
仏

教

に
於

け

る
平
等

の
研
究

河

野

真

成

ダ

ル
マ
即
ち
法
は
仏
教
の
中
心
概
念
で
あ
る
こ
と
は
明
確
で
あ

る
。
そ
し
て
中
心
概
念
で
あ
る
た
め
法
の
解
釈
が
多
義
に
分
れ
、

混
乱
し
そ
の
内
容
が
瞹

昧
と
な

つ
て
い
る
。

こ
の
事
は
当
然
仏
陀

の
教
も
瞹

昧
に
し
か
理
解
し
得
な
い
事
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
中
心

を
理
解
す
る

こ
と
が
出
来
な
い
の
に
ど
う

し
て
そ
れ
を
理
解
す
る

こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う

か
。
故

に
仏
教

を
把
握
す
る
に
は
中
心

で
あ
る
法

の
意
味
を
再
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
。

一・-3m

インターネット公開許諾のない文章には
墨消し処理を施しています。



そ

こ
で
こ
の
研
究

に
於

い
て
は
、
法

の
解
釈
が
多
義
に
分
れ
混

乱
し
た
原
因
を
探
究
し
、
そ
の
問
題
の
解
決
を
大
般
若
波
羅
密
多

経

の
法
性
品
及
び
平
等
に
よ

つ
て
試
み
た
の
で
あ
る
。

法

の
料
学
的
な
解
釈
は
、
言
語
学
的
観
点
、
あ
る
い
は
哲
学
的

観
点

か
ら
西
洋

の
学
者
に
よ

つ
て
な
さ
れ
た
。
し
か
し
彼
等
は
仏

教
が
無
の
立
場
に
あ
る
の
に
有

の
立
場
か
ら

(
例
え
ば
法
を
有
自

性
的

に
見

て
い
る

)
あ
る
い
は
認
識
論

の
立
場
に
仏
陀
は
立
つ
て

法
を
解
釈
し
た
の
に
形
而
上
学
の
立
場
か
ら

(
例
え
ば
法
を
形
而

上
学
的
最
高
原
理
と
見

て
い
る

)
そ
れ
を
解
釈
し
て
い
た
所
に
仏

教

の
法
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
原
因
が
あ
る

と
思

わ
れ
る
。

以
上

の
様
な
仏
陀
の
立
場
と
異
な
る
見
地
か
ら
の
ダ

ル
マ
の
定

義
は
仏
教
の
中
心
概
念
と
し
て
の
意
義

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は

出
来

な
い
。
即
ち
仏
陀

の
心
を
知
ら
ず
し
て
経
典
の
意
味
を
正
し

く
理
解
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
。
故

に
経
典

の
意
味
を
正

し
く
理
解
す
る
に
は
仏
陀

の
心
を
我
々
が
持
た
せ
て
も
ら
う
よ
り

他
に
道
は
な
い
。
そ
し
て
仏
陀
の
心
を
持

た
せ
て
も
ら
う
に
は
自

己
の
持

つ
て
い
る
も

の
を
全
部
す
て
自
己
自
ら
が
帰
依
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
は
有
を
捨
て
無

に
依
る
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
こ
れ
に
よ
つ
て
仏

陀
の
心
を
持
た

せ
て
も
ら
え
る
の
で
あ

る
。こ

の
仏
陀

の
心
に
よ

つ
て
法
性
品
を
み

る
に
、
そ
こ
で
問
題
と

し
て
い
る
こ
と
は
法

の
本
質

に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は

次

の
様
に
説
か
れ
て
い
る
。

法
の
本
質
は
、
い
か
な
る
原
因

に
よ

つ
て
出
来
て
来

た
の
か
と

い
う
問
題
に
対
し
、
そ
れ
は
超
越
的
で
あ
り
認
識
す
る
こ
と
が
出

来
な
い
と
し
て
い
る
。
し
か
し
法

の
本
質

は
い
か
な
る
も
の
で
あ

る
か
は
勝
れ
た
智
慧
を
持

つ
事

に
よ

つ
て
認
識
す
る
こ
と
が
出
来
、

こ
の
法
の
本
質
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
迷
い
を
脱
し
悟
る
こ

と
が
出
来
る
。
そ
し
て
認
識
さ
れ
る
本
質

は
本
来
因
果
に
従
さ
な

い
濤
浄
な
本
質

で
あ
る
か
ら
仏
法
の
根
源

で
あ
る
と
い
う
。
故

に

清
浄
な
る
本
質
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
仏
教

の
本
質
を
認
識

す
る
こ
と
が
出
来
る
わ
け
に
な
る
。
そ
れ

で
は
諸
法

の
根
源
で
あ

る
清
浄
な
る
本
質
は
い
か
な
る
性
を
有
す

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ

れ
に
つ
い
て
は
自
性
と
い
う
も
の
は
本
来

な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
根
源
に
は
根
源
が
な
い
か
ら
無

自
性
な
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う

に
無
自
性
で
あ
る
か
ら
執
着
す
る

こ
と
な
く
自
由
自
在
な

鋤
き
が
出

来
る
。
こ
の
自
由
自
在
な
鋤
き

の
出
来
る
無
自
性
で
清
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浄

な

る

本

質

と

は

、

い

か

な

る

も

の

だ

ろ
う

か

。

そ

れ

は
勝

れ

た

智

慧

に

よ

つ

て

認

識

す

る

こ
と

が

出

来

る

。

そ

し

て

そ

の
智

慧

に

よ

つ
て

見

る

に

、

無

自

性

で
清

浄

な

る

本

.質

と

は

平

等

で

あ

る
と

法

曲

晶

で

は

説

い

て

い

る

。

次

に

平

等

品

で
問

題

と

し

て

い

る

こ

と

は

、

法

の
本

質

で

あ

る

平

等

と

は

ど

う

ゆ

う

こ
と

が

あ

る

い

は

ど

う

い

う

状

態

を

平

等

と

い

う

か

と

い

う

こ
と

で
あ

り

、

そ

れ

は

次

の
様

に
説

か

れ

て

い

る

。

平

等

と

は

彼

此

が

な

い

と

い

う

こ
と

で
あ

り

、

有

無

が

な

い

と

い

う

事

で

あ

る

。

そ

し

て

こ
れ

が

真

実

の
本

質

で
あ

る

。

こ

の

二

つ

の

異

つ

た

も

の

が

な

い

と

い
う

こ
と

が

寂

静

と

い
う

こ
と

で

あ

り

平

等

と

寂

静

は

同

義

に
使

わ

れ

て

い

る

。

ま

た

我

々

は

差

別

見

を

持

つ

て

い

る

た

あ

平

等

を

認

識

す

る

こ

と

が

出

来

な

い

、

と

こ

ろ

が

勝

れ

え

智

慧

を

持

つ

こ

と

に

よ

つ

て
差

別

見

を

捨

て

る

こ
と

が

出

来

る

。

故

に

平

等

と

捨

は

同

義

に
使

わ

れ

て

い

る
。

さ

ら

に

法

の

本

質

で

あ

る

平

等

を

正

し

く

見

る

こ

と

に

よ

つ

て

平
等

を

認

識

す

る

こ
と

が

出

来

る

。

故

に

平

等

と

正

見

は

同

義

に

便

わ

れ

て

い

る

。

以

上

の
様

に

平

等

は

真

実

の

本

質

、

法

の
本

質

、

仏

教

の

根

源

で
あ

り

、

ま

た

寂

静

、

捨

、

正

見

と

い

う

仏

教

の
重

要

概

念

と

も

密
接
な
関
係

に
あ

る
事
が
了
解
さ
れ
る
。
故

に
こ
れ
か
ら
は
、

ら
に
平
等
を
精
徽

に
研
究
す
る
必
要
が
あ

る
。

「
菩

薩

思
想

の
研
究

」

さ

真

田

康

道

菩
薩
思
想
の
研
究
を
卒
論
の
テ
ー

マ
と
し
た
理
由
に
つ
い
て
は

既
に
論
文

の
序
論
に
於
い
て
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
大
棄

菩
薩
思
想
の
興
起
に
と
も
な
つ
て
大
乗
仏
教
が
ど

の
よ
う
に
展
開

し
、
発
達
し
て
い
つ
た
か
と
い
う

こ
と
、

い
い
か
え
れ
ば
大
乗
菩

薩
思
想
よ
り
、
大
乗
仏
教
と
い
う
も
の
を
私
な
り
に
理
解
し
把
握

せ
ん
と
す
る
た
め
で
あ
つ
た
。
大
.栞
経
典

は
紀
元

一
～

二
C
頃

一

応
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら

の
経
典
を
編
纂
し
た
人

々
が
何
を
考
え
、
何
を
王
張
せ
ん
と
し
た
か
を
つ
か
み
と
る
こ
と

に
よ
り
、
も

つ
と
我
々
に
身
近
な
も
の
と
し

て
、
生
き
た
も
の
と

し
て
.理
解
し
よ
う
と
試
み
た
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
従

つ
て

私
は
大
乗
菩
薩
思
想
の
起
源
的
方
向
よ
り
考
察
せ
ん
と
、
次
の
三

つ
の
章

に
分
け
、
論
述
せ
ん
と
し
た
.
即

ち
第

一
章

「
菩
薩
の
起

一36一




