
ベ
ル
ク
ソ
ン

『
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』

ー
、
は
じ
め
に

ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン

(
Z
3
1

∞2
6
m
ω
o
p
H
∞
3
1
5
2
)
は
、
『
道

徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』
(
ト
g
u
s
h
N
S
S・2
h
n
r
E
Sミ
Q
r
丘

母

宮

高
s

r
h
1
0
3
w
s
s
、
以
下
「
二
源
泉
』
と
略
記
)
の
中
で
、
真
の
神
秘
家
と

呼
ば
れ
る
人
々
が
何
よ
り
も
行
動
す
る
人
々
で
あ
る
こ
と
を
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

「
真
の
神
秘
家
は
、
彼
ら
を
満
た
す
流
れ
に
単
に
自
ら
を
開
く
。

彼
ら
は
、
自
分
の
内
に
自
分
自
身
よ
り
も
良
い
も
の
を
感
じ
て
い

る
の
で
、
自
分
自
身
を
信
じ
、
偉
大
な
行
動
人
と
し
て
自
ら
を
現

わ
し
、
神
秘
主
義
は
克
神
体
験
や
悦
惚
や
忘
我
に
過
ぎ
な
い
と
み

な
す
人
々
を
驚
か
せ
る
」

(HCHIN¥53)
。

「
こ
れ

(
H
完
全
な
神
秘
主
義
)
は
、
行
動
で
あ
り
、
創
造
で
あ
り
、

愛
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」

(
N
ω

∞¥
H
M
g
、
括
弧
内
引
用
者
)
。

に
お
け
る
健
康
概
念
に
つ
い
て

北

夏

子

ベルクソン『道穂と宗教の二源泉jにおける健康概念について

「
偉
大
な
神
秘
家
は
(
中
略
)
男
性
で
あ
れ
女
性
で
あ
れ
、
一
般

に
行
動
の
人
で
あ
り
、
高
次
の
長
識
(
ロ
コ
ゲ
。
コ
忠
コ
ωω
名
b
z
o
c吋
)

の
持
主
だ
っ
た
」

(
N
S
¥
己
缶
、
中
略
引
用
者
)
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
真
の
神
秘
家
と
呼
ば
れ
る
人
々
に
は
行
動
が
伴

っ
て
い
る
。

わ
た
し
た
ち
は
神
秘
家
に
憧
れ
神
秘
家
に
な
り
た
い
と
思
う
こ
と
が

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
神
秘
家
は
真
の
自
由
を
体
現
し

て
い
る
人
々
で
あ
り
彼
ら
は
人
類
に
お
け
る
最
も
卓
抜
し
た
生
き
方
を

し
て
い
る
人
々
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
が

こ
の
地
上
で
こ
の
生
に
お
い
て
最
善
で
最
上
の
生
き
方
を
実
現
し
た
い

と
考
え
る
こ
と
は
、
わ
た
し
た
ち
各
々
に
と
っ
て
不
自
然
な
こ
と
で
は

h
k

、唱。

寸
ん
』

}
Vと

こ
ろ
で
、
こ
こ
で
素
朴
な
疑
問
問
を
提
示
し
た
い
。
神
秘
家
が
何
よ

り
も
行
動
の
人
で
あ
る
な
ら
ば
、
身
体
に
障
害
を
持
つ
人
々
や
病
気
を

持
つ
人
々
と
い
っ
た
、
行
動
を
制
限
さ
れ
て
い
る
人
々
は
、
人
類
に
お

1 



け
る
理
想
を
実
現
す
る
力
を
奪
わ
れ
た
人
々
な
の
か
。
あ
る
い
は
先
天

的
に
障
害
を
持
っ
て
い
る
人
々
は
先
天
的
に
理
想
を
実
現
す
る
資
格
を

奪
わ
れ
て
い
る
と
宣
告
さ
れ
た
人
々
な
の
か
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
自
由
論

が
自
由
行
為
論
で
あ
り
、
自
由
を
実
現
す
る
神
秘
家
を
行
動
す
る
人
々

で
あ
る
と
定
義
、
つ
け
て
い
る
こ
と
は
、
わ
た
し
た
ち
に
こ
の
よ
う
な
疑

問
を
抱
か
せ
る
。

こ
の
素
朴
な
疑
問
に
対
し
て
、
わ
た
し
た
ち
は
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で

答
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
自
由
」

と
は
何
か
、
と
い
う
関
い
を
明
ら
か
に
す
る
な
か
で
答
え
る
こ
と
も
で

き
る
だ
ろ
う
し
、
自
由
な
「
行
為
」
と
い
う
と
き
の
「
行
為
」
と
は
侭

か
、
と
い
う
鴻
い
を
た
て
て
答
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で

は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
『
二
源
泉
』
の
な
か
で
示
さ
れ
る
「
健
康
」
と
「
病

気
」
の
概
念
構
造
に
注
目
す
る
と
い
う
方
法
で
こ
の
間
い
に
一
つ
の
答

え
を
与
え
よ
う
と
患
う
。
と
い
う
の
も
、
真
の
神
秘
家
は
行
動
す
る
人
々

で
あ
る
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
優
れ
て
健
康
な
人
々
で
あ
る
と

も
呼
ば
れ
る
人
々
で
あ
り
、
'
自
由
な
人
々
と
そ
う
で
は
な
い
人
々
と
い

う
構
図
を
、
健
康
な
人
々
と
病
気
の
人
々
と
い
う
構
図
に
置
き
換
え
て
、

考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に

述
べ
る
。

「
そ
れ
で
も
、
し
っ
か
り
と
安
定
し
、
例
外
的
な
、
知
性
的
な
健

康

(
ω
S
H
b
E
Z
=
2
E丘
一
。
)
が
あ
り
、
そ
れ
は
容
易
に
見
分
け
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
健
康
は
、
行
動
を
好
む
こ
と
、
状
況
に

適
応
し
、
再
適
応
す
る
能
力
、
頗
応
性
に
付
絡
す
る
揺
る
ぎ
な
さ
、

可
能
と
不
可
能
を
預
言
す
る
識
別
力
、
複
雑
な
こ
と
に
打
ち
勝
つ

単
純
性
の
精
神
、
つ
ま
り
、
高
次
の
良
識
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
。

こ
れ
は
、
ま
さ
し
く
、
わ
た
し
た
ち
が
話
し
て
い
る
神
秘
家
た
ち

に
見
出
す
こ
と
で
は
な
い
か
」

(
N
S
l
N
¥

己
S

)

。

2 

「
健
康
」
と
「
病
気
」
は
「
自
由
」
と
「
不
自
由
」
の
単
な
る
言
い
換
え
で
、

一
方
を
否
定
す
れ
ば
他
方
に
な
る
と
い
う
関
係
で
し
か
な
い
の
か
。
そ

れ
と
も
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
神
秘
家
を
健
康
な
人
々
で
あ
る
と
述
べ
る
と

き
、
そ
こ
に
は
こ
の
関
係
を
示
そ
う
と
す
る
の
と
は
別
の
意
図
が
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
神
秘
家
を
健
康
な
人
々
で
あ
る
と
述
べ

る
意
図
は
何
か
。
本
稿
は
こ
の
間
い
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
障
害

や
病
気
を
持
つ
人
々
が
自
由
を
奪
わ
れ
た
人
々
で
あ
る
の
か
否
か
と
い

う
疑
問
に
答
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

2
、
健
康
と
病
気
の
関
係
の
変
遷

i
l身
体
か
ら
社
会
・
行
為
へ

本
稿
は
特
に
『
二
源
泉
』
に
お
け
る
健
康
概
念
を
問
題
と
す
る
。
と

こ
ろ
で
、
『
二
源
泉
』
の
第
二
章
に
は
次
の
よ
う
な
笛
一
昨
が
あ
る
。

「
社
会
か
ら
孤
絶
し
た
り
、
社
会
の
っ
と
め
(
色
。
ユ
)
に
充
分
に

参
加
し
な
い
で
い
る
と
、
人
間
は
[
蜂
の
巣
か
ら
離
れ
た
蜂
に
]



恐
ら
く
似
て
い
る
病
気
で
苦
し
む
が
、
そ
れ
は
現
在
ま
で
ほ
と
ん

ど
研
究
さ
れ
て
き
て
い
な
い
、
わ
た
し
た
ち
が
倦
怠

(25-)

と
呼
ん
で
い
る
病
気
で
あ
る
。
孤
独
が
長
引
く
と
、
た
と
え
ば
禁

鍛
別
に
お
い
て
の
よ
う
に
、
特
徴
の
あ
る
精
神
撞
害
が
は
っ
き
り

現
れ
る
(
呂
ゆ
¥
包
宏
、
角
括
弧
内
引
用
者
)
。

「
物
質
と
記
憶
』
(
ミ
ミ

S
・
伶
丘
ヨ
臥
3
0
3
・F

お
ま
)
の
な
か
で
、
ベ
ル
ク

ソ
ン
が
「
失
語
症
」
の
研
究
を
通
し
て
、
自
国
さ
れ
な
い
精
神
を
わ
た
し

た
ち
に
示
し
て
見
せ
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
者
な
ら
、
こ
の
笛
所
を

読
ん
で
、
こ
う
思
う
か
も
し
れ
な
い
。
精
神
は
回
国
さ
れ
な
い
は
ず
で
は

な
か
っ
た
の
か
?
だ
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て

「
二
源
泉
』
に
至
る
ま
で
に
描
か
れ
て
き
た
「
健
康
」
と
「
病
気
」
の

構
密
を
辿
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
わ
た
し
た
ち
は
ま
ず
『
物

質
と
記
憶
』
に
お
け
る
代
表
的
な
病
気
で
あ
る
「
失
語
症
」
を
論
じ

る
。
次
い
で
、
「
現
在
の
回
想
と
誤
っ
た
再
認
」
(
。
「
σ

∞C
C〈

g
可

含

℃
広
忠
己
主
一
三

2
5
2
2
8コ
5
5
2
2
7
5
0∞
、
以
下
「
再
認
論
文
」

と
略
記
)
に
お
け
る
「
健
康
」
と
「
病
気
」
の
関
係
を
論
じ
る
。
そ
れ

に
よ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
は
こ
れ
ら
の
諸
論
考
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
結

論
と
課
題
を
明
ら
か
に
し
、
神
秘
家
が
健
康
で
あ
る
と
呼
ば
れ
る
所
以

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
土
台
を
つ
く
る
こ
と
に
す
る
。

2
1
1
、
身
体
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
「
病
気
」

i
『
物
質
と
記
潜
』

確
か
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
物
質
と
記
憶
』
で
ど
の
よ
う
な
身
体
的
障

害
に
よ
っ
て
も
冒
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
精
神
の
領
域
を
確
保
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
、
精
神
の
領
域
に
お

け
る
記
鰭
の
、
物
質
の
領
域
に
お
け
る
身
体
か
ら
の
独
立
性
を
示
し
て

いサ令。

ベルクソン『道徳と宗教の二源泉jにおける健康概念について

「
す
べ
て
の
事
実
と
す
べ
て
の
類
推
は
、
脳
に
、
諸
感
覚
と
諸
運
動

と
の
あ
い
だ
の
媒
八
八
だ
け
を
見
ょ
う
と
す
る
理
論
に
有
利
で
あ
り
、

こ
の
理
論
に
よ
る
と
、
諸
感
覚
と
諸
運
動
の
全
体
は
、
心
的
生
の
尖

端
、
数
々
の
出
来
事
の
織
物
の
な
か
に
絶
え
ず
差
し
込
ま
れ
た
尖
端

で
あ
り
、
ま
た
、
こ
う
し
て
身
体
に
は
、
記
憶
を
現
実
へ
と
方
向
づ

け
、
記
憶
を
現
在
と
結
び
付
け
る
と
い
う
唯
一
の
機
能
を
与
え
、
こ

の
記
憶
そ
の
も
の
は
物
質
か
ら
絶
対
的
に
独
立
し
て
い
る
と
み
な
さ

れ
る
だ
ろ
う
」
(
巴
∞
¥ω
広)。

『
物
質
と
記
憶
」
で
論
じ
ら
れ
る
身
体
的
障
害
と
は
「
失
語
症
」
で
あ
る
。

「
失
語
症
(
さ
Z
2
0
)
」
は
数
々
の
身
体
疾
患
の
な
か
で
も
特
別
な
も

の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。

「
身
体
は
想
起
を
脳
の
装
置
の
形
で
保
存
す
る
と
の
考
え
、
記
憶

3 



の
喪
失
と
減
少
は
こ
れ
ら
の
機
構
の
多
か
れ
少
な
か
れ
完
全
な
破

壊
か
ら
な
り
、
反
対
に
記
犠
の
高
揚
と
幻
覚
は
そ
れ
ら
の
活
動
の

過
剰
さ
か
ら
な
る
と
い
う
考
え
は
、
し
た
が
っ
て
、
推
論
に
よ
っ

て
も
諸
事
実
に
よ
っ
て
も
確
証
さ
れ
な
い
。
真
理
は
、
観
察
が
一

見
す
る
と
こ
の
克
解
を
示
唆
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
ケ
!
ス
が
た

だ
一
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
は
失
語
症
に

つ
い
て
、
よ
り
一
般
的
に
は
、
聴
覚
あ
る
い
は
視
覚
の
再
認
の

障
害
に
つ
い
て
話
し
た
い
。
そ
れ
は
、
病
気
を
脳
の
特
定
の
沼

(
2
5
0ロ
〈

0
2
5コ
)
の
な
か
の
一
定
の
部
位
に
帰
す
る
こ
と
が

で
き
る
唯
一
の
ケ
!
ス
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
正
確
に
言

え
ば
、
あ
る
特
定
の
想
起
の
機
械
的
で
決
定
的
に
な
る
引
き
離
し

で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
関
係
す
る
記
憶
の
全
体
の
漸
進
的
で
機
能

的
な
衰
弱
が
自
撃
さ
れ
る
ケ
!
ス
で
も
あ
る
」

(Mgi吋
¥ω

に
l

印)。

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
「
失
語
症
」
は
「
聴
覚
あ
る

い
は
視
覚
の
再
認
の
障
害
」
で
あ
る
。
こ
の
障
害
は
「
病
気
を
脳
の
特

定
の
屈
の
な
か
の
一
定
の
部
位
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
る
唯
一
の
ケ
ー

ス
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
障
害
が
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
障
害

に
お
い
て
の
み
身
体
の
特
定
の
個
所
が
記
憶
障
害
の
病
密
で
あ
る
と
判

断
で
き
る
と
一
般
的
に
は
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

再
認
と
は
わ
た
し
た
ち
が
過
去
を
現
在
の
な
か
で
把
握
し
亘
す
具

体
的
な
行
為
の
こ
と
で
あ
る
(
ま
¥
N
ω

日
)
。
そ
の
把
握
し
直
す
行
為
が

聴
覚
や
視
覚
と
い
っ
た
感
覚
機
能
を
介
し
て
行
わ
れ
る
捺
に
上
手
く
い

か
な
い
場
合
が
あ
り
、
そ
の
原
因
は
脳
の
特
定
の
部
位
に
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
研
究
報
告
が
あ
る
。
そ
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
脳
の
特

定
の
場
所
が
傷
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
に
対
応
す
る
特
定
の
障
害
が

起
こ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
障
害
は
記
憶
を
消
失
さ
せ
る
欝
害
で
あ

る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
う
い
っ
た
特
定
の
神
経
系
が

ダ
メ
ー
ジ
を
被
る
こ
と
で
は
、
想
起
は
破
壊
さ
れ
な
い
こ
と
を
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

4 

「
時
間
に
沿
っ
て
並
べ
ら
れ
た
数
々
の
想
起
か
ら
、
そ
れ
ら
の
生

ま
れ
つ
つ
あ
る
行
動
も
し
く
は
可
能
な
行
動
を
描
く
諸
運
動
へ
と
、

感
じ
取
れ
な
い
ほ
ど
徐
々
に
移
行
が
な
さ
れ
る
。
脳
の
数
々
の
損

傷
は
こ
れ
ら
の
運
動
を
傷
つ
け
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
の

想
起
を
損
な
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
(
∞
ω
¥
N
N
印)。

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
失
語
症
の
研
究
に
よ
っ
て
報
告
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

わ
た
し
た
ち
の
身
体
が
冒
さ
れ
る
(
損
な
わ
れ
る
)
こ
と
は
あ
る
と
し

て
も
、
わ
た
し
た
ち
の
精
神
は
自
白
さ
れ
る
(
損
な
わ
れ
る
)
こ
と
は
な

い
。
損
傷
を
巡
る
議
論
を
用
い
て
身
体
と
精
神
と
の
関
係
に
つ
い
て
述

べ
れ
ば
、
身
体
を
傷
つ
け
る
(
あ
る
い
は
冒
す
)
こ
と
に
よ
っ
て
精
神

に
傷
を
つ
け
る
(
あ
る
い
は
冒
す
)
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。



対
身
体
と
い
う
関
係
に
お
い
て
は
、
精
神
が
病
む
場
面
を
捉
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
『
物
質
と
記
憶
」
の
議
論
に
従
う
限
り
、

わ
た
し
た
ち
は
傷
つ
け
ら
れ
な
い
精
神
と
い
う
も
の
を
想
定
す
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
し
か
し
次
の
こ
と
を
示
唆
す
る
も

の
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
精
神
が
病
む
こ
と
が
あ
る

と
す
れ
ば
そ
れ
は
身
体
の
損
傷
と
の
関
連
で
は
な
く
別
の
も
の
と
の
関

連
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
加
の
も
の
と
は
、
先

に
述
べ
た
よ
う
に
「
二
源
泉
』
第
二
章
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に

従
え
ば
、
「
社
会
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
わ
た
し
た
ち
は
身
体
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
限
り
で
再
認

の
障
害
を
報
告
し
て
い
る
著
作
か
ら
、
精
神
の
領
域
に
綬
定
し
、
そ
の

健
康
状
態
と
病
気
の
状
態
と
の
関
係
の
な
か
で
再
認
の
輝
害
を
考
察
し

て
い
る
論
文
へ
と
移
る
こ
と
に
し
よ
う
。

2
i
2
、
「
再
認
識
文
」
に
お
け
る
「
鍵
藤
」
と
「
病
気
」

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
再
認
論
文
」
の
中
で
「
病
気
」
を
二
つ
の
タ
イ
プ

に
分
け
て
考
察
し
て
い
る
。

一
つ
自
の
タ
イ
プ
は
正
常
な
生
活
の
貧
密
化
に
よ
る
も
の
(
尽
日
¥
U
O

∞)

で
あ
る
。
知
覚
消
失
、
健
忘
症
、
失
語
症
、
麻
庫
な
ど
が
そ
の
タ
イ
プ

に
分
類
さ
れ
る
。
「
感
覚
や
回
想
や
運
動
の
停
止
」
(
尽
日

¥
8ゆ
)
が
そ

の
特
徴
で
あ
り
、
そ
の
病
気
を
捉
え
る
た
め
に
は
そ
れ
が
わ
た
し
た
ち

か
ら
何
を
叡
り
去
る
か
を
捉
え
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
(
」
「
止
と
。

つ

ま
り
そ
の
病
気
に
か
か
る
こ
と
に
よ
っ
て
意
識
か
ら
消
え
た
も
の
(
例

え
ば
知
覚
や
記
憶
、
言
葉
や
感
覚
な
ど
)
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
「
不

在
(
与

ω
3
2
)
」

(Eと
が
病
気
を
あ
ら
わ
す
。

二
つ
自
の
タ
イ
プ
は
、
正
常
な
生
活
に
加
わ
っ
て
そ
れ
を
減
退
さ
せ

ず
に
豊
か
に
す
る
よ
う
に
見
え
る
も
の
(
H
E
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、

う
わ
ご
と
、
幻
覚
、
固
定
観
念
、
心
的
錯
乱
の
大
部
分
の
徴
候
、
心
理

的
な
異
常
性
・
特
異
性
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
わ
た
し
た
ち
に
何
を

も
た
ら
す
か
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
病
気
で
あ
る
。
そ
こ
に
見
ら
れ
る

「
現
存
(
買
E
2
2
)
」
(
」
ぎ
に
し
が
病
気
を
あ
ら
わ
す
と
考
え
ら
れ
る
。

一
つ
自
の
タ
イ
プ
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
病
気
の
定
義
と
し
て
す

ぐ
さ
ま
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
二
つ
自
の
タ
イ
プ
に

つ
い
て
は
、
受
け
入
れ
る
こ
と
は
図
難
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
「
精

神
の
領
域
に
お
い
て
病
気
や
退
化
が
侭
か
を
つ
く
り
出
す
」
こ
と
に
対

す
る
違
和
感
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
(
」
「
E
R
)
。
何
も
の
か
の
「
現
存
」

に
よ
っ
て
あ
る
種
の
病
気
が
定
義
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
、
実

は
内
面
の
空
虚
や
正
常
な
現
象
が
不
足
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
病
気
は
減
退
で
あ
る

(
F
B
巳
主
5

2庁

5
め

に
N
S
3
5
0
3
)
」
(
邑
ミ
・
)
と
い
う
人
々
の
意
向
ん
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

病
気
が
減
退
で
あ
っ
て
何
か
を
創
造
す
る
も
の
で
な
い
と
す
れ
ば
、
わ

た
し
た
ち
は
創
造
す
る
よ
う
に
克
え
る
二
つ
巨
の
タ
イ
プ
に
お
い
て
は
、

「
数
(
コ
o
ヨ
可
。
こ
で
は
な
く
「
竪
さ

(
ω
o
r
E
芯
)
」
「
重
さ
(
吉
正
ω)
」
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と
い
う
点
で
減
退
す
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

(
M
N
m
¥
g
u
)

と

見
通
し
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
意
識
に
お
け
る

「
竪
さ
」
や
「
重
さ
」
の
減
退
に
よ
っ
て
、
「
ど
の
心
理
状
態
も
消
え

な
い
が
、
す
べ
て
の
心
理
状
態
が
お
か
さ
れ
て
、
み
な
重
り

(}2門

)

を
失
う
、
す
な
わ
ち
、
現
実
の
中
へ
は
い
り
こ
む
力
、
し
み
こ
む
力
を

失
う
」

(
H
N岱
¥
U
O
u
l
u
H
O
)

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
部
分
だ
、

と
指
し
て
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
全
体
的
な
衰
弱
が
見
ら
れ
る
こ

と
を
「
堅
さ
」
や
「
重
さ
」
の
減
退
と
呼
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
心
理
状
態
の
低
下
と
は
、
「
生
活
へ
の
注
意
(
岱
片
付

g
t
g
p
F
〈弓)」

が
減
退
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
(
む
∞
¥
記
。
)
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
病
気
は
何
か
を
生
み
出
す
力
を
持
た
な
い
。

病
気
の
原
因
は
、
正
常
な
状
態
で
は
他
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
十
分
な
結
果

を
生
ず
る
こ
と
を
妨
げ
て
い
た
あ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
、
弛
緩
し
た
か
停

止
し
た
か
で
し
か
な
い
と
考
え
ら
れ
、
心
理
学
が
探
究
す
べ
き
こ
と
は
、

い
か
に
し
て
あ
る
現
象
が
病
人
に
生
じ
る
か
を
説
明
す
る
こ
と
で
は
な

く
、
な
ぜ
そ
の
現
象
が
健
康
な
人
に
は
認
め
ら
れ
な
い
の
か
を
説
明
す

る
こ
と
に
な
る
(
尽
吋
¥
2
0
i
H
)

。
病
気
を
生
み
出
す
原
因
の
一
端
は
、

「
正
常
な
状
態
」
や
「
健
康
な
人
」
に
お
い
て
克
ら
れ
る
よ
う
な
、
わ

た
し
た
ち
の
「
動
的
平
衡
」
「
意
識
の
躍
動
」
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
あ

る
メ
カ
ニ
ズ
ム
そ
の
も
の
に
求
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

正
常
な
状
態
の
意
識
の
躍
動
は
そ
の
ま
ま
で
は
捉
え
る
こ
と
が
出
来
な

い
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
述
べ
て
い
る
(
E
N
¥
ゆ

ω
C
)

。
病
気
に
伴
う
現
象
を

突
き
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
健
康
」
を
考
察
す
る
こ
と
が
可
能
に

な
る
の
で
、
「
病
気
」
は
わ
た
し
た
ち
に
正
常
な
状
態
に
お
け
る
メ
カ

ニ
ズ
ム
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
明
ら
か
に
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

わ
た
し
た
ち
は
「
再
認
論
文
」
の
中
で
考
え
ら
れ
て
い
る
「
健
康
」

と
「
病
気
」
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
病

気
」
は
、
そ
も
そ
も
健
康
な
人
の
う
ち
に
も
存
在
す
る
あ
る
メ
カ
ニ
ズ

ム
と
し
て
用
意
さ
れ
て
お
り
、
「
健
康
」
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
よ
う

と
す
る
な
ら
ば
、
「
病
気
」
を
解
明
す
る
と
い
う
手
続
き
を
取
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

6 

2
1
3
、
再
認
の
緯
害
を
扱
っ
た
「
物
質
と
記
憶
』
と
「
再
認
論
文
」

の
帰
結
と
課
題

「
物
質
と
記
憶
』
に
お
け
る
失
語
症
研
究
と
「
再
認
論
文
」
に
お
け

る
精
神
の
領
域
に
お
け
る
「
健
康
」
と
「
病
気
」
の
状
態
の
関
係
に
つ

い
て
の
考
察
に
よ
っ
て
以
下
の
事
柄
が
導
き
出
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

対
身
体
と
い
う
関
連
で
は
わ
た
し
た
ち
は
犠
神
が
病
を
負
う
場
面
を

捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
議
論
で
は
精
神
の
領
域
に
お

け
る
傷
つ
け
ら
れ
な
い
記
憶
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
し
か
し
、
精
神
の

領
域
に
お
い
て
、
あ
る
特
定
の
状
態
の
減
退
を
病
気
と
見
る
人
々
の
意

見
が
適
用
さ
れ
る
場
面
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
正
常
な
生
活
の
貧
困
化
や
、

生
活
へ
の
注
意
が
減
退
し
て
い
る
状
態
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
精
神
の
領

域
で
考
え
ら
れ
る
「
健
康
」
と
「
病
気
」
の
関
係
は
、
「
健
康
」
な
人



の
う
ち
に
も
存
在
す
る
あ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
あ
る
は
た
ら
き
方
を
「
病

気
」
と
呼
ぶ
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
「
病
気
」
は
「
健
康
」
の
う
ち
に

す
で
に
準
備
さ
れ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
「
病
気
」
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
「
健
康
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
わ
た
し
た
ち
は
こ
れ
ら
の
再
認
の
障
害
を
扱
っ
た
諸
論
考
が

と
り
残
し
て
い
る
課
題
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
物
質
と
記
矯
』

で
は
身
体
と
の
関
係
に
お
い
て
は
精
神
が
病
む
場
面
を
説
明
で
き
な
い

こ
と
が
分
か
っ
た
。
「
再
認
論
文
」
で
は
精
神
の
領
域
に
お
け
る
「
健
康
」

と
「
病
気
」
の
関
係
が
分
か
っ
た
。
し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
に
は
今
の

と
こ
ろ
ま
だ
精
神
の
「
健
康
」
と
「
病
気
」
と
い
う
一
区
別
可
能
な
諸
状

態
が
な
ぜ
生
み
出
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
分
か
っ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、

わ
た
し
た
ち
は
ま
さ
し
く
こ
こ
で
『
二
源
泉
』
に
お
け
る
社
会
と
の
関

係
で
生
み
出
さ
れ
る
精
神
病
に
つ
い
て
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
考
察
を
追
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

3
、
「
ニ
源
泉
」
に
お
け
る
「
健
康
」
と
「
病
気
」
に
つ
い
て

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
社
会
と
健
康
状
態
の
関
係
に
つ
い
て
実
例
を
用
い
て
説

明
す
る
。
膜
肢
類
に
分
類
さ
れ
る
蜂
は
、
巣
の
な
か
で
、
一
定
の
社
会
生

活
を
営
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る

2
g
B
C
¥
呂
宏
)
。
蜂
と
人
間
は
社
会
を

構
成
し
て
い
る
点
で
類
似
す
る
。
社
会
的
成
員
の
開
に
結
び
付
き
が
あ
る

と
い
う
こ
と
が
、
社
会
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
因
る

あ
る
病
的
状
態
が
存
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
翻
っ
て
理
解
さ
れ
る
と
い
う
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
蜂
だ
け
で
な
く
人
間
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
な
病
気
が

み
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
人
間
の
「
病
気
」
と
は
「
倦
怠

(
g
D
5
)
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
精
神
的
な
危
機
で
あ
る

(
H
S
¥
5
2
)
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
指
摘
す
る
の
は
、
精
神
の
領
域
に
お
け
る
病
気
が
社

会
的
な
関
わ
り
の
な
か
で
生
み
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

「
健
康
」
と
「
病
気
」
は
「
社
会
」
と
関
わ
り
を
持
つ
も
の
と
し
て
考

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
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3
1
1
、
精
神
の
病
に
つ
い
て
の
報
告

社
会
活
動
に
参
加
で
き
な
い
こ
と
で
焔
る
「
倦
怠
」
と
は
ど
の
よ
う

な
病
気
だ
ろ
う
か
。
わ
た
し
た
ち
は
こ
こ
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
も
『
二
源
泉
』

に
お
い
て
触
れ
て
い
る
ピ
エ

i
ル
・
ジ
ャ
ネ

(
E
q
z
F
E
Y
H
∞
3
1

5hロ
)
に
よ
る
「
不
安
か
ら
脱
我
ま
で
』
(
勺
ぬ

Fsmgお
札
円
、

s
gぬ
~

含
ミ
な
さ

-ss.ミ
s
n
g
え
九

2

2
ミ
3
3
F
S
N
φ
)
の
中
の
、
「
倦
怠

(
一
命
誌
ミ

3
3
N
E
F
S己
)
」
に
つ
い
て
の
観
察
報
告
を
見
る
こ
と
で
、

一
定
の
理
解
を
持
っ
て
お
き
た
い
。

ジ
ャ
ネ
に
よ
る
こ
の
報
告
は
、
神
秘
経
験
の
体
験
者
で
あ
る
と
い
う

一
人
の
精
神
病
患
者
で
あ
る
女
性
「
マ
ド
レ

i
ヌ
」
に
つ
い
て
の
詳
細

な
報
告
を
含
ん
で
い
る
。
彼
女
自
身
の
表
現
に
よ
れ
ば
、
倦
怠
と
い
う

感
矯
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

7 



「
慰
め
も
励
ま
し
も
な
く
、
自
分
で
慰
め
る
こ
と
、
使
命
を
果
た
す

と
と
ぐ
ら
い
し
か
考
え
ら
れ
ず
、
昨
夜
な
ど
は
物
憂
さ

(gロ
5

5
0
ユ
己
)
を
過
ご
し
ま
し
た
。
侭
と
も
言
え
な
い
不
安

(Smogo)

が
心
に
染
み
こ
ん
で
き
て
、
そ
の
悲
し
み
が
だ
ん
だ
ん
と
わ
た
し
を

包
み
込
み
、
や
り
す
ご
す
こ
と
も
で
き
ず
苦
し
か
っ
た
の
で
す
。
動

物
の
よ
う
に
な
っ
て
、
考
え
る
こ
と
も
動
く
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う

で
し
た
。
本
を
読
も
う
、
裁
縫
を
し
よ
う
、
絵
を
描
い
て
み
よ
う
と

し
ま
し
た
が
、
う
ま
く
ゆ
か
な
か
っ
た
の
で
す
。
祈
る
こ
と
が
で
き

た
の
も
、
た
だ
受
け
身
的
に
神
さ
ま
の
ご
指
示
に
従
っ
て
い
る
だ

け
で
・
・
・
・
・
・
、
神
さ
ま
は
動
物
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
わ
た
し
を

許
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
が
・
・
・
・
・
・
。
酷
か
っ
た
頭
痛
も
治
ま
り
、

た
だ
倦
怠

(gコ
三
)
だ
け
が
灰
色
に
単
-
誠
に
つ

m

つ
い
て
い
た
の
で

す」。

外
的
な
様
子
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。

マ
ド
レ
!
ヌ
の
様
子
を
ジ
ャ
ネ
は
次

「
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
の
で
も
な
く
、
ま
た
何
ら
か
の
活
動
を

始
め
る
の
で
も
な
く
、
た
だ
椅
子
に
座
っ
て
じ
っ
と
し
て
い
る

(
5
5
0
E
Z
)
。
顔
に
は
、
落
ち
込
ん
だ
深
い
悲
し
み
の
表
情
が
浮

か
ん
で
い
る
。
悦
惚
期
の
無
動
と
は
違
っ
て
、
椅
子
に
座
っ
て
い
る

が
少
し
は
動
き
も
晃
ら
れ
る
。
し
か
し
碍
腕
は
だ
ら
つ
と
さ
せ
、
意

図
的
に
動
く
気
記
は
な
い
。
話
し
か
け
て
も
二
言
三
言
悲
し
げ
に
返

事
が
返
っ
て
く
る
だ
け
で
、
い
つ
も
の
お
し
ゃ
べ
り
は
な
く
、
訴
え

〈

6
)

る
こ
と
も
質
問
し
て
く
る
こ
と
も
な
い
」
。

8 

本
人
の
証
一
一
一
一
口
と
ジ
ャ
、
不
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
内
面
的
に
は
悲
し
み
の
感
情

が
感
じ
ら
れ
て
お
り
、
動
か
な
い
、
あ
る
い
は
、
動
け
な
い
と
い
う
の
が
、

「
倦
怠
」
で
あ
る
。
こ
の
状
態
に
あ
っ
て
は
、
話
す
と
い
う
行
為
も
ほ
と
ん

ど
見
ら
れ
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
話
す
と
い
う
能
力
が
社
会
の
存
在
を

表
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
社
会
的
感
覚

(
F
ω
g
ω
ω
ο
2
弘
)
と
呼
ん
で
も
よ
い
良
識
(
}
ぬ
ま
ロ

ω
g
ω
)

は
、
話
す
能
力
の
よ
う
に
、
正
常
な
人
間
に
生
得
の
も
の

(
呂
志
乙
で
あ
っ
て
、
話
す
能
力
も
ま
た
、
社
会
の
存
在
を
含
意

し
て
お
り
、
そ
れ
は
良
識
に
劣
ら
ず
、
倍
々
の
有
機
体
に
描
か
れ
て

い
る
も
の
な
の
で
あ
る
」
(
己

C
¥
5
8
)
。

話
す
能
力
が
社
会
の
存
在
を
合
意
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
話
す
能
力
が

あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
そ
れ
を
用
い
な
い
状
態
と
い
う
の
は
、
社
会
性
が
十

分
に
は
発
揮
さ
れ
て
い
な
い
状
態
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
あ

る
程
度
の
「
無
動
」
の
状
態
と
し
て
現
れ
る
い
わ
ば
行
為
の
病
は
、
社
会

性
が
発
揮
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
社
会
的
な
病
で
あ
る
と
み
な
す

こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
ジ
ャ
、
不
に
よ
る
具
体
的
な
報
告
か
ら
も
精



神
の
病
は
行
為
の
病
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
わ
た
し

た
ち
は
改
め
て
精
神
の
病
は
社
会
的
な
病
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
が
で
き

る。3
i
2
、
精
神
病
者
と
神
秘
家
と
の
類
似
と
相
違

先
に
わ
た
し
た
ち
は
社
会
活
動
に
参
加
し
な
い
こ
と
が
精
神
障
害
と

関
連
付
け
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
精
神
障
害
と
は
例
え
ば
倦
怠
と
呼

ば
れ
る
よ
う
な
状
態
で
あ
る
が
、
無
動
状
態
が
み
ら
れ
る
と
い
う
点
に

お
い
て
、
他
に
も
脱
我
状
態
な
ど
も
異
常
な
状
態
で
あ
り
、
精
神
障
害

の
一
種
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
脱
我
、
悦
惚
等
あ
る
種

の
異
常
状
態
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
自
由
の
体
現
者
で
あ
る
と
す
る
神
秘

家
に
も
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
神
秘
家
を
精
神
病
者
で
は

な
い
と
み
な
す
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
み
な
す
の
か
明
ら
か

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
神
秘
家
を
精
神
病

者
と
ど
の
よ
う
に
区
別
す
る
の
か
。

神
秘
家
は
精
神
病
者
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ
、
わ
た
し
た
ち
の
う

ち
で
も
勝
っ
て
「
健
康
」
な
も
の
で
あ
る
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
述
べ
る

(
N
S
I
N
b
H
S
)

。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
精
神
病
者
」
と
対
照
さ
せ
て
神

秘
家
の
知
的
健
康
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
述
べ
る
健
康
と
は
、
身
体
的
に
障
害
を
持
た
な
い
状
態

の
こ
と
で
は
な
く
、
「
精
神
的
」
健
康
だ
と
思
わ
れ
る
。
神
秘
家
の
「
健

康
」
な
状
態
に
お
い
て
見
ら
れ
る
も
の
が
、
精
神
病
者
に
お
け
る
で
腕

気
」
の
状
態
の
う
ち
に
克
ら
れ
る
も
の
と
似
て
い
た
と
し
て
も
、
結
局

は
、
各
々
は
一
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
(
忠
N
¥
己

S)
。

神
秘
家
が
経
験
す
る
異
常
状
態
は
病
的
状
態
と
類
似
し
て
お
り
、
そ

の
類
似
性
は
、
神
秘
家
自
身
を
も
自
ら
の
体
験
が
病
的
状
態
で
あ
る
か

も
し
れ
な
い
と
戒
め
さ
せ
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
。

ベルクソン『道徳と宗教の二源泉jにおける健康概念について

「
し
か
し
な
が
ら
、
忘
我
や
克
神
や
悦
惚
が
異
常
状
態
で
あ
る
こ

と
は
明
自
で
あ
り
、
異
常
状
態
と
病
的
な
状
態
を
区
別
す
る
こ
と

が
難
し
い
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
こ

と
は
、
偉
大
な
神
秘
家
た
ち
自
身
の
意
見
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
ま

さ
に
、
単
に
幻
覚
に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
見
神
体
験
に
対
し

て
、
弟
子
た
ち
に
警
戒
を
促
し
て
い
る
人
た
ち
だ
っ
た
。
ま
た
彼

ら
が
見
神
体
験
を
経
験
し
て
い
た
場
合
に
は
、
彼
ら
は
一
般
的
に

は
二
次
的
な
重
要
性
し
か
そ
れ
に
与
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
途
上

の
出
来
事
で
あ
っ
た
」
(
忠
∞
¥
己

S)
。

た
だ
し
、
異
常
状
態
が
見
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
異
常
状
態
は
神

秘
家
に
お
い
て
は
「
途
上
の
出
来
事
」
で
し
か
な
い
。
越
え
ら
れ
る

べ
き
途
中
の
通
過
地
点
で
あ
る
。
魂
が
掻
き
乱
さ
れ
る
と
き
に
現
れ

る
心
復
や
情
動
は
、
「
一
品
次
な
平
衡

(
2
5
z
r
g
g志
ユ
2
吋)」

(立
ω
¥
H
H
U
1
0
)

を
目
指
し
て
、
組
織
的
な
編
成
替
え
が
行
わ
れ
て
い

る
証
拠
で
あ
る
(
忌
足
・
)
。
神
経
錯
乱
が
神
秘
主
義
に
と
も
な
う
こ
と

9 



が
あ
り
得
る
が
、
そ
の
錯
乱
は
神
秘
精
神
に
は
関
わ
り
の
な
い
こ
と
で

あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
(
」
「
止
と
。
激
動
を
越
え
て
神
秘
家
は
神
秘
家
に

な
り
、
行
動
の
人
に
な
る
。

精
神
病
者
と
神
秘
家
と
の
類
似
点
は
、
一
時
的
に
せ
よ
恒
常
的
に
せ

よ
、
倦
怠

(22F)
と
い
っ
た
状
態
を
経
験
す
る
こ
と
で
あ
る
。
相

違
点
は
、
行
動
が
実
現
さ
れ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ

た
し
た
ち
は
乙
こ
で
精
神
を
行
動
さ
せ
る
も
の
と
読
み
替
え
、
行
動
が

実
現
さ
れ
て
い
れ
ば
そ
こ
に
精
神
の
健
康
が
み
ら
れ
る
と
結
論
付
け
る

こ
と
も
で
き
る
と
患
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
行
動
で
あ
る
か
ら
に
は
、
行

動
を
実
現
さ
せ
る
擦
に
は
、
何
ら
か
の
多
様
性
が
存
在
す
る
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
こ
に
は
精
神
の
領
域
に
お
い
て
「
健
康
」
と
「
病
気
」
と
い

う
区
別
可
能
な
諸
状
態
が
生
み
出
さ
れ
る
ひ
と
つ
の
背
景
が
あ
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。

3
i
3
、
神
秘
家
と
わ
た
し
た
ち

i
l行
為
の
次
元
が
開
く
も
の

と
こ
ろ
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
し

て
次
の
意
見
を
挙
げ
て
い
る
。

「
し
か
し
、
考
慮
に
入
れ
な
い
こ
と
が
で
き
な
い
別
の
一
連
の
反

論
が
あ
る
。
こ
の
偉
大
な
神
秘
家
た
ち
の
経
験
は
個
人
的
で
、
例

外
的

(
2
2
1
5コ
2
乙
で
あ
り
、
そ
の
経
験
は
、
大
多
数
の
人
々

に
は
確
か
め
ら
れ
得
な
い
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
科
学
の

実
験
に
比
較
し
得
る
も
の
で
は
な
く
、
問
題
を
解
く
こ
と
は
出
来

る
も
の
で
は
な
い
、
と
わ
た
し
た
ち
は
実
捺
主
張
す
る
」

(
N
3
1

N

∞O
¥

一ニ∞
ω)
。

10 

こ
の
議
論
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
次
の
こ
と
ば
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
例

外
的
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
神
秘
家
は
「
病
気
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。

「
比
較
的
稀
で
例
外
的
な
も
の

(
2
2
1
5コ
円
高
}
)
、
た
と
え
ば
病

気
を
異
常
状
態
と
み
な
す
こ
と
は
、
わ
た
し
た
ち
の
精
神
の
習
慣

に
合
致
し
て
い
る
」
(
∞
∞

¥
5
2
)
。

し
か
も
、
大
多
数
の
人
々
と
区
別
さ
れ
る
例
外
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
強
度

の
病
者
で
あ
る
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
神
秘
家
を
例
外
的
な
も
の

で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
わ
た
し
た
ち
に
は
ま
だ
彼
ら
を
「
病
気
」
で
あ

る
と
定
義
す
る
余
地
が
あ
る
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
彼
ら
は
「
行
動
の

人
」
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
例
外
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
考
察
に
よ
り
、

わ
た
し
た
ち
は
、
例
外
的
で
あ
っ
て
も
そ
こ
に
行
為
が
実
現
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
れ
ば
、
彼
ら
を
病
者
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
は
難
し
い
、
と
言
え
る
。

以
下
に
述
べ
る
が
、
彼
ら
の
行
為
に
は
、
わ
た
し
た
ち
に
彼
ら
を
排
除
さ

せ
る
よ
う
な
仕
組
み
自
体
を
排
除
す
る
性
格
が
あ
り
、
こ
の
性
格
が
わ
た

し
た
ち
と
彼
ら
と
の
関
係
に
寄
与
し
て
い
る
と
忠
わ
れ
る
の
で
あ
る
。



ベ
ル
ク
ソ
ン
に
は
少
な
く
と
も
彼
ら
の
「
行
為
」
は
、
日
)
模
範
と
な
る

こ
と
と
模
倣
す
る
こ
と
を
許
容
し
、

N
)

響
か
せ
る
こ
と
と
こ
だ
ま
す
る
こ

と
を
許
容
し
、

ω)
証
言
す
る
こ
と
と
検
証
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
こ
と
を

述
べ
て
い
る
。

3
1
3
i
1
、
模
範
と
な
る
こ
と
と
模
倣
す
る
こ
と

神
秘
家
が
体
験
す
る
こ
と
は
、
言
葉
だ
け
で
伝
え
き
れ
る
も
の
で
は

な
く
、
彼
ら
自
身
が
模
範
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
よ
う
な

種
類
の
事
柄
で
あ
る
。

「
彼
(
日
偉
大
な
神
秘
家
)
は
、
太
陽
が
そ
の
光
を
放
た
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
の
と
同
様
に
、
も
は
や
真
理
を
広
め
ず
に
は
い
ら
れ

な
い
。
た
だ
し
、
彼
が
真
理
を
広
め
る
の
は
、
も
は
や
単
な
る
話

に
よ
る
の
で
は
な
い
」
(

N

h

ミ
¥
己
誌
、
括
弧
内
引
用
者
)
。

「
偉
大
な
神
秘
家
に
と
っ
て
問
題
な
の
は
、
自
ら
模
範

(
2
0
2
1
。)

を
一
部
す
こ
と
か
ら
始
め
て
、
人
類
を
根
本
的
に
変
え
る
こ
と
で
あ

る」

(
N
U
ω
¥
己
吋
∞
)
。

さ
ら
に
は
、
彼
ら
自
身
も
ま
た
模
倣
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が

で
き
る
と
述
べ
ら
れ
る
。

「
も
し
も
偉
大
な
神
秘
家
た
ち
が
わ
た
し
た
ち
の
ま
さ
に
描
い
た

よ
う
な
人
々
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
ら
は
、
不
完
全
で
あ
っ
て
も
、

完
全
に
福
音
の
キ
リ
ス
ト
が
そ
れ
で
あ
っ
た
も
の
の
、
オ
リ
ジ
ナ

ル
な
模
倣
者
(
弓
広
三

2円

ω)

で
あ
り
継
承
者
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る
、
と
だ
け
言
っ
て
お
こ
う
」

(
N
忠
¥
戸
、
苫
)
。

ベルクソン『道徳と宗教の二源泉jにおける健康概念について

わ
た
し
た
ち
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
こ
こ
で
言
葉
に
よ
っ
て
伝
達
さ
れ
る
も

の
と
は
別
の
伝
達
の
仕
方
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
「
行
為
」
を
描
い

て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
1
3
i
2
、
響
か
せ
る
こ
と
と
こ
だ
ま
す
る
こ
と

神
秘
経
験
を
し
た
こ
と
の
な
い
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
(
君
主
3
5

τ
E
g
-
-∞
お
山
C
M
C
)

に
よ
れ
ば
、
彼
で
あ
っ
て
も
神
秘
経
験
験
を
し
た
人

の
話
を
開
け
ば
、
自
分
の
う
ち
に
「
こ
だ
ま
す
る
も
の
な

50)」
を
感
じ

た
と
い
う

(Ng山
¥
戸
∞
色
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
こ
の
意
見
を

採
用
し
、
彼
も
権
利
上
は
神
秘
経
験
を
し
て
い
る
と
考
え
て
も
差
し
支
え

な
い
と
い
う
見
解
を
支
持
し
て
い
る
も
の
と
忠
わ
れ
る
。
神
秘
家
の
行
為
は
、

神
秘
家
で
な
い
も
の
に
も
「
こ
だ
ま
」
を
経
験
さ
せ
る
と
い
う
効
果
を
生

み
出
す
。
こ
れ
は
「
行
為
」
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
心
理
的
現
象
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

3
1
3
1
3
、
証
言
す
る
こ
と
と
検
証
す
る
こ
と

ま
た
、
神
秘
家
ら
の
鴎
に
は
、
最
終
的
に
神
と
合
一
す
る
前
に
通

11 



る
中
間
段
階
は
そ
れ
ぞ
れ
相
互
に
一
致
す
る
と
い
う
現
象
が
存
在
す
る

(
N
2
¥
戸
∞
色
。
こ
の
一
致
は
、
表
面
上
の
一
致
で
は
な
く
、
福
音
響

か
ら
影
響
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
一
致
で
も
な
く
、
神
学
教
育
に
よ
っ

て
引
き
起
こ
さ
れ
た
一
致
で
も
な
い
。
そ
れ
は
深
部
で
の
一
致
で
あ
り
、

直
観
が
同
一
の
証
拠
だ
と
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
一
致
は
、

神
秘
家
た
ち
が
霊
的
に
交
わ
っ
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
、
あ
る
「
存
在

者
」
の
実
存
性
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
得
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と

し
て
警
か
れ
て
い
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
哲
学
が
神
秘
家
と
い
う
現
象
を

研
究
対
象
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
理
由
と
し
て
、
学
と
し
て
の
科
学
が

た
だ
一
人
の
開
拓
者
に
よ
っ
て
始
ま
る
こ
と
を
述
べ
、
そ
れ
が
学
と
し

て
な
り
た
つ
と
い
う
こ
と
に
は
権
利
上
は
複
数
の
報
告
を
可
能
に
す
る

部
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る

(
N
S
¥
戸
∞
ω)
。
科
学
的
知
識
に
お

け
る
客
観
的
事
実
は
、
あ
る
同
一
の
現
象
・
対
象
に
対
す
る
人
々
の
複

数
の
意
見
・
証
言
に
よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

証
言
の
重
要
性
が
語
ら
れ
る
の
に
は
こ
の
こ
と
を
示
す
意
図
が
あ
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。
神
秘
家
が
申
し
合
わ
せ
る
こ
と
な
く
あ
る
同
一
の
対

象
に
辿
り
着
い
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
現
象
に
は
科
学
が
あ
る

対
象
を
扱
え
る
の
と
同
じ
意
味
で
客
観
性
と
検
証
可
能
性
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

3
i
3
i
4
、
行
為
の
次
元
が
開
く
も
の

す
な
わ
ち
、
わ
た
し
た
ち
と
神
秘
家
と
の
関
に
は
「
行
為
」
を
介
し
た

少
な
く
と
も
三
つ
の
関
係
が
あ
る
。
「
行
為
」
が
こ
れ
ら
の
複
数
の
側
面
を

許
容
す
る
性
格
を
も
つ
た
め
に
、
わ
た
し
た
ち
は
神
秘
家
と
共
通
す
る
領

域
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
領
域
の
存
在
が
、
わ
た
し
た
ち
が

神
秘
家
を
社
会
か
ら
排
除
す
る
と
い
う
構
造
そ
の
も
の
を
排
除
し
、
神
秘

家
と
い
う
現
象
を
病
気
で
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
す
ぐ
れ
て
健
康
な
も
の

と
し
て
み
な
す
こ
と
の
一
助
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

上
に
あ
げ
た
三
つ
の
関
係
は
、
わ
た
し
た
ち
と
神
秘
家
と
の
間
の

つ
な
が
り
を
示
す
も
の
で
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。
神
秘
家
と
わ
た
し

た
ち
と
の
関
の
こ
れ
ら
の
関
係
は
、
神
秘
家
の
「
招
き
(
呂
志
}
)
」

(
H
C
M
¥
5
8
)

に
わ
た
し
た
ち
が
応
じ
、
神
秘
家
の
方
向
へ
と
ひ
き

つ
け
ら
れ
る
仕
方
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。
神
秘
家
と
わ
た
し
た
ち
と

の
陪
に
は
、
互
い
に
排
除
し
合
う
と
い
う
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
で
は

な
い
。
模
倣
さ
せ
、
こ
だ
ま
さ
せ
、
検
証
さ
せ
る
こ
と
の
う
ち
に
は
、

わ
た
し
た
ち
を
魅
了
し
つ
つ
そ
う
さ
せ
る
と
い
う
関
係
も
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
こ
こ
に
は
、
彼
ら
が
あ
た
か
も
引
力
で
あ
り
、
彼
ら
を
も
突
き

通
す
、
一
定
の
方
向
性
を
も
っ
「
力
」
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
が
引

き
上
げ
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
。
『
二
源
泉
』
に
お
け

る
「
健
康
」
と
「
病
気
」
の
概
念
構
造
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
に
は
、

こ
の
よ
う
な
方
向
性
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

12 

4
、
お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
の
議
論
を
ま
と
め
よ
う
。
精
神
は
対
身
体
と
い
う
関
係

に
お
い
て
は
自
白
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
身
体



の
損
傷
に
よ
っ
て
精
神
は
損
傷
を
受
け
ず
、
精
神
の
病
は
身
体
の
病
に

よ
っ
て
は
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
精
神
の
領
域
に
移
る
と
、
精

神
の
健
康
状
態
の
中
に
既
に
精
神
を
病
に
陥
ら
せ
る
要
因
が
準
備
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
健
康
状
態
に
つ
い
て
知
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
わ
た

し
た
ち
は
病
的
状
態
を
ま
ず
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
精
神

の
領
域
に
お
け
る
「
健
康
」
と
「
病
気
」
は
「
社
会
」
と
の
関
わ
り
の

な
か
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
社
会
性
と
行
為
と

は
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
関
係
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
神
秘
家
」

が
「
健
康
」
の
事
例
と
し
て
み
な
さ
れ
る
の
は
、
「
神
秘
家
」
は
社
会

性
を
失
っ
て
い
る
人
々
と
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
り
、
神
秘

家
を
病
者
だ
と
み
な
す
構
造
は
「
行
為
」
が
社
会
性
と
関
連
づ
け
ら
れ

て
い
る
限
り
排
除
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
「
行
為
」

が
確
保
す
る
の
は
、
わ
た
し
た
ち
の
社
会
性
で
あ
り
、
わ
た
し
た
ち
と

神
秘
家
と
の
間
の
つ
な
が
り
で
あ
る
。
「
行
為
」
が
尊
重
さ
れ
る
の
は
、

そ
こ
に
お
い
て
碍
者
の
関
に
複
数
の
通
路
が
関
か
れ
て
い
る
か
ら
だ
と

考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
神
秘
家
が
絶
対
的
に
健
康
な
も
の
と
し
て
描

か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
病
気
」
が
「
健
康
」
の
う
ち
に
あ
る
よ
う
に
、

神
秘
家
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
病
気
で
あ
る
わ
た
し
た
ち
が
神
秘
家

と
い
う
現
象
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
構
造
も
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
ベ

ル
ク
ソ
ン
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
神
秘
家
は
、
わ
た
し
た
ち
に
模
倣
さ
せ

る
模
範
で
あ
り
、
わ
た
し
た
ち
の
内
に
反
響
さ
せ
る
声
を
も
っ
人
々
で

あ
り
、
わ
た
し
た
ち
に
そ
れ
を
検
証
す
る
こ
と
を
許
す
証
言
す
る
人
々

で
あ
る
。

神
秘
家
は
圧
力
と
し
て
で
は
な
く
魅
力
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
は
、
彼
ら
や
わ
た
し
た
ち
を
も
突
き
通
す
、
あ
る
「
力
」
の
方

向
性
が
示
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
「
健

康
」
と
「
病
気
」
の
概
念
構
造
に
よ
っ
て
意
図
さ
れ
て
い
る
の
は
、
わ

た
し
た
ち
の
内
で
働
い
て
い
る
、
一
定
の
方
向
性
を
持
つ
「
力
」
が
あ

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
わ
た
し
た
ち
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
理
想
と
し
て
の
自
由
が
行
為
で
あ
る
こ
と
は
、

身
体
的
で
あ
っ
て
も
精
神
的
で
あ
っ
て
も
、
病
気
や
障
害
を
持
っ
て
い

る
人
々
が
こ
の
理
想
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な

い
。
そ
う
で
は
な
く
、
そ
れ
は
む
し
ろ
、
複
数
の
通
路
を
介
し
て
わ
た

し
た
ち
が
自
由
と
結
び
付
け
ら
れ
て
お
り
、
自
由
へ
と
際
か
れ
て
い
る

こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
わ
た
し
た
ち
の
う
ち
に
は
、
自
由

行
為
を
象
徴
と
す
る
高
次
の
健
康
へ
と
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う

方
向
性
が
あ
る
こ
と
も
一
広
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
由
行
為
の
体

現
者
は
、
こ
の
方
向
性
を
こ
そ
体
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す

れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
わ
た
し
た
ち
を
条
件

u

つ

け
て
い
る
「
力
」
を
知
る
こ
と
で
あ
り
、
す
で
に
そ
の
「
力
)
の
内
に

あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
、
わ
た

し
た
ち
は
、
病
者
や
障
害
者
が
自
由
を
奪
わ
れ
た
人
々
で
あ
る
の
か
否

ベルクソン f道徳と宗教の二源泉』における健康概念について13 



か
と
い
う
潤
い
に
は
、
否
と
答
え
る
べ
き
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
彼
ら

は
・
わ
た
し
た
ち
は
す
で
に
自
由
の
内
に
あ
る
と
答
え
る
べ
き
で
あ
る

よ
う
に
忠
わ
れ
る
。
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こ
と
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不
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の
う
ち
に
と
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つ
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に
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か
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と
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に
こ

そ
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神
秘
家
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神
秘
家
た
る
ゆ
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が
あ
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こ
と
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ソ
ン
は
示
し
て
い

る
こ
と
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摘
し
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い
る
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日
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C
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ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
試
論
」

(
b
s
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5・
E
K
g
s
h
2
5
s
R
S
K

円

P
E
g
s
5
3
3
5
∞
む
)
で
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。
「
力

2
2
4
2
)
の
観
念
は
必
然
的
決
定
の
観
念
を
排
除
(
中
略
)
。

わ
た
し
た
ち
は
意
識
の
証
一
一
一
一
口
に
よ
っ
て
の
み
力
を
認
識
し
、
意
識
は
将
来
の
行
為

の
絶
対
的
決
定
を
肯
定
し
な
い
し
、
そ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
さ
え
な
い
。
つ
ま
り
、

こ
れ
こ
そ
経
験
が
わ
た
し
た
ち
に
教
え
る
す
べ
て
で
あ
り
、
も
し
わ
た
し
た
ち
が

経
験
に
踏
み
留
ま
る
な
ら
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
自
分
を
自
由
で
あ
る
と
感
じ
る
と

語
り
、
理
由
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
力
を
一
つ
の
自
由
な
自
発
性
と
し
て
知
覚

す
る
、
と
諮
る
だ
ろ
う
」

(
E
N
i
ω
¥
E
N、
中
略
引
用
者
)
。
本
稿
で
「
力
」
と
い

う
こ
と
で
想
定
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
「
力
」
で
あ
る
。
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