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1

敦
焼
本
六
祖
壇
経
の
研
究
の
歴
史
は
長
い
。
鈴
木
大
拙
博
士
や
ヤ
ソ
ポ
ル
ス
キ
ー
氏
に
よ
る
綿
密
な
校
定
本
文
も
活
字
化
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
幸
い
な
こ
と
に
、

原
写
本
の
面
影
を
よ
く
伝
え
た
写
真
の
入
手
も
困
難
で
は
な
い
。

花
園
大
学

の
禅
学

コ
ー
ス
に
お
い
て
、
「文
献

研
究
」
と
枠
づ
け
さ
れ
た
時
間
を
割
り
当
て
ら
れ
た
と
き
、
研
究
の
対
象
と
し
て
敦
煙
本
壇
経
を
取
り
上
げ
た
の
も
、

こ
の
よ
う
に
条
件

が
と
と
の
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
文
献
研
究
の
訓
練
の
た
め
に
は
、
ま

っ
た
く
未
知

の
も
の
を
対
象
と
す
る
よ
り
も
、
あ
る
程
度
研
究

の
進
ん
だ
も
の
を
対
象
と
す
る
方
が
、
先
人
の
業
績
に
学
ぶ
と
い
う
こ
と
も
あ

っ
て
、
よ
り
効
果
的
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
テ
キ
ス
ト
が
相
当
の
難
物
で
あ
る
と
は
、
耳
に
腓
脂
が
で
き
る
ほ
ど
聞
か
さ
れ
て
い
た
。
い
ざ
直
接
に
対
面
し
て
み
る
と
な
る
ほ

ど
相
当
な
も
の
で
あ
る
。
原
本
の
角
の
磨
り
減

っ
た
様
子
と
い
い
、
字
体
の
朴
訥
さ
と
い
い
、
六
祖
慧
能

へ
の
深

い
信
仰
に
生
き
た
人

々

(
1
)

の
あ

っ
た
こ
と
を
彷
彿
せ
し
め
る
。
し
か
し
文
章
の
乱
れ
文
字
の
乱
れ
の
ひ
ど
さ
に
は
困
惑
を
禁
じ
得
な
い
。
こ
の
壇
経
を
奉
じ
て
い
た

の
は
、
虐
げ
ら
れ
衰
弱
し
て
行
く
、
秘
密
結
社
的
な
信
仰
団
体
で
は
な
か

っ
た
ろ
う
か
と
さ
え
想
像
し
た
く
な
る
。

難
渋
し
な
が
ら
読
み
進
む
う
ち
に
、
意
外
な
と
こ
ろ
で
立
往
生
し
て
し
ま

っ
た
。
本
文
の
校
定
に

つ
い
て
は
な
ん
ら
問
題

の
な
い
箇
所

に
引

っ
掛
か

っ
て
動
け
な
く
な

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
神
秀
の
も

の
と
さ
れ
る
心
偶
の
読
み
を
め
ぐ

っ
て
で
あ

っ
た
。
い
ず

れ
慧
能

の
も
の
と
さ
れ
る
心
偶
の
読
み
と
も
か
か
わ

っ
て
く
る
か
ら
、
三
首
ま
と
め
て
掲
げ
て
お
こ
う
。
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神

秀

の
も

の
と

さ

れ

る

偶

、

身

是

菩

提

樹

心

如

明

鏡

台

時

時

勤

払

拭

莫

使

有

塵

埃

慧
能

の
も

の
と

さ

れ

る
偶

、

第

一

菩

提

本

無

樹

明

鏡

亦

無

台

仏

性

常

清

浄

何

処

有

塵

埃

第

二

心

是

菩

提

樹

身

為

明

鏡

台

明

鏡

本

清

浄



何

処

染

塵

埃

神
秀

の
偶
を
訓
読
し
て
見
る
。

身
は
是
れ
菩
提
の
樹
に
し
て
、

心
は
明
鏡
の
台
の
如
し
。

時
時
に
勤
め
て
払
拭
し
、

塵
埃
有
ら
し
む
る
こ
と
莫
れ
。
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3

何

が
問
題
に
な

っ
た
か
と
い
う
と
、

「払
拭
」
す
る
対
象
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。

文
献
研
究
と
し
て
出
来
る
だ
け
本
文
に
忠

実
に
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
識
が
、
こ
れ
ま
で
何
の
気
な
し
に
素
通
り
し
て
し
ま

っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
神
経
を
尖
ら
さ
せ
た

の
に
違
い
な
い
。
し
か
し
疑
問
を
起
し
た
こ
と
に
む
し
ろ
当
惑
し
な
が
ら
、
は
て
さ
て
払
拭
す
る
の
は
何
だ
ろ
う
と
、
改
め
て
つ
く
づ
く

見

つ
め
な
お
す
と
、
文
脈
か
ら
言

っ
て
も
や
は
り
そ
の
対
象
は

「身
」
と

「
心
」
以
外
で
は
あ
り
得
な
い
。

つ
ま
り
こ
の
偶
頒
は

「菩
提

の
樹

で
あ
る
と
こ
ろ
の
身
と
、
明
鏡
の
台
で
あ
る
と
こ
ろ
の
心
と
を
、
時
時
に
勤
め
て
払
拭
し
、
塵
埃
あ
ら
し
め
て
は
な
ら
な
い
」
と
言

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は
従
来
私
が
漠
然
と
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
し
て
い
た
理
解
と
異
る
。
「時

々
に
勤
め
て
払
拭
し
、
塵
埃
あ
ら
し
め
て
は
な
ら
な
い
」

(
2
)

の
は

明

鏡

だ

と

ば

か

り

考

え

て

来

た

。

一
般

の
理

解

の
仕

方

も

そ

の
よ

う

で

あ

る
ら

し

い
。

言
葉

の
係

り

具

合

を

は

っ
き

り

さ

せ

る

た

め

、

英
訳

を

二

つ
引

き

合

い

に
出

し

て

、

(
3
)

そ

の
点

を
確

か

め

て
見

よ

う
。

先

ず

ヤ

ン
ポ

ル

ス
キ

ー
氏

の
も

の
、

次

に

マ
ク

レ

ー
氏

の
も

の
。
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O
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Φ
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ヤ
ソ
ポ
ル
ス
キ
ー
氏
の
場
合
は

「台
」
の
字
が
訳
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
払
拭
の
対
象
を
鏡
と
理
解
し
て
い
る
こ
と
は

一
目
瞭
然
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
マ
ク
レ
ー
氏
の
場
合
は

「台
」
の
字
を
訳
し
て
い
る
の
で
、
洋

は

ω$
巳

を
受
け
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
ろ
う
が
、
し

か
し
氏
の
行
論
を
辿
る
と
、
や
は
り
払
拭
の
対
象
と
な
る
の
は
鏡
だ
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
、
少
し
く
曖
昧
で
あ
る
。
少
く
と
も
、
私
が

考
え
た
よ
う
に

「身
」
と

「心
」
と
だ
と
す
る
と
、
津

の
代
り
に
な
に
か
複
数
形
の
語
が
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

和
訳

の
も
の
を
幾

つ
か
参
照
し
て
見
て
も
、
払
拭

の
対
象
を
鏡
と
す
る
理
解
の
仕
方
が

一
般
的
常
識
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。

実
は
こ
の
よ
う
な
理
解
の
仕
方
は
、
遠
く
宗
密
あ
た
り
に
ま
で
逆
る
の
で
あ
る
。
中
華
伝
心
地
禅
門
師
資
承
襲
図
に
次

の
よ
う
に
言
う
、

北
宗

の
意
な
る
者
は
、
衆
生
本
よ
り
覚
性
有
る
こ
と
、
鏡
に
明
性
有
る
が
如
し
。
煩
悩
之
を
覆
い
て
見
え
ざ
る
こ
と
、
鏡
に
塵
闇
有



る
が
如
し
。
若
し
師

の
言
教
に
依
り
て
妄
念
を
息
滅
せ
ば
、
念
壷
き
る
と
き
則
ち
心
性
覚
悟
し
て
知
ら
ざ
る
所
無
き
こ
と
、
昏
塵
を

う
つ

摩
払
せ
ぼ
、
塵
蓋
き
る
と
き
則
ち
鏡
体
明
浄
に
し
て
照
さ
ざ
る
所
無
き
が
如
し
、
と
な
り
。
故
に
彼

の
宗
主
神
秀
大
師
、
五
祖
に
呈

す
る
の
偶
に
云
く

身
は
是
れ
菩
提
の
樹
に
し
て
、

心
は
明
鏡
の
台
の
如
し
。

時
時
に
勤
め
て
払
拭
し
、

塵
埃
有
ら
し
む
る
こ
と
莫
れ
。

評
し
て
曰
く
、
此
は
但
だ
是
れ
染
浄
縁
起
の
門
、
反
流
背
習
の
門
な
る
の
み
に
し
て
、
妄
念
は
本
よ
り
空
に
し
て
、
心
性
は
本
よ
り

浄
な
る
こ
と
を
覚
せ
ざ
る
な
り
。
悟
既
に
未
だ
徹
せ
ず
、
修
壼
に
真
と
称
せ
ん
や
。

敦煙本六祖壇経の心偶について

同
じ
趣
旨
の
こ
と
が
禅
源
諸
詮
集
都
序
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

息
妄
修
心
宗
な
る
者
は
、
衆
生
は
本
よ
り
仏
性
有
り
と
錐
も
、
而
も
無
始
の
無
明
之
を
覆
い
て
見
え
ず
。
故
に
生
死
に
輪
廻
す
と
説

く
。
諸
仏
は
已
に
妄
想
を
断
ず
、
故
に
見
性
了
了
と
し
て
生
死
を
出
離
し
、
神
通
自
在
な
り
。
当
に
知
る
べ
し
、
凡
聖
は
功
用
同
じ

か
ら
ず
、
外
境
と
内
心
と
に
各
分
限
有
り
。
故
に
須
ら
く
師
の
言
教
に
依
り
て
、
境
に
背
き
て
観
心
し
、
妄
念
を
息
滅
す
べ
し
。
念

蓋
き
れ
ば
即
ち
覚
悟
し
、
知
ら
ざ
る
所
無
き
こ
と
、
鏡
の
昏
塵
の
、
須
ら
く
勤
勤
に
払
拭
す
べ
く
、
塵
蓋
き
て
明
現
ず
れ
ば
、
即
ち

照
さ
ざ
る
所
無
き
が
如
し
。
又
須
ら
く
明
ら
か
に
禅
境
に
趣
入
す
る
の
方
便
を
解
す
べ
し
。
憤
闊
を
遠
離
し
て
間
静
処
に
住
し
、
調

身
調
息
し
て
跣
鉄
宴
黙
し
、
舌
上
の
鰐
を
柱
え
て
心

一
境
に
注
ぐ
。
南
侮
北
秀
保
唐
宣
什
等

の
門
下
皆
な
此
の
類
な
り
。

5
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こ
の
よ
う
な
宗
密

の
解
説
は
、
神
秀
を
頭
目
と
す
る
い
わ
ゆ
る
北
宗
が
漸
悟
的
な
行
き
方
を
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
ス
ロ
ー
ガ
ソ
と

も

い
う
べ
き
も
の
が
、
時
時
に
勤
め
て
明
鏡
を
払
拭
せ
よ
と
い
う
神
秀
の
偶
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
を
人
に
印
象
づ

け
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
る
に
宗
密
は
、
明
鏡
を
払
拭
せ
よ
と
い
う
理
解
の
仕
方
を
、
師

の
澄
観
か
ら
受
け
つ
い
だ
の
か
も
知
れ
な
い
。
澄
観
は
華
厳
経
大

疏
鋤
二
十

一
に
、
そ
の
よ
う
な
理
解
の
仕
方
の
上
に
立

っ
て

「時
時
勤
払
拭
、
莫
遣
惹
塵
埃
」

の
二
句
を
引

い
て
い
る
。
更
に
慧
能

の
も

の
と
さ
れ
る
第
二
偏
の
後
半
二
句

「明
鏡
本
来
浄
、
何
用
払
塵
埃
」
を
も
引
い
て
い
る
。
た
だ
い
ず
れ

の
場
合
も
前
半
二
句
は
全
く
無
視

(
4
)

さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
心
偶
の
前
半
二
句
は
古
く
か
ら
問
題
と
さ
れ
て
来
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
流
儀
が
今
日
ま
で
ず

っ
と
続

い
て
い
る
の
だ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
今
更
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
い
さ
さ
か
い
や
み
の
嫌
い
が
あ
り
、
解
答
を
与
え
よ

う

と
し
て
も
た
だ
滑
稽
を
演
じ
た
だ
け
で
終
る
恐
れ
も
あ
る
。

し
か
し
文
献
研
究
の
対
象
と
し
て
、
出
来
る
だ
け
原
文
に
忠
実
に
壇
経
と

つ
き
あ

っ
て
い
た
結
果
生
じ
た
問
題
で
あ
る
限
り
、
避
け
て

通

る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
「菩
提
の
樹
で
あ
る
と
こ
ろ
の
身
と
、

明
鏡
の
台
で
あ
る
と
こ
ろ
の
心
と
を
、

時
時
に
勤
め
て
払
拭
し
、
塵

埃
あ
ら
し
め
て
は
な
ら
な
い
」
と
は

一
体
ど
う
い
う
こ
と
か
。
な
ん
と
か
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

心
偶
を
含
む

一
段
の
挿
話

の
主
題
は
、
周
知
の
と
お
り
、
南
海
の
自
然
児
猫
猿
が
ー

慧
能
は
碓
坊
で
碓
を
踏
む
こ
と
八
ヶ
月
余
り
、

行
者
と
す
ら
呼
ぼ
れ
て
い
な
い
ー

高
席
の
修
行
僧
神
秀
に
対
し
、
五
祖
弘
忍
の
跡
目
争
い
に
お
い
て
勝
利
を
お
さ
め
る
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
三
つ
の
心
偶
は
、
対
決
の
や
ま
場
に
お
い
て
い
わ
ば
武
器
の
役
割
り
を
果
た
す

の
で
あ
る
か
ら
、
切
り
結
ん
で
火
花
を
散
ら
し
て

い
る
筈
で
あ
る
。

慧
能

の
も

の
と
さ
れ
る
心
偶
の

菩
提
本
よ
り
樹
無
く
、

明
鏡
も
亦
た
台
無
し
。



と

い
う

句

は

、

身
は
是
れ
菩
提

の
樹
に
し
て
、

心
は
明
鏡

の
台

の
如
し
。

と

い
う

定

言

を

ま

っ
こ
う

か
ら

否

定

し

て

い
る
。

更

に
第

二

の
偏

の

心
は
是
れ
菩
提
の
樹
に
し
て
、

身
は
明
鏡
の
台
た
り
。
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と

い
う
句
は
、

「身
」
と

「心
」
と
い
う
主
語
を
入
れ
換
え
た
定
言
を
成
立
さ
せ
て
見
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
相
手

の
立
言
の
恣
意
的
な

(
5
)

独
断
性
を
暴
露
し
、
根
底
か
ら
覆
え
そ
う
と
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

「身
は
是
れ
菩
提
の
樹
に
し
て
、

心
は
明
鏡
の
台
の
如
し
」
は

や
は
り
無
意
味
で
は
あ
り
得
な
い
。

「身
心
を
払
拭
せ
よ
」
と
い
う
言
葉
を
、
仏
教

の
領
域
内
に
お
け
る
警
句
と
し
て
見
る
と
き
、
持
律
持
戒
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
い

か
と
考
え
る
の
が
相
場
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
灰
か
に
共
鳴
し
合
う
の
が
、
敦
煙
本
六
祖
壇
経
は
元
来
授
菩
薩
戒
儀
で
あ
る
と
い
う
事
実
で

あ
る
。
こ
の
事
実
を
初
め
て
指
摘
し
た
の
は
関
口
真
大
博
士
で
あ
る
が
、
そ
の
功
績
は
絶
大
で
あ
る
。
敦
煙
本
の
み
な
ら
ず
、
壇
経
の
研

究

に
基
本
的
な
指
針
が
与
え
ら
れ
た
。

私
も
先
ず
こ
の
基
本
的
な
事
実
に
立
ち
返

っ
て
壇
経
を
鳥
鰍
し
な
お
し
て
見
る
こ
と
に
し
た
。
す
る
と

一
段
の
物
語
り
が
ま
こ
と
に
場

違

い
な
と
こ
ろ
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
改
め
て
誘
し
く
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
か
ら
授
戒
が
始
ま
ろ
う
と
す
る
緊
張
し
た
場
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面

で
、
当

の
和
尚
が
の
ん
び
り
と
回
想
を
や
ら
か
す
と
い
う
の
は
な
ん
と
も
奇
妙
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
壇
経
全
体

の
構
成
の
乱
雑
さ
か

ら
も
察
せ
ら
れ
る
と
お
り
、
編
纂
者
の
不
手
際
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
細
工
が
ま
ず
過
ぎ
る
。
し
か
し
そ
う
で
あ
る
か
ら

こ

そ

、
な
に
が
な
ん
で
も

一
段
の
挿
話
を
そ
こ
に
持

っ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
あ

っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
な

い
こ
と
も
な
い
。
物

語
り
は
偶
然
そ
こ
に
嵌
め
込
ま
れ
た
の
で
は
な
く
、
編
纂
者
の
あ
る
意
図
の
下
に
、
あ
る
役
割
を
果
た
す
べ
く
挿
入
さ
れ
た
の
か
も
知
れ

な

い
。
そ
の
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
は
、
あ
る
い
は
心
偶

の
意
味
を
解
明
す
る
こ
と
で
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

壇
経
は
授
戒
会
の
状
況
描
写
か
ら
始
ま
る
。
お
も
む
ろ
に
慧
能
和
尚
は
、
心
を
浄
め
て
摩
詞
般
若
波
羅
密
法
を
念
ぜ
よ
、
と
会
衆
に
呼

び
か
け
て
の
ち
、

自
ら
心
神
を
浄
め
、

良
久
し
て
想
い
出
話
し
を
始
め
る
。

そ
れ
が
終
る
と
ふ
た
た
び
会
衆
に
呼
び
か
け
、

い
よ
い
よ

授
戒
が
取
り
行
わ
れ
る
。
割
注
に

「下
是
法
」
と
い
う
の
は
、
以
下
が
壇
経
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
慧
能
和
尚
は
先
ず

「菩

提
般
若
之
知
、
世
人
本
自
有
之
」
と
い
う
こ
と
を
宣
言
す
る
。
そ
れ
か
ら
禅
定
坐
禅
が
論
じ
ら
れ
、
次
い
で
受
無
相
戒
以
下

の
儀
式
が
続

く
。敦

煙
本
壇
経
の
授
戒
儀
の
特
徴
は
、
禁
戒
め
い
た
も
の
が

一
切
出
て
来
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
直
前
の
坐
禅
論
に
お
い
て
は
通
常
の
坐
禅
が
否
定
さ
れ
止
揚
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
照
ら
し
合
せ
て
考
え
る
と
、
禁
戒
を

一
切
含

ま
な
い
授
戒
と
い
う
の
は
、
通
常

の
持
戒

の
否
定
止
揚
を
意
味
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

持
戒
と
坐
禅
と
は
周
知

の
と
お
り
三
学
の
項
目
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
ま

一
度
神
秀
の
も
の
と
さ
れ
る
心
偶
を
読
み
直
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

身
は
是
れ
菩
提
の
樹
に
し
て
、

心
は
明
鏡

の
台
の
如
し
。

時
時
に
勤
め
て
払
拭
し
、

塵
埃
有
ら
し
む
る
こ
と
莫
れ
。
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9

「
身
心
を
払
拭
す
る
」
と
い
う
の
を
持
律
持
戒
の
み
を
意
味
す
る
と
す
る
の
は
大
ざ

っ
ぱ
に
過
ぎ
た
の
で
あ

っ
て
、
「身

の
払
拭
」
は
持

(
6
)

戒
に
、
「心
の
払
拭
」
は
坐
禅
に
配
当
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
で
あ
ろ
う
。
明
鏡
は
、
周
知
の
と
お
り
、

菩
提
の
智
慧
の
讐
え
で
あ
る
。

ま
さ
に

三
学

を
構
成
す
る
三

つ
の
要
素
が
出
揃

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
神
秀
の
も
の
と
さ
れ
る
心
偶
は
、
通
常

の
三
学

の
立
場
に
立

っ
て
、
智
慧
の

(
7
)

支
え
で
あ
る
と
こ
ろ
の
持
戒
と
坐
禅
と
に
励
め
と
言

っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
慧
能
の
も
の
と
さ
れ
る
二
つ
の
心
偶
は
、
そ
れ
を
真
向
か

ら
否
定
し
て
見
せ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
来
れ
ば
、
後
段
に
出
て
来
る
志
誠
の
逸
話
が
、

一
段
の
挿
話
を
含
む
前
段
の
主
要
部
分

の
絵
解
き
で
あ
る
こ
と
が
容
易
に
見

て
取

れ
る
で
あ
ろ
う
。
神
秀
に
派
遣
さ
れ
た
門
人
僧
志
誠
に
向

っ
て
、
慧
能
和
尚
は
吾
が
這
裏
は

「不
立
戒
定
恵
」
だ

と
明
言
す
る
。
前

段
の
主
要
部
分
に
お
い
て
通
常
の
慧
学
の
否
定
は
、
定
慧
不
二
論
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
表
だ

っ
て
は
現
わ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し

通
常

の
戒
学
定
学
が
否
定
止
揚
さ
れ
て
い
る
限
り
、
慧
能
の
い
う
智
慧
が
、
通
常
の
三
学
の
次
第
に
お
い
て
得
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
筈
は

な
い
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
慧
能
は
壇
経
法

の
冒
頭
に

「菩
提
般
若
之
知
、
世
人
本
自
有
之
」
と
宣

べ
て
表
明
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

こ
う
や

っ
て
改
め
て
見
直
す
と
、
敦
煙
本
壇
経
の
授
戒
儀
は
、
慧
学

・
定
学

・
戒
学
と
、
通
常

の
も
の
と
は
逆
に
次
第
す
る
三
学
が
骨

子
を
な
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。

そ
れ
は

「自
性
戒
」
「自
性
定
」
「自
性
慧
」
の
三
学
で
あ
る
。

い
わ
ば
本
具
の
三
学
で
あ
る
。
「自

(
8
)

性
頓

修
」

の
三
学
で
あ
る
。
高
席

の
修
行
僧
神
秀
で
は
な
く
て
、
南
海
の
自
然
児
猫
猿
が
祖
師

の
衣
法
を
嗣
ぐ

一
段

の
挿
話
の
象
徴
す
る

と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。
す
で
に
六
祖
と
し
て
公
認
さ
れ
て
い
た
慧
能
の
威
光
を
借
り
て
、
自
ら
の
異
端
的
立
場
を
正
当
化

し
よ
う
と
す
る
狙

い
が
、
編
纂
者
に
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。

し
か
る
に

「自
性
頓
修
」、

他
の
諸
本
に
よ
れ
ば

「自
性
自
悟
、
頓
悟
頓
修
」
の
理
念
は
、
宗
密

の
判
釈
を
規
準
に
し
て
考
え
合
わ
せ

(
9
)

る
と
、
荷
沢
宗
の
も
の
で
は
な
く
洪
州
宗
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
想
い
合
わ
さ
れ
る
の
が
、
南
陽
慧
忠
の
言
葉
で
あ

る
。
「即
心
是
仏
」

を
標
諦
す
る
南
方
の
禅
宗
の
徒
が
、
「壇
経
を
改
換
し
、
邸
諦
を
添
繰
し
て
聖
意
を
削
除
し
、
後
徒
を
惑
乱
す
。
量
に
言
教
を
成
さ
ん
や
。

(
10
)

苦
な
る
哉
、
吾
が
宗
喪
せ
り
」。
六
祖
の
授
戒
儀
を
台
無
し
に
し
た
者

へ
の
怒
り
で
あ
る
。
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周
知

の
と

お

り

、

て

い

る
。

慧
能
の
も
の
と
さ
れ
る
心
偶
は
、
他
の
壇
経
諸
本
に
お
い
て
は
第

一
の
も
の
の
み
で
あ
り
、
し

か
も
後
半
が
異
な

っ

菩

提

本

無

樹

明

鏡

亦

非

台

本

来

無

一
物

何

処

有

塵

埃

の
ち
の
世
に
大
変
有
名
に
な

っ
た
後
半
の
二
句
を
、
最
も
早
い
時
期
に
取
り
上
げ
た
の
は
、
黄
奨
希
運
の
宛
陵
録

で
あ
ろ
う
。

問
、
和
尚
見
今
説
法
、
何
得
言
無
僧
亦
無
法
。
師
云
、
汝
若
見
有
法
可
説
、
即
是
以
音
声
求
我
。
若
見
有
我
、
即
是
処
所
。
法
亦
無

法
、
法
即
是
心
。
所
以
祖
師
云
、
付
此
心
法
時
、
法
法
何
曾
法
。
無
法
無
本
心
、
始
解
心
心
法
。
実
無

一
法
可
得
、
名
坐
道
場
。
道

場
者
祇
是
不
起
諸
見
、
悟
法
本
空
、
喚
作
空
如
来
蔵
。
本
来
無

一
物
、
何
処
有
塵
埃
。
若
得
此
中
意
、
迫
遙
何
所
論
。

右
に
見
る
よ
う
に
、
「空
如
来
蔵
」
と
い
う
語
を
説
明
す
る
た
め
に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
。
「空
如
来
蔵
」
と
は
勝
壼
経
に
出
て

来

る
言
葉
で
、
如
来
蔵
が

一
切
の
煩
悩
と
無
縁
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
如
来
蔵
説
に
お
い
て
空
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ

る
と
き
、
常
に
煩
悩
妄
想

の
空
無
を
言
う
の
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て

「本
来
無

一
物
、
何
処
有
塵
埃
」
と
表
現
が
変

っ
て
も
、
「仏
性
常

清
浄
、
何
処
有
塵
埃
」
あ
る
い
は

「明
鏡
本
清
浄
、
何
処
染
塵
埃
」
と
い
う
句
と
、
言

っ
て
い
る
内
容
に
変
り
は
な

い
。

つ
ま
り
、
自
性

の
本
来
清
浄
な
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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(
1
)

最
近

の
校
定
本

に
次

の
も

の
が
あ
る
。
駒
沢
大
学
禅
宗
史
研
究

会
編
著

『
慧
能
研
究
』

(昭
和
五
十
三
年
、

大
修
館
書
店
)

所
収

の
も

の
、

お
よ
び
郭

朋

『
壇
経
校
釈
』

(
一
九

八
三
年
、

中
華
書

局
)
。

そ
れ
ぞ
れ
に
先
人

の
業
績

を
補
う

と
こ
ろ
が
あ
り
、

壇
経

の
本
文
校
定

の
難
し
さ
を
思
わ
し
め
る
。

ひ
と

つ
だ

け
、
文
字

の

起
し

に
つ
い
て
気
付

い
た

つ
ま
ら

ぬ
こ
と

を
記

せ
ば
、
「
代
」

の

字
を
諸
本
み
な
写
本

の
字
体

か
ら

一
旦

「
伐
」

に
起
し
、
そ
れ
か

ら
興
聖
寺

本
な
ど
に
よ

っ
て

「
代
」

に
改

め
る
と
い
う
手
続
き
を

取

っ
て

い
る
が
、

こ
れ
は

「
伐
」

と
す

る
に
は

一
点
足
り
な

い
こ

と
か
ら
言

っ
て
も
誤
り
で
あ

る
。
直
接

「
代
」

に
起
す

べ
き
で
あ

る
。
「
代
」

の
字

を
壇
経

の
写
本

の
字
体

と
同

じ

に
書

い
た

例
は

他

の
敦
燈

文
献

に
も
見

え
る
。

(
2
)

た
だ
そ

の
際

、
「
台
」

の
字
が

常

に
邪
魔

だ

っ
た

の
は
事

実
で

あ
る
。

(
3
)

ヤ
ソ
ポ

ル
ス
キ
ー
氏

の
訳
は
、
そ

の
著

夢

④
覧
窪
o
Hヨ

ω
暮
鎚

o
隔
菩

Φ

甑
×
夢

℃
緯
ほ
母
9

(一
り
Φ
刈

O
o
影
ヨ
げ
ド

d
巳
く
①
お
津
団

℃
H
Φ
。・ω)

の

=
二
〇
頁

に
、

マ
ク
レ
ー
氏

の
訳
は

同

じ

く

そ
の
著

日
9

累
o
穽
9

旨

ω
9
0
9

窪

α

汁9

悶
o
Hヨ
9
江
9

0
h
国
鴛
ξ

O
げ
.9
昌

しu
巳

α
ぼ
。。
B

(お
。。
俘

囚
霞
o
畠
9
冒
。。
江
げ
鼻
①
)

二
三

五
頁

に
出

て

い
る
。

(
4
)

澄
観
も
宗
密
も
壇
経

の
名
は
挙
げ
て

い
な

い
。

(
5
)

こ
の
句

は
実

は
解
釈
し
に
く

い
。
第

一
偶

の
句
と
も
ど
も
、
神

秀

の
も

の
と
さ
れ

る
偶

の
前
半

二
句

の
存
在

を
前
提

と
し
て
の
み

意
味
を
持
ち
う

る
も

の
で
あ

る
か
ら

、
且
く
以
上
の
よ
う

に
理
解

し
て
お
く
。

(
6
)

知
ら

れ
る
と
お
り
、
定
学
を
別

に
増
上
心
学
と
も

い
う
。

(
7
)

明
鏡
台

と

い
う
言
葉

の
理
解

に
つ
い
て
、
霊

台
と

い
う
語
が
参

考

に
な
ろ
う
。
普
通

の
辞
書

に
よ
れ
ば
霊
台
は
荘

子
庚
桑
楚
篇

に

出
る
語

で
、
経
典
釈
文

に

「
郭
云
、
心
也
。
案

謂
心
有
霊
智
能
住

持

也
」

と
あ

る
と
い
う
。
菩
提
樹
は
大
毘
婆
沙

論
四
十

一
に

「
此

下

不
遠
、
有
菩
提
樹
。
諸
仏
依
之

、
成
等

正
覚
」

と
あ

る
。

(
8
)

授
戒
儀
と

い
う
特
殊
性

と
睨

み
合
わ
せ
る
な
ら

ば
、
持
戒

の
否

定
止
揚

と
い
う

こ
と
が
お

の
ず
か
ら
重

い
意
味

を
も

っ
て
く
る
で

あ

ろ
う
。

(
9
)

禅
門
師
資
承
襲
図
参
照
。

(
10
)

伝
灯
録

二
十
八
南
陽
慧
忠
国
師
語
。
壇
経

の
改
換

と
鄙
謳

の
添

繰

と
が
、

一
つ
の
意
図

の
下
に
、
内
容
的
聯
関
を
保
ち
な
が
ら
行

わ
れ
た

こ
と
を
示
唆
す
る
が
、
敦
煙
本
壇
経
は
ま
さ

に
そ

の
と
お

り

の
痕
跡
を
と
ど
め
て

い
る

の
で
あ

る
。

と
い
う

こ
と
は
、
こ
こ

に
非
難
さ
れ
て

い
る
改

換
を
蒙

っ
た
壇
経

が
、

邑
敦
燈
本
壇

経

の
祖

本
だ
と

い
う

こ
と
に
な
る
。

「
削
除
聖
意
」
と
は
、

聖
教

の
意

趣

つ
ま
り
授
戒
儀

に
は
必
須

の
、
釈
尊

の
説

か
れ
た
大
乗
戒

を
抹

消

し
去

っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ

る
。
無
相
戒

に
改
換
さ
れ
た
壇
経

は
、

正
統

の
授
戒
儀

と
は
認
め
難

い
で
あ

ろ
う
。
梵
網
経

に
言
う

「
有

十
重

波
羅
提
木

叉
、
若
受
菩
薩
戒
、
不
諦
此
戒
者
、
非
菩
薩
、
非

仏
種

子
」
。


