
道
元
禅
と
天
台
本
覚
法
門

に
関
す
る

一
考
察

佐

々

木

俊

道

一

問
題

の
所
在

道
元
禅

に
関
し
て
は
、
そ
の
仏
教
教
理
史
上
の
位
置
付
け
と
し
て
、

如
浄
禅
の
廷
長
と
し
な
が
ら
も
、
宗
朝
禅
を
批
判
し
、
達
磨
、

六
祖

へ

の
源
底
還

帰
を
意
図
し
た
と
と
ら
え
る
側
面
。

つ
ま
り
中
国
禅
宗
の
範

囲
で
処
理
す
る
方
法
。
ま
た
、
日
本
仏
教
の
範
囲
で
、
当
時

の
日
本
天

台
本
覚
法
門
の
批
判

・
超
克
と
し
て
と
ら
え
る
と
い
っ
た
よ
う
な
、
主

に
二
つ
の
側
面
か
ら
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
後
者
に
属
す
る
最
近
の

成
果
と
し
て
は
、
山
内
舜
雄
博
士
の

『
道
元
禅
ど
天
台
本
覚
法
門
』
が

上
げ
ら
れ
よ
う
。
博
士
は
そ
の
中
で
、
本
覚
法
門
の
諸
資
料
を
精
査
し

た
上
で
、
本
覚
法
門
と

『
眼
蔵
』
と
は
、
そ
こ
に
類
似
し
た
表
現
は
見

ら
れ
る
が
全
く
異
質
な
も
の
で
、
教
理
上
無
関
係
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
。
よ

っ
て
今
回
の
目
的
は
、
類
似
表
現
を
機
械
的
に
洗
い
直
し
て
み

よ
う
と
い
う
基
礎
的
作
業
を
試
み
る
こ
と
に
あ
る
。
ま
た

こ

こ

で

は

『
眼
蔵
』
と
と
も
に
、
そ
の
註
釈
書
で
あ
る

『
聞
書
抄
』
に
つ
い
て
も

同
時
に
扱
う
こ
と
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
『
聞
書
抄
』
に
関
し

て

は
、

本
覚
法
門
を
否
定
的
媒
介
と
し
て

『
眼
蔵
』
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
性

格
は
、
鏡
島
元
隆
博
士
に
よ

っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
本
覚

法
門
と
の
表
現
及
び
字
句
の
類
同
性
が
上
げ
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

二

『
眼
蔵
』
と
論
議

の
算
題

ま
ず
手
始
め
に
天
台
の
論
義
書
で
あ
る

『百
題
自
在
房
』
と

『含
宗

二
百
題
』
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
算
題
と

『
眼
蔵
』
各
巻

の
題
と
ほ

ぼ

一
致
す
る
も
の
を
列
記
す
る
こ
と
と
す
る
。

ち
な
み
に
論
義
書
を
用

い
る
有
効
性
を
簡
単
に
触
れ
て
お
く
と
、
論
義
書

の
方
が

口
伝
法
門
の

文
献
よ
り
も
内
容
が
包
括
的
で
あ
り
、
日
本
天
台
側
の
関
心
領
域
を
端

的
に
知
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。

鏡
像
本
有
の
こ
と
-
古
鏡
、
夢
中
実
因
実
果
の
こ
と
-
夢
中
説
夢
、
法
身

説
法
の
こ
と
-
無
情
説
法
、
生
死
始
終
の
こ
と

生
死
、
優
曇
華
は
輪
王
出

世
の
瑞
華
な
る
か
の
こ
と

優
曇
華
、
如
意
珠
当
体
の
こ
と

一
穎

明
珠

(百
題
自
在
房
と
眼
蔵
)
、法
華
授
記

授
記
、
法
華
仏
性

仏
性
、
羅
漢
果

退
1
阿
羅
漢
、
光
明
立
題

光
明
、
顕
密
即
身
成
仏

即
心
是
仏

(台
宗
二

印
度
學
佛
教
學
研
究
第
三
十
七
巻
第
二
號

昭
和
六
十
三
年
十
二
月
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道
元
禅
と
天
台
本
覚
法
門
に
関
す
る
二
考
察

(佐
々
木
)

百
題
と
眼
蔵
)

以
上
、

と
り
あ
え
ず
挙
列
し
て
お
い
た
が
、

こ
れ
を
み
て
も
、
あ
ま
り

数
が
多
い
と
は
い
え
な
い
。
当
初
の
目
的
と
し
て
は
、
十
ご
巻
本
以
外

は
、
ほ
と
ん
ど

一
致
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
期
待
の
も
と
に
行

な

っ
た
の
で
あ
る
が
、
現
在
で
は
そ
こ
ま
で
至
ら

な

か

っ
た
。

つ
ま

り
、

こ
れ
は
私
見
で
あ
る
が
、
七
十
五
巻
本
及
び
拾
遺
の
題
名
に
つ
い

て
は
、
内
容
は
と
も
か
く
と
し
て
、

日
本
天
台

の
算
題
と

一
致
す
る
な

ら
両
者
は
、
あ
る
意
味
で
同
時
代
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
と
な
り
、
そ

れ
を
あ
ま
り
有
さ
な
い
十
二
巻
本
の
方
が
、
道
元
禅
独
自

の
も
の
で
あ

る
等

の
傍
証
に
な
る
が
、
現
状
で
は
そ
こ
ま
で
言
い
え
な
い
。

三

「
道
理
」
と

「
所
詮
」

次

に
、
『
眼
蔵
』

の
中
に
出
て
く
る

「道
理
」
と

『
御
抄
』
に
出

て

く
る

「
所
詮
」
と
い
う
単
語
が
、
論
義
の
形
式
に
あ
て
は
め
る
と
、
ど

の
よ
う
な
意
味
を
有
す
る
か
、
考
察
し
う
る
点
を
探

っ
て
み
る
こ
と
と

す
る
。
『眼
蔵
』
の
中
で

「道
理
」
と
い
う
単
語
は
、
ほ
ぼ
全
巻

に
わ

た

っ
て
二
七
二
ヶ
所
に
見
ら
れ
る
。

以
下
、

主
要
な
も
の
を
列
挙
す
る
こ
と
と
す
る
0

万
法
の
わ
れ
に
あ
ら
ぬ
道
理
あ
き
ら
け
し

(現
成
公
案
)
、東
司
上
不
説

仏
法
の
道
理
を
思
量
す
べ
し

(洗
浄
)
、
こ
の
道
理
子
細
に
検
点
す
ぺ
し
(礼

拝
得
髄
)
、こ
の
道
理
を
功
夫
参
究
す
べ
し

(諸
悪
莫
作
)
、金
銀
珠
玉
に
あ

ら
ざ
る
道
理
を
信
受
す
る
と
き

(袈
裟
功
徳
)
、
こ
の
道
理
あ
き
ら
か

に
仏

祖
正
嗣
の
宗
旨
な
り

(嗣
書
)
、西
天
諸
祖
亦
如
是
の
道
理
は
や
く
練
磨
す

べ
し

(古
鏡
)
、か
く
の
ご
と
く
道
理
し
つ
か
に
思
惟
す
べ
し

(仏
経
)

等
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
よ
り

「
道
理
」
の
内
容
が
肯
定
的
に
扱
わ
れ
て

い
る
こ
と
が
知
り
う
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
『
聞
書
抄
』
に
お
い

て

は

「
所
詮
」
と
い
う
単
語
が
頻
出
す
る
。
し
か
る

に
こ
の

「道
理
」
、
「所

詮
」
が
天
台
論
義
で
は
ど
の
よ
う
な
扱
わ
れ
方
を
す
る
の
か
次
に
述
べ

る
こ
と
と
す
る
。

(一)

重
難
の
作
り
方

1

道
理

答
の
宗
に
反
す
る
道
理
を
述
す

2

文
証

経
論
章
疏
を
引
い
て
そ
の
理
を
証
す

3

料
簡

講
答
の
引
文
に
反
す
る
解
釈
を
施
し
、
ま
た
経
疏
の
文
を
引
き

自
説
を
証
す

4

お
尋
ね

本
題
に
附
随
す
る
問
題
を
問
う

5

所
詮

結
論
に
し
て
一
論
の
大
綱
を
述
す

(『和
訳
天
台
宗
論
義
二
百
題
』
七
〇
七
)

さ
ら
に

「
所
詮
」
に
つ
い
て

所
詮
は
、
書
き
よ
う
の
こ
れ
あ
る
も
の
の
由
に
て
、
初
心
に
書
き
に
く
き

も
の
に
御
座
候
。
そ
れ
故
、
論
義
を
書
い
て
、
人
に
直
し
て
も
ら
う
時
な
ど

は
、
た
だ
所
詮
と
ば
か
り
書
い
て
、
自
分
の
料
簡
こ
れ
あ
り
候
と
も
、
そ
れ

は
書
か
ず
頼
む
人
へ
書
き
添
え
て
下
さ
れ
と
申
し
て
頼
む
が
故
実
の
由
に
て

御
座
候
。
(同
右
六
七
四
)

そ
し
て
、
『
百
題
自
在
房
』
に
に
つ
い
て
は
、
問
者
の
宗
意
を
決

着

す
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る
に
あ
た
り

「
難
じ
て
い
は
く
ど
詮
じ
侯
と
こ
ろ
、
上
未
」
と
い
う
形

式
が
と
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
以
上
の
点
か
ら
、
天
台
の
論
義
に
お

け
る

「
道
理
」
と
は
日
本
天
台
の
宗
意
に
反
す
る
道
理
で
あ

り
、
「
所

詮
」
も
ま

た
、
結
論
を
示
す
単
語
で
あ
る
が
、

こ
ち
ら
の
方
は
、
他
の

者
に
修
正

し
て
も
ら
う
こ
と
が
予
想
ざ
れ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。

し
か
る
に
、
こ
の
論
義
で
使

わ

れ

る

「
道
理
」
、
「所
詮
」

が
、
『
眼
蔵
』

の

「道
理
」
、
『
聞
書
抄
』
の
「所
詮
」
と
同

一
で
あ
る
と

す
る
な
ら
ば
う
両
者
の
ほ
伝
法
門
批
判
と
い
う
性
格
に
過
不
足
な
く

一

致
す
る
。
ざ
ら
に

『
聞
書
抄
』
に
お
け
る

「所
詮
-
は
、
-
な

り
。
」
と

い
う
部
分

は

一
応
の
結
論
で
あ

っ
て
、
別
の
解
釈
が
あ

っ
て
も
良

い
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
決
め

手

に
欠

け

る
。
論
義

の
形
式
が
い
つ
の
時
代
に
定
着
し
た
も
の
か
現
時
点
で
は
は

ウ
き
り
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
多
分
、
『
眼
蔵
』
に
関
し

て

は
、

的
は
ず
れ

の
感
は
否
め
な
い
。
『
聞
書
抄
』
に
つ
い
て
は
「
落
居
」
、「
不

落
居
」
等

の
論
義
用
語
が
頻
出
す
る
こ
と
か
ら
も
、

こ
れ
か
ら
の
研
究

の
可
能
性
を
残
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

四

本
覚
点

に

つ
い
て

「初
縁
実
相
」
を

「
初
め
て
実
相
を
縁
ず
」
と
訓
む
と
始
覚
点
と
な

り
、
「
初
縁
な
り
実
相
な
り
」
と
訓
む
と
本
覚
点
に
な
り
、
そ
れ

ぞ

れ

に
教
理
的
違
い
を
訓
点
の
付
け
方
に
よ

っ
て
区
別
す
る
こ
と
が
特
に
恵

心
流
に
よ

っ
て
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て

『
眼
蔵
』
の
句
作
り
に
こ
の

本
覚
点
が
多
く
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
従
来
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
恵
心
流
の
方
は
、
あ
く
ま
で
も
始
覚
点
が
予
想
さ
れ
た
上
で
の

本
覚
点
で
あ

っ
て
、
『眼
蔵
』
に
お
い
て
は
、
本
覚
点

は
数
多
く

出

て

来
て
も
、
そ
こ
に
始
覚
点
が
予
想
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
と
こ

ろ
が

『
聞
書
抄
』
で
は
、

ス

コ
ト
ク
ナ
ラ

ル
カ

ヲ

不
凶
如

 
三
界
見
二
於

三
界

一教
家
に
は
如
此
心
得

シ

シ

カ

ノ

ム

ニ

ハ

ヲ

不
四如
呂
三
界
見
二於
三
界
一宗
門
に
は
如
此
心
得

(『蒐
書
大
成
』
十

一
・
六
七
八
)

と
い
う
よ
う
に
、
本
覚
点
を
宗
門
独
自
の
読
み
と
し
て
い
る
箇
所
が
い

く
つ
か
あ
る
。
こ
の
こ
ど
か
ら
も

『
聞
書
抄
』

に
関
し
て
は
本
覚
法
門

の
側
か
ら
さ
ら
に
精
査
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
わ
れ
る
。

五

ま
と
め
と
展

望

以
上
、
道
元
禅
と
本
覚
法
門
と
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
字
句
と
表
現

の
類
同
性

の
み
を
網
羅
的
に
示
し
て
き
た
が
、

さ
ら
に
、
こ
れ
か
ら
教

理
的
裏
付
け
が
な
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
特
に

『
聞
書
抄
』
以
後

の
宗
乗
解
釈
に
つ
い
て
は
、
本
覚
法
門
か
ら
の
研
究
が
必
要
で
は
な
か

ろ
う
か
。
尚
、
発
表
後
、

天
台
宗
典
編
纂
所
の
野
本
覚
成
氏
よ
り
、
御

示
唆
を
頂
い
た
が
、

そ
れ
に
つ
い
て
も
こ
れ
か
ら
鋭
意
、
考
慮
し
て
い

き
た
い
。

<
キ
ー
ワ
ー
ド
>

道
元
禅
、
天
台
本
覚
法
門
、
天
台
論
義

(駒
沢
大
学
大
学
院
)

道
元
禅
と
天
台
本
覚
法
門
に
関
す
る
画
考
察
 
(佐
々
木
)
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