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1

仏
教
で
は
、
言
語
表
現
を
大
事
に
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
言
語
に
限
ら
ず
ど
ん
な

方
法
で
も
よ
い
の
だ
が
、
自
分
が
手
に
入
れ
た
悟
り
を
言
葉
で
表
現
す
る
、
他
者

に
伝
え
る
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
重
視
さ
れ
る
。

禅
の
語
録
な
ど
を
読
ん
で
い
る
と
、
速
や
か
に
言
え
、
と
い
う
言
葉
が
よ
く
出

て
く
る
。
そ
れ
は
、
悟
り
を
表
現
し
て
み
ろ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
で

き
て
初
め
て
悟
り
を
得
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

自
分
一
人
が
悟
る
だ
け
な
ら
、
そ
こ
で
仏
教
は
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
他

人
に
伝
え
る
こ
と
で
、
仏
教
は
続
い
て
ゆ
く
。
だ
か
ら
、
そ
れ
を
い
か
に
表
現
す

る
か
が
重
要
で
あ
る
。
宮
沢
賢
治
の
童
話
も
、
そ
う
い
う
も
の
だ
っ
た
の
だ
と
思

う
。
あ
れ
は
悟
り
の
表
現
で
あ
る
。

悟
り
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
神
秘
的
な
も
の
で
は
な
く
、
現
実
的
な
一
つ

の
認
識
で
あ
る
。
あ
る
意
味
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
大
し
た
も
の
で
は
な
い
。
も
ち
ろ

ん
非
常
に
大
事
な
も
の
だ
が
、
超
越
的
な
も
の
で
は
全
く
な
い
。
そ
れ
は
現
実
に

あ
る
も
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
昔
の
偉
い
坊
さ
ん
は
み
ん
な
悟
り
を
開
い
て
い
た
。
法
然
も
親
鸞
も

悟
っ
て
い
た
が
、
本
当
の
問
題
は
そ
の
後
に
あ
っ
た
。
そ
れ
を
い
か
に
し
て
広
め

る
か
、
い
か
に
し
て
衆
生
を
悟
り
に
導
く
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
だ
っ
た
わ
け

で
あ
る
。
そ
れ
は
一
般
的
に
言
え
ば
、
悟
り
の
表
現
の
問
題
で
あ
る
。
自
分
が

知
っ
て
い
る
こ
と
を
ど
う
や
っ
て
相
手
に
伝
え
る
か
、
と
い
う
表
現
手
段
の
問
題

で
あ
り
、
そ
の
手
段
の
違
い
が
そ
れ
ぞ
れ
禅
と
な
り
念
仏
と
な
り
真
言
と
な
っ
て

い
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

伝
え
る
べ
き
こ
と
は
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
点
が
普
通
の
表
現
者
と
は
異
な
る
。

芸
術
家
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
自
身
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
が
、
仏
教
徒
が
表
現
し
よ

う
と
す
る
こ
と
は
み
な
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
た
っ
た
一
つ
の
こ
と
を
表
現
す
る
た

め
に
、
何
万
何
億
何
兆
言
も
が
費
や
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
同
一
の
認

識
を
伝
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
言
葉
で
語
り
尽
く
さ
れ
、
そ
れ
で
も
ま
だ
足
り
な
い
。
ど
れ
だ
け
言

葉
を
重
ね
て
も
、
新
し
く
出
て
く
る
人
間
の
た
め
に
ま
た
語
り
直
さ
ね
ば
な
ら
な

い
。
こ
こ
に
終
わ
り
は
な
く
、
そ
の
終
わ
り
の
な
い
営
み
の
連
続
が
仏
教
で
あ
る
。

　
　

2

最
近
の
日
本
人
は
仏
陀
の
教
え
を
軽
ん
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、

自
分
は
仏
陀
よ
り
も
賢
い
と
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
人
間
を
馬
鹿
と

言
う
の
だ
が
、
自
分
が
馬
鹿
で
あ
る
こ
と
に
も
気
づ
か
な
く
な
っ
て
い
る
。

昔
よ
り
も
今
の
方
が
人
間
は
賢
く
な
っ
た
、
と
い
う
考
え
に
根
拠
は
な
い
。
だ

い
た
い
、
数
千
年
程
度
で
人
体
の
構
造
が
変
わ
る
は
ず
も
な
く
、
人
間
の
脳
も
大

し
て
変
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
現
代
人
の
知
性
が
過
去
の
人
類
よ
り
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も
優
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
理
由
は
な
い
の
だ
が
、
何
事
も
自
分
が
一
番
優
れ

て
い
る
と
い
う
う
ぬ
ぼ
れ
の
た
め
に
、
現
代
人
が
一
番
偉
い
と
考
え
る
人
が
多
い

の
だ
ろ
う
。

そ
れ
が
ま
さ
に
馬
鹿
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
仏
教
で
は
慢
、
あ
る
い
は
我
慢

と
言
う
。
し
か
し
、
仏
の
教
え
を
軽
ん
じ
る
人
は
、
そ
ん
な
単
純
な
こ
と
に
も
気

づ
か
な
い
。
馬
鹿
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
が
馬
鹿
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く

機
会
す
ら
奪
っ
て
し
ま
う
。
無
明
の
恐
ろ
し
さ
は
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

日
本
の
批
評

　
　

1

東
浩
紀
は
日
本
的
す
ぎ
る
。
彼
の
哲
学
は
西
洋
の
正
統
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
。

彼
の
批
評
の
対
象
か
ら
も
、
そ
れ
は
読
み
取
れ
る
。

し
か
し
、
ど
う
も
本
人
は
そ
の
こ
と
に
気
付
い
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
自
身

の
思
想
の
異
常
さ
、
西
洋
的
な
立
場
か
ら
見
た
と
き
の
異
常
さ
に
無
自
覚
で
あ
る

ら
し
い
。
彼
は
ラ
カ
ン
や
何
か
に
つ
い
て
も
っ
と
も
ら
し
く
語
る
が
、
思
考
は
す

ぐ
に
そ
こ
か
ら
す
り
抜
け
て
し
ま
う
。
西
洋
的
な
思
考
法
が
彼
の
中
に
染
み
付
い

て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
た
ぶ
ん
彼
は
、
そ
の
こ
と
に
も
う
少
し
自
覚
的
に

な
っ
た
ほ
う
が
い
い
。
そ
れ
は
長
所
だ
と
思
う
。

郵
便
的
と
い
う
概
念
は
全
く
哲
学
的
で
は
な
い
。
そ
れ
は
現
実
の
世
界
に
は
み

出
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
哲
学
と
い
う
も
の
は
、
言
葉
の
世
界
に
閉
じ
こ
も
る
た

め
の
も
の
で
あ
る
。
現
実
を
捨
て
て
、
プ
ラ
ト
ン
的
な
イ
デ
ア
の
世
界
に
逃
げ

込
む
た
め
の
手
段
に
過
ぎ
な
い
。
彼
は
全
く
無
自
覚
に
そ
れ
を
壊
そ
う
と
し
て
い

る
。
ど
う
考
え
て
も
、
彼
は
哲
学
者
で
は
な
い
。

彼
は
自
分
自
身
に
無
自
覚
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
哲
学
が
何
で
あ
る
か
と

い
う
こ
と
に
気
付
い
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
や
哲
学

は
、
彼
が
考
え
る
ほ
ど
高
尚
な
も
の
で
は
な
い
。

　
　

2

批
評
の
歴
史
は
古
い
。
私
が
思
う
に
、
日
本
に
お
い
て
批
評
の
文
化
が
花
開
い

た
の
は
江
戸
時
代
で
あ
る
。
そ
の
こ
ろ
は
朱
子
学
が
盛
ん
で
、
論
語
な
ど
の
テ
キ

ス
ト
へ
の
注
釈
が
様
々
な
学
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
お
そ
ら
く
そ
れ
が
、
文
芸

批
評
の
原
点
で
あ
ろ
う
。

批
評
の
対
象
が
同
時
代
の
創
作
物
で
あ
る
か
古
典
で
あ
る
か
と
い
う
違
い
は
あ

る
も
の
の
、
活
動
の
中
身
は
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
な
い
と
思
う
。
テ
キ
ス
ト
の
読

み
方
を
深
め
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
見
方
や
思
想
を
発
掘
す
る
、
と
い

う
批
評
の
本
質
は
現
代
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

東
の
批
評
は
わ
り
と
べ
た
と
い
う
か
、
作
品
か
ら
道
徳
的
な
意
義
を
読
み
取
ろ

う
と
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
ど
こ
と
な
く
堅
苦
し
い
。
江
戸
時
代
で
言
え
ば
、

伊
藤
仁
斎
の
よ
う
な
真
面
目
な
読
み
手
で
あ
る
。

一
方
で
、
宇
野
常
寛
は
作
品
を
斜
め
か
ら
読
む
。
メ
タ
な
視
線
か
ら
身
も
ふ
た

も
な
い
読
解
を
す
る
の
で
、
あ
る
意
味
で
は
不
真
面
目
だ
が
、
そ
れ
が
逆
に
新
鮮

で
も
あ
る
。
荻
生
徂
徠
の
よ
う
な
癖
の
あ
る
読
み
手
で
あ
る
。

最
近
は
あ
ま
り
サ
ブ
カ
ル
批
評
な
ど
も
流
行
ら
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
、
昔
を

懐
か
し
む
気
持
ち
か
ら
、
つ
い
こ
ん
な
こ
と
を
書
い
て
し
ま
っ
た
。

　
　

3

私
は
、
未
来
は
子
ど
も
た
ち
に
託
せ
ば
よ
い
、
と
い
う
議
論
が
好
き
で
は
な

い
。
子
ど
も
の
可
能
性
に
期
待
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
人
任
せ
に
し
な
い
で
自

2



分
で
な
ん
と
か
し
ろ
、
と
思
っ
て
し
ま
う
。
子
ど
も
に
す
れ
ば
い
い
迷
惑
で
は
な

い
か
。

子
ど
も
に
は
自
分
の
意
見
を
表
明
す
る
手
段
が
な
い
。
そ
れ
を
い
い
こ
と
に
、

大
人
は
自
分
た
ち
の
不
始
末
の
責
任
を
子
供
に
押
し
付
け
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は

一
種
の
搾
取
で
あ
る
。
何
か
い
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
感
じ
に
は
な
る
が
、
実
際

に
は
無
責
任
極
ま
り
な
い
発
言
で
あ
る
。

　
　

4

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
哲
学
者
と
し
て
よ
り
も
古
典
研
究
者
と
し
て
優
れ
て
い
た
と

思
う
。
彼
の
学
問
は
常
に
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
や
ス
コ
ラ
哲
学
の
研
究
の
上
に
成
り

立
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
独
創
性
の
あ
る
思
想
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
あ
る
。

日
本
の
哲
学
研
究
に
足
り
な
い
の
は
ス
コ
ラ
学
で
あ
る
。
ス
コ
ラ
学
は
近
代
哲

学
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
が
理
解
で
き
て
い
な
い
と
応
用
が
効
か
な

い
。
日
本
の
哲
学
が
欧
米
の
後
追
い
に
し
か
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
あ
た
り
に
原

因
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
も
そ
も
、
日
本
語
で
利
用
で
き
る
ス
コ
ラ
学
の
文
献
が
少
な
す
ぎ
る
。
カ
ン

ト
や
ヘ
ー
ゲ
ル
の
文
献
は
揃
っ
て
い
る
が
、
ト
マ
ス
や
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
は
ほ
と
ん

ど
な
い
。
し
か
し
、
後
者
を
し
っ
か
り
学
ば
な
け
れ
ば
、
西
洋
の
哲
学
を
理
解
で

き
る
わ
け
が
な
い
。

日
本
の
哲
学
者
は
表
面
的
な
流
行
ば
か
り
追
い
か
け
て
い
て
、
基
礎
が
で
き
て

い
な
い
。
も
う
ち
ょ
っ
と
歯
ご
た
え
の
あ
る
仕
事
を
し
て
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。

『
君
の
名
は
』

『
君
の
名
は
』
は
確
か
に
面
白
か
っ
た
が
、
私
が
期
待
し
て
い
た
新
海
作
品
と

は
少
し
違
っ
た
。
た
ぶ
ん
ア
ニ
メ
フ
ァ
ン
な
ら
ば
、
新
海
誠
に
は
そ
れ
ぞ
れ
何
か

期
待
し
て
い
た
も
の
が
あ
っ
た
と
思
う
の
だ
が
、
あ
の
映
画
は
そ
の
ど
れ
と
も
異

な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

彼
の
作
品
に
は
独
特
な
気
持
ち
悪
さ
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
私
は
好
き
だ
し
、
私

以
外
に
も
気
に
入
っ
て
い
る
人
は
多
い
と
思
う
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
百
年
前
の

Ｓ
Ｆ
の
セ
ン
ス
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
『
星
を
追
う
子
ど
も
』
に
は
、
ジ
ュ
ー

ル
・
ヴ
ェ
ル
ヌ
や
コ
ナ
ン
・
ド
イ
ル
の
作
品
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
、
何
と
な
く

す
っ
き
り
し
な
い
不
気
味
な
雰
囲
気
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
映
画
は
全
体
的
に
ジ

ブ
リ
作
品
を
意
識
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
映
像
か
ら
滲
み
出
す
不
気
味
さ
が
そ
れ

を
台
無
し
に
し
て
い
て
、
は
っ
き
り
言
っ
て
面
白
く
な
か
っ
た
。

『
君
の
名
は
』
は
、
そ
の
不
気
味
な
セ
ン
ス
を
う
ま
く
消
し
て
成
功
し
た
と
思

う
の
だ
が
、
私
と
し
て
は
、
そ
れ
を
も
っ
と
前
面
に
出
し
て
ほ
し
か
っ
た
。
彼
自

身
は
分
か
り
や
す
い
恋
愛
も
の
が
や
り
た
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
青
春
と
か
恋

愛
と
か
の
要
素
は
一
切
捨
て
て
、
本
物
の
怪
奇
小
説
を
作
っ
て
ほ
し
い
。

そ
も
そ
も
Ｓ
Ｆ
と
い
う
の
は
不
気
味
な
も
の
を
描
く
の
が
目
的
で
あ
っ
て
、
そ

れ
は
、
理
性
で
は
捉
え
き
れ
な
い
も
の
を
ど
う
に
か
し
て
理
性
に
よ
っ
て
捉
え
よ

う
と
す
る
、
そ
う
い
う
営
み
で
あ
る
。
百
年
前
の
Ｓ
Ｆ
作
家
た
ち
は
、
そ
れ
を
表

現
す
る
た
め
に
怪
奇
小
説
と
い
う
手
段
を
と
っ
た
。
し
か
し
、
Ｓ
Ｆ
は
や
は
り
馬

鹿
に
し
か
書
け
な
い
も
の
で
、
な
ん
で
も
か
ん
で
も
理
性
で
割
り
切
ろ
う
と
す
る

小
利
口
な
人
間
に
は
Ｓ
Ｆ
は
で
き
な
い
。

彼
に
は
一
度
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
キ
ン
グ
の
よ
う
な
怪
奇
も
の
を
作
っ
て
み
て
ほ

し
い
、
と
、
い
ち
フ
ァ
ン
と
し
て
思
う
。
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仏
教
徒
は
神
に
祈
る
べ
き
か

　
　

1

日
本
で
は
神
仏
習
合
が
あ
た
り
ま
え
だ
っ
た
の
で
、
仏
教
徒
が
神
に
祈
る
こ
と

も
そ
れ
ほ
ど
珍
し
く
な
い
。
し
か
し
、
ス
リ
ラ
ン
カ
か
ら
来
た
坊
さ
ん
な
ど
に

は
、
や
は
り
奇
異
に
思
え
る
ら
し
い
。

ま
ず
基
本
的
な
言
い
訳
か
ら
始
め
れ
ば
、
日
本
の
神
様
は
仏
教
の
守
護
神
だ

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
仏
教
徒
が
神
に
祈
り
を
捧
げ
て
も
問
題
は
な

い
。
間
接
的
に
仏
陀
に
祈
り
を
捧
げ
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
日
本
人
は
神
様
と
い
っ
て
も
、
何
か
超
越
的
な
も
の
に
祈
り
を
捧
げ
て

い
る
と
い
う
感
覚
は
な
い
。
恵
み
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
山
に
感
謝
す
る
、
と

い
っ
た
感
覚
に
近
い
の
で
は
な
い
か
。

目
に
見
え
な
い
も
の
が
存
在
す
る
と
考
え
る
の
は
別
に
不
思
議
な
こ
と
で
は
な

く
て
、
カ
ビ
の
胞
子
や
な
ん
か
も
空
気
中
を
漂
っ
て
は
い
る
が
、
目
に
は
見
え
な

い
。
神
様
と
い
う
の
も
そ
れ
と
同
じ
で
、
た
だ
カ
ビ
よ
り
は
人
間
に
近
い
か
ら
、

礼
儀
を
欠
か
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
日
本
人
に
と
っ
て
の
神
様
は
、
多
分
そ
う

い
う
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
し
か
に
目
に
は
見
え
な
い
の
で
、
存
在
す
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
し

か
し
、
昔
の
人
は
い
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
無
視
す
る
わ
け
に
も
い
か

な
い
。
い
な
い
い
な
い
と
思
っ
て
い
た
け
ど
実
は
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
れ

ば
、
そ
れ
ま
で
の
非
礼
を
咎
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
考
え
る
と
、
と
り

あ
え
ず
祈
っ
て
お
い
た
ほ
う
が
い
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

だ
い
だ
い
日
本
人
と
い
う
の
は
そ
ん
な
も
の
で
あ
る
。
い
て
も
い
な
く
て
も
困

ら
な
い
よ
う
な
行
動
を
取
る
の
で
、
実
際
ど
っ
ち
で
あ
ろ
う
が
大
し
て
気
に
し
な

い
。
そ
の
上
、
ど
っ
ち
で
も
い
い
と
言
う
と
角
が
立
つ
の
で
、
ど
っ
ち
で
も
い
い

と
も
言
わ
な
い
。
だ
か
ら
、
見
た
目
に
は
敬
虔
に
見
え
る
こ
と
も
あ
る
。

　
　

2

日
本
人
は
、
い
る
・
い
な
い
と
い
う
判
断
を
あ
ま
り
し
な
い
。
二
択
に
答
え
る

こ
と
は
で
き
る
だ
け
避
け
よ
う
と
す
る
。
ど
っ
ち
か
に
決
め
て
し
ま
う
と
、
逆
が

正
解
だ
っ
た
と
き
に
困
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
れ
に
答
え
る
こ
と
で
、
取
る
必
要
の
な
い
リ
ス
ク
を
取
ら
さ
れ
て
し

ま
う
こ
と
も
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
そ
の
二
択
が
間
違
っ
た
前
提
に
基
づ
い
て
い
る

場
合
、
ど
ち
ら
を
選
ん
で
も
不
正
解
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え
る
。
だ
か
ら
二
択
を

迫
ら
れ
た
場
合
は
、
で
き
る
だ
け
答
え
を
引
き
伸
ば
す
の
が
正
解
だ
、
と
言
え
な

く
も
な
い
。
そ
れ
が
日
本
的
な
打
算
で
あ
り
、
あ
る
種
の
合
理
性
で
あ
る
。

日
本
人
の
神
に
対
す
る
態
度
は
、
そ
う
い
う
打
算
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
。

打
算
が
敬
虔
に
似
る
と
い
う
奇
妙
な
状
況
で
あ
る
。

　
　

3

こ
う
い
う
優
柔
不
断
な
態
度
は
、
日
本
以
外
の
文
化
で
は
良
く
な
い
こ
と
と
見

な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
判
断
の
引
き
延
ば
し
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
場
合
も
あ
っ
て
、
た
し

か
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
の
解
脱
法
品
に
「
悠
長
な
る
者
チ
カ
ー
リ
ン
」
と
い
う
話
が

あ
っ
た
と
思
う
。
こ
の
話
に
は
、
バ
ラ
モ
ン
の
夫
婦
と
そ
の
息
子
チ
カ
ー
リ
ン
が

出
て
く
る
。
あ
る
と
き
、
父
が
怒
っ
て
母
を
殺
す
よ
う
に
息
子
に
命
じ
て
、
そ
の

ま
ま
旅
に
出
て
し
ま
う
。

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
的
な
価
値
観
で
は
父
親
の
権
威
は
絶
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
さ
ら

に
、
バ
ラ
モ
ン
の
師
匠
の
命
令
も
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
父
で
あ

る
バ
ラ
モ
ン
に
弟
子
と
し
て
仕
え
る
息
子
と
し
て
は
、
そ
の
命
令
を
無
視
す
る
わ

け
に
は
い
か
な
い
。
し
か
し
、
子
ど
も
と
し
て
母
を
殺
す
わ
け
に
も
い
か
な
い
、

と
延
々
悩
み
続
け
て
い
る
間
に
、
父
が
帰
っ
て
き
て
、
さ
っ
き
の
は
間
違
い
だ
っ

4



た
、
と
告
げ
る
。
優
柔
不
断
な
チ
カ
ー
リ
ン
は
、
そ
の
優
柔
不
断
さ
ゆ
え
に
良
い

結
果
を
も
た
ら
し
た
、
と
い
う
話
で
あ
る
。

こ
の
比
喩
は
非
常
に
巧
み
な
も
の
で
、
こ
こ
か
ら
様
々
な
考
察
を
導
く
こ
と
が

で
き
る
。
西
洋
人
は
こ
こ
で
、
父
の
考
え
が
間
違
っ
て
い
る
は
ず
は
な
い
、
と
考

え
る
。
だ
か
ら
、
ど
ち
ら
か
に
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
一
種
の
神
経

症
に
陥
り
や
す
い
。

一
方
で
、
日
本
人
は
間
違
い
の
可
能
性
を
信
じ
て
い
る
。
間
違
っ
た
判
断
も
あ

り
う
る
、
と
思
っ
て
い
る
の
で
、
曖
昧
な
態
度
で
お
茶
を
濁
す
こ
と
も
あ
る
。
こ

れ
を
甘
え
や
幼
稚
と
捉
え
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
は
狡
猾
と
言
っ
た

ほ
う
が
い
い
と
思
う
。
名
よ
り
も
実
を
と
る
人
々
で
あ
る
。

　
　

4

仏
教
は
超
越
的
な
も
の
を
す
べ
て
否
定
す
る
。
超
越
的
な
も
の
を
信
じ
る
こ
と

が
宗
教
だ
と
考
え
る
人
も
い
る
が
、
そ
う
い
う
見
方
を
す
る
な
ら
ば
、
仏
教
は
宗

教
で
は
な
い
。

超
越
的
な
も
の
を
信
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
世
俗
的
な
人
間
に
特
徴
的
な
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
分
に
は
原
理
的
に
判
断
が
で
き
な
い
問
題
に
つ
い
て
、
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
無
理
矢
理
判
断
を
下
す
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う

人
間
を
凡
夫
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
宗
教
的
と
言
わ
れ
る
人
は
み

な
、
仏
教
で
は
た
だ
の
愚
か
者
で
あ
る
。

ゆ
え
に
、
日
本
人
は
誰
も
信
仰
を
持
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
が
仏
の
教
え
だ
か
ら

で
あ
る
。

戦
争
責
任
と
慰
霊

　
　

1

日
本
人
は
も
し
か
す
る
と
、
加
害
者
と
同
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
が
被

害
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

日
本
は
か
つ
て
欧
米
に
よ
る
侵
略
の
被
害
者
で
あ
っ
た
、
と
い
う
か
被
害
者
に

な
り
か
け
た
。
結
局
、
戦
争
に
よ
っ
て
そ
れ
を
退
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
が
、

そ
の
被
害
者
と
し
て
の
記
憶
を
忘
れ
る
た
め
に
、
自
分
は
加
害
者
だ
と
思
い
込
も

う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

だ
が
、
実
際
に
は
日
本
は
被
害
者
に
な
ら
な
か
っ
た
し
、
積
極
的
に
加
害
者
で

あ
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
だ
か
ら
、
加
害
・
被
害
と
い
う
構
図
に
こ
だ
わ
る
必
要

は
な
い
の
だ
が
、
な
か
な
か
そ
こ
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
ら
し
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的

な
考
え
方
を
し
て
い
る
と
、
ど
う
し
て
も
そ
う
い
っ
た
二
元
論
か
ら
抜
け
出
せ
な

く
な
っ
て
し
ま
う
。
一
度
そ
れ
を
忘
れ
て
み
る
べ
き
で
あ
る
。

と
く
に
、
中
国
と
の
戦
争
を
加
害
・
被
害
と
い
う
二
項
対
立
で
捉
え
よ
う
と
す

る
こ
と
は
、
全
く
の
見
当
違
い
で
あ
る
。
中
国
人
に
は
対
外
戦
争
と
い
う
観
念
は

な
い
。
す
べ
て
の
戦
争
は
内
戦
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
我
々
は
中
国
の
内
戦
に
参
加

し
た
の
で
あ
っ
て
、
外
国
勢
力
と
し
て
中
国
を
侵
略
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う

い
う
見
方
が
成
立
す
る
の
は
、
近
代
中
国
が
成
立
し
た
後
の
話
で
あ
り
、
そ
の
近

代
中
国
の
建
設
そ
の
も
の
に
日
本
が
関
わ
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

い
ま
の
中
国
人
が
侵
略
云
々
と
言
う
の
は
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を

真
に
受
け
る
必
要
は
な
い
。
そ
も
そ
も
中
国
な
ど
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

レ
イ
プ
・
オ
ブ
・
ナ
ン
キ
ン
は
た
し
か
に
存
在
し
た
と
思
う
が
、
戦
争
と
い
う

の
は
そ
う
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
あ
ま
り
ナ
イ
ー
ブ
に
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
。

む
ろ
ん
、
日
本
人
の
道
徳
心
の
低
下
は
反
省
す
べ
き
こ
と
で
は
あ
る
が
、
謝
罪
す

る
し
な
い
、
と
い
っ
た
単
純
な
問
題
で
は
な
い
。
謝
罪
を
す
る
な
ら
、
南
京
城
を

5



守
り
切
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
、
国
民
党
が
中
国
人
民
に
対
し
て
謝
罪
す
べ
き
で
あ

る
。
滑
稽
極
ま
り
な
い
こ
と
だ
と
思
う
が
。

そ
れ
が
滑
稽
で
あ
る
の
は
、
国
民
党
中
国
が
近
代
国
家
で
は
な
く
、
中
国
人
民

の
代
表
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
中
国
人
民
の
代
表
は
他
に
存
在
し

た
の
か
と
い
え
ば
、
そ
ん
な
も
の
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
本
当
は
、
日
本
軍
が
そ

う
な
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。

加
害
・
被
害
と
い
う
二
項
対
立
は
西
洋
人
特
有
の
分
か
り
や
す
い
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
で
あ
り
、
現
実
と
は
全
く
関
係
の
な
い
言
葉
遊
び
に
過
ぎ
な
い
。

　
　

2

Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
本
当
に
馬
鹿
な
こ
と
し
か
し
な
い
連
中
だ
っ
た
が
、
新
仮
名
遣
い
の

害
が
一
番
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
せ
い
で
、
日
本
語
は
ず
い
ぶ
ん
使

い
づ
ら
い
言
語
に
な
っ
た
と
思
う
。

漢
文
の
読
み
方
を
多
少
で
も
知
っ
て
い
る
人
間
な
ら
、
中
国
と
い
う
も
の
が
ど

う
い
う
も
の
な
の
か
、
何
と
な
く
わ
か
る
は
ず
で
あ
る
。
日
本
語
と
漢
字
の
か
か

わ
り
は
非
常
に
深
い
も
の
だ
っ
た
の
で
、
昔
の
日
本
語
を
使
う
人
間
は
、
今
の
人

よ
り
も
漢
字
の
使
い
方
に
詳
し
か
っ
た
と
思
う
。
し
か
し
、
新
仮
名
は
日
本
語
と

漢
文
を
切
り
離
す
作
用
が
あ
っ
た
の
で
、
日
本
人
に
は
中
国
の
こ
と
が
よ
く
分
か

ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

東
京
裁
判
で
滑
稽
な
こ
と
は
、
欧
米
の
判
事
た
ち
が
、
中
国
の
状
況
に
全
く
無

知
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
で
、
漢
字
が
読
め
な
い
人

間
に
、
中
国
の
こ
と
が
分
か
る
は
ず
も
な
い
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
戦
前
の

日
本
と
中
国
の
か
か
わ
り
を
考
え
る
た
め
に
は
、
漢
文
や
旧
仮
名
遣
い
の
文
章
を

あ
る
程
度
読
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

私
も
漢
文
は
独
学
で
、
仏
典
ぐ
ら
い
し
か
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ

で
も
漢
字
の
持
つ
力
は
な
ん
と
な
く
理
解
で
き
る
。
最
近
は
漢
字
に
疎
い
人
が
多

く
、
そ
れ
が
歴
史
の
理
解
を
妨
げ
て
い
る
部
分
も
あ
る
と
思
う
。

中
国
語
は
一
つ
の
言
葉
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
無
数
の
言
語
の
集
ま
り
が
、
漢

字
と
い
う
宇
宙
を
形
成
し
て
い
る
の
だ
と
思
う
。
た
と
え
ば
、
仏
典
を
記
述
す
る

た
め
の
漢
文
と
、
儒
学
の
議
論
を
す
る
た
め
の
漢
文
は
、
た
ぶ
ん
文
法
か
ら
し
て

異
な
る
。
全
く
別
の
言
語
で
あ
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
や
時

代
に
よ
っ
て
、
互
い
に
異
な
る
漢
字
の
体
系
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
漢
字
の
体
系
の

集
合
が
、
全
体
と
し
て
中
国
語
と
い
う
も
の
を
構
成
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
う
と
、
日
本
語
や
英
語
が
人
間
の
言
葉
だ
と
す
る
な
ら

ば
、
漢
字
は
神
の
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
ぐ
ら
い
次
元
が
違
う
。

　
　

3

い
ま
で
も
Ｇ
Ｈ
Ｑ
を
崇
拝
し
て
い
る
人
は
い
て
、
彼
ら
に
言
わ
せ
れ
ば
、
Ｇ
Ｈ

Ｑ
は
日
本
に
民
主
主
義
を
根
付
か
せ
た
か
ら
偉
い
の
だ
そ
う
だ
。
だ
が
、
民
主
主

義
と
い
う
の
は
何
の
こ
と
は
な
い
、
た
だ
の
多
数
決
で
あ
る
。
な
ん
で
た
だ
の
多

数
決
を
そ
ん
な
に
あ
り
が
た
が
る
の
か
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
ど
う
も
こ
れ
は
一

種
の
宗
教
で
あ
る
ら
し
い
。
つ
ま
り
西
洋
人
に
と
っ
て
は
、
た
だ
の
多
数
決
が
、

何
か
と
て
も
崇
高
で
価
値
の
あ
る
も
の
に
見
え
て
い
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。
鰯
の

頭
も
信
心
か
ら
と
言
う
が
、
迷
惑
な
も
の
を
日
本
に
持
ち
込
ん
で
く
れ
た
も
の
で

あ
る
。
西
洋
人
は
お
か
し
な
宗
教
を
次
か
ら
次
へ
と
発
明
す
る
。

　
　

4

三
百
万
の
日
本
人
は
た
し
か
に
無
意
味
に
死
ん
だ
。
そ
れ
は
、
本
来
必
要
な

か
っ
た
と
い
う
意
味
で
の
無
意
味
で
あ
っ
て
、
全
く
何
の
意
味
も
な
か
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。
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ア
メ
リ
カ
人
は
、
自
分
た
ち
が
な
ぜ
日
本
人
を
殺
し
た
の
か
を
理
解
し
て
い
な

い
。
あ
の
戦
争
の
意
味
も
結
果
も
何
一
つ
理
解
し
て
い
な
い
。
日
本
人
の
死
の
無

意
味
さ
は
、
ア
メ
リ
カ
人
が
意
味
も
な
く
日
本
人
を
殺
し
た
こ
と
か
ら
く
る
。

三
百
万
の
日
本
人
は
、
ア
メ
リ
カ
の
侵
略
を
退
け
る
た
め
に
死
ん
だ
。
だ
が
、

当
の
ア
メ
リ
カ
人
に
は
そ
の
自
覚
が
な
い
。
彼
ら
に
は
、
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め

の
知
性
が
欠
け
落
ち
て
い
る
。

我
々
が
あ
の
戦
争
の
死
者
を
追
悼
す
る
た
め
に
は
、
ア
メ
リ
カ
人
に
、
彼
ら
が

し
た
こ
と
を
自
覚
さ
せ
、
謝
罪
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
以
外
に
死
者
を

追
悼
す
る
方
法
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
人
が
そ
れ
を
理
解
で
き
る
よ

う
に
な
る
ま
で
、
我
々
が
教
育
し
て
や
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
が
本
当
の
慰
霊
で

あ
ろ
う
。

復
興
と
経
済

　
　

1

東
日
本
大
震
災
か
ら
八
年
が
経
っ
た
が
、
被
災
地
の
復
興
は
遅
々
と
し
て
進
ん

で
い
な
い
。

私
が
思
う
に
、
原
因
は
過
疎
化
で
あ
る
。
被
災
し
た
地
域
の
大
部
分
は
震
災
前

か
ら
過
疎
化
が
進
み
、
経
済
が
回
ら
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
へ
震
災
が
起
き
た

せ
い
で
さ
ら
に
人
口
が
減
り
、
こ
れ
ら
の
地
域
は
回
復
不
可
能
な
ほ
ど
の
打
撃
を

受
け
て
い
る
。

だ
か
ら
、
被
災
し
た
地
域
を
元
に
戻
す
だ
け
で
は
、
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
震
災
前
の
姿
に
戻
っ
て
も
、
町
は
壊
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
本
当
の
復

興
の
た
め
に
は
、
新
し
く
経
済
を
作
り
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
、
こ
れ
か

ら
の
課
題
で
あ
る
。

　
　

2

こ
こ
に
現
れ
る
問
題
は
、
都
市
と
農
村
の
関
係
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
近

代
を
通
じ
て
問
題
と
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
そ
の
起
源
は
人
類

の
歴
史
と
同
じ
く
ら
い
古
い
。

人
間
が
生
き
る
た
め
に
は
食
料
が
必
要
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
食
料
を
生
産
す
る

た
め
に
農
業
が
必
要
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
農
民
も
農
村
の
中
だ
け
で
自
給
自
足

が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
酒
や
塩
は
他
か
ら
手
に
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
様
々
な
生
産
者
の
間
で
商
品
の
交
換
を
す
る
た
め
に
、
商
人
が
必
要

と
さ
れ
る
。
商
人
は
様
々
な
土
地
を
渡
り
歩
き
、
交
易
品
を
や
り
取
り
す
る
た
め

に
市
を
立
て
る
。
市
が
立
つ
場
所
や
日
付
が
決
ま
る
と
、
農
民
の
ほ
う
か
ら
市
場

へ
出
向
き
、
作
物
を
売
り
、
日
用
品
を
買
う
よ
う
に
な
る
。
や
が
て
市
が
常
設

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
都
市
が
で
き
、
そ
こ
に
多
く
の
人
が
集
ま
る
よ
う
に
な

る
。
そ
し
て
人
が
人
を
呼
び
、
都
市
は
さ
ら
に
大
き
く
な
る
。

岡
田
英
弘
に
よ
れ
ば
、
人
間
に
と
っ
て
一
番
の
娯
楽
は
人
間
で
あ
る
。
お
そ
ら

く
こ
れ
は
、
都
市
の
成
り
立
ち
に
対
す
る
最
良
の
説
明
に
な
り
う
る
。
た
と
え

ば
、
む
か
し
砂
漠
の
中
で
旅
を
し
て
い
た
行
商
人
は
、
オ
ア
シ
ス
に
着
く
と
ほ
っ

と
し
た
だ
ろ
う
と
思
う
。
オ
ア
シ
ス
に
は
町
が
あ
り
、
人
が
い
る
。
市
場
に
は
商

人
が
集
ま
り
、
そ
れ
を
目
当
て
に
芸
人
も
来
る
。
酒
場
に
行
け
ば
様
々
な
話
し
声

が
し
て
、
喧
嘩
も
あ
れ
ば
ロ
マ
ン
ス
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
う
い
っ
た
光
景
が
旅

人
の
心
を
潤
し
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
代
風
に
言
え
ば
娯
楽
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

合
理
的
に
考
え
れ
ば
、
都
市
を
作
ら
な
く
て
も
商
売
を
す
る
こ
と
は
で
き
る
。

ゆ
え
に
、
人
間
が
都
市
を
作
る
理
由
は
合
理
的
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
娯
楽

の
た
め
、
と
い
う
こ
と
も
説
明
と
し
て
は
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
人
間
の
生

活
に
と
っ
て
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
。
テ
レ
ビ
と
い
う
の
も
こ
れ
と
同
じ

で
、
テ
レ
ビ
に
出
て
い
る
人
の
中
に
は
、
現
実
に
は
関
わ
り
た
く
な
い
よ
う
な
者
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も
多
い
が
、
そ
う
い
う
人
間
で
も
、
は
た
か
ら
見
て
い
る
分
に
は
十
分
に
楽
し
め

る
の
で
あ
る
。

人
は
娯
楽
を
求
め
て
都
市
を
作
る
。
互
い
が
互
い
を
娯
楽
に
す
る
た
め
に
、
人

は
集
ま
る
。
そ
う
し
て
い
っ
た
ん
都
市
が
で
き
て
し
ま
う
と
、
都
市
に
集
ま
る
の

は
商
人
で
あ
る
か
ら
、
自
然
と
金
も
集
ま
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
金
の

あ
る
都
市
と
、
金
の
な
い
農
村
の
間
に
立
場
の
違
い
が
生
ま
れ
て
し
ま
う
。
い
き

お
い
、
農
村
よ
り
も
都
市
の
方
が
立
場
が
強
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
都
市
の
生
活
を
支
え
て
い
る
の
は
農
村
で
あ
る
。
都
市
は
何
も
生
産

し
な
い
。
都
市
で
消
費
さ
れ
る
も
の
は
、
す
べ
て
農
村
で
生
産
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
都
市
は
狭
い
が
、
農
村
は
広
い
。
都
市
と
い
う
も
の
は
、
農
村
と
い

う
大
海
原
に
浮
か
ぶ
小
島
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

だ
が
、
都
市
で
生
活
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
都
市
の
内
部
で
生
活
が
完
結
し
て

し
ま
う
の
で
、
都
市
の
外
部
を
意
識
す
る
こ
と
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
が

進
む
と
、
都
市
の
商
人
た
ち
が
農
村
の
事
情
を
顧
み
ず
、
農
村
を
搾
取
す
る
と
い

う
状
況
が
生
ま
れ
る
。
そ
う
な
る
と
農
民
の
間
に
不
満
が
溜
ま
り
、
一
揆
を
起
こ

し
た
り
反
乱
を
起
こ
し
た
り
す
る
。

お
そ
ら
く
、
こ
こ
に
政
治
の
起
源
が
あ
る
。
政
治
と
い
う
も
の
は
、
都
市
と
農

村
の
矛
盾
を
解
消
す
る
た
め
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
都
市
と
農
村

の
利
害
対
立
を
調
停
し
、
両
方
の
地
域
を
含
め
た
全
体
と
し
て
、
経
済
活
動
が
円

滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
調
整
す
る
こ
と
が
政
治
の
役
割
な
の
だ
と
思
う
。

　
　

3

被
災
地
に
お
い
て
露
わ
に
な
っ
た
問
題
は
、
人
間
に
と
っ
て
最
も
古
い
問
題
で

あ
り
、
か
つ
、
最
も
政
治
的
な
問
題
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
被
災
地
を
経
済

的
に
復
興
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
純
粋
に
政
治
的
な
問
題
で
あ
る
。

ゆ
え
に
、
こ
の
課
題
に
対
す
る
取
り
組
み
に
よ
っ
て
、
政
治
の
価
値
が
決
定
さ
れ

る
だ
ろ
う
。
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
で
は
、
日
本
の
政
治
は
そ
の
機
能
を
完
全
に
停

止
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

政
治
の
役
割
と
は
、
経
済
を
育
て
、
そ
れ
を
維
持
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
可
能
な
ら
ば
、
そ
れ
を
世
界
中
に
押
し
広
げ
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
る
。
平
和
は

そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
。

　
　

4

最
近
の
世
間
で
は
、
放
射
能
を
何
か
神
秘
的
な
も
の
だ
と
考
え
た
り
、
そ
れ
を

タ
ブ
ー
視
し
た
り
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
は
そ
れ
ほ
ど
特
別
な

も
の
で
は
な
い
。

放
射
能
と
は
、
原
子
の
崩
壊
の
こ
と
で
あ
る
。
原
子
は
崩
壊
す
る
と
き
に
微
小

な
粒
子
を
放
出
し
、
そ
れ
が
放
射
線
と
呼
ば
れ
る
。
放
射
線
を
出
す
原
子
を
放
射

性
原
子
と
呼
び
、
放
射
線
を
出
す
能
力
を
放
射
能
と
言
う
。

厳
密
に
言
え
ば
、
あ
ら
ゆ
る
原
子
は
放
射
能
を
持
っ
て
い
る
。
我
々
の
身
体
を

構
成
し
て
い
る
原
子
も
、
い
ま
ま
さ
に
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら

の
原
子
は
崩
壊
に
か
か
る
時
間
が
非
常
に
長
い
の
で
、
目
に
見
え
る
形
で
は
影
響

は
出
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
点
か
ら
言
え
ば
、
す
べ

て
の
原
子
は
放
射
性
原
子
で
あ
る
。

我
々
の
世
界
を
支
え
て
い
る
の
は
、
原
子
の
変
化
で
あ
る
。
太
陽
の
光
も
原
子

の
変
化
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
地
球
の
生
命
を
支
え
て
い
る
。

変
化
に
よ
っ
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
生
ま
れ
る
。
あ
ら
ゆ
る
原
子
は
い
ま
ま
さ
に
変
化

し
つ
つ
あ
り
、
そ
れ
が
こ
の
世
界
を
動
か
し
て
い
る
。

こ
れ
を
仏
教
で
は
諸
行
無
常
と
い
う
。
こ
の
世
界
は
変
化
に
よ
っ
て
成
り
立
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
の
こ
と
は
な
い
、
す
べ
て
お
釈
迦
様
の
言
っ
た

と
お
り
で
あ
る
。
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だ
か
ら
、
放
射
能
と
言
っ
て
も
何
も
特
別
な
こ
と
は
な
い
の
で
、
そ
の
性
質
を

見
極
め
て
、
適
切
に
対
処
す
れ
ば
よ
い
。
対
処
不
可
能
な
問
題
で
は
全
く
な
い
。

　
　

5

私
は
子
ど
も
の
こ
ろ
に
、
家
族
と
牡
鹿
半
島
へ
行
っ
て
は
じ
め
て
鯨
を
食
べ
た
。

新
鮮
な
鯨
の
刺
身
は
と
て
も
旨
く
、
不
思
議
な
味
が
し
た
も
の
で
あ
る
。
博
物
館

に
は
ミ
ン
ク
ク
ジ
ラ
の
全
身
骨
格
が
展
示
さ
れ
て
い
て
、
町
全
体
が
鯨
の
テ
ー
マ

パ
ー
ク
の
よ
う
だ
っ
た
。
そ
の
後
は
あ
ま
り
牡
鹿
へ
は
行
か
な
か
っ
た
が
、
い
つ

か
ま
た
行
っ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
た
。

捕
鯨
な
ん
て
し
な
く
て
も
い
い
、
と
言
う
人
は
、
鯨
の
た
め
を
思
っ
て
い
る
の

で
は
な
く
て
、
た
ぶ
ん
鯨
に
興
味
が
な
い
だ
け
な
の
だ
ろ
う
。
誰
も
鯨
を
食
べ
な

く
な
っ
た
ら
、
み
ん
な
鯨
の
こ
と
な
ど
忘
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。

街
に
住
ん
で
い
る
人
は
そ
れ
で
い
い
の
だ
ろ
う
。
新
し
い
も
の
が
沢
山
あ
る
の

で
、
古
い
も
の
を
覚
え
て
お
く
余
裕
な
ど
な
い
の
だ
ろ
う
。

私
は
い
ま
だ
に
、
鯨
を
食
べ
る
と
泣
い
て
し
ま
う
。

社
会
を
変
え
る

社
会
を
変
え
よ
う
と
思
う
必
要
は
な
い
。
我
々
が
何
も
し
な
く
て
も
、
そ
れ
は

勝
手
に
変
わ
る
。
バ
ナ
ナ
は
放
っ
て
お
け
ば
黒
く
な
る
し
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
は
放
っ

て
お
け
ば
芽
を
出
す
。
そ
れ
は
、
誰
か
が
手
を
加
え
た
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
世
界
に
あ
る
も
の
は
す
べ
て
、
そ
れ
自
体
の
性
質

と
し
て
常
に
変
化
し
続
け
て
い
る
。
だ
か
ら
、
何
か
を
変
え
よ
う
と
努
力
す
る
こ

と
も
、
あ
る
い
は
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
努
力
す
る
こ
と
も
、
ど
ち
ら
も
愚
か
な
こ

と
で
あ
る
。

変
化
は
、
人
間
に
と
っ
て
都
合
よ
く
起
き
る
と
は
限
ら
な
い
。
も
し
も
神
様
が

い
る
と
す
れ
ば
、
彼
は
人
間
の
こ
と
だ
け
で
な
く
、
他
の
生
き
物
の
こ
と
も
同
じ

よ
う
に
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
果
物
が
腐
る
こ
と
は
人
間
に
と
っ
て
は
良
く
な

い
こ
と
だ
が
、
お
そ
ら
く
ハ
エ
や
カ
ビ
に
と
っ
て
は
都
合
の
い
い
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
変
化
を
利
用
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
果
物
は
腐
り
か
け
が
お
い
し
い

の
で
、
だ
め
に
な
る
寸
前
に
ジ
ャ
ム
に
し
て
し
ま
え
ば
よ
い
。
ま
た
、
米
に
付
く

カ
ビ
を
利
用
し
て
酒
を
造
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
よ
う
に
、
変
化
を
利
用
し
て

生
活
す
る
こ
と
が
賢
い
生
き
方
で
あ
る
。

政
治
の
仕
事
は
、
社
会
を
変
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
社
会
が
変
わ
ら
な
い
よ
う

に
す
る
こ
と
で
も
な
く
、
経
済
を
回
す
こ
と
で
あ
る
。
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