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c
o
un
s
e
lin
g
 と

い
う

の

は
、

心

理

學

の
專

門

領

域

の
中

で
も
、

最

も

新

し

い
領

域

の

一
つ
で

あ

る
。

ま

だ

そ

の
定
義

な

(
1
)

ど
も
必
ず
し
も
確
定
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、

一
慮
次
の

よ
う
な
鮎
が
共
通
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

 
原
則

と
し
て

一
人
封

一
人
の
關
係
な
る
こ
と
、
言
語
的
手
順
に
よ
る

 
力
動
的
な
相
互
作
用
な
る
こ
と
、
專
門
家
に
よ
る
助
力
な
る
こ
ど
、

 
以
上
の
諸
鮎
を
、
佛
教

の
上
で
考
え
て
見
る
と
、
佛
敏
そ
の
も
の
が
、

本
來
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
艦
系
で
は
な
か

っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

り
、

そ
う
し
た
立
場
か
ら
の
髄
系
化
も
ま
た
可
能

で
あ
る
と
思
わ
れ

(
2
)

る
。
そ

の
細
か
い
鮎
は
既
に
獲
表
し
た
こ
と
で
も
あ
り
、

こ
れ
を
省
馨

し
て
、

今
は
維
摩
経
を
中
心
に
考
え
て
見
よ
う
。

原
始
経
典
と
大
乗
経
典

い
わ
ゆ
る
原
始
経
典
は
、
そ
の
大
部
分
が
極
め
て
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

的
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
の
匙
に
つ
い
て
は
、
早
く
オ
ル
デ
ン
ベ
ル
グ

な
ど
の
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
と
に
ウ
イ
ン
テ
ル
ニ
ッ

ツ
が
そ
の

「佛
教
文
學
史
」

の
中
で
、
「
わ
れ
わ
れ
は
リ
ス
・デ
ー
ビ
ツ

ズ
氏
と
共
に
、
こ
の
種
の
封
話
の
編
纂
者
は
佛

陀
が
實
際
使
用
し
た
議

論
の
方
法
に
關
し
て
、
尚
明
ら
か
な
記
憶
を
有

し
て
い
た
に
相
違
な
い

と
推
察
す
る
」
と
い
っ
て
い
る
こ
と
は
、
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か

も
そ
の
編
纂
者
が
そ
れ
ら
の
貼
に
つ
い
て
の
記
憶
は
あ
り
な
が
ら
、

そ

の
意
義
に
つ
い
て
の
十
分
な
自
畳
を
持
た
な
か

っ
た
ら
し
い
と
い
う
こ

と
は
、
こ
れ
ま
た
オ
ル
デ
ン
ベ
ル
グ
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 
し
か
し
維
摩
経
の
よ
う
な
大
乗
経
典

に
つ
い
て
は
ど
う
考
え
る
べ
き

(
3
)

で
あ
ろ
う
か
。
長
尾
雅
人
博
士
の
引
用
に
よ
れ
ば
、

シ
ェ
イ
ヤ
ー
の
ご

と
き
は
、
「最
も
後
代
の
大
乗
経
論
す
ら
、
純
粋
な
本
來

の
繹
迦
の
教

義
に
關
す
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
巧
み
な
假
説
よ
り
も
、
よ
り
眞
な
る
佛
教

を
傳
え
て
い
る
」
と
い
っ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
原
始
経
典
に
見
ら
れ
る

よ
う
な
、
繹
奪
に
關
す
る
直
接
的
な
記
憶
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
は
な
い
か

も
知
れ
な
い
。
し
か
し
大
切
な
こ
と
は
、
原
始
経
典
に
見
え
る
繹
尊

の

維
摩
経

に
あ
ら
わ

れ
た

ヵ
ウ

ン
セ
リ

ン
グ
的
性
格
に

つ
い
て

(
藤

田
)
 

三
七

-480-



維
摩
経
に
あ
ら
わ
れ
た
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
的
性
格
に

つ
い
て

(
藤

田
)
 

三
八

読
法
の
あ
り
方
と
い
っ
て
も
、

そ
れ
は
繹
奪
個
人
の
特
色
と
の
み
見
る

べ
き
で
は
な
く
、
佛
教
の
根
本
的
立
場
に
立
て
ぱ
、
お
の
ず
か
ら
そ
こ

に
い
た
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
得
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
大
乗
佛

典
と
い
え
ど
も
そ
の
根
底
を
流
れ
る
も
の
は
、
縁
起
の
道
理
で
あ
り
、

そ
の
展
開
と
し
て
の
経
典
は
、
そ
こ
に
佛
敏

の
説
法
の
あ
り
方
の
當
然

の
結
論
を
示
し
て
い
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
原
始

経
典
た
る
と
否
と
は
、
全
く
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
い
え
よ
う
。
む

し
ろ
大
乗
経
典
に
あ

っ
て
は
、
繹
尊

の
歴
史
的
人
間
的
な
個
性
を
す
て

て
い
る
だ
け
に
、
佛
教

の
読
法

の
本
質
を
よ
り
明
ら
か
に
し
う
る
と
い

う
面
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

維
摩
経
の
説
法
観

こ
こ
で
い
う
維
摩
経
と
は
、
鳩
摩
羅
什
課

「
維
摩
詰
所
読
経
」
の
こ

と
で
あ

る
。
そ
の
他
の
諸
課
は
必
要
な
場
合
に
の
み
封
照
参
考
に
す
る

(4
)

に
と
ど
め
る
で
あ
ろ
う
。
本
経
の
編
集

の
時
代
は
、
抑
小
揚
大
と
い
う

内
容
か
ら
し
て
も
、

こ
れ
を
龍
樹
以
前
に
お
い
て
考
え
る
べ
き
も
の
で

あ
ろ
う
と
い
う
。

そ
の
佛
國
品
第

一
は
、
玄
斐
の

「説
無
垢
稽
経
」
で

は

「
序
品
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
序
に
あ
た
る
部
分
で
あ

る
が
、

そ
こ
で
は
種

々
の
角
度
か
ら
説
法
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
長
者
子
寳
積
の
讃
佛
偶
に
は
、
初
輻
法
輪
の
功
徳
を
述
べ

(5
)

て
、
「
以
二斯
妙
法
一濟
二群
生

一
受
不
レ
退
常
寂
然
、

度
二
老
病
死
一大

瞥
王
。」

と
あ
る
。
大
馨
王
と
い
う
言
葉
は
漢
課
雑
阿
含
に
見
え

て
い

る
外
、
無
量
義
経
等
に
も
あ
る
が
、
繹
奪
の
説
法
の
功
徳
を
述
べ
た
も

の
と
し
て
は
、
注
意
す
べ
き
言
葉
で
あ
る
。
苦

集
滅
道

の
四
諦

が
馨

家
の
治
療
の
順
序
に
相
鷹
し
て
い
る
こ
と
は
、

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
ま
た
佛
教
の
本
來
の
あ
り
方
が
、
今
日

の
精
神
治
療
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

感
じ
さ
せ
る
も

の
が
あ

る
。
説
法
に
よ
っ
て
衆
生
の
老
病
死

(苦
悩
)

を
度
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
廣
い
意
味
で
の
精
神
治
療
に
外
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。

し
か
ら
ば
こ
う
し
た
重
要
な
意
義
を
持
つ
説
法
と
は
、
佛
道
髄
系
の

中
に
お
い
て
い
か
な
る
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
ま

た
佛
國
品
に
お
い
て
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
。

一

二

三

四

随
二
其
直
心

則
能
獲
行
。

随

二其
獲
行

則
得

二深

心

随
二
其
深
心

則
意

五

六

調
伏
。

随
二
意
調
伏

則

如
レ
説
行
。

随

二
如
レ読
行

則
能

廻

向
。

随
二
其

廻

七

八

九

向

則
有
二
方
便

随
二
其
方
便

則
成

二就
衆
生

随
レ
成
二
就
衆

生

則

佛

十

十
一

土
浄
。

随
二佛
土
浄

則
読
法
浮
。

随

二説
法
浄

則
智
慧
浄
。
随

二智

慧
浄

十
二

十
三

則
其
心
浄
。
随

二其

心
浄

則

一
切
功
徳
浮
。

是
故
寳
積
、

若

菩
薩

欲
レ
得

二

浄
土

當
レ浄

二其

心
つ
随
二
其

心
浄

則
佛
土
浄
。

(6
)

今
は
こ
れ
を
主
に
山
口
釜
博
士
の
読
に
從

っ
て
見

て
行
こ
う
と
思

う
。

一
の
直
心
か
ら
四
の
意
調
伏
ま
で
は
、
直

心
、
獲
行
、
深
心
と
逐

次
意
志
堅
固
の
行
を
説
き
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
行
が
不
行
の
行
な
る
波

羅
蜜
と
し
て
、
無
分
別
眞
如
法
界

へ
通
達
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を

い
わ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
次
に
五
の
行
か

ら
九

の
佛

土
浄
ま

で

は
、
波
羅
蜜
が
有
情
世
間

へ
出
て
活
動
す
る
ま
で
の
過
程
を
あ
ら
わ
し
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(7
)

て
い
る
。
そ
の
場
合
の
行
と
は
、
二
利
と
も
課
さ
れ
る
 p
r
atip
atti
 で

あ
り
、

自
利
利
他
の
行
で
あ
る
と
せ
ら
れ
る
。
同
向
、
方
便
、
成
就
衆

生
と
い
う
の
は
、
室
亦
復
室
と
し
て
清
浄
世
間
智
が
働
き
、
そ
れ
が
き

わ
め
ら
れ
て
ゆ
く
態
で
あ
る
。
佛
土
浄
と
は
、
成
就
衆
生
な
る
能
依
の

清
浄
に
よ

っ
て
、
佛
土
な
る
所
依
も
お
の
ず
か
ら
清
浮
と
な
る
こ
と
を

あ
ら
わ
し
て
い
る
。
し
か
ら
ば
そ
れ
は
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
と

い
え
ば
、
十
の
読
法
浄
に
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
と
き
の
説
法
浄

と
は
、
清
浮
世
間
智
が
説
法
と
し
て
具
膿
的
に
現
實
に
活
動
す
る
こ
と

で
あ
る
。

そ
の
説
法
を
肇
聞
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
衆
生
の

能
所
が
う
ち
破
ら
れ
、
説
法
が
わ
れ
わ
れ
を
清
浄
に
す
る
作
用
の
あ
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
智
慧
浄
の
あ
ら
わ
す
よ
う
な
清
浮
世
間
智

の
働
き
に
外
な
ら
な
い

か
く
し
て
十
二
の
心
浄
、
十
三
の

一
切
功
徳

浄
と
な
る

の
で
あ
る
。

い
わ
ば
説
法
浄
に
い
た
る
過
程
は
富
箆
か
ら
畳

他

へ
の
内
的
轄
換
の
過
程
で
あ
り
、
説
法
浄

に
お

い
て
肚
會
的
實
践

と
な
る

の
で
あ
る
。
こ
の
結
び
と
も
い
う
べ
き

「
随
二
其
心
浄
一則
佛
土

浮
」
は
、

そ
の
故
に
説
法
の
功
徳
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

 
し
か
ら
ば
そ
の
読
法
は
、
具
髄
的
に
は
ど
の
よ
う
な
あ
り
方
で
説
か

れ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
に
關
し
て
は
、
先
に
學
げ
に

讃
佛
偶
の
、
そ
の

一
節
が
大
切
で
あ
る
。

佛
以
一二
音
一演
二説
法

衆
生
随
レ類
各
得
レ解
、
皆
謂
世
尊
同
二其
語

こ
の
解
繹
に
は
古
來
異
解
が
少
く
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
今
は
と
に

か
く

一
鷹
次
の
よ
う
に
見
て
ゆ
く
。
佛

の
説
法
が
言
語
的
封
象
性
を
も

っ
て
あ
ら
わ
れ
る
と
、
衆
生
が
そ
の
機
根
に
慮

じ
て
そ
れ
を
了
解
す

る
。
し
か
も
皆
ひ
と
し
く
世
韓
の
意
を
了
解
し
、
そ
れ
に
よ

つ
て
救
濟

が
成
立
す
る
の
で
あ
る
、
と
。
こ
の
場
合
、
衆
生
は
随
類
各
得
解
す
る

の
で
あ
る
か
ら
、そ

の
あ
り
方
は
各
別
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
慮
ず
る
佛
の

あ
り
方
は
、
衆
生
の
い
か
な
る
機
類
に
封
し
て
も
こ
れ
に
鷹
現
し
て
ゆ

こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
佛
の
誓
願
力
が
語
ら
れ
よ
う
と
し

て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
た

こ
音
は
、

一
音
で
あ

っ
て
實
は
無
限

に
展
開
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
か
ら
は
室
の

一
音
、
何
も
の
に

も
こ
だ
わ
る
と
こ
ろ
の
な

い
一
音
で
な
く
て
は
な
ち
な
い
。
こ
れ
は
正

し
く
カ
ゥ
ン
セ
リ
ン
グ
的
あ
り
方
の
本
質
を
な
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

入
不
二
法
門
品

以
上
の
貼
を

一
暦
明
ら
か
に
し
た
も
の
が
入
不
二
法
門
品
で
あ
る
。

古
來
維
摩
経
の
眼
目
と
せ
ら
れ
る
重
要
な

一
章

で
あ
る
。

始
め
に
維
摩
詰
が
諸
菩
薩
に
向

っ
て
い
う
。

「諸
仁
者
云
何
菩
薩
入
二不
二
法
門

各
随
二所
樂

説
レ之
。」

こ
の
維
摩
の
懇
請
に
よ

っ
て
、
法
自
在
菩
薩
以
下
樂
實
に
い
た
る
實

に
三
十

一
名
の
菩
薩
が
、
夫
々
そ
の
入
不
二
法
門
を
説
く
の
で
あ
る
。

さ
て
諸
の
菩
薩
が
各

々
説
き
終

っ
て
か
ら
、
改
め
て
文
殊
師
利
菩
薩
に

そ
の
入
不
二
法
門
を
問
う
。
文
殊
師
利
曰
く
、

「如
二我
意
一者
、
於
二
一
切
法
一無
レ言
無
レ読
。
無
レ示
無
レ識
。
離
二諸
問
答
幻

是
爲
レ入
二不
二
法
門

」

維
摩
経
に
あ
ら
わ

れ
た

ヵ
ウ

ン
セ
リ
ン
グ
的
性
格

に

つ
い
て

(藤

田
)
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四
〇

入
不
二
法
門
の
當
髄
は
、
無
言
無
説
、
無
示
無
識
だ
と
い
う
。
そ
れ

は
諸
の
問
答
を
離
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
不
可
言
説
な
の
で
あ
る
。
最

後
に
文
殊
師
利
が
維
摩
詰
に
問
う
と
、
あ
れ
程
雄
辮
で
あ

っ
た
維
摩
詰

が
、
「黙
然
無
暑
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
文
殊
師
利
が
歎
じ
て
い
う
。

「善
哉
善
哉
。
乃
至
無
レ有
二文
字
語
言
一是
眞
入
二不
二
法
門
こ

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
獣
然
無
言
に
封
す
る
解
説
で
あ
り
、
見
方
に
よ

っ

て
は
蛇
足
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
佛
教
に
お
け
る
説
法
に
は
、
ど
う
し
て

も
こ
の
獣
然
無
言
が
要
る
の
で
あ
る
。
繹
尊
が
成
道
の
直
後
、
読
法
を
、

ち
ゆ
う
ち
ょ
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
説
い
て
も
わ
か
ら
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ

っ
た
と
同
時
に
、
読
く
に
説
け
な
い
も
の
が
あ

っ
た
こ

と
を
意
味
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
佛
教
に
お
け
る
説
法
と
は
、
不
可
言
説
な

る
も
の
の
説
法
な
の
で
あ

つ
た
。
不
可
言
説
な
る
も
の
が
説
法
さ
れ
る

と
き
、
そ
の
読
法
は
い
か
な
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は

概
念
的
固
定
が
な
い
。
縁
起
と
い
い
、
無
我
と
い
い
、
そ
れ
は
固
定
を

排
除
す
る
。

ス
ッ
タ

ニ
パ
ー
タ
に
お
い
て
、
「わ

た
く

し
は
こ
の
こ
と

を
説
く
と
い
う
こ
と
が
な
い
」
と
い
う
繹
奪
の
説
法
は
、

一
切
の
ド
グ

マ
を
離
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
た
。
維
摩
詰
の
こ
の

「黙
然
無
言
」
と
は
、

け
だ
し
、
原
始
経
典
に
見
る
繹
尊
の
説
法
の
あ
り
方
を

一
暦
明
瞭
に
し

た
も
の
と
い
え
よ
う
。

ま
た
不
可
言
説
が
、
室
亦
復
室
と
し
て
展
開
す
る
と
き
、
そ
れ
は
い

か
な
る
あ
り
方
を
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ど
こ
に
も
こ
だ
わ
る
と

こ
ろ
が
な
い
無
碍
自
在
な
る
活
動
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
法
自
在

菩
薩
以
下

の
説
法
と
し
て
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
章
は

一
見
法
自

在
菩
薩
以
下
文
殊
師
利
ま
で
の
有
言
有
説
は
低
く
、
維
摩
詰
の
無
言
無

説
を
以
て
高
い
と
す
る
か
の
感
が
し
な
い
で
も
な
い
が
、
そ
れ
は
正
し

い
見
方
で
は
あ
る
ま
い
。
佛
教
の
読
法
と
は
、

不
可
言
説
な
る
も
の
の

言
説
な
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
し
て
、
こ
の
入
不
二
法
門
品
全
髄
が

説
法
の
本
質
を
明
瞭
な
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
先
に

一
言
し
た

佛
の

一
音
説
法
も
、
そ
の

一
音
と
は
こ
う
し
た
不
可
言
読
な
る
も
の
の

言
説
化
を
意
味
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

不
可
言
説
な
る
も
の
が
敢
え
て
言
説
化
さ
れ
た
場
合
に
は
、
逆
に
あ

ら
ゆ
る
言
葉
が
用
い
ら
れ
得
る
よ
う
に
な
る
。

言
葉
は
言
葉
を
越
え
た

も
の
と
し
て
、
不
可
言
説
な
内
容
を
指
示
す
る
指
針
と
な
る
の
で
あ
る
。

繹
奪
は
鷹
病
施
藥
、

そ
の
好
む
と
こ
ろ
に
よ

っ
て
読
法
せ
ら
れ
た
と
い

う
。
け
だ
し
不
可
言
説
な
る
も
の
の
言
説
と
し

て
の
説
法
は
、

一
切
の

ド
グ

マ
を
離
れ
て
自
由
で
あ
り
、
そ
の
故
に
ま
た
常
に
こ
ち
ら
か
ら
き

ま

っ
た
こ
と
を
説
く

の
で
は
な
く
、
相
手
に
慮
じ
て
自
由
自
在
で
な
く

て
は
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
眞
の
説
法
が
あ
り
、
そ
れ
が
カ
ウ

ン
リ
ン
グ
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

 
な
お
香
積
品
第
十
に
は
、
此
土
に
お
け
る
説
法
が
言
葉
に
よ
ら
ね
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
注
意
す
べ
き
説
を
出
し
て
い
る
。

 

爾
時
維
摩
詰
問
二衆
香
菩
肇

「香
積
如
來
以
レ何
読
レ法
。」
彼
菩
薩
日
、
「我

 

土
如
來
無
二文
字
読
絢
,
 
但
以
二衆
香
二令
二諸
天
人
得
7入
二律
行

」
(中
略
)
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彼
諸
菩
薩
問
二維
摩
詰

「今
世
奪
繹
迦
牟
尼
以
レ何
読
レ法
。」
維
摩
詰
言
「此

 

土
衆
生
剛
強
難
レ化
故
、
佛
爲
説
二剛
強
之
語
一以
調
二伏
之
二

一
見
香
積
土
と
此
土
と
を
封
比
さ
せ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
蹄
す

る
と
こ
ろ
は
、
こ
の
現
實
の
祉
會
に
お
い
て
は
、
語
言
の
説
法
に
よ
ら

ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
も
維

摩
経
の
説
法
観
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
う
。

 

維
摩
経
の
説
法
例

 
以
上
維
摩
経
に
お
け
る
読
法
観
、
し
た
が

っ
て
大
乗
の
説
法
観
の

一

端
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ

っ
て
大
小
乗
を
通
ず
る

佛
教
の
説
法
が
凡
そ
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
略
う
か
が
い
得
る
の

で
は
な
い
か
と
思
う
。
し
か
も
こ
の
経
典
に
は
具
髄
的
な
読
法
例
が
極

め
て
豊
富
に
學
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
よ

っ
て
説
法
の
内
容
を
ほ

う
ふ
つ
た
ら
し
め
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
そ
こ
に
は
抑
小
揚
大
と

い
う
意
圖
が
あ
り
、

ま
た
極
め
て
要
約
せ
ら
れ
た
形
と
し
て
し
る
さ
れ

て
い
る
た
め
、
原
始
経
典
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
實

際
的
な
過
程
を
う
か
が
い
得
ら
れ
る
も
の
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

 
弟
子
品
は
舎
利
弗
以
下
の
十
大
弟
子
が
、
何
れ
も
維
摩
詰
と
問
答
し

説
破
せ
ら
れ
た
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
大
乗
と
小
乗
と
の
問
答
と
し
て

興
味
深

い
も
の
が
あ
る
。
今
全
盤
を
通
じ
て
感
じ
た
と
こ
ろ
を
學
げ
る

と
、

こ
の
弟
子
た
ち
と
の
問
答
が
、
常
に

一
人
封

一
人
で
随
時
随
腱
に

お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
舎
利
弗
は
林
中
宴
坐
の

時
に
維
摩
が
來

っ
て
問
答
し
た
の
で
あ
り
、
大
目
健
連
は
毘
耶
離
大
城

に
入
る
里
巷
に
お
い
て
、
諸
の
居
士
た
ち
に
説
法
中
に
問
答
し
た
の
で

あ
る
。
以
下

一
々
時
と
庭
と
を
異
に
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
佛
敏
に

お
け
る
問
答
、
廣
い
意
味
の
カ
ゥ
ン
セ
リ
ン
グ
は
、
内
容
に
固
定
し
た

も
の
が
な
い
と
等
し
く
、

人
と
時
と
庭
と
に
お

い
て
も
制
約
が
な
い
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。

 
次
に
論
法
と
で
も
い
う

べ
き
も
の
を
見
る
と
、
全
部
維
摩
詰
の
言
葉

の
み
を
學
げ
て
、

こ
れ
に
封
す
る
十
大
弟
子
の
反
論
は
な
く
、
し
か
も

こ
と
ご
と
く
読
破
せ
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
は
い
う
ま

(
8
)

で
も
な
く
抑
小
揚
大
の
た
め
の
ブ
イ
ク
シ
ョ
ン
と
考
え
ら
れ
る
。
今
日

の
研
究
で
は
維
摩
詰
自
身
も
假
設

の
人
物
と
見

ら
れ
る

の
で
あ
る
か

ら
、

こ
れ
は
止
む
を
得
な

い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
注
意
せ
ら
れ
る
の
は

そ
の
論
破
の
方
法
で
あ
る
。
先
ず

一
鷹
相
手
の
あ
り
方
を
否
定
す
る
。

し
か
し
そ
の
否
定
に
よ

っ
て
却

っ
て
眞
の
あ
り
方
が
明
瞭
に
な
る
の
で

あ
る
。
た
と
え
ば
最
初

の
舎
利
弗
の
場
合
を
考
え
て
見
よ
う
。
舎
利
弗

は
林
中
に
お
い
て
宴
坐
し
て
い
る
。
そ
こ
へ
維
摩
詰
が
や

っ
て
來
て
、

頭
か
ら
や

っ
つ
け
る
。
「
不
三
必
是
坐
爲
二
宴
坐

一也
」
。
し
か
し

こ
れ
は

宴
坐
を
固
定
し
て
考
え
る
こ
と
を
否
定
し
た
の
で
あ
っ
て
、
林
中
に
宴

坐
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ

こ
で
維
摩
詰
の
い
う
宴

坐
を
説
く
。
「夫
宴
坐
者
、
不
下於
三
二
界
一現
中
身
意
上
是
爲
二宴
坐

」
等

(
9
)

々
の
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
ゆ
く
。

こ
れ
は
大
目
腱
連
以
下
に
つ
い

て
も
い
い
得
る
の
で
あ
る
が
、

こ
ゝ
に
も
相
手

の
立
場
に
立
ち
、
相
手

維

摩

経

に

あ

ら

わ

れ

た

カ

ウ

ン

セ
リ

ン
グ
的

性

格

に

つ
い

て

(
藤

田
)
 

四

一
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維
摩

経

に
あ

ら

わ

れ

た

カ
ウ

ン

セ
リ

ン
グ
的

性

格

に

つ
い

て

(
藤

田
)
 

四

二

と
同
じ
方
向
に
向
い
な
が
ら
、
し
ば
し
ば
相
手
と
同

一
の
用
語
を
以
て
、

し
か
も
相
手
を
自
分
の
立
場
に
縛
換
さ
せ
る
、
否
定
的
啓
獲
法
の
あ
り

方
が
う
か
が
い
得
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。

こ
う
し
た
論
法
は
な
お
菩
薩

品
第
四
に
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
今
は
省
暑
に
し
た
が
う
こ

と
に
す

る
。

 

こ
の
経
で
、
問
答
の
塵
巻
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
問
疾
品
第
五
で
あ

る
。
こ
の
章
で
は
文
殊
と
維
摩
詰
と
の

一
問

一
答
が
息
詰
る
よ
う
な
緊

迫
感
を
も

っ
て
し
る
さ
れ
て
い
る
。
爾
者
の
問
答
は
そ
の
他
の
数
品
に

れ
た
っ
て
い
る
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
維
摩
が

一
方
的
に
語
り
手
に

な
っ
て
い
る
感
が
あ
る
。
ま
た
不
思
議
品
第
六
、
観
衆
生
品
第
七
等
に

は
グ
ル
ー
プ

・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
趣
も
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

 

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、

二
人
の
問
答
の
問
、
他
の
弟
子
た
ち
が
皆

こ
れ
を
難
聞
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
多
く
の
大
乗
経
典
に
あ

っ
て
は
、
繹
尊
は

一
人
の
弟
子
に
呼
び
か
け
、
彼
を
封
象
と
し
て
法
を

説
か
れ
る
。
こ
れ
を
封
告
衆
と
い
う
。
今
の
場
合

に
も
問
答

の
場

に

は
、
八
千

の
菩
薩
、
五
百
の
聲
聞
、
百
千
の
天
人
が
來
臨
し
て
い
る
わ

け
で
あ

る
が
、
そ
こ
で
問
答
し
て
い
る
の
は
維
摩
詰
と
文
殊
師
利
の
二

人
の
み
で
あ
る
。

こ
の
邊
に
も
佛
教
が
本
來
カ
ウ
セ
リ
ン
グ
で
あ
る
と

い
う
こ
と
の

一
端
が
う
か
が
い
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
ま
い
か
。

 
な
お
そ
の
問
答
の
主
題
と
し
て
、
説
法
を
と
り
あ
げ
た
も
の
に
つ
い

て

一
言
す

る
。
そ
れ
は
、
弟
子
品
第
三
の
大
目
健
連
と
の
問
答
に
お
け

る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
、
「法
相
如
レ
是
。
山豆
可
レ
説
乎
。
夫
読
レ

法

者
。

無

レ
説
無

レ
示
。

其

聴

レ
法

者
、

無

レ
聞

無

レ
得
。

響

如
下
幻

士

爲

二

幻

人

】
説
占
法
。

當
下
レ
建

二
此
意

一而

爲

読

占
法
。
」

と
あ

る

の
が

そ

れ

で

あ

る
。

布

施

に
お

い
て

は
三

輪

空

寂

と

い
う
。

三
輪

と

は
、
施

者
、
施

物
、

受

者

の
三

者

は
、

一
つ
を

學

げ

れ

ば
自

然

に

他

の
爾

者

も

學

が

る

と

い

う
關

係

に
あ

る

こ
と

を
意

味

す

る
。

説

法

は
布

施

の
中

の
法

施

に
あ

た

る
。

維

摩

詰

に
よ

れ

ば
、

説
法

者

(
施

者

)
も

無

読

無

示
、
辣

法

者

(
受

者
)

も
無

聞

無

得
、

法

相

(
施

物
)

も

ま

た

不

可
読

で
あ

る
と

い
う
。

し

か

し

そ

れ

は
説

い
て

は

な

ら

な

い

の

で

は

な
く

て
、

究

極

の
と

こ
ろ

は

こ
れ

を
説

く

こ
と

が

で

き

な

い
の

で

あ

る
。

不

可
言

説

と

い
う

こ
と

を
、

こ

こ

で

は
幻

士

が

幻

人

の

爲

に

(
幻
)

法

を
読

く

と

い
う

の
で

あ

る
。

そ

れ

は
前

節

に

明

ら

か

に

し

た

よ

う

に
、

大
乗

佛

教

の
説

法

が
、

當
然

に

カ

ウ

ン

セ
リ

ン
グ

に

い

た

る

こ

と

を

示
す

も

の

で
あ

ろ

う
。

1

「
相
談
心
理
學
」
(
澤

田
慶
輔
編
)
「
相
談

心
理
學

と
は
何
か
。
」

2

「
印
度
學
佛
敏
學
研
究
」
第
十

二
巻
第

一
號
、

「
佛
敢

の
カ
ウ

ン

セ
リ

ン
グ
的
性
格
に

つ
い
て
」
(
藤

田
清
)
、
「
佛
敏

カ
ウ

ン
セ
リ

ン
グ
」
(
同
上
)

3

「
佛
教

哲
學
大
系
第

七
巻
」
(
長

尾
雅

人
)

4

「
維
摩
経
義
疏
上
巻
」

に

「
抑

小
揚
大
爲
レ
宗
」

と
あ
り
。

5

「
漢
藏
封
課
維
摩
経
」
(
河

口
慧
海
)

に
は

「
讐
師

の
最
勝
」
と
あ
り
。

6

「
心
清
浮

の
道
」
(
山
口
釜
著
)

7

同
上

8

「
維
摩
経
解
説
」
(
深
浦

正
文
)
「
第

一
部
」

9

「
佛
敏
文
學
史
」
(
ウ
イ

ン
テ
ル

ニ
ッ
ツ
著

中
野
義
照
、

大
佛
衛
共
課
)
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