
中
国
の
佛
教
界
に
お
い
て
「
佛
性
」
の
問
題
が
本
格
的
に
取
り

上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
『
混
藥
経
』

の
伝
来
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
東
晋
の
法
顕
が
将
来

し
た
『
大
般
泥
疸
経
』
六
巻
が
漢
訳
せ
ら
れ
（
義
煕
十
四
年
造
巴
、

北
涼
の
曇
無
識
が
『
大
般
混
盤
経
』
四
十
巻
を
訳
出
し
（
玄
始
十
年

虚
己
、
更
に
こ
の
二
訳
に
基
づ
い
て
、
劉
宋
の
慧
厳
・
慧
観
・
謝

霊
運
ら
が
再
治
本
三
十
六
巻
を
編
ん
だ
こ
と
に
よ
り
、
「
如
来
常

住
」
と
し
て
示
さ
れ
た
佛
身
に
関
す
る
議
論
と
、
．
關
提
成
佛
」

を
含
め
て
．
切
衆
生
悉
有
佛
性
」
と
云
わ
れ
る
佛
性
に
つ
い
て

の
論
議
が
に
わ
か
に
活
況
を
呈
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
佛
の
本
性
を
問
う
意
味
で
の
佛
性
と
、
衆
生
の
成
佛
の

可
能
性
と
し
て
の
佛
性
と
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
す

中
国
佛
教
に
お
け
る
佛
性
思
想
の
一
側
面

I■■■■■

る
論
究
が
種
々
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、

南
朝
に
お
い
て
義
学
の
面
で
の
研
究
が
栄
え
＄
そ
の
成
果
を
梁
代

に
至
っ
て
『
大
般
浬
繋
経
集
解
』
七
十
一
巻
と
し
て
と
り
ま
と
め

ら
れ
た
（
天
監
九
年
日
ｅ
の
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
「
浬
藥
経
』
研
究
は
、
こ
の
経
の
伝
来
以
前
に
漢

訳
さ
れ
て
い
た
大
乗
諸
経
論
に
つ
い
て
の
研
究
、
特
に
鳰
摩
羅
什

が
大
き
く
華
を
開
か
せ
た
般
若
学
、
法
華
学
の
継
承
発
展
と
い
う

形
態
を
と
り
つ
つ
進
め
ら
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
つ
ま

り
、
「
如
来
常
住
」
と
い
う
こ
と
も
。
切
衆
生
悉
有
佛
性
」
と

い
う
こ
と
も
、
そ
れ
以
前
に
教
界
に
広
く
知
ら
れ
て
い
た
経
説
の

延
長
線
上
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、

『
法
華
経
』
「
如
来
寿
量
品
」
に
は
、

我
、
成
佛
し
て
よ
り
已
来
、
甚
だ
大
い
に
久
遠
な
り
。
寿
命

無
量
阿
僧
祇
劫
、
常
に
住
し
て
減
せ
ず
。
（
目
Ｐ
だ
。
）

占
田

和

弘
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と
云
い
、
ま
た

衆
生
を
度
せ
ん
が
為
の
故
に
、
方
便
し
て
浬
樂
を
現
ず
。
而

も
実
に
は
滅
度
せ
ず
、
常
に
此
に
住
し
て
法
を
説
く
。
（
畠
ご

と
説
か
れ
て
い
て
、
寿
量
長
遠
の
佛
身
と
混
梁
の
意
義
と
が
教
界

に
明
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
更
に
ま
た
、
『
法
華
経
』
に
声

聞
に
対
し
て
当
来
成
佛
の
記
別
が
与
え
ら
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な

く
、
『
維
摩
経
」
「
佛
道
品
」
に
よ
れ
ば
、

何
ら
を
か
如
来
の
種
と
為
す
。
。
：
…
有
身
を
種
と
為
し
、
無

明
・
有
愛
を
種
と
為
し
、
貧
・
志
・
擬
を
種
と
為
し
、
四
顛

倒
を
種
と
為
し
、
五
蓋
を
種
と
為
し
、
六
入
を
種
と
為
し
、

七
識
処
を
種
と
な
し
、
八
邪
法
を
種
と
為
し
、
九
悩
処
を
種

と
為
し
、
十
不
善
道
を
種
と
為
す
。
要
を
以
て
之
を
云
わ

ぱ
、
六
十
二
見
及
び
一
切
の
煩
悩
、
皆
是
れ
佛
の
種
な
り
。

（
目
．
］
心
“
、
吟
や
囚
‐
ず
）

と
力
説
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
悉
有
佛
性
説
を
予
想
せ
し
め
る
経

説
が
既
に
知
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

『
高
僧
伝
』
に
よ
る
と
、
盧
山
の
慧
遠
は
『
浬
樂
経
』
の
教
説
を

知
る
こ
と
な
く
残
し
た
が
、
「
如
来
常
住
」
に
つ
い
て
適
確
な
理

解
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
記
事
を
伝
え
て
い
る
。

中
土
に
未
だ
泥
疸
常
住
の
説
あ
ら
ず
、
但
、
寿
命
長
遠
と
言

う
の
み
。
遠
乃
ち
歎
じ
て
曰
く
、
佛
は
是
れ
至
極
な
り
。
至

極
な
れ
ば
則
ち
変
る
こ
と
な
し
。
無
変
の
理
、
豈
、
窮
す
る

こ
と
あ
ら
ん
や
、
と
。
因
り
て
「
法
性
論
』
を
著
わ
し
て
曰
く
、

至
極
は
不
変
を
以
て
性
と
為
す
。
性
を
得
る
は
極
を
体
す
る

を
以
て
宗
と
為
す
、
と
。
羅
什
、
論
を
見
て
歎
じ
て
曰
く
、

辺
国
の
人
、
未
だ
経
あ
ら
ざ
る
に
、
便
ち
闇
に
理
と
合
す
。

豈
、
妙
な
ら
ず
や
、
と
。
（
巻
六
、
慧
遠
伝
、
目
ｇ
》
盟
冒
）

こ
れ
は
、
後
代
の
慧
皎
が
事
の
結
果
か
ら
見
て
行
な
っ
た
評
伝
で

あ
っ
て
、
多
少
の
誇
張
を
割
引
い
て
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
が
、

す
で
に
慧
遠
が
佛
の
本
性
の
永
遠
性
に
着
目
し
て
い
た
こ
と
を
知

る
手
が
か
り
に
は
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
慧
遠
の
『
法
性
論
』

の
根
拠
と
し
て
慧
皎
が
指
摘
す
る
通
り
『
法
華
経
』
「
寿
量
品
」

の
所
説
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
充
分
に
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
ま
た
、
鳩
摩
羅
什
門
下
の
秀
傑
と
躯
わ
れ
た
僧
肇
は
、
先
掲

の
『
維
摩
経
』
「
佛
道
品
」
の
経
文
に
注
を
施
し
、

塵
労
の
衆
生
、
即
ち
佛
道
を
成
じ
、
更
に
異
人
の
成
佛
す
る

無
し
。
故
に
是
れ
佛
種
な
り
。
（
「
注
維
摩
詰
経
」
巻
七
、
貝
認
《

＄
蟹
）

と
述
尋
へ
、
衆
生
の
成
佛
の
可
能
性
と
そ
の
根
拠
を
示
し
て
い
る
。

極
く
わ
ず
か
な
例
を
見
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
こ
う
し
て
『
法

華
』
や
『
維
摩
』
の
経
説
が
時
人
の
親
し
む
と
こ
ろ
と
な
っ
て
十

余
年
、
如
来
の
本
性
と
衆
生
の
成
佛
の
可
能
性
と
を
じ
っ
く
り
と
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説
き
明
す
『
浬
藥
経
』
が
紹
介
せ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
『
法
華
」

『
維
摩
』
あ
る
い
は
「
般
若
』
と
云
っ
た
諸
経
に
基
づ
い
て
形
成

さ
れ
て
き
た
教
義
学
を
素
地
と
し
て
『
浬
藥
経
』
の
教
説
を
受
け

容
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
佛
性
思
想
は
、
一

乗
思
想
や
般
若
思
想
と
の
連
関
の
上
で
展
開
し
た
と
見
る
籍
へ
き
で

あ
る
。
そ
し
て
南
北
両
地
に
、
そ
れ
ぞ
れ
特
色
あ
る
浬
盤
学
を
形

成
せ
し
め
る
そ
の
端
緒
お
よ
び
過
程
に
、
更
に
佛
性
・
如
来
蔵
を

説
く
諸
経
が
伝
訳
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
東
晋
の
佛

陀
駁
陀
羅
が
『
大
方
等
如
来
蔵
経
』
を
訳
し
（
元
煕
二
年
侭
ｅ
、
劉

宋
の
求
那
賊
陀
羅
が
『
勝
鬘
経
』
を
訳
し
（
元
嘉
十
三
年
畠
ｅ
、
北

魏
の
菩
提
流
支
が
『
不
増
不
滅
経
』
を
訳
し
（
正
光
六
年
闇
巴
、
梁

の
真
諦
が
『
無
上
依
経
』
を
訳
し
た
（
太
平
二
年
訊
己
な
ど
の
こ

と
が
そ
の
例
な
の
で
あ
る
。
六
朝
時
代
に
お
け
る
こ
う
し
た
佛
性

思
想
の
展
開
が
、
や
が
て
陦
唐
の
時
代
に
至
っ
て
、
浄
影
慧
遠
の

「
理
心
二
佛
性
説
」
、
天
台
智
顎
の
「
三
因
佛
性
説
」
、
嘉
祥
吉
蔵

の
「
五
種
佛
性
説
」
な
ど
と
し
て
大
き
く
結
実
す
る
こ
と
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。

以
上
に
一
瞥
し
て
き
た
と
こ
ろ
は
、
い
わ
ば
佛
性
思
想
の
教
学

上
の
展
開
で
あ
っ
た
。
専
ら
経
説
に
密
着
し
た
形
の
佛
性
思
想
の

中
国
的
な
展
開
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
と
は
や
や
趣
を
異
に

し
て
、
佛
性
を
め
ぐ
る
論
議
が
同
じ
六
朝
時
代
に
大
き
く
巻
き
起

神
滅
不
滅
の
論
は
、
イ
ン
ド
固
有
の
生
天
思
想
、
お
よ
び
佛
教

の
教
説
の
根
幹
を
な
す
業
の
思
想
が
、
或
い
は
外
来
僧
に
よ
り
、

或
い
は
伝
訳
経
典
に
よ
っ
て
、
中
国
社
会
に
紹
介
さ
れ
た
の
に
始

ま
る
。
新
来
の
佛
教
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
、
文
化
的
、
思
想
的
、

政
治
的
に
誇
り
の
高
い
中
国
の
伝
統
的
思
惟
と
の
間
に
大
き
な
摩

っ
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
史
上
に
有
名

な
神
滅
不
滅
の
論
諄
の
中
に
、
「
浬
漿
経
』
を
主
と
し
た
佛
性
説

①

が
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
と
も
と
、
神
滅
不

滅
の
論
議
は
、
業
報
輪
廻
を
唱
道
す
る
佛
家
の
根
本
条
理
と
、
輪

廻
説
を
受
容
し
き
れ
ず
に
こ
れ
を
拒
絶
し
よ
う
と
し
た
儒
道
二
教

の
立
場
と
の
対
立
抗
争
で
あ
っ
て
、
大
乗
佛
教
の
正
統
的
理
解
、

あ
る
い
は
先
に
述
べ
た
よ
う
な
教
学
的
な
佛
性
論
議
か
ら
す
れ
ば
、

お
よ
そ
問
題
に
も
な
ら
な
い
性
質
の
論
争
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
古
く
後
漢
以
来
、
思
想
界
に
お
い
て
容
易

に
収
拾
で
き
な
い
難
問
題
と
な
っ
て
き
た
事
柄
に
つ
い
て
、
佛
性

説
を
援
川
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
打
開
策
が
模
索
さ
れ
た

と
す
れ
ば
、
そ
れ
の
教
義
学
か
ら
見
た
適
否
は
と
も
か
く
と
し
て
、

佛
性
に
関
す
る
一
つ
の
思
想
化
の
営
み
で
あ
っ
た
と
云
え
る
で
あ

う
（
一
幸
「
ノ
○

｜
’
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擦
を
起
す
こ
と
に
な
っ
た
が
、
伝
統
思
想
か
ら
投
げ
か
け
ら
れ
る

佛
教
へ
の
驚
艤
、
も
し
く
は
排
撃
の
眼
は
、
佛
教
の
あ
ら
ゆ
る
要

素
の
中
で
先
ず
業
報
の
問
題
に
向
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
現
世
主

義
の
伝
統
的
人
生
観
が
民
心
を
支
配
し
、
せ
い
ぜ
い
長
生
不
老
を

願
望
す
る
に
と
ど
ま
り
、
ま
た
、
行
為
の
善
悪
に
よ
る
果
報
は
、

行
為
者
個
な
の
問
題
と
し
て
よ
り
も
、
子
孫
家
系
に
累
が
及
ぶ
こ

と
に
重
点
を
置
い
て
考
え
る
精
神
風
土
の
中
に
、
三
世
に
わ
た
る

個
的
な
業
報
と
輪
廻
の
思
想
を
佛
教
が
持
ち
込
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
議
論
は
、
業
報
を
負
う
べ
き
何
ら
か
の
主
体
が
三
世
に
わ

た
っ
て
輪
廻
す
る
の
か
否
か
の
点
に
集
中
し
た
が
、
こ
の
と
き
、

そ
の
主
体
と
な
る
も
の
が
「
魂
晩
」
と
か
「
霊
魂
」
と
か
と
同
義

の
「
神
」
と
い
う
概
念
で
も
っ
て
把
握
さ
れ
て
、
肉
体
の
死
と
と

も
に
霊
魂
も
死
滅
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
肉
体
の
死
後
も

霊
魂
が
な
お
存
続
し
得
る
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
と
す
る
考
え

か
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
形
神
倶
滅
諭
」
が
立
て
ら
れ
、
佛
教
が
批
難

を
浴
び
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
佛
家
の
側
か
ら
は
、
三
世

の
事
実
を
見
通
す
佛
教
が
、
事
を
一
世
に
限
る
儒
道
両
家
の
説
よ

り
も
深
遠
で
あ
る
と
し
、
そ
の
深
遠
な
る
も
の
を
い
わ
ば
凡
夫
の

狭
量
に
よ
っ
て
不
可
見
な
る
故
を
以
て
不
真
と
す
る
に
は
当
ら
な

い
と
し
て
応
酬
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
応
酬
を
迫
ら
れ
た
佛
家

の
説
に
は
大
き
な
問
題
を
残
す
こ
と
と
な
っ
た
。
佛
家
の
側
に
佛

教
教
義
、
特
に
業
論
に
つ
い
て
充
分
な
理
解
が
な
か
っ
た
た
め
か
、

或
い
は
民
衆
教
化
の
た
め
に
敢
て
そ
の
挙
に
出
た
た
め
か
、
恐
ら

く
は
そ
の
両
方
の
理
由
に
よ
っ
て
、
神
不
滅
の
論
を
立
て
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
業
報
輪
廻
の
思
想
は
、
上
述
の
如
き

意
味
で
の
「
神
」
の
減
不
滅
の
議
論
と
は
質
を
異
に
す
べ
き
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
中
国
の
佛
教
は
、
一
世
紀
と
さ
れ
る
そ
の

伝
来
の
当
初
か
ら
、
一
方
で
は
大
乗
の
空
思
想
を
受
容
し
、
ま
た

そ
れ
を
深
め
つ
つ
も
、
他
方
で
は
佛
教
の
基
本
を
な
す
無
我
説
と

岻
触
す
る
神
我
の
実
在
論
に
落
ち
込
む
危
険
を
冒
し
て
し
ま
っ
た

②

と
云
え
る
の
で
あ
る
。

中
国
佛
教
は
、
五
世
紀
初
頭
に
来
華
し
た
鳩
摩
羅
什
の
訳
業
に

よ
っ
て
文
字
通
り
飛
朧
的
な
発
展
を
遂
げ
た
と
見
て
異
論
の
な
い

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
後
漢
以
降
、
絶
え
間
な
く
深
め
ら
れ
て
き
た

般
若
学
に
お
い
て
彼
は
絶
大
な
威
力
を
発
揮
し
た
。
般
若
系
諸
経

を
重
訳
す
る
と
共
に
イ
ン
ド
の
中
観
佛
教
の
最
高
権
威
た
る
龍
樹

の
諭
書
を
漢
訳
し
て
、
空
思
想
の
極
致
を
伝
え
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
に
ま
た
、
先
に
一
言
し
た
よ
う
に
、
「
如
来
常
住
」
「
悉
有
佛

性
」
を
予
測
せ
し
め
る
『
法
華
経
』
『
維
摩
経
』
の
教
説
を
定
着

さ
せ
た
の
で
あ
る
。
鳩
摩
羅
什
所
伝
の
こ
う
し
た
大
乗
教
義
を
迎

え
容
れ
、
こ
れ
を
岨
畷
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
に
ま
さ
し
く
中

国
的
佛
教
の
確
立
を
計
る
営
み
が
同
時
代
に
開
始
さ
れ
た
と
い
う
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こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
役
目
を
荷
負
っ
た
代
表
的
指
導
者
が
盧

山
の
慧
遠
で
あ
っ
た
。

慧
遠
の
思
想
の
基
調
は
儒
佛
二
教
の
統
合
調
和
に
あ
る
と
云
え

る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
『
沙
門
不
敬
王
者
論
』
に
、

常
に
以
為
ら
く
、
道
法
（
佛
法
）
と
名
教
（
儒
教
）
、
如
来
と

堯
孔
と
、
発
致
殊
る
と
雌
も
、
潜
か
に
相
い
影
響
す
。
出
処

誠
に
異
る
も
、
終
期
は
則
ち
同
じ
。
詳
ら
か
に
之
を
弁
ず
れ

ば
、
指
帰
見
る
可
し
。
（
「
体
極
不
兼
応
」
の
章
、
『
弘
明
集
』
巻

五
、
目
．
固
唾
曽
騨
）

な
ど
と
い
う
の
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。
い
ま
は
詳
論
に
わ
た
る
余

裕
は
な
い
が
、
要
す
る
に
、
佛
教
と
か
儒
教
と
し
て
、
教
相
の
上

で
互
い
に
相
違
す
る
表
現
態
の
限
界
内
で
真
実
性
の
把
握
に
努
め

る
と
い
う
の
で
は
な
く
し
て
、
そ
れ
ら
の
教
説
が
指
し
示
そ
う
と

し
て
い
る
超
越
的
な
真
理
そ
の
も
の
に
冥
合
す
る
こ
と
を
志
向
す

る
の
で
あ
る
。
慧
遠
は
ま
た
、
業
報
輪
廻
の
説
に
疑
念
を
抱
い
た

り
、
こ
れ
を
否
認
し
た
り
す
る
立
場
に
対
し
て
は
、
『
三
報
諭
』

や
『
明
報
応
論
』
を
著
わ
し
て
論
駁
を
加
え
、
神
滅
論
に
対
し
て

は
、
『
沙
門
不
敬
王
者
論
』
の
中
に
「
形
尽
神
不
滅
」
と
題
す
る

一
章
を
立
て
て
（
い
ず
れ
も
「
弘
明
集
』
巻
五
所
収
）
、
反
論
す
る
の

で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
も
、

本
に
反
り
て
宗
を
求
む
れ
ば
、
生
を
以
て
其
の
神
を
累
せ
ず
、

塵
封
を
超
落
す
れ
ば
、
情
を
以
て
其
の
生
を
累
せ
ず
。
情
を

以
て
其
の
生
を
累
せ
ざ
れ
ぱ
、
則
ち
生
は
減
す
べ
し
。
生
を

以
て
其
の
神
を
累
せ
ざ
れ
ぱ
、
則
ち
神
は
冥
す
尋
へ
し
。
神
を

冥
し
境
を
絶
す
る
が
故
に
之
を
泥
疸
と
謂
う
。
泥
疸
の
名
、

豈
＄
虚
称
な
ら
ん
や
。
（
「
沙
門
不
敬
王
者
論
』
「
求
宗
不
順
化
』

の
一
早
、
目
．
、
画
岬
い
つ
○
）

と
述
べ
、
ま
た
、

夫
れ
神
と
は
何
ぞ
や
。
粘
極
に
し
て
霊
な
る
も
の
な
り
。
精
、

極
ま
れ
ば
則
ち
封
象
の
図
る
所
に
非
ず
。
故
に
聖
人
は
、

「
物
よ
り
妙
な
る
」
を
以
て
言
と
為
せ
り
。
上
智
有
り
と
雌

も
、
な
お
其
の
体
状
を
定
め
、
其
の
幽
致
を
窮
む
る
こ
と
能

わ
ざ
る
な
り
。
（
同
右
、
「
形
尽
神
不
滅
」
の
章
、
目
閤
》
臼
。
）

と
説
い
て
い
る
が
、
「
本
に
反
っ
て
宗
を
求
め
る
」
と
い
う
根
源

究
極
の
と
こ
ろ
で
は
、
業
報
輪
廻
を
承
認
す
る
か
否
か
の
対
立
の

関
係
や
、
「
神
」
が
減
す
る
か
不
滅
で
あ
る
か
と
い
う
よ
う
な
枝

末
的
矛
盾
の
関
係
な
ど
、
現
世
の
範
囲
内
で
の
時
間
的
な
因
果
と

か
、
存
在
上
の
有
無
と
か
は
、
も
は
や
問
題
で
は
な
く
し
て
、
時

間
的
に
も
空
間
的
に
も
無
限
な
る
境
に
冥
合
す
る
こ
と
こ
そ
が
要

請
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
、
儒
佛
の

立
場
上
の
相
違
を
は
る
か
に
越
え
た
真
実
の
境
地
を
浬
藥
と
名
づ

け
る
の
で
あ
る
。
従
来
、
減
す
る
の
か
不
滅
で
あ
る
の
か
と
い
う

20



こ
と
で
、
対
立
関
係
を
解
消
し
得
な
か
っ
た
「
神
」
を
、
そ
の
よ

う
な
浬
梁
と
の
関
係
で
語
る
こ
と
に
よ
り
、
法
性
身
と
も
い
う
、
へ

③

き
普
遍
の
主
体
と
し
て
論
ず
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
慧

遠
は
、
中
国
佛
教
と
し
て
は
理
解
に
難
渋
す
る
業
報
の
問
題
を
儒

佛
の
対
立
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
解
決
を
計
り
、
そ
こ
か
ら
生
じ
た
‐

神
滅
不
滅
と
い
う
い
か
に
も
中
国
的
課
題
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を

「
超
越
的
な
普
遍
性
」
に
昇
華
さ
せ
て
、
普
遍
の
佛
性
を
暗
示
す

る
か
の
よ
う
な
所
論
に
よ
っ
て
、
大
乗
佛
教
の
大
き
な
思
想
の
流

れ
に
沿
っ
た
と
云
っ
て
よ
い
よ
う
な
解
答
を
模
索
し
得
た
の
で
あ

っ
た
Ｏし

か
し
、
そ
れ
で
問
題
が
解
消
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
慧
遠

の
後
も
、
そ
れ
に
も
増
し
て
盛
ん
に
神
滅
不
滅
の
論
諄
は
繰
り
返

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
顕
著
な
例
を
あ
げ
る
と
、
慧
遠
の
直

後
～
劉
宋
の
慧
琳
が
か
の
悪
名
高
い
『
白
黒
論
』
を
著
わ
し
て
神

④

不
滅
の
論
に
疑
難
を
投
じ
（
『
宋
書
』
巻
九
十
七
所
収
）
、
何
承
天
が

『
達
性
論
』
を
著
わ
し
て
こ
れ
に
加
担
し
た
の
に
対
し
て
、
慧
遠

門
下
の
宗
炳
が
『
明
佛
論
」
を
著
わ
し
て
反
論
し
、
顔
延
之
が
こ

れ
に
加
勢
し
（
い
ず
れ
も
『
弘
明
集
』
巻
四
所
載
）
、
或
い
は
、
南
斉

の
苑
槇
が
厳
し
い
「
神
滅
論
』
を
発
表
し
た
（
『
梁
書
』
巻
四
十
八

所
収
）
の
に
対
し
て
、
荊
深
・
曹
思
文
が
論
駁
し
（
「
弘
明
集
』
巻
八

所
収
）
、
沈
約
も
こ
れ
に
加
わ
っ
て
苑
槇
を
難
じ
（
『
広
弘
明
集
』
巻

二
十
二
所
載
）
、
こ
れ
に
伴
っ
て
梁
武
帝
が
「
神
明
成
佛
義
」
を
立

て
、
ま
た
『
勅
答
臣
下
神
滅
諭
』
を
公
表
す
る
な
ど
し
て
大
々
的

に
思
想
界
を
巻
き
込
ん
だ
形
で
の
神
不
滅
論
を
展
開
さ
せ
た
（
『
弘

明
集
』
巻
九
お
よ
び
十
所
載
の
諸
論
）
こ
と
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
梁

武
帝
の
場
合
、
「
神
明
成
佛
」
と
い
う
の
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
な

如
く
、
神
不
滅
と
い
う
と
き
の
「
神
明
」
と
「
成
佛
」
の
問
題
と

を
、
表
現
上
い
わ
ば
無
条
件
に
接
合
さ
せ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
慧

遠
以
後
、
『
浬
盤
経
』
の
導
入
に
よ
っ
て
起
っ
た
神
不
滅
論
の
新

し
い
様
相
で
あ
っ
た
と
云
え
る
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
業
報
論
と

神
不
滅
論
と
佛
性
論
と
は
、
原
理
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
別
種
の
事
柄

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
業
報
の
論
は
文
字
通
り
業
縁
を
納
得
す

る
純
粋
に
佛
教
的
課
題
で
あ
る
。
神
不
滅
論
は
業
報
説
の
受
容
に

触
発
さ
れ
て
起
っ
た
と
は
云
え
、
佛
教
の
基
本
に
背
反
し
か
ね
な

い
専
ら
中
国
的
要
請
に
基
づ
く
話
題
で
あ
る
。
佛
性
論
は
佛
陀
観

の
変
遷
に
始
ま
っ
て
、
イ
ン
ド
佛
教
が
永
い
歳
月
を
費
し
て
醸
し

出
し
て
き
た
大
乗
精
神
の
一
つ
の
結
論
と
も
称
す
べ
き
も
の
で
あ

っ
て
、
し
か
も
そ
れ
は
、
或
い
は
級
密
な
阿
毘
達
磨
諭
書
と
対
抗

し
つ
つ
、
或
い
は
『
般
若
』
『
維
摩
」
『
法
華
』
『
首
傍
厳
三
味
』

な
ど
と
い
う
如
き
大
乗
諸
経
典
を
踏
み
越
え
て
き
た
一
つ
の
結
果

と
し
て
の
「
常
住
」
で
あ
り
「
悉
有
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

中
国
の
佛
教
は
、
初
め
業
論
に
理
解
を
欠
く
素
朴
な
虚
無
論
に
対
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嘉
祥
吉
蔵
は
、
そ
の
『
大
乗
玄
諭
』
（
巻
三
）
の
「
佛
性
義
」
に
、

古
来
相
伝
し
た
と
い
う
佛
性
に
関
す
る
十
一
家
の
異
説
を
列
挙
し
、

そ
の
一
々
を
破
析
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
目
下
の
話
題
か
ら
す

れ
ば
、

第
三
師
は
、
心
を
以
て
正
因
佛
性
と
為
す
。
故
に
経
（
浬
梁
経

師
子
軋
品
）
に
云
う
、
凡
そ
心
あ
る
者
は
必
ず
定
ん
で
当
に
無

上
菩
提
を
得
謬
へ
し
、
と
。
心
識
は
木
石
無
情
の
物
に
異
な
る

を
以
て
、
研
習
す
れ
ば
必
ず
成
佛
す
る
を
得
。
故
に
知
ん
ぬ
、

心
は
是
れ
正
因
佛
性
な
る
を
。
角
．
急
“
閾
？
。
）

と
紹
介
し
、
ま
た
、

第
四
師
は
、
冥
伝
不
朽
な
る
を
以
て
正
因
佛
性
と
為
す
。
此

釈
は
前
の
心
を
以
て
正
因
佛
性
と
為
す
に
は
異
る
。
何
と
な

抗
す
る
の
に
単
純
な
実
在
論
に
似
た
神
不
滅
論
を
以
て
し
、
や
が

て
、
業
報
説
と
神
明
説
が
孕
む
対
立
や
矛
盾
を
慧
遠
の
と
き
に

「
法
性
」
と
云
っ
て
よ
い
よ
う
な
「
越
超
的
な
普
遍
性
」
を
以
て

統
合
を
試
み
、
更
に
『
浬
梁
経
』
の
伝
訳
を
契
機
と
し
て
、
そ
の

「
普
遍
性
」
を
「
常
我
」
に
移
し
変
え
、
そ
の
結
果
、
素
朴
な
実

在
論
に
紛
う
形
の
神
明
論
に
舞
い
戻
る
と
い
う
、
そ
の
よ
う
な
経

過
を
辿
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

三

ら
ぱ
、
今
は
直
に
神
識
に
冥
伝
不
朽
の
性
あ
る
を
明
し
、
此

の
用
を
説
き
て
正
因
と
為
す
の
み
な
れ
ば
な
り
。
（
謂
○
）

と
云
い
、
更
に
、

第
六
師
は
、
真
神
を
以
て
正
因
佛
性
と
為
す
。
若
し
真
神
無

く
ん
ぱ
、
那
ぞ
真
佛
を
成
ず
る
を
得
ん
や
。
故
に
知
ん
ね
、

真
佛
を
正
因
佛
性
と
為
す
を
。
（
同
右
）

な
ど
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
佛
性
を
或
い
は
心
と

し
て
、
或
い
は
真
神
と
し
て
、
或
い
は
冥
伝
不
朽
な
る
も
の
と
し

て
と
ら
え
て
い
る
例
だ
か
ら
で
あ
る
。
均
正
の
『
四
諭
玄
義
』
に

依
っ
た
か
、
或
い
は
両
者
が
共
通
し
て
依
拠
し
た
説
に
従
っ
た
か

ら
で
あ
ろ
う
が
、
均
正
は
、
右
の
第
三
師
を
定
林
寺
僧
柔
・
開
善

寺
智
蔵
に
、
第
四
師
を
中
寺
法
安
に
、
第
六
師
を
梁
武
帝
に
、
そ

⑤

れ
ぞ
れ
比
定
し
て
い
る
食
．
号
型
・
辱
怠
。
‐
ミ
鯉
）
。
均
正
も
吉
蔵

も
諸
説
を
並
列
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
た
め
か
、
真
神
や
冥
伝

不
朽
な
る
も
の
な
ど
を
い
う
、
専
ら
中
国
的
な
関
心
に
基
づ
く
神

不
滅
論
に
つ
な
が
る
所
見
と
、
他
の
阿
梨
耶
識
や
第
一
義
空
な
ど

を
正
因
佛
社
と
為
す
見
解
と
を
、
あ
ま
り
に
も
嬬
蹄
な
く
区
別
せ

ず
に
済
ま
せ
て
い
る
こ
と
は
、
本
稿
で
の
考
察
か
ら
す
れ
ば
問
題

⑥

な
し
と
は
し
な
い
。
だ
が
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
均
正
や
吉
蔵
の

指
摘
を
見
れ
ば
、
佛
性
義
と
神
不
滅
論
と
の
接
合
が
、
単
に
南
朝

の
道
俗
の
間
の
神
滅
不
滅
の
論
争
の
打
解
策
と
し
て
試
み
ら
れ
た
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と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
本
格
的
な
義
学
僧
に
よ
る
『
浬
藥
経
』

研
究
に
際
し
て
も
、
神
明
論
の
影
が
濃
厚
に
映
っ
て
い
る
こ
と
が

知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
右
の
第
三
師
の
所
言
の
「
心
」
と
い
う
の

は
、
あ
ま
り
は
っ
き
り
と
は
し
な
い
が
、
い
ま
問
題
と
し
て
い
る

神
に
つ
な
が
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
果
し
て
吉
蔵
が
、

前
の
第
三
師
、
心
を
以
て
正
因
佛
性
と
為
す
は
然
ら
ず
。
経

に
、
心
有
ら
ば
＄
必
ず
菩
提
を
得
と
云
う
は
、
此
れ
心
有
る

者
は
必
ず
菩
提
を
得
る
を
明
す
の
み
。
何
れ
の
時
に
か
心
是

れ
正
因
佛
性
な
り
と
言
う
や
。
時
に
此
の
如
き
謬
有
る
を
畏

る
る
が
故
に
、
即
ち
下
の
経
に
、
心
は
是
れ
無
常
な
り
、
佛

性
は
常
な
る
が
故
に
心
は
佛
性
に
非
ざ
る
な
り
と
云
う
。
経

既
に
分
明
に
心
は
佛
性
に
非
ず
と
言
う
も
、
而
も
強
い
て
是

を
言
わ
ば
、
豈
、
佛
と
共
に
謡
う
に
非
ざ
ら
ん
や
。
（
門
．
急
“

い
⑤
ず
）

と
云
っ
て
破
析
す
る
の
は
、
至
極
尤
も
な
こ
と
で
あ
る
。
第
四
師

の
「
冥
伝
不
朽
」
は
＄
如
何
に
も
霊
魂
の
よ
う
な
神
を
想
わ
せ
る
。

吉
蔵
は
先
の
「
心
」
に
つ
い
て
の
所
見
が
成
り
立
た
た
な
い
か
ら
、

「
心
」
の
用
で
あ
る
冥
伝
不
朽
な
ど
は
論
外
だ
と
云
わ
ぬ
ば
か
り

に
一
蹴
し
て
い
る
。
次
に
第
六
師
に
つ
い
て
は
、
吉
蔵
は
論
破
を

省
略
し
て
い
る
が
、
均
正
は
こ
れ
を
、

心
に
不
失
の
性
あ
り
、
真
神
を
正
因
の
体
と
な
す
。
已
に
身

内
に
在
ら
ぱ
、
木
石
等
の
心
性
に
非
ざ
る
物
に
異
る
。
此
の

意
の
因
中
に
已
に
真
神
の
性
あ
り
、
故
に
能
く
真
の
佛
果
を

得
。
故
に
大
経
の
如
来
性
品
の
初
め
に
言
う
、
我
と
は
即
ち

是
れ
如
来
蔵
の
義
な
り
、
一
切
衆
生
に
佛
性
あ
り
、
即
ち
是

れ
我
の
義
な
り
、
と
。
倉
自
１
塁
ｌ
岸
怠
ｏ
ｌ
ｅ

と
述
寺
へ
て
、
武
帝
の
「
真
神
」
の
意
味
を
説
明
し
て
い
る
。

い
ま
、
武
帝
の
場
合
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
武
帝
が
前
述
の
通
り

『
神
明
成
佛
義
』
を
著
わ
し
て
、
苑
槙
の
『
神
滅
論
』
に
対
抗
し

て
『
勅
答
臣
下
神
滅
論
』
を
法
雲
を
通
じ
て
公
王
朝
責
に
示
し
た

の
と
、
佛
性
義
と
し
て
立
て
た
「
真
神
」
の
説
を
考
え
合
わ
せ
る

と
、
単
純
に
業
報
輪
廻
の
主
体
た
る
神
を
実
体
と
し
て
認
め
て
い

た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
に
し
て
も
、
も
と
も
と
業
報
を
受
け
て
輪

廻
す
べ
き
も
の
と
し
て
の
「
神
」
を
佛
性
と
し
て
の
「
直
神
」
に

す
り
変
え
て
い
る
と
も
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
『
神
明
成
佛
義
』

に
云
う
よ
う
に
、
「
心
」
を
「
本
（
１
体
）
」
と
し
て
立
て
、
そ
の

「
用
」
と
し
て
の
「
無
明
（
１
神
）
」
と
「
神
明
（
Ｉ
真
神
）
」
と
考

え
た
と
し
て
も
、
結
局
は
吉
蔵
に
論
破
さ
れ
る
よ
う
な
「
心
」
と

い
う
名
の
常
見
を
導
き
出
す
結
果
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
「
無
明
」

の
消
滅
が
同
時
に
「
神
明
」
の
消
滅
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
ら
な

い
よ
う
に
、
云
い
換
え
れ
ば
、
業
報
の
主
体
の
減
が
成
佛
の
主
体

の
減
に
直
結
し
な
い
よ
う
に
と
い
う
気
持
が
、
「
無
明
」
で
あ
り
、

りq
“し



以
上
の
よ
う
に
概
観
し
て
く
る
と
、
慧
遠
が
「
法
性
」
と
い
う
、

い
わ
ば
二
「
－
１
ト
ラ
ル
な
形
で
と
ら
え
、
ま
た
そ
れ
に
と
ど
め
た

神
滅
不
滅
の
論
争
へ
の
対
応
が
、
『
浬
藥
経
』
が
議
論
に
加
え
ら

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
に
「
佛
性
」
と
い
う
直
接
に
衆
生
の

本
質
的
あ
り
方
を
肯
定
す
る
論
拠
が
確
定
し
、
そ
の
た
め
に
ま
た
、

本
来
は
次
元
を
異
に
す
る
輪
廻
の
主
体
を
も
肯
定
す
る
際
の
論
法

が
生
み
出
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
神
不
滅
論
を
力
説

す
る
宗
炳
や
武
帝
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
慧
遠
の
場
合
は
消
極
的

に
「
法
性
」
と
か
「
法
性
身
」
と
か
し
か
云
え
な
か
っ
た
神
不
滅

ま
た
「
神
明
」
で
あ
る
よ
う
な
「
心
」
の
設
定
を
促
し
た
と
い
う

べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
．
切
の
煩
悩
、
皆
是
れ
佛
の
種
な
り
」

と
い
う
『
維
摩
経
』
の
論
理
を
含
ん
だ
と
し
て
も
、
煩
悩
と
佛
と

の
質
的
な
違
い
、
つ
ま
り
「
体
」
と
「
用
」
と
の
質
の
違
い
を
見

失
わ
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
煩
悩
の
消
滅
し
た
状
態
が
佛

で
あ
る
と
い
う
安
易
直
減
な
佛
教
観
が
そ
こ
に
う
か
が
わ
れ
は
し

な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
性
急
な
「
神
」
と
「
佛
性
」
と
の
整
合
は
、

朔
っ
て
、
宗
炳
の
『
明
佛
論
』
に
お
け
る
神
不
滅
の
論
に
も
う
か

が
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
言
及
を
差
し
控
え
て
、
稿

⑦

を
改
め
て
一
考
を
試
み
た
い
。

四

の
論
拠
を
、
凡
夫
の
－
１
佛
性
」
と
い
う
遙
か
に
積
極
的
な
観
点
か

ら
会
通
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
会
通
が
質

的
な
飛
躍
を
果
さ
な
か
っ
た
た
め
に
議
論
の
進
展
を
実
は
慧
遠
以

前
の
単
純
に
有
的
な
「
神
」
の
概
念
に
質
的
に
逆
戻
り
さ
せ
、
話

題
を
よ
り
複
雑
に
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

神
不
滅
論
と
佛
性
論
と
は
、
も
と
も
と
異
質
な
問
題
で
あ
る
べ

き
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
異
質
な
要
素
が
付
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

『
浬
藥
経
』
研
究
に
特
異
な
視
点
を
添
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
が
ま
た
、
南
朝
浬
薬
学
の
隆
盛
に
、
よ
り
拍
車
を
か

け
る
こ
と
と
な
り
、
史
上
に
見
ら
れ
る
通
り
、
義
学
の
発
展
が
見

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
佛
性
説
そ
の
も
の
は
、
不
純
な
要
素
を
含
む

た
め
に
や
や
偏
頗
な
姿
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、

イ
ン
ド
に
生
れ
育
っ
た
佛
性
の
教
説
が
、
具
体
的
に
中
国
社
会
で

一
つ
の
思
想
と
な
っ
て
は
た
ら
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
論
理
的
な
整
合
を
計
る
に
急
で
あ
っ
た
た
め
に
、
佛
性
の

教
説
が
力
強
い
宗
教
性
と
な
っ
て
現
わ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
儒

道
二
教
の
教
養
豊
か
な
南
朝
士
大
夫
の
佛
教
へ
の
関
心
の
限
界
で

あ
っ
た
と
云
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け

に
、
神
不
滅
論
は
、
特
に
南
朝
の
文
化
的
基
盤
に
お
い
て
こ
そ
展

開
し
得
た
佛
性
思
想
で
あ
っ
た
と
云
え
る
の
で
あ
る
。
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註
①
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
詳
し
い
指
摘
が
あ
る
。
津
田
左
右
吉

「
神
滅
不
滅
の
論
争
に
つ
い
て
」
（
『
東
洋
学
報
』
二
九
・
一
’
二
、

三
○
・
一
）

②
業
論
が
神
不
滅
論
と
い
う
形
で
展
開
す
る
こ
と
と
な
っ
た
そ
の
基

本
的
な
様
相
に
つ
い
て
は
、
曾
て
小
考
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、

い
ま
は
こ
の
問
題
に
立
ち
入
ら
ぬ
こ
と
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

雲
井
昭
善
編
著
『
業
思
想
研
究
」
に
所
載
の
拙
稿
「
初
期
中
国
佛
教

に
お
け
る
業
論
」
（
昭
和
五
十
四
年
二
月
、
平
楽
寺
書
店
刊
）

③
慧
遠
の
業
報
思
想
と
こ
れ
に
関
連
す
る
神
不
滅
論
に
つ
い
て
は
、

や
は
り
先
に
さ
さ
や
か
な
論
考
を
試
み
た
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
、
い

ま
は
そ
の
要
点
を
記
述
す
る
に
と
ど
め
た
。
拙
稿
「
報
応
論
と
神
不

滅
論
１
束
晋
佛
教
に
つ
い
て
の
一
考
察
ｌ
」
（
大
谷
大
学
研
究

年
報
、
第
三
十
一
集
、
昭
和
五
十
四
年
二
月
刊
）

④
本
稿
に
前
後
し
て
、
筆
者
は
慧
琳
が
提
起
し
た
問
題
点
と
そ
の
意

義
に
つ
い
て
一
考
し
た
こ
と
が
あ
る
。
拙
稿
「
慧
琳
の
白
黒
論
に
つ

い
て
」
（
森
三
樹
三
郎
博
士
頌
寿
記
念
「
東
洋
学
論
集
」
昭
和
五
十

四
年
十
一
月
、
同
記
念
事
業
会
刊
）

⑤
こ
の
佛
性
の
諸
釈
に
つ
い
て
は
、
湯
用
形
『
漢
魏
両
晋
南
北
朝
佛

教
史
』
第
十
七
章
に
整
理
し
て
標
示
さ
れ
て
い
る
。

⑥
こ
の
点
は
湯
氏
の
場
合
に
も
同
じ
不
満
が
残
る
。

⑦
宗
炳
に
つ
い
て
は
、
中
西
久
味
「
宗
炳
「
明
佛
論
」
に
つ
い
て
ｌ

そ
の
神
不
滅
論
形
成
の
一
側
面
ｌ
』
（
『
中
国
思
想
史
研
究
』
第
二

号
、
昭
和
五
十
三
年
、
京
都
大
学
中
国
哲
学
史
研
究
室
刊
）
に
、
そ

の
論
究
が
あ
る
。
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