

ﾏ
o帥

ﾏ
O
＝
●

P
b
。
。
。
切
．

℃
』
一
念
：

O
●
N
鵯
：

P
卜
。
㊤
㌶
：

”
●
N
。
。
．

O
』
o
。
．
O
．
b
o
濠
．

P
一
N
。
。
●

P
一
雪
．

（
2
3
）
永
遠
的
客
体
が
現
実
的
実
質
の
構
造
に
進
入
す
る
機
能
を
ホ
ワ
イ
ト
ヘ

　
ッ
ド
は
以
下
の
四
つ
に
分
類
し
て
い
る
。
即
ち
、
①
与
格
的
進
入
と
し
て
、

　
②
順
応
的
な
物
的
感
じ
に
お
い
て
、
③
概
念
的
な
感
じ
に
お
い
て
、
④
比

　
較
的
感
じ
に
お
い
て
。
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，
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一
●
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一
一
．
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一
罐
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