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1

叱
咤
時
脱
落
説
と
面
授
時

脱
落

説

道
元

の
身
心
脱
落
に
つ
い
て
は
、
古
く
か
ら
如
浄
と
道
元

の
面
授
の

際
に
身
心
脱
落
が
あ

つ
た
と
す
る
説
と
、
い
ね
む
り
す
る
僧
を
如
浄
が

叱
咤
し
た
瞬
間
に
身
心
脱
落
が
起
こ
っ
た
と
す
る
説
と
が
あ
る
。
こ
れ

ら
の
両
説

は
、
い
わ
ば
宗
学

の
伝
統
的
見
解
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

昭
和
44
年

に
高
崎
直
道
氏
に
よ
つ
て
道
元
の
身
心
脱
落
は
「心
塵
脱
落
」

の
聞
き
違

い
で
は
な

い
か
と
の
指
指
が
な
さ
れ

(角
川
書
店

『仏
教
の
思

想
』
11
)
、
さ
ら
に
は
、
昭
和
52
年
に
杉
尾
玄
有
氏
に
よ
る
叱
咤
時
脱
落

は
な
か
っ
た
、
と
す
る
新
説

(山
口
大
学
教
育
学
部
研
究
論
叢

第
二
十
六

巻
第

一
部

「原
事
実
の
発
見
」)
が
出
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
以
来
活
発
な
議

論
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ

で
叱
咤
時
脱
落
説
に
関
し
て
は
、
近
年
石
島
尚
雄
氏
や
下
室

覚
道
氏
な
ど
に
よ
っ
て
あ
ら
た
め
て
積
極
的
な
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る

が
私
は
、

こ
れ
を
虚
構
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
私
は
道
元

の
著
書

の

ど
こ
に
も
書
か
れ
て
い
な
い

「叱
咤
時
脱
落
」

の
説
が
、
今
日
な
お
繰

り
返
し
主
張
さ
れ
る
背
景
に
は
、
身
心
脱
落
と

は
何
で
あ
る
か
、
と
い

う

こ
と
に
関
す
る
思
想
的
検
討
が
こ
れ
ま
で
十
分

に
な
さ
れ
て
こ
な

か

っ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て

い
る
。
本
稿
は
、
直
ち

に

「身
心
脱
落
」
如
何
を
問
う
も
の
で
は
な
い
が
、
さ
し
あ
た
り
、
叱

咤
時
脱
落
説
の
問
題
点
を
検
討
し
、
そ
の
暗
黙

の
前
提
と
な
つ
て
い
る

「身
心
脱
落
」
観
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
後
続
の
論
稿
に
備
え
ん

と
す
る
も

の
で
あ
る
。

3

叱
咤
時
脱
落
説

の
起
源

叱
咤
時
脱
落
説
は
三
つ
の
部
分
か
ら
成
立
し
て
い
る
。

一
つ
は
如
浄

が
居
眠
り
す
る
僧
を
叱
咤
す
る
部
分
、
第
二
は
道
元
が
身
心
脱
落

の
語

を
聞
い
て
開
悟
す
る
部
分
、
そ
し
て
第
三
は
道
元
が
自
ら

の
悟
り
を
如

浄
に
告
げ
、
如
浄
が
こ
れ
を
証
明
す
る
部
分
で
あ
る
。
以
下

こ
れ
ら
の

各
部
分
に
関
し
て
問
題
に
な
る
点
を
整
理
し
て
み
た
い
。

ま
ず
第

の
一
の
部
分
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
如
浄
が
大
衆
指
導
に
お

い
て
た
び
た
び
居
眠
り
す
る
僧
を
叱
咤
こ
と
に

つ
い
て
は
『永
平
広
録
』
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や

『随
聞
記
』
に
道
元
自
身

の
言
葉
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、

そ
う
い
う
事
実
が
あ
つ
た
こ
と
に
疑

い
は
な
い
。
ま
た
真
福
寺
所
蔵
草

案
本

「大
悟
」
巻
に
は
、
如
浄
が
常
日
頃
か
ら

「参
禅
者
身
心
脱
落
也
、

不
是
待
悟
為
則
」
と
い
っ
て
大
衆
を
指
導
し
、
夜
間
に
は

「雲
堂
裏
に

し
て
挙
頭
と
同
時
に
霞
震
」
し
た
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
そ
う
し
た

際
に
、
身
心
説
落
の
話
を
も
つ
て
叱
咤
し
た
こ
と
も
大
い
に
あ
り
得
る

こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
草
案
本
に
は

「先
師
、
よ
の
つ
ね
に
衆
に
し
め

し
て
い
は
く
」
と
し
て
、
こ
の
身
心
脱
落
の
話
を
取
り
上
げ
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
、
道
元
に
と
つ
て
、
諸
伝
の
伝
え
る
叱
咤
時
脱
落
が
あ
っ

た
と
さ
れ
る
時
期
に
お
い
て
、
こ
の
言
葉
は
決
し
て
耳
新
し
い
も
の
で

は
な
か
つ
た
は
ず
で
あ
る
。
日
頃
か
ら

「身
心
脱
落
」
に
つ
い
て
思
量

を
重
ね
て
い
て
、
つ
い
に
得
心
が
行

つ
た
、
と
い
う
の
で
あ
れ
ぼ
、
そ

れ
を
「諮
然
大
悟
」
と
い
う
の
は
如
何
に
も
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
二
の
部
分
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
記
述
が
道
元
の
著
作

に
見
ら
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
道
元
の
悟
り
が
身
心
脱
落
で
あ
る
こ
と
自

体
に
つ
い
て
は
、
何
ら
疑
う
余
地
は
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
れ
を
あ
る

時
点
で
の
出
来
事
と
し
て
記
述
し
た
部
分
は
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
り

「佛
祖
」
巻

の
未
尾
に

「如
浄
大
和
尚
道
元
大
宋
国
宝
慶
元
年
乙
酉
夏

安
居
時
、
先
師
天
童
古
佛
大
和
尚
に
参
侍
し
て
、
こ
の
佛
祖
を
禮
拝
頂

戴
す
る
こ
と
を
究
書
せ
り
、
唯
佛
與
佛
な
り
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と

を
も
っ
て
、
こ
れ
が
第
二
の
部
分
に
対
応
す
る
記
述
で
あ
る
と
推
測
す

る
論
者
も

い
る
が
、
そ
れ
は
叱
咤
時
脱
落

の
説
を
前
提
に
し
て
は
じ
め

て
云
え
る
こ
と
な
の
で
、
こ
の
説
を
補
強
す
る
も

の
と
は
な
り
得
な
い
。

次
に
第
三

の
部
分
、
如
浄
に
よ
る
印
可
証
明
を
記
載
す
る
部
分
で
あ

る
が
、
こ
の
様
な
両
者

の
や
り
と
り
に
関
す
る
記
述
も
、
や
は
り
道
元

の
著
作
の
ど

こ
に
も
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
真

福
寺
所
蔵
草
案
本

「大
悟
」
巻
に
注
目
す
べ
き
記
述
が
あ
る
。
そ
れ
は

先

の
如
浄

の
指
導
ぶ
り
に
つ
い
て
の
記
述
に
引
き
続
き
、
「身
心
脱
落

は
脱
落
身
心
な
り
。
脱
落

の
脱
落
し
き
た
れ
る
が
ゆ
え
に
、
身
心
説
落

な
り
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
文
言
は
、
諸
伝

の
伝
え

る
道
元
と
如
浄
の
や
り
と
り
に
、
あ
ま
り
に
も
類
似
し
て
い
る
。
石
島

氏
は
、
こ
れ
に
よ
つ
て
叱
咤
時
脱
落
説

の
正
当
性
を
主
張
し
て
い
る
の

で
あ
る
が

「道
元
禅
師
と
身
心
脱
落
ー
特
に
身

心
脱
落

の
資
料
を
め

ぐ
っ
て
ー
」
(『曹
洞
宗
宗
学
研
究
所
紀
要
』
八
号

お
逡
)、
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
す
で
に
石
井
修
道
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
如
浄

の
説
示
は

「参
禅
者
身
心
脱
落
也
、
不
是
待
悟
為
則
」
と
す
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
の
内
容
か
ら
か
い
っ
て
叱
咤
時
脱
落

の
ご
と
き
特
異
な

瞬
間
を
も

つ
て
身
心
脱
落
と
す
る
の
で
な
い
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
だ

か
ら
、
む
し
ろ
こ
の
草
案
本

の
内
容
と
叱
咤
時
脱
落
説
と
の
文
言

の
奇

妙
な

一
致
は
、
伝
記
作
者
が
、
草
案
本
の
内
審

を
知
っ
て
い
て
、
そ
こ

か
ら
伝
記
の
記
述
を
作
り
上
げ
た
と
考
え
る
ほ
う
が
自
然
で
あ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
。

以
上
叱
咤
時
脱
落
説
に
つ
い
て
各
部
分
に
分
け
て
検
討
し
た
が
、
い

ず

れ
の
部
分
に
つ
い
て
も
道
元

の
著
作
や
、
道

元

の
言
葉
を
伝
え
る
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『永
平
広
録
』、
『随
聞
記
』
な
ど
に
、
そ
の
主
張
の
根
拠
を
見

い
出
す

こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
た
、
ま
た
革
案
本

「大
悟
」
巻

に
関
し
て
は
、
た
し
か
に
諸
伝
に
伝
え
る
叱
咤
時
脱
落

の

文
言
と
比
較
し
て
多
く
の
類
似
点
が
見
い
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
同

時
に

「身
心
脱
落
」

の
語
が
、

「不
是
待
悟
為
則
」
で
あ
る
と
し
て
常

日
頃
か
ら
如
浄
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、

そ
こ
に
は
、
む
し
ろ
叱
咤
時
脱
落
を
否
定
す
る
思
想
内
容
が
書
か
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

4

心
塵

脱
落
誤
聴

説

の
追
証

次
に
、
心
塵
脱
落
誤
聴
説

の
観
点
か
ら
、
叱
咤
時
脱
落
説
を
検
討
し

て
見
よ
う
、
ま
ず
は
、
こ
の
説

の
真
偽
を
原
典
に
当
た
つ
て
確
か
め
る

こ
と
か
ら
始

め
た
い
。

ま
ず

『正
法
眼
蔵
』
の
諸
巻

に
如
浄

の
語
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る

「身
心
脱
落
」

の
話

で
あ
る
が
、
多
少

の
語
の
前
後
や
異
同
は
あ
る
も

の
の
、
そ
の
内
容

は
ほ
と
ん
ど
同

一
で
あ
り
、
「参
禅
者
身
心
脱
落
也
、

不
用
焼
香

・
礼
拝

・
念
仏

・
修
戯

・
看
経
、
砥
管
打
坐
始
得
」
と
い
う

も
の
で
あ

る
。
ま
た
、

こ
れ
と
同
じ
内
容
は
、
『永
平
広
録
』
に
も
記

載
さ
れ
て
い
る

(全
集
第
四
巻
18
頁
)
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
の
引
用
は
、

「身
心
脱
落

」
の
意
味
に
っ
い
て
の
如
浄

の
説
明
を
欠
い
て
い
る
の
で
、

こ
れ
だ
け
で
は

「身
心
脱
落
」
が

「心
塵
脱
落
」
の
誤
聴
で
あ
っ
た
可

能
性
に
つ
い
て
の
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し

『宝
慶
記
』
を
見
る
と
如
浄
が

「身
心
脱
落
」
に
つ
い
て
説

明
し
て
い
る
部
分
が
三
箇
所
あ
る
。
第

一
は

「堂
頭
和
尚
示
日
、
参
禅

者
身
心
脱
落
也
、
不
用
焼
香

・
礼
拝

・
念
仏

・
修

俄

.
看
経
、
砥
管
打

坐
而
已
。
拝
問
、
身
心
脱
落
者
何
。
堂
頭
和
尚

示
日
、
身
心
脱
落
者
、

坐
禅
也
。
」
(筑
摩
版

『道
元
禅
師
全
集
』
下
謂
頁
)
と

い
う
部
分
で
あ
る
。

こ
の
段
は
、
冒
頭

の
如
浄
の
教
示
が

『正
法
眼
蔵
』
に
引
用
さ
れ
る
如

浄
の
語
と
そ
つ
く
り
で
あ
る
点
に
お
い
て
、
特
に
注
目
に
値
す
る
。
如

浄
の

「離
孟
欲
、
除
五
蓋
」
と
い
う
説
明
に
対
し
て
、
道
元
は
さ
ら
に
、

そ
れ
で
は
教
家

の
所
談
と
同
じ
で
は
な
い
か
、
と
詰
問
し
て
い
る
が
、

こ
れ
に
対
し
て
如
浄
は

「不
可
強
嫌
大
小
乗
之
所
説
」
と
教
示
し
て
お

り
、
さ
ら
に

「近
代
疑
者
云
、
三
毒
即
仏
法
、
五
欲
即
祖
道
、
若
除
彼

等
、
即
是
取
捨
、
還
同
小
乗
。
』
と
い
う
道
元

の
問
い
を
受
け
て

「佛

祖
児
孫
、
若
除

一
蓋

一
欲
、
則
巨
益
也
」
と
答
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
や
り
と
り
を
見
る
と
、
こ
の
部
分

の
説
明
内

容
自
体

は

「心
塵
脱

落
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
ろ
こ
と
が
分
か
る
。

次
は
道
元
の

「除
五
蓋
六
蓋
、
有
其
秘
術
也
無
」
と
い
う
質
問
に
対

す
る
如
浄
の
答
で
あ
る
。
如
浄
は

「汝
向
来
功
夫
、
作
甚
麿
、
這
箇
便

是
離
六
蓋
之
法
。
～
砥
管
打
坐
作
功
夫
、
身
心
脱
落
来
、
乃
離
五
蓋

.

五
欲
等
之
術
也
。
此
外
都
無
別
事
、
渾
無

一
箇
事

、
豊
有
落
二
落
三
者

也
」
(同
謝
頁
)
と
述
べ
て
お
り
、
こ
こ
で
も
坐
禅

に
よ
つ
て
五
蓋
を
離

れ
る
と
い
う
こ
と
が
身
心
脱
落
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
ま
た
こ
の
段
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
こ
で
如
浄
が

「六
蓋
」
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と
し
て
無

明
蓋
を
立
て
、
「先
除
五
蓋
、
後
除
六
蓋
」
と
論
じ
て
い
る

こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
を
先
の
段
に
お
け
る

「若
除

一
蓋

一
欲
、
則
巨
益

也
」
と
併
せ

て
考
え
る
な
ら
ば
、
如
浄
は
、
煩
悩
を

一
気
に
無
化
す
る

よ
う
な
考
え
方
は
採

つ
て
お
ら
ず
、
坐
禅
を
通
じ
て
諸
々
の
煩
悩
を
脱

落
せ
し
め
る
と
い
う
、
極
め
て
常
識
的
な
修
行
観
を
持

つ
て
い
た
も

の

と
考
え
ら
れ

る
。

三
番
目

の
用
例
は

「弁
肯
仏
仏
祖
祖
身
心
脱
落
、
乃
柔
軟
心
也
。
」

(同
謝
頁
)
で
あ
る
。
こ
れ
は
佛
祖
の
坐
禅
は
大
悲
を
先
と
す
る
も

の
で

あ
る
、
と
説
く
段
の
最
後
に
出
て
く
る
文
で
あ
る
が
、
こ
の

「身
心
脱

落
」
に
関
し

て
、
当
面

「身
心
」
で
あ
れ

「心
塵
」
で
あ
れ
ど
ら
ら
で

も
特
に
問
題

は
な
い
。

以
上

『宝
慶
記
』
の
用
例
を
見
る
と
、
如
浄
は

一
貫
し
て

「煩
悩
を

脱
落
せ
し
め

る
こ
と
」
と
し
て

「身
心
脱
落
」
を
説
明
し
て
お
り
、
や

は
り
如
浄

の
説
示
は

「身
心
脱
落
」
で
は
な
く

「心
塵
脱
落
」
を
説
く

も
の
で
あ

つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
如

浄
そ
の
人
の
思
想
を
さ
ら
に
再
確
認
す
る
た
め
に

『如
浄

語
録
』
を
検

討
し
て
み
よ
う
、
ま
ず
、
「身
心
脱
落
」
の
語
で
あ
る
が
、

『如
浄
語
録
』
に
は
全
く
見
当
た
ら
な

い
。
か
わ
り
に

「心
塵
脱
落
」
の

語
が

「讃
佛
祖
」
の

「観
音
」

の
偶
頒

(『天
童
如
浄
禅
師
の
研
究
』
蹴

頁
)
に

一
箇

所
見
い
出
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

ま
た
、

「天
童
景
徳
寺
語
録
」

の
中

に

「心
念
」
に
つ
い
て
次

の
様

な
上
堂
が
あ

る
。

心
念
紛
飛
、
如
何
措
手
、
趙
州
狗
子
佛
性
無
、
只
箇
無
字
、
鉄
掃
掃
、
掃
盧

紛
飛
多
。
紛
飛
多
庭
掃
。
転
掃
転
多
。
掃
不
得
棄
命
掃
。
昼
夜
堅
起
梁
。
勇

猛
切
莫
放
倒
。
忽
然
掃
破
太
虚
空
。
万
別
千
差
尽
舘

(同
上
捌
頁
)

こ
の
上
堂
は
次
々
と
起
こ
る
煩
悩
を
、
砥
管
打
坐

(口
昼
夜
堅
起
脊

梁
)
に
よ
り
果
て
し
な
く
掃
き
続
け
る
こ
と
に
よ

つ
て
、

つ
い
に
は
悟

り
に
至
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
説
い
た
も

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
思
想
は

「除
五
蓋
六
蓋
」
を
説
く

『宝
慶
記
』
で
の
如
浄

の
教
示
に
同
じ
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

最
後
に

『永
平
元
禅
師
語
録
』
の
序
文
の
こ
と

に
つ
い
て
も
触
れ
て

お
こ
う
。
こ
の
序
は
天
童
山
に
お
い
て
道
元
と
同
参
で
あ
つ
た
無
外
義

遠
に
よ
つ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は

「日
本
元
公
禅
師
、

載
海
南
来
、
直
入
其
室
心
塵
脱
略
処
、
喪
尽
生
涯
」
と
書
か
れ
て
お
り
、

如
浄
室
中
の
指
導
が
心
塵
を
奪
略
す
る
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
が
明
記
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上

『宝
慶
記
』
『如
浄
語
録
』
『永
平
元
禅
師
語
録
』
な
ど
を
手
が

か
り
に

「心
塵
脱
落
」
誤
聴
説

の
成
否
を
検
討
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、

結
論
と
し
て
如
浄
の
立
場
は
ど
こ
ま
で
も

「心
塵
脱
落
」
で
あ
り
、
坐

禅
は
そ
の
は
て
し
な
い
実
践
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確

認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

5

如
浄
室
中

で
の
印
可
証
明

に

つ
い
て

と
こ
ろ
で
叱
咤
時
脱
落
説
は
、
「身
心
脱
落
」

の
語
で
大
悟
し
た
道
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叱
咤
時
脱
落
説
の
批
評
的
検
討

(辻

口
)

元
が
、
如
浄

の
も
と
に
参
じ
て
印
可
証
明
を
受
け
る
、
と
い
う
話
に

な

つ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
時
如
浄
の
言
葉
が

「心
塵
脱
落
」
で
あ
っ

た
と
な
る
と
、
如
浄
は

「心
塵
脱
落
、
脱
落
心
塵
」
と
答
え
た
こ
と
に

な
る
。
次
に

こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
見
た
い
。

草
案
本

.「大
悟
」
巻
に
は
、
道
元
自
身

の
言
葉
と
し
て

「身
心
脱
落

は
脱
落
身
心
な
り
、
脱
落
の
脱
落
し
き
た
れ
る
ゆ
え
に
、
身
心
脱
落
な

り
。
～

こ
こ
を
も
て
、
不
是
待
悟
為
則
な
り
。」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ

こ
で
の

「身
心
脱
落
は
脱
落
身
心
な
り
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
語
順

の
前
後
を
入
れ
替
え
る
表
現
形
式
は
、
実
体
的
、
二
元
論
的
思
考
を
破

す
た
め
に

『正
法
眼
蔵
』
に
頻
繁

に
見
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
場

合
に
つ
い
て

い
え
ば
、
「脱
落

の
身
心
」
と
い
う
言
い
方

で
も
っ
て
身

心
が
、
自
己

の
実
体
化
か
ら
開
放
さ
れ
て
仏
道
の
働
き
そ
の
も
の
と
な

る
こ
と
を
明
か
す
の
で
あ
り
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ

「不
是
待
悟
為
則
」
な

の
だ
と
の
主
旨
を
述

べ
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
も
し
こ
こ
が

「心
塵
脱
落
」
で
あ
る
と
し
た
ら
、
こ
の
部

分
は
、
ど
う

い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
「心
塵
脱
落
」
は
、

心
の
塵
が
主
体
と
し
て
の
心
か
ら
脱
落
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し

「脱
落

の
心
塵
」
は
単

に
主
体
か
ら
分
離
し
て

「落
ち
て
し
ま

つ

た
心
の
塵
」
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の
打
ら
返

し
に
は
二
元
論
的
思
考
を
打
ら
破
る
よ
う
な
働
き
が
全
く
な
い
こ
と
に

な
る
。
要
す
る
に
、
如
浄
は
、
こ
こ
で
全
く
意
味
不
明
の
こ
と
を
い
っ

て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
う
し
た
表
現
上
の
問
題
と
は
別
に
、

こ
こ
で
の
如
浄
と
道

元
と
の
大
悟
後
の

「面
授
」
の
構
図
に
は
も
っ
と
根
源
的
な
問
題
が
あ

る
。
つ
ま
り
叱
咤
時
脱
落
説
で
は
、
道
元
の
悟
り
と
は
叱
咤
時
に
道
元

自
身
の
内
面
に
お
い
て

「身
心
脱
落
」
が
体
得

さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
、

と
い
う
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
訳

で
あ
り
、
そ
れ
が
如
浄
に
お
い
て

す
で
に
体
得
さ
れ
て
い
る

「身
心
脱
落
」
と
同

一
で
あ
る
こ
と
を
両
者

が
相
互
に
確
認
し
あ
う
、と
い
う
構
図
で
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
し

「身
心
脱
落
」
が
個
人

の
内
面
に
お
け
る
意
識
上
の
出
来
事
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
た
し
か
に
こ
う
い
う
構
図
で
考
え

る
こ
と
も
可
能
で
あ

る
が
、
は
た
し
て

「身
心
脱
落
」
と
は
そ
う
い
う
も
の
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
も
し
叱
咤
時
脱
落
説
が
前
提

に
し
て
い
る
よ
う
な
構
図
が
事
実
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
道
元
と
如
浄
と
の
間
に

「誤
聴
」
が
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
は
、
両
者

の
意
識
上
の
事
実
は
同

一
で
は
な
い
こ
と
に
な

る
訳
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
嗣
法
は
成
立
し
な
い
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
叱
咤
時
脱
落
説
の
記
載
す
る
如
浄
に
よ
る
印
可
証
明

の
部
分

は
、
如
浄

の
説
く

「脱
落
」
が

「心
塵
脱
落
」
で
あ
る
限
り
成
立
し
得

な
い
、
と
い
う
の
が
こ
こ
で
の
私

の
結
論

で
あ
る
。

〈キ
ー
ワ
ー
ド
〉

身
心
脱
落
 
心
塵
脱
落
 
叱
咤
時
脱
落

(刈
谷
東
高
等
学
校
通
信
制
過
程
教
諭
)
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