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は
じ
め
に

健
康
、
病
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
健
康
が
最
善
だ
ろ
う
か
。

現
代
に
お
い
て
、
禁
煙
、
生
活
習
慣
病
予
防
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
対
策
な
ど
、
殊
更
に
心
身
の
健
康
が
取
り
立
た
さ
れ
、
至
上
の
課
題

と
な
っ
て
い
る
。
健
康
は
、
幸
福
と
し
ば
し
ば
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
、

人
生
に
お
け
る
重
要
な
価
値
の
一
つ
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。
特
に
医
学
、

医
療
の
領
域
で
は
「
健
康
＝
善
」
が
基
本
的
な
前
提
で
あ
り
、
喫
煙
や

飲
酒
を
初
め
と
し
た
健
康
を
害
す
る
あ
ら
ゆ
る
行
動
、
生
活
習
慣
は
問

答
無
用
で
悪
と
さ
れ
る
。
確
か
に
、
救
命
を
使
命
と
す
る
医
療
の
分
野

で
は
「
健
康
＝
善
」、
ゆ
え
に
「
治
療
＝
善
」
を
議
論
の
余
地
が
な
い

も
の
と
し
て
治
療
や
予
防
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
加
え
て
医
療
費
の

増
大
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
前
提
は
有
益
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
医

療
の
現
場
の
み
な
ら
ず
、
社
会
全
体
に
お
い
て
も
、
健
康
至
上
主
義
は

議
論
の
余
地
の
な
い
前
提
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
多

様
な
価
値
観
、
個
人
の
自
由
は
、
個
人
の
幸
福
の
た
め
に
、
健
康
よ
り

も
優
先
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し

て
そ
も
そ
も
健
康
と
は
何
か
、
健
康
は
権
利
な
の
か
義
務
な
の
か
と

い
っ
た
議
論
が
必
要
で
あ
り
、
そ
こ
に
医
の
哲
学
の
必
要
性
が
あ
る
。

筆
者
の
問
題
意
識
は
、
健
康
、
病
と
い
っ
た
言
葉
が
通
常
あ
ま
り
吟

味
さ
れ
ず
に
使
用
さ
れ
、
曖
昧
で
あ
り
、
ま
た
病
の
否
定
的
な
意
味
合

い
が
強
す
ぎ
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
病
も
死
と
同
様
に
忌
避
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
ま
ず
健
康
と
病
は
峻
別
さ
れ
隔
た
り
の
あ

る
も
の
で
は
な
く
、
身
体
に
関
し
て
も
精
神
に
関
し
て
も
、
健
康
か
ら

病
へ
の
間
は
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
を
持
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、

個
人
を
様
々
な
側
面
か
ら
み
れ
ば
、
或
る
面
で
は
健
康
で
他
の
面
で
は

病
に
冒
さ
れ
て
い
る
と
い
う
場
合
が
少
な
く
な
い
。
そ
の
た
め
、
健
康

な
人
、
病
気
の
人
、
と
い
う
よ
う
に
単
純
に
分
類
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
論
文
で
は
ま
ず
健
康
、
病
全
般
に
関
し
て
概
論
的
に
吟
味
し
た

中　

川　

萌　

子

病
と
い
う
自
然

ヤ
ス
パ
ー
ス
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
木
村
敏
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い
。
そ
の
際
に
、
精
神
科
医
か
つ
哲
学
者
で
あ
るK

.

ヤ
ス
パ
ー
ス
、

病
理
学
者R

.

ウ
ィ
ル
ヒ
ョ
ウ
に
よ
る
病
を
自
然
と
関
連
づ
け
て
捉
え

る
仕
方
に
着
目
し
て
解
釈
す
る
。
そ
の
後
、
精
神
の
健
康
と
病
に
関
し

て
、
精
神
科
医
か
つ
哲
学
者
で
あ
る
木
村
敏
に
よ
るM

.

ハ
イ
デ
ガ
ー

の
現
存
在
分
析
の
応
用
の
再
解
釈
を
試
み
る
。
そ
し
て
、
統
合
失
調
症

を
初
め
と
す
る
精
神
の
病
が
人
間
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
か
を
明
ら
か
に
し
、
病
と
い
う
も
の
と
ど
う
向
き
合
っ
て
い
く
べ

き
か
を
考
え
る
手
が
か
り
を
得
る
。
そ
の
際
に
重
要
と
な
る
の
は
病
と

自
然
の
関
係
で
あ
る
。
人
間
の
自
然
を
再
考
す
る
こ
と
で
、
病
を
従
来

と
は
別
の
角
度
か
ら
考
察
し
、
健
康
か
ら
病
へ
の
間
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ

ン
を
描
き
、
病
と
い
う
他
者
と
の
付
き
合
い
方
を
見
直
す
。

本
論

1
．
健
康
、
病
と
は
何
か

健
康
、病
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
あ
る
辞
典
に
よ
れ
ば
、健
康
と
は
「
肉

体
的
・
精
神
的
・
社
会
的
に
調
和
の
と
れ
た
良
い
状
態
に
あ
る
こ
と
」

（「
健
康
」『
ス
ー
パ
ー
大
辞
林
』）
を
指
す
。
確
か
に
、
健
康
や
病
を
専

門
に
扱
う
医
学
、
特
に
基
礎
医
学
の
一
つ
の
生
理
学
、
臨
床
医
学
の
内

分
泌
学
・
代
謝
学
や
免
疫
学
等
に
お
い
て
、
ホ
ル
モ
ン
や
電
解
質
、
同

化
と
異
化
、
免
疫
と
免
疫
寛
容
の
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
て
い
る
状
態
が
正

常
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
少
な
く
と
も
身
体
の
健
康
が
体
内
の
均
衡
、

調
和
で
あ
る
と
い
う
定
義
は
的
を
得
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
ヤ
ス

パ
ー
ス
も
批
判
的
に
、
伝
統
的
に
は
健
康
は
「
調
和
、
節
度
、
正
し
さ
、

完
全
さ
が
そ
こ
に
お
い
て
実
現
す
る
よ
う
な
、間
の
本
質
と
し
て
の
健
康
」

（Jaspers, Allgem
eine Psychopathologie （fünfte A

uflage, 1948

） : 

657

）
だ
っ
た
と
言
及
し
て
お
り
、
調
和
の
取
れ
た
中
間
の
状
態
が
健

康
の
1
つ
の
古
典
的
な
定
義
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
は
健

康
を
素
朴
に
良
い
も
の
、
規
範
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
言
え
、
後
述
す

る
①
に
分
類
さ
れ
る
。

加
え
てW

H
O

の
定
義
で
は
、「
健
康
と
は
、病
気
で
な
い
と
か
、弱
っ

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
肉
体
的
に
も
、
精
神
的
に
も
、
そ

し
て
社
会
的
に
も
、
す
べ
て
が
満
た
さ
れ
た
状
態
に
あ
る
こ
と
」
と
述

べ
ら
れ
る（
1
）。
こ
れ
は
定
義
と
い
う
よ
り
、
健
康
を
一
つ
の
目
的
と

捉
え
、
規
範
と
す
る
見
方
だ
と
言
え
、
こ
れ
も
ま
た
後
述
す
る
①
に
分

類
さ
れ
る
。
ま
た
先
の
辞
典
の
定
義
と
同
様
、
身
体
、
精
神
、
社
会
の

三
つ
の
観
点
か
ら
人
間
を
捉
え
て
お
り
、
そ
れ
ら
全
て
の
観
点
で
、
病

が
な
い
と
い
っ
た
消
極
的
な
捉
え
方
で
は
な
く
、
そ
れ
以
上
の
望
ま
し

い
状
態
に
あ
る
こ
と
が
健
康
で
あ
る
と
積
極
的
に
捉
え
、
そ
れ
を
目
指

す
べ
き
だ
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
健
康
と
は
①
「
望
ま
し
い
事
柄
」

（Jaspers, 1948 : 652

）
と
い
う
価
値
判
断（
2
）、
あ
る
い
は
②
「
一
定

程
度
の
範
囲
に
定
め
ら
れ
た
平
均
の
幅
、
多
数
」（ebd.

）
と
い
う
統

計
的
な
平
均
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
病
は
①
「
何
ら
か
の
観
点

か
ら
見
て
有
害
で
望
ま
し
く
な
く
、価
値
が
劣
る
も
の
」（ebd.

）、②「
ま

れ
で
平
均
か
ら
あ
る
程
度
以
上
離
れ
て
い
る
こ
と
」（ebd.

）
と
し
て

健
康
の
①
②
の
否
定
、
反
対
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る（
3
）。

①
は
上
記
のW

H
O

の
定
義
と
関
連
す
る
。
そ
し
て
確
か
に
特
に
身
体

に
関
し
て
健
康
よ
り
病
を
望
む
こ
と
は
一
般
的
に
は
あ
ま
り
考
え
ら
れ

ず
、
多
く
の
人
が
病
よ
り
健
康
を
願
う
。
②
は
木
村
敏
が
批
判
す
る
一

般
的
な
健
康
の
捉
え
方
で
あ
る
統
計
的
な
「
多
数
者
」
の
「
常
態
」（
木
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村
、『
異
常
の
構
造
』1973,32

）
と
近
い
だ
ろ
う
。

2
．
生
物
学
的
地
平
に
お
け
る
病

こ
こ
で
上
記
の
健
康
、
病
の
議
論
の
地
平
で
は
捉
え
に
く
い
、「
最

も
広
大
な
生
物
学
的
地
平
」（Jaspers, 1948 : 656

）
か
ら
病
に
つ
い

て
考
え
て
み
よ
う（
4
）。

ヤ
ス
パ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
人
間
が
な
ぜ
病
気
に
な
る
の
か
と
い
え

ば
、
寄
生
生
物
や
細
菌
を
含
め
て
「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
が
互
い
を

糧
と
し
て
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
他
の
生
物
を
つ
か
ま
え
、
食
べ

て
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
」（Jaspers, 1948 : 656

）
が
原
因
で
あ
り
、

「
生
命
の
危
険
は
、
生
命
が
常
に
何
か
を
試
す
存
在
で
あ
る
こ
と
の
結

果
で
あ
る
」（ebd.

）。
こ
れ
を
彼
は
「
生
物
学
的
地
平
に
お
け
る
病
」

（ebd.

））
と
呼
ぶ（
5
）。
私
た
ち
は
他
の
も
の
を
食
べ
て
生
き
る
し
か

な
く
、
ミ
ク
ロ
な
レ
ベ
ル
で
世
界
を
同
化
・
異
化
し
て
い
る
。
そ
う
し

た
過
程
に
は
、
自
己
管
理
の
及
ば
な
い
偶
然
や
世
界
の
複
雑
さ
に
よ
り
、

健
康
へ
の
方
向
性
と
同
時
に
つ
ね
に
病
へ
の
方
向
性
が
孕
ま
れ
て
い
る

が
、
生
き
る
た
め
に
は
食
と
い
う
賭
け
を
行
な
っ
て
い
く
よ
り
他
は
な

い
の
だ
。

こ
れ
が
意
味
す
る
の
は
、
生
命
活
動
自
体
に
備
わ
る
冒
険
性
で
あ

る
。
つ
ま
り
人
間
は
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
「
世
界
内
存
在
」
と
し
て
、

自
己
は
世
界
か
ら
独
立
し
て
は
存
在
し
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
微
生

物
、
化
学
物
質
・
放
射
性
物
質
、
身
体
の
有
限
性
な
ど
、
様
々
な
リ
ス

ク
要
因
に
晒
さ
れ
な
が
ら
し
か
生
き
ら
れ
な
い
。
い
や
、
正
確
に
言
え

ば
、
身
体
的
自
己
は
、
代
謝
や
免
疫
に
よ
り
細
胞
レ
ベ
ル
で
た
え
ず
生

成
消
滅
し
て
い
る
。
ま
た
一
個
の
個
体
と
し
て
捉
え
て
も
、
時
間
の
経

過
、
老
い
に
よ
り
生
命
機
能
は
お
の
ず
か
ら
低
下
し
て
い
く
。
個
体
と

し
て
の
自
己
は
生
成
、
成
長
、
確
立
し
た
後
、
確
立
さ
れ
た
自
己
で
あ

る
こ
と
を
徐
々
に
や
め
始
め
、
解
体
の
方
向
へ
と
向
か
う
。
個
体
と
し

て
生
存
し
続
け
る
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
生
存
す
る
こ
と
自
体
が

病
気
の
リ
ス
ク
そ
の
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
病
気
は
健
康
の
外
に
あ
る

わ
け
で
は
な
く
、
健
康
で
あ
る
こ
と
と
不
可
分
な
可
能
性
と
し
て
絶
え

ず
差
し
迫
る
。

こ
れ
は
健
康
と
病
の
排
他
性
を
打
破
す
る
視
点
で
あ
り
、
病
気
を
ひ

た
す
ら
忌
む
も
の
と
し
て
捉
え
が
ち
な
私
た
ち
に
は
、
は
っ
と
さ
せ
ら

れ
る
慧
眼
で
あ
る
。
人
間
は
、
身
体
は
、
自
然
過
程
の
一
部
で
あ
り
、

人
間
で
あ
る
か
ら
に
は
老
い
る
こ
と
と
同
様
、
病
気
に
な
る
こ
と
も
必

須
で
あ
る
。
生
命
現
象
と
は
、
常
な
る
ト
ラ
イ
ア
ン
ド
エ
ラ
ー
そ
の
も

の
で
あ
る
。「
病
気
は
、
集
団
か
ら
落
ち
こ
ぼ
れ
て
し
ま
う
例
外
的
生

命
体
だ
け
が
た
ど
る
道
で
は
な
い
。
生
命
の
歩
み
は
、
生
命
の
営
む
試

み
に
お
い
て
、
成
功
と
失
敗
の
常
な
る
同
時
的
生
起
な
の
で
あ
る
」

（Jaspers, 1948 : 657

）。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
医
療
を
否
定
す
る
も
の
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。
た

だ
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
は
、
病
気
に
な
る
こ
と
に
過
剰
な
絶
望
や
不
安

を
も
た
な
く
て
も
い
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
病
気
に
な
る
こ
と
は
私
た
ち
が
人
間
で
あ
り
生
物
で
あ
る
こ
と

と
同
義
で
あ
り
、
生
き
て
い
る
こ
と
の
証
で
あ
る
。
病
気
は
特
殊
な
所

有
で
は
な
く
、
生
命
過
程
の
一
契
機
な
の
だ
。

ま
た
こ
う
し
た
捉
え
方
は
、
ウ
ィ
ル
ヒ
ョ
ウ
の
「
ミ
ク
ロ
な
細
胞
レ

ベ
ル
の
水
準
で
病
気
と
正
常
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
あ
る
」、「
正
常
と
病

気　

並
行
、
連
続
的
な
も
の
」
と
い
っ
た
病
気
の
定
義
に
符
号
す
る
。
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3
．
精
神
の
健
康
と
病

で
は
次
に
精
神
の
健
康
と
病
に
つ
い
て
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
見
解
か
ら

考
察
し
て
い
こ
う
。
精
神
の
病
の
一
つ
の
判
定
根
拠
は
、
そ
の
人
の
言

動
の
「
了
解
不
可
能
性
（U

nverstaendlichkeit

）」（Jaspers, 1948 : 
659

）
に
あ
る
と
言
う
。
そ
し
て
精
神
疾
患
の
三
つ
の
類
型
と
し
て
、

〔
1
〕「
身
体
的
な
過
程
」、〔
2
〕「
真
正
て
ん
か
ん
、
統
合
失
調
症
、

躁
う
つ
病
」
な
ど
、
遺
伝
的
要
因
等
で
「
精
神
に
変
化
を
も
た
ら
す
重

大
な
事
象
」、〔
3
〕「
平
均
か
ら
大
き
く
隔
た
っ
て
お
り
、
し
か
も
そ

の
人
自
身
ま
た
は
そ
の
人
の
周
囲
に
と
つ
て
何
ら
か
の
望
ま
し
く
な
い

も
の
」（Jaspers, 1948 : 660
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
〔
3
〕

は
先
の
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
健
康
と
病
一
般
に
つ
い
て
の
定
義
①
②
と
基
本

的
に
同
じ
で
あ
る
と
言
え
る
。

次
に
木
村
敏
の
見
解
を
見
て
み
よ
う
。
上
記
の
「
多
数
者
」
の
「
常

態
」
と
し
て
の
健
康
、
そ
し
て
「
常
態
か
ら
外
れ
た
状
態
」
と
し
て
の

病
と
関
連
し
て
、
精
神
の
病
に
関
し
て
は
、
健
康
は
一
般
に
常
識（
6
）

と
常
識
の
持
つ
規
範
と
結
び
つ
い
て
考
え
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
の
逸
脱
が

異
常
、
つ
ま
り
病
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
木
村
、1973 :49
）。
確
か
に

一
般
に
社
会
生
活
を
支
障
な
く
営
ん
で
い
る
人
々
の
思
考
と
精
神
の
病

に
お
け
る
思
考
は
異
な
り
、
前
者
が
多
数
派
で
あ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
う

し
た
常
な
る
も
の
と
常
で
は
な
い
も
の
と
い
う
意
味
で
前
者
が
正
常
で

後
者
が
異
常
だ
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
。

し
か
し
、
た
だ
多
数
派
だ
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
多
数
派
の
社
会
生

活
に
と
っ
て
都
合
が
い
い
と
い
う
以
外
に
、
常
な
る
も
の
が
健
康
で
望

ま
し
く
、
常
で
は
な
い
も
の
が
病
で
望
ま
し
く
な
い
、
あ
る
い
は
劣
っ

て
い
る
と
主
張
す
る
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
木
村
敏
は
問
う
。
そ

し
て
、
多
数
派
の
常
態
い
か
ん
で
は
な
く
、
そ
の
人
自
身
の
常
態
と
の

比
較
に
お
い
て
病
か
否
か
は
決
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
。
こ
れ
は
ヤ
ス

パ
ー
ス
よ
り
一
歩
踏
み
込
ん
だ
問
い
で
あ
る
。
こ
う
し
た
視
点
は
健
康

と
病
、
そ
し
て
そ
れ
ら
と
自
然
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で
も
非
常
に
有

用
で
あ
る
。
以
下
、
木
村
敏
の
考
察
を
押
さ
え
な
が
ら
健
康
と
病
に
つ

い
て
考
え
進
め
て
い
こ
う
。

4
． 

精
神
の
健
康
が
基
づ
く
世
界
公
式1

＝1

、
精
神
の
病
に
お
け

る
非
合
理
性1

≠
1

精
神
の
健
康
が
そ
れ
に
基
づ
く
と
こ
ろ
の
「
常
識
的
日
常
性
」
で
は
、

私
た
ち
は
そ
れ
に
没
入
し
て
お
り
、「
そ
の
論
理
構
造
を
唯
一
の
絶
対

的
妥
当
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
容
認
し
て
い
る
」（
木
村
、1973 : 105

）。

で
は
日
常
性
を
統
べ
る
論
理
と
は
何
か
と
言
え
ば
、
個
物
の
個
別
性
、

個
物
の
同
一
性
、
世
界
の
単
一
性
（
木
村
、1973 : 106, 108, 112

）

の
三
原
則
か
ら
な
り
、
私
た
ち
が
合
理
的
に
思
考
す
る
際
に
つ
ね
に
そ

れ
に
依
拠
し
て
い
る
よ
う
な
基
盤
と
し
て
の
「
世
界
公
式1

＝1

」（
木

村
、1973 : 115

）
に
集
約
さ
れ
る
。

三
原
則
を
端
的
に
表
せ
ば
、
個
物
の
個
別
性
と
は
「
私
は
他
の
人
で

は
な
く
私
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
、
個
物
の
同
一
性
と
は
「
私
は
昨
日

の
私
や
明
日
の
私
と
同
じ
私
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
、
世
界
の
単
一
性

と
は
「
私
の
世
界
と
あ
な
た
の
世
界
、
そ
し
て
彼
の
世
界
は
同
じ
一
つ

の
世
界
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
こ
れ
ら
と
こ
れ
ら
の

集
約
と
し
て
の1

＝1

を
前
提
と
し
て
、
私
た
ち
は
た
わ
い
も
な
い
会

話
を
し
、
未
来
の
予
定
を
立
て
、
過
去
の
思
い
出
話
を
す
る
。
例
え
ば

「
あ
の
時
あ
な
た
は
そ
う
言
っ
た
じ
ゃ
な
い
」
と
言
わ
れ
た
の
に
対
し
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て
、「
い
や
、
私
は
そ
の
時
そ
う
は
言
わ
な
か
っ
た
」、
あ
る
い
は
「
い

や
、
そ
れ
を
言
っ
た
の
は
別
の
人
だ
」
と
は
言
っ
て
も
、「
い
や
、
そ

れ
を
言
っ
た
の
は
今
と
は
別
の
私
だ
」
と
は
言
わ
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ

で
は
少
な
く
と
も
個
物
の
同
一
性
を
否
定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、木
村
敏
に
よ
れ
ば
、統
合
失
調
症（
7
）に
お
け
る「
思

考
障
害
」
に
お
い
て
「
個
人
の
個
別
性
の
原
理
と
同
一
性
の
原
理
が
徹

底
的
に
崩
壊
し
て
い
る
」（
木
村
、1973 : 134

）。
つ
ま
り
先
の
世
界

公
式1

＝1

が
成
り
立
た
ず
、
代
わ
り
の
世
界
公
式
で
あ
る1
≠
1

が

働
い
て
い
る
。
木
村
敏
が
挙
げ
て
い
る
統
合
失
調
症
の
具
体
例
を
い
く

つ
か
取
り
上
げ
て1

≠
1

と
い
う
別
様
の
論
理
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

よ
く
見
ら
れ
る
症
状
の
一
つ
と
し
て
、
自
己
存
在
の
個
別
性
を
否
定

す
る
「
自
己
重
複
体
験
」
が
あ
る
と
い
う
。
あ
る
患
者
さ
ん
の
言
葉
が

そ
れ
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。「
自
分
は
自
分
自
身
で
あ
る
と
同
時
に

も
う
一
人
の
自
分
（
分
身
）
で
も
あ
り
、
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
自
分
の

妹
（
ヨ
リ
コ
）
で
も
あ
り
、ヨ
リ
コ
の
分
身
（
ヨ
ウ
コ
）
で
も
あ
っ
た
」

（
木
村
、1973 : 133

）。「
自
分
と
い
う
人
間
が
テ
ン
デ
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ

て
四
方
に
散
っ
ち
ゃ
う
ん
で
す
。
自
分
の
心
で
な
い
心
が
自
分
に
つ
な

が
っ
て
い
る
み
た
い
」（
木
村
、1973 : 128,129

）（
8
）。
つ
ま
り
「
自

分
は
自
分
で
あ
り
他
の
人
で
は
な
い
」
と
い
う
個
別
性
が
失
わ
れ
、「
自

分
は
さ
ま
ざ
ま
な
他
者
で
も
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に1

≠
1

に
な
っ
て

い
る
。

ま
た
、
よ
く
見
ら
れ
る
別
の
症
状
と
し
て
「
自
分
の
母
親
が
実
の
母

親
で
は
な
い
と
い
う「
家
族
否
認
妄
想
一
な
い
し
一
貰
い
子
妄
想
」」（
木

村
、1973 : 131

）
も
あ
る
と
言
わ
れ
る
。「
患
者
は
、自
分
の
母
親
（
サ

チ
コ
）
は
生
み
の
親
で
は
な
く
育
て
の
親
で
あ
り
、
生
み
の
親
は
女
優

のT·H

で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
同
時
に
、
サ
チ
コ
は
そ
の
ま
まT·H

の
変
身
で
も
あ
る
か
ら
、
生
み
の
母
で
あ
っ
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
こ

と
に
な
る
。
サ
チ
コ
とT·H

と
は
別
々
の
二
人
の
人
物
で
あ
る
と
同

時
に
、
一
人
の
人
物
で
も
あ
る
」（
木
村
、1973 : 132

）。
こ
れ
に
対

し
て
木
村
敏
は
こ
う
解
釈
す
る
。「
こ
の
患
者
が
本
当
に
い
い
た
い
の

は
、（
中
略
）
自
分
は
（
母
親
か
ら
）
生
ま
れ
て
き
た
の
で
は
あ
る
け

れ
ど
も
（1

＝
）
し
か
し
本
当
は
生
ま
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
（
＝0

）

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
」（
木
村
、1973 : 132

）。
こ
こ
で
は
自
己
の

来
歴
と
し
て
の
母
親
の
個
別
性
を
否
定
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
自
分
が

既
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
存
在
し
続
け
て
い
る
こ
と
を
、
み

ず
か
ら
が
完
全
に
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し

て
「
現
実
の
自
己
の
存
在
を
打
ち
消
し
て
妄
想
的
な
自
己
の
再
生
を
試

み
る
」（
木
村
、1973 : 133

）
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
「
世
界
公

式1

＝1

」
は
等
閑
視
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
点
で
確
か
に
統
合
失
調
症
に
お
け
る
思
考
は
常
（
多
数
）
な
ら

ざ
る
も
の
と
い
う
意
味
で
異
常
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
ヤ
ス
パ
ー
ス

の
言
う
よ
う
に
了
解
不
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
自
分
の
来
歴
の
苦

し
み
を
独
特
な
表
現
と
論
理
に
乗
せ
て
い
る
た
め
理
解
し
に
く
く
な
っ

て
お
り
、
な
お
か
つ
日
常
性
の
論
理
に
相
対
す
る
体
系
を
独
自
に
作
っ

て
い
る
た
め
、
理
解
す
る
こ
と
へ
の
抵
抗
も
あ
る
。
し
か
し
少
な
く
と

も
比
喩
的
、
文
学
的
に
は
解
釈
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
ハ
イ

デ
ガ
ー
の
思
想
に
則
っ
て
も
解
釈
可
能
に
な
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
世
界

内
存
在
に
お
い
て
、
自
己
の
同
一
性
と
個
別
性
は
恒
常
的
な
規
定
で
は

な
い
。
私
た
ち
は
誕
生
以
降
、
世
界
の
内
へ
、
そ
し
て
自
己
の
内
へ
と

投
げ
込
ま
れ
て
い
る（
被
投
性
）。
日
常
に
お
い
て
自
己
は
む
し
ろ
世
界
、
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他
者
の
内
へ
と
没
入
す
る
、
失
わ
れ
、
取
り
違
え
ら
れ
が
ち
な
も
の
で

あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
絶
え
ず
獲
得
さ
れ
、
更
新
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ま
た
世
界
も
共
有
さ
れ
た
世
界
で
は
あ
る
が
、
そ
の
つ
ど
そ
の
個

人
個
人
の
在
り
方
に
合
わ
せ
て
立
ち
上
が
っ
て
く
る
個
別
の
世
界
で
も

あ
る
。「
現
存
在
分
析
論
的
に
は
鬱
病
者
も
分
裂
病
者
、
は
た
ま
た
健

康
者
も
、
た
と
え
全
く
こ
と
な
っ
た
知
覚
作
用
と
態
度
様
式
の
ゲ
シ
ュ

タ
ル
ト
の
中
に
あ
る
と
は
い
え
、
存
在
の
明
る
み
の
領
域
と
し
て
の
同

じ
《
世
界
》
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
」（
メ
ダ
ル
ト·

ボ
ス
（M
edard 

B
oss

））（
木
村
、『
自
分
と
い
う
こ
と
』1983 : 208

）。

5
．
自
然
の
非
合
理
性
へ
の
寛
容
の
要
請

ま
た
、
常
（
多
数
）
な
ら
ざ
る
も
の
と
い
う
意
味
の
異
常
は
そ
の
ま

ま
「
劣
等
」
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
「
正
常
人
」
の
論
理

と
統
合
失
調
症
に
お
け
る
論
理
が
異
な
る
た
め
、
上
記
の
よ
う
に
一
方

が
他
方
の
論
理
を
理
解
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
言

え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
言
う
統
合
失
調
症
体
験
の
「
了

解
不
可
能
性
」
を
、
木
村
敏
は
統
合
失
調
症
の
患
者
側
の
責
め
と
す
る

の
で
は
な
く
、「
正
常
人
」
の
側
の
思
考
能
カ
の
「
い
ち
じ
る
し
い
狭

さ
と
偏
り
」
ゆ
え
の
「
無
能
力
」（
木
村
、1973 : 136

）
の
責
め
と
す
る
。

精
神
の
病
に
対
す
る
根
深
い
差
別
に
抗
う
べ
く
木
村
敏
は
次
の
よ
う

に
主
張
す
る
。「
私
た
ち
は
私
た
ち
自
身
の
側
の
常
識
的
日
常
性
の
世

界
の
自
明
性
に
埋
没
し
て
い
て
は
な
ら
な
い
。
私
た
ち
は
、
そ
こ
で
は

常
識
的
日
常
性
の
世
界
も
ま
た
可
能
な
い
く
つ
か
の
あ
り
か
た
の
単
な

る
一
つ
の
ケ
ー
ス
に
す
ぎ
な
く
な
る
よ
う
な
、
常
識
と
反
常
識
と
を
と

も
に
包
み
こ
む
よ
う
な
、
よ
り
広
い
論
理
構
造
の
視
点
に
立
つ
必
要
が

あ
る
」（
木
村
、1973 : 103

）。

ニ
ー
チ
ェ
の
「
解
釈
の
多
様
性
」
に
鑑
み
て
も
、
常
識
的
日
常
性
の

世
界
は
唯
一
絶
対
の
世
界
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
に
あ
り
う
る
世
界
の

一
つ
の
現
れ
方
で
あ
る
。
私
が
今
見
て
い
る
世
界
だ
け
が
絶
対
か
つ
全

て
で
は
な
く
、
他
の
見
方
も
あ
り
う
る
。
他
者
の
見
て
い
る
世
界
は
私

の
見
て
い
る
世
界
と
は
つ
ね
に
異
な
り
同
じ
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
に

他
の
世
界
の
あ
り
方
も
あ
り
う
る
こ
と
を
受
け
止
め
、
先
の
世
界
公
式

の
一
つ
で
あ
る
「
世
界
の
単
一
性
」
の
普
遍
性
を
保
留
に
す
る
こ
と
は
、

様
々
な
不
便
さ
や
非
効
率
を
生
む
か
も
し
れ
な
い
が
、
他
者
へ
の
寛
容

に
繋
が
る
。
そ
し
て
他
者
へ
の
寛
容
は
お
そ
ら
く
自
己
の
他
者
性
、
す

な
わ
ち
病
へ
の
寛
容
に
も
繋
が
る
。

そ
し
て
そ
の
寛
容
な
視
点
は
「
生
命
そ
れ
自
体
は
か
ぎ
り
な
く
非
合

理
の
も
の
、
合
理
と
非
合
理
と
の
（
そ
れ
自
体
合
理
的
に
の
み
考
え
う

る
よ
う
な
）
区
別
を
根
本
的
に
超
越
し
た
も
の
で
あ
る
」（
木
村
、

1973 : 158

）
と
い
う
こ
と
を
受
け
入
れ
て
初
め
て
得
ら
れ
る
。
こ
れ

は
ハ
イ
デ
ガ
ー
用
語
で
言
い
換
え
れ
ば
、
自
ら
の
「
被
投
性
（G

ew
or-

fenheit

）」
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
諸
可

能
性
か
ら
成
る
世
界
を
い
わ
ば
合
理
的
に
自
ら
描
き
、
世
界
形
成
す
る

こ
と
が
「
企
投
（Entw

urf

）」
で
あ
る
の
に
対
し
、
世
界
を
構
成
し
て

い
る
が
自
ら
の
選
択
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
描
く
こ
と
が
で
き

な
い
物
事
、
つ
ま
り
非
合
理
性
の
只
中
に
あ
る
こ
と
が
被
投
性
の
一
つ

の
側
面
だ
か
ら
で
あ
る
。
企
投
に
お
け
る
世
界
形
成
は
合
理
的
な
も
の

で
あ
り
、
被
投
性
は
合
理
も
非
合
理
も
含
ん
だ
混
沌
の
内
へ
の
被
投
性

で
あ
る
と
言
え
る
。

そ
し
て
生
命
は
自
然
の
も
の
と
し
て
、
人
間
の
予
測
や
計
算
か
ら
外
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れ
る
「
お
の
ず
か
ら
」
と
い
う
側
面
を
い
つ
も
携
え
て
お
り
、
私
た
ち

が
描
き
き
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
言
い
換
え
れ
ば
、「
私
た
ち

の
住
ん
で
い
る
世
界
の
中
の
、
限
ら
れ
た
常
識
的
日
常
性
の
世
界
よ
り

も
は
る
か
に
広
く
、
は
る
か
に
深
い
と
こ
ろ
」（
木
村
、1973 : 119

）

が
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て1

＝1

の
公
式
が
成
立
し
な
い
「
宗
教
や

芸
術
の
世
界
」（ebd.

）
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
木
村
敏
は
、
統
合
失
調
症
に
お
け
る
非
合
理
性
を
生
命

の
非
合
理
性
、
ひ
い
て
は
自
然
の
非
合
理
性
と
結
び
つ
け
て
捉
え
る
。

「
そ
こ
（
狂
気
と
い
う
名
の
異
常
）
で
は
合
理
性
の
最
後
の
拠
り
ど
こ

ろ
で
あ
る
常
識
す
ら
も
力
を
失
っ
て
、
合
理
性
に
よ
っ
て
征
服
さ
れ
つ

く
し
た
は
ず
の
自
然
の
非
合
理
が
あ
ら
わ
に
そ
の
姿
を
現
し
て
い
る
」

（
木
村
、1973 :38

）。
私
た
ち
の
生
き
る
基
盤
の
、
自
然
の
隠
さ
れ
た

不
条
理
さ
や
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
さ
を
、
自
ら
や
他
者
の
身
体
や
精

神
に
お
い
て
最
も
身
近
な
仕
方
で
顕
に
す
る
の
が
病
一
般
で
あ
る
と
言

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

6
．
自
然
と
病

で
は
、
木
村
敏
は
精
神
の
病
に
お
い
て
現
れ
る
自
然
と
し
て
、
ど
の

よ
う
な
自
然
を
想
定
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
自
然
は
、
現
代
日
本
人

に
と
っ
て
は
ま
ず
自
然
一
般
、
つ
ま
り
山
、
川
、
海
な
ど
に
代
表
さ
れ

る
、
人
の
手
が
加
わ
ら
ず
に
存
在
す
る
対
象
で
あ
り
、
人
工
や
人
為
の

反
対
で
あ
る
。
そ
れ
は
欧
米
の
自
然
理
解
で
あ
る
「
自
然
と
は
な
に
よ

り
も
ま
ず
親
し
い
も
の
、
安
ら
ぎ
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
、
調
和
の
と

れ
た
も
の
、
そ
し
て
合
理
的
な
も
の
」（
木
村
、1983 :38

）
で
あ
り
、

研
究
対
象
に
な
っ
た
り
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
組
み
込
ま
れ
た
り
、

セ
ラ
ピ
ー
に
使
わ
れ
た
り
す
る
自
然
で
あ
る
。
そ
う
し
た
点
で
、
自
然

は
元
々
私
た
ち
の
手
が
及
ば
な
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

下
に
置
い
て
利
用
し
う
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
木
村
敏
の
言
う
自
然
は
古
代
日
本
に
お
け
る
自
然

（
大
野
晋
『
日
本
語
の
年
輪
』）
で
あ
る
と
言
う（
9
）。
そ
れ
は
個
々
人

が
そ
の
中
で
自
分
を
見
出
し
、
感
じ
取
る
限
り
で
の
自
然
、
す
な
わ
ち

「「
自
然
さ
」
と
い
う
情
感
」、「「
お
の
ず
か
ら
」
と
い
う
情
態
性
」（
木

村
、1983 :24

）
を
指
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
対
象
一
般
と
し
て
あ
る

の
で
は
な
く
、
個
々
の
感
情
に
訴
え
て
く
る
限
り
で
の
「
あ
の
山
」
や

「
こ
の
川
」
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
自
然
の
本
性
は
「
大
い
な
る
偶

然
性·

非
合
理
性
」（
木
村
、1973 :16

）
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
私
た

ち
は
普
段
自
然
の
不
条
理
に
目
を
瞑
り
、
そ
れ
に
よ
り
大
地
の
上
、
青

空
の
下
、
山
や
海
の
傍
で
日
常
生
活
を
安
心
・
安
全
に
送
る
こ
と
が
で

き
て
い
る
。
し
か
し
、
自
然
の
規
則
性
（
周
期
性
や
反
復
性
）
や
合
理

性
は
、
人
間
が
自
ら
の
生
存
の
た
め
、
自
然
の
理
解
の
た
め
に
見
出
し

た
自
然
の
一
面
に
過
ぎ
な
い
（
木
村
、1973 : 16, 157

）。
身
近
な
例

で
は
天
気
を
人
為
的
に
変
更
で
き
な
い
こ
と
、
稀
な
例
で
は
自
然
災
害

が
想
定
を
超
え
た
被
害
を
も
た
ら
す
こ
と
で
、
私
た
ち
は
身
に
染
み
て

そ
れ
を
感
じ
る
。

後
者
の
自
然
も
私
た
ち
が
生
み
出
す
こ
と
は
で
き
ず
、
人
為
的
で
な

い
と
い
う
点
で
は
前
者
と
同
じ
で
あ
る
。
他
方
、
私
た
ち
の
手
が
及
ば

ず
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
と
い
う
点
（
被
投
性
）、
個
々
人
の
実
存

的
経
験
と
結
び
つ
き
、
そ
の
人
自
身
を
構
成
す
る
と
い
う
点
、
そ
れ
ゆ

え
に
無
常
を
感
じ
さ
せ
、「
不
安
に
も
似
た
情
感
」
で
あ
る
「
あ
は
れ
」

（
木
村
、1983 :24
）
を
呼
び
起
こ
す
と
い
う
点
で
異
な
る
と
言
え
る
。
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そ
の
自
然
は
お
の
ず
か
ら
そ
う
な
る
こ
と
で
あ
り
、
か
つ
み
ず
か
ら

で
も
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、「「
お
の
ず
か
ら
」
と
「
み
ず
か
ら
」
と

は
一
応
の
現
象
的
な
区
別
は
あ
っ
て
も
、
根
本
に
お
い
て
は
一
つ
の
事

柄
、「
自
然
発
生
的
湧
出
そ
の
も
の
」
を
指
し
て
い
る
」（
木
村
、1983 : 

28,35

）。
で
は
自
然
と
自
己
が
同
一
の
事
態
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ

と
だ
ろ
う
か
。「
私
が
そ
の
花
を
見
る
。
あ
る
い
は
そ
れ
を
美
し
い
と

思
う
。
そ
こ
に
、
花
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
花
が
美
し
い
と
い
う
こ

と
が
、
そ
し
て
、
私
が
花
を
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
開
け
る
」（
木
村
、

1983 : 52,53

）。
つ
ま
り
私
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ

自
体
単
独
で
生
じ
る
こ
と
で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
花
を
見
る
こ
と
、
花

を
美
し
い
と
感
じ
る
こ
と
と
し
て
、そ
う
し
た
「
も
の
」
で
は
な
く
「
こ

と
」
と
し
て
生
じ
て
い
る（
10
）。
こ
れ
を
向
こ
う
側
に
力
点
を
置
い
て

見
れ
ば
「
花
が
あ
る
」
で
、
こ
ち
ら
側
に
焦
点
を
当
て
て
み
れ
ば
「
私

が
存
在
す
る
」と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
解
釈
は
、「
私
が
花
を
見
る
」

と
い
う
事
態
を
「
私
」
と
「
花
」
の
関
係
と
し
て
名
詞
的
・
主
語
的
に

で
は
な
く
、「
見
る
」
こ
と
の
生
起
に
焦
点
を
当
て
て
副
詞
的
・
述
語

的
に
解
釈
す
る
仕
方
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
「
こ
と
」
の
解
釈
は

ま
た「
あ
い
だ
」の
解
釈
で
も
あ
る
。「
私
」と「
花
」は
そ
れ
ぞ
れ
別
々

に
存
在
し
て
い
て
そ
れ
か
ら
関
係
が
生
じ
て
い
る
と
言
う
よ
う
に
存
在

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
瞬
間
、
私
が
私
で
あ
る
こ
と
は
花
を

見
る
こ
と
自
体
で
あ
り
そ
れ
以
外
に
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
自
然
と
、

「
こ
と
」
や
「
あ
い
だ
」
は
結
局
同
じ
一
つ
の
事
態
を
表
し
て
い
る（
11
）。

で
は
、
統
合
失
調
症
に
お
い
て
現
れ
て
い
る
自
然
と
、
喪
失
し
て
い

る
「
自
然
さ
」
は
上
述
の
個
別
的
で
不
条
理
な
自
然
と
ど
の
よ
う
な
関

係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？
上
述
の
自
然
は
「
根
源
的
現
実
性
」、「
生
命

的
活
動
性
」（
木
村
、1983 :41

）
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
振
る
舞
い
の

自
然
さ
・
不
自
然
さ
の
区
分
が
生
じ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
根

源
的
な
自
然
を
通
常
は
「
直
接
的·

無
媒
介
的
に
自
己
の
存
在
の
根
底

と
し
て
取
り
込
む
」（
木
村
、1983 :40

）。
つ
ま
り
、
健
康
な
場
合
は

根
源
的
自
然
を
合
理
性
の
支
配
下
に
お
く
こ
と
で
「
自
然
な
」
振
る
舞

い
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
統
合
失
調
症
の
症
状
に
お
い
て
は
そ
う
し

た
自
然
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
ず
表
に
顕
れ
て
お
り
、振
る
舞
い
が「
不

自
然
」
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
不
自
然
さ
は
、
自
然
さ
と
同
時
に
不
自

然
さ
も
失
っ
て
い
る
よ
う
な
不
自
然
さ
だ
と
言
う（
12
）。
他
方
、
そ
の

不
自
然
さ
こ
そ
が
人
間
の
存
在
構
造
を
明
る
み
に
出
す
と
も
言
え
る
。

そ
の
限
り
で
統
合
失
調
症
に
お
け
る
思
考
は
、
そ
れ
自
体
本
来
的
で
も

非
本
来
的
で
も
な
い
が
、
他
者
を
、
そ
し
て
場
合
に
よ
っ
て
は
自
分
自

身
を
本
来
性
へ
と
促
す「
良
心
の
呼
び
声
」で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う（
13
）。

7
． 

統
合
失
調
症
に
お
け
る
超
越
の
機
能
不
全
と
時
間
的
契
機

こ
の
根
源
的
自
然
は
、「
あ
い
だ
」
や
「
こ
と
」
と
関
連
す
る
た
め
、

そ
こ
か
ら
主
客
が
生
じ
る
と
こ
ろ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
世
界
内
存
在
、
そ

し
て
超
越
概
念
に
通
じ
る（
14
）。
も
と
も
と
存
在
者
と
し
て
の
自
己
＝

「
自
分
と
い
う
も
の
」
と
、
自
己
存
在
＝
「
自
分
と
い
う
こ
と
」
と
の

間
の
差
異
を
堪
え
て
同
一
性
へ
と
統
合
し
て
生
き
て
い
る
の
が
人
間
で

あ
る
。
そ
し
て
「
自
分
と
い
う
も
の
」
は
身
体
と
分
か
ち
難
く
結
び
つ

い
て
お
り
、
身
体
的
自
己
の
内
へ
と
投
げ
込
ま
れ
て
い
る
（
被
投
性
）。

「
こ
の
被
投
性
に
お
い
て
、
現
存
在
は
み
ず
か
ら
の
存
在
者
自
己
で
あ

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」（
木
村
、1983 : 190

）。

も
し
も
私
た
ち
が
精
神
だ
け
の
存
在
で
あ
れ
ば
、1

≠
1

へ
の
感
覚
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的
な
抵
抗
は
そ
こ
ま
で
大
き
く
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い

は
、
自
己
の
同
一
性
に
お
い
て
も
そ
の
内
に
「
こ
と
」
と
「
も
の
」
と

い
う
差
異
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
超
越
の
理
解
を
共
有
で
き
れ
ば
、
直

感
の
レ
ベ
ル
で
は
な
く
と
も
理
解
や
考
察
の
レ
ベ
ル
で
は
、1

≠
1

に

基
づ
く
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
論
理
を
許
容
し
や
す
く
な
る
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
一
人
の
人
間
が
目
の
前
に
一
個
体
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と

の
威
力
、
つ
ま
り
身
体
の
威
力
は
凄
ま
じ
く
、
常
識
的
日
常
性
は1

＝

1

以
外
の
現
実
の
捉
え
方
を
排
除
す
る
方
向
へ
と
促
す
。

そ
し
て
、
統
合
失
調
症
の
兆
候
に
お
い
て
既
に
「
自
己
が
現
に
今
あ

る
通
り
の
存
在
者
と
し
て
あ
る
と
い
う
現
実
と
の
生
命
的
接
触
」（
木

村
、1983 : 191

）
が
失
わ
れ
、
身
体
的
自
己
と
自
己
全
体
と
の
ず
れ

が
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、「
自
分
と
い
う
も
の
」
は
「
馴
染
め
な
い
異
物
」

（
木
村
、1983 : 192

）
と
い
う
負
荷
に
な
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
症
状

発
現
後
に
な
る
と
存
在
者
自
己
は
単
な
る
異
物
に
留
ま
ら
ず
「
そ
の
他

者
性
を
む
き
出
し
に
し
て
く
る
」（
木
村
、1983 : 192
）。
存
在
者
自

己
と
存
在
自
己
の
乖
離
が
著
し
く
な
り
、
そ
の
結
果
い
ず
れ
も
自
分
の

も
の
で
は
な
く
な
る
と
い
う（
15
）。

ま
た
木
村
敏
は
「
す
べ
て
の
精
神
病
理
学
的
な
事
態
は
人
間
存
在
構

成
的
な
時
間
性
の
病
理
で
あ
る
」（
木
村
、『
自
己
・
あ
い
だ
 ・
時
間
』

1981 : 228

）
と
考
え
て
お
り
、
彼
の
有
名
な
ア
ン
テ·

フ
ェ
ス
ト
ゥ
ム
、

ポ
ス
ト·

フ
ェ
ス
ト
ウ
ム
概
念
に
関
し
て
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
時
間
論
と

深
く
関
連
し
て
い
る
。

統
合
失
調
症
の
病
者
に
お
い
て
一
等
問
題
と
な
る
の
は
「
自
己
が
自

己
自
身
に
な
り
う
る
か
」、
そ
れ
と
も
「
自
己
が
非
自
己
へ
と
他
有
化

さ
れ
う
る
か
」（
木
村
、1981 : 207

）
で
あ
り
、
そ
の
重
要
な
問
題
が

未
決
着
の
ま
ま
「
来
る
べ
き
決
定
を
不
安
と
戦
慄
の
う
ち
に
待
ち
う
け

て
い
る
」（ebd.

）。
つ
ま
り
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
世
人
解
釈
の
構
図
と
同
様

に
、
私
た
ち
人
間
は
、
日
常
的
な
他
者
へ
の
自
己
喪
失
に
お
い
て
自
己

で
あ
る
た
め
に
は
、
自
己
を
た
え
ず
獲
得
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
だ
が
、
そ
れ
が
で
き
な
い
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
統

合
失
調
症
特
有
の
「
未
来
先
取
的·

先
駆
的
な
、ア
ン
テ·

フ
ェ
ス
ト
ゥ

ム
的
時
間
性
」（ebd.

）
と
名
付
け
ら
れ
る
。

ア
ン
テ·

フ
ェ
ス
ト
ゥ
ム
と
は「「
前
夜
祭
」（ante

＝
前
、festum

＝
祭
）

的
な
情
態
性
」
を
意
味
す
る
。「
現
存
在
に
と
っ
て
自
己
と
い
う
に
ふ

さ
わ
し
い
自
己
が
輝
か
し
く
実
現
さ
れ
て
い
る
事
態
を
「
祝
祭
」（fes-

tum

）
に
た
と
え
る
な
ら
ば
、
前
者
（
統
合
失
調
症
）
は
い
わ
ば
ひ
た

す
ら
に
未
来
へ
と
先
駆
し
つ
つ
祝
祭
の
到
来
を
―
あ
る
い
は
そ
れ
が
無

残
な
形
で
台
無
し
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
を
―
不
安
と
戦
慄
の

う
ち
に
先
取
し
て
い
る
「
祝
祭
前
」 （ante festum

）
の
情
態
性
」（
木
村
、

1981 : 212, 213

）
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
未
来
に
お
い
て
自
己
が
実

現
さ
れ
る
こ
と
を
待
ち
望
み
な
が
ら
、
結
局
自
己
が
獲
得
さ
れ
な
い
ま

ま
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
と
焦
燥
に
駆
り
立
て
ら
れ
て
い
る
と

い
う
状
態
で
あ
る
。
こ
れ
を
構
造
的
に
支
え
て
い
る
の
は
「
自
己
自
身

へ
向
っ
て
「
あ
り
う
る
」（sein-koennen

）
と
い
う
樣
態
」（
木
村
、

1981 :96

）
で
あ
る
。

た
だ
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
世
人
、
非
本
来
性
・
本
来
性
の
区
分
と
の

相
違
点
も
見
ら
れ
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
そ
れ
は
獲
得
さ
れ
る
べ

き
自
己
の
内
実
に
つ
い
て
で
あ
る
。
統
合
失
調
症
の
症
例
に
お
い
て
実

現
す
べ
き
自
己
は
「
常
識
」
を
持
ち
、
人
と
同
じ
よ
う
に
振
る
舞
え
る

と
い
う
世
人
的
な
側
面
が
強
い
。
つ
ま
り
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
本
来
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的
自
己
と
異
な
り
、
存
在
を
問
う
現
存
在
の
獲
得
と
し
て
の
自
己
で
は

な
い
。
ま
た
反
対
に
自
己
喪
失
の
際
は
、
自
己
喪
失
に
誰
よ
り
も
自
覚

的
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
ポ
ス
ト·

フ
ェ
ス
ト
ウ
ム
と
は
う
つ
病
妄
想
に
お
け

る
「「
あ
と
の
ま
つ
り
」
的
な
情
態
性
」（
木
村
、1981 : 212, 213

）

で
あ
る
。
そ
れ
は
「
祝
祭
が
無
事
に
大
過
な
く
完
了
し
た
か
ど
う
か
を

丹
念
に
反
省
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
「
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
」
失
態

に
終
っ
た
と
い
う
後
悔
に
胸
を
痛
め
て
い
る
「
祝
祭
後
」（post fes-

tum

）
の
情
態
性
」（
木
村
、1981 : 213

）
で
あ
る
。
こ
れ
を
構
造
的

に
支
え
て
い
る
の
は
「
自
己
の
存
在
を
「
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」（zu-

sein-haben

）」（
木
村
、1981 :96
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
将
来
の
自

己
の
獲
得
、
更
新
は
問
題
と
な
ら
ず
、
既
に
そ
う
し
た
自
己
で
あ
っ
た

こ
と
を
引
き
受
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。

そ
し
て
自
己
存
在
の
ア
ン
テ·

フ
ェ
ス
ト
ゥ
ム
的
契
機
も
ポ
ス
ト·

フ
ェ
ス
ト
ウ
ム
的
契
機
も
「
正
常
と
異
常
、
健
康
と
病
気
の
区
別
と
は

な
ん
の
か
か
わ
り
も
な
く
、
人
間
存
在
一
般
の
基
本
構
造
に
属
す
る
」

（
木
村
、1981 : 213

）。
そ
の
基
本
構
造
と
は
存
在
可
能
と
自
己
で
あ

ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
「
被
投
的
企
投
」
で
あ
り
、
そ
れ
を

時
間
的
に
支
え
る
「
将
来
、
既
在
、
現
在
」
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
統
合

失
調
症
に
お
い
て
顕
著
に
な
る
ア
ン
テ·

フ
ェ
ス
ト
ゥ
ム
的
契
機
も
、

う
つ
病
に
お
い
て
顕
著
に
な
る
ポ
ス
ト·

フ
ェ
ス
ト
ウ
ム
的
契
機
も
、

「
健
康
者
の
範
囲
内
で
も
、
こ
の
両
契
機
の
バ
ラ
ン
ス
は
種
々
の
程
度

に
偏
っ
て
一
種
の
「
人
間
学
的
不
均
衡
」
を
示
し
う
る
」（
木
村
、

1981 : 214

）
と
あ
る
よ
う
に
、
精
神
の
健
康
と
病
の
間
に
も
や
は
り

あ
る
程
度
の
連
続
性
が
見
ら
れ
る
と
言
え
る
。

結
論

本
論
文
で
は
ま
ず
健
康
、
病
全
般
に
関
し
て
概
論
的
に
吟
味
し
た
。

健
康
は
身
体
的
・
精
神
的
・
社
会
的
に
調
和
の
と
れ
た
状
態
を
意
味
し
、

一
般
的
に
望
ま
し
い
、
多
数
の
常
態
を
指
す
。
対
し
て
病
は
均
衡
が
崩

れ
、
望
ま
し
く
な
く
常
態
を
外
れ
た
状
態
で
あ
る
。
他
方
、
ヤ
ス
パ
ー

ス
に
よ
れ
ば
、
生
物
学
的
地
平
か
ら
見
れ
ば
、
病
は
生
命
の
常
な
る
ト

ラ
イ
ア
ン
ド
エ
ラ
ー
と
い
う
本
性
の
結
果
だ
と
捉
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り

病
は
健
康
の
外
に
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
健
康
で
あ
る
こ
と
と
不
可
分

な
可
能
性
と
し
て
絶
え
ず
差
し
迫
る
。

次
に
、
精
神
の
健
康
と
病
に
関
し
て
木
村
敏
に
よ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

現
存
在
分
析
の
応
用
の
再
解
釈
を
試
み
た
。
木
村
敏
に
よ
れ
ば
、
精
神

の
健
康
は
日
常
の
合
理
性
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
は
「
世
界
公
式1

＝

1

」
に
集
約
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
精
神
の
病
、
中
で
も
統
合
失

調
症
に
お
い
て
は
こ
の
公
式
が
成
り
立
た
な
い
。
こ
の
点
で
確
か
に
統

合
失
調
症
に
お
け
る
思
考
は
非
合
理
的
で
あ
り
、
常
（
多
数
）
な
ら
ざ

る
も
の
と
い
う
意
味
で
異
常
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
言
う
よ
う
な
了
解
不
可
能
な
こ
と
で

は
な
く
、
踏
み
止
ま
っ
て
あ
る
種
の
相
互
的
理
解
や
共
感
を
試
み
る
べ

き
で
あ
る
。
統
合
失
調
症
の
症
状
に
お
い
て
顕
に
な
る
非
合
理
性
は
、

人
間
の
根
源
に
あ
る
、
生
命
及
び
自
然
の
非
合
理
性
と
結
び
つ
い
て
い

る
。
こ
こ
で
言
う
自
然
は
自
己
と
同
一
の
「「
お
の
ず
か
ら
」
と
い
う

情
態
性
」
で
あ
る
。
統
合
失
調
症
に
お
い
て
は
こ
の
根
源
的
自
然
を
自

己
の
基
盤
に
で
き
て
お
ら
ず
、
そ
れ
と
関
連
し
て
自
己
と
他
者
を
区
分

す
る
た
め
の
超
越
の
機
能
不
全
、
ア
ン
テ·

フ
ェ
ス
ト
ゥ
ム
的
契
機
と
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い
う
自
己
喪
失
に
関
す
る
「
予
感
に
満
ち
た
不
安
の
情
態
性
」
の
過
剰

に
よ
り
、
自
己
と
他
者
の
区
別
が
曖
昧
に
な
り
、
他
者
の
指
令
と
い
う

幻
覚
、
妄
想
に
繋
が
る
。
し
か
し
そ
の
妄
想
は
了
解
不
可
能
で
は
な
く
、

ま
た
ア
ン
テ·

フ
ェ
ス
ト
ゥ
ム
的
契
機
が
人
間
存
在
一
般
の
基
本
構
造

に
属
し
、
健
康
者
の
範
囲
内
で
も
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
う
る
こ
と
か
ら
、

精
神
の
健
康
と
病
の
間
に
も
あ
る
程
度
の
連
続
性
が
見
ら
れ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

以
上
か
ら
、
私
た
ち
は
、
身
体
的
・
精
神
的
自
己
の
内
へ
の
被
投
性

に
お
い
て
精
神
、
身
体
の
病
と
ど
う
向
き
合
う
べ
き
だ
と
言
え
る
ろ
う

か
。
病
と
は
最
も
身
近
な
自
然
の
脅
威
で
あ
り
、
人
間
は
死
の
可
能
性

の
内
へ
の
被
投
性
と
は
異
な
る
が
連
続
し
た
仕
方
で
、
自
ら
の
病
の
可

能
性
の
内
へ
の
被
投
性
、
そ
し
て
病
者
と
の
共
存
在
の
内
へ
の
被
投
性

を
負
っ
て
い
る
と
い
う
解
釈
が
一
つ
の
答
え
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
私
た
ち
の
生
き
る
基
盤
の
、
隠
さ
れ
た
不
条
理
や
非
合
理
性
を
、

自
ら
の
身
体
や
精
神
、
あ
る
い
は
同
じ
共
同
体
の
他
者
の
身
体
や
精
神

に
お
い
て
最
も
身
近
な
仕
方
で
顕
に
す
る
の
が
病
で
あ
る
と
言
え
る
。

先
の
、
健
康
のW

H
O

の
定
義
で
社
会
的
に
も
満
た
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
一
つ
の
条
件
に
な
っ
て
い
た
が
、
こ
う
し
た
病
の
大
局
的
な
見
方
や
、

常
な
ら
ざ
る
世
界
観
を
持
つ
他
者
を
理
解
し
よ
う
と
様
々
な
解
釈
を
試

み
る
こ
と
が
、
他
者
へ
の
寛
容
、
ひ
い
て
は
社
会
的
な
健
康
、
健
全
さ

へ
と
繋
が
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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（
2
） 

以
下
の
引
用
も
参
照
の
こ
と
。「
生
き
て
い
る
、
長
生
き
す
る
、
生

殖
能
力
が
あ
る
、
身
体
的
作
業
能
力
が
あ
る
、
疲
労
し
に
く
い
、
痛

み
が
な
い
な
ど
、
体
に
つ
い
て
そ
の
存
在
の
快
い
感
覚
を
の
ぞ
い
て

長
い
間
ほ
と
ん
ど
気
に
か
け
な
い
で
い
ら
れ
る
よ
う
な
状
態
に
あ
る
。

こ
れ
ら
が
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
望
ま
し
い
と
言
え
る
」（Jaspers, 1948 : 

652

）。
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
お
い
て
健
康
は
「
生
や
生
命
、
作
業
能
力
な

ど
の
究
極
的
な
価
値
づ
け
に
よ
る
概
念
」（ebd.

）
で
あ
る
。
確
か
に
、

長
く
生
き
る
こ
と
、
仕
事
を
す
る
こ
と
が
で
き
苦
痛
が
な
い
こ
と
は

社
会
生
活
を
滞
り
な
く
営
む
こ
と
に
繋
が
り
、
幸
福
と
い
う
究
極
価

値
と
結
び
つ
け
や
す
い
。
ま
た
こ
れ
ら
は
い
わ
ゆ
る
自
己
実
現
、
自

己
同
一
性
（
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
）
と
も
関
連
す
る
。
し
か
し
、
健

康
は
そ
の
た
め
に
日
々
活
動
を
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ

に
よ
っ
て
日
々
の
活
動
が
可
能
に
な
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
重
要

な
の
は
、
健
康
は
重
要
価
値
の
一
つ
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
自
体
が
究

極
目
的
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
加
え
て
、健
康
に
関
し
て「
い

つ
で
も
ど
こ
で
も
」
こ
れ
ら
の
基
準
が
当
て
は
ま
る
と
す
る
の
は
同

意
し
が
た
く
、
地
域
や
時
代
、
個
々
人
に
よ
り
変
化
す
る
側
面
を
考

慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
3
） 

こ
う
し
た
健
康
の
定
義
づ
け
に
関
し
て
ニ
ー
チ
ェ
は
「
こ
の
よ
う
な

方
向
の
す
べ
て
の
議
論
と
対
立
す
る
「
健
康
そ
の
も
の
な
ど
存
在
し

な
い
」
と
い
う
命
題
」（Jaspers, 1948 : 659

）
を
立
て
て
い
る
。

（
4
） 

病
、
病
気
、
疾
病
に
つ
い
て
は
本
論
文
で
は
区
別
せ
ず
、
病
で
統
一

す
る
。
こ
の
区
分
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
。

（
5
） 

以
下
の
引
用
も
参
照
の
こ
と
。「
こ
う
し
た
試
み
こ
そ
、
生
命
の
限

り
な
い
多
様
さ
と
複
雑
さ
が
増
大
し
て
い
く
た
め
の
根
源
で
あ
る
」

（Jaspers, 1948 : 657

）。 

（
6
） 

木
村
敏
が
こ
こ
で
言
う
常
識
と
は
コ
モ
ン
セ
ン
ス
＝
共
通
感
覚
の
こ

と
で
あ
り
、「
あ
い
だ
」
を
生
き
る
仕
方
で
あ
る
と
言
う
。

（
7
） 

統
合
失
調
症
の
代
表
的
な
症
状
に
関
し
て
は
以
下
の
引
用
も
参
照
の

こ
と
。「
精
神
病
の
場
合
に
は
、
他
者
に
対
す
る
自
己
の
独
立
性
、
自

己
完
結
性
が
、
あ
る
い
は
系
と
し
て
の
精
神
内
界
の
自
律
性
が
、
す

で
に
意
識
的
な
体
験
内
容
に
つ
い
て
す
ら
成
立
し
え
な
く
な
っ
て
い

る
。
分
裂
病
の
体
験
で
は
、
自
己
は
た
え
ず
他
者
の
監
視
の
も
と
に

あ
り
、
自
分
の
考
え
や
行
動
に
つ
い
て
の
他
者
か
ら
の
中
傷
や
批
評

の
声
を
聞
き
、
最
も
内
密
な
も
の
で
あ
る
は
ず
の
自
分
の
心
が
外
部

に
洩
れ
て
世
間
に
暴
露
さ
れ
自
分
の
意
図
や
行
為
が
他
者
か
ら
指
令

さ
れ
た
り
操
作
さ
れ
た
り
す
る
」（
木
村
、1983 : 174

）。

（
8
） 

以
下
の
引
用
も
参
照
の
こ
と
。「
患
者
は
「
自
分
に
は
分
身
が
五
人

い
る
」（1

＝5

）
と
い
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
一
は
任
意

の
数n

、
あ
る
い
は
無
限
大
∞
に
ひ
と
し
い
（1

＝n

、1

＝∞

）
と

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
ま
だ
、
こ
れ
は
同
時
に1

＝0

で

も
あ
る
」（
木
村
、1973 : 133

）。

（
9
） 

自
然
の
述
語
的
用
法
に
関
し
て
は
以
下
の
引
用
も
参
照
の
こ
と
。「
老

子
の
「
人
は
地
に
法
り
、
地
は
天
に
法
り
、
天
は
道
に
法
り
、
道
は

自
然
に
法
る
」」（『
老
子
』
第
二
十
五
章
）（
木
村
、1983 :21

）、「
親

鸞
の
自
然
法
爾
「
人
為
の
加
わ
ら
な
い
ま
ま
に
、
お
の
ず
か
ら
そ
う

な
っ
て
い
る
こ
と
」」（
木
村
、1983 :22

）、西
田
幾
多
郎
『
善
の
研
究
』

第
八
章
自
然
の
「
…
自
然
の
本
体
は
や
は
り
主
客
の
分
れ
ざ
る
直
接

経
験
の
事
実
で
あ
る
の
で
あ
る
。
…
」（
木
村
、1983 :33

）、「
シ
ェ

リ
ン
グ
の
自
然
哲
学
の
生
産
力
と
し
て
の
能
産
的
自
然
（natura na-

turans
）」（
木
村
、1983 :35

）、「
彼
（
シ
ェ
リ
ン
グ
）
の
思
想
の
背

後
に
は
、
ジ
ォ
ル
ダ
ー
ノ·

ブ
ル
ー
ノ
や
ス
ピ
ノ
ー
ザ
の
「
神
即
自
然
」

と
し
て
の
「
能
産
的
自
然
」
の
考
え
が
あ
る
」（ebd.

）。
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（
10
） 

以
下
の
引
用
も
参
照
の
こ
と
。「「
こ
と
」
は
、「
も
の
」
を
「
も
の
」

た
ら
し
め
る
基
礎
で
あ
る
」（
和
辻
哲
郎
『
続
日
本
精
神
史
研
究
』419

）。

（
11
） 

以
下
の
引
用
も
参
照
の
こ
と
。「
そ
う
い
う
「
こ
と
」
と
私
た
ち
自

身
と
が
渾
然
一
体
と
な
っ
て
、
主
観
と
客
観
の
区
別
な
く
「
こ
と
」

そ
の
も
の
に
な
り
き
つ
て
い
る
場
所
が
、
私
と
世
界
と
の
「
あ
い
だ
」

で
あ
り
、
私
と
人
と
の
「
あ
い
だ
」
な
の
で
す
」（
木
村
、1983 : 138

）。

（
12
） 

そ
れ
は
自
然
を
自
己
の
存
在
の
根
底
と
す
る
こ
と
が
「
自
己
の
自
己

性
の
原
発
的
な
不
成
立
」（
木
村
、1983 :19

）、「
自
分
と
相
手
と
の

あ
い
だ
に
つ
い
て
の
感
覚
、
あ
い
だ
を
生
き
生
き
と
感
じ
と
る
能
力
、

あ
る
い
は
あ
い
だ
を
感
じ
と
る
仕
方
」（
木
村
、1983 : 137

）
と
い
っ

た
人
間
の
存
在
構
造
と
深
く
関
連
し
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

（
13
） 

以
下
の
引
用
も
参
照
の
こ
と
。「
精
神
病
を
病
む
者
を
前
に
し
た
人

間
学
的
精
神
医
学
の
問
い
は
、
本
来
性
か
非
本
来
性
か
の
二
者
択
一

に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
よ
り
は
む
し
ろ
、
こ
の
二
者
択
一
の
前
提

と
な
っ
て
い
る
根
底
や
基
礎
に
か
か
わ
っ
て
い
る
」（
ブ
ラ
ン
ケ
ン
ブ

ル
ク
）（
木
村
、1983 : 211

）。

（
14
） 

以
下
の
引
用
も
参
照
の
こ
と
。「
現
存
在
に
ま
つ
わ
る
一
切
の
両
義

性
の
根
底
に
は
、
自
己
と
い
う
存
在
者
と
自
己
の
存
在
自
体
と
の
間

の
、
つ
ま
り
「
自
分
と
い
う
も
の
」
と
「
自
分
と
い
う
こ
と
」
と
の

間
の
基
本
的
な
内
的
差
異
を
産
出
す
る
超
越
が
は
た
ら
い
て
い
る
」

（
木
村
、1983 : 187

）。

（
15
） 

以
下
の
引
用
も
参
照
の
こ
と
。「
そ
こ
に
は
、
超
越
と
し
て
の
自
己

の
自
己
性
の
明
白
な
機
能
不
全
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
」（
木
村
、

1983 : 192

）。


