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僧

、
洞
山

に
問

う
、

「
如
何

な
る
か
是

れ
仏
」
。

洞
山

云
く

、

「
麻

三
斤
」
。
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周
知
の
よ
う
に
禅
門

で
は
古
来

は
な
は
だ
有
名
な
公
案

と
な

っ
て
、
『
雪
贅
頒
古
』
『
碧
巌
録
』
『
無
門
関
』
『
空

谷
集
』
な
ど
で
取
り
上
げ
ら

れ
、
ま
た
多
く
の
禅
僧

に
よ
る
拮
頒
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の

「
麻
三
斤
」
が
従

来
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
き
た
か
は
、
こ
こ
で
は
問
わ
な
い
。

た
だ
、
な
ぜ

「
麻

三
斤
」
ま
た
は

コ
ニ
斤

の
麻
」

と

い
う
具
体
的
な
モ
ノ
が
答
え
と
し
て
呈
示
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
基
本
的
な
点
に

つ
い
て
は
、
不
思
議
な
こ
と

ご

ま

に
、
従
来
だ
れ

一
人
と
し
て
問
題
と
し
た
者
は
な

い
。
日
本

の
禅
僧
は
な
お
さ
ら
そ
う
で
、
な
か
に
は
麻
を
胡
麻

だ
と
言
い
張

っ
た
り
、

「
三
斤

と
は
仮
の
数

で
、
十
斤
で
も
百
斤

で
も
同
じ
こ
と
だ
」
な
ど
と
い

っ
た
強
弁
で
押
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し
通
す
人
も
あ

っ
た
し
、
現
在
も
そ
う

い
っ
た
紋
切
り
型

で
片
付
け
て
し
ま
う
師
家
が
多

い
。
し
か
し
洞
山

の
言

う

「
麻
」
は
、
実

は
ゴ

マ
で
は
な
く
て
麻
糸
な
の
で
あ
り
、
し
か
も

「
三
斤
」
と
い
う
枠
付
き
の
そ
れ
で
あ
る
。

私
が
先

に

「
基
本
的
な
点
」
と
い

っ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

私
は
以
前
か
ち

、

「
麻

三
斤
」
は
麻
糸
か
麻
布

の
量

の
ユ
ニ
ッ
ト

(単
位
数
量
)

で
は
な

い
か
と
疑

っ
て
い
た
。

そ
れ
は

「
三
寸
舌
」
と
か

「
三
尺
水
」
と
か
い

っ
た
類
似
表
現
か
ら
の
類
推

で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
昨
年
五
月
、

禅
文
化
研
究
所
で
の
真
字

『
正
法
眼
蔵

三
百
則
』
の
定
例
研
究
会

で
、
京
都
大
学
の
吉
川
忠
夫
氏
か
ら
、
私

の
こ

の
類
推
を

ヒ
ン
ト
に
し
て
見
付
け
出
さ
れ
た
基
本
資
料
を
提
示
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
唐

の
玄
宗
勅
撰
の
法
典
集

『
大
唐
六
典
』
巻
三
の
戸
部
尚
書
の
条
に
見
え
る
左

の
文

で
、
租
庸
調

の
徴
収
法
の
原
則
を
説

い
た

一
条

で
あ
る
。

い
ま
近
衛
家
本
に
拠

っ
て
掲
げ
る
。

ご
と

も
の

課
戸
は
丁
毎

に
粟

二
石
を
租
す

(上
納
す
る
)
。

其
の
調

は
、

郷
土
の
産
す
る
所
に
随

っ
て
、
綾

・
絹

・
緬

あ
さ
ぬ
の

お
さ

ま
わ
た

ゆ

各

お

の
二
丈

、

布

は
五
分

の

一
を
加
う

。
綾

・
絹

・
緬

を
輸
む

る
者

は
、

綿

三
両

〔
を
兼

ね
調

す
〕
。

布

む

む

む

を
輸
む
る
者
は
、
麻
三
斤

〔
を
兼

ね
調
す
〕
。

「
兼
ね
調
す
」
と
は
、
正
規
の
徴
収
額

に
更

に
上
乗
せ
し
て
取
り
立
て
る
こ
と
で
、
例
え
ば
綾

・
絹

・
緬
な
ど

ま
わ
た

の
絹
地
を
納
入
す
る
場
合
は
、
そ
の
各

二
丈
の
ほ
か
に
綿
三
両
を
付
加
的
に
追
加
納
入
す
る
こ
と
で
あ
る
。
同
様
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あ
さ
ぬ
の

あ
さ
い
と

に

布

で
納
入
す
る
場
合
は
、
正
規

の
二
丈
プ
ラ
ス
五
分

の

一
の
ほ
か
に

麻

三
斤
を
追
加
納
入
す

る
、
と
い
う

規
定
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
し
て
、

「
麻
三
斤
」
と
は
製
品
化
さ
れ
た
麻
糸
の
分
量

(
こ
こ
で
は
重
さ
)

の

ユ
ニ
ッ
ト
で
あ
る
こ

と
が
確
認
で
き
る

(
綿

三
両
も
同
様
で
あ
る
)
。

そ
し
て
こ
れ
は
恐
ら
く
税
法
上
だ
け
で
の
基
準
規
定
量
な
の
で

は
な
く
、
麻
糸
が

一
般
に
商
品
と
し
て
取
引
き
さ
れ
る
場
合

の
単
位
量
で
も
あ

っ
た
ら
し

い
こ
と
は
、
後
文
で
示

す

『
大
唐
六
典
』
巻

三
の
金
部
郎
中

の
条
と

『
通
典
』
巻
六

(賦
税
下
)

の
文
か
ら
推
定
で
き
る
。

次

に
掲
げ
る

『
唐
会
要
』
八
十
三

(租
税
上
)

の
文
は
、
上
述

の

『
大
唐
六
典
』

の
規
定
を
踏
ま
え
た
も
の
で

は
あ
る
が
、

こ
の
税
法
が
均
田
制
の
施
行

の
上

に
立

っ
て
制
定
さ
れ
た
も
の
だ

っ
た
こ
と
を
明
示

し
て
い
る
。

け
い

武
徳

七
年

三
月
二
十
九
日
、
始

め
て
均
田

の
賦
税
を
定
む
。
凡
そ
天
下
の
丁
男

に
は
田

一
頃
を
給
し
…
…
、

ご
と

丁
毎
に
歳
に
粟
二
石
を
入
る
。
調
は
則
ち
郷
土
の
産
す
る
所

に
随

っ
て
、
綾

・
絹

・
緬
各
お
の
二
丈
、
布

は

む

む

む

五
分
の

一
を
加
う
。
綾

・
絹

・
緬
を
輸
む
る
者
は
、

綿

三
両
を
兼

ね
調
す
。

布
を
輸
む

る
者
は
、

麻
三
働

　

(
H
斤

)

〔
を
兼

ね
調

す
〕
。

ま

わ
た

そ
し
て
こ
の

「
三
斤
」
や

「
三
両
」
が
麻
糸

や
真
綿
の
単
位
数
量
で

あ

っ
た

ら
し
い

こ
と
は
、

次

に
掲
げ
る

『
大
唐
六
典
』
巻

三
の
金
部
郎
中

の
条

に
、
絹
地

・
布

・
綿

・
糸

・
麻

の
お
の
お
の
に
つ
い
て
単
位
名
が
与
え
ら
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れ

て

い
る

こ
と

で
、

一
層

は

っ
き
り
確

認

で
き

る
。き

ま
り

れ
つ

凡
そ
練
島

の
類
は
、
必
ず
其

の
長
短
広
狭
の
制
と
端
匹
屯
繧
の
差
を
定
む
。

〔
原
注
〕
羅
錦
綾
段
、
紗
穀
緬

た
ぐ

い

む

む

む

紬

の
属
は
、
四
丈
を
以

て
匹
と
為
し
、
布
は
則
ち
五
丈
を
以
て
端

と
為
し
、
綿

は
則
ち
六
両
を
屯
と
為

し
、

き

ぬ
い
と

む

あ

さ
い
と

　

　

　

　

　

　

む

　

　

　

糸

は
則
ち
五
両
を
絢
と
為
し
、

麻

は
乃
ち
三
斤
を
線
と
な
す
。

『
通
典
』
巻
六

(賦
税
下
)

に
も
、
調

の
制
を
述
べ
た
文

に
疋

・
端

・
屯

・
絢

・
線

の
各
単
位
名
は
襲
用
さ
れ

て
お
り
、
そ
こ
で
も

「
麻
三
斤
を
繧
と
為
す
」
と
注
記

し
て
い
る
。

ね
じ

「
繧
」
と
は
、
糸
状

の
も
の
を
振
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
製
品
を
い
う
。
和
語
で
は

「
経
」
ま
た
は

「
撚
」
の
字

よ

を

用

い
、

絹
糸

や
麻
糸

の
繕

っ
て
仕
上

げ

た
製

品

の

一
単

位

を

一
巻

き

と

い
う

。

「
麻

三
斤

」

と
は

、

つ
ま
り

一

ひ
と
よ
り

巻
き
に
仕
上
げ
た
麻
糸

で
あ
り
、
三
斤
と
は
そ
の
基
準
の
目
方

に
他
な
ら
な
い
。
従

っ
て
こ
れ
を

「
麻

一
繧
」
ま

た
は

「
一
線
麻
」
と
称
す
る
こ
と
も
可
能

で
あ
ろ
う
。

以
上
の
考
証
に
よ

っ
て
、

「
麻
三
斤
」
が
仕
上
が

っ
た
麻
糸
の
目
方
を
計
量
す
る
基
準
単
位
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
と
な

っ
た
。

で
は
、

「
仏
と
は
何
か
」

と
い
う
問
い

へ
の
答
え
と
し
て

「
麻
三
斤
」
と

い
う

モ
ノ
が
呈
示
さ

れ
た
の
は
、

一
体
ど
う

い
う
わ
け
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に

つ
い
て
手
掛

か
り
を
与
え
て
く
れ
る
の
は
、
次

に
示

す
雲
門
文
優

(
八
六
四
-
九
四
九
)

の
言
葉

で
あ
る
。

い
ま
宋
版

『
雲
門
広
録
』
巻
下
の

「
遊
方
遺
録
」
に
見
え
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る
原
文
を
掲
げ
る
。

師
在
雪
峯
時
、
有
僧
問
雪
峯
、

「
如
何
是
く
触
目
不
会
道
、
運
足
焉
知
路
V
」
。
峯

云
、

「
蒼
天
、
蒼
天
」
。

む

む

む

む

む

む

僧
不
明
、
遂
問
師

(雲
門
)
、

「
蒼
天
意
旨
如
何
」
。
師
云
、

「
三
斤
麻
、

一
疋
布
」
。
僧
云
、

「
不
会
」
。
師

云
、

「
更
奉
三
尺
竹
」
。
後
雪
峯
聞
、
喜
云
、

「
我
常
疑
箇
布
袖
」
。

雲
門
が
ま
だ
若

い
こ
ろ
、
雪
峯
和
尚
の
門
下
で
修
行
し
て
い
た
時
の
逸
話

で
あ
る
。
或

る
僧
が
雪
峯

に
訊
ね
た

え

い
ず
く

二
句

「
目

に
触
る
る
も
道
を
会
せ
ず
、
足
を
運

ぶ
も
焉
ん
ぞ
路
を
知
ら
ん
」

(何
を
見
て
も
道
は
分
ら
ず
、
歩
い

て
は
い
て
も
路
は
知
ら

ぬ
)
は
、
石
頭
和
尚
の

「
参
同
契
」
の
句
。
道
と

一
つ
に
契
合
し
た
者
は
、
も
は
や
修
す

べ
き
道
は
持

た
ず
、
道

の
何
た
る
か
も
知
ら

ぬ
。

そ
の
よ
う
な
道
人
の
く
沙
門
行
V

は
、
た
だ
日
常
底

そ
の
ま
ま

で
あ

っ
て
、
路

(行
ず

べ
き
在
り
よ
う
)

な
ど
は
我
れ
関

せ
ず
焉

で
あ
る
、
と
い
う
の
が
そ
の
趣
旨
で
あ
ろ
う
。

上
の
句

に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
れ
は

『
荘
子
』

の

「
目
撃
道
存
」
や
、
洞
山
の

「
見
色
見
心
」
を
破
砕
な
い
し
は

透
出
し
た
消
息
を
語

っ
て
お
り
、
下

の
句

に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
れ
は
黄
奨
の

「
終
日
飯
を
喫
す
る
も
未
だ
曽
て

か

ま

ふ

ま

一
粒

の
米
を
も
咬
著
ず
、
終
日
行
く
も
未
だ
曽

て

一
片

の
地
を
も
踏
著
ず
」
や
、
洞
山

の

「
鳥
道
を
行
く
べ
し
」

を
も
超
脱
し
た
消
息

の
開
示
で
あ
る
。

「
修
行
の
痕
　
を

留
め
る
な
」

と
い

っ
た
次
元
以
前

の

在
り
よ
う
で
あ

る
。
雪
峯
が
そ
れ
に
対
し
て

「
や
れ
悲
し
や
、
悲
し
や
」
と
応
じ
た
の
は
、
右

の
消
息
は
百
も
心
得
た
上
で
、
敢
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え

て
そ

れ
を
抑
下

し

て
、
地
上

に
引

き
ず

り
落

と

し
た

の
で
あ

る
。
文
字

通
り

に
は

「
道

も
分
ら

ず

、
路
も

知
ら

ぬ
と

は
、

や

れ
悲

し
や
情

け
な

や
」

と
言

っ
た
わ
け

で
あ

る
。

こ
の

こ
ろ
雪
峯
門

下

で

は
、

一
種

の
超
越

志
向

(
け目9
]P
ωOΦ
]P山
①昌
叶㊤
一一〇Db
P)

的

な
風
潮

が

は
や

っ
て
、

何

か
と

い
う

と

「
透
法

身

の
句
」

や
、

「
法
身

向
上

の
事

」
を

持

ち
出

す
も

の
が
多

か

っ
た
。

そ

れ

へ
の
端

的

な
抑

下

だ

っ
た

の
で
あ

る
。
例

の

「
参

同
契

」

の

二
句

に
対

す

る

こ

の
僧

の

ア
プ

ロ
ー

チ
の
し

か
た
も
、
実

は
そ

の
よ
う

な
紋
切

り
型

の
く

超
仏

越
祖
V

的

な
志
向

癖

か
ら
出

た
も

の

で
あ

っ
た
。

雪
峯

の

「
や
れ

悲
し

や
」

の
意

味

を
問

わ
れ

て
、
雲
門

が

「
三
斤

の
麻

、

一
疋

の
布

」

と
答

え

た

の
も
、

や
は

り

そ

の
僧

の
在

り
方

に
対

す
る
真

っ
向

か
ら

の
、

し
か
も
具

体
的

な
痛

撃

で
あ

っ
た
。

「
三
斤

の
麻

糸

で
織
り

上

こ
ろ
も

が
る
麻
布

一
疋
」
と
は
、
ま
さ
に
僧
侶
の
衣

一
着
分
が
で
き
る
材
料
で
あ
る
。
ち

ょ
う
ど

一
人
分
の
和
服
が
作
れ

た
ん

る
布

地

の
長

さ

の
単
位

を

一
反

と

い
う

よ
う

に
。

だ

か
ら

、

こ
の
雲

門

の
答

え
は

、

「
そ
れ

、
衣

一
着

分

の
材
料

こ
だ
ま

は

ち
や
ん

と
揃

え

て
あ
る
ぞ
」

と

い
う
示
唆

に
他

な
ら

な

い
。

こ

の
示
唆

は
、
さ

ら

に
次

の
よ
う

な
含

み
を
餅

と

し

て
響

か

せ
る
。

i

な
の
に
、
そ
れ
を
衣
に
作

っ
て
着

る
人
問
は
不
在
な
の
か
!

し
つ

ぺ
い

　

そ
れ

で
も

、

そ

の
僧

に

は
通

じ
な

い
。
遂

に
雲

門

は
ピ

シ

ャ
リ

と
決

め

つ
け
た
、

「
で
は
、

三

尺

の
竹
箆

を

お
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ま
け

に
進
ぜ

よ
う

!
」

1

誰

か

に
そ

れ

で
ピ

シ
リ

と
打

ち
す

え

て
も

ら
う

ん
だ

な
。

と

い
う
含

み
で
あ

る
。

ゆ

な
お
、

『
景
徳
伝
燈
録
』
巻
十
九
、
竜
興
宗
靖

の
章

に
、

「
如
何
な
る
か
是

れ
六
通
の
家
風
」
と
問
わ
れ
て
、

「
一
条

の
布
袖
、

一
斤
余
り
有
り
」
と
答
え
て
い
る
。
彼
も
雲
門
と
同
じ
く
雪
峯
の
法
嗣

の

一
人

で
あ
る
が
、
こ

の
答
え
は

「
私

の
着

て
い
る
こ
の
衣
は
、
麻
三
斤
ど
こ
ろ
か
、

一
斤
で
作

っ
て
も
余
分
が
出

た
ほ
ど
だ
」
と
い
う
、

お
そ
ろ
し
く
誇
り
高

い
独
尊
の
気
慨
を
語

っ
た
も
の
で
あ
る
。

以
上

で
、

「
麻
三
斤
」
が
麻
の
僧
衣

一
着
分
を
作
る
こ
と
の
で
き
る
材
料

の
単
位
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ

た
。
そ
こ
で
冒
頭

の
問
答
は
次
の
よ
う
に
翻
訳
で
き
る
。

問
、
仏
と
は
何
か
。

答
、
衣

一
着
分
。

一
着
分

の
衣

の
で
き
る
材
料
は
ち

ゃ
ん
と
揃

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
仏
さ
ん
の
た
め
に
用
意
し
て
あ
る
の
だ
。
さ

あ
、
そ
れ
を
衣

に
仕
立
て
て
仏
さ
ん
に
着

せ
て
や
れ
る
の
は
誰

か
。
も
し
そ
れ
が
で
き
た
ら
、
そ
の
人
は

「
仏
と

同
参
」
な
の
だ
。
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〔注
〕

1

「兼
調
」
二
字
は
原
文
に
は
な
い
が
、
文
意
を
明
確
に

す
る
た
め
に
、

『唐
会
要
」
八
十
三

(租
税
上
)
の
文
を

参
照
し
て
補
う
。

2

『
旧
唐
書
』
食
貨
志
も
ほ
ぼ
同
文
。
な
お

『資
治
通
鑑
』

唐
紀
六

(武
徳
七
年
)
に
租
庸
調
の
法
を
定
め
た
こ
と
を

述

べ
た

一
条
が
あ
り
、
そ
こ
の
胡
三
省
の
注
に
引
く

『新

唐
書
』
食
貨
志
の
文
は
、
ほ
ぼ
上
掲
の

『大
唐
六
典
』
戸

部
尚
書
の
条
と
同
文
で
あ
る
。

3

台
湾
国
立
中
央
図
書
館
に
蔵
す
る
宋
版

『
古
尊
宿
語
録
』

所
収
の
テ
キ
ス
ト
。

4

宗
靖
は
か

っ
て
台
州
の
六
通
院
に
住
し
た
こ
と
が
あ
る
。

5

雲
門
の
語

「釈
迦
は
我
れ
と
同
参
な
り
」
を
応
用
し
た
。


