
道
元
思
想
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
に
「
光
明
」
と
い
う
語
が
あ
る
。
「
光

明
」
は
、
道
元
が
生
涯
追
求
し
、
そ
の
何
た
る
か
を
表
現
し
つ
づ
け
た
、
「
仏
」

と
い
う
も
の
の
、
そ
の
一
つ
の
能
力
を
示
す
語
で
あ
る
。
こ
の
語
は
仏
教
史
で

は
、
仏
の
智
慧
を
意
味
し
、
そ
の
広
大
無
辺
の
働
き
で
万
物
を
照
ら
し
見
る
様

（
１
人
）

が
太
陽
の
輝
き
に
嚥
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
道
元
は
こ
の
語
に
独
自
の
意
義

を
与
え
己
れ
の
「
仏
」
に
関
す
る
思
索
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
道
元
に

お
け
る
「
仏
」
と
は
そ
の
智
慧
と
は
何
か
と
い
う
彼
の
思
想
の
根
本
に
関
わ
る

問
題
を
考
え
て
ゆ
く
上
で
、
こ
の
語
の
彼
流
の
意
味
す
る
も
の
を
明
ら
か
に
し

て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
本
論
で
は
彼
の
文
章
に
現
れ
た
限
り
で
の
「
光
明
」

の
内
容
を
考
察
す
る
。

「
光
明
」
を
考
察
す
る
場
合
、
道
元
が
「
光
明
」
の
何
た
る
か
を
自
ら
言
及

し
て
い
る
処
を
把
え
る
必
要
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
場
合
様
々
な
特
殊
な
問

題
が
出
て
来
る
。

「
い
は
ゆ
る
仏
祖
光
明
は
、
尽
十
方
界
な
り
、
尽
仏
尽
祖
な
り
、
唯
仏
与
仏

な
り
。
仏
光
な
り
、
光
仏
な
り
。
仏
祖
は
仏
祖
を
光
明
と
せ
り
。
こ
の
光
明
を

（
２
）

修
証
し
て
、
作
仏
し
、
坐
仏
し
、
証
仏
す
。
」

道
元
の
「
光
明
」

こ
の
文
章
は
『
正
法
眼
蔵
』
「
光
明
」
巻
の
一
節
で
あ
り
、
「
光
明
」
を

「
仏
祖
は
仏
祖
を
光
明
と
せ
り
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
仏
祖
光
明
」
と
し
て
、

そ
れ
が
「
尽
十
方
界
」
以
下
の
事
で
あ
る
、
と
説
い
て
い
る
。
こ
の
様
に
「
光

（
３
）

明
」
の
何
た
る
か
の
言
及
は
少
く
、
他
に
短
い
二
句
が
見
い
出
さ
れ
る
の
ゑ
で

あ
る
。
こ
の
箇
所
は
「
光
明
」
と
い
う
主
題
を
め
ぐ
る
言
説
の
一
部
に
す
ぎ
ぬ

が
、
「
光
明
」
の
意
味
す
る
も
の
を
彼
自
身
語
っ
て
い
る
処
と
言
っ
て
よ
い
。

短
い
語
句
を
畳
象
掛
け
る
処
に
、
た
っ
た
こ
れ
だ
け
の
長
さ
で
非
常
に
多
く
を

表
現
し
、
何
か
に
迫
ろ
う
と
す
る
感
覚
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。
だ
が
こ
の
文
の
内

容
を
ど
う
理
解
す
べ
き
か
。
「
仏
祖
光
明
は
尽
十
方
界
な
り
。
尽
仏
尽
祖
な

り
」
だ
け
み
て
も
、
こ
こ
で
「
仏
祖
光
明
」
が
な
ぜ
「
尽
十
方
界
」
で
あ
る
の

か
、
「
仏
祖
」
と
「
尽
仏
尽
祖
」
の
「
仏
」
「
祖
」
と
は
同
じ
事
柄
か
、
さ
ら
に

「
尽
十
方
界
」
と
「
仏
」
「
祖
」
が
ど
う
関
わ
る
の
か
、
等
の
疑
問
が
湧
い
て

来
る
。
注
解
書
を
見
る
と
、
「
光
明
は
無
情
で
言
へ
ぱ
尽
十
方
、
有
情
で
は
尽

（
β
泡
）

仏
尽
祖
承
な
光
明
」
（
『
正
法
眼
蔵
聞
解
』
）
「
我
等
が
日
来
の
見
解
の
光
明
に

（
５
）

非
ざ
る
條
、
文
の
面
顕
然
な
り
」
（
『
正
法
眼
蔵
抄
』
）
と
あ
る
。
面
山
の
『
正

法
眼
蔵
聞
解
』
は
こ
の
場
合
「
光
明
」
は
「
無
情
」
と
「
有
情
」
の
二
つ
の
性

毛
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格
と
し
て
「
言
」
う
事
が
出
来
、
そ
の
二
つ
が
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
、
と
説

い
て
い
る
。
面
山
の
当
該
箇
処
へ
の
説
示
は
こ
の
一
文
だ
け
だ
が
、
さ
ら
に
面

山
に
問
い
得
る
だ
ろ
う
。
二
つ
の
性
格
は
ど
う
関
係
す
る
の
か
、
と
。
道
元
に

お
い
て
「
尽
十
方
界
」
と
「
仏
」
「
祖
」
と
に
関
わ
る
「
光
明
」
の
そ
の
異
な

る
側
面
と
同
じ
側
面
の
関
係
は
何
か
と
も
問
い
直
せ
る
。
又
、
経
豪
の
『
正
法

眼
蔵
抄
』
は
「
我
等
の
日
来
の
見
解
」
で
は
な
い
「
光
明
」
の
あ
り
様
が
「
文

の
面
」
に
「
顕
然
」
と
現
れ
て
い
る
と
説
い
て
い
る
。
経
豪
の
当
該
へ
の
説
示

も
こ
の
一
文
だ
け
だ
が
、
さ
ら
に
問
え
ば
「
我
等
の
日
来
の
見
解
」
と
「
光

明
」
は
ど
の
点
で
ど
う
異
な
り
道
元
が
ど
う
し
て
異
な
る
「
光
明
」
を
「
顕

然
」
と
現
す
事
が
出
来
た
の
か
。
我
々
と
「
光
明
」
の
関
係
は
何
か
、
「
光
明
」

を
語
る
道
元
の
視
点
は
い
か
な
る
も
の
か
、
と
も
問
い
直
せ
る
。

本
論
で
は
「
光
明
」
を
考
察
す
る
為
に
以
上
の
様
な
問
い
を
様
々
提
出
し
検

討
し
た
が
、
そ
も
そ
も
面
山
の
様
な
補
足
的
注
解
や
論
者
の
如
き
疑
問
が
出
る

の
は
、
な
ぜ
「
仏
祖
光
明
」
が
「
尽
十
方
界
」
等
で
あ
る
の
か
、
そ
の
理
由
が

先
の
文
面
だ
け
で
は
明
ら
か
で
な
い
、
さ
ら
に
言
え
ば
道
元
は
一
言
も
何
々
だ

か
ら
で
あ
る
、
と
こ
の
文
の
内
容
を
帰
着
せ
し
め
る
理
由
を
直
接
語
っ
て
い
な

い
か
ら
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
道
元
の
諸
用
例
の
検
討
等
を
通
じ
て
こ
の
様

な
表
現
を
も
た
ら
す
理
由
に
あ
た
る
理
路
を
把
え
、
面
山
の
如
く
補
足
を
加
え

な
が
ら
内
容
を
分
析
し
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
様
な
、
文
章
の
理
路
の
検
討
は
実
践
的
宗
教
家
た
る
道
元
の

文
章
に
対
す
る
様
々
な
立
場
の
接
し
方
の
う
ち
の
一
つ
で
し
か
な
い
。
他
の
立

場
の
理
解
方
法
と
の
批
判
的
応
答
や
相
互
の
補
足
を
く
り
返
す
事
で
、
難
解
と

い
わ
れ
る
彼
の
表
現
そ
の
も
の
や
思
想
の
意
義
が
解
明
さ
れ
て
来
る
こ
と
に
な

る
。
本
論
は
理
路
理
解
の
暫
定
的
な
試
承
で
あ
る
。

道
元
の
用
法
を
ゑ
る
と
「
光
明
」
と
い
う
語
は
、
面
山
の
示
唆
が
あ
る
の
だ

（
度
Ｕ
）
●
●

が
、
光
と
明
と
の
二
つ
の
意
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
分
離
は
『
道
元
和
尚

（
７
）

広
録
』
中
の
道
元
の
引
用
例
に
も
見
ら
れ
る
。
道
元
自
身
の
表
現
に
お
い
て
、

光
に
は
前
掲
箇
処
に
「
仏
光
」
「
光
仏
」
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
光
に
つ
い
て
道

元
は
「
仏
光
：
：
：
青
黄
赤
白
に
し
て
、
火
光
・
水
光
の
ご
と
く
、
珠
光
・
玉
光

の
ご
と
く
：
：
：
日
月
の
光
の
ご
と
く
な
る
べ
し
と
見
解
す
。
…
：
参
学
に
あ
ら

（
８
）

ず
」
と
語
る
。
こ
の
か
ぎ
り
光
は
太
陽
光
線
や
我
々
が
通
常
眼
に
す
る
事
物
の

（
９
）

光
輝
と
異
な
っ
て
い
る
。
叉
、
「
青
黄
赤
白
…
…
仏
光
に
あ
ら
ず
」
「
仏
光
…
．
：

（
、
）

青
黄
赤
白
と
す
る
こ
と
な
か
れ
」
と
あ
る
。
「
青
黄
赤
白
」
は
事
物
の
可
視
的

様
相
を
示
す
語
で
あ
る
。
光
は
可
視
的
事
物
と
等
値
し
得
る
も
の
で
は
な
く
、

又
、
光
線
や
光
輝
の
如
き
も
の
で
は
な
い
或
る
事
象
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
れ
に

●

（
ｕ
）
（
皿
）

対
し
明
に
は
「
開
花
明
々
」
「
明
々
百
草
」
等
の
表
現
が
見
ら
れ
る
。
明
は
用

（
咽
）

例
的
に
は
「
明
に
あ
ら
ず
、
像
（
姿
・
形
）
に
あ
ら
ず
」
と
「
像
」
と
並
記
さ

れ
る
如
く
事
物
の
可
視
的
様
相
を
示
す
語
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
光
明
」
の
用

法
を
見
る
と
前
掲
の
「
仏
祖
光
明
は
…
…
仏
光
な
り
、
光
仏
な
り
」
と
さ
れ
る

（
Ｍ
）
（
巧
）

が
、
又
、
「
光
明
の
長
短
方
円
」
「
光
明
の
藍
朱
：
…
・
光
明
の
赤
白
な
り
」

（
妬
）

「
明
々
の
光
明
は
百
草
な
り
」
と
も
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
光
明
」
は
光
と

明
の
異
な
る
両
面
を
持
ち
な
が
ら
そ
れ
ら
を
連
結
さ
せ
た
語
と
ゑ
な
す
事
が
出

来
る
。
「
光
明
」
は
可
視
的
事
物
と
、
そ
れ
と
異
な
る
事
象
と
の
、
区
別
さ
れ

る
事
柄
を
一
挙
に
表
現
し
て
い
る
。
逆
に
言
え
ば
「
光
明
」
の
一
語
で
示
さ
れ

る
事
柄
は
区
別
さ
れ
る
二
つ
の
事
柄
を
含
ん
で
い
る
一
つ
の
事
柄
、
矛
盾
を
含

む
事
柄
な
の
で
あ
る
。
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光
の
用
法
を
さ
ら
に
見
る
と
「
有
仏
殿
の
無
仏
な
る
あ
り
、
無
仏
殿
の
無
仏

（
Ⅳ
）

な
る
あ
り
、
有
光
仏
あ
り
、
無
光
仏
あ
り
。
無
仏
光
あ
り
、
有
仏
光
あ
り
」
と

あ
る
。
「
有
仏
光
」
以
下
の
表
現
は
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
孤
立
し
た
例
で
あ

る
。
「
仏
」
は
暫
く
置
く
と
し
て
、
「
有
・
無
」
が
光
と
関
係
し
て
い
る
が
、

（
肥
）
（
四
）

「
有
・
無
」
が
一
語
に
関
わ
る
場
合
の
用
法
を
見
る
と
「
有
仏
性
」
「
無
仏
性
」

の
表
現
が
あ
る
。
こ
の
「
有
・
無
」
は
「
生
の
と
ぎ
も
有
仏
性
な
り
、
無
仏
性

（
卯
）

な
り
。
死
の
と
き
も
有
仏
性
な
り
、
無
仏
性
な
り
」
と
「
生
・
死
」
相
互
に
関

わ
り
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
「
生
・
死
」
は
「
生
を
使
得
す
る
に
生
に
と
ど
め

（
狐
）

ら
れ
ず
、
死
を
使
得
す
る
に
死
に
さ
へ
ら
れ
ず
」
と
あ
り
、
両
者
組
合
わ
さ
れ

て
「
生
に
と
ど
め
ら
れ
」
ざ
る
死
、
「
死
に
さ
へ
ら
れ
」
ざ
る
生
と
い
う
生
死

が
互
入
互
出
す
る
流
転
の
相
を
表
現
す
る
語
で
あ
る
。
「
有
・
無
」
は
当
該
用

法
に
お
い
て
「
生
」
と
「
死
」
の
「
と
き
」
が
各
々
独
立
し
て
「
有
・
無
」
の

「
仏
性
」
で
あ
る
以
上
流
転
相
と
異
な
る
事
柄
を
示
し
て
い
る
が
、
「
生
・
死
」

は
流
転
だ
か
ら
「
有
・
無
」
は
流
転
相
を
そ
れ
と
し
て
限
定
し
意
味
ず
け
る
表

現
で
も
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
「
有
・
無
」
の
「
仏
性
」
は
流
転
す
る
具
体
物
の

有
る
無
し
を
示
す
の
で
は
な
く
、
「
生
・
死
」
流
転
相
を
限
定
し
そ
れ
た
ら
し

め
る
事
象
を
示
し
て
い
る
。
「
有
・
無
」
が
「
仏
性
」
に
冠
せ
ら
れ
る
場
合
、

例
え
ば
「
嶺
南
人
無
仏
性
と
い
ふ
、
嶺
南
人
は
仏
性
な
し
と
い
ふ
に
あ
ら
ず
：
．

（
”
）

．
：
嶺
南
人
、
無
仏
性
と
な
り
」
と
さ
れ
る
如
く
、
「
仏
性
」
を
形
容
す
る
の
で

あ
り
、
「
有
・
無
」
の
「
仏
性
」
と
し
て
「
仏
性
」
の
性
格
を
示
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
一
語
へ
の
「
有
・
無
」
の
関
係
は
そ
の
語
へ
の
形
容
と
い
っ
て
よ

く
、
光
は
「
有
・
無
」
に
よ
っ
て
形
容
さ
れ
る
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
光
は
両

性
格
を
備
え
て
い
る
。
「
有
・
無
」
の
光
は
「
有
」
で
あ
り
又
「
無
」
「
無
」

又
「
有
」
の
一
つ
の
事
象
の
表
現
で
あ
る
。
こ
の
事
象
は
「
有
」
で
あ
る
場
合

そ
の
否
定
で
あ
る
「
無
」
と
対
立
す
る
が
、
対
立
す
る
「
無
」
も
叉
光
だ
か
ら

光
が
「
有
」
で
あ
る
事
を
実
現
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
「
無
」
が
己
れ
へ
の
対
立

項
と
し
て
、
し
か
も
己
れ
の
可
能
性
と
し
て
立
て
ら
れ
て
お
り
、
「
無
」
の
場

合
そ
の
否
定
の
「
有
」
が
可
能
性
と
し
て
立
て
ら
れ
て
い
る
、
と
解
釈
出
来

る
。
光
は
「
有
」
で
あ
り
又
「
無
」
で
も
あ
る
か
ぎ
り
、
「
有
」
と
「
無
」
が

相
互
に
他
を
否
定
し
合
い
な
が
ら
一
の
実
現
が
他
の
可
能
性
で
も
あ
る
様
な
相

互
の
移
行
に
お
い
て
光
自
身
が
実
現
し
て
い
る
と
い
う
事
に
な
る
。
こ
の
事
は

「
有
・
無
」
が
流
転
相
を
そ
れ
た
ら
し
め
る
表
現
で
あ
る
点
に
お
い
て
、
そ
れ

ら
が
恒
常
的
な
有
叉
無
で
は
な
い
事
に
よ
る
解
釈
で
あ
る
。
光
と
い
う
事
象
は

自
身
が
「
有
」
と
「
無
」
相
互
へ
と
転
化
す
る
流
転
の
働
き
そ
の
も
の
を
示
し

て
い
る
と
解
し
得
る
。

明
の
用
法
を
み
る
に
「
仏
祖
明
々
百
草
の
夢
あ
き
ら
か
な
る
事
、
百
千
の
日

（
”
）

月
よ
り
も
あ
き
ら
か
な
り
」
と
「
百
草
」
を
形
容
す
る
明
る
さ
を
示
し
て
い

（
餌
）
（
溺
）

る
。
明
と
「
明
々
」
と
は
「
人
」
と
「
人
々
」
の
如
く
単
数
・
複
数
を
示
し
て

い
る
。
明
に
よ
っ
て
形
容
さ
れ
る
単
一
の
事
物
と
複
数
の
事
物
、
こ
の
場
合
は

「
百
草
」
と
い
う
一
切
の
事
物
を
意
味
す
る
も
の
、
と
の
間
に
は
次
の
関
係
が

あ
る
。
事
物
は
「
空
は
一
草
な
り
、
こ
の
空
か
な
ら
ず
花
さ
く
、
百
草
に
花
さ

（
妬
）

く
が
ご
と
し
」
と
一
、
百
が
「
空
」
に
お
い
て
関
係
す
る
が
、
こ
の
関
係
の
実

質
は
、
補
足
す
る
と
「
通
を
し
て
通
の
畷
な
か
ら
し
む
る
に
、
一
通
こ
れ
、
万

（
”
）

通
こ
れ
な
り
。
一
通
は
一
法
な
り
、
一
法
通
、
こ
れ
万
法
通
な
り
」
と
語
ら
れ

る
如
く
．
法
」
の
個
別
が
「
通
」
に
お
い
て
一
切
の
他
と
通
底
し
合
う
あ
り

様
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
明
は
こ
の
個
お
よ
び
そ
れ
と
通
じ
合
う
事
物
の
形
容

と
し
て
、
明
は
個
物
の
側
面
、
「
明
々
」
は
一
切
物
の
側
面
を
示
し
て
い
る
。

「
通
」
と
い
う
表
現
は
個
と
一
切
物
の
「
通
」
ず
る
あ
り
様
と
し
て
、
個
と

九



一
切
を
含
ん
だ
全
体
性
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
実
を
換
言
す
る
と
．
法

通
」
と
し
て
個
を
含
む
全
体
性
、
「
万
法
通
」
に
お
い
て
一
切
を
含
む
個
別
性

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
個
と
一
切
の
包
含
し
合
う
関
係
そ
の
も
の
と
し
て

の
「
通
」
が
己
れ
の
あ
り
様
を
「
磯
（
さ
ま
た
げ
）
な
か
ら
し
」
め
て
い
る
の

が
「
空
」
の
性
格
で
あ
る
。
．
草
」
「
百
草
」
の
「
空
」
の
用
法
を
さ
ら
に

（
配
）

見
る
と
「
空
か
な
ら
ず
花
さ
く
」
と
こ
ろ
の
あ
り
様
は
「
空
花
」
と
呼
ば
れ
、

そ
れ
は
「
生
死
は
真
実
人
体
な
り
。
こ
の
浬
藥
生
死
は
、
そ
の
法
（
真
実
人

（
”
）

体
）
な
り
と
い
へ
ど
も
、
こ
れ
空
花
な
り
」
と
さ
れ
て
い
る
。
「
生
死
」
が

「
空
」
の
あ
り
様
で
も
あ
り
、
こ
れ
は
光
と
関
わ
っ
て
来
る
。
個
々
の
事
物
は

「
有
」
「
無
」
の
光
に
お
い
て
流
転
す
る
が
、
個
々
は
「
空
」
の
関
係
に
お
い

て
一
切
の
他
と
「
通
」
ず
る
の
だ
か
ら
、
光
は
一
切
の
流
軽
相
に
わ
た
っ
て
い

る
事
に
な
る
。
こ
の
流
転
す
る
個
々
物
の
可
視
的
な
明
る
さ
の
様
相
が
明
で
あ

り
、
一
切
に
わ
た
る
光
の
働
き
が
個
々
物
の
流
転
相
と
し
て
の
現
れ
を
そ
れ
ら

し
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
光
明
」
は
可
視
的
な
明
の
側
か
ら
言
え
ば
個
々
物
の
流
転
す
る
現
れ
を
示

し
、
事
象
で
あ
る
光
の
側
か
ら
言
え
ば
一
切
の
流
転
の
働
き
を
示
し
て
い
る
。

両
者
が
「
光
明
」
の
一
語
に
ま
と
め
ら
れ
る
事
に
よ
り
「
仏
祖
光
明
は
尽
十
方

（
犯
）

界
な
り
」
が
、
又
「
生
死
去
来
は
光
明
の
去
来
な
り
」
等
の
表
現
が
生
ま
れ
る
。

光
と
明
の
関
係
の
実
質
だ
が
、
そ
れ
は
「
空
」
や
「
通
」
の
表
現
か
ら
も
明

（
鋤
）
（
犯
）

ら
か
な
様
に
道
元
に
は
実
体
的
な
「
本
有
」
「
本
体
」
が
肯
定
的
に
は
認
め
ら

（
羽
）

れ
な
い
点
か
ら
考
察
出
来
る
。
実
体
的
な
「
本
体
」
は
「
生
死
に
流
転
せ
ず
」

現
れ
な
き
事
物
自
体
で
あ
る
。
「
光
明
」
の
明
の
「
あ
き
ら
か
」
さ
は
現
れ
な

き
事
物
自
体
と
は
相
入
れ
ざ
る
表
現
で
あ
る
。
明
は
「
本
体
」
と
は
異
な
っ
た

働
き
の
光
に
よ
っ
て
「
あ
き
ら
か
」
に
現
れ
出
る
の
で
あ
る
。
光
と
明
の
両
者

は
相
互
補
完
的
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
両
者
が
端
的
に
異
な
り
各
々
独
立
分
離

し
、
何
ら
他
と
無
交
渉
だ
と
光
と
も
明
と
も
異
な
る
と
こ
ろ
に
流
転
な
き
不
動

な
も
の
、
現
れ
な
き
も
の
を
認
め
る
事
に
な
る
し
、
端
的
に
結
合
す
る
だ
け
で

他
と
全
く
無
区
別
だ
と
現
れ
と
働
き
が
そ
も
そ
も
区
別
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ

る
。
光
と
明
と
は
異
な
り
分
離
し
て
い
る
が
叉
、
結
合
し
て
も
い
る
関
係
と
し

て
相
互
に
他
と
交
渉
し
合
い
、
両
者
は
一
切
に
わ
た
る
の
だ
か
ら
、
両
者
は
そ

れ
ら
と
異
質
な
も
の
に
よ
っ
て
で
は
な
く
そ
れ
ら
自
身
に
よ
っ
て
相
互
を
そ
れ

た
ら
し
め
て
い
る
。

（
帥
）

こ
の
「
光
明
」
の
性
格
は
「
遍
河
沙
は
光
明
現
成
な
り
、
現
成
光
明
な
り
」

と
し
て
「
現
成
」
と
い
う
表
現
で
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
光
明
現
成
」
「
現

成
光
明
」
の
表
現
も
テ
キ
ス
ト
上
孤
立
し
た
用
例
で
あ
り
補
足
す
れ
ば
「
現

成
」
と
は
現
前
成
就
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
。
「
現
成
」
は
何
か
の
現
前
が
何

か
の
成
就
、
又
、
成
が
現
で
あ
る
様
な
現
と
成
の
関
係
を
含
ん
で
い
る
。
「
光

明
現
成
」
「
現
成
光
明
」
は
「
光
明
」
の
「
現
成
」
と
「
現
成
」
の
「
光
明
」

だ
か
ら
前
者
は
無
数
の
も
の
「
遍
河
沙
」
は
「
光
明
」
が
「
現
成
」
し
た
も

の
、
無
数
の
も
の
と
し
て
「
現
成
」
し
た
「
光
明
」
、
後
者
は
無
数
の
も
の
の

「
現
成
」
が
「
光
明
」
と
な
る
。
「
現
成
」
は
何
か
に
対
し
、
そ
れ
へ
の
現
前

の
成
就
で
あ
る
。
前
者
の
「
現
成
」
は
「
光
明
」
の
何
か
に
対
す
る
「
現
成
」

で
あ
り
、
無
数
の
も
の
が
何
か
へ
の
「
光
明
」
の
「
現
成
」
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
「
光
明
」
が
そ
の
対
す
る
処
に
現
前
す
る
場
合
、
少
く
と
も
現
前
と
し
て

の
現
れ
は
明
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
の
は
明
を
そ
れ
た
ら
し
め
る
光
に
他
な

ら
な
い
。
「
光
明
現
成
」
は
「
光
明
」
が
無
数
の
も
の
の
明
の
現
れ
、
光
の
働

き
と
し
て
自
ら
を
成
就
せ
し
め
る
あ
り
様
を
示
す
の
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て

は
後
述
す
る
。
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「
光
明
」
の
「
現
成
」
に
「
仏
」
が
関
わ
っ
て
い
る
。
「
光
明
」
に
関
す
る

か
ぎ
り
「
仏
」
は
前
掲
の
「
光
仏
」
と
い
う
光
そ
の
も
の
と
し
て
の
「
仏
」
又

（
粥
）
へ
妬
）

「
仏
光
」
と
い
う
光
を
も
つ
者
で
あ
る
。
「
仏
」
は
「
光
明
仏
」
「
仏
光
明
」

と
い
っ
た
表
現
に
も
見
ら
れ
る
如
く
「
光
明
」
の
「
現
成
」
の
性
格
に
関
わ
っ

て
い
る
。
こ
の
「
仏
」
は
「
自
己
の
光
明
を
見
聞
す
る
は
、
値
仏
の
証
験
な

り
、
見
仏
の
証
験
な
り
。
尽
十
方
界
は
是
自
己
な
り
。
是
自
己
は
尽
十
方
界
な

（
”
）

り
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
我
々
と
の
関
わ
り
は
置
く
と
「
値
仏
」
「
見
仏
」
さ

れ
る
「
仏
」
は
「
是
」
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
る
個
の
「
自
己
‐
一
と
全
体
の
「
尽

十
方
界
」
と
が
互
い
に
変
換
さ
れ
る
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
性
格

へ
羽
）

は
「
光
明
自
己
尽
十
方
界
」
と
も
示
さ
れ
る
事
柄
の
内
容
と
考
え
て
よ
い
。
つ

ま
り
「
光
明
」
が
「
自
己
」
「
尽
十
方
界
」
の
互
換
関
係
に
お
い
て
成
り
立
っ

て
い
る
の
で
あ
り
、
「
尽
十
方
界
」
の
「
光
明
」
の
「
現
成
」
に
さ
ら
に
「
仏
」

の
「
自
己
」
が
介
在
し
て
い
る
事
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
介
在
は
「
尽
十
方

界
」
に
遍
く
わ
た
る
の
だ
か
ら
「
仏
」
は
こ
の
「
自
己
」
に
お
い
て
「
光
明
」

を
己
れ
の
内
面
に
他
な
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
主
体
的
に
統
括
し
て
い
る
と
象
な

す
事
が
出
来
る
。

「
仏
」
の
「
自
己
」
に
お
い
て
「
光
明
」
は
極
限
的
に
統
括
さ
れ
て
い
る
。

「
仏
」
に
は
光
と
明
の
一
切
が
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
極
限
が

直
接
に
与
え
ら
れ
る
場
合
い
か
な
る
事
態
が
出
来
す
る
か
。
光
と
明
と
の
異
な

り
又
結
合
す
る
関
係
に
お
い
て
「
仏
」
の
内
面
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。
理
路

を
そ
の
ま
ま
さ
ぐ
る
と
以
下
の
事
に
な
る
。
明
の
個
別
は
他
の
一
切
を
包
含
す

る
か
ら
そ
れ
は
他
の
個
の
明
か
ら
明
確
に
区
別
さ
れ
た
独
立
と
な
ら
な
い
。
各

八
２
Ｖ

々
の
明
は
他
の
一
切
に
対
し
て
全
く
相
対
的
な
独
立
と
な
る
。
相
対
し
包
含
し

合
う
か
ら
個
の
明
は
一
切
の
他
と
等
質
的
に
互
換
さ
れ
る
。
逆
説
だ
が
明
は
他

と
の
全
く
の
互
換
に
お
い
て
い
ず
れ
も
絶
対
的
な
一
と
な
る
。
こ
こ
で
明
の
現

れ
は
一
と
一
切
の
互
換
と
し
て
一
切
が
一
挙
に
与
え
ら
れ
る
。
互
換
は
全
体
性

と
し
て
の
「
通
」
が
己
れ
の
あ
り
様
を
「
畷
」
せ
ぬ
あ
り
様
に
お
い
て
あ
る
の

だ
か
ら
明
の
一
切
の
一
挙
の
現
れ
は
光
が
そ
の
性
格
を
全
面
的
に
呈
す
る
事
に

他
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
明
は
光
と
化
す
事
に
な
る
。
こ
の
場
合
事
象
が

全
体
に
あ
る
の
だ
か
ら
明
は
事
象
の
働
き
そ
の
も
の
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て

光
に
お
い
て
は
個
に
働
く
あ
り
様
は
一
切
に
わ
た
る
働
き
と
同
時
に
与
え
ら
れ

る
。
こ
の
同
時
性
は
事
象
の
全
体
が
一
挙
に
与
え
ら
れ
る
事
で
あ
る
。
事
象
の

全
体
が
同
時
に
あ
る
の
だ
か
ら
そ
れ
は
明
の
一
挙
の
互
換
を
呈
す
る
事
に
な

り
、
こ
こ
で
光
は
明
と
化
す
事
に
な
る
。
そ
の
点
で
光
は
等
質
的
な
明
の
現
れ

の
一
切
と
な
る
。
以
上
の
「
光
明
」
の
統
括
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
極
限
で
は

光
と
明
が
互
に
転
化
し
合
い
一
切
物
の
全
体
運
動
が
起
る
。
全
く
の
同
一
反
復

と
い
う
様
な
事
に
な
る
と
言
っ
て
よ
い
。
全
て
が
「
仏
」
の
内
面
に
顕
に
な
る

こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
「
光
明
」
の
光
と
明
と
の
矛
盾
し
た
性
格
ど
う
し
が

統
括
に
お
い
て
互
に
移
行
し
合
う
統
一
体
が
形
成
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
「
光
明
」
は
こ
の
極
限
と
同
一
で
な
い
場
合
が
出
て
来
る
。
光
と

明
と
が
相
互
に
転
化
し
な
が
ら
両
者
は
完
全
に
転
化
せ
ず
、
転
化
し
得
ざ
る
異

な
り
が
存
し
、
な
お
そ
こ
で
転
化
す
る
、
即
ち
光
と
明
と
の
異
同
の
関
係
の
質

が
異
な
る
場
合
が
あ
る
。
「
諸
相
す
で
に
非
相
に
あ
ら
ず
、
非
相
す
な
は
ち
諸

（
”
）

相
な
り
。
非
相
こ
れ
諸
相
な
る
ゆ
え
に
、
非
相
ま
こ
と
に
非
相
な
り
」
と
い
う

表
現
に
見
ら
れ
る
如
く
「
非
相
」
は
可
視
的
「
諸
相
な
る
ゆ
え
に
」
と
「
諸

相
」
で
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
「
非
相
」
は
「
ま
こ
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と
に
非
相
」
と
し
て
の
あ
り
様
を
保
持
し
、
そ
の
点
で
可
視
的
「
諸
相
」
と
の

完
全
な
互
換
と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
。

こ
の
事
は
先
述
し
た
「
現
成
」
の
後
者
「
現
成
光
明
」
即
ち
「
現
成
」
の

「
光
明
」
と
し
て
の
「
現
成
」
に
お
い
て
光
と
明
と
が
い
わ
ば
全
く
透
徹
っ
て

両
者
が
一
切
の
あ
り
様
を
互
に
通
し
合
い
現
前
し
成
就
す
る
の
で
は
な
く
、
両

（
㈹
）

者
の
極
限
そ
れ
自
体
が
隠
れ
透
明
度
が
緩
ん
だ
関
係
「
現
成
の
透
脱
」
を
形
成

す
る
事
に
由
来
す
る
。
こ
の
「
透
脱
」
は
「
見
諸
相
と
見
非
相
と
、
透
脱
せ

（
似
）
（
“
）
（
“
）

る
」
と
い
っ
た
表
現
に
見
ら
れ
る
如
く
、
一
と
他
と
が
「
透
出
」
し
「
跳
脱
」

す
る
、
両
者
が
浸
透
し
透
明
と
な
る
が
そ
の
透
明
さ
を
脱
す
る
側
面
を
も
つ
関

係
で
あ
る
。
こ
の
場
合
全
体
に
お
い
て
は
「
光
明
」
は
そ
の
部
分
し
か
「
現

成
」
せ
ず
、
個
に
お
い
て
は
そ
の
互
換
が
完
全
で
な
く
他
物
に
対
す
る
特
殊
性

が
残
る
。
こ
の
透
明
な
「
現
成
」
と
そ
う
で
な
い
い
わ
ば
不
透
明
な
「
現
成
」

に
つ
い
て
、
個
の
側
面
、
具
体
的
に
は
今
こ
こ
の
特
殊
性
に
お
い
て
こ
う
語
ら

れ
て
い
る
。
「
仏
祖
光
明
」
の
「
仏
祖
」
で
あ
る
雲
門
文
値
に
関
し
て
「
い
ま

大
師
道
の
人
々
尽
有
光
明
在
は
、
の
ち
に
出
現
す
べ
し
と
い
は
ず
、
往
世
に
あ

（
“
）

り
し
と
い
は
ず
、
傍
観
の
現
成
と
い
は
ず
」
と
語
ら
れ
る
が
、
こ
の
「
の
ち
」

「
往
世
」
で
な
い
今
、
「
傍
観
」
で
な
い
こ
こ
、
今
こ
こ
に
関
わ
る
「
現
成
」

マ
マ

は
「
過
現
当
来
（
過
去
現
在
未
来
）
の
現
成
区
今
此
を
里
畷
（
さ
ま
た
げ
）

マ
マ

（
妬
）

せ
ざ
る
な
り
。
今
此
の
現
成
は
過
現
当
来
を
鶚
畷
す
る
な
り
」
と
示
さ
れ
て
い

る
。
「
今
此
」
を
さ
ま
た
げ
な
い
「
現
成
」
は
「
今
此
」
に
あ
る
個
が
「
過
現

当
来
」
の
流
転
の
可
能
的
全
体
に
わ
た
る
他
の
物
と
「
睾
礪
」
さ
れ
な
い
、
つ

ま
り
個
が
一
切
の
他
と
互
換
さ
れ
る
透
明
な
「
現
成
」
で
あ
り
、
逆
に
「
今

此
」
の
「
現
成
」
は
透
明
な
「
過
現
当
来
」
に
わ
た
る
物
を
「
里
礪
」
す
る
の

だ
か
ら
「
今
此
」
の
個
の
他
物
と
互
換
さ
れ
ざ
る
特
殊
性
が
残
り
、
従
っ
て
全

体
に
お
い
て
は
そ
れ
に
対
す
る
部
分
し
か
「
現
成
」
し
な
い
。

「
仏
祖
光
明
」
の
「
仏
祖
」
は
そ
の
点
で
不
透
明
な
「
光
明
」
の
「
現
成
」

に
関
わ
り
、
そ
れ
を
内
面
に
統
括
す
る
と
こ
ろ
の
「
仏
」
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
「
仏
祖
」
は
あ
く
ま
で
も
「
現
成
」
に
関
わ
る
か
ぎ
り
「
睾
暖
」
と
「
里

畷
」
で
な
い
事
の
両
者
に
関
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
「
仏
祖
」
は
「
仏
」
の
統

一
体
の
あ
り
様
と
連
続
し
叉
非
連
続
的
で
も
あ
る
様
な
関
係
に
あ
る
。
こ
の
連

続
は
端
的
な
も
の
で
は
な
い
。
端
的
な
も
の
で
あ
れ
ば
「
里
暖
」
と
「
里
礪
」

な
き
も
の
と
の
「
現
成
」
の
性
格
は
無
区
別
と
な
る
。
又
、
非
連
続
も
端
的
で

は
な
い
。
端
的
で
あ
れ
ば
「
里
畷
」
と
「
里
礪
」
で
な
い
も
の
と
示
さ
れ
る

「
現
成
」
の
中
間
に
独
立
し
た
他
の
「
現
成
」
が
表
現
さ
れ
る
事
に
な
る
か
ら

で
あ
る
。
「
光
明
」
は
「
仏
」
で
あ
る
「
仏
祖
」
に
お
い
て
矛
盾
が
「
自
己
」
の

統
括
に
お
い
て
統
一
を
な
す
が
、
そ
れ
は
統
一
体
の
「
仏
」
と
の
端
的
連
続
、

非
連
続
で
は
な
い
が
な
お
連
続
し
又
非
連
続
で
あ
る
様
な
、
連
続
の
非
連
続
と

い
っ
た
矛
盾
し
た
言
い
方
で
し
か
語
れ
な
い
関
係
の
内
に
あ
る
の
で
あ
る
。

「
仏
祖
」
の
全
と
個
は
、
そ
の
点
で
統
一
体
の
そ
れ
で
は
な
い
が
、
し
か
し
統

括
さ
れ
る
か
ぎ
り
は
や
は
り
一
つ
の
極
限
を
持
つ
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
統
一
体

に
対
し
あ
く
ま
で
も
そ
れ
と
端
的
に
一
致
す
る
こ
と
の
な
い
関
係
に
お
け
る
相

対
的
な
極
限
、
全
と
個
が
互
い
を
透
し
な
が
ら
脱
す
る
、
そ
れ
が
全
と
個
の
統

括
の
極
限
で
あ
る
様
な
あ
り
様
と
し
て
あ
る
。

「
仏
祖
」
は
「
光
明
」
を
内
面
に
統
括
す
る
が
、
現
実
的
に
は
「
仏
祖
」
は

雲
門
と
い
う
人
物
と
完
全
に
等
し
い
の
で
は
な
い
。
時
間
空
間
の
う
ち
に
制
限

さ
れ
た
彼
の
人
生
は
我
々
同
様
全
個
の
、
相
対
的
な
も
の
に
せ
よ
そ
の
極
限
と

一
致
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
我
左
の
生
活
と
「
光
明
」
の
関
係
が
問

題
と
な
る
。

四
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「
仏
祖
」
に
お
け
る
「
光
明
」
と
我
な
の
関
係
を
ま
ず
考
察
す
る
。
「
光
明
」

は
我
々
に
と
っ
て
い
か
な
る
事
柄
と
さ
れ
て
い
る
か
、
我
々
は
「
光
明
」
を
把

捉
し
得
る
か
、
得
る
と
す
れ
ば
い
か
に
し
て
と
語
ら
れ
て
い
る
か
。

前
掲
の
雲
門
の
「
人
々
尽
有
光
明
在
」
を
受
け
て
「
光
明
と
い
ふ
は
人
々
な

（
妬
）
（
”
）

り
」
と
道
元
は
語
る
。
叉
「
六
道
（
衆
生
）
の
光
明
あ
り
」
の
如
く
我
々
は

「
光
明
」
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
、
と
彼
は
説
い
て
い
る
。
彼
の
理
路
に
お
い

て
は
「
光
明
」
は
全
と
個
に
わ
た
る
か
ら
、
そ
れ
は
我
々
の
生
活
世
界
の
全
て

を
包
承
な
お
そ
こ
よ
り
極
限
的
に
拡
大
さ
れ
た
範
囲
と
叉
、
我
々
の
眼
前
に
現

れ
る
個
々
の
物
と
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
全
と
個
と
の
相
関
の
性
質

が
相
対
的
な
極
限
の
様
を
示
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
逆
に
こ
こ
か
ら
す
れ
ば

「
光
明
」
は
我
々
の
生
活
を
我
々
の
眼
前
に
成
立
せ
し
め
て
い
る
我
々
の
根
底

し
か
も
先
述
の
「
自
己
」
の
側
の
位
置
に
あ
る
様
な
も
の
、
と
な
る
。

（
梱
）

道
元
は
、
根
底
と
し
て
の
「
光
明
を
拍
得
し
」
「
自
己
の
光
明
を
見
聞
す

（
ぬ
）

る
」
事
は
可
能
で
あ
る
、
と
説
い
て
い
る
。
そ
こ
で
、
彼
に
お
い
て
は
「
光

明
」
と
そ
れ
を
「
拍
得
し
」
「
見
聞
」
す
る
把
捉
者
と
が
二
元
的
に
分
け
ら
れ

て
お
り
、
根
底
か
ら
我
々
へ
と
、
我
々
か
ら
根
底
の
把
捉
へ
と
の
二
方
向
が
あ

る
、
と
い
う
事
に
な
る
。
両
方
向
は
ど
う
関
係
す
る
か
。

「
光
明
」
の
「
現
成
」
は
今
こ
こ
に
あ
り
、
そ
こ
が
「
光
明
」
と
そ
の
把
捉
者

と
の
結
節
点
と
な
る
。
結
節
点
の
個
そ
の
も
の
を
絶
対
的
に
一
な
る
も
の
と
し

て
取
り
出
せ
ば
「
光
明
」
の
透
明
な
「
現
成
」
が
成
立
す
る
。
が
、
「
仏
祖
」

の
「
光
明
」
は
そ
れ
と
異
な
り
今
こ
こ
は
特
殊
性
を
も
っ
て
あ
る
の
だ
か
ら
把

捉
は
ま
ず
こ
の
特
殊
な
る
も
の
へ
の
把
捉
と
な
る
。
我
々
は
根
底
的
に
は
今
こ
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こ
に
立
ち
諺
そ
こ
に
支
え
ら
れ
つ
つ
も
そ
れ
を
自
覚
せ
ず
、
つ
ま
り
「
壮
士
の

一
弾
指
の
あ
ひ
だ
に
、
六
十
五
の
刹
那
あ
り
て
五
編
生
滅
す
れ
ど
も
、
凡
夫
か

（
釦
）

っ
て
不
覚
不
知
な
り
」
と
さ
れ
る
如
く
そ
の
瞬
間
性
に
関
し
て
無
自
覚
で
あ

る
。
又
、
「
現
成
せ
る
百
草
万
象
・
・
…
・
ひ
と
へ
に
人
間
の
小
量
に
か
上
は
る
こ

（
副
）

と
な
か
れ
」
と
さ
れ
る
。
「
小
量
（
小
量
見
）
」
の
う
ち
に
我
々
が
「
か
上
は

る
」
処
に
「
現
成
」
は
把
捉
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
「
仏
道
の
参
学
、
か
な
ら

ず
勤
学
に
す
べ
し
。
転
疎
転
遠
な
る
べ
か
ら
ず
。
こ
れ
に
よ
り
て
、
光
明
を
学

（
艶
）

得
せ
る
作
家
、
ま
れ
な
る
も
の
な
り
」
と
示
さ
れ
る
如
く
「
参
学
」
の
修
行
に

よ
っ
て
「
現
成
」
を
自
覚
的
に
「
学
得
」
し
把
捉
す
る
事
は
出
来
る
。
つ
ま
り

我
々
は
「
小
量
に
か
皇
は
る
」
か
ら
今
こ
こ
に
あ
る
「
光
明
」
を
把
捉
し
て
い

な
い
が
、
修
行
が
出
来
る
、
そ
の
可
能
性
を
持
つ
点
に
お
い
て
把
捉
す
る
可
能

性
を
保
持
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
自
覚
す
る
道
が
修
行
者
に
よ
っ
て
歩
ま
れ
る

が
、
こ
こ
で
無
自
覚
だ
っ
た
も
の
が
自
覚
へ
と
も
た
ら
さ
れ
る
処
に
「
光
明
」

が
把
捉
さ
れ
て
来
る
事
に
な
る
。
修
行
者
は
そ
の
「
勤
学
」
な
る
修
行
の
う
ち

に
「
仏
祖
」
に
至
る
。
「
仏
祖
」
に
お
い
て
も
前
掲
の
「
光
明
を
修
証
し
て
作

仏
し
坐
仏
し
証
仏
す
」
と
し
て
修
行
が
な
さ
れ
る
。
こ
の
「
修
証
」
そ
の
も
の

は
「
修
の
証
な
れ
ば
、
証
に
き
は
な
く
、
証
の
修
な
れ
ば
、
修
に
は
じ
め
な

（
銅
）

し
」
と
さ
れ
、
「
修
」
「
証
」
は
相
互
に
互
い
を
そ
れ
と
し
て
規
定
し
意
義
を
与

え
合
う
。
そ
の
か
ぎ
り
、
我
々
、
修
行
者
、
「
仏
祖
」
の
修
行
に
お
け
る
今
こ
こ

の
自
覚
の
程
度
に
各
々
相
応
し
て
「
光
明
」
の
「
現
成
」
が
「
証
」
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
仏
祖
」
に
お
い
て
は
前
掲
の
「
仏
祖
は
仏
祖
を
光
明
と
せ

り
」
と
「
仏
祖
」
は
己
れ
を
「
光
明
と
せ
り
」
と
「
光
明
」
と
承
な
し
そ
れ
と

し
て
自
覚
的
に
把
捉
し
て
い
る
。
「
仏
祖
」
は
こ
こ
で
一
貫
し
て
「
仏
祖
」
だ

が
己
れ
を
「
光
明
」
と
攻
な
し
て
い
る
点
で
把
捉
さ
れ
る
「
光
明
」
と
把
捉
者

四
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逆
向
き
の
対
応
は
「
光
明
」
と
そ
の
把
捉
者
と
が
二
元
的
に
分
け
ら
れ
る
点

に
由
来
す
る
。
「
仏
祖
」
に
お
い
て
こ
の
二
元
性
は
「
光
明
」
が
把
捉
さ
れ
る

側
、
「
仏
祖
」
が
把
捉
者
と
し
て
両
者
向
き
合
う
あ
り
様
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
「
仏
祖
」
は
先
述
の
様
に
各
々
の
側
に
位
置
す
る
か
ら
二
元
性
は
「
仏

祖
」
に
お
い
て
一
元
的
な
も
の
で
も
あ
る
。
即
ち
「
仏
祖
」
に
お
け
る
把
捉
す

る
者
さ
れ
る
側
の
分
断
は
「
仏
祖
」
自
身
の
同
一
性
に
含
ま
れ
る
二
元
的
あ
り

様
で
あ
り
、
逆
に
二
元
は
互
い
に
一
元
的
に
つ
な
が
る
側
面
を
持
っ
て
い
る
。

と
が
相
互
に
己
れ
の
う
ち
で
向
き
合
っ
て
い
る
。
「
光
明
」
は
あ
く
ま
で
「
仏

祖
」
の
内
面
の
あ
り
様
だ
か
ら
「
仏
祖
」
は
己
れ
を
把
捉
さ
れ
る
側
へ
も
た
ら

せ
、
そ
れ
が
叉
把
捉
す
る
「
仏
祖
」
自
身
と
向
き
合
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
仏

祖
」
に
お
け
る
「
光
明
」
と
そ
の
把
捉
者
は
、
把
捉
す
る
者
と
さ
れ
る
側
と
が

同
じ
「
仏
祖
」
で
あ
る
点
で
「
仏
祖
」
の
一
元
性
に
貫
か
れ
る
が
、
叉
把
捉
す

る
者
さ
れ
る
側
と
い
う
二
元
的
あ
り
様
に
お
い
て
あ
る
事
に
な
る
。

「
仏
祖
」
の
「
光
明
」
は
我
々
に
お
い
て
は
無
自
覚
の
う
ち
に
「
現
成
」
し

て
お
り
、
我
々
に
お
け
る
修
行
に
よ
る
把
捉
の
方
向
は
こ
の
無
自
覚
な
る
処
を

自
覚
し
て
ゆ
く
、
根
底
に
向
う
進
行
で
あ
り
、
根
底
か
ら
の
方
向
は
我
々
に
向

け
て
「
現
成
」
の
相
対
的
極
限
の
透
明
度
が
逆
に
落
ち
て
い
る
事
に
な
る
。
こ

の
把
捉
の
方
向
と
「
光
明
」
の
透
明
さ
の
落
ち
て
来
る
方
向
と
は
逆
向
き
に
対

応
す
る
が
、
こ
こ
に
お
い
て
、
我
々
は
修
行
に
よ
っ
て
極
限
的
な
「
光
明
」
へ

と
接
近
す
る
に
つ
れ
て
我
々
に
は
「
仏
祖
」
自
身
と
衆
生
た
る
我
々
の
根
底
、

換
言
す
る
と
「
仏
」
に
関
わ
る
そ
の
側
面
と
逆
に
衆
生
と
し
て
の
我
々
の
衆
生

性
そ
の
も
の
と
が
把
捉
さ
れ
て
来
る
事
に
な
る
。

ハ
メ
テ
ラ
ヲ

こ
う
い
う
一
元
と
二
元
の
関
係
は
「
光
明
」
に
お
い
て
「
光
明
教
し
有
二
光
明
一

ツ
イ
ス
（
別
）

対
」
と
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
文
に
お
い
て
、
主
語
「
光
明
」
が

メ
テ
ラ

ツ
イ
，
ス

目
的
語
の
「
光
明
」
を
「
教
し
有
」
つ
ま
り
両
者
「
対
」
る
わ
け
だ
か
ら
、
主

語
に
位
置
す
る
「
光
明
」
と
目
的
語
と
な
る
「
光
明
」
と
は
異
な
っ
た
も
の
で

あ
る
。
だ
が
叉
、
主
語
と
目
的
語
と
は
同
一
の
「
光
明
」
だ
か
ら
両
者
は
同
じ

で
も
あ
る
。
「
光
明
」
は
己
れ
に
よ
っ
て
己
れ
が
有
ら
し
め
ら
れ
る
と
い
う
、

自
ら
自
発
的
に
二
元
対
立
的
に
分
裂
し
な
お
同
一
で
あ
る
も
の
と
し
て
あ
る
の

で
あ
る
。
「
仏
祖
」
で
言
え
ば
、
先
述
の
「
仏
祖
は
仏
祖
を
光
明
と
せ
り
」
の

内
容
だ
が
、
こ
の
文
は
「
仏
祖
」
の
己
れ
自
身
へ
の
関
係
を
示
し
て
い
る
。
こ

の
文
を
解
釈
す
れ
ば
、
主
語
と
目
的
語
は
同
一
の
「
仏
祖
」
で
あ
る
が
、
こ
の

同
一
の
「
仏
祖
」
に
分
裂
が
生
起
し
て
い
る
。
分
裂
と
同
一
と
は
各
々
こ
こ
で

も
又
端
的
で
は
な
い
。
「
仏
自
」
と
「
仏
祖
」
が
、
こ
の
主
語
と
目
的
語
と
が

端
的
に
同
一
で
あ
れ
ば
「
仏
祖
」
は
自
ら
に
対
し
「
光
明
と
せ
り
」
と
把
捉
す

べ
く
も
な
い
。
端
的
な
分
裂
で
あ
れ
ば
「
仏
祖
」
は
同
一
の
「
仏
祖
」
と
さ
れ

る
事
は
な
い
。
「
仏
祖
」
は
自
ら
の
同
一
性
の
否
定
で
あ
る
と
こ
ろ
の
分
裂
と

分
裂
の
否
定
と
し
て
の
同
一
と
の
両
性
格
を
備
え
て
い
る
。
こ
の
文
で
「
仏

祖
」
は
自
ら
を
「
光
明
」
と
す
る
と
と
も
に
自
ら
「
光
明
」
と
さ
れ
て
い
る
。

「
光
明
」
と
さ
れ
た
時
点
で
主
語
で
あ
っ
た
「
仏
祖
」
は
主
語
で
な
く
目
的
語

と
な
る
。
が
「
仏
祖
」
は
目
的
語
と
な
る
と
と
も
に
已
然
そ
れ
に
対
す
る
主
語

で
も
あ
る
。
さ
て
、
「
仏
祖
」
は
分
裂
の
生
起
に
お
い
て
自
ら
に
対
時
し
て
い

る
。
「
仏
祖
」
は
対
時
に
よ
り
自
ら
を
「
光
明
と
せ
」
し
め
る
。
「
光
明
」
は

「
仏
祖
」
の
内
面
で
あ
る
。
「
仏
祖
」
は
自
ら
へ
の
対
時
に
お
い
て
自
ら
の
内

面
を
把
捉
し
自
ら
を
顕
に
な
る
対
象
と
し
て
、
「
と
せ
り
」
即
ち
そ
れ
と
し
て

ゑ
な
す
事
に
お
い
て
、
己
れ
を
規
定
す
る
。
だ
が
叉
、
対
象
を
そ
れ
と
し
て
規

四
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定
す
る
「
仏
祖
」
は
そ
れ
自
体
対
象
で
は
な
く
そ
の
点
で
現
れ
て
い
な
い
。
そ

の
点
で
「
仏
祖
」
は
非
顕
現
で
あ
る
。
だ
が
現
れ
る
の
は
同
一
の
「
仏
祖
」
で

も
あ
る
。
「
仏
祖
」
は
非
顕
現
で
あ
る
自
ら
を
顕
現
せ
し
め
な
が
ら
已
然
非
顕

現
で
あ
る
。
分
裂
を
自
発
的
に
生
起
せ
し
め
る
処
の
可
能
性
を
持
つ
非
顕
現
の

「
仏
祖
」
が
己
れ
を
否
定
し
顕
現
す
る
と
こ
ろ
に
把
捉
す
る
者
と
さ
れ
る
側
が

現
実
的
に
生
起
し
、
さ
ら
に
把
捉
す
る
者
は
顕
現
の
否
定
と
し
て
非
顕
現
で
あ

る
と
い
う
構
成
と
な
る
。
こ
の
か
ぎ
り
「
仏
祖
」
は
自
ら
の
顕
非
顕
の
存
在
の

成
立
が
自
ら
へ
の
把
捉
の
成
立
で
も
あ
り
、
自
ら
が
対
象
と
さ
れ
る
と
と
も
に

対
象
と
す
る
自
ら
は
そ
の
二
元
的
な
現
実
を
経
る
処
に
お
い
て
再
び
そ
れ
を
否

定
し
可
能
性
へ
と
回
帰
し
て
い
る
。
「
仏
祖
」
に
お
い
て
み
い
出
さ
れ
る
の
は

対
象
化
さ
れ
た
己
れ
だ
け
で
あ
り
、
対
象
化
す
る
己
れ
は
ゑ
い
出
さ
れ
な
い
。

「
仏
祖
」
は
自
ら
へ
回
帰
す
る
一
元
的
な
性
格
を
備
え
て
い
る
が
回
帰
は
こ
の

一
元
へ
の
否
定
に
よ
り
再
び
二
元
へ
と
転
ず
る
。
こ
の
二
重
否
定
の
反
復
は

「
仏
祖
」
が
働
き
と
し
て
の
光
、
「
有
」
「
無
」
の
光
の
「
現
成
」
に
彼
自
身

の
「
自
己
」
が
介
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
有
」
は
そ
の
否
定
の
「
無
」

へ
移
行
し
「
無
」
は
そ
の
否
定
の
「
有
」
へ
と
移
行
す
る
。
「
有
」
「
無
」
の

光
は
た
え
ず
自
ら
相
互
に
移
行
す
る
点
で
自
ら
の
あ
り
様
を
否
定
し
つ
づ
け
る

否
定
運
動
で
あ
る
。
こ
の
否
定
運
動
に
お
い
て
自
発
的
に
可
能
と
現
実
の
転
換

が
な
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
「
仏
祖
」
は
統
一
体
の
「
仏
」
で
は
な
い
の
だ

か
ら
二
重
否
定
は
同
一
反
復
と
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
「
仏
祖
」
の
反
復
は
、

「
仏
祖
」
が
己
れ
を
脱
し
、
脱
す
る
処
か
ら
己
れ
を
対
象
と
し
、
又
脱
し
又
対
象

と
し
、
と
い
う
様
に
刻
々
と
己
れ
を
対
象
化
し
つ
づ
け
て
い
る
運
動
で
あ
る
。

こ
の
事
を
「
光
明
」
で
言
え
ば
、
「
光
明
」
が
己
れ
と
向
き
合
う
の
は
そ
の

「
現
成
」
に
お
い
て
光
が
明
を
現
前
に
す
る
と
こ
ろ
に
「
光
明
」
自
身
が
成
就

す
る
あ
り
様
で
あ
る
。
こ
の
「
現
成
」
は
「
仏
祖
‐
一
に
お
い
て
光
と
明
が
相
互

に
透
り
転
化
し
脱
す
る
事
で
あ
る
。
光
は
可
視
的
事
物
で
は
な
い
働
き
だ
か

ら
、
「
仏
祖
」
の
「
光
明
」
が
己
れ
に
向
き
合
い
対
時
す
る
の
は
光
が
現
れ
で

あ
る
明
へ
転
化
す
る
事
に
お
い
て
で
あ
る
。
現
れ
に
対
時
す
る
の
は
光
自
身
に

他
な
ら
な
い
か
ら
、
光
は
自
ら
己
れ
の
否
定
運
動
そ
の
も
の
が
成
就
せ
し
め
る

事
態
を
現
前
に
照
ら
し
出
す
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
「
光
明
」
の
成
就
で
あ

る
。
光
は
明
と
な
る
己
れ
を
現
前
に
し
、
そ
れ
と
対
時
す
る
処
に
お
い
て
光
自

身
へ
再
び
回
帰
す
る
。
光
は
明
へ
転
じ
、
転
じ
た
己
れ
を
脱
し
己
れ
を
乗
り
超

え
る
。
乗
り
超
え
た
光
は
再
び
明
と
し
て
現
前
す
る
事
に
な
る
か
ら
明
は
刻
々

そ
の
あ
り
様
を
更
新
し
つ
づ
け
る
。

「
仏
祖
」
の
「
光
明
」
は
そ
の
働
き
に
お
い
て
己
れ
自
身
の
何
た
る
か
、
そ

の
本
質
を
顕
に
す
る
の
で
あ
り
、
叉
「
光
明
」
は
そ
も
そ
も
事
物
自
体
で
は
な

い
の
で
あ
っ
て
、
明
は
「
仏
祖
」
の
内
面
に
お
い
て
流
転
す
る
運
動
と
し
て
の

光
が
自
ら
の
何
た
る
か
を
対
象
と
し
て
顕
に
せ
し
め
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら

明
は
事
物
の
現
れ
だ
が
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
即
自
的
な
実
在
物
の
そ
れ
で
は
な

く
、
「
仏
祖
」
の
「
自
己
」
の
う
ち
に
い
わ
ば
反
省
さ
れ
た
対
象
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
光
は
明
と
し
て
事
物
が
現
れ
て
い
る
、
現
れ
が
起
っ
て
い
る
と
い
う
ま

さ
に
そ
の
事
に
そ
の
存
在
理
由
を
証
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が

「
仏
祖
」
の
反
省
に
お
い
て
あ
る
、
と
い
う
事
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
「
光
明
」
に
お
け
る
「
仏
祖
」
は
統
一
体
と
し
て
の
「
睾
畷
」
な

き
「
仏
」
で
は
な
い
。
又
「
仏
祖
」
の
「
光
明
」
は
我
々
の
根
底
と
し
て
あ

る
、
無
自
覚
だ
が
我
々
も
又
「
光
明
」
に
根
ざ
し
て
い
る
、
と
み
な
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
が
「
仏
祖
」
の
「
光
明
」
は
衆
生
た
る
我
々
の
衆
生
性
そ
の
も
の
を
有

す
る
の
だ
が
こ
れ
が
「
里
畷
」
な
き
「
仏
」
に
関
わ
る
処
に
お
い
て
逆
に
衆
生
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「
里
環
」
な
き
「
仏
」
と
「
里
礪
」
の
あ
る
「
仏
祖
」
と
の
対
応
関
係
だ

が
、
「
光
明
」
に
関
す
る
限
り
「
仏
祖
」
は
端
的
に
は
「
睾
礪
」
な
き
「
仏
」

と
一
致
し
な
い
。
「
里
暖
」
な
き
「
仏
」
は
「
仏
に
い
た
り
て
、
す
上
ゑ
て
さ

（
弱
）

ら
に
仏
を
ゑ
る
」
と
語
ら
れ
る
処
の
承
ら
れ
る
「
仏
」
の
「
さ
ら
に
」
そ
の

先
、
具
体
的
に
は
今
こ
こ
、
に
把
捉
さ
れ
る
「
仏
」
で
あ
る
。
「
仏
祖
」
に
と

っ
て
そ
の
「
仏
」
は
己
れ
の
不
透
明
な
あ
り
様
と
一
致
し
な
い
異
質
な
、
し
か

し
己
れ
自
身
の
透
明
度
の
絶
対
的
な
極
限
と
し
て
の
透
明
さ
と
し
て
あ
る
。
と

こ
ろ
で
逆
に
こ
の
「
仏
」
は
「
仏
祖
」
と
な
る
事
が
出
来
る
か
。
こ
れ
は
即
断

出
来
な
い
が
、
そ
の
手
が
か
り
と
し
て
道
元
に
次
の
様
な
言
が
あ
る
。
「
霊
知

（
託
）

は
つ
ね
に
あ
り
て
不
変
な
り
」
と
さ
れ
る
「
霊
知
‐
一
は
、
「
不
変
」
ゆ
え
に

「
光
明
」
の
「
仏
祖
」
の
性
格
と
異
な
る
。
叉
、
こ
れ
は
単
に
「
不
変
」
だ
け

で
な
く
「
い
ま
現
在
せ
る
諸
境
も
、
霊
知
の
所
在
に
よ
ら
ぱ
、
真
実
と
い
ひ
ぬ

（
”
）

べ
し
。
本
性
よ
り
縁
起
せ
る
ゆ
へ
に
実
法
な
り
」
と
我
々
に
「
現
在
せ
る
諸

境
」
を
己
れ
の
「
所
在
」
と
し
て
「
縁
起
」
せ
し
め
る
要
因
を
も
備
え
て
い

る
。
だ
が
「
か
く
の
ご
と
く
本
性
を
さ
と
る
を
、
常
住
に
か
へ
り
ぬ
る
と
い

ひ
、
帰
真
の
大
さ
と
い
ふ
：
：
：
こ
れ
す
な
は
ち
先
尼
外
道
（
常
見
の
邪
説
）
が

（
卵
）

見
な
り
」
と
こ
の
「
不
変
」
「
常
住
」
に
し
て
な
お
「
縁
起
」
の
「
本
性
」
を

備
え
る
「
霊
知
」
の
あ
り
様
を
道
元
は
認
め
な
い
。
つ
ま
り
「
仏
祖
」
の
性
格

と
は
異
質
な
側
面
が
あ
る
処
か
ら
我
々
の
「
諸
境
」
が
「
縁
起
」
し
て
来
る
と

は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
事
を
解
釈
し
直
せ
ば
「
仏
祖
」
は
我
々
の
生
活

に
根
底
か
ら
関
与
し
て
い
る
が
、
我
々
に
関
与
す
る
も
の
が
そ
れ
と
異
質
な
も

性
そ
の
も
の
へ
の
さ
ら
な
る
否
定
状
況
が
形
成
さ
れ
る
事
態
が
起
っ
て
来
る
。

の
を
含
ん
だ
側
面
が
あ
る
処
か
ら
発
生
し
て
来
る
の
で
は
な
い
、
と
な
ろ
う
。

と
す
る
と
、
こ
の
「
霊
知
」
と
「
仏
」
と
は
そ
の
是
非
に
お
い
て
全
く
異
な
る

が
、
「
仏
祖
」
と
の
端
的
一
致
を
承
な
い
点
で
そ
れ
と
異
質
な
側
面
を
も
つ
透

明
な
「
仏
」
が
「
仏
祖
」
と
な
る
、
と
の
解
釈
を
展
開
す
る
の
は
困
難
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
透
明
な
「
仏
」
と
「
仏
祖
」
の
関
係
は
「
仏
祖
」
の
自
発
性
に

も
と
ず
く
「
す
上
み
て
」
ゆ
く
過
程
に
お
い
て
永
い
見
さ
れ
て
来
る
事
柄
と
考

え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

「
睾
礪
」
な
き
「
仏
」
は
「
仏
祖
」
に
よ
る
「
自
己
」
把
捉
の
可
能
性
と
し

て
、
そ
の
反
省
的
把
捉
が
達
成
さ
れ
る
処
の
つ
ね
に
そ
の
先
に
、
「
仏
祖
」
と

の
可
能
的
な
連
続
性
に
お
い
て
あ
る
「
仏
祖
」
か
ら
の
超
越
と
み
な
し
得
る
。

あ
く
ま
で
可
能
性
の
次
元
で
し
か
な
い
が
、
「
仏
祖
」
に
お
け
る
把
捉
者
と
把

捉
さ
れ
る
側
と
の
統
一
体
を
な
す
統
括
で
あ
り
、
両
者
の
相
互
へ
の
全
き
移
行

で
あ
り
、
そ
こ
で
「
仏
祖
」
は
己
れ
の
完
全
な
る
把
捉
を
達
成
す
る
。
そ
の
事

で
「
仏
祖
」
自
ら
が
超
越
へ
と
転
ず
る
の
で
あ
る
。
こ
の
超
越
は
我
々
の
生

活
へ
自
ら
を
内
在
化
せ
し
め
る
事
は
考
え
難
い
。
逆
に
現
実
的
に
は
透
明
な

「
仏
」
と
非
連
続
な
「
仏
祖
」
は
、
衆
生
た
る
我
々
の
衆
生
性
‐
そ
の
も
の
を

も
っ
て
、
根
底
と
し
て
我
々
を
我
々
た
ら
し
め
る
べ
く
我
々
に
内
在
化
し
て
い

る
。
即
ち
、
「
仏
祖
」
は
超
越
を
目
ざ
し
な
が
ら
な
お
そ
の
側
面
を
全
面
的
に

開
示
せ
ず
、
不
透
明
さ
を
我
々
の
根
底
と
し
て
と
ど
め
て
い
る
。
そ
こ
で
、
我

々
に
お
い
て
は
、
我
々
の
衆
生
と
し
て
の
生
活
は
無
自
覚
だ
と
し
て
も
「
仏

祖
」
の
内
面
の
一
部
を
な
す
の
で
あ
り
、
叉
、
生
活
の
成
立
は
す
で
に
衆
生
性

か
ら
の
超
越
を
追
い
つ
づ
け
る
契
機
を
保
有
し
て
い
る
、
と
な
る
。
つ
ま
り
、

我
々
に
お
い
て
「
小
量
」
で
眼
が
く
ら
ん
で
い
る
な
か
に
物
が
見
え
て
あ
る
と

い
う
そ
の
事
態
が
、
「
仏
祖
」
の
「
光
明
」
に
根
底
的
に
支
え
ら
れ
て
い
る
事
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な
の
で
あ
り
、
又
超
越
の
可
能
性
も
そ
こ
に
あ
る
、
と
い
う
事
で
あ
る
。
我
々

の
修
行
の
可
能
性
は
こ
の
超
越
へ
の
契
機
と
し
て
あ
る
と
い
う
事
で
あ
る
。

修
行
に
お
い
て
把
捉
さ
れ
る
べ
き
「
仏
祖
」
の
「
光
明
」
は
我
々
の
根
底
と

さ
れ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
た
が
、
そ
こ
に
お
け
る
二
重
否
定
等
の
自
発
的
運
動

は
己
れ
自
身
の
内
面
を
顕
に
す
る
事
の
完
成
と
し
て
の
超
越
を
追
い
つ
づ
け
る

事
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
。
即
ち
、
超
越
を
追
い
つ
づ
け
る
あ
り
様
に
お
い

て
あ
る
我
々
の
根
底
、
そ
の
様
な
事
柄
を
道
元
は
「
仏
祖
」
の
「
光
明
」
と
表

現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
道
元
が
「
光
明
」
を
語
る
視
点
は
「
仏
祖
」
の
視
覚
と
重
な
っ

て
い
る
。
だ
が
道
元
に
し
る
雲
門
に
し
る
有
限
な
る
現
存
と
し
て
あ
る
ゆ
え
に

「
仏
祖
」
の
相
対
極
限
に
直
接
達
し
一
致
す
る
事
は
出
来
な
い
。
も
し
一
致
す

れ
ば
有
限
な
彼
ら
の
人
生
が
直
接
我
々
の
生
活
を
支
え
て
い
る
事
に
な
る
か
ら

で
あ
る
。
「
仏
祖
」
に
お
け
る
把
捉
者
と
把
捉
さ
れ
る
側
と
の
互
換
は
「
修

証
」
の
「
修
」
に
お
け
る
自
覚
と
「
光
明
」
の
「
証
」
と
が
自
発
的
に
転
じ
つ

づ
け
る
、
修
行
に
関
わ
る
者
に
と
っ
て
の
理
想
で
あ
る
。
道
元
の
視
点
は
「
仏

祖
」
の
自
覚
す
る
内
的
視
覚
を
理
想
と
し
て
夢
想
す
る
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
夢
想

す
る
事
に
よ
っ
て
そ
の
視
覚
を
表
現
の
世
界
に
建
立
せ
し
め
て
い
る
と
い
っ
て

よ
い
。
雲
門
が
「
仏
祖
」
と
さ
れ
る
の
は
、
彼
の
人
生
の
現
存
の
一
切
が
直
接

「
仏
祖
」
と
同
一
と
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
彼
が
道
元
が
引
用
し
た
処
の
「
人

々
尽
有
光
明
在
」
と
語
っ
た
事
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
句
に
よ
っ
て
道
元
は

彼
を
「
仏
祖
」
と
承
な
す
。
雲
門
自
身
を
含
め
た
「
人
々
」
の
現
存
が
「
光

明
」
に
支
え
ら
れ
て
い
る
、
「
光
明
」
が
ま
さ
し
く
雲
門
自
身
の
そ
の
現
存
を

照
ら
し
出
し
て
い
る
、
こ
の
句
に
こ
も
る
そ
の
視
覚
を
も
っ
て
道
元
は
彼
を

「
仏
祖
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
道
元
は
「
仏
祖
」
を
夢
想
し
、
そ
の
「
仏
祖
」
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「
光
明
」
は
道
元
に
お
い
て
「
仏
」
の
内
面
の
出
来
事
と
し
て
把
え
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
内
面
に
我
々
へ
の
内
在
と
そ
の
超
越
に
関
わ
る
二
つ
の
性
格
が
同

居
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
仏
」
と
「
仏
祖
」
の
各
々
を
反
映
す
る
文
脈
の
理
路

の
視
覚
に
映
ず
る
我
々
の
現
存
を
見
据
え
て
い
る
。
理
想
が
自
覚
と
し
て
現
実

化
さ
れ
る
処
へ
向
か
う
個
々
の
修
行
を
見
据
え
て
い
る
。
修
行
は
一
挙
に
理
想

的
あ
り
様
を
形
成
す
る
も
の
で
は
な
い
。
一
挙
な
ら
ば
あ
え
て
「
勤
学
」
の
必

要
も
な
い
。
「
勤
学
」
を
言
う
の
は
一
挙
に
は
理
想
的
自
覚
に
達
し
得
ぬ
我
々

の
「
小
量
」
の
為
で
あ
る
。
「
小
量
」
の
度
し
難
さ
を
道
元
が
見
据
え
て
い
る

為
で
あ
る
。
現
実
の
修
行
は
個
々
の
現
存
に
お
い
て
は
未
完
で
あ
ろ
う
。
だ
が

そ
の
可
能
性
が
我
々
に
保
持
さ
れ
て
い
る
処
の
修
行
そ
の
も
の
に
終
り
は
な

い
。
道
元
は
終
り
な
き
修
行
の
う
ち
に
己
れ
を
含
め
た
衆
生
の
個
々
の
現
存
が

「
仏
祖
」
の
内
面
に
真
に
自
覚
さ
れ
位
置
づ
き
、
そ
の
眼
前
に
「
仏
祖
」
自
ら

の
あ
り
様
の
証
と
し
て
、
個
々
各
々
が
「
仏
祖
」
自
身
の
経
歴
と
し
て
自
ら
を

証
す
べ
く
よ
ゑ
が
え
っ
て
来
る
様
を
「
小
量
」
を
突
き
抜
い
て
は
る
か
に
透
か

し
見
る
の
で
あ
る
。
そ
の
自
覚
の
実
現
は
何
時
か
彼
方
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
時

に
個
々
の
現
存
は
「
仏
祖
光
明
」
に
一
致
し
得
る
。
少
く
と
も
「
光
明
」
が
全

て
に
わ
た
る
事
を
語
っ
て
や
ま
ぬ
彼
の
夢
想
の
裡
に
あ
っ
て
は
。
し
か
し
そ
の

時
、
現
存
の
我
々
の
根
底
そ
の
も
の
の
超
越
へ
の
飛
躍
的
転
換
は
成
る
の
だ
ろ

う
か
。
道
元
は
語
っ
て
い
な
い
。
語
ら
ぬ
ま
ま
彼
の
理
想
は
「
光
明
」
の
「
現

成
」
の
不
透
明
の
彼
方
に
向
け
て
立
ち
つ
づ
け
て
い
る
。
今
こ
こ
の
、
こ
の
瞬

間
に
お
い
て
。
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の
裡
に
ゑ
い
出
さ
れ
る
の
だ
が
、
「
仏
」
は
「
仏
祖
」
、
「
仏
祖
」
は
「
仏
」
と

い
う
様
に
両
文
脈
は
互
い
を
予
測
し
交
錯
す
る
。
こ
の
交
錯
に
飛
躍
が
潜
ん
で

い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
現
成
」
の
透
明
度
の
制
限
の
何
た
る
か
に
関
わ

る
。
こ
れ
は
道
元
の
「
自
己
」
の
本
質
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
り
、
そ
の
事
物
自

（
”
）

体
と
の
、
又
「
他
己
」
と
の
関
係
の
問
題
に
つ
な
が
っ
て
来
る
。
「
他
己
」
に
関

し
て
言
え
ば
、
本
論
で
は
出
来
な
か
っ
た
が
「
仏
祖
は
仏
祖
を
光
明
と
せ
り
」

と
、
最
初
に
掲
げ
た
「
尽
仏
尽
祖
」
「
唯
仏
与
仏
」
と
を
自
と
他
の
関
係
の
問
題

と
し
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
検
討
を
通
じ
て
「
光
明
」
の
嶮
を

も
つ
道
元
の
「
仏
」
の
智
慧
の
本
質
が
明
ら
か
に
な
っ
て
来
る
と
思
わ
れ
る
。

八
注
Ｖ

（
１
）
高
崎
直
道
『
仏
教
入
門
』
（
東
京
大
学
出
版
会
）
刷
頁
。

（
２
）
『
正
法
眼
蔵
』
光
明
巻
剛
頁
。
引
用
は
『
日
本
思
想
大
系
・
道
元
』

（
岩
波
）
に
よ
る
。
以
下
注
で
は
『
正
法
眼
蔵
』
の
巻
名
を
省
略
し
頁

数
（
同
本
下
巻
は
下
と
略
）
の
攻
記
す
。
引
用
文
中
の
中
略
や
（
）

内
は
論
者
。
底
本
の
校
注
者
の
附
し
た
「
」
は
省
く
。

（
３
）
本
論
ｎ
頁
注
陥
と
同
蛇
頁
注
妬
の
引
用
文
。

（
４
）
『
正
法
眼
蔵
註
解
全
書
』
（
同
刊
行
会
）
五
加
頁
。

（
５
）
同
川
頁
。

（
６
）
同
洲
頁
。
「
何
を
光
と
説
き
明
と
説
く
」
。

（
７
）
「
於
諸
光
中
智
光
為
上
．
：
…
於
諸
明
中
心
明
為
上
。
此
珠
光
明
」

『
道
元
和
尚
廣
録
』
九
『
道
元
禅
師
全
集
』
（
筑
摩
、
昭
和
“
・
妬
年

版
）
下
Ｗ
頁
の
『
景
徳
伝
灯
録
』
三
か
ら
の
引
用
文
。

（
８
）
剛
頁
。
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下川頁

161 162下
頁頁3

． ．頁

下295 162
374頁頁
頁 。 。

巴81

頁
82 0

加頁。

元道『

。

『
道
元
和
尚
廣
録
』
三
『
道
元
禅
師
全
集
』
下
別
頁
。

下
陥
頁
。0。

頁
。

和
尚
廣
録
』

一
『
道
元
禅
師
全
集
』
下
妬
頁
。

（
専
修
大
学
大
学
院
）
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