
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
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源
」

に
於

い
て
、
大
乗
菩
薩

の
成
立
す
る
ま
で
の
準
備
段
階
の
考

察
、
第

二
章

「
大
乗
菩
薩
の
思
想
的
展
開
」
に
於

い
て
、
大
乗
菩

薩
の
思
想
上
の
特
質
、
即
ち
菩
薩

の
六
度

や
誓
願
思
想
等
に
つ
い

て
の
そ
の
起
源
的
考
察
。
次

い
で
第
三
章

「
菩
薩
の
興
起
し
た
社

会
背

景
に

つ
い
て
」

に
於
い
て
は
、
実
際
に
大
乗
菩
薩
を
生
み
出

し
た
、
そ
の
社
会
的
背
景

の
面
か
ら
考
察
せ
ん
と
オ
る
も
の
で
あ

る
。
以
下
は
そ
の
内
容
に
つ
い
て
少
し
く
述

べ
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
大
乗
菩
薩
の
起
源
を
考
察
す
る
に
あ
た
つ
て
は
本
生
思

想

(ジ
ヤ
ー
タ
カ

)
を
愚
い
お
こ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
生
談

は

比
較

的
初
期

の
時
代
に
す
で
に
成
立
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。

即
ち
仏
滅
百
年
頃

(仏
滅
年
代
の
説
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
紀
元
前
三
二
六
年

の
宅
井
説
を
と
る
。
)
に
お
い
て
そ
の
萠

芽
が
見
ら
れ
、
ま
た
そ
の
こ
ろ
第

二
結
集
が
行
な
わ
れ
、
四
阿
含

五
部

に
阿
含
系
統

の
経
典
が
統

一
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本

生
経

類
も

こ
れ
ら
と
平
行
し
て
、
し
か
も
こ
れ
と
は
別
の
系
枕
を

た
も

ち

つ
つ
編
纂

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

本
生

談

(ジ
ヤ
ー
タ
カ
)
と
は
承
知

の
如
く
、
釈
尊
の
成
仏
以

前

の
修
行
時
代
の
姿
を
今
生
だ
け

で
な
く
、
前
生

に
ま
で
さ
か
の

ぼ
つ
て
考

え
、
こ
れ
を
祢

え
る
う
と
し
た
も
の
で
、
磐
諭
文
学
、

大
.事

、

律

等

と

密

接

な

関

連

性

を

有

し

な

が

ら

発

達

し

た

と

考

え

ら

れ

る

。

ジ

ヤ

ー

タ

カ

は

初

期

に

お

い

て
単

に
釈

尊

個

人

の
前

生

め

修

行

の
姿

を

称

え

る

も

の

に

す

ぎ

な

か

つ
た

。

し

か

し

、

本

生

思

想

が

発

達

ず

る

に
従

つ

て

そ

の

思

想

内

容

は

深

め

ら

れ

、

つ

い

に
釈

尊

の
前

生

の
姿

と

い
う

名

の

も

と

に

、

実

は

本

生

思

想

を

形

成

し

、

こ
れ

を

称

え

ん

と

し

た

人

々

の
自

己

自

身

の

人

間

性

を

追

求

す

る

述

道

者

の

姿

を

代

表

せ

る

も

の

と

し

て
探

究

さ

れ

る

よ

う

に

な

つ
た
。

こ

の
様

に

、

彼

等

は

、

釈

尊

が

一
切

衆

生

を

代

表

せ

る

も

の

で
あ

り

、

そ

れ

は

そ

の
ま

ま

自

己

を

追

求

す

る

求

道

者

の

姿

を

代

表

せ

る

も

の

で
あ

る

と

す

る

人

間

中

心

的

立

場

に
立

つ

て

考

察

す

る

よ

う

に
な

つ

た

。

従

つ

て
、

彼

等

自

身

「
法

を

現

等

学
」

す

る

こ

と

に

よ

つ

て

仏

陀

も

長

い

間

修

行

す

る

こ
と

に

よ

つ

て
成

仏

さ

れ

た

如

く

に
、

彼

等

も

無

限

の
年

月

の

の

ち

に

は

、

仏

陀

と

同

時

に
成

仏

で
き

る

と

考

え

る

よ

う

に

な

り

、

し

か
も

そ

れ

は

、

自

己

の
苦

を

の
が

れ

る

た

め

で

は

な

く

一
切

衆

生

救

済

の

た

め

げ.、

あ

り

、

そ

の

た

め

に

は

、

自

ら

す

す

ん

で
、

流

転

せ

る

苦

海

の
中

に

趣

か

ん

と

す

る

に

到

る

の

で
あ

る

。

こ

こ

に
於

い

て
、

菩

薩

は

単

に
本

生

談

に
説

か

れ

る

釈

.簿

の

過

去

の
修

行

の
姿

を

表

わ

ず

影

法

瀰

的

存

在

で

は

な

く

、

現

在

も

活

一37一



役
せ
る
も

の
、
或
い
は
未
来

に
活

躍
せ
ん
と
す
る
も

の
等
無
数

の

菩

薩

が

各

々
の
個
匪
を
有

し
、
人
格
を
有
す
る
大
乗

の
菩
薩
と

し
て
説
き
だ
さ
れ
た
。

こ

の
様

に
、

ア
ビ
ダ

ル
マ
が
人
間

の
究
極
の
目
的
は
成
阿
羅
漢

で
あ

つ
て
仏

陀
と
明
確

に
区
別
し
、
し
か
も
そ
れ
は
出
家
者
中
心

に
と

か
れ
た
の
に
対
し
て
大
乗

の
菩
薩
思
想
は
出
家
、
在
家
を
と

わ
ず

一
切
衆
生
す

べ
て
成
仏
ま
ち
が

い
な
し
と
す
る
高

い
立
場
に

立
つ
て
人
間
と
い
う
も

の
を
考
察
せ
ん
と
し
た
の
で
あ

つ
た
。
そ

う
し

て
大
乗
菩

唯
03
具
体
的
実
践
道
と
し
て
六
度
が
説
か
れ
、

こ

れ
を
修
し
て

一
切
衆
生

の
た
め
に
な
ら
ず
や
成
仏
せ
ん
と
す
る
決

意
を

表
わ
す
も
の
と
し
て
誓
願
の
思
想
が
新

た
に
説
ぎ
だ
ざ
れ
、

西
紀

一
～
二
C
に
か
ず
か
ず
の
大
.乗
経
典
が
経
纂
さ
れ
、
華
厳
大

本
、

大
品
般
若

の
出
る
に
お
よ
ん
で
、
大
乗
の
菩
薩
思
想
は

一
応

完
成

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
肇

論

」

に
於

け

る
般

若

思
想

の
考

察

仲

野

禅

鮪

鳩
摩
羅
什
門
下

の
四
哲
と
祢
さ
れ
る

一
人
に
僧
肇
が
あ
る
。
長

安

の
貧
困
な
家
庭

に
育

つ
た
彼
は
自
ら
そ

の
生
計
を
助
け
る
為
、

書
物

の
筆
写
修
理
に
庭
わ
れ
、
そ
れ
に
専

心
す
る
内
に
彼
の
生
れ

な
が
ら
の
秀
れ
た
才
能
を
し
て
経
史
等

の
古
典

に
通
じ
、
殊

に
老

荘

を
愛
好
す
る
様

に
な

つ
た
。
し
か
し

こ
の
老
荘

に
於

い
て
尚
、

心
に
万
足
出
来
ぬ
点
が
あ
り
、
後
に
支
謙
訳
の
.稚
摩
経
を
見
て
こ

れ
ぞ
帰

す
べ
き
も
の
な
り
と
惑
激
し
出
家
し
て
大
栞
経
の
み
な
ら

ず
小
乗

の
三
蔵
に
も
通
ず
る
様

に
な

つ
た
。
の
ち
羅
什

に
師
事
し

た
僧
肇
は
、
羅
什
に
よ
つ
て
導
入
せ
ら
れ
た
印
度
の
般
若
系
大
乗

教
学
を
つ
ぶ
さ
に
教
授
.せ
ら
れ
、
当
時
老
荘
玄
学
の

「
無
」

の
思

想
と
般
若

の

「
空
教
義
」
と
を
論
究
ず
・る

に
盛

ん
で
あ

つ
た
格
莪

仏
教
に
対
し
、
あ
る
い
は
中
国
仏
教
思
想
界
に
対
し
て
羅
什

に
よ

つ
て
得

た
自
己
の
確
信
を
述

べ
る
に
至

つ
た
・の
で
あ
る
。
か
丶
る

彼
の
論
述
を
集
め
た
の
が
、

「
肇
論
」

で
あ
る
。
肇
論
は
四
篇
の
・

論
文
即
ち

「
物
不
遷
論
」
、

「
不
具
空
論
」
、

「
般
若
無

知
誦
」
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