
た

で
あ
ろ
う
○
当
麻
壘
荼
羅
が
民
間
に
有
名
に
な
つ
た
の
は
そ
れ

の
有
す
る
芸
術
的
価
値
で
は
な
く
、
そ
れ

の
成
立
を
讃
明
し
た
中

将
姫

の
縁
起
そ

の
も
の
で
あ
る
○

こ
の
曼
茶
羅
が
歴
史
上
に
持

つ

文
化
的
意
味
は
曼
荼
羅

の
芸
術
に
対
し
て
で
は
な
く
て
、
民
間

の

浄

土
信
仰
発
達

の
過
程
に
対
し
て
で
あ
る
」

(史
蹟
と
古
美
術
オ

五
巻
オ

一
号
)
と
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
持

つ
て
浄
土
信
仰

の

発
達
あ
る
い
は
教
化
等
を
み

つ
め
る
場
合
、
む
ず
か
し
い
教
理
、

思
想
を
べ
た
べ
た
並
べ
る
よ
り
、
教
化
方
法

の
対
象
と
な
る
具
体

性
が
い
か
に
必
要
で
あ
る
か
を
感
じ
さ
せ
る
o
鎌
倉
時
代
、
浄
土

思
想
が
盛
ん
に
も
り
上
が
り
、
こ
の
背
景
は
勿
論
戦
乱
や
天
災
地

変
、
末
法

思
想
に
伴
な
う
大
き
な
社
会
不
安
に
ょ
る
こ
と
は
い
う

ま

で
も
な
い
が
そ

の
結
果
、

こ
の
時
代
に
広
い
範
囲
に
わ
た

つ
て

当
麻
曼
荼
羅

の
模
本
が
流
行
し
、
今
日
そ
の
多
く
の
逸
品
を
み
る

の
で
あ
る
○
浄
土
教

の
宣

揚
に
中
将
姫
と
曼
荼
羅
の
関
係
は
頗
る

密
接
で
以
上
に
述
べ
た
如
く
で
あ
る
が
、

又
こ
の
縁
起
そ
の
も
の

の
内
容
の
上
に
於
い
て
も
光
明
寺
蔵
の
縁
起
あ
る
い
は
当
麻
曼
墓

羅

疏
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
本
願
尼
の
往
生
、
さ
ら
に
は
聖
衆
来

迎

の
場
面
、
最
後
中
将
姫
の
運
命
が
目
出
た
く
物
語
ら
れ
て
い
る

こ
と
は
、
そ

の
時
代
の
世
相
の
求
め
る
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
の
で
あ

ろ
う
○

以
上
の
よ
う
に
、
色
々
な
伝
説
、
史
実
が
ま
ざ
り
あ
い
、
多
種

多
様
の
社
会

の
影
響
が
複
雑
に
組
み
合
わ
さ
れ
て
、
中
将
姫
縁
起

な
る
も
の
が
出
来
上
つ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
o

伝

教

大

師

の

研

究

1

特

に

徳

一
と

の
仏

性

論

に

つ

い

て
,1

小

林

真

澄

仏
教
は
初
め
印
度
に
広
ま
り
、
後
支

那
朝
鮮
を
経
て
わ
が
日
本

に
伝
来
し
た
宗
教
で
あ
る
が
、
わ
が
国

に
於
て
現
に
行
な
わ
れ
て

い
る
諸
仏
教
が
、
思
想
的
に
も
印
度
支

那
の
仏
教
そ
の
ま
ま
の
も

の
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

大
き
な
誤
り
で
あ
る
○
わ

が
国

の
仏
教
は
、
わ
が
国
特
有

の
日
本

仏
教
で
あ
つ
て
、
決

つ
し

て
印
度
支
那
そ
の
ま
ま
の
仏
教
で
な
い
事
は
云
う
ま
で
も
な
い
o

こ
れ
は
仏
教
ば
か
り

で
な
く
、
そ
の
他

多
く
の
も
の
に
通
じ
る
も

の
が
あ
る
o
し
か
る
に
、
仏
教
は
特
に

人
の
心
を
支
配
し
、
又
教
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化
す
る
こ
と
よ
り
考
え
れ
ば
当
然

の
事

で
あ
る
。
だ
か
ら
仏
教
が

た
と
え
そ
の
根
本
理
念
が
偉
大
な
仏
陀
の
悟
ら
れ
た
宇
宙
の
真
理

で
あ
つ
て
も
、
又
そ
れ
が
人
類
共
通
の
救
済
に
あ
る
と
し
て
も
、

そ
の
思
想
、
そ
の
形
式
が
、
わ
が
国

の
風
習
あ
る
い
は
民
情
性
に

適
合
す
る
よ
う
に
、
即
ち
特
殊
な
日
本
仏
教
と
な
り
、

日
本
の
国

民
性
の
中
に
消
化
さ
れ
て
、
生
き

て
出

て
来
る
よ
う
に
な
る
事
は

お
そ
か
れ
早
か
れ
当
然

の
事

で
あ
つ
た
の
で
あ
る
○

そ
こ
で
、
こ
の
大
陸
仏
教
が
日
本
仏
教
と
な
る
べ
く
最
初

の
道

を
切
り
開
き
、
し
か
も
そ
れ
が
後
世
の
純
日
本
仏
教
と
な
る
べ
き

先
が
け
と
な
つ
た

一
つ
の
重
要
な
時
期
を
取
上
げ
そ
の
重
要
さ
を

再
び
思
い
起
す
必
要
が
あ
る
o
こ

の
よ
う
な
点
を
考
え
て
行
こ
う

と
す
る
時
ま
ず
、
古
代

の
日
本
仏
教
史
上
に
う
か
び
上

つ
て
来
る

人
は
才

一
に
聖
徳
太
子
を
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
○
が
し
か
し

聖
徳
太
子
は
日
本
に
仏
教
が
伝
来
さ
れ
た
の
を
国
政
に
取
入
れ
、

そ
れ
を
深
ぐ
国
民
に
印
象
付
け
ら
れ
た
と
云
う
方
面
に
解
釈
し
た

い
、
太
子
の
時
代
は
ま
だ
仏
教
を
日
本
の
土
に
消
化
す
る
に
は
あ

ま
り
に
も
時
が
早
す
ぎ
た
と
云
え
る
。
だ
か
ら
聖
徳
太
子
は
日
本

仏
教
建
設
の
偉
業
を
首
唱
さ
れ
た
方
で
あ
る
と
見
た
方
が
妥
当
で

あ
ろ
う
・
次
に
取
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
入
物
が
、
伝
教
大
師

で
あ
る
o
最
澄
こ
そ
聖
徳
太
子
の
遺

業
を
継
承
し
大
成
し
た
人
と

し
て
重
要
な
役
割
を
な
し
た
と
考
え
ら

れ
よ
う
○
最
澄
は
法
華

一

乗
の
信
念
を
持

つ
て
そ
の
高
遠
な
る
理
想
と
信
念
に
ょ
り
、
従
来

の
大
陸
輸
入
の
仏
教
形
態

の
模
倣
か
ら

早
く
も
ぬ
け
出
し
、
新
し

い
日
本
仏
教
建
設
の
た
め
の
オ

一
歩
を

ふ
み
出
し
た
人
と
し
て
重

要
な
役
割
を
成
し
と
け
た
、
こ
れ
は
思

想
史
帥
に
見

て
も
、
又
日

本
仏
教
の
歴
史
的
な
面
か
ら
見
て
も
重

要
な
所
で
あ
り
銘
記
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
o

そ
こ
で
次
に
最
澄
の
宗
教
を
究
明
し
、
虻
し
て
そ
こ
か
ら
彼
の

宗
教
の
本
質
を
解
明
す
る
こ
と
に
努
め

て
み
ょ
う
o
ま
ず
彼
の
宗

教
を
考
え
る
時
、
無
条
件
に
取
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
友
い
事
は
、

才

一
に
、
最
澄

が
従
来
と
異
つ
た
新
し
い
思
想
を
形
成
し
た
と
い

う
事
と
、
オ
ニ
は
、
そ
の
思
想
に
基
づ

い
て
社
会
的
活
動
を
展
開

し
た
と
云
う
事
で
あ
る
。
そ

の
結
果
そ
れ
が
従
来
の
奈
良
仏
教
の

教
団
に
対
し
て
批
判
鮒
な
立
場
に
立
つ
た
こ
と
と
ま
た
当
然
そ
の

事
よ
り
奈
良
仏
教
界
と
対
立
関
係
を
生

じ
た
事
で
あ
る
○
そ
こ
で

こ
れ
ら

の
ご
つ
の
問
題
点
よ
り
最
澄
宗

教

の
思
想
史
的
意
義
と
歴
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史
的
意
義
を
追
求
し
、
そ
れ
が
後
世

の
日
本
仏
教
に
対
し
ど
の
よ

う
な
意
葬
が
あ

つ
た
か
を
研
究
し

て
見
る
G

よ
く
最
澄
宗
教
は
、
四
宗
合

一
の
思
想
だ
と
云
は
れ
て
い
る
が

学

者
に
ょ
つ
て
そ
の
持
扱
い
方
あ
る
い
は
そ
の
見
方
、
又
そ
の
関

連
性
を
異

つ
た
方
面
か
ら
見
た
り
又
表
現
し
て
い
る
o

こ
こ
で
関

連
性
が
有
り
と
見
て
い
る
参
考
資
料
に
ょ
る
と
、
た
と
え
ば

(鶴

岡
静
夫
氏
)

の
そ
の
著
、

「
日
本
古
代
仏
教
史

の
研
究
」
に
は
次

の
よ
う
に
見
て
い
る
o

「
最
澄

の
思
想
に
は

一
乗
思
想
、
鎮
護
国

家
思
想
、

山
林
主
義
、
密
教
、
大
乗
戒
、
等
が
あ
る
と
云
わ
れ

て
い
る
が
そ
れ
ら
は

一
つ
を
取
れ
ば
他
が
成
り
立
た
な
い
と
云

う

よ
う
な
も

の
で
な
く
、
併
立
し
得

る
も
の
と
思
わ
れ

る
、
し

か
し
思
想
的
併
立
性
と
云
つ
て
も
そ
れ
は
或
程
度
相
対
的
な
も

の
で
、
鎌
倉
新
仏
教
な
ど
に
較
べ
れ
ば
併
立
性
が
あ
る
事
に
な

る
が
、
奈
良
朝
仏
教
に
対
し
て
は
む
し
ろ
宗
教
的
純

一
性
を
持

つ
も
の
で
あ
る
O
」
と
述
べ
て
い
る
○
又

(塩
入
亮
忠
)
氏
の

そ

の
著
、

「
伝
教
大
師
」
に
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
○

「
由
来
仏
教
学
者
は
大
師
の

一
乗
思
想
、
鎮
護
国
家
思
想
、
大

戒
運
動
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
よ
り
生
ず
る
所
の
権
実
論
争
、
特
に

大
戒
運
動
を
戒
律
の
問
題
だ
け
で
解
釈
せ
ん
と
し
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
は
同

一
人
格
に
ょ

つ
て
同
時

に
主
張
さ
れ
思
想
的
に
も

実
際
運
動

の
上
に
も
、
不
即
不
離
の
関
係
に
存
す
る
の
を
忘

れ

て
い
て
最
澄

の
宗
教
を
把
握
す
る
た

め
に
は
正
鵠
を
得
た
態
度

で
は
な
い
。
」

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
事
か
ら
考
え
れ
ば
そ
の
併
立
性

と
か
純

一
性
と
云
う
の
は
ど

の
よ
う
な

立
場
を
云
つ
て
い
る
の
か

が
閥
題
に
な
つ
て
来
る
が
、
思
う
に
最
澄
は
宗
教
者
と
し
て
の
本

質
的
な
問
題
を
追
求
し
て
行
つ
た
所
に

は
、
即
ち
究
極

の
せ
と
ぎ

わ
ま
で
い

つ
た
時
に
は
そ
の
よ
う
な
学

問
の
た
め
の
学
問
と
か
論

義
の
た
め
の
論
と
云
う
よ
う
な
も

の
は
出

て
来
な
い
と
考
え
る
o

大
師
の
深
い
宗
教
的
求
道
精
神
か
ら
出

で
来
た
そ
の
行
動
、
思
想

は
、
そ
れ
ら
を
総
括
し
た
所
か
ら
出
て
来
た

一
本
で
あ
る
と
考
え

た
い
○
ま
あ
と
に
か
く
多
く

の
入
々
の
共
通
し
た
見
方
は
、
最
澄

宗
教
は
円
、
密
、
禅
、
戒
な
ど
の
四
宗

合

一
す
る
所
に
そ
の
特
色

を
見
る
事
が
出
来
、
論
よ
そ
支
那
の
法

華
の

一
法
門
の
み
に
よ
つ

て
い
る
天
台
宗
と
異

つ
て
い
る
、
と
云
う
見
方
は
ど
の
人
も

一
致

し
て
い
る
○
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私
も
彼
の
宗
教
は
こ
の
よ
う
な
色

々
の
思
想
が
根
底
に
立
ち
、
そ

し
て
そ
れ
ら
に
、
当
時

の
奈
良
仏
教
界
、
ひ
い
て
は
当
時

の
社
会

体
成
な
ど
が
直
接
あ
る
い
は
関
接
に
影
響
し
丶

一
種
独
特
の
宗
教

観
が
生
れ
た
も
の
と
考
え
る
○
そ

の
宗
教
観
こ
そ
が
平
安
新
仏
教

を
生
み
出
す
起
因
と
な
り
、
さ
ら
に
は
鎌
倉
仏
教
の
開
発
に
大
き

な
影
響
を
与
え
た
も
の
と
し
て
そ

の
貢
献
は
大
な
る
も
の
が
あ
る
○

そ
れ
は
即
ち
、
奈
良
仏
教
が
平
安
朝
仏
教
に
ゆ
ず
る
た
め
に
は
、

そ
れ
よ
り
も
ま
し

て
大
陸
仏
教
が
日
本
仏
教
と
な
る
た
め
に
は
ど

う
し
て
も

一
度
は
こ
の
場
を
乗
り
越
さ
ね
ぜ
な
ら

な
い
道
で
あ
つ

た
○
し
か
る
に
最
澄
の
出
現
に
ょ

つ
て
こ
の
難
解
な
道
を
切
り
開

い
て
く
れ
た
の
で
あ
る
○

:
:
:

し
か
し
最
澄
が
彼

の
大
理
想
を
当
時

の
社
会
に
実
践
さ
せ
よ
う
と

し
た
時
に
は
、
今
ま
で
伝
統
を
保
持
し
て
来
た
南
都
の
仏
教
界
と

矛
盾
、
対
立
関
係
を
生
ず

る
よ
う
に
な
つ
た
の
は
当
然
の
事
で
あ

る
o
彼
の
思
想
に
は
今
ま
で
の
宗
教
界
に
は
未
聞

の
新
思
想
が
含

ま
れ
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
、
対
立
関
係
が
、
南
都
仏

教
界
と
の
間
に
交
さ
れ
た
、
論
争
の
形
と
な
つ
て
現
わ
れ
で
来
た

の
で
あ
る
○
実
際

の
論
争

の
形
ち
と
な
つ
て
現
わ
れ
た
の
は
、
法

相
唯
識
家
と
の
間
で
あ
つ
た
が
こ
の
論
争
こ
そ
最
澄
宗
教
の
本
質

が
あ
る
の
で
あ

つ
て
彼

の
あ
ら
ゆ
る
思
想
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
打

出
さ
れ
た
活
動
の
本
質
は
、
仏
教
の
根

元
と
も
云
う
べ
き
、

一
切

衆
生
悉
有
仏
性
説
の
上
に
立
つ
て
展
開

さ
れ
て
い
る
と

云
つ
て
も

過
言
で
は
な
い
○
次
に
法
相
唯
識
家

を
代
表
し
て
、
最
澄
の
新
仏

教
に
立
は
だ
か

つ
た
徳

一
法
師
の
論
拠

と
最
澄
の
論
拠
を
比
較
す

る
事
に
よ
り
、
両
者
、
特
に
最
澄

の
思

想
を
展
開
さ
せ
た
と
云
う

べ
き
最
澄
宗
教
の
根
元
を
知

る
事
に
し

よ
う
○

「
通
六
九
証
破
此

量
文
」
に
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
o

茵

明
放

震

諍
「・

問

涅

篷

云
・

一
切

衆

生
比
暴

仏

性
着

何

仏

性

、

答

仏

性

有
'三

狸

、

一
理

仏

性

二

行

仏

性

、

問

有
二仏

性
}衆

生

者

皆

得
ム成

仏
一耶

不

、

答

古

来

有
二二

種

論
}古

徳

等

云

有
亭仏

性
一衆

生

者

皆

成

仏

故

云
三風

有
ソ心

者

皆

多

菩

提
一、

今

新

大

乗

宗

云

有
ム理

仏

性
一而

無
4行

仏

性
〆者

不
二成

仏
一具
㌔

性
'者

成

仏

也

。

五

種

種

性

者

決

定

声

聞

不

成

声

聞

独

覚

菩

薩

、

オ

五

無

性

衆

,生

。

問

新

宗

中

五

種

種

性

皆

成

仏

邪

不

、

答

五

中

菩

薩

不

定

性

声

聞

成

、

県
三

仏

性
メ故

、
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若

趣

寂

声

聞

及

オ

五

無

性

衆

生

者

有
二理

仏

性
回無
'行

仏

性
岬故

不
二成

仏
地

。

オ

五

無

性

衆

生

者

無
崗平

等

無

漏

種

子
一故

常

不
レ得
ム聖

果
輔但

三

界

内

上

下

輪

転

耳

、

問

若

爾

此

衆

生

遇
二仏

世
一時

聞
ノ法

得
工何

益
}耶

、

答

此

入

聞
乳
天
乗

説

法
修

'佐

戒

十

善
一受
ム人

天

果

報
一故

不
ソ無
レ

益

也

。

問

趣

寂

声

聞

者

何

故

遂

不
二成

仏
輔答

此

人

者

入
二無

餘

涅
槃

身

智

皆

滅

空

無

故

現

無

故

誰

成

仏

、

問

三
蔵

立
レ量

云
、

寂

趣
声

聞

壌

㌔
疋
仏
"宗

三
乗

中

堕

摂
故

因

聖

・
鑒

瑜

若

合

怯

者

諸

ご
麋

中

随

一
摂

者

皆

見
済成

仏
'如
二草

不

、

答

有
二相

違

決

定

過

失
廟

謂

趣

寂

声

聞

者

耳

不
蔵

仏
蕪

幺行

仏

性

葺

故

因

麺
鴨草

木

笋

喩

若

合

法

者

諸

無
二行

仏

讐

皆

見
レ不
'載

仏
}如
二

草

木

等
一、

若

離

法

者

諸

成

仏

者

皆

見
レ有
二行

性
知

多不

定
性
ノ也

。

問
菩

薩

乗

中

応
清

き

成

卦

奄

不
三
乗

中

摂
故

因

如
極

寂
瑜

答

菩

薩
乗

者

皆

可
二成

仏
'宗

具
三

仏

鉾
故

因

タ

不
定

声

聞
瑜

問
趣

寂

声

聞

ヌ
具
三

仏

蟾

宗

三
乗
中
随

蟇

故
因
聖

・
薩
乗
瑜

答
趣
寂

声
聞
無
靖

仏
性
著

薩

乗
摂
故
。
因
如
魎

計
所
執

聲

喩

闘

五

種

性

中

趣

寂

声

聞

オ

五

無

性

衆

生

不
蔵

仏
一者

何

故

、
涅

髣

経

云
㌔
丑
有
γ心

者

皆

得
鮭
口
提
端
答
此

文

拠
卞具
"'二

種

仏

性
♂人
ヱ
讃

而

彼

二

人

者

無

一行

仏

性
一故

不
二成

仏
一。

問

若

無
一行

仏

性
ぜ衆

生

何

故

涅

槃

云
二
一
切

衆

生

皆

有

仏

性
'答

此

拠
亦

分

一
切
}故

云
L

切
'非
沃

分

一
切
}。

問

以
二何
教
'証
レ有
ム不

成

仏

衆

生

敬

答

解

深

密

教

云

。

趣

寂

声

聞

一
切

諸

仏

尽
h刀
教

化

不
レ能
釜
ヂ

其

坐
二於

道

揚

得
転
悧
耨
.多

羅

三

藐

三

菩

提
「祝

経

者

三

種

法

輪

中

オ

三

法

輪

了

義

不

了

義

中

此

了

義

、

是

故

無
二更

所
ウ疑

也

o

難

云

、

若

言
レ為
ノ'此

経

了

義
'者

違

涅

槃

経

云
」

切

衆

生

有

仏

性

為
二了

義

経
蕪

仏

性

不

了

義

蹕

又

仏

性

論

云
ム言
二有

性
'者

是

名
二了

説
㌦　♪
無

性
}者

是

不

了

説
%

基

師

立
二定

性

二

乗

比

量
願云

二

乗

之
果
応
争

定
箋

不
乗
所
被
故

因
塑
大
乗
者
渝

破
此

量

云

、

此

量

宗

有
晶法

差

別

相

違

過
一謂

淀

性

二

乗

応
轟

成
仏
醸

乗
所
被
故
咽
如
訣

乗
者
揄

亦
宗
適
聖
教
相

違

過
'也

。

諸

経

論

云
二成

仏
一故

也

。

基

法

師

建
5立

無

性

有

情

比

羣

云

所

説

無

性

決

定

応
淆

宗

有

無

二

性
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随

蟇

故
因
如
靖

性
者
瑜

適
相

違
決
定
過
謂

所
説

無
性

即
壌

仙
醸

唯
除
私

等
伊有
情
非
情
堕

摂
故
、

因
契

乗
者
論

。
」

と
あ
る
ご
と
く
両
者

の
各

々
の
論
点
は
、
遠
く
さ
か

の
ぼ
る
こ
と
、

印
彦
、
支
那
の
諸
師
及
び
種
々
の
経
典
に
さ
か

の
ぼ

つ
て
そ
の
論

換
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
○
実
に
こ
の
論
拠
は
奥
深
く
し
か

も
は
ば
広
い
か
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
○
次
に
両
者

の
論
拠
と
い

う
べ
き
も

の
の
そ
の
外
癬
を
つ
か
む
な
ら
ば
次
の
ご
と
く

で
あ
る
。

、法
相
家
を
代
表
し
て
い
る
徳

一
法
師

の
立

つ
る
所
の
論
拠
は

「
頼

耶

縁
起
譖
」
に
立
つ
所
か
ら
五
性
各

別
談
を
立
て
て
い
る
の
で
あ

る
○
即
ち
こ
の
頼

耶
縁
起
談
に
ょ
る
と
真
如
実
在
界
と
頼
耶
縁
起

の
現
象

の
世
界
を
二
元
的
に
健
別
し
て
い
る
所
か
ら
出

て
加
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
に
ょ
る
と
有
為
と
無
為
に

つ
い
て
有
為

の
現
象
は

た
だ
有
為
の
真
如
よ
り
す
る
も

の
で
は
な
い
と
い
う
即
ち
、
有
為

は
ど
こ
ま
で
も
差
別

の
事
相
と
し
無
為
は
ど
こ
ま
で
も
平
等

の
理

性
と
し
て
、

こ
の
無
為

は
常
住
不
変
の
も
の
で
現
象
の
本
体
に
当

り
、
本
体
と
云
つ
て
も
現
象

の
所
依
た
る
辺
を
指
し
て
い
る
の
で

あ
つ
て
現
象

の
根
本
と
言
う

の
で
は
な
い
と

云
う

の
で
あ

る
○
即

ち
無
為
は
現
象
の
所
依
体

で
あ

つ
て
当
体

々
で
は
な
い
と
云
つ
て

い
る
の
で
あ
る
○

で
は
こ
の
現
象
は
ど

の
よ
う
に
又
ど
こ
か
ら
展

開
す
る
か
と
い
う
事
が
問
題
と
な

つ
て
来
る
が
先
の
こ
と
か
ら
、

無
為
は
諸
法

の
実
性
、
即
ち
所
依
で
あ
る
か
ら
有
為

の
諸
法
は
こ

の
真
如

の
理
の
ま
に
ま
に
有
為
の
事

識
た
る
阿
頼
耶
識
の
種
子
よ

り
変
出
す
る
の
で
あ
る
と
云
い
、
決

つ
し
て
真
如
そ

の
も

の
よ
り

縁
起
す
る
の
で
は
な
い
と

云
う
の
で
あ
る
○
即
ち
さ
現
象
た
る
阿

頼
耶
識
所
蔵
の
種
子
よ
り
展
開
す
る
が
、
し
か
し
種
子
よ
り
展
開

せ
し
む
る
所
以

の
理
は
真
如
に
有
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
○
そ

こ
で
次
に
問
霆
に
な
つ
て
来
る
の
は
、

現
象
は
阿
頼
耶
識
に
蔵
す

る
種
子
よ
り
展
開
す
る
と
云
え
ば
、

そ
の
種
子
は
如
何
に
し
て
あ

る
か
と
云
う
事
で
あ
る
○
即
ち
先
天
的

か
後
天
的
か
と
い
う
問
題

で
あ
る
・
そ
れ
に
よ
る
と
こ
の
法
相
家

で
は
種
子
に
は
本
有
と
新

熏
と
の
二
類
を
上
げ
て
お
り

こ
の
両
方

は
何
れ
も
無
始
で
あ
つ
て

無
始
以
来
オ
八
識
中
に
法
爾
に
諸
法
を

生
ず
べ
き
功
能
を
具
有
し

て
い
る
と
云
う
の
で
あ

つ
て
、

こ
の
本
有
種
子
と
新
熏
種
子
が
相

合
し
て
諸
法

の
現
行
を
生
ず
る
の
だ
と

云
う
の
で
あ
る
、
が
た
だ

し
見
道
初
刹
那
に
知
い
て
起
る
無
漏
智

や
又
仏
果

の
初

一
念
に
知
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い

て
起
る
無
漏
智

の
如
送
臓

た
岌
添
有
種
午

よ
り
生
ず

る
も
の
で

あ

つ
て
新
旧
合
生
す
る
も
の
て
鳳
丶な
仏
・と
云
う

の
で
あ
る
。
.叢
か

ら

こ
こ
に
法
相
家
の
立
て
る
所
の
仏
性
論
が
出

て
来
る
わ
け
で
あ

る
○
即
ち
仏
性
は
先
天
的
に
き
め
ら
れ

て
い
る
と
い
う
事
が
主
張

さ
れ
る
の
で
あ
る
○
具
体
的
に
言
え
ば
、
そ

の
生
起

の
根
源
で
あ

る
種
子
に
有
漏
あ
り
、
無
漏
あ
り
と
云
う
事
で
あ
る
○
又
そ
の
無

漏
種
子
の
中
に
も
そ
れ
ぞ
れ
の
差
別
を
付
け

て
、
こ
こ
に
五
性
各

別
論
が
出
て
来
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
略
図
を
示
す
な
ら
ば
次

の

ご
と
く
で
あ
る
○☆

繊點

ー
無
漏
智

の
種
子
が
全
く
な
い
ー

上
図
の
ご
と
く
法
相
唯
詼
冢
で
ぱ
仏
性

の
根
元
を
葺
つ
に
区
別
し

て
い
る
わ
け
で
あ
る
Q
次
に
伝
教
大
師

の
立
て
る
所

の
論
拠
を
述

べ
る
な
ら
ぱ
丶

:
:
.・

伝
教
大
師
の
立
て
る
所

の
根
拠
は
真

如
縁
起
談
よ
り
立

つ
て
主

張
し
て
い
る

の
で
あ
る
○
即
ち
天
台
冢

の
立
て
る
論
は
法
相
家
の

立
て
て
い
る
論
拠
と
根
本
的
に
違
つ
て
い
る
事
は
こ
の
真
如
縁
起

説
に
立

つ
て
い
る
事
で
あ
る
o
彼
の
主
張
す
る
所
は
真
如
実
在
界

と
頼
耶
縁
起
の
現
象

の
世
界
は

一
体
で
あ
る
と
云
つ
て
い
る
わ
け

で
あ
る
o
ま
ず
彼
は
真
如
を
不
変
真
如

と
随
縁
真
如

の
二
種
を
上

げ
、
不
変
真
如
は
凝
然
常
で
あ
り
、
法

栢
冢
で
立
て
る
所
の
真
如

そ
の
も
の
で
あ
る
と
し
、
随
縁
真
如
は

縁
起
常
住
で
あ
る
と
し
て

天
台
冢
で
立
て
る
所

の
実
在
だ
と
主
張

し
て
い
る
の
で
あ
る
o
こ

の
後
者
は
動
的
に
万
有
を
開
発
し
、

そ

の
万
有
が
開
発
し
縁
起
す

る
ま
ま
を
実
在
の
常
住
性
と
見
て
い
る

の
で
あ
る
○
よ
く
仏
教
概

論
な
ど
で
表
わ
し
た
と
え
ら
れ
て
い
る
所

の
真
如
縁
起
説
で
あ
る
○

即
ち
吾
人
の
心
性
は
本
来
清
浄

一
味
の
真
如
で
あ
る
が
そ
れ
が
た

ま
た
ま
無
明

の
起
動
に
よ
つ
て
そ
の
所

以
を
暁
ら
ず
、

た
め
淀
迷

妄
差
別

の
現
象
を
展
開
す
る
と
い
う
所

で
あ
る
。
だ
か
ら
天
台
家
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で
は
真
如
は

一
切
に
普
遍
し
而
も
万
法
生
起

の
原
因
で
あ
り
、
又

仏
智
を
成
ず
る
知
稽

の
本
源
で
あ
る
と
し
て
、

万
法
生
起

の
原
因

で
あ
る
か
ら

一
切
有
情
に
悉
く
仏
智

の
本
源
、
即
ち
仏
性
が
在
る

の
だ
と
云
つ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
○
そ
こ
で
最
澄
は
こ
こ
か
ら
打

ち
出
さ
れ
て
来
た
仏
性
に

つ
い
て
次

の
よ
う
に
現
わ
し
て
い
る
○

そ
れ
に
ょ
る
と
、
こ
の
仏
性
問
題
を
三
因
仏
性
を
以

つ
て
讃
明
し

て
い
る
、
即
ち
、
正
因
、
了
因
、
縁
西
、

の
三
仏
性
で
あ
る
o

図

式
に
す
れ
ば
次

の
ご
と
し
○

切
平
等十

正

因

仏

性

・
:

・

(
理
)

了

因

仏

性

:

・
・

(
智

)

縁

因

仏

性

:

:

(
用
)

ロ
万智
物慧
生を
育資
の助
徳す
用る
凵

　
る了 仏

智 し性

慧 展 の,__.開理

せ体

しを

む 照

　
理仏
体性しノそ

の
も
の
の

 

と

云
う
よ
う
に
瓔
わ
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
ょ
る
と
吾
人

の
仏
性

は

吾
人

の
智
慧
と
徳
用
と
に
依

つ
て
宇
宙
本
来

の
徳
用
が
顕
現
す

る

の
だ
と
主
張
し

て
い
る

の
で
あ
る
o
又
こ
の
知
識
と
徳
用
と
は

元
来
宇
宙
の
本
体
で
あ
り
、
本
体
で
あ
る
か
ら

一
切
万
有
に
普

遍

し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ

う
に
大
師
は
法
性
真
如
は

一
切
万
有
に
さ
な
が
ら
に
具
有
し

て
い
る
。
万
有
に
普
遍
し
て
い

る
と
云
う
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
万
入
に
悉
く
真
如
仏
性
を
具
し

て

い
て
、
其
の
個
性
は
何
れ
も
絶
対
的
価

値
を
有
す
る
と
主
張
し
て

い
る
わ
け
で
あ
る
○
:
:
:

以
上
は
大
師
と
徳

一
法

、師
と
の
論

争
の

一
端
を
書
入
れ
、
そ
の
概
略
を
記

し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の

両
師
が
そ
れ
ぞ
れ
主
張
し
て
い
る
所

の
論
拠
は
、
悠
久

二
千
何
百

年
か
の
仏
教
々
学
更
の
上
に
立
ち
そ
の
大
歴
愛
を
土
台
と
し
て
こ

こ
に
展
歸
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
o
然

る
に
此
長
い
仏
教
教
学
史

の
上
に
立
つ
て
闘
わ
さ
れ
て
い
た
此
論
争
は
、
そ
の
ど
ち
ら
も
長

所
、
短
所
は
有
る
と
し
て
も
、
そ
の
正
否
は
決
定
出
来
な
い
の
で

あ
る
o
即
ち

一
乗
三
乗
の
ど
ち
ら
も
長

い
伝
統

の
上
に
立
つ
所

の

そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
す
る
諭
拠
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
○
し
か
し
こ
の

一
乗
冢
三
乗
冢
と
の
論
争
を
巧
み
に
謂
和
せ
し
め
て
、
仏
教

の
真

精
神
を
う
ち
出
し

て
く
れ
た
入
物
が
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
o
即
ち

賢
首
大
師
で
あ
る
○
師
は

一
応
は
五
性

の
区
別
を
立
て
る
が
、
こ

れ
は

一
人
格

の
上
に
時
間
的
に
は
五
性

の
差
別
を
立
て
る
が
や
が
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て
は

凡
て
が
仏
果
を
威
ず
べ
き

で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ

つ
て
、
修
業

の
階
位
道
程

の
上
に
五
性
の
差
別
を
認
め
る
が
結
局

は

一
切
皆
成
で
あ
る
と
云
つ
て
、
法
相
三
乗
冢
と
、
天
台
三
論
な

ど
の

=
栞
冢
の
論
争
を
巧
み
に
調
和
せ
し
め
た
o
そ
し
て

一
乗
三

乗
の
論
争
に

つ
い
て
、
そ
の
結
論
を
与
う
る
に
到

つ
た
の
で
あ
る
○

さ

て
こ
こ
で
最
後
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
問
題
が

あ
る
、
そ
れ
は
今
ま
で
大
師
と
徳

一
と
が
痛
烈
な
る
論
を
闘
わ
し

て
来

た
所
の
、
即
ち
法
華
経
の
権
実
を
論
じ
そ
し
て

=
栞
三
乗
の

問
題
を
究
明
し
、
仏
性
問
題
に
つ
い
て
論
争
し
た
の
も
、
両
哲
に

と
つ
て
見
れ
ば
深
い
何
か
が
あ
つ
た
と
考
え
る
○
こ
の
両
哲

の
論

争
は
単

な
る
学
究
者

の
論
争
に
止
ら
ず

一
般
の
人
間
性

の
問
題
に

深
い
関
係
を
持

つ
も

の
で
あ
り
其

の
根
底
は
自
己
の
問
題
で
あ
つ

た
の
で
あ
る
、
即
ち
到
底
向
上
レ
得
な
い
、
成
仏
し
得
な
い
と
考

え
る
無
仏
性
の
思
想
と
如
何
な
る
者
も
凡
て
向
上
し
成
仏
す
る
と

主
張
す
る

一
切
皆
成
の
思
想
と
は
、
単
に
教
学
上
の
理
念
の
問
題

で
は

な
い
、
真
摯
な
る
求
道
者
が
自
己
の
身
心
を
深
く
見

つ
め
た

時
.に
、
是
非
と
も
解
決
し
て
知
か
ね
ば
な
ら

ぬ
問
題
で
あ

つ
た
○

こ
の
理
想
主
義
的
立
場
に
立

つ
か
、
又
は

現
実
主
義
的
の
立
場
に

立
つ
か
は
入
生
に
与

へ
ら
れ
た
重
要
な
二

つ
の
問
題
で
あ
り
、
大
師

師
か
ら
見
れ
ば
こ
の
争
は
単
に
論
争

の
た
め
の
論
争
で
も
な
く
、

又
戯
論
に
ふ
け
る
の
で
も
な
か
つ
た
の
で
あ
る
○
大
師
に
は
人
儲

存

在
の
究
明
か
ら
是
非
と
も
解
決
し
な
け

れ
誠
な
ら
な
い
真
摯
な

る
求
道
者
の
解
答
な
の
で
あ
つ
た
○
し
か
も
そ
こ
に
は
自
己
の
究

明
の
み

で
な
く
、
平
安
朝

の
た
め
、
我
が

日
本
国
民
の
た
め
に
と

大
師
の
新
仏
教
観
を
見
い
出
し
、
行
つ
た

の
で
あ
ろ
う
o
大
師
に

は
こ

の
よ
う
に
、
師

の
心
に
え
が
い
た
大
仏
教
観
を
彼

の
熱
烈
な

る
求
道
心
と
、
仏
教

の
根
元゚
と
も
云
う
べ
き

一
切
衆
生
悉
有
仏
性

説

の
大
理
想
の
上
に
立
つ
て
、
そ

の
か
ん

て
つ
に
努
め
よ
う
と

一

生
を
そ
の
中
に
な
げ
出
し
た
の
で
あ
る
○
大
師
の
大
戒
運
動
も
、

鎮
護
国
冢
思
想
も
こ
の
上
に
立
つ
て
い
る
と
云
つ
て
も
大
き
な
誤

り
で
は
な
い
○
・
:
・
:

以
上
の
よ
う
に
伝
教
大
師
の
仏
數
観
特
に
仏
性
論
と
そ

の
対
立

者
徳

一
法
師
・と
の
大
論
争
は
、
千
数
百
年
間

の
仏
教

々
学
史
上
の

論
争
を
再
び
我
が
国
に
よ
び
も
ど
し
て
こ

こ
に
展
開
し
た
の
で
あ

、

る
。
大
師
と
徳

一
と
の
問
題
は
全
仏
教
々
学
史
上
に
も
極
め
て
重

要
な
位
置
を
占

め
る
論
争

で
あ
る
、
特
に
日
本
仏
教
の
立
場
か
ら
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老

え
れ
ば
、
そ
の
進
路
を
基
定
七

て
く
れ
た
所
の
重
要
な
キ
ー
ポ

イ

ン
ト
と
し

て
銘
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
ん
、
即
ち
日
本
民
族
の
仏

教
を
樹
立
す
る
た
め
に
は
、
又
奈
良
朝
丈
化
か
ら
新
平
安
朝
文
化

に
推
移
ゆ
る
た
め
に
は
、
必
ず

」
度
は
論
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
問
顯
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
大
師

の
努
力
は
後
世

の
日
本
仏
教

の
樹
立
の
た
め
に
大
な
る
影
響
を
与

へ
て
い
る
事
は

今
さ
ら
云
う
ま
で
も
な
い
o

終
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