
恩
師
故
山
口
益
先
生
は
月
称
造
中
論
釈
和
訳
Ｉ
の
序
言
に
お
い
て
「
月
称
の
学
説
を
弓
日
の
目
唱
冨
と
称
し
、
月
称
が
対
論
し
た
清

辨
の
中
観
派
を
野
削
四
口
目
富
と
言
ふ
。
何
故
に
さ
う
云
ふ
称
呼
が
得
ら
れ
る
に
至
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
こ
の
月
称
釈
中
論
第
一
章

第
一
偶
、
「
諸
法
不
自
生
」
下
の
論
議
決
択
が
こ
れ
を
解
明
し
て
ゐ
る
」
と
の
識
へ
て
い
ら
れ
る
。
私
も
か
っ
て
、
こ
の
中
観
両
学
派
の
対

立
に
つ
い
て
論
じ
、
そ
し
て
、
清
辨
の
「
諸
法
自
生
論
論
破
」
の
文
を
漢
訳
般
若
灯
論
釈
と
チ
ベ
ッ
ト
訳
か
ら
の
拙
訳
と
に
よ
っ
て
紹
介

し
た
こ
と
が
あ
る
。
（
宮
本
正
尊
編
『
佛
教
の
根
本
真
理
』
四
七
一
’
四
七
二
頁
）

今
更
に
、
観
誓
の
般
若
灯
論
広
釈
を
必
要
に
応
じ
て
〔
〕
内
に
挿
入
し
て
「
諸
法
不
自
生
」
に
関
す
る
般
若
灯
論
の
長
行
釈
を
訳
出

し
、
よ
っ
て
も
っ
て
、
両
派
の
相
違
を
よ
り
明
瞭
に
し
、

謹
ん
で
先
生
の
ご
霊
前
に
捧
げ
ま
す
。

般
若
灯
論
釈
「
諸
法
不
自
堆
」
論

は
し
が
き

野
沢
靜
證

1



と
説
か
れ
た
。
こ
れ
は
宗
百
四
且
目
の
総
悶
日
習
冨
の
建
立
で
あ
る
。

そ
の
う
ち
、
し
ば
ら
く
、
「
自
よ
り
な
ら
ず
」
と
は
如
何
、
と
い
え
ば
、
「
生
ず
る
こ
と
決
し
て
有
る
に
あ
ら
ず
」
云
々
。
〔
云
々
の

声
に
て
「
諸
法
は
何
で
あ
っ
て
も
何
処
に
お
い
て
も
生
ず
る
こ
と
決
し
て
有
る
に
あ
ら
ず
」
と
説
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
他
よ
り
諸
法

は
．
：
…
、
共
よ
り
諸
法
は
…
…
、
無
因
よ
り
諸
法
は
何
で
あ
っ
て
も
何
処
に
お
い
て
も
生
ず
る
こ
と
決
し
て
有
る
に
あ
ら
ず
と
〕
一
つ
ひ

と
つ
に
接
続
す
べ
き
で
あ
る
。
〔
自
と
い
う
義
は
五
種
に
結
び
つ
く
。
自
体
ご
§
叩
圏
９
劃
目
煙
と
自
己
の
も
の
ｇ
侭
碗
身
副
目
冨
と

知
己
堀
め
も
騨
旦
目
箇
と
自
在
号
自
も
ご
ロ
四
』
り
『
胃
四
と
親
族
：
‐
目
旦
目
威
と
に
結
び
つ
く
故
に
、
そ
れ
故
に
、
自
己
の
も
の
と

知
己
と
自
在
と
親
族
と
を
除
遣
せ
ん
た
め
に
、
こ
の
場
合
〕
自
よ
り
と
は
自
体
よ
り
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
宗
冒
“
皇
副
の
み
に
よ

り
て
思
向
せ
る
句
義
は
成
立
し
な
い
故
に
、
こ
こ
に
は
宗
法
性
冒
扇
騨
と
冒
尉
目
ふ
う
曇
は
有
性
四
翼
詳
ぐ
四
で
あ
る
と
理
解
す
る
。
何
と
な

れ
ば
、
「
自
よ
り
」
と
は
自
体
の
有
創
日
四
‐
儲
曾
尊
少
に
お
い
て
理
由
を
施
設
す
る
か
ら
で
あ
る
。
〔
す
な
わ
ち
、
何
と
な
れ
ば
、
或
る

法
に
自
性
の
ぐ
号
目
ぐ
ｇ
ゆ
く
、
↑
昌
冒
な
る
自
体
が
有
る
と
こ
ろ
の
そ
の
法
を
「
自
よ
り
」
と
理
由
を
施
設
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
故
に
、

軌
範
師
〔
龍
樹
〕
は
不
生
等
な
る
不
共
の
形
容
詞
ぐ
縁
○
段
目
を
具
す
る
か
の
縁
起
を
ば
ま
さ
に
説
き
給
う
こ
と
に
よ
っ
て
世
尊
を
称

讃
し
て
、
不
生
を
説
け
ば
不
滅
等
の
形
容
詞
は
説
き
や
す
し
、
と
の
意
趣
に
お
い
て
、
不
生
を
最
初
に
説
か
ん
と
願
う
て
、
他
人
の
観
察

せ
る
「
生
」
に
つ
い
て
の
分
別
を
現
前
せ
し
む
。
謂
く
、
生
論
者
中
の
或
者
は
諸
法
は
自
よ
り
生
ず
と
言
い
、
他
の
も
の
は
他
よ
り
と
言

い
↑
或
者
は
共
よ
り
と
言
い
、
他
の
も
の
は
無
因
よ
り
と
言
え
る
こ
と
を
道
理
目
烏
は
と
聖
教
掛
騨
目
餌
と
を
も
っ
て
観
察
す
る
に
、

「
生
」
は
一
切
種
に
印
閏
ぐ
鼻
目
合
理
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
と
の
自
己
の
決
断
昌
沼
豊
凹
に
よ
っ
て

自
よ
り
な
ら
ず
他
よ
り
な
ら
ず
共
よ
り
な
ら
ず
無
因
よ
り
な
ら
ず
、
諸
法
は
何
で
あ
っ
て
も
何
処
に
お
い
て
も
生
ず
る
こ
と
決
し
て

有
る
に
あ
ら
ず

本
文
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も
し
、
「
現
に
有
な
る
が
故
に
」
と
い
う
因
故
は
異
品
よ
り
の
排
除
ぐ
ぢ
騨
肩
目
ご
劃
昌
茸
喜
を
説
か
な
い
故
に
〔
不
定
雪
。
昌
国
〕
量
Ⅱ

菌
で
あ
る
。
故
に
〕
ま
さ
に
因
故
で
は
な
い
、
と
い
え
ば
、
〔
吾
ら
中
観
論
者
に
，
お
い
て
は
絶
待
否
定
を
採
用
す
る
か
ら
、
「
内
の
諸
処
３

、
、
、

こ
こ
で
は
、
諸
法
ご
目
ご
凰
は
自
よ
り
生
ず
る
こ
と
ま
さ
に
無
し
と
決
定
せ
ら
る
、
へ
き
で
あ
る
四
ぐ
且
目
罵
目
怠
。
別
称
に
騨
昌
鼻
薗

、
、
℃

決
定
す
る
と
き
に
は
、
ま
さ
に
自
よ
り
生
ず
る
こ
と
無
し
。
し
か
ら
ば
如
何
。
他
よ
り
生
ず
る
な
り
と
決
定
せ
ら
れ
る
④
ご
尉
昌
Ｐ
・
同
様

、
、
、

に
、
ま
さ
に
自
よ
り
生
ず
る
こ
と
無
し
。
し
か
ら
ば
如
何
。
自
と
他
と
よ
り
生
ず
る
な
り
と
決
定
せ
ら
れ
る
故
に
、
そ
れ
は
ま
た
〔
軌
範

師
に
よ
っ
て
〕
願
わ
れ
な
い
。
定
説
を
遠
離
す
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
論
証
式
で
詮
せ
ば
官
葛
○
嘱
‐
乱
辱
創
、
次
の
ご
と
く
な
る
。

②勝
義
と
し
て
内
の
諸
処
は
自
よ
り
生
ず
る
こ
と
が
無
い
と
決
定
す
。
〔
自
体
と
し
て
〕
現
に
有
な
る
が
故
に
。
た
と
え
ば
神
我
Ｃ
昌
冨
喜
冨

有
な
る
も
の
に
は
更
に
生
ず
る
必
要
が
な
い
。
故
に
、
有
性
は
「
生
ず
る
こ
と
な
し
」
と
い
う
宗
法
性
た
る
因
故
で
あ
る
と
理
解
す
る
。
〕

職
は
〔
自
よ
り
生
ず
る
こ
と
な
し
と
い
う
〕
所
成
と
〔
有
性
た
る
〕
能
成
の
法
と
の
力
に
よ
っ
て
〔
説
か
る
べ
き
で
あ
る
。
立
敵
両
者

に
〕
極
成
せ
る
所
成
と
能
成
の
法
と
を
具
す
る
有
法
。
冨
罠
目
冒
の
楡
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

①

「
自
よ
り
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
こ
の
遮
遣
官
騨
罵
呂
冒
は
、
無
な
り
と
す
る
絶
対
否
定
官
尉
ご
冒
冒
塑
屠
。
合
騨
（
Ｉ
堕
す
べ
き
処
を
も

遮
遣
す
る
こ
と
）
の
義
と
見
る
今
へ
き
で
あ
る
。
否
定
胃
四
鳥
＆
富
を
主
質
冒
目
目
口
制
と
す
る
故
に
、
ま
た
、
‐
す
蕊
へ
て
の
分
別
の
網

を
遮
遣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
識
へ
て
の
所
知
な
る
境
甘
旦
申
ぐ
］
租
温
と
相
応
せ
る
無
分
別
慧
（
Ｉ
実
義
の
悟
了
に
随
順
す
る
実
世
俗
智
）

①

を
成
就
せ
ん
と
意
趣
す
る
が
故
に
。
に
あ
ら
ず
と
す
る
相
待
否
定
圃
曼
且
剖
四
‐
冒
騨
９
８
富
を
採
用
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
肯
定

の
目
盲
目
を
主
質
と
す
る
故
に
、
諸
法
は
生
せ
ず
と
論
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
生
の
も
の
〔
有
り
〕
と
説
示
す
る
。
故
に
定
説
巴
目
目
‐

国
冨
を
遠
離
す
る
に
至
る
。
阿
含
中
に
「
色
の
無
生
を
行
ず
る
と
き
に
は
般
若
波
羅
蜜
を
行
ず
る
に
あ
ら
ず
」
と
説
か
れ
て
い
る
か
ら
で

戸
］
一
い
、
↑
孝

幸
め
る
。

の
ご
と
し
。



の
四
℃
⑳
戸
や
①
㎡
四
計
斤
く
ゆ
口
胃
の
ぐ
ゅ

は
過
失
が
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
「
因
故
の
不
定
と
い

こ
の
〔
因
故
の
不
定
と
い
う
過
失
が
な
い
と
す
る
〕
点
に
関
し
て
、
〔
二
十
五
の
分
派
喝
①
印
‐
ｇ
｝
く
せ
の
笛
が
あ
る
〕
数
論
断
邑
肉
ご
“

③

中
の
或
る
派
〔
Ｉ
因
と
果
と
因
果
の
両
者
有
り
と
す
る
論
者
〕
が
抗
論
す
る
。
〔
内
の
諸
処
は
自
よ
り
生
ず
る
こ
と
が
無
い
と
い
う
〕

こ
の
宗
の
義
は
如
何
。
自
よ
り
と
い
う
の
は
、
果
を
自
体
と
せ
る
〔
自
〕
よ
り
で
あ
る
の
か
、
或
は
ま
た
、
因
を
自
体
と
せ
る
〔
自
〕
よ

り
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
に
よ
っ
て
如
何
に
な
る
の
か
。
も
し
果
を
自
体
と
せ
る
〔
自
〕
よ
り
で
あ
る
な
ら
ば
、
已
成
を
証
す
る
里
目
冒
‐

切
目
冒
口
四
〔
過
失
〕
と
な
る
。
も
し
因
を
自
体
と
せ
る
〔
自
〕
よ
り
で
あ
る
な
ら
ば
、
義
の
相
違
性
く
胃
目
合
剖
目
四
国
〔
の
過
失
〕
と
な

る
。
一
切
の
生
を
具
す
る
も
の
が
因
の
自
体
と
し
て
現
に
有
で
あ
る
も
の
よ
り
生
ず
る
が
故
に
と
。

〔
答
釈
す
る
。
〕
そ
れ
は
宜
し
く
な
い
。
自
よ
り
生
ず
る
こ
と
の
み
を
遮
遣
す
る
故
に
、
〔
已
成
を
証
す
る
過
失
と
は
な
ら
な
い
。
何
と

な
れ
ば
、
已
成
を
証
す
る
過
失
と
は
、
立
者
．
ぐ
倒
日
と
敵
者
冒
昌
ぐ
倒
昌
両
者
に
共
通
す
る
覚
慧
＄
ｇ
習
幽
‐
盲
目
巨
の
義
を
更
に
別
な

因
故
に
よ
っ
て
論
証
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
、
吾
ら
と
汝
と
に
は
共
通
の
覚
慧
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
吾
ら
は
果
を
自
体
と
せ
る
自
よ
り

或
は
因
を
自
体
と
せ
る
自
よ
り
と
い
う
分
別
説
ぐ
号
目
掛
を
決
し
て
せ
ず
、
た
だ
自
よ
り
生
ず
る
こ
と
の
み
を
遮
遣
す
る
に
対
し
て
、

汝
は
果
を
自
体
と
せ
る
自
よ
り
或
は
因
を
自
体
と
せ
る
自
よ
り
と
分
別
説
す
る
故
に
、
共
通
の
覚
慧
は
な
い
。
〕
因
を
自
体
と
せ
る
〔
自
〕

よ
り
〔
生
ず
る
こ
と
が
無
い
〕
と
な
ら
ば
、
自
と
な
れ
る
も
の
或
は
他
と
な
れ
る
も
の
よ
り
と
も
に
生
ず
る
こ
と
を
除
く
故
に
、
〔
義
の

は
自
よ
り
生
ず
る
こ
と
が
無
い
」
の
異
品
た
る
「
他
よ
り
生
ず
」
と
い
う
も
の
は
〕
ま
さ
に
無
で
あ
る
故
に
、
か
の
〔
異
品
の
無
な
る
〕

と
こ
ろ
に
お
い
て
は
〔
所
成
と
能
成
の
法
と
の
二
を
〕
排
除
す
る
こ
と
は
無
い
。
〔
故
に
、
因
故
の
三
相
の
一
た
る
異
品
に
お
け
る
無
騨
‐

闇
目
篇
の
・
の
四
ま
く
四
目
の
ぐ
ゅ
を
説
く
必
要
が
な
い
。
〕
そ
れ
故
に
、
こ
の
〔
論
証
式
〕
及
び
〔
後
に
説
か
れ
る
論
証
式
の
〕
一
切
に
お
い
て

よ
り
〔
生
ず
る
こ
と
ぷ

相
違
性
と
は
な
ら
な
い

汝
が
「
一
切
の
生
を
具
す
る
も
の
が
因
の
自
体
と
し
て
現
に
有
で
あ
る
も
の
よ
り
生
ず
る
が
故
に
」
と
言
え
る
も
の
を
こ
こ
に
観
察
せ

ん
。
芽
の
因
な
る
種
子
は
芽
の
自
の
自
体
な
り
や
或
は
他
の
自
体
な
り
や
。
も
し
芽
の
因
な
る
種
子
が
芽
の
自
の
自
体
に
し
て
種
子
す
な

４



〔
数
論
中
の
功
能
論
者
な
る
〕
他
者
は
言
う
。
Ｉ
諸
法
は
自
よ
り
生
ず
る
こ
と
が
無
い
、
と
い
う
の
は
不
合
理
で
あ
る
。
自
己
の
意

楽
に
て
作
綴
せ
る
前
分
を
遮
遣
す
る
が
故
に
。
兎
角
よ
り
三
世
間
生
ず
、
と
い
う
を
遮
造
す
る
が
如
し
と
。
〔
す
な
わ
ち
、
中
観
論
者
が

内
の
諸
処
は
自
よ
り
生
ず
る
こ
と
が
無
い
と
決
定
す
。
現
に
有
な
る
が
故
に
。
た
と
え
ば
神
我
の
ご
と
し
。
と
て
、
論
証
式
胃
葛
○
鴇
‐

く
際
怠
を
語
れ
る
も
の
は
不
合
理
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
中
観
論
者
が
破
す
る
前
分
Ｉ
生
論
者
中
の
或
者
が
諸
法
は
自
よ
り
生
ず
と

そ
れ
の
法
（
Ｉ
因
故
）
と
が
現

ら
、
ま
た
〔
生
の
無
窮
な
る
こ

違
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
↓

④

こ
こ
に
他
者
〔
佛
護
〕
は
、
「
諸
法
は
自
の
自
体
よ
り
生
ず
る
こ
と
が
無
い
。
彼
等
〔
諸
法
〕
の
〔
自
よ
り
の
〕
生
は
無
意
味
と
な
る

か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
生
は
無
窮
鯉
口
‐
ゆ
く
騨
騨
目
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
」
と
註
釈
す
る
。

そ
の
〔
註
釈
〕
は
不
合
理
で
あ
る
。
因
故
を
も
嗽
を
も
述
べ
な
い
か
ら
。
ま
た
、
敵
者
の
指
摘
せ
る
過
失
を
通
釈
し
な
い
か
ら
。
過
失

に
堕
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
所
論
目
四
＄
ロ
鴇
‐
勘
ご
“
で
あ
る
か
ら
、
上
に
論
定
さ
れ
た
本
義
と
反
対
し
て
、
反
対
の
所
成
（
Ｉ
宗
）
と

そ
れ
の
法
（
Ｉ
因
故
）
と
が
現
わ
れ
て
く
る
。
そ
こ
で
、
「
諸
法
は
他
よ
り
生
じ
た
る
も
の
で
あ
る
。
生
ず
る
こ
と
が
有
意
義
で
あ
る
か

ら
、
ま
た
〔
生
の
無
窮
な
る
こ
と
は
な
く
し
て
〕
生
の
窮
尽
が
あ
る
か
ら
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
〔
諸
法
四
種
不
生
の
〕
定
説
と
相

わ
ち
芽
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
よ
り
生
ず
る
こ
と
が
無
い
と
は
善
説
め
ロ
‐
匡
国
樫
冨
で
あ
り
、
も
し
種
子
が
芽
よ
り
他
の
自
体
で
あ
る
な
ら

ば
、
後
に
至
っ
て
「
他
よ
り
生
ず
る
こ
と
が
無
い
」
と
説
く
場
合
に
観
察
す
る
ご
と
く
善
説
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
〕

〔
こ
こ
に
、
数
論
中
の
功
能
論
者
樫
ａ
‐
ご
目
目
の
前
分
冒
局
ぐ
鯉
‐
恩
厨
騨
ｌ
覚
冒
目
巨
に
よ
っ
て
声
等
の
境
の
相
続
中
に
住
し
、

プ
ル
シ
ャ
冒
目
笛
に
供
す
る
場
合
に
は
～
神
我
は
生
じ
、
覚
に
よ
っ
て
声
等
の
境
の
相
続
中
に
住
せ
ず
、
プ
ル
シ
ャ
に
供
し
な
い
限
り

は
、
神
我
は
生
じ
な
児
そ
れ
故
に
、
神
我
は
功
能
の
相
屈
匡
邑
農
笛
口
騨
と
し
て
常
に
有
る
け
れ
ど
も
顕
現
せ
る
相
号
巨
ご
農
菌
‐

医
廓
Ｐ
員
↑
と
し
て
は
常
に
無
で
あ
る
故
に
、
因
故
な
る
有
性
の
瞼
と
し
て
神
我
を
採
用
せ
る
相
は
不
完
全
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
論
証

式
の
過
失
と
な
る
Ｉ
を
迎
え
入
れ
て
、
そ
れ
に
答
釈
す
る
。
〕
神
我
は
功
能
の
相
を
具
す
る
も
の
を
採
用
せ
る
故
に
、
ま
た
過
失
は
な

い
少
司

戸
印



語
る
‐
は
生
論
者
中
の
誰
れ
も
語
れ
る
に
あ
ら
ず
し
て
、
中
観
論
者
自
身
に
て
作
綴
せ
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
れ
を
諸
法
は
自
６

よ
り
生
ず
る
こ
と
が
無
い
と
い
っ
て
遮
遣
す
る
故
に
、
推
論
筥
旨
目
習
国
に
よ
っ
て
観
察
す
れ
ば
、
そ
れ
は
不
合
理
で
あ
る
。
た
と
え
ば

何
人
も
兎
角
よ
り
三
世
間
生
ず
と
認
め
ざ
る
に
、
或
者
が
虚
言
し
て
「
兎
角
よ
り
三
世
間
生
ず
」
と
語
り
、
し
か
る
後
に
、
そ
れ
を
自
ら

兎
角
よ
り
三
世
間
生
ず
と
は
不
合
理
で
あ
る
と
し
て
、
遮
遣
す
る
が
ご
と
し
。
吾
ら
は
内
の
諸
処
は
顕
現
の
体
皇
）
三
ぐ
菌
冥
塑
‐
”
ぐ
騨
冒
習
凸

と
し
て
現
に
有
で
あ
り
な
が
ら
自
よ
り
生
ず
と
か
、
芽
は
顕
現
の
体
と
し
て
現
に
有
で
あ
り
な
が
ら
自
よ
り
生
ず
と
認
め
る
の
で
は
な
い
・

内
の
諸
処
は
功
能
た
る
カ
ラ
ラ
・
ア
ル
ブ
タ
冒
冨
盲
‐
胃
冒
目
等
の
分
位
に
お
い
て
有
で
あ
る
故
に
、
そ
れ
故
に
、
功
能
よ
り
顕
現
し
て

生
ず
。
ま
た
、
芽
の
功
能
は
各
自
決
定
せ
る
冒
塑
佳
昌
ぐ
ゆ
自
画
種
子
に
お
い
て
有
で
あ
る
故
に
、
そ
れ
故
に
、
功
能
よ
り
顕
現
し
て
生
ず
、

と
認
め
る
。
そ
れ
故
に
、
吾
ら
は
諸
法
は
脚
よ
り
生
ず
と
語
ら
な
い
の
に
、
汝
が
諸
法
は
自
よ
り
生
ず
る
こ
と
が
無
い
と
遮
遣
す
る
こ
と

は
不
合
理
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
〕

〔
答
釈
す
。
〕
功
能
と
顕
現
と
は
自
体
異
な
ら
ざ
る
股
に
型
三
旨
冒
幽
す
『
弾
、
自
の
自
体
め
ぐ
弾
目
塑
の
ご
と
し
。
そ
れ
よ
り
生
ず
る
こ
と

が
自
よ
り
生
ず
る
こ
と
で
あ
る
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
故
に
、
前
分
は
成
立
す
る
。
〔
こ
こ
に
お
い
て
は
、
功
能
の
体
園
歸
武
‐
の
ぐ
号
目
ぐ
少

と
い
う
の
は
有
法
、
顕
現
の
体
よ
り
功
能
の
体
は
異
な
ら
ず
と
い
う
の
は
所
成
な
る
法
。
自
体
異
な
ら
ざ
る
故
に
と
い
う
の
は
能
成
の
法
。

自
の
自
体
の
ご
と
し
と
い
う
の
は
楡
、
と
い
う
よ
う
に
接
続
す
。
「
そ
れ
よ
り
生
ず
る
こ
と
が
自
よ
り
生
ず
る
こ
と
で
あ
る
と
称
せ
ら
れ

て
い
る
故
に
、
前
分
は
成
立
す
る
。
」
と
い
う
の
は
量
果
で
あ
る
。

そ
の
う
ち
、
「
功
能
と
顕
現
と
は
」
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
は
そ
の
二
が
異
な
ら
ず
と
論
証
す
る
二
の
量
冒
四
目
図
画
を
一
つ
に
合
し

て
「
功
能
と
顕
現
と
は
」
と
い
う
主
辞
冨
厨
鱒
に
お
い
て
示
す
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
功
能
と
は
、
数
論
に
よ
っ
て
観
察
せ
ら
れ
た

「
因
中
に
前
に
有
る
果
の
功
能
」
で
あ
る
。
こ
の
功
能
の
体
に
お
け
る
所
成
な
る
法
は
、
顕
現
の
体
よ
り
功
能
の
体
は
異
な
ら
ざ
る
こ
と
。

能
成
の
法
は
、
功
能
と
顕
現
と
の
異
な
ら
ざ
る
二
の
有
体
が
有
な
る
が
故
に
、
で
あ
っ
て
、
功
能
が
有
法
昌
勗
］
・
日
冒
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
顕
現
と
は
、
縁
の
作
用
に
よ
っ
て
成
立
せ
ら
れ
た
果
に
し
て
、
自
体
を
得
る
こ
と
弾
ヨ
ロ
‐
罰
言
騨
が
顕
現
と
称
せ
ら
れ
る
、
と
数



論
に
よ
っ
て
観
察
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
顕
現
の
体
よ
り
功
能
の
体
は
異
な
ら
ず
と
論
証
さ
れ
る
⑱
圏
耳
『
沙
故
に
、
顕
現
の

体
よ
り
功
能
の
体
の
異
な
ら
ざ
る
こ
と
が
所
成
な
る
法
と
称
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
同
種
の
因
＄
‐
］
弾
ご
宙
‐
圃
園
目
に
お
い
て
は
差
別

一
旨
①
烏
↑
は
な
い
故
に
、
異
な
ら
ず
と
論
証
す
る
出
己
屋
巨
騨
。
何
故
に
顕
現
の
体
よ
り
功
能
の
体
は
異
な
ら
な
い
か
、
と
い
え
ば
、
自
体

が
異
な
ら
ざ
る
故
に
、
功
能
と
顕
現
と
の
二
の
自
体
は
異
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
顕
現
は
自
の
自
体
と
異
な
ら
ざ
る
ご
と
く

功
能
も
亦
顕
現
と
異
な
ら
な
い
故
に
、
顕
現
の
体
よ
り
功
能
の
体
は
異
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
く
、
功
能
と
顕
現
と
の
二
が

異
な
ら
ず
と
説
く
こ
と
が
量
果
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
異
な
ら
ざ
る
か
の
功
能
と
顕
現
と
よ
り
生
ず
る
こ
と
は
自
よ
り
生
ず
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
、
諸
法
が
自
よ

り
生
ず
る
こ
と
は
、
汝
数
論
の
定
説
里
＆
目
貝
騨
で
あ
る
か
ら
、
前
分
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
〕

〔
以
上
〕
も
ろ
も
ろ
の
主
張
冒
肩
鯉
を
観
察
す
と
い
え
ど
も
、
〔
生
ず
る
こ
と
の
〕
不
合
理
な
る
こ
と
を
説
い
て
〔
遮
遣
す
る
〕
故
に

か
の
〔
生
の
遮
遣
〕
が
認
容
せ
ら
れ
た
る
冒
国
四
目
苗
に
よ
っ
て
過
失
は
な
い
。

か
く
の
ご
と
く
、
し
ば
ら
く
、
諸
法
は
自
よ
り
生
ず
る
こ
と
が
無
い
の
で
あ
る
。

、
王
コ
し
。
・

ニ
ニ
ロ
ニ
ニ
同
フ
ラ
ー
サ
ン
ギ
ヵ
の
月
称
の
「
入
中
論
」
の
自
生
の
否
定
（
小
川
一
乗
著
「
空
性
思
想
の
研
究
」
四
九
’
五
九
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

註
①
絶
対
否
定
と
相
待
否
定
は
、
清
弁
の
中
論
学
心
髄
の
疏
・
思
択
炎
第
三
章
の
第
二
六
偶
下
の
長
行
釈
に
出
て
い
る
。
「
密
教
文
化
」
第
二
九
号
六

頁
参
照
。
な
お
、
前
記
の
「
空
性
思
想
の
研
究
」
の
四
八
頁
に
も
出
て
い
る
か
ら
参
照
さ
れ
た
い
。

②
月
称
造
、
中
論
釈
和
訳
Ｉ
、
三
五
頁
参
照
。

④
同
書
、
一
九
・
二
○
頁
参
照
。

③
同
書
、
二
三
頁
参
照
。
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