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華
厳

の

「
無
擬
」
は
如
何
に
し
て
成
立
し
得
る
か
。
そ
の
理
由
根
拠

(
1
)

は
ど
こ
に
あ
る
か
。
す
で
に
以
前

の
発
表
で
述
べ
た
よ
う
に
、
事
事
無

磯
は
理
事
無
擬
を
根
拠
と
し
て
展
開
す
る
の
で
あ
り
、
従

つ
て
理
事
無

礫
の
理
由
が
解
明
さ
れ
れ
ば
、
事
事
無
擬
の
理
由
は
お
の
ず
か
ら
明
ら

か
に
な

る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
理
事
無
擬
に
お
け
る
理
は
空
に
当
り

事
は
有

に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
理
事
の
関
係
は
空
有
の
関
係
に
還
元
せ
ら
れ

る
。
故
に
空
有
の
無
擬
が
解
明
実
証
せ
ら
れ
れ
ば
、
理
事
無
擬
は
す
で

(
1
)

に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
場
合
、

既
述
の
如
く
相
対
的

縁
起
空
観

の
立
場
か
ら
す
る
と
き
は
、
空
有
の
関
係
は
相
対
空
と
相
対

有
の
関
係
と
し
て
な
お
相
対
性
を
残
し
て
い
る
た
め
、
相
互
の
無
擬
は

両
者
の
相
互
交
代
に
よ

つ
て

「
一
方
が
有
な
る
と
き
は
他
方
は
空
」
と

い
う
よ
う
に
、
無
矛
盾
的

(
な
い
し
矛
盾
回
避
的
)
に
理
論
づ
け
ら
れ
る

ほ
か
な
か

つ
た
の
で
あ
る
。

で
は
真
空
観

の
立
場
か
ら
す
る
と
き
は
ど

う
な
る
か
。

こ
れ
を
考
究
す
る
た
め
に
、
ま
ず
杜
順

の
次

の
文
言

に
注
目
し
よ

う
。

空
は
是
れ
有
を
擬
せ
ざ
る
の
空
、
即
空
に
し
て
常
有
。
有
は
是
れ
空
を
擬
せ

ざ
る
の
有
、
即
有
に
し
て
常
空
。
故
に
有
は
即
ち
有
な
ら
ず
、
有
辺
を
離
る

る
の
有
。
空
は
即
ち
空
な
ら
ず
、
無
辺
を
離
る
る
の
空
。
空
有
円
融
、

一
に

(2
)

し
て
無
二
。
故
に
空
有
相
擬
せ
ず
。
〔五
教
止
観
〕

こ
れ
に
よ
れ
ば
空
と
有
と
は
も
は
や
相
互
否
定
的
に
対
立
せ
ず
、
空

は

「無
辺
を
離
脱
し
て
有
を
擬
せ
ざ
る
の
空
」
有
は

「有
辺
を
離
脱
し

て
空
を
擬
せ
ざ
る
の
有
」
と
し
て
空
有
は
直
ち
に
相
即

一
体
で
あ
る
。

で
は
何
故
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
な
の
か
。

こ
の
要
訣
を
明
か
す
も

の
が
法
蔵
の
左
の
文
言
で
あ
る
。

A
 
全
空
に
し
て
即
有
、
有
は
即
ち
空
に
徹
す
る
の
有
。
全
有
に
し
て
即

空
、
空
は
即
ち
有
に
徹
す
る
の
空
。
有
に
徹
す
る
の
空
な
る
が
故
に
一
切
は

有

に
在
り

て
而
も
即
空
。

空

に
徹
す

る
の
有
な
る
が
故
に

一
切
は
空

に
在

り

て
而
も
即
有
。
…
…
是

を
以

つ
て
事

は
理

に
随

い
て
円
通

し
、
理

は
事

に
随

(
3
)

い
て
差
別
す
。
〔遊
心
法
界
記
〕
(原
漢
文
、
傍
点
筆
者
、
以
下
同
じ
)

B
 
事
を
言
え
ば
即
ち
有
、
空
源
に
徹
す
。
理
を
談
ず
れ
ば
乃
ち
空
、
有
表

(
4
)

に
透
る
。
〔華
厳
策
林
〕
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す
な
わ
ち
A
に
よ
れ
ば
有
は
空
に
徹
す
る
の
有
な
る
が
故
に
有
即
空

で
あ
り
、
空
は
有
に
徹
す
る
の
空
な
る
が
故
に
空
即
有
で
あ
る
。
し
か

も
B
に
よ
れ
ば
空
は
有
の
徹
底
還
帰
す
べ
き
本
源
で
あ
り
、
有
は
空
の

顕
現
発
動
す
べ
き
表
相
で
あ
る
。
づ
ま
り
空
は
単
な
る

「
有
の
否
定
」

と
し
て
有
と
対
立
す
る
空
で
は
な
く
、
有
の
当
処
当
体
に
お
い
て
開
示

せ
ら
れ
る
有
自
体
の
本
源
的
真
実
相
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
こ
の
よ
う
な
空

は
も
と
も
と
対
象
的
観
念
的
に
理
解
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
主

体
的
実
践
的
に
有
そ
の
も
の
の
本
源
に
徹
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
証
得
せ

ら
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

「徹
」
の

一
字
こ
そ
右

の
文
言
A
B

の
眼

目
で
あ

る
。
「徹
す
る
」
と
は
す
な
わ
ち
三
昧
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。

三
昧
こ
そ
華
厳
に
お
け
る
真
空
観
の
実
践
的
基
盤
な
る
こ
と
は
前
回
の

発
表
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
で
は
何
故
三
昧
透
徹
に
お
い
て
真
空
が

証
得
せ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

も
と
も
と
有
自
体
-
即

ち
有
る
も
の
そ
の
も
の
、
さ
ら
に
は
有
る

と
い
う

こ
と
そ
の
こ
と
-
は
、

対
象
的
相
対
的
な
知
解
分
別
を
超
え

て
い
る
。
有
自
体
は
外
か
ら
対
象
的
に
認
識
し
規
定
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
そ
れ
は
た
だ
有
自
身
が
直
接
有
自
体
に
成
り
切

つ
て
、
内
か
ら

主
体
的
に
自
証
す
る
の
ほ
か
な
い
。

つ
ま
り
有
が
有
の
三
昧
に
お
い
て

自
証
す
る
ま
で
で
あ
る
。
し
か
も
三
昧
の
当
体
に
お
い
て
は
、
主
客
理

智
等
の
対
立
を
絶
し

一
切
の
概
念
的
な
限
定
を
超
え
て
純

一
無
雑
な
る

が
故
に
、
も
は
や

「
有
」
と
い
う
限
定
を
脱
し
て
い
る
。
具
体
的
に
何

物
か

「
で
あ
る
」
と
い
う
限
定
を
脱
す
る
の
み
な
ら
ず
、
根
源
的

に

「
有
る
」
と
い
う
限
定
を
も
脱
し
て
い
る
。

し
か
し
そ
れ
は
何
も

「
無

い
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

「無
」
と
い
う
限
定
を
も
超
え
て
い
る
。

こ
の
絶
対
無
限
定
の
当
体
を
し
い
て
名
づ
け

て

「真
空
」
と
い
い
、
実

践
的
に
は

「
解
脱
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
か
る

一
切
の
限
定
を
脱
し

あ
り
の
ま
ま

た
解
脱
真
空
の
当
体
こ
そ
、
有
の
本
源
的
真
実
相
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
す

な
わ
ち
有
の
三
昧
に
お
い
て
有
の
解
脱
が
自
証

せ
ら
れ
、
真
空
無
相
の

あ
ら

本
源
的
真
実
相
が
顕
わ
と
な
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
有
が
有
自
体

に
透
徹
す
る
こ
と
に
お
い
て
有
は
有
自
体
を

脱
却

し
て
い
る

の
で
あ

る
。
透
徹

(
三
昧
)
と
脱
却

(解
脱
)
と
は
実
践
的
に
即

一
で
あ
る
。
こ

れ
を

つ
づ
め
て

「透
脱
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
有
が
有
自
体
を
透
脱
し
た

当
体
が
真
空
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
或

い
は
有
の
透
脱
態
が
真
空
で
あ
る
と

い
つ
て
も
い
い
。
か
く
て
有
と
空
と
は
も
は
や
相
対
立

せ
ず
、

全
く

有
即
空
で
あ
る
。
こ
れ
を
裏
返
せ
ば
、
真
空
無
相
の
本
源
的
真
実
相
に

ま
で
徹
底
透
脱
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
有
が
真

に
純

一
無
雑
に
有
自
体

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
真
空
な
れ
ば
こ
そ
有
は
そ
の
本
源

実
相
に
徹
し
て
真
に
有
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
空
は
有
を
否

定
抹
殺
す
る
対
敵
で
は
な
く
、
か
え

つ
て
有
を

し
て
真
に
有
ら
し
め
る

根
底
基
盤
で
あ
る
。
か
く
て
空
と
有
と
は
相
対
立
せ
ず
、
全
く
空
即
有

で
あ
る
。
か
く
の
如
く
空
有
全
く
相
即
す
る
に
よ
り
、
理
事
お
の
ず
か

ら
無
擬
と
な
る
の
で
あ
る
。
理
事
無
擬
の
理
由
根
拠
は
、

こ
の
よ
う
な

三
昧
を
実
践
的
基
盤
と
す
る
透
脱
的
真
空
観

に
よ
つ
て
、
き
わ
め
て
明

白
か
つ
徹
底
的
に
覚
証
せ
ら
れ
解
明
せ
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。

華
厳
教
学

に
お
け
る
無
擬

と
真
空
観

(
増

田
)
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さ
て
理
事
無
擬
が
す
で
に
明
白
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
以
上
、
事
事
無

擬
は
理
事
無
礫
を
根
拠
と
し
て
お
の
ず
か
ら
解
明
せ
ら
れ
る
わ
け
で
あ

る
。

一
般

に
理
事
無
擬
を
根
拠
と
す
る
事
事
無
擬
の
解
明
は
、
華
厳
教

学
に
お
い
て
種
々
の
側
面
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
杜
順
の

『
法

界
観
門
』
は
事
事
無
擬
を
十
門
に
分
ち
、
理
事
無
擬
に
直
結
す
る

「理

如
事
・
事
如
理
」
の
二
門
を
根
拠
と
し
前
提
と
し
て
ま
ず

「
事
含
理
事

無
擬
門
」
を
開
き
、
そ
の
上
で
ま
た
事
事
無
擬
を

「
一
中

一
・
一
切
中

一
・
一
中

一
切
・

一
切
中

一
切
」
の
四
門
に
分
ち
、
さ
ら
に

「
通
局
無

擬
・
広
陳
無
擬
・
遍
容
無
擬
・
摂
入
無
擬
・
交
渉
無
擬
・
相
在
無
擬
・

(5
)

普
融
無
擬
」
の
諸
門
を
展
開
し
、
澄
観
の

『
法
界
玄
鏡
』
及
び
宗
密
の

『
注
法
界
観
門
』
は
さ
ら
に
こ
れ
を
広
釈
し

て
い
る
。
ま
た
法
蔵

の

『
五
教
章
』
は
法
界
縁
起
を

「
同
体
・
異
体
」
の
二
門
に
分
ち
、
両
門

(6
)

に
お
け
る

一
多
無
擬
を
十
数
の
喩
を
以

つ
て
解
説
し
、
『探
玄
記
』
巻

一
は
無
擬

の
十
由
を
挙
ぐ
る
第

一

「縁
起
相
由
故
」
の
条

に
、
「
諸
縁

各
異
・
互
遍
相
資
・
倶
存
無
擬
・
異
門
相
入
・
異
体
相
即
・
体
用
讐
融
・

同
体
相
入
・
同
体
相
即
・
倶
融
無
擬
・
同
異
円
備
」
の
十
義
を
挙
げ
て

(7
)

事
事
無
擬

の
理
由
を
説
い
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
解
説

の
中

に

(
8
)

は
、
以
前

の
発
表

で
検
討
し
た
よ
う
に
、
も

つ
ぱ
ら
知
解
分
別
の
立
場

か
ら
す
る
相
互
交
代
的
無
矛
盾
的
な
無
擬
解
釈
が
多
分
に
含
ま
れ
て
お

り
、
そ
の
根
底
に
は
相
対
的
空
観
た
る
縁
起
空
観
が
前
提
せ
ら
れ
て
い

る
の
で
あ

つ
て
、
そ
の
限
り
未
だ
真
の
無
擬
-
絶

対
矛
盾
的
自
己
同

一
と
し
て
の
無
擬
-
を

解
明
し
根
拠
づ
け
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。

真
の
無
擬
を
解
明
し
根
拠
づ
け
る
に
は
、
ど
う

し
て
も
知
解
分
別
を
超

え
た
行
的
覚
証
と
し
て
の
真
空
観
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

で
は
真
空
観
に
よ

つ
て
事
事
無
擬
は
ど
の
よ
う
に
解
明
せ
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
は

『探
玄
記
』
巻
四
に
説
か
れ
る

「非
実
」
に
よ

る
無
擬
解
釈
の
文
を
手
が
か
り
と
し
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

こ
れ
は
同
体
・
異
体
に
わ
た
る
相
容
・
相
即

の
由
因
を
説
く

中
で
、

「
展
転
生
」
に
よ
る
解
釈
と
並
び
説
か
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、
文
中
の

肝
要
な
個
所
を
抜
き
出
す
と
左
の
如
く
で
あ
る
。

し

一
に
は
相
即

の
義
。

謂

わ
く
、

一
は
実

の

一
に
非
ず
、
故
に
能
く
多

を
摂
す
。

多
は
実
の
多
に
非
ず
、
故
に
能
く

一
に
即
す
。
…
…
二
に
は
相
容
門
。
謂
わ

く
、
一
事
は
是
れ
実
に
あ
ら
ず
、
無
性
を
以
つ
て
の
故
に
。
無
性
の
真
理
既

ま
ど
か

に
分
限
無
し
。
是
の
故
に
一
事
上
に
於
て
無
性
を
観
ず
る
の
時
、
円
に
法
界

真
如
を
尽
さ
ざ
る
無
し
。
…
…
真
を
摂
し
尽
す
の
時
、
余
の
一
切
の
法
既
に

さ
ま
た

と
も

存
す
る
を
擬
げ
ず
。
而
も
真
に
即
す
る
が
故
に
理
に
同
じ
て
倶
に

一
事
中
に

し
か
(9
)

在
り
て
現
ず
。
多
の
中
も
亦
爾
り
。」

こ
の
文
に
つ
い
て
考
え
る
に
、
ま
ず
初
の
相
即
の
義
に
お
け
る

一
多

の

一
は
、
全

一
の

一
即
ち
普
遍
的

一
般
者
と
し
て
の

一
で
は
な
く
、
個

一
の

一
即
ち
特
殊
的
個
別
者
と
し
て
の

一
で
あ

る
。
従

つ
て
こ
こ
に
説

か
れ
る

一
即
多
・
多
即

一
は
事
事
無
擬
を
表
わ
す
。
そ
し
て
そ
の
相
即

無
擬
の
理
由
と
し
て

「
一
は
実

の

一
に
非
ず
、

多
は
実
の
多
に
非
ず
」

と

い
う

こ
と

が

説

か

れ

て

い

る

の

で

あ

る
。

つ
ま

り

一
は
実

の

一
で
な

い
か
ら
多
に
即
し
、
多
は
実
の
多
で
な
い
か
ら

一
に
即
す
る
と
い
う
の

-22-



で
あ
る
。

で
は

二

が
実

の

一
で
な
い
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
か
。

こ
の
場
合
、

こ
れ
を
縁
起
空
観
の
立
場
か
ら

二

は
縁
生
の

一

で
あ
り
無
自
性
の

一
で
あ
る
か
ら
、
実
体

の

一
で
は
な
く
幻
仮
の

一
で

あ
り
、
常

に
多
と
の
縁
起
的
相
依
相
関
に
お
い
て
の
み
顕
現
す
る
」
と

い
う
風
に
も
解
釈
で
き
る
が
、

こ
れ
を
上
述

の
よ
う
な
行
的
覚
証
と
し

て
の
透
脱
的
真
空
観
に
よ
つ
て
解
釈
す
る
と
き
、

一
層
徹
底
し
た
意
味

内
実
が
把
握
さ
れ
る
と
思
う
。
即
ち

一
は
純

一
に

一
自
体
で
あ
り

二
二

昧
で
あ
る
が
故
に
、
い
わ
ゆ
る

「
一
」
と
い
う
相
対
的
限
定
を
脱
却
し

て
い
る
。

つ
ま
り

一
は
透
徹
し
て

一
自
体
な
る
が
故
に

一
自
体
を
脱
落

し

て

い

る
。

「
一
は
実

の

一
に
非

ず
」
と

は

こ

こ
を

い
う
。

つ
ま
り

二

は

一
を
透
脱
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
く
て

一
は
単
な
る

限
定
的
固
定
的
な

一
(実
の
一
)
で
は
な
く
、
透
脱
的

一
(真
空
無
相
の

一
=
非
一
の
一
)
と
し
て
、
他
の

一
一
の
そ
れ
ぞ
れ
に
、
ま
た

一
一
の
総

て
に
融
通
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
総
て
の

一
が
皆
そ
れ
ぞ
れ
同

様
に
透
脱
的

一
な
の
で
あ
る
か
ら
、
多
く
の

二

が
い
か
に
千
差
万
別

で
あ

つ
て
も
、
皆
透
脱
者
同
士

の
関
係

と
し
て
相
互
に
障
礫
衝
突

せ

ず
、
差
別
歴
然
た
る
ま
ま
平
等

一
味
で
あ
り
、
対
立
矛
盾
の
ま
ま
融
通

無
擬
で
あ
る
。
か
く
て

一
は
他
の

一
一
な
い
し

一
一
の
総
体
た
る
多
と

相
即
す
る

こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
逆
に
ま
た

一
一
の
総
体
た
る

多
も
、
透
脱
的
多
で
あ
る
か
ら
に
は
、
「
一
に
対
す
る
多
」
と

い
う
相

対
的
限
定

を
脱
し
て
真
空
無
相

の
多

(非
多
の
多
)
な
る
が
故
に
、
多

の

ま
ま
で

一
と
相
即
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
か
く
て

一
多
互

い
に
相
即
し
て
無
障
無
擬
た
り
得
る
こ
と
と
な
る
。

次
に
相
容
門
は
、

一
事
と

一
切
法
と
の
間
の
相
容
相
入
を
説

い
て
同

じ
く
事
事
無
擬
を
表
わ
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
相
容
無
擬
の
理
由
と
し

て

一
事
の

「
不
実
無
性
」
を
説
く
。

こ
れ
も
縁
起
空
観
の
立
場
か
ら
解

釈
で
き
る
が
、
透
脱
的
真
空
観
の
立
場
か
ら
解
す
る
方
が
意
義

一
層
鮮

明
で
あ
り
か
つ
深
遠
で
あ
る
。
即
ち

一
事
の
不
実
無
性
と
は
、

一
事
の

透
脱
的
在
り
方
を
意
味
す
る
。
相
対
的
知
解
分
別
の
対
象
と
し
て
見
ら

れ
る
限
り
、

一
事
は
他
事
と
相
対
的
に
区
別
せ
ら
れ
た
限
定
的
な

一
事

で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
知
解
分
別
の
眼
鏡
を
通
さ
ぬ
そ
の
も
の
自
体

の
実
相
に
お
い
て
は
、

一
事
は
本
来
透
脱
的

一
事
で
あ
る
。
そ
の
透
脱

の
当
体

こ
そ

一
切
の
限
定
を
脱
し
た
真
空
無
相

の
本
源
的
真
実
相
に
ほ

つ
ら
ぬ

か
な
ら
ず
、

尽
乾
坤
尽
十
方
界
を
貫
く
真
如
法
性
そ
の
も
の
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
故
に

一
事
に
お
い
て
全
宇
宙
の
真
如
を
摂
し
尽
し
て
い
る
。

全
宇
宙
の
真
如
を
摂
し
尽
す
か
ら
に
は
、
宇
宙

に
お
け
る
他
の

一
一
の

事
事
物
物
の
総
て
を
、
少
し
も
損
傷
す
る
こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
包
容
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
さ
に

「
三
界
唯
心
、
心
外
無
別
法
」
で
あ
る
。

し
か
も
他

の
一
一
の
事
が
皆
そ
れ
ぞ
れ
同
様
に
透
脱
的
事
で
あ
り
、
透

脱
底
に
お
い
て
真
如
な
い
し

一
切
法
を
包
摂
し
尽
し
て
い
る
わ
け
で
あ

る
か
ら
、

一
事
と

一
切
事
と
は
互
い
に
相
容
相
入
無
擬
自
在
た
り
得
る

こ
と
に
な
る
。
以
上
の
よ
う
に

『
探
玄
記
』
の
文
を
解
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
、
事
事
無
擬
の
理
由
は
明
白
に
解
明
せ
ら
れ
る
と
思
う
。

こ
れ
を
要
す
る
に
理
事
無
擬

・
事
事
無
擬
を
通
じ
、
そ
の
無
擬
の
理

華
厳
教
学

に
お
け
る
無
擬
と
真
空
観

(
増

田
)
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華
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)

由
根
拠
は
、
知
解
分
別
を
超
え
た
行
的
覚
証
た
る
透
脱
的
真
空
観
に
こ

そ
求
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
。

一
切
の
事
法
は
透
脱
的
真
空
無
相
の
真
如

ま
さ

法
性
を
本
性
と
し
源
底
と
す
る
が
故
に
こ
そ
、
正
し
く

一
切
の
事
法
と

し
て
在
り
、
か
つ
一
切
事
法
相
互
に
融
通
無
擬
で
あ
り
妙
用
自
在
で
あ

る
。
無
擬
無
尽
の
法
界
縁
起
が
か
く
て
こ
そ
現
成
す
る
。
ま
こ
と
に
法

蔵
が

『
十
二
門
論
宗
致
義
記
』
に

ま
さ

あ
か

真
空
あ
る
を
以
つ
て
の
故
に
方
に
諸
法
有
る
を
明
す
。
又
真
空
を
観
ず
る
に

由
つ
て
方
に
諸
の
行
を
成
ず
。
是
の
故
に
十
度
等
の
行
、
皆
空
に
由
つ
て
成

じ
、
菩
提
等
の
果
、
皆
空
に
由
つ
て
立
つ
。
是
の
故
に
此
の
真
空
無
住
よ
り

(
1
0
)

諸
法
を
建
立
し
、又
諸
法
を
し
て
相
即
相
入
無
障
無
擬
な
る
こ
と
を
得
し
む
。

と
説
く
通
り
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
真
空
無
相
の
本
性
本
体
か
ら
無
磯

(1
1
)

無
尽
の
妙
有
妙
用
を
起
す
こ
と
を
華
厳
教
学
で
は

「
性
起
」
と
呼
び
非

常
に
重
ん
じ
て
い
る
。
智
撮
が

『
孔
目
章
』
に

「
性
起
と
は

一
乗
法
界

(1
2
)

を
明
す
縁
起
の
際
。
…
…
起

即
不
起
、
不
起
な
る
者
は
性
起
な
り
」
と

説
き
、
法
蔵
が

『
義
海
百
門
』
に

「性
起
に
通
ず
と
は
…
…
不

起
即
起

あ
ら
わ
(1
3
)

な
る
を
以

つ
て
起
は
乃
ち
縁
生
を
顕
す
」
と
説
き
、
ま
た

『
探
玄
記
』

と

に

「起
は
縁
を
撹
る
と
難
も
縁
は
必
ず
無
性
な
り
。
無
性

の
理
、
縁
処

た
だ

に
顕
る
。

こ
の
故
に
顕
に
就
い
て
但
性
起
と
名
つ
く
。

無
住
の
本
よ
り

(1
4
)

一
切
の
法
を
立
つ
等
の
如
し
」
と
説
く
が
如
く
、
華
厳

の
法
界
縁
起
無

擬
無
尽
の
法
門
は
性
起
に
よ
っ
て
こ
そ
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

そ
の
性
起

と
は
上
述

の
如
き
透
脱
的
真
空
観
に
基
づ
く
真
空
即
妙
有
の

端
的
の
別
名
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

1
 
拙
稿

「
華
厳
教
学

に
お
け
る
無
擬

と
空
」
(
一
)印
仏
研

二
七
-
一
。

2
 
大

正
四
五
、

五

一
一
頁
申
、

法
蔵

の

『
遊

心
法
界
記
』

〔大
正

四
五
、
六

四
四
頁

上
〕

に
同
文

に
近

い
記
述

が
あ

る
。

3
 
大

正
四
五
、

六
四
七
頁

下
。

4
 
大

正
四
五
、

五
九

七
頁
中
、

た
だ
し

「
理

を
談
ず

れ
ば
」

の
理

が
有
に

な

つ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
恐
ら
く
理

の
誤
記

で
あ
ろ
う
。

5
 
大

正
四
五
、

六
八
〇
頁
上
-
六

八
三
頁

上
。

6
 
大

正
四
五
、

五
〇
三
頁
上
-
六

〇

四
頁
下
。

7
 
大

正
三
五
、

一
二
四
頁
上
-
一

二
五
頁

上
、
c
f
.一
七

三
頁
上
-
下
。

8
 
拙
稿

「華
厳
教
学

に
お
け
る
無
磯

の
解
釈

の
問
題

点
」
(
一
)
(
二
)

印
仏
研

二
五
-
一

・
二
六
-
一
。

9
 

大
正
三
五
、

一
七
三
頁
中
下
。

1
0
 大
正
四
二
、

二

一
七
頁
下
。

1
1
 依
レ
体
起
レ
用
名
為
二
性
起
ー
、〔妄
尽
還

源

観
、

大

正

四

五
、

六

三

九

頁

中
、
〕
不
改
名
レ
性
、

顕
レ
用
称
レ
起
。
…
…
真

理
名
レ
如
名
レ
性
、

顕
レ
用

名

レ
起
名
レ
来
。
」

〔探
玄
記
、

大
正
三
五
、

四
〇
五
頁
上
、
〕

12
 
大
正
四
五
、

五

八
〇
頁
下
。

13
 
大
正
四

五
、
六

三
二
頁
中
。

14
 
大
正
三
五
、

四
〇

五
頁
中
。

(
元
明
治
薬
科
大
学
教
授
)
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