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教
化
学
の
意
義
と
仏
教
臨
床
に
つ
い
て

影　

山　

教　

俊

◇
は
じ
め
に

　

か
つ
て
第
一
回
日
蓮
宗
教
化
学
研
究
発
表
大
会
（
一
九
九
九
年
）
の
開
催
に
あ
た
り
、
当
時
こ
の
研
究
大
会
を
企
画
し
、
日
蓮
宗
現
代

宗
教
研
究
所
の
主
任
で
あ
っ
た
私
は
、
教
化
学
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
た
。

　

昨
今
は
宗
教
の
問
題
で
は
な
く
、
宗
教
が
問
題
と
な
り
、
宗
教
そ
の
も
の
の
存
在
意
義
す
ら
問
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
オ
ウ
ム
真
理
教
は

仏
教
を
名
乗
る
狂
気
の
テ
ロ
集
団
と
し
て
、
あ
れ
ほ
ど
反
社
会
的
な
犯
罪
を
犯
し
て
い
て
も
、
い
ま
だ
に
入
信
す
る
若
者
が
あ
と
を
絶
た

な
い
。
先
日
は
グ
ル
（
導
師
）
と
称
す
る
教
祖
に
、
ミ
イ
ラ
化
し
た
遺
体
が
ま
だ
生
き
て
い
る
な
ど
と
、
ま
と
も
そ
う
に
見
え
る
大
人
た

ち
ま
で
が
、
生
死
の
判
定
す
ら
曖
昧
に
な
る
ほ
ど
信
じ
込
ま
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
専
門
家
は
そ
れ
を
マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
た

か
ら
だ
と
説
明
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
似
非
宗
教
の
掲
げ
て
い
る
思
想
は
、
仏
教
学
と
い
う
学
問
か
ら
は
、
い
と
も
簡
単
に
否
定
で
き
る
ほ
ど
稚
拙
な
も

の
で
す
。
し
か
し
、
実
際
に
は
思
想
的
に
否
定
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
こ
に
は
多
く
の
信
者
が
集
い
宗
教
活
動
が
現
前
と
し
て
行
わ
れ
、
宗

教
と
し
て
の
集
団
や
組
織
が
維
持
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
事
実
が
物
語
る
こ
と
は
、
仏
教
学
の
学
問
性
が
宗
教
そ
の
も
の
を
反
映
し
て
い
な
と
い
う
事
実
で
す
。
こ
こ
に
宗
教
活
動
の
現
場
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か
ら
の
声
と
し
て
、「
教
化
学
」
の
確
立
が
急
が
れ
る
所
以
が
あ
り
ま
す
。
現
在
、
医
学
界
が
医
療
と
看
護
を
分
離
し
、
医
療
の
科
学

（
医
科
学
）
に
比
し
て
、
看
護
の
現
場
の
声
と
し
て
「
看
護
学
」
が
確
立
さ
れ
た
よ
う
に
、
い
ま
仏
教
学
に
比
し
て
宗
教
活
動
の
現
場
か

ら
「
教
化
学
」
を
確
立
す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
と
い
え
る
。（
以
下
省
略
）

　

こ
こ
で
は
教
化
学
を
看
護
学
に
比
し
て
、
医
学
が
病
気
を
治
療
す
る
た
め
の
学
問
で
あ
れ
ば
、
看
護
学
は
治
療
さ
れ
る
患
者
の
た
め
の

学
問
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
ま
さ
に
教
化
学
は
看
護
学
そ
の
も
の
で
あ
る
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
教
化
学
の
位
置
づ
け

に
つ
い
て
述
べ
た
ま
で
で
あ
り
、
具
体
的
に
「
教
化
学
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
述
べ
て
い
な
い
。
今
回
は
「
教
化
学
と
は

仏
教
臨
床
で
あ
る
」
と
い
う
観
点
か
ら
、「
教
化
学
と
は
何
か
」
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

１　

教
化
学
と
教
学
の
相
異
と
は

○
な
ぜ
教
学
は
現
代
的
意
義
を
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

　
「
教
化
学
と
何
か
」
と
考
え
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
「
教
化
学
は
教
学
の
現
代
的
意
義
の
解
明
に
あ
る
」（
現
代
宗
教
研
究
所
規
定
）
と
言
わ

れ
て
き
た
。
し
か
し
、
よ
く
考
え
れ
ば
、
な
ぜ
教
学
の
現
代
的
意
義
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
今
ま
で

具
体
的
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。

　

確
か
に
、
仏
教
の
教
学
的
な
理
解
が
現
代
的
で
は
な
い
か
ら
、
現
代
人
に
は
仏
教
の
古
典
的
な
用
語
が
よ
く
理
解
で
き
な
い
か
ら
な
ど
、

現
代
教
化
の
諸
事
情
に
則
っ
た
形
で
は
教
学
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
そ
の
諸
事
情
と
は
、
伝
統
仏
教
の
各
教
団
が
自
ら
の

宗
派
に
お
け
る
布
教
教
化
が
遅
々
と
し
て
進
ま
な
い
と
い
う
事
実
、
そ
の
現
象
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
教
学
の
現
代
的
意
義
が
解

明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
で
は
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
「
教
化
学
研
究
」
は
、
教
学
の
現
代
的
意
義
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
を
そ
の
ま
ま
に
残
し
、
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こ
れ
ま
で
と
同
様
に
教
学
の
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
教
学
の
観
点
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
仏
教
を
思
想
信
条
と
し
て
論
ず
る
こ

と
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
教
化
学
研
究
は
、
教
学
の
場
合
と
同
様
に
「
現
代
的
意
義
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
ジ
レ
ン

マ
に
陥
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
教
学
と
教
化
学
の
観
点
が
同
様
の
観
点
に
立
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
表
紙
を
替
え
て
み
て
も
中

身
の
変
わ
ら
な
い
本
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
い
ま
問
題
を
指
摘
し
た
「
現
代
的
な
意
義
を
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
教
学
」
に
目
を
向
け
れ
ば
、
周
知
の
よ
う
に
教

学
と
は
「
宗
教
の
教
義
の
理
論
と
研
究
」（『
広
辞
苑
』
第
五
版
）
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
仏
教
を
思
想
信
条
と
し
て
理
解
す
る
こ

と
は
、
そ
れ
は
仏
教
文
献
を
言
語
理
性
に
基
づ
い
て
哲
学
的
（
観
念
化
）
に
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
る
と
教
学
が
現
代
的
意
義
を
解

明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
見
え
る
。
そ
れ
は
仏
教
を
哲
学
的
に
理
解
す
る
と
い
う
「
仏
教
の
学
び
方
」
そ
の
も
の
に
問
題
が
あ
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

○
仏
教
が
哲
学
化
さ
れ
る
以
前
の
仏
教
の
学
び
方
に
つ
い
て

　

な
ら
ば
仏
教
が
哲
学
的
に
理
解
さ
れ
る
以
前
、
仏
教
は
ど
の
よ
う
な
学
び
が
実
践
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
現
代
仏
教
の
学
び
方
に

つ
い
て
考
え
れ
ば
、
仏
教
を
思
想
信
条
と
し
て
学
問
的
に
探
求
す
る
教
学
と
い
う
方
法
と
、
さ
ら
に
仏
教
に
伝
承
し
て
い
る
修
行
法
（
僧

院
生
活
の
全
体
）
に
よ
っ
て
体
験
的
に
探
求
す
る
方
法
が
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
現
代
で
は
仏
教
を
思
想
信
条
と
し
て
学
問
的
に
探

求
す
る
方
法
が
主
流
と
な
り
、
修
行
法
に
よ
る
体
験
的
な
探
求
法
な
ど
は
殆
ど
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
仏
教
の
学
び
方
に
は
「
行
学
二
道
」、「
行
学
一
体
」
と
い
う
伝
統
的
な
習
い
あ
る
。
こ
の
学
問
的
な
探
求
法
と
体
験
的
な

探
求
法
が
併
存
し
た
学
び
方
は
、「
行
と
学
の
不
離
不
即
の
全
体
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
ま
さ
に
「
行
学
の
二
道
を
は
げ
み
候
べ
し
。

行
学
た
へ
（
絶
）
な
ば
仏
法
は
あ
る
べ
か
ら
ず
」（『
諸
法
実
相
抄
』）
と
、
日
蓮
聖
人
の
聖
訓
の
如
く
で
あ
る
。
こ
の
事
実
か
ら
現
代
仏

教
の
学
び
方
は
伝
統
的
な
習
い
か
ら
は
変
節
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
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○
仏
教
の
学
問
的
な
探
求
の
問
題
点
に
つ
い
て

　

こ
の
変
節
が
何
時
ど
の
様
に
し
て
始
ま
っ
た
の
か
と
言
え
ば
、
明
治
政
府
の
仏
教
弾
圧
に
よ
る
明
治
八
年
の
大
教
院
制
度
が
端
緒
と
な

る
近
現
代
史
的
な
事
実
に
よ
っ（
注
１
）て、
現
代
仏
教
で
は
仏
教
を
思
想
信
条
と
し
て
学
問
的
に
探
求
す
る
方
法
が
主
流
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
仏
教
の
学
問
的
な
探
求
は
、
あ
く
ま
で
も
言
語
理
性
に
基
づ
く
論
理
学
を
前
提
に
し
た
学
問
で
あ
る
。
論
理
学
は

ロ
ジ
ッ
ク
（Logic
）
の
訳
語
で
、
ど
の
よ
う
な
推
論
が
正
し
い
か
を
体
系
的
に
探
求
す
る
学
問
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
論
理
学
と

は
、
ロ
ジ
ッ
ク
と
い
う
言
葉
が
物
語
る
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
「
神
の
言
葉
」
で
あ
る
ロ
ゴ
ス
（Logos

）
に
そ
の
語
源
が
あ
り
、
聖

書
（
神
の
言
葉
）
を
言
語
理
性
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
理
解
し
論
証
す
る
か
の
学
問
で
あ
る
。

　

キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
神
の
経
綸
は
契
約
書
と
し
て
の
聖
書
に
全
て
存
在
す
る
と
考
え
る
。
神
の
言
葉
が
全
て
の
始
ま
り
だ
か
ら
で
あ
る
。

聖
書
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
神
の
経
綸
と
し
て
こ
の
世
に
具
体
化
す
る
。
そ
の
た
め
契
約
書
で
あ
る
聖
書
の
文
言
を
精
確
に
解
釈
し
、

思
想
信
条
と
し
て
哲
学
化
（
観
念
化
）
す
る
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
神
の
経
綸
を
知
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
信
仰
そ
の
も
の
で
あ

る
。

　

と
こ
ろ
が
、
さ
き
の
よ
う
に
仏
教
の
学
び
方
は
「
行
と
学
の
不
離
不
即
の
全
体
」
で
あ
り
、
僧
院
生
活
の
中
で
培
わ
れ
て
来
た
も
の
で

あ
る
。
そ
の
た
め
仏
教
文
化
は
論
理
学
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
学
問
化
さ
れ
た
瞬
間
、
体
験
的
に
探
求
さ
れ
た
仏
教
文
化
は
観
念
化
さ
れ
、

具
体
性
（
現
実
・
身
体
）
を
失
う
と
い
う
運
命
を
背
負
う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
仏
教
の
学
び
方
は
、
解
釈
し
理
解
す
る
こ
と
目
的

と
せ
ず
に
、
行
学
二
道
の
信
行
生
活
と
い
う
伝
統
的
な
習
い
が
重
ん
じ
ら
、
実
践
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

○
伝
統
的
な
仏
教
の
学
び
方
と
そ
の
目
的
に
つ
い
て

　

こ
こ
で
行
学
二
道
と
い
う
伝
統
的
な
仏
教
の
学
び
方
へ
と
目
を
向
け
れ
ば
、
そ
れ
は
仏
教
の
学
問
的
な
探
求
法
に
よ
っ
て
解
釈
し
理
解

さ
れ
た
思
想
信
条
を
体
験
的
に
主
体
化
す
る
こ
と
が
目
的
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
に
教
化
学
と
教
学
の
相
異
が
あ
り
、
学

問
的
に
解
釈
し
理
解
さ
れ
た
思
想
信
条
（
教
学
）
を
体
験
的
に
主
体
化
す
る
こ
と
が
教
化
学
な
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
行
学
二
道
と
い
う
仏
教
の
伝
統
的
な
習
い
は
、「
師
資
相
承
」
と
い
う
形
で
継
承
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
周
知
の

通
り
で
あ
る
。
師
資
相
承
は
武
道
や
工
芸
な
ど
の
技
能
的
な
こ
と
ば
か
り
で
は
な
く
、
算
術
か
ら
天
文
方
ま
で
お
よ
そ
概
念
を
扱
う
分
野

で
も
、
師
匠
か
ら
伝
統
的
な
技
術
を
学
ぶ
こ
と
を
通
じ
て
、
精
神
性
を
養
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
師
匠
の
技
能
的
な
所
作
を
学
ぶ
こ
と
、

そ
れ
は
単
に
技
能
の
真
似
ぶ
（
学
ぶ
）
に
止
ま
ら
ず
、「
自
分
な
ら
ば
こ
う
す
る
」
と
い
う
自
我
を
修
め
る
こ
と
が
大
前
提
と
な
る
。
そ

こ
で
は
「
技
術
の
上
手
・
下
手
」
が
問
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
師
匠
に
仕
え
る
こ
と
で
精
神
修
養
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

仏
教
は
行
学
二
道
と
い
う
学
び
方
を
通
じ
て
、
単
な
る
精
神
修
養
と
は
異
な
る
仏
教
独
特
の
宗
教
性
の
獲
得
を
目
指
し
て
い
た
と
言
え

る
。
現
代
仏
教
の
学
問
的
な
探
求
で
は
「
分
か
っ
た
、
理
解
し
た
」
と
い
う
知
的
な
要
請
が
メ
イ
ン
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
行
学
二
道
の
学

び
方
に
よ
っ
て
精
神
性
の
向
上
が
図
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
現
代
的
な
表
現
を
す
れ
ば
メ
ン
タ
ル
・
ヘ
ル
ス
が
行
わ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。

（
注
１
）

　

明
治
八
年
に
諸
檀
林
が
全
廃
さ
れ
、
日
蓮
宗
大
教
院
（
立
正
大
学
へ
と
い
た
る
前
身
）
が
開
設
さ
れ
た
段
階
で
、
宗
門
の
法
器
養
成
は
諸
派
統
一

し
た
日
蓮
宗
と
い
う
行
政
機
関
に
委
ね
ら
れ
た
。
本
来
の
行
学
二
道
の
学
問
所
で
あ
っ
た
檀
林
教
育
は
、
大
教
院
が
取
っ
て
代
わ
っ
て
実
施
し
た
の

で
あ
る
。

　

日
蓮
宗
大
教
院
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
文
明
開
化
の
名
の
も
と
に
日
本
諸
学
の
洋
学
化
を
目
論
ん
だ
東
京
大
学
を
模
し
た
学
問
的
感

化
に
よ
っ
て
、
洋
学
を
学
ん
だ
学
者
先
生
に
よ
っ
て
日
蓮
聖
人
の
宗
教
も
、
哲
学
的
思
惟
に
よ
っ
て
思
想
信
条
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
、
そ
れ
が
日
蓮

聖
人
の
宗
教
だ
と
錯
覚
さ
れ
る
。

　

檀
林
に
お
け
る
法
器
養
成
の
あ
り
方
、
日
本
の
宗
教
的
な
あ
り
方
は
「
学
び
（
真
似
び
）
ご
と
と
し
て
、
伝
承
ご
と
を
ど
う
感
じ
、
ど
う
自
分
に

う
つ
す
か
」
と
い
う
伝
統
の
継
承
に
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
は
文
言
を
知
識
的
に
理
解
し
解
釈
す
る
西
洋
の
実
証
的
な
文
化
の
あ
り
方
、
そ
の
よ
う
な

知
の
あ
り
方
へ
と
変
化
し
て
し
ま
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
そ
も
法
器
養
成
と
い
う
宗
教
教
育
が
日
蓮
教
学
を
学
ぶ
だ
け
で
実
現
で
き
る
と
い
う
の
は

大
き
な
誤
り
と
い
え
る
。
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２　

教
化
学
の
観
点
と
は

　

学
問
的
に
解
釈
し
理
解
さ
れ
た
思
想
信
条
（
教
学
）
を
体
験
的
に
主
体
化
す
る
こ
と
が
教
化
学
で
あ
る
と
指
摘
し
た
が
、
観
念
と
し
て

の
思
想
信
条
を
体
験
的
に
主
体
化
す
る
「
お
こ
な
い
」
は
ど
の
様
な
学
問
領
域
に
よ
っ
て
研
究
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

　

さ
き
の
医
科
学
に
比
し
て
看
護
学
が
確
立
さ
れ
た
よ
う
に
、
教
化
学
研
究
を
一
つ
の
学
問
と
し
て
確
立
す
る
た
め
に
ど
の
様
な
学
問
領

域
が
考
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
教
化
学
は
学
問
的
に
解
釈
し
理
解
さ
れ
た
思
想
信
条
（
教
学
）
を
体
験
的
に
主
体
化
す
る
こ
と
だ
と
言

っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
主
体
化
の
過
程
を
仏
教
は
伝
統
的
に
ど
の
様
に
実
践
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
日
蓮
聖
人
並
び
に
、
日
蓮
聖
人

が
師
と
も
仰
い
だ
天
台
大
師
の
指
南
に
従
え
ば
、
次
の
よ
う
な
文
言
が
見
え
る
。

○
天
台
大
師
に
見
る
主
体
化
の
過
程
に
つ
い
て

　

ま
ず
天
台
大
師
の
『
摩
訶
止
観
』
は
「
大
師
己
心
中
所
行
法
門
」
と
称
し
て
い
る
点
に
着
目
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
己
心
中
所
行
法

門
」
と
称
す
る
所
以
は
、『
摩
訶
止
観
』
そ
の
も
の
が
大
師
ご
自
身
の
修
行
体
験
を
心
理
学
的
に
解
説
し
た
指
南
書
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
観
点
で
『
摩
訶
止
観
』
を
読
み
進
む
と
、
今
ま
で
と
は
大
き
く
異
な
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
修
行
そ
の
も
の
が
見
え
て
く
る
。
そ
し
て
、

そ
の
メ
イ
ン
・
テ
ー
マ
と
な
る
第
七
章
「
正
し
く
止
観
を
修
す
」
で
は
、
修
行
に
よ
る
三
昧
の
体
験
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　

私
た
ち
の
眼
前
あ
る
現
象
世
界
（
諸
法
）
は
、
実
に
私
た
ち
の
純
粋
な
精
神
世
界
（
識
陰
）
の
産
物
な
の
で
あ
る
。
も
し
こ
の
純
粋
な

精
神
世
界
を
体
験
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
修
行
法
（
止
観
業
）
に
よ
っ
て
丈
を
去
っ
て
尺
、
尺
を
去
っ
て
寸
に
就
く
よ
う
に
、
私
た
ち

の
心
身
を
構
成
す
る
五
蘊
（pan

〜ca-skandha

、
人
間
の
肉
体
と
精
神
を
構
成
す
る
五
つ
の
集
ま
り
）、
色
陰
（
肉
体
的
要
素
）・
受
陰

（
感
受
機
能
）・
想
陰
（
表
象
機
能
）・
行
陰
（
意
識
の
統
合
機
能
）・
識
陰
（
意
識
の
認
識
作
用
）
の
五
つ
の
要
素
の
中
で
、
と
く
に
身
体

的
な
要
素
で
あ
る
色
陰
・
受
陰
・
想
陰
・
行
陰
か
ら
徐
々
に
離
れ
て
ゆ
き
、
最
終
的
に
は
三
昧
の
境
に
入
っ
て
身
体
的
な
要
素
を
超
え
て
、
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純
粋
な
精
神
世
界
（
識
陰
）
そ
の
も
の
に
な
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

修
行
に
よ
っ
て
体
験
さ
れ
る
純
粋
な
精
神
世
界
そ
の
も
の
は
、
実
は
私
た
ち
の
無
意
識
の
世
界
（
不
可
思
議
の
境
）
の
こ
と
だ
か
ら
、

日
常
私
た
ち
が
自
分
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
意
識
（
思
議
の
境
）
か
ら
、
そ
れ
を
理
解
す
る
の
は
難
し
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
体
験
に

よ
る
経
験
則
で
あ
っ
て
知
識
的
に
解
釈
で
き
る
も
の
で
は
な（
注
２
）い。

　

ど
う
だ
ろ
う
、
天
台
大
師
は
、
通
常
私
た
ち
が
自
分
と
認
識
す
る
意
識
を
「
思
議
の
境
」
と
呼
び
、
ま
た
修
行
法
に
よ
っ
て
体
験
し
た

純
粋
な
精
神
世
界
を
「
不
可
思
議
の
境
」
と
呼
ん
で
、
現
代
心
理
学
に
い
う
意
識
と
無
意
識
の
関
係
か
ら
修
行
を
解
説
し
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。
ま
さ
に
天
台
は
修
行
法
に
つ
い
て
、
身
体
と
い
う
物
の
世
界
に
引
き
ず
ら
れ
た
意
識
状
態
か
ら
脱
し
て
、
純
粋
な
精
神
世
界
と

合
一
（
三
昧
・sam

ādhi

）
す
る
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
、
ま
た
無
意
識
の
世
界
に
あ
る
純
粋
な
精
神
性
を
意
識
化
す
る
心
理
過
程
で
あ
る

と
解
説
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
仏
教
を
現
代
風
に
い
え
ば
、
ま
さ
に
心
の
探
究
法
そ
の
い
も
の
だ
と
い
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
修
行
法
の
実
際
に
よ
っ
て
三
昧
を
誘
導
し
た
体
験
者
の
解
説
は
、
観
念
的
な
仏
教
用
語
に
依
り
な
が
ら
も
、
そ
の
言
葉
に

は
体
験
に
よ
っ
て
身
体
性
が
付
加
さ
れ
て
い
る
た
め
、
観
念
的
な
解
釈
の
域
を
超
え
て
、
現
代
心
理
学
の
よ
う
に
体
験
を
ど
う
具
体
的
に

報
告
す
る
か
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
修
行
者
は
常
に
冷
静
な
目
で
自
ら
の
体
験
を
捉
え
、
理
性
的
な
知
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
解
説
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
で
修
行
法
を
眺
め
る
と
、
い
ま
ま
で
と
は
違
っ
た
視
界
が
開
か
れ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

○
日
蓮
聖
人
に
見
る
主
体
化
の
過
程
に
つ
い
て

　

さ
ら
に
日
蓮
聖
人
は
『
観
心
本
尊
抄
』
で
、
ま
ず
冒
頭
に
『
摩
訶
止
観
』
を
引
用
し
て
「
夫
れ
一
心
に
十
法
界
を
具
す
。
一
法
界
に
又

十
法
界
を
具
す
れ
ば
百
法
界
な
り
。
一
界
に
三
十
種
の
世
間
を
具
す
れ
ば
百
法
界
に
即
ち
三
千
種
の
世
間
を
具
す
。
此
三
千
一
念
の
心
に

在
り
若
心
無
く
ん
ば
已
み
な
ん
。
介
爾
も
心
あ
れ
ば
即
ち
三
千
を
具
す
。
乃
至
所
以
に
称
し
て
不
可
思
議
境
と
為
す
。
意
此
に
在
り
。」

と
、
意
識
（
介
爾
も
心
あ
れ
ば
）
と
無
意
識
（
不
可
思
議
境
）
の
関
係
を
前
提
に
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
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な
ぜ
修
行
（
観
心
）
す
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
自
分
自
身
の
心
（
己
心
）
を
観
じ
て
、
地
獄
界
か
ら
仏
界
（
十
法
界
）
の
あ
る
こ
と

知
る
必
要
が
あ
る
か
ら
だ
。
当
然
の
こ
と
だ
が
、
他
人
の
粗
ば
か
り
を
探
し
て
い
て
も
、
自
分
の
姿
は
見
え
な
い
。
自
分
の
姿
を
知
り
た

け
れ
ば
、
明
鏡
に
自
分
の
姿
を
映
し
て
み
る
こ
と
が
必
要
だ
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
お
経
文
の
所
々
に
あ
な
た
は
菩
薩
だ
、
仏
だ
と
記

述
さ
れ
て
い
る
が
、
法
華
経
並
び
に
天
台
大
師
所
述
の
摩
訶
止
観
等
の
明
鏡
に
自
分
を
映
し
て
、
確
か
に
私
の
「
こ
こ
ろ
」
に
菩
薩
界
や

仏
界
が
あ
る
と
気
づ
か
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
の
だ
。（『
観
心
本
尊
鈔
』
意（
注
３
）訳）」

　

こ
れ
も
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
日
蓮
聖
人
は
「
観
心
者
観
我
己
心
見
十
方
界
」
と
述
べ
て
、
四
大
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
心
身
（
自

具
六
根
）
の
中
に
、
生
死
を
超
え
た
生
命
（
自
具
十
界
百
界
千
如
一
念
三
千
）
の
探
究
法
を
説
い
て
い
る
。
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
は
、
餓

鬼
で
あ
る
か
、
畜
生
で
あ
る
か
、
は
た
ま
た
菩
薩
で
あ
る
か
、
最
終
的
に
は
純
粋
な
精
神
性
で
あ
る
仏
界
（buddhahātu

）
を
発
見
し
、

意
識
が
そ
れ
に
ど
う
結
び
つ
く
か
、
ど
う
意
識
化
す
る
か
が
大
切
な
の
だ
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
観
心
（
修
行
法
）
に
よ
っ
て
、
自
己
意

識
を
己
心
に
内
在
す
る
ど
の
よ
う
な
精
神
性
と
結
び
つ
け
る
か
に
よ
っ
て
自
己
成
長
が
は
か
ら
れ
る
、
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

日
蓮
聖
人
は
観
心
（
法
華
経
並
び
に
天
台
大
師
所
述
の
摩
訶
止
観
等
の
明
鏡
に
自
分
を
映
す
）
と
い
う
主
体
化
に
よ
っ
て
、
己
心
に
具

わ
る
純
粋
な
精
神
性
を
意
識
化
し
、
こ
の
自
己
自
身
の
内
側
に
あ
っ
て
変
化
し
な
い
本
来
の
純
粋
な
精
神
性
と
出
会
う
こ
と
を
心
理
学
的

に
解
説
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
じ
つ
に
日
蓮
聖
人
は
仏
教
を
自
己
存
在
の
基
盤
を
追
求
す
る
技
法
と
し
て
「
観
心
」
を
示
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

○
教
化
学
を
取
り
巻
く
学
問
領
域
と
仏
教
臨
床
に
つ
い
て

　

こ
の
よ
う
に
、
天
台
大
師
は
『
法
華
経
』
の
基
本
理
念
で
あ
る
一
念
三
千
を
体
験
的
に
捉
え
、
天
台
は
第
七
章
「
修
正
止
観
」
の
第
一

「
観
不
思
議
境
観
」
の
あ
り
方
を
意
識
と
し
て
の
「
思
議
の
境
」
と
、
無
意
識
と
し
て
の
「
不
可
思
議
の
境
」（
一
念
三
千
）
と
し
て
理
解

し
て
い
る
。
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さ
ら
に
日
蓮
聖
人
は
、
そ
の
「
一
念
三
千
は
十
界
互
具
か
ら
始
ま
る
」（『
開
目
抄
』）
と
し
て
、
己
心
を
観
じ
て
十
法
界
（
十
界
）
を

見
る
と
い
う
あ
り
方
を
意
識
（
己
心
）
と
無
意
識
（
十
界
）
か
ら
理
解
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
あ
り
方
は
、
現
代
心
理
学
か
ら
は
意
識
と

無
意
識
の
力
関
係
を
論
ず
る
力
動
心
理
学
（
深
層
心
理
学
）
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
主
体
化
の
過
程
で
獲
得
さ
れ
る
も
の
は
、
さ

き
に
も
述
べ
た
が
行
学
二
道
の
学
び
方
を
通
じ
た
精
神
性
の
向
上
で
あ
っ
て
、
観
念
的
な
理
解
で
は
な
い
。
ま
さ
に
メ
ン
タ
ル
・
ヘ
ル
ス

そ
の
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
観
念
と
し
て
の
思
想
信
条
を
体
験
的
に
主
体
化
す
る
行
為
は
、
心
理
学
や
生
理
学
な
ど
の
学
問
領
域
の
知
見
か
ら
、
仏

教
を
「
お
こ
な
い
」
と
し
て
捉
え
る
臨
床
的
な
観
点
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
さ
ら
に
教
化
学
と
は
、
仏
教
の
臨
床
的
な
理
解
、

仏
教
臨
床
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
と
言
え
る
。

（
注
２
）

○「
し
か
る
に
界
内
外
の
陰
入
は
み
な
心
に
由
っ
て
起
る
。（
中
略
）
い
ま
ま
さ
に
丈
を
去
っ
て
尺
に
就
き
尺
を
去
っ
て
寸
に
就
き
、
色
等
の
四
陰
を

置
い
て
た
だ
識
陰
を
観
ず
べ
し
。
識
陰
と
は
心
こ
れ
な
り
。（
中
略
）
不
可
思
議
の
境
は
説
く
こ
と
難
し
、
先
に
思
議
の
境
を
明
か
し
て
、
不
可

思
議
の
境
を
顕
れ
易
か
ら
し
め
ん
」。（
大
正
四
六　

五
二
Ｃ
）（
岩
波
文
庫
『
摩
訶
止
観
』
上　

二
七
八
頁
〜
二
七
九
頁
、
以
下
『
摩
訶
止
観
』

と
略
記
）

○
五
陰
（paJa-skandha

、
新
訳
で
は
五
蘊
と
い
い
五
つ
の
集
ま
り
）
の
あ
り
方
と
は
、
肉
体
的
要
素
と
し
て
の
色
陰
（vrūpa-s.

）・
感
受
機
能
と

し
て
の
受
陰
（vedanā-s.

）・
表
象
機
能
と
し
て
の
想
陰
（sam

・jJā-s.
）・
意
識
の
統
合
機
能
と
し
て
の
行
陰
（sam

・skāra-s.

）・
意
識
の
認
識
作

用
と
し
て
の
識
陰
（svijJāna-s.

）
の
五
つ
の
要
素
の
こ
と
で
あ
る
。

（
注
３
）

　

観
心
之
心
如
何
。
答
曰
観
心
者
観
我
己
心
見
十
方
界
。
是
云
観
心
也
。
譬
如
雖
見
他
人
六
根
未
自
面
六
根
不
見
自
具
六
根
。
向
明
鏡
之
時
始
見
自
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具
六
根
。
設
諸
経
之
中
所
々
雖
載
六
道
並
四
聖 

不
見
法
華
経
並
天
台
大
師
所
述
摩
訶
止
観
等
明
鏡
。
不
知
自
具
十
界
百
界
千
如
一
念
三
千
也
。（『
昭

和
定
本
』
第
一
巻　

七
〇
四
頁
）

３　

仏
教
臨
床
と
し
て
の
教
化
学
に
つ
い
て

　

こ
こ
で
教
化
学
と
教
学
の
関
係
に
つ
い
て
卑
近
な
例
え
を
す
れ
ば
、
自
動
車
と
そ
の
図
面
の
関
係
に
似
て
い
る
。
教
学
の
ス
タ
ン
ス
を

自
動
車
の
図
面
と
す
れ
ば
、
図
面
上
の
自
動
車
を
見
て
、
エ
ン
ジ
ン
の
大
き
い
車
の
方
が
速
く
走
れ
る
か
？　

ど
う
か
？
、
と
議
論
し
て

い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
議
論
は
そ
の
自
動
車
を
走
ら
せ
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
教
化
学
の
ス
タ
ン
ス
は
そ
の
自
動
車
を
実
際

に
走
ら
せ
る
と
い
う
臨
床
に
あ
る
。

　

ま
さ
に
教
化
学
の
ス
タ
ン
ス
は
、
こ
の
仏
教
の
自
動
車
を
走
ら
せ
る
こ
と
い
う
臨
床
の
こ
と
で
、
仏
教
臨
床
に
他
な
ら
な
い
。
さ
ら
に

そ
れ
は
信
行
実
践
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
教
化
学
と
し
て
の
仏
教
臨
床
の
学
術
的
な
研
究
方
法
の
一
端
を
「
事
例
報
告
」
と

い
う
形
で
発
表
す
る
。

　

さ
き
に
仏
教
は
行
学
二
道
と
い
う
伝
統
的
な
習
い
に
よ
っ
て
、
単
な
る
精
神
修
養
と
は
異
な
る
仏
教
独
特
の
宗
教
性
の
獲
得
を
目
指
し

た
。
そ
こ
で
は
メ
ン
タ
ル
・
ヘ
ル
ス
が
行
わ
れ
て
い
た
と
指
摘
し
た
。
こ
の
事
例
報
告
は
、
悩
み
苦
し
ん
で
い
る
方
が
私
た
ち
が
日
常
的

に
行
っ
て
い
る
読
誦
・
唱
題
の
信
行
実
践
に
よ
っ
て
、
実
習
者
の
心
や
身
体
が
ど
の
様
に
変
化
し
て
「
メ
ン
タ
ル
・
ヘ
ル
ス
」
が
実
現
す

る
か
、
そ
の
過
程
を
心
理
学
的
、
生
理
学
的
な
知
見
か
ら
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

　

ま
さ
に
日
蓮
聖
人
の
観
心
「
法
華
経
並
び
に
天
台
大
師
所
述
の
摩
訶
止
観
等
の
明
鏡
に
自
分
を
映
す
」
こ
と
の
具
体
的
な
理
解
で
あ
る
。

こ
う
い
う
実
証
的
な
事
例
報
告
を
た
く
さ
ん
積
み
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
ず
信
行
実
践
で
心
身
が
変
化
す
る
と
い
う
事
実
が
明
ら
か

に
な
る
。
さ
ら
に
心
理
的
に
不
健
康
な
指
標
が
健
康
的
な
指
標
へ
と
変
化
す
れ
ば
、
心
理
学
的
な
意
識
と
無
意
識
の
関
係
か
ら
、「
十
界

互
具
・
一
念
三
千
や
仏
界
所
具
の
九
界
」
と
い
う
、
己
心
に
関
係
す
る
仏
教
用
語
も
現
代
的
な
意
味
に
読
み
と
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
と
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言
え
る
。

○
症
例
報
告
〈
不
安
感
、
脱
力
感
、
め
ま
い
、
食
欲
不
振
、
夜
眠
れ
な
い
女
性
の
場
合
〉

【
実
習
者
】　

Ｋ
・
Ｍ　

二
十
二
歳　

女
性　

一
五
〇
㎝
／
四
十
五
㎏　

Ｏ
Ｌ

【
家
族
歴
】 　

祖
父
：
脳
溢
血
に
て
死
去
、
父
母
：
心
筋
梗
塞
を
患
い
そ
の
後
脳
溢
血
に
て
死
去
、
母
：
偏
頭
痛
に
て
頻
繁
に
通
院
、
母
方

の
叔
父
：
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
で
通
院
経
験
あ
り

【
主　

訴
】　

不
安
感
、
脱
力
感
、
め
ま
い
、
食
欲
不
振
、
夜
眠
れ
な
い

【
診
断
名
】　

不
安
神
経
症　

Ｙ
医
院
Ｙ
医
師
に
よ
り
診
断

【
既
往
症
】　

小
学
生
時
代
に
喘
息
の
治
療
を
受
け
た
経
験
が
あ
る

【
現
病
歴
】　

家
庭
信
行
開
始
を
Ｘ
年
と
す
る

　

Ｘ

－

２
年
、
十
八
歳
時
に
高
校
を
卒
業
し
て
某
会
社
に
一
般
事
務
職
員
と
し
て
入
社
す
る
。
Ｘ

－

１
年
、
入
社
一
年
後
の
十
九
歳
時
に

会
社
の
情
報
処
理
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
化
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
の
帳
簿
な
ど
を
テ
キ
ス
ト
・
デ
ー
タ
化
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
実
習
者

は
デ
ー
タ
化
の
オ
ペ
レ
ー
タ
と
し
て
責
任
を
持
た
さ
れ
、
ほ
ぼ
半
年
間
に
渡
っ
て
デ
ー
タ
化
の
責
務
に
追
わ
れ
る
。

　

す
る
と
朝
起
き
て
も
ス
ッ
キ
リ
と
せ
ず
、
不
安
感
や
脱
力
感
に
苛
ま
れ
て
、
め
ま
い
や
食
欲
不
振
が
続
き
、
欠
勤
が
目
立
つ
よ
う
に
な

る
。
Ｙ
病
院
を
受
診
す
る
と
「
不
安
神
経
症
」
と
診
断
さ
れ
て
、
薬
を
処
方
さ
れ
る
。
医
師
に
指
導
さ
れ
る
ま
ま
に
薬
を
服
用
す
る
。
す

る
と
服
用
に
よ
っ
て
不
安
感
や
脱
力
感
と
い
う
気
分
的
な
も
の
は
す
ぐ
に
改
善
さ
れ
、
仕
事
に
復
帰
で
き
た
。
そ
の
後
も
脱
力
感
や
食
欲

不
振
は
続
い
て
い
た
が
依
然
と
比
べ
れ
ば
、
そ
の
症
状
は
ず
っ
と
軽
減
さ
れ
、
オ
ペ
レ
タ
ー
と
し
て
の
責
務
を
果
た
し
な
が
ら
一
年
余
り

す
ぎ
た
。

　

し
か
し
、
症
状
が
改
善
し
た
か
ら
と
い
っ
て
も
、
通
院
し
て
薬
が
手
放
せ
な
い
状
況
は
続
い
て
い
た
。
医
師
は
軽
い
薬
だ
か
ら
心
配
な
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い
と
い
う
が
、
実
習
者
は
薬
に
つ
い
て
「
こ
の
ま
ま
服
用
し
て
い
て
良
い
も
の
だ
ろ
う
か
」
と
不
安
を
い
だ
い
て
い
た
。
そ
の
頃
祖
母
の

「
そ
ん
な
薬
ば
か
り
の
で
な
い
で
、
私
と
お
経
で
も
読
ん
で
ご
先
祖
に
守
っ
て
も
ら
っ
た
ら
」
の
言
葉
で
、
お
寺
の
信
行
会
に
参
加
す
る
。

【
生
育
・
生
活
歴
】

　

二
人
姉
弟
の
長
女
と
し
て
誕
生
す
る
。
四
歳
の
時
、
両
親
が
離
婚
し
、
二
歳
の
弟
と
共
に
母
親
の
実
家
へ
と
転
居
す
る
。
実
家
に
は
母

の
妹
が
祖
父
母
と
共
に
生
活
し
て
い
た
た
め
に
、
そ
の
近
所
で
母
親
が
務
め
た
工
務
店
の
寮
に
転
居
す
る
。

　

そ
の
後
母
親
が
地
方
公
務
員
試
験
に
受
か
り
、
学
校
給
食
の
職
員
や
、
地
元
の
公
共
施
設
の
職
員
と
し
て
、
転
居
が
く
り
返
さ
れ
る
。

中
学
三
年
か
ら
高
校
卒
業
ま
で
の
四
年
間
は
三
人
家
族
だ
っ
た
が
、
安
定
し
た
生
活
を
し
た
と
い
う
。
中
学
生
時
代
に
は
生
徒
会
役
員
、

高
校
時
代
は
卓
球
部
の
キ
ャ
プ
テ
ン
を
す
る
。

【
信
行
歴
】

　

Ｘ
年
三
月
よ
り
Ｘ
＋
１
年
九
月　

お
寺
で
の
信
行
会
毎
月
一
回　

一
時
間
（
方
便
品
・
自
我
偈
・
運
想
・
唱
題
・
法
話
）、
後
は
毎
日

出
勤
前
に
二
十
分
程
度
の
読
経
・
唱
題
を
し
て
い
た
。

【
信
行
活
動
に
よ
る
心
身
の
変
化
】

　

信
行
活
動
に
よ
っ
て
変
化
す
る
心
と
身
体
を
生
理
心
理
学
的
に
評
価
し
た
。
以
下
、
生
理
学
資
料
﹇Physiology

﹈
は
、
安
静
時
血

圧
・
心
拍
数
・
止
息
時
間
（
自
然
呼
吸
を
吐
き
出
し
た
時
間
）
を
信
行
会
参
加
の
前
（Before

）・
後
（A

fter

）
で
計
測
し
、
そ
の
生
理

的
な
変
化
の
優
位
差
を
Ａ

－

Ｂ
＝
Ｃ
と
し
て
評
価
し
た
も
の
で
あ
る
。
評
価
の
基
準
と
し
て
Ａ

－

Ｂ
＝
Ｃ
が
マ
イ
ナ
ス
の
場
合
は
副
交
感

神
経
系
の
優
位
、
プ
ラ
ス
の
場
合
は
副
交
感
神
経
系
が
優
位
と
考
え
て
い
る
。

　

ま
た
心
理
学
資
料
﹇Psychology

﹈
は
、
実
習
者
の
訴
え
を
心
の
形
で
理
解
す
る
た
め
に
、
Ｔ
Ｅ
Ｇ
（
東
大
式
エ
ゴ
グ
ラ
ム
）
を
行

っ
た
。
お
よ
そ
半
年
ご
と
に
四
回
実
施
し
た
。
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◇﹇P
hysiology

﹈

　

上
記
の
生
理
デ
ー
タ
は
、
信
行
会
参
加
の
前
後
で
計
測
し
た
デ
ー
タ
Ａ

－

Ｂ
＝
Ｃ
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
マ
イ
ナ
ス
で
あ
り
、
信
行
活
動
に
よ
っ
て
生

理
学
的
に
副
交
感
神
経
系
の
優
位
を
示
し
て
い
る
。

◇﹇TE
G
 P
sychology

﹈

　

実
習
者
の
訴
え
を
理
解
す
る
た
め
に
、
Ｔ
Ｅ
Ｇ

（
東
大
式
エ
ゴ
グ
ラ
ム
）
を
行
っ
た
。
お
よ
そ
半
年

ご
と
に
四
回
実
施
し
た
。
以
下
の
表
が
そ
れ
で
あ
る
。

○
Ｘ
年
三
月

　

ま
ず
こ
の
エ
ゴ
グ
ラ
フ
を
簡
単
に
解
説
す
る
と
、

Ｔ
Ｅ
Ｇ
（
東
大
式
エ
ゴ
グ
ラ
ム
）
の
指
標
は
、
Ｃ
Ｐ

（
父
親
の
批
判
的
態
度
）・
Ｎ
Ｐ
（
母
親
の
養
育
的
態

度
）・
Ａ
（
大
人
的
態
度
）・
Ｆ
Ｃ
（
自
由
な
子
供
の

態
度
）・
Ａ
Ｃ
（
依
存
す
る
子
供
の
態
度
）
の
五
つ

で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
実
習
者
は
、
社
会
的
な
是
非
に
関
わ
る
父
性

性
の
指
標
Ｃ
Ｐ
（
父
親
の
批
判
的
態
度
）
が
18
と
高

く
、
加
え
て
依
存
性
に
関
わ
る
指
標
Ａ
Ｃ
（
依
存
す

呼吸数／ 心拍数／ 止息時間／ 収縮期血圧／ 拡張期血圧／
min min sec mg mg

ｘ年３月　B 14 84 18 116 77
ｘ年３月　A 12 69 15 104 64
Ａ－Ｂ＝Ｃ －2 －5 －3 －12 －13
ｘ年９月　B 12 88 16 128 83
ｘ年９月　A 10 69 16 113 74
Ａ－Ｂ＝Ｃ －2 －19 0 －15 －9
ｘ＋１年３月　B 20 94 14 113 75
ｘ＋１年３月　A 13 77 14 101 68
Ａ－Ｂ＝Ｃ －7 －17 0 －12 －7
ｘ＋１年９月　B 13 79 14 132 85
ｘ＋１年９月　A 11 76 13 121 83
Ａ－Ｂ＝Ｃ －2 －3 －1 －11 －2

CP NP A FC AC
Ｘ年３月 18 0 0 5 20
Ｘ年９月 15 5 0 10 16
Ｘ+１年３月 16 6 6 9 14
Ｘ+１年９月 14 8 12 15 15
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る
子
供
の
態
度
）
も
20
と
高
い
。
と
こ
ろ
が
、
養
育
的
な
母
性
性
に
関
わ
る
指
標
Ｎ
Ｐ
（
母
親
の
養
育
的
態
度
）
が
０
と
低
い
う
え
に
、

大
人
と
し
て
の
判
断
力
や
行
動
力
に
関
わ
る
指
標
Ａ
（
大
人
的
態
度
）
も
、
ま
た
自
由
な
感
情
に
関
わ
る
指
標
Ｆ
Ｃ
（
自
由
な
子
供
の
態

度
）
が
共
に
低
い
。

　

そ
の
た
め
Ｃ
Ｐ
が
高
い
た
め
に
、
周
囲
の
人
や
会
社
の
上
役
に
対
す
る
批
判
的
な
感
情
が
動
き
や
す
く
、
加
え
て
Ｐ
Ｃ
が
高
い
た
め
に
、

そ
の
批
判
的
な
感
情
を
表
現
で
き
ず
悶
々
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
Ｎ
Ｐ
や
Ａ
や
Ｆ
Ｃ
と
い
う
肯
定
的
な
指
標
が
低
い
た
め
に
、
そ
の
悶
々

と
し
て
感
情
が
増
長
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
実
習
者
の
主
訴
は
こ
の
よ
う
な
感
情
の
動
き
に
よ
っ
て
起
こ
っ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。

Ｔ
Ｅ
Ｇ
の
タ
イ
プ
で
は
Ｕ
型
亜
系
の
葛
藤
型
タ
イ
プ
で
あ
る
。（
グ
ラ
フ
Ｘ
│
３
）

○
Ｘ
年
九
月

　

半
年
後
否
定
的
な
指
標
で
あ
る
Ｃ
Ｐ
は
15
、
Ａ
Ｃ
は
16
へ
と
共
に
下
が
り
、
肯
定
的
な
指
標
の
Ｎ
Ｐ
、
Ｆ
Ｃ
は
増
え
る
傾
向
を
見
せ
て

い
る
。（
グ
ラ
フ
Ｘ
│
９
）

○
Ｘ+

１
年
三
月

　

一
年
後
は
肯
定
的
な
指
標
で
あ
る
Ｎ
Ｐ
、
Ａ
、
Ｆ
Ｃ
は
確
実
に
増
え
て
い
る
。（
グ
ラ
フ
Ｘ+

１
│
３
）

○
Ｘ+

１
年
九
月

　

一
年
半
後
は
Ｃ
Ｐ
は
14
、
Ａ
Ｃ
は
15
と
少
な
く
な
り
、
肯
定
的
な
指
標
の
Ｎ
Ｐ
が
若
干
低
い
も
の
の
、
Ａ
も
Ｆ
Ｃ
も
増
え
て
い
る
。
と

く
に
Ｆ
Ｃ
の
自
由
度
を
示
す
指
標
は
15
と
増
え
て
、
た
だ
我
慢
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
仕
事
の
上
の
問
題
を
周
囲
と
相
談
し
な
が
ら
、
出

来
る
こ
と
は
で
き
る
、
で
き
な
い
こ
と
は
無
理
だ
と
、
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。（
グ
ラ
フ
Ｘ+

１
│
９
）

　

以
上
を
要
約
す
れ
ば
、
信
行
活
動
を
実
習
す
る
こ
と
で
、
上
記
の
よ
う
に
、
生
理
学
的
な
デ
ー
タ
で
は
信
行
活
動
後
は
常
に
副
交
感
神

経
系
が
優
位
に
な
っ
て
、
安
定
し
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
Ｔ
Ｅ
Ｇ
に
よ
る
心
理
学
的
な
デ
ー
タ
で
は
、
周
囲
に
対
す
る
な
心
理
的

な
変
化
が
起
き
て
い
る
。
は
じ
め
は
、
是
非
の
判
断
に
こ
だ
わ
る
感
情
が
強
く
動
い
て
い
な
が
ら
、
そ
の
感
情
を
具
体
的
に
主
張
で
き
な
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い
た
め
に
、
そ
れ
が
ス
ト
レ
ス
と
な
っ
て
不
安
感
、
脱
力
感
、
め
ま
い
、
食
欲
不
振
、
夜
眠
れ
な
い
の
主
訴
を
抱
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。

　

そ
の
心
理
的
な
状
態
が
信
行
活
動
を
続
け
る
こ
と
で
、
三
ヶ
月
後
の
九
月
に
は
、
Ｔ
Ｅ
Ｇ
の
指
標
は
健
康
的
な
方
向
へ
と
推
移
し
、
一

年
後
の
三
月
の
指
標
で
は
ほ
ぼ
健
康
と
い
っ
て
良
い
状
態
へ
と
変
化
し
て
い
る
。
当
初
服
用
し
て
い
た
薬
も
、
信
行
活
動
を
は
じ
め
て
三

ヶ
月
頃
に
は
す
で
に
、
医
師
と
相
談
し
て
止
め
て
い
る
と
い
う
。

【
本
人
の
語
り
に
基
づ
く
報
告
】

　

実
習
者
は
、
以
下
の
よ
う
に
自
分
自
身
の
状
態
を
報
告
し
て
い
る
。
当
初
、
お
寺
で
の
読
経
や
唱
題
行
は
、
単
な
る
お
ま
じ
な
い
の
よ

う
な
こ
と
だ
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
指
導
さ
れ
る
ま
ま
に
ゆ
っ
た
り
と
呼
吸
を
調
え
、
朗
々
と
お
経
を
読
み
、
お
題
目
を
唱
え
る
こ

と
で
、
と
て
も
気
分
を
リ
ラ
ッ
ク
ス
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
た
。
ま
た
木
柾
や
大
太
鼓
の
音
や
リ
ズ
ム
も
心
地
よ
さ
を
与
え
て
く
れ
た
。

　

そ
う
い
う
感
覚
が
体
験
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
眠
れ
な
か
っ
た
こ
と
や
食
欲
不
振
な
ど
も
改
善
さ
れ
て
、
そ
の
年
の
夏
頃
に
は
薬
を

飲
ま
な
く
て
も
不
安
感
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
も
と
も
と
医
師
か
ら
は
軽
い
薬
だ
か
ら
、
不
安
が
な
け
れ
ば
飲
ま
な
く
て
も
良
い
か
ら
、

と
言
わ
れ
て
い
た
の
で
、
そ
の
ま
ま
止
め
て
し
ま
っ
た
。

　

ま
た
周
囲
の
人
の
と
の
付
き
あ
い
で
も
、
あ
る
程
度
、
嫌
な
こ
と
や
、
自
分
の
し
た
い
こ
と
を
主
張
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
り
、
自
分

の
気
分
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
感
じ
て
い
る
。
一
年
ほ
ど
た
っ
た
頃
か
ら
、
自
分
は
変
わ
っ
た
か
な
と
感
じ
て
い
る
。

【
考
察
】

　

信
行
活
動
を
実
習
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
の
是
非
の
判
断
に
こ
だ
わ
る
感
情
が
強
く
動
い
て
い
な
が
ら
、
そ
の
感
情
を
具
体
的
に
主

張
で
き
な
い
と
い
う
ス
ト
レ
ス
が
、
不
安
感
、
脱
力
感
、
め
ま
い
、
食
欲
不
振
、
夜
眠
れ
な
い
の
主
訴
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
が
本
人
の
語
り
に
あ
る
よ
う
に
、
手
足
の
重
さ
や
血
流
の
変
化
な
ど
身
体
の
感
覚
が
意
識
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
気
分
が
リ
ラ
ッ

ク
ス
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
症
状
が
改
善
し
た
と
い
う
。
心
理
テ
ス
ト
も
そ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
と
言
え
る
。
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＊
こ
の
小
論
は
第
十
回
日
蓮
宗
教
化
学
研
究
発
表
大
会
で
発
表
し
た
論
考
を
整
理
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

193 教化学の意義と仏教臨床について（影山）

（グラフＸ+１─９）
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