
飛
鳥
・
奈
良
・
平
安
仏
教
を
一
癒
し
て
非
仏
教
的
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

聖
徳
太
子
・
行
基
・
最
澄
・
源
僑
・
源
空
な
ど
の
行
実
は
高
く
評
価
し
て
い
る
。

そ
の
態
度
が
慎
重
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
承
知
し
て
い
る
が
、
飛
鳥
時
代
以
来
、

繊
家
者
中
心
の
教
団
が
㈱
直
か
れ
た
政
治
情
勢
に
あ
ま
り
に
垂
点
を
か
け
て
、
教

賦
の
基
本
的
性
格
を
論
じ
る
の
は
、
必
ず
し
も
適
切
と
は
い
え
な
い
の
で
な
か

ろ
う
か
。
宗
教
と
政
治
は
分
離
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、

仏
教
は
、
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
と
は
異
な
っ
て
、
敷
治
と
宗
教
と
は
隔
絶
す
べ
ぎ

も
の
と
は
伝
統
舶
に
考
え
て
お
ら
ず
、
い
わ
ん
や
み
ず
か
ら
権
力
支
配
を
行
お

う
な
ど
と
ば
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
権
力
蒋
に
あ
ま
り
に
も
多
く
奉
仕
し

た
律
今
仏
教
を
非
仏
教
酌
と
評
す
る
な
ら
、
圃
様
の
批
判
は
、
本
願
寺
教
団
の

諜
人
格
性
強
化
や
一
揆
に
よ
る
領
国
支
紀
に
も
き
び
し
く
加
え
ら
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
が
こ
の
書
に
明
確
に
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
片
手
落
の

感
を
禁
じ
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
本
願
寺
史
を
こ
こ
ま
で
に
纒
め
あ
げ
た
関
係
考
の
苦
労
は
並

々
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
ざ
れ
る
。
続
い
て
出
版
さ
れ
る
は
ず
の
第
二

・
三
巻
は
、
・
既
往
の
研
究
成
果
か
ら
推
し
て
、
そ
の
編
修
は
容
易
で
な
い
、
と

恩
わ
れ
る
が
、
困
難
を
の
り
こ
え
て
一
日
も
早
く
編
修
の
完
了
す
る
こ
と
を
切

望
し
て
や
ま
な
い
。
A
5
五
五
四
ぺ
…
ジ
、
図
版
胴
刷
七
葉
、
非
売
贔
、
な
お

残
本
が
者
干
あ
る
の
で
希
望
者
は
西
・
本
願
寺
像
道
部
に
あ
て
て
金
一
、
．
O
O
O

円
と
送
料
を
添
え
て
申
込
ま
れ
た
い
と
の
こ
と
。

刃
・
8
0
b
ご
象
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①
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十
二
月
八
臼
i
署
潜
の
い
う
「
戦
争
の
到
来
」
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
二
十
年

臼
の
縄
じ
月
の
尚
じ
臼
に
、
こ
の
著
書
の
書
評
を
筆
を
と
る
め
ぐ
り
あ
わ
せ
に

な
っ
た
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
偶
然
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
戦
争
の
終
結
か

ら
十
六
年
億
、
東
条
英
樹
の
処
刑
か
ら
十
三
年
目
に
、
こ
の
澗
．
東
条
と
戦
争
の

到
来
』
が
刊
行
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
、
同
時
代
の
で
き
ご
と
を
客
観
化
し
て

眺
め
る
の
に
必
要
な
時
間
的
趾
離
と
い
う
問
題
に
関
連
し
て
、
し
た
が
っ
て
現

代
史
叙
述
の
基
本
附
な
問
題
に
か
か
る
事
柄
と
し
て
決
し
て
無
意
味
な
こ
と
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
作
品
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
そ
の
著
薪
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な

い
と
は
、
一
般
に
い
い
3
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
本
望
に
つ
い
て
は
、

そ
の
こ
と
が
い
っ
そ
う
深
刻
な
意
殊
を
も
つ
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
も
し
太
平
洋
戦
争
へ
の
応
召
、
軍
務
と
し
て
の
日
本
語
の
勉
強
、
つ

い
で
マ
ッ
カ
ー
サ
…
司
舎
部
の
情
報
部
で
の
勤
務
と
い
う
よ
う
な
、
い
わ
ば
い

く
つ
も
の
偶
然
が
外
か
ら
彼
に
課
し
た
著
岩
の
生
活
体
験
が
な
か
っ
た
と
仮
定

す
れ
ば
、
本
書
が
著
考
に
よ
っ
て
書
か
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
起
り

え
癒
か
つ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
復
員
除
隊
の
後
、
著
者

は
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
ふ
た
た
び
学
生
生
活
に
入
る
が
、
卒
業
後
、
こ
ん

ど
は
歴
史
專
攻
の
学
旛
と
し
て
、
昭
昭
二
十
六
年
秋
か
ら
数
ヵ
月
闘
、
日
本
・
に
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滞
蕉
す
る
。
こ
の
と
き
の
研
究
成
果
が
、
す
な
わ
ち
、
彼
の
処
女
作
で
あ
っ
て

学
位
論
文
と
な
っ
た
。
　
”
．
冒
℃
窪
．
。
・
O
。
。
琶
§
ε
。
。
母
登
鵠
。
吋
、
．
（
邦
訳

『
終
戦
外
史
』
、
時
拳
通
信
社
、
昭
郵
三
十
三
年
刊
）
で
あ
る
。
そ
の
後
も
彼

は
何
回
か
来
日
す
る
が
、
こ
こ
に
紹
介
す
る
『
東
条
と
戦
争
の
到
来
』
は
昭
和

三
十
二
年
に
執
蟄
　
を
は
じ
め
、
足
か
け
四
年
を
つ
い
や
し
て
完
成
さ
れ
た
著
考

の
第
二
作
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
タ
イ
ト
ル
は
、
あ
き
ら
か
に
チ
ャ
ー
ル
ズ

・
ビ
ア
ー
ド
の
、
、
勺
お
。
。
置
。
暮
力
o
o
ω
o
〈
o
洋
空
ド
自
げ
げ
⑦
O
o
彰
写
σ
q
o
｛
転
び
①

毛
裏
．
、
（
窃
瓢
）
を
念
頭
に
お
い
て
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
著
者
の
自

僑
の
ほ
ど
が
、
う
か
が
わ
れ
る
。
彼
は
現
在
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
立
大
学
の
歴
史

学
教
授
の
職
に
あ
る
。

　
本
書
は
、
ま
っ
た
く
、
右
に
み
た
よ
う
な
著
者
の
特
異
な
経
歴
と
生
活
体
験

の
産
物
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
と
に
、
著
者
が
そ
の
体
験
か
ら
得
た
東
条

英
機
に
た
い
す
る
公
正
な
理
解
と
同
情
は
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
多
く
に
は
欠

、
如
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
彼
の
処
刑
か
ら
十
年
以
上
の
歳
月
を
へ
た
今
日
、

な
お
東
条
に
関
す
る
ひ
と
つ
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
も
、
日
本
人
の
手
に
よ
っ
て
は
作

ら
れ
ず
、
か
え
っ
て
外
躍
人
で
あ
る
著
者
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
生
み
出
さ
れ
る

こ
と
が
で
き
た
理
由
は
、
基
本
的
に
は
、
そ
こ
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

当
然
わ
れ
わ
れ
研
本
人
研
究
藩
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
で
あ
り
な
が
ら
、
．
し
か
も

今
日
な
お
わ
れ
わ
れ
は
、
東
条
を
純
粋
に
研
究
対
象
と
し
て
客
観
化
し
え
な
い

気
持
を
も
つ
て
い
る
。
じ
っ
さ
い
、
著
者
を
し
て
本
書
を
書
か
し
め
る
原
動
力

と
な
っ
て
い
る
も
の
が
、
著
者
の
東
条
に
た
い
す
呑
並
々
な
ら
ぬ
理
解
と
同
情

で
あ
る
こ
と
は
、
本
書
を
一
読
す
る
者
の
た
だ
ち
に
蒲
翻
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
そ
れ
な
く
し
て
は
、
彼
の
僚
性
を
え
が
き
出
す
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
不

可
能
で
あ
ろ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
著
潜
は
、
本
欝
に
お
い
て
、
た
だ
東
条
英
機
の
偲
性
を
え
が
く
こ

と
だ
け
を
日
的
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
著
者
は
、
彼
の
生
涯
を
描
字
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
個
性
を
生
み
出
し
か
つ
後
に
は
こ
の
億
性
に
よ
っ
て
支

配
さ
れ
た
日
本
の
現
実
…
だ
い
た
い
張
作
憲
の
爆
殺
事
件
か
ら
甘
楽
の
刑
死

に
い
た
る
ま
で
の
ち
ょ
う
ど
二
十
年
間
の
日
増
・
の
歴
史
1
を
、
叙
述
し
よ
う

と
意
図
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
ひ
と
り
の
佃
性
を
え
が
く
こ
と
に

よ
っ
て
ひ
と
つ
の
蒔
代
史
を
叙
述
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
い
か
に
至
難
の
わ
ざ

で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
お
よ
そ
い
ち
ど
で
も
歴
史
の
叙
述
に
経
験
の
あ
る

人
な
ら
ば
、
誰
し
も
痛
感
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
完
全
に
な
し
と
げ

る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
お
そ
ら
く
ラ
ン
ケ
や
ド
ロ
イ
ゼ
ン
級
の
天
才
だ
け
で

あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
本
来
そ
れ
は
、
二
兎
を
追
う
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
本

書
に
お
い
て
著
藩
は
、
　
「
東
条
英
機
」
と
「
戦
争
の
到
来
扁
と
い
う
二
兎
を
追

う
た
。
そ
し
て
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
現
代
日
本
の
時
代
史
的
叙
述
を
犠
牲

と
し
て
、
東
条
莫
機
の
す
べ
て
を
え
が
く
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
本
書

の
叙
述
が
、
日
露
戦
争
以
前
の
時
期
か
ら
は
じ
ま
り
、
そ
し
て
一
1
「
戦
争
の

到
来
」
と
い
う
表
題
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
東
条
処
姻
の
戦
後
期
に
ま
で
お
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ん
で
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
蓑
題
と
内
容
と
の
あ
い
だ
に
若
千
の
ず
れ
が
見
い

だ
さ
れ
る
こ
と
も
、
そ
の
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
東
条
を
え
が
く
こ
と
と
あ
い
・
な
ら
ん
で
、
本
書
の
成
功
し
て
い
る
第
二
の
点

は
、
臼
本
の
軍
部
、
こ
と
に
そ
の
派
閥
に
た
い
す
る
理
解
の
深
さ
と
確
か
さ
で

あ
る
。
こ
の
点
は
、
普
通
の
日
本
人
の
常
識
的
理
解
を
は
る
か
に
越
え
て
い
る

こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
専
門
の
日
本
人
研
究
考
の
知
識
と
く
ら
べ
て
も
、
決
し
て

ひ
け
を
と
ら
な
い
ほ
ど
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
な
か
で
も
、
　
「
豊
道
派
」
　
「
統
制

派
」
と
い
う
二
大
派
閥
に
た
い
し
て
東
条
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
り
、
ま
た
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ど
の
よ
う
な
立
場
を
と
っ
て
い
た
か
を
述
べ
た
あ
た
り
（
本
書
五
十
三
ペ
ー
ジ

前
後
）
、
あ
る
い
は
、
ほ
ん
ら
い
軍
規
と
秩
序
を
ま
も
る
こ
と
に
汲
々
と
し
て

い
た
能
萸
型
の
小
人
物
、
満
州
軍
憲
兵
司
令
宮
に
う
っ
て
つ
け
の
…
五
フ
ィ

ー
ト
圏
イ
ン
チ
の
小
柄
で
、
限
鏡
を
か
け
、
年
齢
よ
り
も
老
け
て
み
え
る
（
本

書
七
十
三
ぺ
…
ジ
）
1
東
条
が
、
二
・
二
六
纂
件
後
の
粛
軍
に
よ
っ
て
生
じ

た
軍
内
部
の
真
空
的
部
分
に
お
い
て
、
ど
う
し
て
権
力
地
位
の
階
段
を
一
歩
一

歩
の
ぼ
っ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
か
を
述
べ
た
り
（
本
塁
六
十
九
ペ
ー
ジ
以
下
）
、

さ
ら
に
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
「
ニ
キ
三
ス
ケ
」
に
よ
っ
て
代
衰
さ
れ
る
満
州
派
が
、

な
に
ゆ
え
、
ま
た
い
か
に
し
て
・
罫
書
政
府
の
中
纏
に
迎
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
か
を
述
べ
た
あ
た
り
（
本
書
七
十
四
ペ
ー
ジ
以
下
）
等
々
は
、
本
書
の
も
つ

出
色
の
部
分
で
あ
ろ
う
。

　
か
よ
う
に
、
東
条
を
え
が
く
こ
と
と
軍
部
を
叙
述
す
る
こ
と
に
大
部
分
の
努

力
が
は
ら
わ
れ
、
ま
た
そ
れ
に
成
功
し
て
い
る
反
面
、
日
本
の
対
外
関
係
一

と
く
に
日
本
を
と
り
ま
く
国
際
関
係
が
日
本
国
内
の
政
治
的
諸
勢
力
消
長
に
お

よ
ぼ
し
た
作
湘
1
が
、
均
衡
を
失
す
る
ほ
ど
簡
略
に
し
か
述
べ
ら
れ
て
い
な

い
点
は
、
本
書
の
弱
点
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
か
で
も
、
ド
イ
ツ
の
軍
竣
曲

成
功
に
眩
惑
さ
れ
た
軍
部
内
外
の
い
わ
ゆ
る
親
吊
上
と
そ
の
親
独
政
策
が
、
国

内
の
政
治
的
諸
勢
力
の
消
長
を
い
か
に
大
き
く
左
右
し
、
愚
策
の
決
定
に
い
か

に
大
き
い
作
用
を
お
よ
ぼ
し
．
た
か
を
、
体
験
酌
に
知
っ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
に
と

っ
て
は
、
日
独
伊
三
国
岡
盟
問
題
の
本
書
に
お
け
る
よ
う
な
取
扱
い
（
本
讃
八

十
ニ
ペ
ー
ジ
以
下
）
で
は
、
と
う
て
い
満
足
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
っ
と

も
っ
と
多
く
の
ペ
ー
ジ
教
を
さ
い
て
、
ド
イ
ツ
と
の
提
携
、
と
く
に
軍
事
同
盟

締
結
の
問
題
が
、
日
本
の
政
治
と
運
命
を
P
左
右
す
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
を
、

詳
述
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
叙
違
が
簡
略
に
す
ぎ
る
と
お
も
わ
れ
る
の
は
、
た
ん
に
ド
イ
ツ
と

の
提
携
の
関
し
て
だ
け
で
は
な
い
。
開
戦
前
夜
の
日
米
交
渉
に
つ
い
て
も
ま
た
、

岡
様
な
感
想
を
い
だ
か
せ
ら
れ
る
。
本
書
の
叙
述
は
、
た
だ
日
本
国
内
で
の
動

き
を
と
ら
え
る
の
に
急
な
あ
ま
り
、
糧
手
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
態
度
を
の
べ
る

の
は
、
は
な
は
だ
し
く
粗
略
で
あ
る
。
い
っ
た
い
、
日
米
交
渉
の
開
始
か
ら
十

一
月
下
旬
の
「
ハ
ル
・
ノ
ー
ト
」
の
手
交
に
い
た
る
ま
で
に
ア
メ
リ
カ
政
府
の

対
日
政
策
に
基
太
・
的
な
変
更
な
り
部
分
的
な
修
正
な
り
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、

も
し
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
時
点
で
起
つ
た
の
で
あ
る
か
、
そ
し
て

そ
れ
を
受
け
て
立
つ
側
の
日
本
の
内
部
で
は
そ
れ
に
た
い
し
て
い
か
な
る
反
応

が
起
つ
た
の
か
、
あ
る
い
は
起
ら
な
か
っ
た
の
か
一
と
い
っ
た
よ
う
な
点
の

叙
述
が
、
本
書
に
は
ま
っ
た
く
欠
如
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
っ
て
し
か

も
日
本
現
代
史
の
専
門
的
研
究
者
で
あ
る
著
者
に
た
い
し
て
、
わ
れ
わ
れ
日
本

人
の
期
待
す
る
と
こ
ろ
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
点
の
叙
述
に
あ
る
わ
け
だ
が
、

そ
の
よ
う
な
観
点
は
、
残
念
な
が
ら
、
著
者
の
視
界
か
ら
ま
っ
た
く
逸
し
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
日
米
交
渉
に
た
い
す
る
純
粋
日
本
薗
な
視
角
も
、
そ

し
て
さ
き
に
述
べ
た
日
独
提
携
問
題
の
簡
略
な
郵
貯
い
も
、
と
も
に
、
お
そ
ら

く
は
、
国
際
的
環
境
の
な
か
で
の
臼
本
の
ひ
と
つ
の
時
代
史
を
叙
述
す
る
こ
と

よ
り
も
、
む
し
ろ
臼
本
の
国
内
的
な
致
治
状
況
の
な
か
で
東
条
を
え
が
く
こ
と

に
成
功
し
て
い
る
本
害
の
基
本
的
性
格
と
、
深
く
関
連
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と

考
え
ら
れ
る
。

　
も
っ
と
も
、
日
本
の
政
治
の
あ
ゆ
み
が
、
外
的
条
件
一
丁
際
政
治
の
動
き

や
国
際
駒
勢
力
の
消
長
一
に
よ
っ
て
、
い
か
に
ひ
ど
く
屈
折
さ
せ
ら
れ
、
ゆ

が
め
ら
れ
た
か
、
そ
の
程
度
の
は
な
は
だ
し
さ
を
真
に
理
解
す
る
こ
と
は
、
外

国
人
に
と
っ
て
は
あ
る
い
は
不
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
欧
米
人
、
こ
と
に
ア
メ
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リ
カ
人
に
と
っ
て
は
、
内
政
が
藤
本
で
あ
り
主
で
あ
っ
て
、
外
政
は
末
で
あ
り

従
で
あ
る
と
い
う
一
種
の
妻
定
観
念
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ
る
。

ま
た
事
実
、
か
れ
ら
の
国
々
で
は
、
現
実
の
政
治
が
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
で
は
、
す
く
な
く
と
も
撲
夷
・
開
港
論

い
ら
い
、
征
野
論
・
清
国
胸
懲
・
臥
蕪
嘗
胆
・
満
蒙
経
営
7
対
ソ
戦
略
を
へ
て
、

つ
い
に
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
建
設
に
い
た
る
ま
で
、
つ
ね
に
外
の
問
題
が
内
の

政
治
を
ひ
き
ず
っ
て
き
た
。
國
策
決
定
に
お
け
る
軍
黙
的
考
慮
の
優
越
、
し
た

が
り
て
政
治
に
お
け
る
軍
部
の
優
越
的
発
欝
と
い
う
こ
と
も
ま
た
、
根
本
的
に

は
、
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
問
題
で
あ
ろ
う
。
日
本
軍
部
の
特
殊
的
意
義
は
、
機

構
論
豹
に
は
も
ち
ろ
ん
統
師
権
独
立
の
問
題
を
軸
と
し
て
把
握
さ
れ
る
の
が
当

然
で
あ
る
が
、
し
か
し
機
能
論
的
に
は
、
そ
の
よ
う
な
政
治
に
お
け
る
対
外
政

策
の
優
位
と
い
う
こ
と
を
関
連
づ
け
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
要
す
る
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ぬ

環
本
の
致
治
史
に
は
、
欧
米
諸
国
の
そ
れ
に
冤
ら
れ
な
い
特
異
な
屈
折
と
ひ
ず

へ

み
i
外
の
問
題
が
内
の
政
治
を
ひ
き
ず
る
と
い
う
面
一
が
、
ほ
と
ん
ど
つ

ね
に
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
点
で
の
深
い
洞
察
が

本
醤
に
欠
け
て
い
る
こ
と
も
ま
た
、
や
む
を
え
な
い
。

　
つ
ぎ
に
、
著
者
の
利
用
し
て
い
る
史
料
に
も
関
連
す
る
問
題
で
あ
る
が
、
本

文
五
四
〇
ペ
ー
ジ
に
お
よ
ぶ
本
書
を
通
読
し
て
あ
と
に
残
る
の
は
、
や
は
り
そ

れ
が
金
体
と
し
て
継
東
軍
審
裁
判
の
記
録
に
よ
っ
て
大
き
く
左
右
さ
れ
て
い
る

と
い
う
翔
象
で
あ
る
。
｛
般
に
、
餌
際
関
係
史
の
本
裕
酌
研
究
が
、
第
一
次
世
．

界
大
戦
の
後
に
は
、
各
国
の
外
交
文
譲
の
刊
行
か
ら
は
じ
ま
つ
だ
と
す
れ
ば
、

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
そ
れ
は
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
お
よ
び
東
京
の
国
際
裁
判

に
お
け
る
諸
種
の
裁
判
調
書
を
出
発
点
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
著
者
も
ま
た
研
究
の
正
道
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
あ

り
、
ま
し
て
彼
自
身
が
占
領
軍
司
今
部
に
勤
務
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
彼

が
そ
の
記
録
文
書
を
史
料
と
し
て
利
用
し
た
の
も
、
き
わ
め
て
当
然
の
こ
と
で

あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
著
者
は
、
東
京
裁
判
を
つ
ね
に
批
判
酌
に
見
る
こ
と
を

わ
す
れ
ず
、
た
と
え
ば
、
東
条
の
閲
題
に
関
し
て
い
え
ば
、
む
し
ろ
東
条
に
は

弁
護
的
で
あ
っ
て
、
キ
ー
ナ
ン
検
纂
に
は
点
数
が
か
ら
い
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
の

場
合
、
批
判
す
る
著
者
の
公
正
な
限
は
、
ま
さ
に
歴
史
そ
の
も
の
の
眼
で
あ
っ

て
、
こ
こ
に
も
ま
た
、
本
書
の
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
点
の
ひ
と
つ
が
あ
る
。

と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
本
書
が
、
全
体
と
し
て
東
京
裁

判
の
設
定
し
た
欝
に
見
え
な
い
枠
を
大
き
く
踏
み
く
だ
く
と
こ
ろ
ま
で
は
い
っ

て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
部
分
的
現
象
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
広
田
内
閣
の

評
価
（
本
誉
八
＋
ペ
ー
ジ
以
下
）
の
ご
と
き
に
、
も
っ
と
も
端
的
に
あ
ら
わ
れ

て
い
る
が
、
し
か
し
こ
こ
で
評
者
の
い
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
個
々
の

人
物
や
集
圃
に
た
い
す
る
評
価
の
問
題
に
関
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
本
書
の

叙
述
内
容
が
全
体
と
し
て
、
東
京
裁
判
の
設
定
し
た
粋
組
み
の
外
ま
で
繊
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
著
者
自
身
が

あ
ま
り
に
近
す
ぎ
る
と
こ
ろ
が
ら
そ
の
裁
判
を
晃
聞
き
し
た
と
い
う
体
験
が
、

裁
か
れ
る
対
象
を
歴
史
と
し
て
叙
述
す
る
さ
い
、
か
え
っ
て
マ
イ
ナ
ス
の
方
向

へ
働
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
あ
た
り
に
、
現
代
史
研
究
の

宿
命
的
な
闘
難
さ
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
と
も
か
く
そ
れ
は
、
著
者
の
力
量

の
不
足
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
対
象
と
の
時
間
的
嫁
離
の
不
足
に
由
来
す
る

と
こ
ろ
の
、
現
代
史
研
究
の
本
質
的
な
問
題
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
読
後
の
感
想
を
そ
の
ま
ま
一
気
に
書
き
下
し
た
の
で
、
あ
ま
り
に
も
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評
鑓嚢
了‘調

印
象
的
な
書
評
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
主
観
的
に
す
ぎ
た
印
象
批
評
を

い
く
ら
か
で
も
客
観
的
な
方
向
へ
補
正
す
る
た
め
に
、
順
序
が
逆
に
な
っ
た
け

れ
ど
も
、
つ
ぎ
に
、
本
書
の
構
成
と
そ
の
谷
部
分
の
内
容
を
要
点
的
に
記
し
て

お
く
。

　．

{
文
の
全
体
は
、
王
篇
に
わ
か
れ
て
い
る
。
ま
ず
「
サ
ム
ラ
イ
の
蔭
に
」
と

題
さ
れ
た
第
一
篇
は
、
第
一
章
「
東
条
の
若
き
時
代
」
か
ら
第
五
章
「
東
亜
新

秩
序
に
向
っ
て
」
ま
で
、
内
容
的
に
は
、
東
条
の
家
系
や
生
い
立
ち
か
ら
シ
ナ

纂
変
解
決
の
失
敗
・
近
衛
内
閣
の
辞
職
ま
で
を
取
扱
う
。
つ
ぎ
の
「
不
可
能
を

可
能
に
す
る
」
と
題
さ
れ
た
第
二
篇
は
、
第
六
章
「
国
策
の
結
贔
化
」
か
ら
第

十
二
章
「
咋
十
二
月
七
日
」
ま
で
、
内
容
的
に
は
、
平
沼
内
閣
の
成
立
か
ら
其

珠
湾
攻
撃
ま
で
を
取
扱
う
。
最
後
の
「
天
の
意
志
扁
と
題
さ
れ
た
第
三
篇
は
、

第
十
竃
章
「
国
民
の
運
命
」
か
ら
第
十
六
章
「
そ
の
人
（
東
条
）
の
連
命
」
ま

で
、
内
容
酌
に
は
、
太
平
洋
戦
争
の
は
じ
め
か
ら
東
条
の
刑
死
ま
で
を
取
扱
う
。

そ
の
あ
と
、
巻
末
に
は
、
十
八
ペ
ー
ジ
に
お
よ
ぶ
史
料
文
献
醤
献
が
つ
け
ら
れ

て
い
る
。

　
最
後
に
、
本
書
は
、
プ
リ
ス
ト
ン
大
学
出
版
局
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

『
第
二
次
大
戦
外
交
史
』
叢
書
の
一
冊
と
し
て
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
わ

が
國
で
も
周
知
の
ハ
ー
バ
ー
ト
・
フ
ェ
イ
ス
の
『
真
珠
湾
へ
の
道
』
そ
の
他
と

と
も
に
、
一
連
の
シ
リ
ー
ズ
を
な
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
、
ア
メ
リ
カ

本
麟
に
お
け
る
本
書
へ
の
評
価
が
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
か
、
ほ
ぼ
推
察
さ
れ
よ
・
第
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
書
が
、
こ
の
方
面
の
研
究
に
お
け
る
本
年
度
最
大
の
収

穫
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
は
、
ま
ち
が
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

附
記
　
評
潔
が
本
書
を
読
み
お
わ
っ
て
後
、
本
書
の
邦
訳
書
が
出
版
さ
れ
た

（
木
下
秀
夫
訳
『
東
条
英
機
』
上
下
二
巻
、
時
事
通
儒
社
発
行
）
。
呈
露
は
ま

だ
邦
訳
書
の
全
部
に
匪
を
と
お
し
て
い
な
い
が
、
し
か
し
第
一
章
の
は
じ
め
の

と
こ
ろ
に
出
て
く
る
一
九
〇
五
年
七
月
末
の
有
名
な
門
黒
塗
ブ
ト
協
定
」
を
、

「
タ
フ
ト
・
勝
浦
協
定
偏
と
訳
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
訳
者
は
歴
史
酌

知
識
を
あ
ま
り
も
っ
て
い
な
い
人
の
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
以
上
、
訳
書
に
つ

い
て
は
蛇
足
で
あ
る
が
、
附
記
し
て
お
く
。
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