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部

建

法
性
の
み
や
こ
に
還
る

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
わ
た
し
の
単
純
な
考
え
方
を
、
ま
ず
、
簡
略
に
纏
め
て
述

べ
て
お
く
と
す
れ
ば
、

一
、
念
仏
者
の
命
終
を
意
味
し
て

「往
生
」
の
語
を
用
い
る
久
し
く
習
わ
し
と

な
っ
た
仕
方
を
改
め
て
、
こ
と
さ
ら
に
新
し
い
言
い
方
を
す
る
こ
と
が
、
直

ち
に
教
法
の
領
解
の

「楼
小
化
」
(沖
氏
の
用
語
)
を
退
け
る
こ
と
に
資
す
る

と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
「往
生
」
の
語
を
忌
避
し
て
言
い
廻
し

を
変
え
る
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
経
典
を
は
じ
め
も
ろ
も
ろ
の
聖
教
を
通

じ
て
用
い
ら
れ
て
い
る

「往
生
」
の
語
の
本
義
を
正
し
く
知
ろ
う
と
す
る
こ

と
の
方
が
、
い
っ
そ
う
大
事
で
な
か
ろ
う
か
。

二
、
も
し
ど
う
し
て
も
目
新
し
い
表
現
を
使
う
と
い
う
の
な
ら
、
信
楽
氏
の
説

一

1

わ
た
し
の
尊
敬
す
る
優
れ
た
学
究
の

一
人
で
、
西
本
願
寺
宗
門
に
連
な
る
あ
る
お

方
か
ら
、
か
つ
て
。
そ
の
お
父
上
の
逝
去
の
ゆ
え
に
新
年
の
あ
い
さ
つ
を
欠
礼
す
る

旨
の
お
は
が
き
を
頂
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
中
に
、
父
君
の
死
去
を
意
味
し
て

「還
浄
」
と
い
う
語
が
用
い
て
あ
っ
て
、
は
て
な
と
思
わ
さ
れ
た
。
そ
の
後
に
、
他
か

ら
も
や
は
り

「還
浄
」
の
語
を
用
い
た
同
様
な
は
が
き
を
頂
い
た
こ
と
が

I
、
二
度

あ
る
。

一
昨
年
七
月
十

一
日
付
の

「中
外
日
報
」
に

「「還
浄
」
運
動
と
教
学
論
争
」
と
い

う
沖

　

和
史
氏
の
文
章
が
載
っ
て
い
て
、
注
意
を
引
か
れ
た
が
、
そ
の
論
旨
は
わ
た

し
に
は
十
分
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
、
そ
の
と
き
、
「往
生
」
と
言
う
代
わ
り
に

「還
浄
」
と
言
う
よ
う
に
し
よ
う
と
い
う
運
動
が
あ
る
こ
と
を
、
初
め
て
知
っ
た
。

年
が
あ
ら
た
ま
っ
て
昨
年

一
月
十
八
日
の
同
紙
上
で
、
再
び
、
「「還
浄
」
に
つ
い

て
」
と
い
う
論
考
に
接
し
た
。
筆
者
は
信
楽
峻
麿
氏
で
あ
る
。
そ
の
文
意

・
論
旨
は

法
性
の
み
や
こ
に
還
る

わ
た
し
に
も
理
解
で
き
た
よ
う
に
思
う
。
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の
よ
う
に
、
「帰
浄
」
と
言
う
ほ
う
が
多
分
よ
い
で
あ
ろ
う
。
「還
浄
」
の
語

を
右
の
よ
う
に
用
い
る
こ
と
は
、
下
記
す
る
ご
と
く
、
祖
師
の
こ
と
ば
遣
い

か
ら
し
て
確
か
に
適
切
で
な
い
。
た
だ
、
そ
う
い
う
こ
と
ば
を
使
う
こ
と
に

よ
っ
て
、
往
生
と
は
本
願
の
浄
土
に

「帰
入
」
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
よ
り
明
瞭
に
な
っ
て
、
「矯
小
化
」
し
て
い
る
旧
来
の

「救
済
」
の
観
念

が
正
さ
れ
る
、
と
い
う
考
え
方
に
全
く
理
が
な
い
と
は
思
わ
な
い
が
、
聖
教

の
中
に
頻
出
す
る

「往
生
」
の
語
を
避
け
て
、
わ
ざ
わ
ざ
聖
教
の
中
に
ご
く

稀
に
し
か
現
わ
れ
な
い
語
に
取
り
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
喪
わ
れ
る
も
の

も
ま
た
多
い
、
と
わ
た
し
は
考
え
る
。

二

い
で
あ
ろ
う
し
、
事
実
、
祖
師
聖
人
は
お
二
人
に
限
っ
て
右
の
ご
と
き
表
現
を
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

も
う

一
人
、
善
導
大
師
も
、
「大
心
海
よ
り
化
し
」
て

「末
法
濁
世
の
た
め
に
」
活

動
さ
れ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
往
生
に
つ
い
て
同
じ
く

「還
浄
」
と
い

う
表
現
は
あ
り
得
る
よ
う
に
思
う
が
、
善
導
讃
は
師
の
逝
去
に
つ
い
て
触
れ
る
と
こ

ろ
が
な
い
か
ら
、
そ
の
中
に

「還
浄
」
の
語
の
用
例
は
見
ら
れ
な
い
。
か
え
っ
て
、

師
が
の
ち
に
法
照

・
少
康
な
ど
と
し
て

「世
世
に
」
浄
土
よ
り

「
い
で
た
ま
」
う
た

こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「還
浄
」
の
語
が
こ
の
場
合
適
当
で
な
い
こ
と
は
、
信
楽
氏
の
説
の
ご
と
く
で
あ
る
。

「浄
土
に
還
帰
」
の
句
は
源
空
讃
の
中
に
た
だ

一
度
見
え
る
こ
と
、
氏
の
指
摘
の
通

り
で
あ
る
。
た
だ
、
源
信
讃
に

「本
土
に
か

へ
る
」
と
あ
る
の
も
、
そ
れ
と
同
義
と

見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

源
空
讃
の
中
で
源
空
上
人
は
、
か
つ
て

「霊
山
会
上
」
に
あ
り
、
そ
れ
が
浄
土
に

往
生
し
て
ま
た
こ
の
世
に

「来
化
」
し
、
こ
の
た
び
は

「往
生
三
た
び
に
な
」
つ
た

お
方
で
あ
る
、
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
源
信
讃
の
中
で
源
信
僧
都
は
、
や
は
り

「霊

山
聴
衆
と
お
は
し
け
る
」
が
、
「故
仏
と
あ
ら
は
れ
」
、
今
は

「化
縁
す
で
に
つ
き
」

て
世
を
去
ら
れ
る
お
方
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
方
々
に
つ
い
て

こ
そ

「還
浄
」
あ
る
い
は

「本
土
に
か

へ
る
」
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
は
ふ
さ
わ
し

4

右
の
よ
う
な
た
だ
び
と
に
ま
し
ま
さ
ぬ
大
師
た
ち
の
場
合
で
な
く
て
、
ひ
ろ
く
念

仏
者
が
こ
の
世
の
生
を
終
え
て
浄
土
に
お
も
む
く
の
を

「往
生
」
の
語
で
言
う
の
は

一
般
に
、
そ
し
て
祖
師
親
鸞
の
言
葉
遣
い
に
お
い
て
も
も
と
よ
り
、
当
り
前
の
こ
と

ば
遣
い
で
あ
っ
て
、
祖
師
が
同
信
の
者
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
祖
師
自
身
に
つ
い
て
、

そ
の
命
終
を
語
る
場
合
も
も
と
よ
り
、
例
外
で
な
い
。
そ
こ
で
は
、
い
う
ま
で
も
な

く

「還
浄
」
「帰
浄
」
と
い
う
の
と
は
逆
に
浄
土

へ
が

「往
」
で
あ
り
、
再
び
娑
婆

へ

が

「還
」
と
な
る
。

「往
」
と

「還
」
と
は
元
来
あ
い
対
す
る
語
で
あ
る
か
ら
、
浄
土

へ
の
往
生
の
す
が

た
と
こ
の
世

へ
の
還
来
の
す
が
た
と
が
往
相

・
還
相
と
し
て
語
ら
れ
る
の
も
自
然
な

言
葉
遣
い
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の

「還
」
は
、
す
な
わ
ち
、
「還
来
稿
国
度
人
天
」
で

あ
り
、
「安
楽
浄
土
に
い
た
る
ひ
と
」
が

「五
濁
悪
世
に
か

へ
り
」
「諸
有
に
廻
入
し



て
、
普
賢
の
徳
を
修
」
し

「利
益
衆
生
」
す
る
意
味
で
あ
る
か
ら
、
も
ち
ろ
ん

「浄

土
に
還
帰
」
す
る
意
味
で
は
で
は
な
い
。

た
だ
し
、
「還
来
」
の
語
が
、
生
死
の
世

へ
の
生
ま
れ
出
を
意
味
し
な
が
ら
、
し
か

も
右
に
い
う
の
と
は
異
な
る
用
例
が
、
祖
師
の
述
作
の
中
に
ひ
と
つ
だ
け
見
え
る
。

正
信
偶
に

「還
来
生
死
輪
転
家
」
と
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
浄
土
か
ら

生
死
の
世
に
還
来
す
る
の
で
な
く
、
生
死
の
世
に
在
っ
た
者
が
再
び
生
死
の
世
に
来

た
り
と
ど
ま
る
、
の
意
だ
か
ら
で
あ
る
。

自
然
に
ひ
ら
く
」
「法
性
の
常
楽
を
証
す
」
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
さ
と
り
を

得
れ
ば
③

「大
慈
大
悲
き
は
ま
り
て
、
生
死
海
に
か
へ
り
入
り
、
普
賢
の
徳
に
帰
せ

し
む
る
」
の
で
あ
る
、
と
説
い
て
い
る
。

H
で
は
、
「迎
」
が

「む
か
ふ
」
「ま
つ
」
の
意
で
、
そ
れ
は

「他
力
を
あ
ら
は
す
」

と
説
明
さ
れ
る
。
「来
」
は
①

「か
へ
る
、
き
た
ら
し
む
」
の
意
で
、
そ
れ
は

「法
性

の
み
や
こ
へ
む
か

へ
、
ゐ

(率
)
て
か

へ
ら
し
む
」
る
事
で
あ
る
、
と
説
明
さ
れ
る
。

そ
し
て
②
法
性
の
み
や
こ
よ
り
、
衆
生
利
益
の
た
め
に
、
こ
の
娑
婆
界
に
き
た
る
ゆ

え
に

「来
」
を

「き
た
る
」
と
い
う
し
、
い
っ
ぽ
う
、
③
法
性
の
さ
と
り
を
ひ
ら
く

ゆ
え
に
、
「来
」
を

「か

へ
る
」
と
い
う
、
と
説
明
す
る
。

Ⅲ
で
も
ま
た
、
「総
迎
来
」
を
説
明
し
て
、
「す
べ
て
み
な
、
浄
土

へ
む
か

へ
。
ゐ

(率
)
て
か

へ
ら
し
む
、
と
な
り
」
と
い
う
。

Ⅳ
で
は
、
「来
」
に
つ
い
て
、
①
衆
生
利
益
の
た
め
に
は

「き
た
る
」
と
ま
ふ
す
。

方
便
な
り
。
②
さ
と
り
を
ひ
ら
き
て
は

「か
へ
る
」
と
ま
ふ
す
、
と
説
い
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
文
章
の
中
で
、
「来
」
字
は

「き
た
る
」
「き
た
ら
し
む
」
、
あ
る
い
は

「か

へ
る
」
「か

へ
ら
し
む
」
と
訓
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

さ
と
り
の
世
界
か
ら
ま
よ
い

の
世
界
へ

「か
へ
る
」
(I
③
、
Ⅳ
②
)
あ
る
い
は

「き
た
る
」
(n
②
、
Ⅳ
①
)
と

解
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
還
来
稿
国
と
い
う
と
き
の

「還
」
「来
」
に
当
た

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ま
よ
い
の
世
界
か
ら
さ
と
り
の
世
界
へ
は
、
「か
へ
る
」
T

②
、
Ⅱ
①
、
H
③
)
、
「か

へ
ら
し
む
」
(m
)
と
言
わ
れ
、
ま
た

「き
た
ら
し
む
」
(I

①
、
H
①
)
と
も
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の

「か
へ
る
」
「か
へ
ら
し
む
」
は
、
沖
氏

の
論
で
提
唱
さ
れ
た

「還
浄
」
、
信
楽
氏
の
論
で
提
言
さ
れ
た

「帰
浄
」
、
に
当
る
と

三

祖
師
聖
人
の
所
述
の
中
に
は
、
こ
と
さ
ら
に
、
「来
」
「迎
」
二
字
に
つ
い
て
釈
義

を
ほ
ど
こ
し
た
文
章
が
、
都
合
、
四
つ
見
い
だ
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
み
な

「還
る
」
と

い
う
こ
と
ば
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
I
.
『唯
信
紗
』
に

『
五
会
法
事
讃
』
の
一
偶
を

引
く
中
に

「観
音
勢
至
白
来
迎
」
の
句
が
あ
る
。
そ
の

「来
」
「迎
」
の
語
意
を

「唯

信
紗
文
意
」
の
中
で
釈
す
る

一
節
。

　

n
.
同
じ
く

「唯
信
紗
」
が
引
く

「
五
会
法

事
讃
」
の
別
な
偶
に
見
え
る

「聞
名
念
我
総
迎
来
」
の
句
の
中
の

「総
迎
来
」
を
釈

す
る

「唯
信
紗
文
意
」
の
一
節
。

　

m
.
「唯
信
紗
文
意
」
の
右
の
箇
所
よ
り
少
し
後

に
再
び

「総
迎
来
」
の
句
を
釈
す
る

一
節
。
Ⅳ
。
『御
消
息
集
』
に
収
め
る
慶
西
坊
宛

て
の
返
書
の
末
尾
に

「来
」
の
字
を
釈
す
る

一
節
、
の
四
で
あ
る
。

1
で
は
、
「来
」
を
①

「浄
土

へ
来
た
ら
し
む
」
の
意
で
、
他
力
を
あ
ら
わ
す
、
と

説
明
す
る
。
ま
た
、
②

「来
」
は

「か
へ
る
」
「法
性
の
み
や
こ
へ
か
へ
る
」
の
意

で
、
そ
れ
は

「願
海
に
入
る
に
よ
っ
て
、
必
ず
涅
槃
に
い
た
る
」
「法
身
の
さ
と
り
を

法
性
の
み
や
こ
に
還
る



四

文
篇

一
七

一
頁
。
和
讃
篇
五
七
頁
参
照
)。
ま
た

『
一
念
多
念
文
意
』
に
は

「
一
実
真

如
と
ま
ふ
す
は
無
上
大
涅
槃
な
り
。
涅
槃
す
な
わ
ち
法
性
な
り
。
法
性
す
な
わ
ち
如

来
な
り
」
と
見
え
る

(全
集
和
文
篇

一
四
五
頁
。
和
讃
篇
五
七
頁
参
照
)。

い
っ
ぽ
う
、
『浄
土
論
註
』
を
開
く
と
、
そ
こ
に
は
法
性
を

(
1
)
寂
滅
と
し
、

(
2
)
無
漏
と
し
、
(
3
)
清
浄
と
し

(
そ
の
清
浄
は
真
実
で
あ
り
実
相
で
あ
り
無
相

で
あ
る
と
す
る
)、
(
4
)
無
相
と
し
、
(
5
)
無
生
と
し
、
(
6
)
無
為
と
し
、
(
7
)

実
際
と
す
る
、
あ
る
い
は
ま
た

(
8
)
法
性
法
身
・方
便
法
身
に
つ
い
て
語
る
、
な
ど

の
章
句
が
処
々
に
見
い
だ
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
句
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
そ
の
ま

ま

『教
行
信
証
』
の
中
に
引
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
善
導

『玄
義
分
』
に
は

「捨
此
禄
身
即
証
彼
法
性
之
常
楽
」
と
あ
り
、
『法

事
讃
』
に
は

「行
来
進
止
常
随
仏

　

証
得
無
為
法
性
身
」
と
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も

「教

行
信
証
」
中
に
引
か
れ
て
い
る
。

註

(
1
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①
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鸞
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全
集
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四

(3
)
同
①

一
二
、
六
=
②
三
七
、
六

　

①

一
〇
三
、
八

(4
)
同
①

[
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一
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八
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6
)
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一
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一
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(
7
)
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一
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九
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五
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〇
、
五
上
(
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言
っ
て
よ
い
て
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
以
上
を
通
観
す
れ
ば
、
わ
れ
ら
が
浄
土
に
往
き
生
ま
れ
る

(往
生
す
る
)

と
は
、
「他
力
」
が
わ
れ
ら
を
浄
土
に

「来
た
ら
し
む
」
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
す

な
わ
ち
、
法
性
の
み
や
こ
に
還
る
こ
と

(す
な
わ
ち
、
法
性
の
さ
と
り
を
ひ
ら
く
こ

と
)
な
の
だ
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
こ
そ
祖
師
の
意
は
あ
る
の
で
あ
ろ
う
、
と
私
は
了

解
す
る
。
し
か
ら
ば
、
祖
師
聖
人
の
お
こ
と
ば
で

「法
性
」
「法
性
の
み
や
こ
」
と
い

う
の
は
何
を
意
味
す
る
か
、
が
次
の
問
題
で
あ
る
。

註

　

I

　

親
鸞
聖
人
全
集
和
文
篇

一
五
九
-

一
六
〇
頁

n

　

同

一
六
四
頁

Ⅲ

　

同

一
六
七
頁

Ⅳ

　

同
書
簡
篇

一
五
七
頁

「法
性
」
を
、
「涅
槃
」
の
同
義
語
と
し
て
、
寂
滅

・
無
為
法
身

・
実
相

・
真
如

。

一
如
な
ど
と
ひ
と
連
な
り
に
並
べ
挙
げ
る
叙
述
が
、
「教
行
信
証
」
証
巻

「御
自
釈
」

の
中
に
見
え
る

(全
集
教
行
信
証

　

一
九
五
頁
)。

　

『唯
信
紗
文
意
』
で
は
、
「涅
槃

と
ま
ふ
す
は
そ
の
名
無
量
な
り
・・:
:
涅
槃
お
ば
無
為
と
い
ふ
、
安
楽
と
い
ふ
、
常
楽

と
い
ふ
、
実
相
と
い
ふ
、
法
身
と
い
ふ
、
法
性
と
い
ふ
、
真
如
と
い
ふ
、

一
如
と
い

ふ
、
仏
性
と
い
ふ
」
と
列
ね
、
「仏
性
す
な
わ
ち
如
来
な
り
。
こ
の
如
来
微
塵
世
界
に

み
ち
み
ち
ま
し
ま
す
。
す
な
わ
ち

一
切
群
生
海
の
心
に
み
ち
た
ま

へ
る
な
り
」
と
説

き
、
さ
ら
に

「こ
の
心
に
誓
願
を
信
楽
す
る
が
ゆ

へ
に
、
こ
の
信
心
す
な
わ
ち
仏
性

な
り
。
仏
性
す
な
わ
ち
法
性
な
り
。
法
性
す
な
わ
ち
法
身
な
り
」
と
あ
る

(全
集
和



祖
師
親
鸞
に
よ
る
「み
や
こ
」
の
語
の
用
例
は
三
種
ほ
ど
見
い
だ
せ
る
よ
う
で
あ
る
。

1
.
「法
性
の
み
や
こ
」

　

(『唯
信
妙
文
意
』)

2
.
「涅
槃
の
み
や
こ
」

　

(「尊
号
真
像
銘
文
」

3
.
善
導
の
句

「寂
静
無
為
楽
」
の
中
の

「楽
」
字
を

「み
や
こ
」
と
訓
ず
る

(坂
東
本

「教
行
信
証
」
行

・
証

・
真
巻
)

既
述
の
よ
う
に
涅
槃

・
法
性

・
無
為
は
互
い
に
同
義
異
名
で
あ
り
、
「寂
静
無
為

楽
」
は
す
な
わ
ち

「法
性
之
常
楽
」
で
あ
る
か
ら
、
右
の
三
例
は
全
く
同
じ
こ
と
を

言
い
表
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

こ
と
さ
ら
に
こ
こ
に

「み
や
こ
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
直
ち
に

連
想
さ
れ
る
の
は
阿
含

(相
応
部

二

一-
六
五
、
雑

[
ニ
ー
五
]
に
名
高
い
い
わ
ゆ

る

「古
城
の
讐
え
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
釈
迦
牟
尼
が
い
に
し
え
の
正
覚
者
た
ち
の

歩
ん
だ
道
を
辿
っ
て
八
正
道
に
よ
っ
て
全
苦
菰
の
滅
に
達
し
た
こ
と
を
、
林
中
に
古

径
を
見
出
し
そ
れ
を
辿
っ
て
古
い
都
城
に
至
る
こ
と
に
1　
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
そ

の
古
城
は
、
古
径
を
辿
っ
て

「達
す
」
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て

「還
る
」

べ
き
所
と
い
う
旨
趣
を
そ
こ
に
窺
い
取
る
こ
と
は
難
し
い
。

思
う
に
、
「無
始
流
転
の
苦
を
す
て
て
無
上
涅
槃
を
期
す
る
」
こ
と
は
、
わ
れ
ら
の

方
か
ら
す
れ
ば
浄
土
に

「往
生
す
る
」
と
い
う
事
実
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
事
実

は
ま
た
、
悟
り
の
方
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
、
礦
劫
以
来
わ
れ
ら
が
そ
こ
か
ら
迷

い
出
て
い
る

「
一
如
」
の
世
界
に
、
如
来
廻
向
の
恩
徳
に
よ
っ
て
、
わ
れ
ら
を

「還

ら
し
め
」
た
も
う
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
の
が

「法
性
の
み
や
こ
に
還
る
」
と
い
う

五

右
に
述
べ
た
よ
う
な

「法
性
」
の
語
に
か
か
わ
る
数
々
の
類
語
・同
義
語
の
枚
挙
は

そ
の
淵
源
す
る
と
こ
ろ
を
遠
く
古
経
論
に
辿
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
、
わ
れ
わ
れ

は
注
意
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
祖
師
聖
人
の
創
見
に
帰
す
べ
き
で
は
な
く
、

浄
土
門
の
聖
教
に
特
有
な
用
語
例
と
見
る
べ
き
で
も
な
い
。

「大
智
度
論
」
巻
三
二
は

『
大
品
般
若
』
の

「初
品
」
を
釈
す
る
中
の
第
四
九
章

「四
縁
義
」
を
内
容
と
す
る
。
こ
の

「四
縁
義
」
は
十
節
ほ
ど
に
分
け
て
見
る
こ
と
が

で
き
る
が
、
そ
の
第
二
節
が

「法
性
」
等
の
同
義
語
性
を
論
ず
る
箇
所
で
あ
っ
て
、

『経
』
に

「諸
法
の
如
・
法
性
・
実
際
を
知
る
」
と
い
う
句
が
あ
る
が
そ
の
三
語
は
み

な
諸
法
実
相
の
異
名
で
あ
る
、
と
説
い
て
い
る
。
’E

こ
フ
モ
ー
ト
師
に
よ
る

「大
智

度
論
」
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
で
は
、
そ
の
部
分
の
訳
文
の
前
に
五
頁
に
も
及
ぶ

「前
置

き
の
註
記
」
を
置
い
て
い
て
、
そ
の
中
で
、
ダ
ル
マ
タ
ー

(鳩
摩
羅
什
訳

「実
相
」
、

玄
奘
訳

「法
爾
、
法
性
」
)
・ダ
ル
マ
ダ
ー
ツ

(鳩
摩
羅
什
訳

「法
性
」
、
、
玄
奘
訳

「法

界
」
)
・タ
タ
タ
ー

(鳩
摩
羅
什
訳

「如
」
、
玄
奘
訳

「真
如
」
)
・
ブ
ー
タ
コ
ー
テ
ィ

(
「実
際
」
)
な
ど
の
語
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
類
語
が
列
挙
さ
れ
る
実
例
を
、
阿
含
・

部
派
の
論
典

・
大
乗
の
経
典
に
亙
っ
て
博
捜
し
て
、
克
明
に
提
示
し
て
い
る
。
そ
れ

に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
涅
槃
=
法
性
=
仏
性
=
真
如
=
如
来
と
す
る
祖
師
聖
人
の

考
え
方
が
真
の
意
味
で
仏
教
の
伝
統
に
根
差
し
て
い
る
こ
と
を
、
容
易
に
知
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。
下
記

(七
ペ
ー
ジ
)
「補
足
」
参
照
。

法
性
の
み
や
こ
に
還
る
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表
現
に
能
め
ら
れ
た
祖
意
で
は
あ
る
ま
い
か
。
た
だ
し
か
し
、
そ
の

「法
性
の
み
や

こ
に
還
る
」
こ
と
は
、
わ
れ
ら
に
と
っ
て
、
ほ
の
か
に
そ
う
と
頷
か
し
め
ら
れ
る
と

い
う
よ
り
他
に
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
、
と
思
わ
れ
る
。
如
来
=
涅
槃
=
仏
性

(
=
法

性
=
信
心
)
と
は
、
「凡
地
に
し
て
は
さ
と
ら
れ
ず
安
養
に
い
た
り
て
証
す
べ
」
き
こ

と
な
の
だ
か
ら
。



I 。 阿含経典

1. S　 ii　 p. 25 . : dhiitu, dhammatthli　 tatal,　 dhammlalnliyb at恥 idapplaccayatil.

2 . S　 ii　 p. 26 . : tathata, avitathatii, anafifiathata, idappaccayata.

3. Nidanasamyukta　 p. 148 . : dharmata, dharmasthitaye　 dhiitub.

4. 1bidem. p. 149. : dharmatii, dharmasthitit亀 dharmaniyiimatii, dharmayathatathii , avitathata.

ananyath恥bhata, satyata, tattvatii, yathatathii, aviparitata, aviparyastati , idampratyayata,

pratityasamutpadanulomata.

5 . 1bidem. p. 164. : dharmata, dharmasthitaye　 dhatut1.

6. A i p. 286. : dhatu, dhammatthitata, dha㎜aniyamata.

7. Mahiiparinirv助a　 p. 168 . : dharmata, dharmasthitaye　 dhiitutl.

8 . Sal istamba　 p. 4. : dharmata, dharmasthitita, dharmaniyamat亀 pratityasamutpadasamatii

tathatii, aviparitatathatii, ananyatathatii, bhatatii, satyatii, aviparitata, aviparyastata.

9 . A　 sUtra　 cited　 in　 Kogavyakhyii　 p. 293. : dharmata, dharmasthitita, dharmanyamat亀 tathata,

avitathati , ananyatathatii, bhatata, satyatii, tattvam, aviparitat恥 aviparyastatii.

法
性
の
み
や
こ
に
還
る

補　 足

上記 (p. 5上段) のMsgr. Lamotteによる 「註記」 (lltienne　 Lamotte　 :　 Le　 trait6　 de　 la　 grande

ver tu　 de　 sagesse　 p. 2181-2186) に見える 「法性」 の同義語の列挙を、左に摘記して示す。

Ⅱ. アビダルマ論書

1. Visuddhimagga　 p.518-519 (Kosambi　 ed. ) : [paticcasamuppada=] tathata, avitathatii, anai iathata,
idappaccayatii.

2. Abhidharmako§a　 p. 137. : dharmatii [ = pratityasamutpada= asamskrta] .

七

Ⅲ。 大乗経典

1. Paficabim§ati　 p. 168　 ;　 Satasiihasrikii　 p.　 1262　 :　 有為法とは欲界 ・色界 ・無色界であり, 三

界に摂せられる他の三十七菩提分などのいかなる諸法もまた, それである。無為法とは, その

生もなく滅もなく変異もないところの法であり, それらについて貪の滅尽 ・眼の滅尽 ・裔の滅

尽が知 られる ところの法である。 tathata, avitathatii, ananyatathatii, dharmatii, dharmadha

tu, dharmasthititii, dharmaniyiimatii および bhatakoti , これらが無為法といわれる。 く法性

= 無為〉

2. Daiabhamika　 p. 65　 :　 これはすべてのdharmaのdharmatiiであり, 如来世に出づるも出でざる

もこのdharmata, dharmasthiti は定まっており, すなわち sarvadharma弛nyata, sarvadharmii-

nupalabdhi, である。 〈法性= 空= 不可得〉

3. A叫 daia　 H　 p. 126: sarvadharmaの samati は tathatii, avitathata, ananyatathata, dharmat亀

dharmadhiitu, dharmasthititii, dhermaniyamata, bhatakoti である。 〈空= 平等性〉
4 . Paficavimiati　 p. 24　 :　 Satiisahasrika　 p.　 8　 :　 sarvadharmatathatii ,　 dharmadhiitu, bhiitakoti を

学ぽんと欲する菩薩は般若波羅蜜において学ぶべきである。

以　 上

以上、阿含・アビダルマにおける諸語の列挙は、みな「縁起(pratityasamutpida, paticcasamuppida)」

を語る場において見いだされる (ただ し I , 6 は 「一切行無常 ・一切行苦 ・一切法無我」 を説く場

においてであるが無常 ・苦 ・無我なる事実は縁起の理に基づく ものにほかならない) のであるか

ら、 これを纏めて 〈縁起= 法性〉 と見るこ とができる。 そ して大乗仏典ではその考えが く縁起= 不

生〉 一 〈不生= 無為〉 - 〈無為- 有為〉 とい う論理を追って展開し、 法性 ・真如 ・法界 ・実際

(bhatakoti) ・空 ・涅槃は一無相であると説かれるに至る、 とラモー ト師は説明する。


