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(
1
)

六
祖
壇
経
の
敦
燈
本
に
つ
い
て
幾
度
か
論
考
を
重
ね
た
結
果
、
そ
れ
が
独
特
の
構
想
と
構
成
と
を
持

つ
こ
と
が
明
ら

か
に
な

っ
た
。
し

か
る
に
ま
さ
に
そ
の
特
異
性
の
ゆ
え
に
、
唐
代
す
で
に
修
正
を
蒙
り
、
今
日
我

々
が
流
布
本
と
し
て
親
し
ん
で
い
る
も

の
は
、
修
正
本
の

系
統

に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
同
じ
壇
経
で
あ
り
な
が
ら
、
教
説
が
基
本
的
に
異

っ
て
い
る
こ
と
も
明
ら

か
に
な

っ
た
。
こ

の
両
者

の
相
違
を
は

っ
き
り
と
認
識
し
な
か

っ
た
こ
と
が
、
壇
経
研
究

の
障
擬
に
な

っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
流
布
本
に
親

し
む

こ
と
に
よ

っ
て
得
ら
れ
た
知
識
が
先
入
観
と
な

っ
て
、
敦
煙
本
壇
経

の
真
相
を
覆
い
隠
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
い
わ
ゆ
る
心
偶
の
伝
統
的
な
読
み
に
疑
問
を
抱
い
た
の
が
事

の
始
ま
り
で
あ

っ
た
。
心
偶
を
偶
碩
と
し
て
正
確
に
読
む
な
ら

ば
、
伝
統
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
意
味
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
念
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
で
は
正
確
に
読
む
と
ど
う

な
る

の
か
、
そ
の
読
み
に
導
か
れ
て
行

っ
た
結
果
、
前
述
し
た
よ
う
な
、
壇
経
敦
煙
本

の
独
特
の
構
想
構
成
が
見
え
て
来
た
わ
け
で
あ
る
。

伝
法
偶
に
つ
い
て
も
、
と
く
に
達
磨

の
も
の
と
さ
れ
る
偶
に
つ
い
て
だ
が
、
伝
統
的
な
解
釈
が
存
す
る
。
し
か
し
敦
煙
本
に
即
し
て
読

ん
だ
場
合
、
果
た
し
て
そ
れ
で
よ
い
か
ど
う
か
、
こ
れ
は
当
然
起

っ
て
く
る
問
題
で
あ
ろ
う
。
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二

伝
法
偏
は
四
九
段
に
出
て
来
る
。

上
座
法
海
向
前
言
、
大
師
、
大
師
去
後
、
衣
法
当
付
何
人
。
大
師
言
、
法
印
付
了
、
汝
不
須
問
。
吾
滅
後
二
十
余
年
、
邪
法
擦
乱
、

惑
我
宗
旨
。
有
人
出
来
、
不
惜
身
命
、
定
仏
教
是
非
、
竪
立
宗
旨
、
即
是
吾
正
法
。
衣
不
合
伝
。
汝
不
信
、
吾
与
諦
先
代
五
祖
伝
衣

付
法
碩
。
若
拠
第

一
祖
達
摩
頒
意
、
即
不
合
伝
衣
。
聴
吾
与
汝
諦
。
頒
日
、

第

一
祖
達
摩
和
尚
碩
日
、

吾
本
来
唐
国
、
伝
教
救
迷
情
。

一
花
開
五
葉
、
結
果
自
然
成
。

第
二
祖
恵
可
和
尚
頚
日
、

本
来
縁
有
地
、
従
地
種
花
生
。
当
本
元
無
地
、
花
従
何
処
生
。

第
三
祖
僧
環
和
尚
頬
日
、

花
種
難
因
地
、
地
上
種
花
生
、
花
種
無
生
性
、
於
地
亦
無
生
。

第
四
祖
道
信
和
尚
頬
日
、

花
種
有
生
性
、
因
地
種
花
生
、
先
縁
不
和
合
、

一
切
尽
無
生
。

第
五
祖
弘
忍
和
尚
頬
日
、

有
情
来
下
種
、
無
情
花
即
生
、
無
情
又
無
種
、
心
地
亦
無
生
。

第
六
祖
恵
能
和
尚
一狽
日
、



心
地
含
情
種
、
法
雨
即
花
生
、
自
悟
花
情
種
、
菩
提
菓
自
成
。

次
い
で
五
〇
段
に

能
大
師
言
、
汝
等
聴
吾
作
二
頬
、
取
達
摩
和
尚
碩
意
。
汝
迷
人
依
此
頬
修
行
、

第

一
頸
日
、

心
地
邪
花
放
、
五
葉
逐
根
随
、
共
造
無
明
業
、
見
被
業
風
吹
。

第

二
頸
日
、

心
地
正
花
放
、
五
葉
逐
根
随
、
共
修
般
若
恵
、
当
来
仏
菩
提
。

必
当
見
性
。
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と
あ
る
。

四
九
段
は
有
名
な
、
神
会
に
対
す
る
二
十
年
懸
記
の
話
し
で
あ
る
。
法
を
付
し
了

っ
た
の
が
誰
で
あ
る
か
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

(
2
)

あ
る
が
、
同
時
に

「衣
は
合
に
伝
う
ぺ
か
ら
ず
」
と
い
う
。
代
り
に
伝
宝
偶
を
与
え
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
六
祖

に
始
ま
る
し
き

た
り
で
は
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
、
「先
代
五
祖
伝
衣
付
法
頚
」
が
な
ら
べ
挙
げ
ら
れ
る
。
「若
し
第

一
祖
達
摩

の
顛
意
に
拠
ら
ぼ
、

即
ち
合
に
衣
を
伝
う
べ
か
ら
ず
」
と
い
う

の
は
分
り
に
く
い
が
、
達
磨
が
唐
国
に
来
た
の
は

「伝
教
」
の
た
め
で
あ

っ
て
、

「伝
衣
」
の

た
め
で
は
な
い
と
い
っ
た
単
純
な
こ
と
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

伝
衣
説
を
言
い
出
し
た
の
は
神
会
に
他
な
ら
な
い
が
、
菩
提
達
摩
南
宗
定
是
非
論
で
見
る
限
り
い
さ
さ
か
持
て
余
し
気
味
で
あ
る
。
そ

れ
と
い
う
の
も
、
六
祖
ま
で
は
な
ん
と
か
胡
麻
化
し
が
利
い
た
が
、
い
ざ
自
分
の
番
に
廻

っ
て
来
る
と
そ
う
は
行
か
な
く
な

っ
た
か
ら
に

違
い
な

い
。
歴
代
法
宝
記
は

「会
和
上
不
得
信
衣
」
(東
京
荷
沢
寺
神
会
和
上
章
)
と
言
う
。

こ
の
点
を
つ
い
て
、
法
宝
記
は
独
自
に
伝
衣
説
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を
展
開
さ
せ
る
の
だ
が
、
い
よ
い
よ
荒
唐
無
稽
な
も
の
に
な

っ
て
行
か
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
信
衣
の
代
役
に
伝
法
偶
を

立
て
た
壇
経
の
策
が
合
理
的
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
法
林
伝
以
下

の
灯
史
が
こ
れ
を
受
け

つ
い
で
行

っ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

壇
経
は
先
ず
神
会
が
編
纂
し
、
そ
れ
に
法
海
が
手
を
加
え
た
の
が
現
存
す
る
敦
煙
本
系
テ
キ
ス
ト
の
祖
本
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
私
の

想
定

で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
壇
経
敦
煙
本
の
本
文
は
、
五
五
段
以
下
を
別
と
し
て
、
神
会
と
法
海
の
い
ず
れ
か
の
手
に
成

っ
た
も
の
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

い
ま
問
題

の
伝
法
偶
の
説
は
い
っ
た
い
誰
が
立
て
た
か
。
い

っ
た
ん
伝
衣
説
を
主
張
し
て
お
き
な
が
ら
、
伝
法
偶
説
に
乗
り
換
え
る
の

は
あ
ま
り
に
も
無
責
任
だ
か
ら
、
神
会
の
可
能
性
は
薄
い
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
う
で
も
な
い
。

神
会
は
天
宝
四
載

(七
四
五
)
兵
部
侍
郎
宋
鼎
の
招
請
に
よ

っ
て
、
洛
陽
の
荷
沢
寺
に
入

っ
て
い
る
(円
覚
経
大
疏
砂
三
之
下
)。
恐
ら
く
そ

の
直
後
で
あ
ろ
う
、
真
堂
を
建
て
て
慧
能
を
顕
彰
し
て
い
る

(宋
高
僧
伝
八
慧
能
伝
)
。

こ
の
時
は
ま
だ
西
天
八
祖
説
で
あ

っ
た
が
、

そ

の
後

お
そ
く
と
も
左
渓
玄
朗
碑
の
書
か
れ
る
こ
ろ
ま
で
に

(玄
朗
は
天
宝
十
三
年

(七
五
四
)
に
没
し
て
い
る
)
壇
経
を
編
纂
し
て
、
新
た

(
3
)

に
西
天
二
十
九
祖
説
を
唱
え
た
と
推
定
さ
れ
る
。
神
会
は
自
説
を
改
め
る
に
吝
か
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
法
海

で
あ

っ
た
か
も
知

れ
な

い
。
こ
の
点
を
確
か
め
る
た
め
に
も
伝
法
偶
を
読
ん
で
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

 

達
磨
の
伝
法
偶
は
し
ば
ら
く
置
い
て
、
二
祖
の
も
の
か
ら
始
め
よ
う
。

本
来
地
有
る
に
縁
り
て
、

地
よ
り
種
花
生
ず
。
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当
本
元
よ
り
地
無
く
ん
ば
、

花
は
何
処
よ
り
か
生
ぜ
ん
。

は
た
け

ほ

ん
ら

い
地

が
あ

る

か
ら

、
そ

の
地

か

ら

花

が

生

じ

る
。

三
祖

、

も

と

も

と
地

が
な

い
な

ら

ば

、
花

は

生

じ

よ

う

が

な

い
。

花
の
種
は
地
に
因
り
て

地
上
に
種
花
生
ず
と
錐
も
、

花
の
種
に
生
性
無
く
ん
ば
、

地

に
於
い
て
も
亦
た
生
じ
る
こ
と
無
か
ら
ん
。

、

,'

花

の
種
は
地
に
よ

っ
て
、
地
の
上
に
花
を
咲
か
せ
る
け
れ
ど
も
、
花

の
種
に
生
性
が
な
け
れ
ば
、
地
に
ま
い
て
も
生
え
る
こ
と
は
な
い

だ
ろ
う
。

四
祖
、

花

の
種
に
生
性
有
り
、

地

に
因
り
て
種
花
生
ず
る
も
、

先
縁
和
合
せ
ず
ん
ぱ
、

一
切
尽
く
生
ず
る
こ
と
無
か
ら
ん
。

f
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花

の
種
に
生
性
が
あ

っ
て
、
地
に
ま
か
れ
て
花
が
生
じ
る
け
れ
ど
も
、
因
縁
が
熟
し
て
い
な
け
れ
ば
、

な
い
だ
ろ
う
。

五
祖
、

有
情
来
り
て
種
を
下
し
、

無
情
の
花
即
ち
生
ず
。

無
情
又
た
種
無
く
ん
ば
、

心
地
も
亦
た
生
ず
る
こ
と
無
か
ら
ん
。

一
切

ま

っ
た
く

生

え

る

こ
と

は

は
た
け

有
情
が
種
を
ま
く
と
、
無
情
の
花
が
咲
く
。
し
か
し
無
情
の
花
に
種
が
な
い
な
ら
ば
、
心
と
い
う
地
も
な
に
も
生
じ

は
し
ま
い
。

心
地
は
情
種
を
含
み
、

法
雨
す
れ
ば
即
ち
花
生
ず
。

自
ら
悟

っ
て
情
種
に
花
さ
け
ば
、

菩
提
の
果
自
ず
か
ら
成
ら
ん
。

「情

種

」

の

二
字

、

敦

煙

博

物

館

本

の

コ
ピ

ー
を

見

る

と

「
性

種
」

と

も
読

め

る
。

く

ず

し

字

で

書

い

た

場
合

、

「
情

」

と

「
性

」

と

は
紛

ら

わ

し

い
。

現

に

、
敦

博

本

の
書

き

手

は

、

直

前

の

「
情
」

と

「
性
」

と

は

き

ち

ん

と
楷

書

で
書

い

て
お

き

な

が

ら

、

こ

こ
だ

け

は

く
ず

し
字

の
ま

ま

で
あ

る
。

恐

ら

く

ど

ち

ら

と

も

決

め

か

ね

た

の
で

あ

ろ

う

。

「
情

種
」

で

は

ど

う

に

も
読

め

な

い

の

で

、
試

み

に

「
性
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種

」

と

し

て
読

ん

で
見

る
。

は
た
け

心
と

い
う
地
に
は
本
具
の
種
が
含
ま
れ
て
お
り
、
法

の
雨
が
降
る
と
す
ぐ
に
花
が
咲
く
。
自
ら
悟

っ
て
、
本
具
の
種
に
花
が
咲
け
ば
、

菩
提

の
果
が
自
然
に
実
る
だ
ろ
う
。

は
た
け

は
な
は
だ
乱
暴
な
ゴ
リ
押
し
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
地

・
種

・
花

・
果
、
そ
れ
に
雨
が
主
題
と
な

っ
て
い
る
こ
と
は
読
み
取
れ
る
で
あ

ろ
う
。

こ
れ
ら
が
心
地
法
門
を
構
成
す
る
要
素
を
象
徴
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
達
磨

の
伝
法
偶
か
ら
展
開
し
て
来
た
も
の

で
も
あ
る
。

さ
て
そ
の
違
磨
の
伝
法
偶
で
あ
る
が
、
祖
堂
集
巻
二
弘
忍
伝
の
、
弘
忍
が
慧
能
に
言

っ
た
言
葉

の
中
に
、

達

摩
云
、

一
花
開
五
葉
、
結
果
自
然
成
、
是
即
此
土
与
汝
五
人
。

と
い
う
の
が
あ
る
。

こ
れ
は

「五
葉
」
を
慧
可
以
下
の
五
祖
を
意
味
す
る
と
す
る
伝
統
的
解
釈
の
先
駆
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
い
ま
し
が
た

見
た
よ
う
に
、
二
祖
以
下
の
伝
法
偶
に
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
意
識
し
た
跡
は
微
塵
も
な
い
。
も

っ
ぱ
ら
心
地
法
門

が
問
題
な

の
で
あ

る
。さ

ら
に
伝
統
的
解
釈
に
は
い
ま

一
つ
の
困
難
が
あ
る
。
前
に
引
い
た
よ
う
に
、
壇
経
敦
煙
本
に
は
、
慧
能
が
達
摩
和
尚

の
頚
意
を
取

っ

て
作

っ
た
と
い
う
二
頒
が
あ
り
、
両
者
に

「五
葉
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
三
頬
と
も
同

一
人
物
が
作

っ
た
に
違

い
な
い
か
ら
、

こ
の
三

つ
の

「
五
葉
」
は
同
じ
意
味
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
し
か
る
に
後

の
二
頬
の
五
葉
を

「唐
土
の
祖
師
五
人
」

の
意
味
に
取
る
と
、

ま
る
で
馬
鹿
気
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
で
は
い
け
な
い
の
で
あ

っ
て
、
何
か
別
の
意
味
が
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

吾
れ
本
よ
り
唐
国
に
来
り
て
、

教
を
伝
え
て
迷
情
を
救
わ
ん
と
す
。

一
花
五
葉
に
開
き
、
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結
果
自
然
に
成
る
。

私

は

も

と
も

と
唐

国

に
来

て

、

教

え

を

伝

え

て

迷

え

る
者

を
救

お

う

と

し

た
。

が
自

然

に
な

る

と

い
う

こ
と

だ

。

ひ
ら

心
地
に
邪
花
放
か
ぼ
、

五
葉
は
根
を
逐
う
て
随
わ
ん
。

共
に
無
明
の
業
を
造
り
て
、

業
風
に
吹
か
る
る
を
見
ん
。

そ

の
教

え
と

い
う

の
は

、

み

一
花
が
五
葉
に
開
い
て
、
果

心
地
に
邪
な
花
が
開
い
た
な
ら
ば
、
五
葉
は
根
を
追

っ
て
邪
に
つ
き
し
た
が
う
だ
ろ
う
。
共
に
無
明
の
業
を
造

っ
て
、
業
風
に
吹
か
れ

る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

心
地
に
正
花
放
か
ば
、

五
葉
は
根
を
逐
う
て
随
わ
ん
。

共
に
般
若
の
恵
を
修
め
、

当
来
仏
の
菩
提
な
ら
ん
。

心
地
に
正
し
い
花
が
開
い
た
な
ら
ぼ
、
五
葉
は
根
を
追

っ
て
正
し
さ
に
つ
き
し
た
が
う
だ
ろ
う
。
共
に
般
若

の
智
慧

を
修
め
て
、
ゆ
く
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ゆ
く
仏
の
菩
提
を
得
る
だ
ろ
う
。

「
花
」
は
、
円
覚
経
に

成
就
正
覚
、
心
花
発
明
、
照
十
方
刹
。

と
い
う
と
こ
ろ
の

「心
花
」
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
宗
密
は
言
う

(略
疏
巻
下
之
二
)。

覚
心
既
明
、
即
慧
光
開
発
、
触
向
無
染
、
故
日
心
花
。

「
五
葉
」
は

「心
地
」
と
の
対
比
か
ら
言

っ
て
も
五
薔
色
身
に
他
な
る
ま
い
。
神
会
の
壇
語

(遺
集
二
三
二
頁
)
に

知
識
、

一
一
身
中
具
有
仏
性

と
言
う
。
心
花
と
な

っ
て
咲
き
出
で
る
の
は
仏
性

(種
)

の
は
た
ら
き
で
あ
り
、
花
は
果

(菩
提
)
を
結
ぶ
所
以
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な

(
4
)

心
地

の
有
り
よ
う
を
悟
る
の
が
識
心
見
性
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
善
知
識
の
指
導

(法
雨
)
が
必
要
で
あ
る
。

要
す
る
に
達
磨
の
伝
法
偏
は
、
心
地
法
門
の
教
え
を
、
簡
潔
な
象
微
的
詩
句
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
続
く
諸
祖
は
部
分
的
な

コ
メ

ン
ト
を
述
べ
、
最
後
に
六
祖
が
初
祖
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
よ
り
周
到
に
表
現
し
て
、
し
め
く
く
り
を

つ
け
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
残
る
二
偶
の
中

「根
」
は
六
根
を
指
す
で
あ
ろ
う
。
心
地
に
邪
悪
の
花
が
咲
く
と
、
五
薙
色
身
は
、
邪
悪
に
あ

や
つ
ら
れ
る
六
根

の
導
く
ま
ま
に
悪
業
を
造
り
、
業
風
に
吹
か
れ
て
苦
界
を
め
ぐ
る
こ
と
に
な
る
。

四

さ

て
こ
れ
等
の
偶
頸
は
神
会
の
手
に
成
る
の
か
そ
れ
と
も
法
海
の
手
に
成
る
の
か
。

「
自
然
」
と
い
う
語
は
、
神
会
も
し
ば
し
ぼ
用
い
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
、
道
家
の
自
然
と
の
相
異
を
論
じ
て
い
る
の
が
、

わ
た

っ
て
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る

(遺
集
九
九
頁
、
一
四
三
頁
)。
結
局
神
会
に
よ
れ
ば
、

二
度
に
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僧
家
自
然
者
、
衆
生
本
性
也
。

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
こ
う
い
う
考
え
方
は
神
会
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ぼ
最
上
乗
論
に
次

の
よ
う
に
言
う
、

会
是
妄
念
不
生
、
我
所
心
滅
、

一
切
功
徳
自
然
円
満
、
不
仮
外
求
、
帰
生
死
苦
。

こ
こ
で
は

「自
然
」
と
い
う
語
は

「外
求
」

の
反
対
概
念
を
示
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り

「本
性
」
上
に
お
い
て
片

が
付
く
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
、

「自
然
ト

ハ
衆
生

ノ
本
性
ナ
リ
」
と
い
う
考
え
は
、
禅
家
に
共
通
の
も
の
で
あ

っ
た
と
言
え
る
で

あ
ろ
う
。

と
な
る
と
、
伝
法
偶
の
作
者
は
神
会
で
あ

っ
て
も
法
海
で
あ

っ
て
も
可
怪
し
く
は
な
い
。
し
か
し
法
海
の
主
張
の
比
類
な
さ
は

「自
性

頓
修
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
伝
法
偶
に
こ
の
思
想
は
な
い
。

(
5
)

こ
れ
は
旧
稿
に
お
い
て
述

べ
た
の
で
あ
る
が
、
壇
経
は
授
戒
儀
を
中
心
と
は
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
の
み
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、

慧
能

の
主
な
事
蹟
や
基
本
的
な
教
説
な
ど
、

一
派
の
授
戒
師
が
心
得
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
を
書
き
留
め
た
秘
伝
書

の
よ
う
な

も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
神
会
は
荷
沢
寺
住
持
中
に
編
纂
し
、
祖
統
説
に
修
正
を
加
え
て
西
天
二
十
九
祖
説
を
唱
え
出
し
た
と
す

(
6
)

る
想
定
は
前
述
し
た
。
あ
る
い
は
そ
の
時

つ
い
で
に
、
伝
衣
説
の
行
詰
り
の
打
開
を
も
計

っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

つ
ま
り
神
会
は
、

壇
経

の
編
纂
を
、
教
団
史

の
不
備
を
補
う
機
会
と
し
て
も
利
用
し
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
よ
り
も
、
逆

に
、
教
団
史
を
と

と
の
え
る
た
め
に
こ
そ
壇
経
を
編
纂
し
た
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

慧

忠
の
言
で
は

「壇
経
を
改
換
し
、
鄙
諏
を
添
繰
し
」
た
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
法
海

の
か
か
わ

っ
た
の
は
、
存
外
言
葉
通
り
に
こ

の
範
囲
に
限

っ
て
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。

(
1
)

「
敦
煙
本
六
祖
壇
経

の
心
偶

に

つ
い
て
」

(『
禅
学
研
究
』
七
十
、

平
成
四
年

二
月
)
、

「
壇
経
雑
識
」

(同
前
七
十

一
、

平
成
五
年

二
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月
)
、
「
六
祖

壇
経
研
究
枝
談
」

(『
仏
教
史
学
』

三
七
巻
第

一
号
、

平
成
六
年

七
月
)
、
「
初
期
禅
宗

の
組
統
説
と
北
山
録
」

(『
仏
教
学

セ
ミ
ナ
ー
』
六
十
号
、
平

成
六
年
十
月
)
参
照
。

(
2
)

伝
法
偶
と

い
う

用
語

は
、
法
林
伝
巻

二
優
波
麹
多
章

に
出
る

の

が
最
初
で
あ
ろ
う
。

(
3
)

こ
の
考
証
に

つ
い
て

は

拙
稿

「
初
期
禅
宗

の
祖
統
説

と
北
山

録
」

(『
仏
教
学

セ
ミ
ナ
ー
』
六
十
号
、

一
九
九

四
年
十
月
)
参
照
。

な
お
胡
適

は
壇
経

の
作
製
時
に

つ
い
て

「
我
椚
仮
定
此
経
作
於
天

宝
年
間
神
会
在
東
京

(洛
陽
)
最
活
動
的
時
代
、
(
神
会
在
東
京
当

天
宝

四
年

至
十

二
年
、

七

四
五
i
七

五
三
)

約

当

西

歴

七
四
五

年
」

と
言

っ
て
い
る

(壇
経
考
之

二
、
文
存
四
)
。

(
4
)

壇
経

12

・
30
段

「
須
求
大
善
知
識
示
道
見
性
」
。
神
会
壇
語

「要

因
善
知
識
指
授
、
方
乃
得
見
」

(遺
集

二
三
三
頁
)
。

(5
)

「
初
期
禅
宗

の
祖
統
説

と
北
山
録
」

(6
)

前
掲

の
論
文

に
お
い
て
、
私

は
、
歴
代
法
宝
記

の
二
十
九
祖
説

は
、
壇
経
神
会

原
本

の
そ
れ
を
踏
襲

し
た
も

の
で
は
な

い
か
、
と

い
う
こ
と
を
論

じ
た
。
伝
衣
説

に

つ
い
て
も
同
じ

よ
う
な
事
情
が

あ
る

の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

つ
ま
り
、
壇
経
神
会
原
本

に
お

い
て

伝
衣
説
に
見
切
り
が
付

け
ら
れ
た
の
を
見

て
、
安
心

し
て
独
自

の

伝
衣
説
を
展
開
し
た
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。

原
稿
を
印
刷

に
付

す
べ
く
提
出

し
た
の
ち

に
、
左
記

の
資
料

の

有

る

こ
と
を
知

っ
た
。

揚
州
華
林
寺

大
悲

禅
師
碑

銘

井
序　

た

た

ぬ

(前
略
)
自
大
迦
葉

親
承
心
印
、

二
十
九
世
伝
菩
提
達
摩
、
始
来

中

土
、
代
襲
為
祖
、
派
別
為
宗
。
(中
略
)
神
会

日
、
衣
所
以
伝

信
也
。
信
筍
在
法
、
衣
何
有

焉
。
他

日
請
秘

干
師
之
塔
廟
、
以

　

た

　

　

　

た

憶

心
競
。
伝
衣
縣
是
遂
絶
。
師
嗣
法
於
神
会
大
師
者
也
。
上
距

大
迦
葉
、

三
十

六
代
…
…

碑

銘
の
作
者

は
質
錬

(-

八
三
五
)
で
あ
り
、
全
唐
文

七
一三

に
載

せ
る
。
大
悲
禅
師
が
神
会

の
弟

子
霊

坦

(七
〇
九
-

八

一
六
)

で
あ

る

こ
と
は
周
知

の
と
お
り
で
あ
る
。
弟
子
が

二
十
九
祖

説
を

奉

じ
て

い
た
こ
と
は
、
神
会

に
始
ま
る
と
す
る
私

の
推
定

の
有
力

な
傍
証
と
な
る
で
あ

ろ
う
。

ま
た
神
会
が
伝
衣
を
断
念
し
た

こ
と

が
は

っ
き
と
述

べ
ら

れ
て
い
る
。
伝
法
偶
を
作

っ
た
と
ま
で
は
述

べ
ら
れ
て

い
な

い
け
れ
ど
も
。


