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応
用
現
象
学
と
ケ
ア
論

―
北
欧
現
象
学
と
の
交
流
の
な
か
か
ら
―

辰

は
じ
め
に

二
〇
世
紀
の
現
象
学
運
動
は
、
心
理
学

・
社
会
学

・
言
語
学

・
音
楽
学

・
認
知
科
学

・
法
学

・
医
学

・
看
護
学

・
リ
ハ
ビ
リ
学
等
々
の

さ
ま
ざ
ま
な
学
問
分
野
と
の
交
流
と
学
際
的
な
共
同
研
究
を
生
み
出
し
て
き
た
。
そ
れ
は
近
年
、
「応
用
現
象
学
」
と
い
う
形
で
展
開
さ
れ

て
い
る
。
私
が
こ
の
と
こ
ろ
関
わ

っ
て
い
る

「ケ
ア
論
」
に
も
、
そ
の
よ
う
な
動
き
の
な
か
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る

「ケ
ア
の
現
象
学
」

と
い
う
動
き
も
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
流
れ
の
な
か
で
、
い
ま
私
は

「北
欧
ケ
ア
」
の
共
同
研
究
を
進
め
て
い
る
。
こ
の
共
同
研
究

で
は
、
北
欧
現
象
学
の
ケ
ア
学
研
究
者
も
交
え
て
、
死
生
学
、
看
護
学
、
リ
ハ
ビ
リ
学
、
社
会
福
祉
学
、
文
化
人
類
学
と
い
つ
た
さ
ま
ざ

ま
な
分
野
の
研
究
者
た
ち
と
と
も
に
、
学
際
的
な

「ケ
ア
学
」
研
究
を
北
欧
の
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
を
踏
ま
え
て
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

そ
こ
で
は
、
哲
学
研
究
者
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
研
究
者
の
声
を
聞
き
つ
つ
、
全
体

へ
の
日
配
り
を
し
な
が
ら
言
葉
を
与
え
て
行

く
と
い
う
仕
方
で
、
応
用
現
象
学
を

〈臨
床
の
知
〉
と
し
て
展
開
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
活
動
を
通
じ
て
、

そ
れ
が
単
に

〈知
の
応
用
〉
で
は
な
く
、
〈臨
床
の
知
〉
と
い
う
あ
り
方
を
求
め
て
い
る
こ
と
に
、
哲
学
の
役
割
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
こ
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と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

一　
ケ
ア
の
人
間
学

「学
際
的
研
究
の
な
か
で
哲
学
の
果
た
す
役
割
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
、
私
が
二
〇
年
ほ
ど
前
に
静
岡
大
学
で

「人
間
学
」
と
い

う
講
座
に
着
任
し
た
こ
と
か
ら
始
ま

っ
て
い
た
と
も
一一言
え
る
。
「人
間
学
」
講
座
で
は
、
「哲
学
」
系
の
授
業

（哲
学
者
の
名
前
を
出
し
て

そ
の
哲
学
を
紹
介
し
な
が
ら
話
を
す
る
）
と
並
行
し
て
、
「人
間
学
」
系
の
授
業

（哲
学
者
の
名
前
を
出
さ
ず
、
問
題
そ
の
も
の
を
扱
う
）

を
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
後
者
に
お
い
て
は
、
心
理
学
、
社
会
学
、
文
化
人
類
学
、
歴
史
学

（以
上
は
、
「人
間
学
」
が
所
属
す
る
社

会
学
科
を
構
成
す
る
各
コ
ー
ス
と
な
っ
て
い
た
）
、
生
物
学
と
い
っ
た
諸
科
学
の
知
見
を
活
用
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
が
人
間
の
そ
れ
ぞ
れ
の

一
側
面

（人
間
の
心
理
面
、
人
間
の
社
会
性
、
人
間
の
文
化
面
、
人
間
の
歴
史
性
）
し
か
扱

つ
て
い
な
い
事
を
超
え
て
、
人
間
の
全
体
像

を
総
合
的
に
考
察
す
る
事
を
、
哲
学
的
人
間
学
と
し
て
考
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
、
学
外
／
学
内
で
他
学
部
／
他
学

科
の
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
分
野
の
先
生
達
と
様
々
な
共
同
研
究
を
し
た
こ
と
も
、
こ
の
こ
と
を
考
え
る
き
っ
か
け
と
な

っ
た
。
そ
の
な
か
で
、

単
に
文
献
研
究
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
現
場
で
働
く
人
々
と
の
対
話
か
ら
人
間
の
問
題
を
考
え
る

「臨
床
人
間
学
」
と
い
う

構
想
も
生
ま
れ
て
行

っ
た
。

特
に

「ケ
ア
」
の
問
題
を
ケ
ア
現
場
で
働
く
方
々
と
と
も
に
考
え
る

「ケ
ア
の
人
間
学
」
と
い
う
活
動
も
そ
の
よ
う
に
し
て
取
り
組
ん

だ
共
同
研
究
の
一
つ
で
あ

っ
た
。
静
岡
大
学
で
人
間
学

（お
よ
び
心
理
学
、
社
会
学
）
を
担
当
す
る
教
員
と
静
岡
看
護
専
門
学
校
で

「看

護
学
」
を
担
当
す
る
教
員
お
よ
び
そ
の
卒
業
生
の
看
護
師
と
で
、
お
互
い
に
学
び
合
う

「対
話
」
の
場
と
し
て
、
「ケ
ア
の
人
間
学
」
合
同

研
究
会
が
、
二
〇
〇
二
年
か
ら
定
期
的
に
始
ま
っ
た
。
そ
れ
と
並
行
し
て
開
講
さ
れ
た
総
合
科
目

「ケ
ア
の
人
間
学
」
全
一〇
〇
四
～
二
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〇
六
年
）
を
も
と
に
し
て
作
ら
れ
た
教
科
書

『
〈ケ
ア
の
人
間
学
〉
入
門
』
（知
泉
書
館
、
二
〇
〇
五
年
）
も
刊
行
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
動

き
が
、
ひ
い
て
は
、
静
岡
大
学
大
学
院
臨
床
人
間
科
学
専
攻
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ケ
ア
学
の
設
立
に
も
繋
が
つ
て
行
っ
た
と
言
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
な
活
動
は
、
自
ず
か
ら

「学
際
的
研
究
の
な
か
で
哲
学
の
果
た
す
役
割
」
を
考
え
る

一
つ
の
文
脈
に
な
っ
て
い
っ
た
。
他

方
、
そ
れ
と
並
行
し
て
、
私
自
身
の
哲
学
研
究
と
し
て
は
、
フ
ツ
サ
ー
ル
現
象
学
の
研
究
を
続
け
て
い
た
が
、
そ
れ
が
、
や
が
て
応
用
現

象
学
と
い
う
動
き
へ
と
発
展
し
て
行
き
、
そ
ち
ら
の
文
脈
か
ら
も
同
じ
問
題
を
考
え
る
こ
と
へ
と
繋
が
っ
て
い
つ
た
。

二
　
応
用
現
象
学

そ
も
そ
も
、
現
象
学
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
そ
の
二
〇
世
紀
の
始
ま
り
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
分
野
と
の
交
流
と
学
際
的
な
共
同
研

究
を
生
み
出
し
て
き
た
。
そ
う
い
う
背
景
の
な
か
で
、
前
述
の

「臨
床
人
間
学
」
「ケ
ア
の
人
間
学
」
と
い
う
共
同
研
究
と
私
自
身
の
フ
ツ

サ
ー
ル
現
象
学
の
研
究
を
橋
渡
し
す
る
も
の
と
し
て
、
「応
用
現
象
学
」
か
ら

「間
文
化
現
象
学
」
お
よ
び

「ケ
ア
の
現
象
学
」
へ
と
枝
分

か
れ
し
な
が
ら
も
繋
が
つ
て
い
く
科
研
に
よ
る
共
同
研
究
が
始
ま
っ
た
。

国
際
的
な
動
向
と
し
て
も
、
フ
ツ
サ
ー
ル
自
身
が
、
「現
象
学
は
、
原
理
的
独
自
性
を
具
え
た
あ
ら
ゆ
る
学
問
に
対
し
、
応
用
現
象
学

令
日
鴨
１
●
●
』
お
『
”
日
る
日
０
●
２
０
Ｌ
Ｑ

と
い
う
形
で
、
そ
れ
ら
の
価
値
を
究
極
的
に
判
定
す
る
よ
う
な
批
判
を
加
え
、
し
た
が
っ
て
ま

た
特
に
、
そ
れ
ら
学
問
の
対
象

″存
在
〃
の
究
極
的
な
意
味
規
定
を
果
た
し
、
そ
れ
ら
学
問
の
方
法
論
の
原
理
的
解
明
を
行
な
う
こ
と
に

も
な
る
」
と
述
べ
て
い
た
こ
と
に
依
拠
し
な
が
ら
、
「応
用
現
象
学
」
を
メ
イ
ン
テ
ー
マ
に
し
た
第
三
回
東
ア
ジ
ア
現
象
学
会
議
が
、
二
〇

〇
九
年
ソ
ウ
ル
で
開
催
さ
れ
、
私
自
身
も
そ
の
テ
ー
マ
の
な
か
で
研
究
発
表

Ｒ
Ｚ
目

３
いく
ｏ
自
己
「
ｏ
あ
つ
ｏ
３
７
０
ｖ
を
行
な
っ
た
。

科
研
に
よ
る
共
同
研
究

「応
用
現
象
学
」
は
、
現
象
学
と
認
知
科
学
、
現
象
学
と
言
語
論
、
現
象
学
と
健
康
科
学
、
現
象
学
と
看
護
理

三



四

論
、
ダ
ン
ス
の
現
象
学
な
ど
、
現
象
学
研
究
者
そ
れ
ぞ
れ
の
さ
ま
ざ
ま
な
応
用
分
野
へ
の
取
り
組
み
を
試
み
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
比
べ
、

そ
の
後
の
一
つ
の
流
れ
を
継
承
し
た
共
同
研
究

「ケ
ア
の
現
象
学
」
は
、
特
に
看
護
ケ
ア
に
焦
点
を
当
て
、
哲
学
研
究
者
と
看
護
学
研
究

者
と
の
共
同
研
究
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
看
護
ケ
ア
と
い
う
行
為
へ
の
現
象
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
関
心
を
共
有
し
な
が
ら
、
両
分
野

の
研
究
者
が
協
力
し
て
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
看
護
ケ
ア
と
い
う
現
場
に
関
わ
る
看
護
師
た
ち
の
反
省
的
考
察
に
哲
学
研
究

者
と
し
て
と
も
に
言
葉
を
与
え
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
と
言
早
え
よ
う
。

し
か
し
、
「応
用
現
象
学
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
冠
し
た
こ
の
共
同
研
究
の
な
か
で
も
、
そ
も
そ
も

「応
用
」
と
は
何
か
、
が
議
論
さ
れ

た
。
「応
用
」
と
は
、
何
か
す
で
に
出
来
上
が
っ
た

「理
論
」
が
あ
っ
て
、
た
だ
、
そ
れ
を

「現
場
」
に

「応
用
」
「適
用
」
す
れ
ば
い
い

と
考
え
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
ん
な
ど
こ
に
で
も
使
え
る

「理
論
」
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
し
、
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
を
簡
単
に

「応
用
」
で
き
る
わ
け
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
「現
場
」
か
ら
の
フ
イ
ー
ド
バ
ツ
ク
に
よ
り

「理
論
」
を
変
更
し
て
行
か
ぎ
る
を
え
な
い
し
、

「理
論
」
と
は
お
よ
そ
そ
の
よ
う
に
し
て
初
め
て
出
来
上
が
る
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
”２

フ
ッ
サ
ー
ル
も
ま
た
、
心
理
学
か
ら
学
び
つ
つ
心
理
学
を
越
え
て
、
哲
学
と
し
て
の
現
象
学
へ
進
む
と
い
う

「心
理
学
を
越
え
る
道
」

を
描
い
た
と
き
、
哲
学
と
し
て
の
超
越
論
的
現
象
学
に
至
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
、
現
象
学
的
心
理
学
と
い
う
段
階
が
あ
り
、
超
越

論
的
現
象
学
に
至
る
に
は
そ
れ
を
十
分
に
遍
歴
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
遍
歴
の
な
か
で
、
現
象
学
的
心
理
学

と
超
越
論
的
現
象
学
と
の
間
で
た
え
ず

「対
話
」
が
有
効
で
あ
り
ま
た
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
。

い
ま
私
は
大
阪
大
学
で

「臨
床
哲
学
」
と
い
う
講
座
に
所
属
し
て
い
る
が
、
「臨
床
哲
学
」
に
お
い
て
も
、
「臨
床
」
と

「哲
学
」
の
関

係
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
は
、
繰
り
返
し
議
論
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
も
、
「哲
学
」
を

「臨
床
」
へ
と

「応
用
」
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ

て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
私
自
身
、
「哲
学
を
臨
床
か
ら
考
え
、
臨
床
を
哲
学
か
ら
考
え
る
、
と
い
う
往
復
運
動
が
必
要
」
と
考
え

て
き
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
「臨
床
」
と

「哲
学
」
と
の

「対
話
」
で
あ
る
と
も
書
早
え
よ
う
。
〈臨
床
の
知
〉
と
は
、
そ
の
よ
う
な

「往



復
運
動
」
あ
る
い
は

「対
話
」
と
し
て
の
臨
床
哲
学
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
、
私
に
と
つ
て
応
用
現
象
学
は
、
臨
床
哲
学

の

一
つ
の
ス
タ
イ
ル
と
も
な
っ
て
い
っ
た
。

〓
一　
ケ
ア
論

（ケ
ア
学
）

前
述
の
共
同
研
究

「ケ
ア
の
現
象
学
」
は
、
看
護
ケ
ア
と
い
う
行
為
を
現
象
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

り
、
ケ
ア
す
る
者
と
ケ
ア
さ
れ
る
者
の
間
で
行
な
わ
れ
る
ケ
ア
と
い
う
共
同
行
為
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
、
ケ
ア
す
る
こ
と
と
ケ
ア
さ
れ

る
こ
と
の
間
で
生
じ
る
ズ
レ
に
つ
い
て
な
ど
を
、
言
わ
ば
ケ
ア
の
問
題
を
ミ
ク
ロ
な
次
元
で
考
察
し
て
き
た
。
し
か
し
、
ケ
ア
の
問
題
を

考
え
て
行
く
時
、
こ
の
よ
う
な
ミ
ク
ロ
な
次
元
で
の
考
察
ば
か
り
で
な
く
、
ケ
ア
を
取
り
巻
く
マ
ク
ロ
な
次
元
で
の
考
察
も
必
要
で
あ
る

こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
、
両
者
を
包
括
す
る
よ
う
な
ケ
ア
論

（ケ
ア
学
）
を
構
想
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
方
で
は
、
ケ
ア
を
言
わ
ば
内
か
ら
支
え
て
い
る
エ
ー
ト
ス

（倫
理
）
に
つ
い
て
、
「正
義
の
倫
理
と
ケ
ア
の
倫
理
」
を
考
察
し
、
さ
ら

に
、
「ビ
ジ
ネ
ス
の
倫
理
と
ケ
ア
の
倫
理
」
と
い
う
対
比
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
来
た
が
、
他
方
で
は
、
ケ
ア
を
言
わ
ば
外
か
ら
支
え
る
シ

ス
テ
ム
に
つ
い
て
も
、
ケ
ア
と
組
織
、
ケ
ア
と
社
会
、
ケ
ア
と
制
度
と
い
っ
た
、
言
わ
ば
マ
ク
ロ
な
次
元
で
の
考
察
へ
と
広
げ
て
き
た
。

な
か
で
も
、
「ビ
ジ
ネ
ス
の
倫
理
と
ケ
ア
の
倫
理
」
に
関
す
る
考
察
に
お
い
て
論
じ
た
の
は
、
か
つ
て
ア
ダ
ム

・
ス
ミ
ス
が

『国
富
論
』

と

『道
徳
感
情
論
』
で
描
い
た
の
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
と
ケ
ア
の
幸
福
な
結
び
つ
き
の
時
代
だ

っ
た
が
、　
マ
ツ
ク
ス

・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が

『プ
ロ

テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』
で
描
い
た
の
は
、
両
者
が
乖
離
し
て
し
ま
っ
た
時
代
だ
っ
た
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

現
代
の
私
た
ち
も
、
両
者
を
繋
ご
う
と
す
る
努
力

（し
か
も
そ
れ
は
、
「貧
困
ビ
ジ
ネ
ス
」
の
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
悪
し
き
形
で
の
繋
が
り

で
あ
る
が
）
が
個
々
に
は
芽
生
え
て
い
な
が
ら
、
全
体
と
し
て
は
あ
い
か
わ
ら
ず
ビ
ジ
ネ
ス
と
ケ
ア
が
乖
離
し
た
ま
ま
の
時
代
の
な
か
で
、

五



エハ

ケ
ア
を
ビ
ジ
ネ
ス
と
い
う
市
場
原
理
に
任
せ
て
し
ま
う
の
か
、
そ
れ
と
も
、
ケ
ア
か
ら
ビ
ジ
ネ
ス
を
排
除
し
て
し
ま

っ
て
、
「チ
ャ
リ
テ
ィ

（慈
善
ｙ

の
よ
う
な
奉
仕
活
動
や
、
宗
教
的
背
景
を
必
ず
し
も
伴
わ
な
い

「ポ
ラ
ン
テ
イ
ア
」
活
動
に
頼
る
こ
と
に
す
る
の
か

（私
助
）
、

そ
れ
と
も
、
ケ
ア
を
国
／
県
／
自
治
体
の
パ
ブ
リ
ツ
ク
な
シ
ス
テ
ム

（制
度
）
の
な
か
に
組
み
込
む
よ
う
に
社
会
を
変
え
て
行
く
の
か

（公

助
）、
あ
る
い
は
ま
た
、
共
同
体
的
な
相
互
扶
助
制
度

（共
助
）
を
少
し
ず

つ
作
つ
て
積
み
上
げ
て
行
く
の
か
が
、
問
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
医
療
、
看
護
、
介
護
、
教
育
と
い
っ
た
ケ
ア
の
シ
ス
テ
ム

（制
度
）
を
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
―
そ
れ
が
い
ま
問
わ
れ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
私
は
五
年
ほ
ど
前
か
ら
、
北
欧
諸
国

（デ
ン
マ
ー
ク
、
ス
ウ

ェ
ー
デ
ン
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、

ア
イ
ス
ラ
ン
ド
）
に
お
け
る
ケ
ア
の
あ
り
方
や
ケ
ア
に
つ
い
て
の
考
え
方

（そ
れ
を
略
し
て

「北
欧
ケ
ア
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
）
に
興

味
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
二
〇

一
〇
年
度
よ
り
、
学
際
的
な
共
同
研
究
を
始
め
て
い
る
。
北
欧
の
国
々
で
は
、
ケ
ア
を
ビ
ジ
ネ
ス
原
理
に

委
ね
る
の
で
も
博
愛
原
理
に
委
ね
る
の
で
も
な
く
、
社
会
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
構
築
し
て
き
て
お
り
、　
一
つ
の
典
型
的
な
モ
デ
ル
を
提
示

し
て
く
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
い
ま
私
は
、
北
欧
の
国
々
に
学
び
な
が
ら
、
ケ
ア
の
マ
ク
ロ
な
次
元
と
し
て
、
ケ
ア
と

シ
ス
テ
ム
の
問
題
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
が
北
欧
現
象
学
の
研
究
者
た
ち
の
研
究
と
も

（単
に

一
方
か
ら
他
方

へ
の

因
果
関
係
で
は
な
く
、
あ
る
呼
応
し
あ
う
関
係
と
し
て
）
繋
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
密
か
な
予
想
を
抱
い
て
い
る
。

四
　
北
欧
現
象
学
と
の
交
流

そ
も
そ
も
、
「北
欧
ケ
ア
」

年
度
大
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

研
究

へ
の
き
っ
か
け
を
与
え
て
く
れ
た
の
は
、
北
欧
現
象
学
と
の
交
流
だ
っ
た
。
日
本
現
象
学
会
二
〇
〇
八

「日
本
の
現
象
学
へ
の
問
い
か
け
」
で
提
題
を
行
な
っ
た
〓
費
Ｌ
“
∽
ｏ
〓
●
げ
Ｒ
″
教
授

（ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
・



セ
ー
ダ
ー
タ
ー
ン
大
学
）
と
話
を
し
て
い
る
時
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で

「現
象
学
と
ケ
ア
リ
ン
グ
」
の
研
究
会
を
し
て
い
る
グ
ル
ー
プ
が
あ

る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
た
だ
い
た
。
翌
二
〇
〇
九
年
度
に
タ
ン
ペ
レ
（フ
イ
ン
ラ
ン
ど

で
開
催
さ
れ
た
北
欧
現
象
学
会
で
発
表

ミＺ
腱
８
Ｌ
く
ｏ

●
●
ヽ
”
ｑ
りｏ
８
一】く
ヽ

を
し
た
後
、
私
は
、
〓
Ｒ
Ｑ
ｏ
に
紹
介
さ
れ
た
研
究
者
パ
曽
〓

∪
野
手
ｏ
畠
教
授
（ヴ
ェ
ク
シ
ョ
ー
大
学
〉
を
ス
エ
ー

デ
ン
に
訪
ね
、
そ
の
研
究
会
に
参
加
し
た
。
そ
れ
は
、
①

「ケ
ア
学
の
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
・
ア
カ
デ
ミ
ー

含
卜
０
９
”
●
８
●
８
５
≧
Ｓ
ヽ
０日
ヽ

ｏ
」
０
ミ
』●
”
∽
２
ｏ
員
じ
」
の
ミ
ー
テ
イ
ン
グ
な
塑
博
士
課
程
教
育
セ
ミ
ナ
ー
「生
活
世
界
ケ
ア
¨
ウ
エ
ル
・ビ
ー
イ
ン
グ
の
実
存
的
↑
４
３
ｏ日
一す
０

観
点
」、
③
ボ
ー
ン
マ
ス
大
学

（イ
ギ
リ
ス
）
と
ヴ
エ
ク
シ
ョ
ー
大
学

（ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
）
の
共
同
研
究

「生
活
世
界
ケ
ア
と
教
育
」
と
い

う
三
つ
の
企
画
が
立
て
続
け
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

北
欧
ケ
ア
ヘ
の
関
心
に
つ
い
て
は
、
そ
の
前
に
、
「北
欧
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
日
常
を
感
じ
る
視
察
研
修
」
全
一〇
〇
七
年
）
に
参
加
し
、

現
地
研
修
を
行
な
っ
た
こ
と
２か

ら
始
ま
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
北
欧
の

「現
象
学
と
ケ
ア
リ
ン
グ
」
の
メ
ン
バ
ー
と
の
交
流
と
と
も
に
、

こ
の
研
修
の
メ
ン
バ
ー
に
も
声
を
か
け
て
、
学
際
的
な
共
同
研
究
と
し
て
科
研

「北
欧
ケ
ア
の
実
地
調
査
に
基
づ
く
理
論
的
基
礎
と
哲
学

的
背
景
の
研
究
」
が
始
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
研
究
の
趣
旨
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

「北
欧
諸
国
は
福
祉
先
進
国
と
し
て
知
ら
れ
、
わ
が
国
か
ら
も
た
び
た
び
施
設
や
制
度
の
調
査
が
行
わ
れ
、
福
祉
や
ケ
ア
に
従
事
す

る
研
究
者
の
報
告
に
よ
つ
て
紹
介
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
理
論
的
基
礎
や
哲
学
的
背
景
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
よ
く
知
ら
れ
て
は
い
な

い
。
北
欧
で
は
、
英
語
が
共
通
語
と
し
て
使
わ
れ
、
英
語
圏
の
哲
学
文
献
が
多
く
読
ま
れ
て
い
な
が
ら
、
大
陸
系
の
哲
学
の
影
響
も
強

く
、
英
米
の
哲
学
と
は
距
離
を
置
い
た
北
欧
に
特
徴
的
な
哲
学
が
展
開
さ
れ
、
そ
こ
で
は
福
祉
や
ケ
ア
の
哲
学
的
考
察

へ
の
関
心
も
強

い
。こ

う
し
た
北
欧
ケ
ア
の
理
論
的
基
礎
と
哲
学
的
背
景
を
、
単
な
る
文
献
研
究
で
は
な
く
、
実
地
の
現
場
の
な
か
で
そ
れ
が
ど
う
生
か

七



八

さ
れ
て
い
る
か
を
学
際
的
な
観
点
か
ら
調
査
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
学
際
的
な
研
究
を
展
開
す
る
こ
と
は
、
わ
が
国
で
も
こ
れ
か
ら
の

超
高
齢
社
会
の
な
か
で
福
祉

・
ケ
ア
の
理
論
的
基
盤
作
り
が
急
務
と
な
っ
て
い
る
な
か
で
大
い
に
貢
献
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。」

こ
こ
で
私
は
、　
一
方
で
は
、
実
地
調
査
と
し
て
、
北
欧
の
国
々
の
ケ
ア
の
現
場

（病
院
、
ホ
ス
ピ
ス
、
高
齢
者
施
設
、
障
害
者
施
設
な

ど
）
を
訪
問
し
て
現
場
の
人
々
の
声
に
耳
を
傾
け
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
、
北
欧
の
研
究
者

（現
象
学
研
究
者
と
ケ
ア
論
研
究
を
し

を

訪
ね
て
意
見
交
換
を
し
な
が
ら
、
共
同
研
究
者
た
ち
と
協
力
し
あ
っ
て
議
論
を
進
め
て
き
て
い
る
。

こ
こ
で
私
は
、
と
り
わ
け
、
「北
欧
ケ
ア
の
理
論
的
基
礎
と
哲
学
的
背
景
」
を
探
る
た
め
の
手
が
か
り
と
し
て
、
ユ田
述
の
「ケ
ア
学
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
ア
カ
デ
ミ
ー
」
が
理
念
の

一
つ
と
し
て
掲
げ
て
い
る

「生
活
世
界
ケ
ア

（〓
お
，ｌ
ｏ
Ｌ
Ｏ
【ｏ
ヽ
８
只
ン

に
注
目
し
た
。

「生
活
世
界
」
と
は
、
ケ
ア
さ
れ
る
そ
の
人
が
何
を
見
聞
き
し
、
何
に
関
心
を
寄
せ
、
何
を
大
切
に
し
、
ど
の
よ
う
な
世
界
に
生
き
て

い
る
の
か
、
ケ
ア
す
る
人
が
そ
の
世
界
に
近
づ
く
た
め
の
装
置
で
あ
る
。
ケ
ア
さ
れ
る
人
は
、
必
ず
し
も
ケ
ア
す
る
人
で
あ
る
私

（た
ち
）

と
同
じ
も
の
を
見
聞
き
し
、
同
じ
も
の
に
関
心
を
寄
せ
、
同
じ
も
の
を
大
切
に
し
、
同
じ
世
界
に
生
き
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
の
人

が
生
き
て
い
る
世
界
は
、
私

（た
ち
）
が
生
き
て
い
る
世
界
と
は
異
な
る
時
間
、
異
な
る
空
間
、
異
な
る
身
体
、
異
な
る
他
者
と
の
関
わ

り
方
、
異
な
る
価
値
観

・
人
生
観

・
死
生
観
か
ら
成
り
立

っ
て
い
る
。
「ケ
ア
」
は
、
そ
の
よ
う
な
そ
の
人
の
生
活
世
界
に
近
づ
く
こ
と
に

よ
っ
て
初
め
て
可
能
に
な
る
だ
ろ

２́

こ
の

「生
活
世
界
ケ
ア
」
と
い
う
考
え
の
新
し
さ
は
、
米
国
流
の
生
命
倫
理
学
と
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
流
の
生
命
倫
理
学
と
の
違
い
を
考
え
る

と
明
ら
か
に
な
る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に

「ケ
ア
学
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ア
カ
デ
ミ
ー
」
の
理
念
ら
し
く
、
米
国
流
に
対
す
る
ョ
ー
ロ
ッ
パ
流
の

考
え
方
を
表
す
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
米
国
流
の
生
命
倫
理
は
、
自
立
・自
己
決
定
を
余
り
に
強
調
し
て
き
た
が
、

そ
れ
に
対
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
流
の
生
命
倫
理
は
、
自
立

・
自
己
決
定
を
認
め
つ
つ
も
、
同
時
に
連
帯

・
共
同
体
を
も
大
切
に
し
よ
う
と



し
て
い
る
。
人
間
を
自
由
・
自
立
・
自
己
決
定

・
自
己
責
任
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
と
と
も
に
、
「自
由
か
つ
依
存
的
な
存
在
」
と
し
て
考
え

る
人
間
観
に
基
づ
い
て
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
病
院
で
孤
立
し
た
患
者
の
自
立

・
自
己
決
定
で
は
な
く
、
在
宅
で
暮
ら
す

生
活
者
の
連
帯

・
共
同
体
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
生
活
世
界
ケ
ア
と
は
、
自
立

・
自
己
決
定
を
連
帯

・
共
同
体
へ
と
繋
げ
て
い
く
思
想

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

北
欧
諸
国
で
は
、
医
療
と
介
護
を
統
合
し
な
が
ら
、
病
院
と
施
設
に
お
け
る
ケ
ア
か
ら
在
宅
ケ
ア

（在
宅
医
療
、
在
宅
看
護
、
在
宅
リ

ハ
ビ
リ
、
在
宅
介
護
）
へ
と
す
で
に
焦
点
が
移
っ
て
来
て
い
る
。
こ
の
在
宅
ケ
ア
を
支
え
る
思
想
的
基
盤
こ
そ
、
「生
活
世
界
ケ
ア
」
の
思

想
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
哲
学
・思
想
と
現
場
と
は
、
必
ず
し
も
単
純
に
繋
が
つ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
「生
活
世
界
ケ
ア
」
と

い
う
考
え
方
が
、
必
ず
し
も
直
接
に
現
場
や
臨
床
と
つ
な
が
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
ど
ち
ら
か
の
一
方
的
な
影
響
が
あ
る
わ
け
で
も

な
い
。
し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
或
る
臨
床
の
現
場
と
或
る
思
想

・
哲
学
と
の
間
に
は
、
何
ら
か
の
仕
方
で
呼
応
し
合
つ
て
い
る
と

言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
「生
活
世
界
ケ
ア
」
は
ま
さ
に
、
「在
宅
ケ
ア
」
を
中
心
に
す
え
た
北
欧
諸
国
の
ケ
ア
の
あ
り
方
に
対
応
す
る
、
ケ

ア
の
思
想
で
あ
る
と
一一一早
え
よ
う
。

と
り
わ
け
、
東
日
本
大
震
災
と
福
島
原
発
事
故
以
来
、
日
本
で
も
、
社
会
保
障
と
税
制
の
問
題
、
脱
原
発
と
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
問
題

に
、
急
速
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
次
世
代
の
た
め
の
社
会
と
環
境
の

「持
続
可
能
性

（ｏ
口
降

，
３
“
匡
】〓
じ
」
の
問
題
だ
と

も
一一一冒
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
日
本
と
比
較
す
る
時
、
北
欧
の
国
々
、
な
か
で
も
ス
ウ
エ
ー
デ
ン
は
、
福
祉
先
進
国
で
あ
る
と
と
も
に
環
境

保
護
先
進
国
と
も
言
わ
れ
、　
一
九
九
六
年
か
ら

「緑
の
福
祉
国
家
」
と
い
う
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
打
ち
出
し
て
目
標
に
し
て
き
て
い
る
。

持
続
可
能
な
社
会
シ
ス
テ
ム
の
問
題
と
、
持
続
可
能
な
環
境
シ
ス
テ
ム
の
問
題
は
、
別
々
の
問
題
で
は
な
く
、
互
い
に
絡
み
合
つ
て
、

共
通
の
基
盤
を
も
つ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
へ
の
ケ
ア
と
自
然
へ
の
ケ
ア
で
あ
る
。
因
み
に
、
日
本
の
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
大
使
館
で
は
、
日
本
の
人
々
に
対
し
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
を
紹
介
す
る
た
め
の
雑
誌
を
定
期
的
に
発
行
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は

Ｒ
Ｏ
ミ
〓
”
、．

九



一
〇

と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
も
、
ス
ウ

エ
ー
デ
ン
の
人
々
が
い
か
に

ミ
０

，
ユ
●
”
．．
と
い
う
こ
と
を
大
切
に
し
て
い
る

か
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
よ
”２

お
わ
り
に

さ
て
。
問
い
は
、
「課
題
指
向
型
の
学
際
的
研
究
の
な
か
で
哲
学
は
ど
ん
な
役
割
を
果
た
せ
る
か
」
で
あ
っ
た
。
哲
学
の
特
徴
の

一
つ
は
、

学
際
的

合
，
お

‐ヽ摯
∽
Ｑ
Ｌ
〓
Ｒ
じ

な
研
究
の
な
か
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
問
分
野

貧
お
ａ
Ｌ
ｒ
ｃ

の
専
門
家
が
、
専
門
家
で
あ
れ
ば
こ
そ
、

な
か
な
か
そ
の
分
野
を
越
え
る
ま
な
ざ
し
を
も
ち
に
く
い
の
に
比
べ
、
哲
学
は
い
か
な
る
分
野
の
専
門
家
で
も
な
い
こ
と
に
よ
つ
て
、
個
々

の
分
野
を
越
え
た
全
体

へ
の
ま
な
ざ
し
を
も
ち
う
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
が
単
に
上
空
飛
行
的
な
言
語
ゲ
ー
ム
に
な
ら
な
い
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
足
場
を
も
つ
専
門
家
と
の

「対
話
」

が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
哲
学
の
も
う

一
つ
の
特
徴
は
、
原
理
的
な
思
考
、
す
な
わ
ち
原
理
／
根
源
の
探
求
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
す

で
に
手
に
し
て
い
る
原
理
の
各
分
野
／
現
場

へ
の

「応
用
」
で
は
な
い
。
具
体
的
な
場
白
と
抽
象
的
な
原
理
の
間
の

「対
話
」
に
よ
る
往

復
運
動
の
な
か
で
、
原
理
／
根
源
を
探
求
す
る
こ
と
こ
そ
、
哲
学
の
営
み
と
一一一里
え
よ
う
。

現
在
、
私
は
大
阪
で

「ケ
ア
の
臨
床
哲
学
」
研
究
会
を
運
営
し
、
京
都
の

「〈ケ
ア
〉
を
考
え
る
会
」
お
よ
び
神
戸
の

「患
者
の
ウ

ェ
ル

リ
ビ
ン
グ
を
考
え
る
会
」
と
と
も
に
、
連
続
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
続
け
て
き
て
い
る
。
そ
れ
は
、
各
現
場
の
専
凹
家
と

一
般
市
民
と
と
も
に

「対
話
」
の
可
能
性
を
探
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

「対
話
」
の
場
を
作
っ
て
行
く
こ
と
が
、
哲
学
者
の

一
つ
の
役
割
で
は
な
い
か
、

と
考
え
て
い
る
。
こ
う
し
て

「対
話
」
の
な
か
で
、
原
理
／
根
源

へ
の
探
求
を
し
つ
つ
、
領
域
を
越
え
て
全
体

へ
の
ま
な
ぎ
し
を
も
つ
可

能
性
を
探
求
す
る
と
こ
ろ
に
、
哲
学
の
役
割
が
あ
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。



註．
こ
れ
が
、
静
岡
大
学
哲
学
会
第
三
四
回
大
会

（
二
〇

一
一
年

一
一
月
二
日
）
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
本
稿
は
、
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
ヘ
の
提

題
と
し
て
日
頭
発
表
し
た
も
の
を
論
文
の
形
に
書
き
改
め
た
も
の
で
あ
る
。

２
精
神
科
医
た
ち
と
行
な
っ
た
「臨
床
と
哲
学
の
研
究
会
」
貧

九
九
三
～
二
〇
〇
四
年
）
、
情
報
系
の
研
究
者
と
行
な
っ
た
「広
領
域
分
野
に
お
け
る
学
術

・

教
育
資
料
の
情
報
体
系
分
析
と
情
報
資
源
化
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」
２

九
九
四
～

一
九
九
七
年
）
、
生
物
系
の
研
究
者
と
行
な
っ
た
「生
物

（人
間
）
―

環
境
シ
ス
テ
ム
の
動
態
に
対
す
る
環
境
変
動
の
影
響
」
２

九
九
七
～

一
九
九
九
年
）
な
ど
に
参
加
し
た
。

３
科
研
に
よ
る
共
同
研
究

「
い
の
ち
と
こ
こ
ろ
に
関
わ
る
現
代
の
諸
問
題
の
現
場
に
臨
む
臨
床
人
間
学
の
方
法
論
的
構
築
」
公
一〇
〇
〇
～
二
〇
〇

一
年
）
。

４
そ
れ
は
現
在
も
継
続
さ
れ
、
二
〇

一
二
年
四
月
現
在
、
す
で
に
四
二
回
の
研
究
会
が
重
ね
ら
れ
、
年
に

一
度
発
行
さ
れ
て
い
る

『
合
同
研
究
会
要
旨
集
』

も
九
号
を
数
え
て
い
る
。

５
そ
れ
を
も
と
に
し
て
、
科
研
「生
命
ケ
ア
の
比
較
文
化
論
的
研
究
と
そ
の
成
果
に
基
づ
く
情
報
の
集
積
と
発
信
」
全
一〇
〇
三
～
二
〇
〇
五
年
）
、
科
研
「対

人
援
助

（心
理
臨
床
　
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ケ
ア
）
の
倫
理
と
法
、
そ
の
理
論
と
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
開
発
」
公
一〇
〇
五
～
二
〇
〇
七
年
）
も
生
ま
れ
た
。

６
科
研
の
共
同
研
究

「
フ
ッ
サ
ー
ル
ニ
ア
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
と
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
検
索
結
果
公
開
」
２

九
九
四
～

一
九
九
七
年
）
、
同

「新
資

料

・
新
研
究
に
基
づ
く
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
国
際
的
研
究
の
新
し
い
地
平
の
開
拓
」
公
一〇
〇
二
～
二
〇
〇
四
年
）
（共
に
研
究
代
表
者
を
務
め
た
）
、

お
よ
び
、
『
フ
ツ
サ
ー
ル
間
主
観
性
の
現
象
学
』
（創
文
社
、　
一
九
九
五
年
）
、
フ
ッ
サ
ー
ル

『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
（単
訳
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇

一
年
）

を
出
版
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

７
科
研
の
共
同
研
究

「多
極
化
す
る
現
象
学
の
新
世
代
組
織
形
成
と
連
動
し
た

「間
文
化
現
象
学
」
の
研
究
」
公
一〇
〇
八
～
二
〇

一
三
年
度
、
代
表

¨
谷

徹
）
に
研
究
分
担
者
と
し
て
加
わ
っ
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
、
哲
学
研
究
者
と
精
神
医
学
研
究
者
が
集
ま
っ
た
も
の
だ
が
、
海
外
の
研
究
協
力
者
が
多
数
参

加
し
て
お
り
、
国
際
的
共
同
研
究
と
い
う
性
格
が
強
い
。

８
科
研
の
共
同
研
究

「「
い
の
ち
・
か
ら
だ
二
ｙ
ヽ
ろ
」
を
め
ぐ
る
現
代
的
問
題

へ
の
応
用
現
象
学
か
ら
の
貢
献
の
試
み
」
全
一〇
〇
六
～
二
〇
〇
八
年
度
）
、

お
よ
び
同

「ケ
ア
の
現
象
学
の
基
礎
と
展
開
」
全
一〇
〇
九
～
二
〇

一
一
年
度
、
と
も
に
、
研
究
代
表
者

一
榊
原
哲
也
）
に
、
研
究
分
担
者
と
し
て
加
わ
っ

た
。
拙
稿

＾
ｏ
Ｒ
Ｆ
”
い８
日

，
ｏ
”
〓
０
●
ｏ
８
ｏ
●
０
ざ
咀
０
こ
”
ｏ
日
一
Ｒ

く
お
ヨ
ー
∪
８
一り
】ｏ
７
日
”
〓
漱
■
●
お
ヨ
ｐＦ
２
ｏ
Ｒ
ｏ
ま

『
ヽ
マ
５
１
．バ
科
研
費
報



一
二

告
書

「
「
い
の
ち

・
か
ら
だ

ｏ
こ
こ
ろ
」
を
め
ぐ
る
現
代
的
問
題

へ
の
応
用
現
象
学
か
ら
の
貢
献
の
試
み
」
二
〇
〇
九
年
二
月
）
参
照
。

９
国
口
の
質
ヒ
Ｆ
卜
や
ｓヽ
一
国
“
”
目
【
＼Ｆ
∽
■
Ｈ”

ｌｏ

ゴ

訂

Ｗ

ヽ

口

】

ゐ

”

「

ギ

賢

員

５

Ｐ
ｏ
ゴ

場

♂

『
”

あ

ご

″

ｒ

口

９

ａ

周

）
ｒ

お

日

営

０

口
Ｌ

０
９

ｈ̈
８

８

８

ヽ
↓

ざ

卜

は

ざ

ヽ

ヽ

Ｎ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

ｓ
Ｓ

Ｗ

∽
８

お

日

Ｏ
ｑ

Ｈ∞
“
〓
Ｎ安
‘
・
∽
（８
Ｌ

Ｚ
ｐ
●
ｏ
●
ヽ
Ｃ
●
７
０
‘
〓
手

ｕ
そ
の
成
果
の
一
部
は
、
『
現
代
思
想
』
特
集

「臨
床
現
象
学
」
全
一〇

一
〇
年
十
月
号
）
と
も
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
そ
の
後
、
二
〇

一
二
年
度
か
ら
新
た
な

共
同
研
究

「ケ
ア
の
現
象
学
の
具
体
的
展
開
」
（研
究
代
表
者

¨
榊
原
哲
也
）

へ
と
継
承
さ
れ
て
い
る
。

２
共
同
研
究
の
代
表
者
で
あ
る
榊
原
哲
也
は
、
そ
の
著
書

『
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
生
成
―
方
法
の
成
立
と
展
開
』
（東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
十

一
月
）
で
、
そ
の
こ
と
を

一
貫
し
て
主
張
し
て
い
る
。

Ｂ
拙
稿

「
フ
ッ
サ
ー
ル
と
シ
ュ
ッ
ツ
ー
対
話
と
し
て
の
臨
床
哲
学
の
た
め
に
―
」
（
メ
タ
フ
ィ
シ
カ
』
第
三
九
号
、
二
〇
〇
八
年
）
参
照
。

‐４
例
え
ば
、
『
臨
床
哲
学
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
』
創
刊
号

（
一
九
九
七
年
）
、
『
臨
床
哲
学
』
創
刊
号

（
一
九
九
九
年
）
な
ど
。
私
自
身
の
考
察
に
つ
い
て
は
、

拙
稿

「
二
つ
の

「臨
床
哲
学
」

（日
本
精
神
病
理

・
精
神
療
法
学
会
編

『
臨
床
精
神
病
理
』、
二
〇

一
〇
年
十
二
月
）
参
照
。

・５
拙
稿

「ケ
ア
の
現
象
学

へ
の
途
上
で
―
故
・渡
邊
美
千
代
を
偲
ん
で
―
」
（大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
哲
学
講
座
編

『
メ
タ
フ
ィ
シ
カ
』
第
四
二
号
・

鷲
田
清

一
名
誉
教
授
退
職
記
念
号
、
二
〇

一
一
年
十

一
月
）
参
照
。

‐６
ア
イ
デ
ア
と
し
て
は
、
広
井
良
典

『
ケ
ア
学
―
越
境
す
る
ケ
ア
ヘ
』
（医
学
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
九
月
）
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
二
〇

一
一
年
度
か

ら
、
科
研
費
に
時
限
付
き
細
目

「ケ
ア
学
」
が
三
年
間
の
時
限
付
き
で
始
ま

っ
た
が
、
そ
の
な
か
で
採
択
さ
れ
た

「定
常
化
社
会
に
お
け
る
ケ
ア
と
そ
の

シ
ス
テ
ム
」
（代
表
者

¨
紀
平
知
樹
）
、
「高
齢
者
介
護
に
関
わ
る
人
材
の
資
質
向
上
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
と
効
果
測
定
に
か
か
る
研
究
」
（代
表
者

¨
備
酒

伸
彦
）
に
研
究
分
担
者
と
し
て
加
わ
っ
た
の
も
、
そ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
で
あ
る
。

■
拙
稿

「生
と
死
を
ケ
ア
す
る
こ
と
―
ケ
ア
の
現
象
学
的
人
間
学
か
ら
―
」
「
哲
學
』
第
五
八
号
、
二
〇
〇
七
年
）
参
照
。

ぉ
拙
稿

「ビ
ジ
ネ
ス
・倫
理
・
ケ
ア
」
翁
西
日
本
哲
学
年
報
』
第

一
七
号
、
二
〇
〇
九
年
）
お
よ
び
、
同

「ビ
ジ
ネ
ス
と
ケ
ア
を
つ
な
ぐ
倫
理
」
「
異
文
化

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
』
第
二
三
号
、
二
〇

一
一
年
）
参
照
。

‐９
日
本
倫
理
学
会
第
六
二
回
大
会
ワ
ー
ク
シ
ョ
ツ
プ

（二
〇

一
一
年
九
月
三
〇
日
）
に
て
、
「組
織
・制
度
・
経
済
か
ら
み
る
ケ
ア
」
（紀
平
知
樹
、
浜
渦
辰

二
、
大
北
全
俊
）
を
口
頭
発
表
。

ヵ
そ
の
行
く
末
を
描
い
た
の
が
、　
マ
イ
ケ
ル
・
ム
ー
ア
監
督
の
映
画

『
シ
ッ
コ

（り笙
５
こ

（二
〇
〇
七
年
）
で
あ
っ
た
。



２．
科
研
に
よ
る
共
同
研
究

「北
欧
ケ
ア
の
実
地
調
査
に
基
づ
く
理
論
的
基
礎
と
哲
学
的
背
景
の
研
究
」
（代
表

一
浜
渦
）。

２
日
本
現
象
学
会
で
は
、
四
年
ほ
ど
前
か
ら
、
北
欧
現
象
学
会
お
よ
び
韓
国
現
象
学
会
と
の
交
流
を
始
め
て
お
り
、
毎
年
そ
れ
ぞ
れ
の
学
会
の
年
度
大
会
に

は
そ
れ
ぞ
れ
の
学
会
会
員
の
発
表
の
枠
を
設
け
て
、
相
互
の
交
流
を
促
し
て
い
る
。
以
下
で
言
及
す
る
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
研
究
者
が
日
本
現
象
学
会
で

発
表
し
、
私
も
合
め
た
日
本
の
研
究
者
が
北
欧
な
い
し
韓
国
で
発
表
を
し
た
の
も
、
そ
う
し
た
交
流
活
動
の
一
環
で
あ
る
。

２
報
告
書

「高
齢
者
ケ
ア
の
倫
理
と
法
を
め
ぐ
っ
て
―
北
欧
の
高
齢
者
ケ
ア
視
察
研
修
報
告
―
」
↑
臨
床
と
法
」
研
究
会
活
動
報
告
―
）
第
二
号
、
二
〇
〇

八
年
）
参
照
。

２
研
究
組
織
は
、
次
の
通
り
。
浜
渦
辰
二

（大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
／
倫
理
学
・臨
床
哲
学
）
、
竹
之
内
裕
文

（静
岡
大
学
創
造
科
学
技
術
大
学
院
／

哲
学

・
死
生
学
）
、
中
河
豊

八
名
古
屋
芸
術
大
学
／
哲
学

・
音
楽
療
法
）、
高
橋
照
子

（西
武
文
理
大
学
／
看
護
学
原
論

看
護
理
論
）
、
備
酒
伸
彦

（神

戸
学
院
大
学
／
高
齢
者
リ
ハ
ビ
リ
・介
護
）
、
中
村
剛

（関
西
福
祉
大
学
／
福
祉
哲
学
・社
会
福
祉
学
）
、
福
井
栄
二
郎

（島
根
大
学
法
文
学
部
・文
化
人

類
学
）
、
竹
内
さ
を
り

（甲
南
女
子
大
学
／
作
業
療
法
学

地
域
リ
ハ
ビ
リ
学
）
、
前
野
竜
太
郎

（聖
隷
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
大
学
／
理
学
療
法
学
）
、
山
本
大

誠

（神
戸
学
院
大
学
／
理
学
療
法
学
）
。

ぁ
私
の
北
欧
で
の
実
地
調
査
と
研
究
者
訪
間
は
、
次
の
四
回
に
わ
た
つ
て
い
る
。
①

「北
欧
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
日
常
を
感
じ
る
視
察
研
修
」
に
参
加
、
デ

ン
マ
ー
ク
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
高
齢
者
施
設
と
市
役
所
保
健
サ
ー
ビ
ス
課
を
見
学
・情
報
収
集

（二
〇
〇
七
年
十

一
月
）
、
②
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
の
学
会

（北
欧
現
象
学
会
）
で
研
究
発
表
の
の
ち
、
ス
ウ
エ
ー
デ
ン
の
研
究
会

（現
象
学
と
ケ
ア
リ
ン
グ
）
に
参
加
、
研
究
者

（〓
Ｒ
２

，
∽
ｏ

，
‘
０
３
●

”
お
Ｏ
①
ュ
ｏ

∽
く
ｏ
口
８
●
∽
両
教
授
）
と
意
見
交
換

（二
〇
〇
九
年
四
月
）
。
③
英
国
で
学
会

（質
的
研
究
学
会
Ｙ

研
究
会

（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ケ
ア
学
ア
カ
デ
ミ
ー
）
に

参
加
の
の
ち
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
研
究
会
で
発
表

意
見
交
換
、
デ
ン
マ
ー
ク
で
施
設
見
学
・
調
査

（二
〇

一
〇
年
九
月
）
。
④
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
研
究

者
に
再
会
す
る
と
と
も
に
、
ホ
ス
ピ
ス
と
障
が
い
者
用
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
を
見
学
・
調
査
、
英
国
で
研
究
者

（ヨ
ー
ロ
ツ
パ
・
ホ
ス
ピ
ス
の
研
究
者
で
医

療
社
会
学
者
の
∪
ミ
〓

０
】賀
ド
教
授
）
を
訪
問

（二
〇

一
一
年
十

一
月
）
。

ぁ
そ
の
理
念
の
先
導
者
の
一
人
が
パ
Ｒ
ま

∪
，
，

３
８
”
教
授
で
、
そ
の
研
究
は
、
ヽ
ミ
ヽ
ヽヽ
ヽ
い
ヽ
ミ
ヽ
ミ
ヽ
「
∽ヽヽ

ミ
゛
３
〓
Ｏ
ｏ
ユ
ｏ
口
澤
ｑ
算
ｏ
い
８
８
）と
し

て
出
版
さ
れ
て
い
る
。
因
に
、
同
ア
カ
デ
ミ
ー
が
掲
げ
て
い
る
他
の
二
つ
の
理
念
は
、
「文
化
横
断
ケ
ア
」
（■
８
・８
●
】〓
Ｓ
】
ｏ
●
８
）
と

「公
的
な
健
康

保
健
制
度
」
Ｃ
●
〓
き

，
ｏ
Ｌ
〓
）
で
あ
る
。

７
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
フ
ツ
サ
ー
ル
の
用
語

ミ
■
ｏ
ｒ
じ
∽‘
ｏ
中ミ

に
由
来
す
る
。

２
「生
活
世
界
ケ
ア
」
の
五
つ
の
要
素
と
し
て
、
①
時
間
性
、
②
空
間
性
、
③
間
主
観
性
、
④
身
体
性
、
⑤
気
分

・
情
緒
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

一
一一一



一
四

２９
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
審
議
会
答
申

（松
田
純
監
訳
）
『
人
間
の
尊
厳
と
遺
伝
子
情
報
―
現
代
医
療
の
法
と
倫
理

（上
）
―
』
（知
泉
書
館
、
二
〇
〇
四
年
）
参

照
。

∞

「高
齢
社
会
に
お
け
る
終
末
期
医
療
を
考
え
る
」
公
一〇

一
〇
年
四
月
二
五
日
）
、
「高
齢
社
会
に
お
け
る
ホ
ス
ピ
ス
を
考
え
る
」
公
一〇

一
〇
年
八
月
二
九

日
）
、
「高
齢
社
会
に
お
け
る
施
設
で
の
看
取
り
を
考
え
る
」
公
一〇

一
一
年

一
月

一
五
日
）
、
「高
齢
社
会
に
お
け
る
人
工
栄
養
を
考
え
る
」
公
一〇

一
一
年

五
月
二
九
日
）
、
「高
齢
社
会
に
お
け
る
認
知
症
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
を
考
え
る
」
公
一〇

一
一
年
八
月
二
十

一
日
）
、
「高
齢
社
会
に
お
け
る
ケ
ア
を
考
え
る
」
公
一

〇

一
二
年

一
月

一
四
日
）。
二
年
間
に
わ
た
る
活
動
の
記
録

『
ケ
ア
の
臨
床
哲
学
―
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
記
録
』
公
一〇

一
二
年
三
月
）
が
発
行
さ
れ
た
。

３‐
二
〇

一
二
年
五
月
五
日
に
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「高
齢
社
会
の
な
か
で
北
欧
ケ
ア
を
考
え
る
」
（提
題
者
は
、
リ
ハ
ビ
リ
学
の
備
酒
伸
彦
、
社
会

福
祉
学
の
中
村
剛
、
そ
し
て
臨
床
哲
学
の
私
で
あ
る
）
は
、
上
記
の
よ
う
な

「北
欧
ケ
ア
」
を
め
ぐ
る
問
題
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
専
門
家
お
よ
び

一
般
市
民

の
人
た
ち
と

「対
話
」
に
よ
る
意
見
交
換
を
す
る
場
に
な
っ
た
。

２
も
ち
ろ
ん
、
フ
ツ
サ
ー
ル
現
象
学
を
中
心
に
し
た
哲
学
研
究
も
忘
れ
て
は
い
な
い
。
先
日
の
関
西
倫
理
学
会

分
一〇

一
一
年
十
月
三
〇
日
）
で
は
、
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム

「直
観
と
倫
理
」
で
提
題
者
と
し
て
、
「直
観
と
そ
れ
を
隠
れ
て
支
え
て
い
る
も
の
―

「直
観
と
倫
理
」
へ
の
フ
ツ
サ
ー
ル
現
象
学
か
ら
の
ア

プ
ロ
ー
チ
ー
」
と
い
う
発
表
を
行
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
わ
が
国
で
は
十
分
に
知
ら
れ
て
来
な
か
っ
た
フ
ッ
サ
ー
ル
倫
理
学
の
紹
介
を
行
な
う
も

の
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
フ
ッ
サ
ー
ル

『
間
主
観
性
の
現
象
学
―
そ
の
方
法
』
（ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇

一
二
年
五
月
刊
）
に

一
端
が
示
さ
れ
た
翻
訳

作
業
も
進
行
中
で
あ
る
。
い
ま
は
、
ケ
ア
論
と
現
象
学
研
究
が
収
飲
し
て
い
く
地
点
を
探

つ
て
い
る
。

（は
ま
う
ず
　
し
ん
じ
　
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
）


