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徳
太
子
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頓
悟
思
想渡

部

孝

順

聖
徳
太
子

の
佛
教

の
源
流
と
想
定
、a
れ
て
を
り
ま
す
る
南
北
朝
時
代
に
は
、

既

に
、
頓
、
漸
、

不
定

の
三
種

教
相
が
成

立
し
て
を

っ
た
と
傳

へ
ら
れ
、

剰

へ

不
定
教
と
し
て
の
勝
婁
経
に
、

太
子
が
御
註
繹
遊
ば

さ
れ
て
ゐ
る

の
で
あ
り
ま

す

か
ら
、
少
な

く
と
も
き
勝
糞

経
義
疏

に
は
、

こ
の
問
題

に
お
騰

れ
に
な

っ
て

を
ら

れ
る
で
あ
ら
う
と
、

期
待
さ
れ
る
の
が
當
然

で
す
。

所
が
、

そ
れ
ら
し

い

と
思
は
れ
る
言
葉
す
ら
見
出
す
事

が
出
來
な

い
の
で
あ
り
ま
す
。

そ

こ
で
、
太
子
が

こ
の
間
題

に
お
鯛

れ
に
な

つ
て
を
ら
な

か
つ
た
理
由
を
、

結
論
か
ら
申
し
上
げ
る
事
に
し
ま
す

と
、
既

に
成

立
し

て
を

っ
た
と
傳

へ
ら
れ

て
ゐ
る
三
種
教
相
は
勿
論

の
事
、

頓
漸

の
二
教
す
ら
實
は
成
立
し

て
を
ら
な

か

り
た

で
あ
ら
う
と

云
ふ
事
で
す
。

そ
の
理
由

と
し
ま
し

て
、
第

L
、
天
台
三
論

の
系
統
、
慧
遽

の
大
乗
義
章
等

に
見

ゆ
る
所
傳
が
、

夫

々
相
違
し

て
ゐ
る
事
、

第

二
、
吉
藏
の
法
華
玄
論

と
三
論
玄
義
、

そ

し
て
勝
護
寳
窟

に
記
す
る
虚
、

同

一
人

に
し
て
夫

々
相
違
し
て
ゐ
る
事
、

第

三
、
現
存
す

る
梁

時
代

の
例

へ
ば

法

雲

の
法
華
義
記
、

明
駿
撰

の
大
般
浬
葉
経
集
解
等
に
、

こ
の
教
相

の
事
は
全

く

見
ら
れ
な

い
と
云
ふ
事
、

以
上
の
三
つ
を
墨
げ
得
る

の
で
あ
り
ま
す
。

今
、

こ

こ
に
は
大
般
浬
葉
経
集
解

に
記

さ
れ

て
ゐ
る
檜
宗

の
読
と
、

吉
藏
め

無
量
壽
経

義
疏

の
も

の
を
比
較
す

る
事

に
依
り
、

右

の
三

つ
の
理
由

の
総
括
り
と
し
て
を

く

事
を
宥
し
て
頂
き

た
い
の
で
す
。

大
般
浬
難

舞

(p
.
 9

中
)

無
量
壽

(p
.
 
1
1
6
下

経
義
疏
吉
藏
撰

)

僧

宗
云

夫
論
如
來
説
法
不
過

二
種

(一)
 自
二
鹿
苑

触至
難
鷲

一四
蒔
.次
第

(
下
根

)
 

8
次
第

(二)
 偏

方
別
教
…
…
大
雲
経
勝
婁
経

(
上
根
)
 

(二)
遍

方

(
偏
方
別
教
)

三
種
教
相

と
云
ふ
立
派
な
教
到
を
知

つ
て
ゐ
る
筈

の
吉
藏

が
、
何
故
、

僧
宗

の
読
を
此
庭

に
引
用
し
た
も

の
か
全

く
不
可
解

で
あ
る
事
、

そ
し
て
爾
者

は
同

じ
事
を
述
べ

て
ゐ
る
様
で
は
あ
り
ま
す

が
、
實

は
、
非
常

に
相
違
し
て
ゐ
る
事

で
あ
り
ま
す
。

吉
藏
は
、

一
代
藏
経
を
頓

と
漸

の
二
教

に
到
じ

て
ゐ
る
事
で
あ

り
、
檜

宗
は
、
飾

く
迄
も

上
根

下
根

の
爲
め
に
設
け
た
も

の
で
あ
る
事

で
す
。

そ
し
て
、

こ
の
頓

漸

の
爾
思
想
が
上
根

下
根

の
爲
め
の
も

の
で
あ
る
事

は
、

法

雲

の
法
華
義

記
も
、

矢
張
り

同
じ
で
あ
り
、

太
子
も

こ
の
傾
向
を
承
け
縫

が
れ

た
事
は
法
華
義
疏

に
伺
ひ
得
る
所
で
あ
り

ま
す
。

印
ち
、

頓
悟
、

漸
入
の
思
想

は
既
に
成
立
し
て
を

っ
た

の
で
あ

る
が
、
傳

へ
ら
れ
る
が
如
き
三
種
教
相

と
云

ふ
組
織

だ
て
ら
れ
た
も

の
は
、
未

だ
出
來
あ

が

っ
て
を
ら
な
か

っ
た
、

從

っ
て

太
子
が
三
種

教
相

の
事
は
勿
論
、

頓
漸

の
二
教
す
ら
御
存
知
な
か

っ
た
事

は
當

然

で
あ
り
ま
せ
う
し
、

知

っ
て
を
り
ま
し
た

の
は
、
頓
教

で
は
な
く
頓

悟
と
云

ふ
思
想

で
あ

っ
た
謬

で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
そ

の
代
表
纒
典
と
し

て
取
り
扱
は

れ
て
來
た
も

の
に
勝
婁
輕

が
あ
り
、

そ

の
勝
護
輕

の
御
製
疏

に
、
太
子

の
頓

悟

思
想
を
伺

ひ
得

る
と
云
ふ
事
も
當
然

で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
が
亦
、
太
子

の
維
摩

経
義
疏
に
も
そ
れ

の

一
端
を
伺
ひ
得
る
も

の
が
あ
り
ま
す
。

そ
し

て
、
頓

悟
思

想
の
大
禮

の
内
容

と
云
ひ
ま
す
と
、

左
に
示
す
通
り
で
あ
り
ま
す
。

勝
糞

寳
窟

慧
遠
撰
維
摩
義

記
(p
.
 1
中
)

太
子
繹
維
摩
纏
義
疏

(一)
漸

廻
小
入
大

8
漸
入

大
從
小
入

(一)

(二)
頓

直
往
警
薩

(二)
頓
悟

大
不
由
小

(二)
明
ご
無

小
有
づ
大

太
子

の
場
合
、

少
し
く
不
充
分
で
、
而
も
肝

心
の
勝
糞
経
義
疏

に
は
、

こ

の
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考
へ
方
は
見
え
て
を
り
翫
せ
ん
。
斯
う
し
て
見
ま
す
と
、
太
子
の
頓
悟
思
想
は

實
に
素
朴
な
も
の
で
あ
り
、
階
唐
以
前
の
影
響
に
有
つ
た
事
は
否
め
な
い
檬
で

あ
り
ま
す
。
こ
の
意
昧
に
於
て
、
大
般
浬
繋
経
集
解
に
見
ゆ
る
一
時
繹
と
、
太

子
の
一
時
繹
と
を
比
較
し
て
見
る
事
は
決
し
て
無
意
味
で
は
な
く
、
而
も
頓
悟

的
な
解
繹
で
も
あ
り
ま
す
の
で
左
に
引
用
し
て
見
ま
し
た
。

太
子
繹
勝
婁
経
義
疏

大
般
浬
繋
経
集
解
(も
。3
。轟
上
)

一
時
者
、
明
如
來
所
読
経
教
其
藪

一
時
、
案
檜
宗
白
、
佛
加
威
神
叉

無
量
而
阿
難
得
佛
畳
三
昧

一
時
皆

得
佛
畳
三
昧
能
一
受
領
受
無
所
遺

領
故
云
一
時

失
也
、
爲
成
我
聞
句
也

太
子
の
繹
は
素
朴
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
反
面
、
非
常
に
力
強
い
も
の
を

感
ず
る
場
合
が
多
く
、
例
へ
ば
擾
受
正
法
章
に
は

「爲
佛
何
難
」
と
云
ふ
一
句

が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
斯
う
し
た
言
葉
は
寳
窟
に
は
見
え
て
を
り

ま
せ
ん
。
そ
の
他
、
太
子
が
頓
悟
的
な
解
縄
を
遊
ば
さ
れ
て
を
り
ま
し
て
も
、

寳
窟
は
必
ず
し
も
さ
う
で
な
い
と
云
ふ
場
合
も
屡
々
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

経

典

太
、
子

窪
(

寳

窟

(p
11
上
)

志
速
解
法
 

一
聞
即
悟
不
待
再
教
 

明
聞
法
能
解
也

心
得
舞
 

神
情
開
師
無
小
乗
 凝

魏

己
得
尖

之
信
於
大
乗
毒

滞
也
 

今
報

得
大
乗
之
信

必
離
小
乗
之
疑

右

は
そ

の

一
例
に
過
ぎ
ま
せ

ん
が
、

と
に
角
、

太
子

の
頓
悟
思
想
は
、
寳
窟

よ

り
強
靱
な
も

の
を
感
ず

る
場
合
が
多
く
、

そ
れ
だ
け
に
素
朴
的
な
す
が
た
を
も

っ
て
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

太
子
は
、

後
世
傳

へ
る
が
如
き
、

三
種

教
相

の
不
定
教
や
、
頓
教

と
し

て
の
勝
糞

経
と
し
て
、

こ
の
経
に
甥
決
し
た
も

の
で
は
な
く
、
輩

に
頓

悟
思
想

の

一
面
を
持

て
る
勝
鍾

輕
と
し

て
、

こ
の
輕
を

取
り
扱

っ
た
も

の
の
如
く

で
あ
り
ま
す
。

却
読
、
太

子
の
頓
悟
思
想

が
、
如
何
に
素
朴
な
も

の
で
あ

っ
た
に
し
ろ
、

何

等
か

の
理
論

は
有

っ
た
で
あ
ら
う

と
思
は
れ
る

の
で
あ
り
ま
す

が
、

こ
の
聞
題

に
入
る
前

に
、
太

子
の
佛
教
、

謂
は
ば
、

三
輕
義
疏

を
通
し
て
共
通
な
、

而
も

根
本
的
な
も

の
、
翻

ち
萬
善
成
佛

の
善

の
問
題
か
ら
入
ら
な
け
な

れ
ば
な

ら
な

い
様

で
す
。

こ

の
萬
善

と
云
ふ
事
は
、
太
子

の
法
華
義
疏
総
序

に
依
り
ま
す

と
、

一
因

と
成

る
べ
き
筋
合

の
も

の
で
あ
り
、

こ
の
黙

よ
り
推

し
ま
し
て
、
漸

悟
の

立
場

に
立

つ
も

の
で
あ
り
ま
す
が
、

善
そ
れ
自
薩
は
、

元
來

一
善

で
あ
り

ま
し

て
攣
化
す

る
も

の
で
は
な

い
謬

で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、

こ
の
立
場

に
立

っ
た

時
は
頓

悟
が
出

張
さ
れ
得
る
道
理

で
あ
り
ま
す
。

こ
の
漸

悟
と
頓
悟

の
基

盤
と

云
ふ
べ
き
も

の
を
、
太
子
は
勝
糞
経
義
疏

一
乗
章
に
お
示
し
に
な

っ
て
を

ら
れ

る

の
で
あ
り
ま
す
。
.
そ
れ
を
左
に
掲
げ
て
見
ま
し
た
。

勝
糞
輕
義
疏

一
乗
章
 
(
太
子
繹
)

(一)
 若
論
牧
會
會

三
善
慶

三
教
破
三
執

(漸

入
の
基
盤
)

(二)
 叢
晶
即
今
昔
錐
殊
印
是

一
善
理
無
可
會

(頓

悟
の
基
盤
)

一
懸
、

右

の
如
く
、

頓
悟
、

漸
入

の
基
礎
と
し
て

の
解
繹
を
試
み
た

の
で
あ

り
ま
す

が
、
「
理
と
し
て
會
す

べ
き

こ
と
無
し
」
と
云
ふ
理
の
上
か
ら

善

の
根

本
問
題

に
鯛

れ
て
ゐ
る
事
は
、

勝
糞

経
に
甥
す
る
太
子

の
態
度

と
見
徴

し
て
良

い
と
思
は
れ
る
黙

が
見
受
け
ら
れ
る

の
で
あ
り
ま
す
。

太
子
は
充
分
頓
悟

思
想

に
甥

し
て
御

理
解
を
も

っ
て
を
ら
れ
た

の
で
あ
り
ま
す
が
、
勝
糞
経

は
頓

悟
思

想
を
代
表
す

る
輕
典

で
あ
る

と
云
ふ
考

へ
方
を
持

っ
た
も

の
で
は
な

く
、
輩

に

頓
悟
思
想
を
読

く
庭

が
見
ら
れ
る

と
云
ふ
程

の
も

の
で
あ
る
檬

で
す
。

私
が
、
太

子

の
頓
悟
思
想
を
深
し
求
め

て
ゐ
る
う
ち
に
、
頓

悟
思
想

の
基

盤

と
し
て

の
理
そ

の
も

の
が
、
問
題

の
上
に
移

つ
で
來
ま
し
て
、
太
子

と
し
て
は

む
し
ろ
、
勝
蓼

輕
の
中
心
課
題
は

「
理
」
そ

の
も

の
に
あ

っ
た
の
で
は
な

か

っ

た
か
と
云
ふ
檬

に
、
換
言

し
ま
す
と
、

勝
糞

経
は

「
理
」
の
輕
典

で
あ
る

と
云

ふ
態
度
が
浮

か
び
墨

が

っ
て
來
た

の
で
あ
り
ま
す
。

聖
徳
太
子

の
据噸
悟
思
相
心
(一渡

部
)
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