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八ヶ岳山麓

中
山
和
彦
教
授
が「
こ
こ
ろ
の

科
学
128
巻
　
2
0
0
6-

7
」の
特

別
企
画「
不
安
と
む
き
あ
う
」の
な

か
で〝
不
安
と
出
会
う
〞と
い
う
一

文
を
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ

を
読
ん
で
筆
者
の
幼
小
児
期
に
も

似
た
よ
う
な
体
験
が
あ
る
こ
と
に

気
づ
き
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
中
山

流
に
筆
者
の
不
安
体
験
に
つ
い
て

書
い
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

私
は
薬
局
を
営
む
両
親
の
家
に

長
男
と
し
て
誕
生
し
ま
し
た
。
と

こ
ろ
が
昭
和
23
年
4
月
、
父
は
1

年
近
く
病
床
に
つ
い
た
後
亡
く
な

り
ま
し
た
。
三
十
路
に
ま
だ
数
年

あ
っ
た
母
は
一
人
で
家
業
を
引
き

継
ぐ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の

と
き
筆
者
は
満
4
歳
と
5
ヶ
月
で

し
た
。
当
時
の
名
古
屋
市
港
区
は

埋
立
地
が
多
く
、
自
宅
の
裏
に
は

沼
地
や
小
さ
な
ド
ブ
川
が
た
く
さ

ん
あ
り
ま
し
た
。
近
所
の
年
長
の

男
児
と
フ
ナ
や
ザ
リ
ガ
ニ
採
り

に
夢
中
に
な
る
日
々
で
し
た
。

父
が
病
死
し
た
日
は
、
泥
ま
み

れ
に
な
っ
て
遊
び
こ
け
て
い
る
筆

者
を
女
中
が
呼
び
に
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、
自
宅
の
二
階
で
病
臥
し

て
い
る
父
の
枕
元
に
連
れ
て
行
か

れ
ま
し
た
。
床
の
間
の
花
瓶
に
は
、

父
が
所
望
し
て
看
護
婦
さ
ん
が
岐

阜
の
実
家
か
ら
取
り
寄
せ
た
桜
の

太
い
枝
木
が
ま
だ
花
を
つ
け
て
い

た
と
思
い
ま
す
。
枕
元
に
は
母
と

往
診
し
て
い
た
川
崎
先
生
と
看
護

婦
さ
ん
が
い
た
の
だ
と
思
い
ま

す
。
こ
の
あ
た
り
の
記
憶
は
は
っ

き
り
し
ま
せ
ん
。
母
が
、「
お
父

さ
ん
亡
く
な
っ
た
ん
だ
よ
」
と
涙

声
で
私
に
言
い
ま
し
た
。
私
は
大

声
で
泣
い
た
の
で
す
が
、
悲
し
い

と
か
さ
び
し
い
と
い
う
感
情
は
何

も
な
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

母
が
泣
い
て
い
た
か
ら
泣
い
た
の

医
療
法
人
和
楽
会
理
事
長

貝
谷
久
宣

私
の
不
安
体
験
〜
小
学
校
入
学
以
前
〜
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か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
大
声
で

泣
い
た
記
憶
は
鮮
明
に
あ
り
ま

す
。
父
の
死
顔
に
恐
怖
感
を
持
つ

こ
と
も
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
死
別
体
験
は
私
の

不
安
体
験
の
源
と
し
て
心
の
奥
底

に
常
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

憶
測
し
て
お
り
ま
す
。

父
の
死
後
、
私
は
母
方
の
祖
父

母
の
家
に
一
時
的
に
預
け
ら
れ
ま

し
た
。
祖
父
母
は
名
古
屋
城
下
の

家
を
太
平
洋
戦
争
の
空
襲
で
焼
け

出
さ
れ
、
中
央
線
高
蔵
寺
の
駅
か

ら
徒
歩
で
20
分
ほ
ど
の
小
高
い
丘

の
上
に
借
家
住
ま
い
を
し
ま
し
た
。

ク
リ
や
ど
ん
ぐ
り
の
木
に
囲
ま
れ

た
瀟
洒
な
こ
の
家
を
私
は
大
変
気

に
入
っ
て
い
ま
し
た
。
家
の
前
の
く

ぼ
地
に
は
桑
畑
や
柿
の
木
が
あ

り
、
祖
父
が
カ
ス
ミ
網
を
使
っ
て

ツ
グ
ミ
を
捕
ら
え
て
い
た
こ
と
を

覚
え
て
い
ま
す
。
新
聞
配
達
の
お

兄
さ
ん
が
早
朝
捕
ま
え
た
カ
ブ
ト

ム
シ
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
く
れ
た

こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
静
か
で
穏

や
か
な
山
里
で
し
た
。
祖
父
は
国

鉄
の
駅
長
を
定
年
退
職
後
、
名
古

屋
の
丸
通
に
勤
め
て
い
ま
し
た
。

私
は
夕
方
に
な
る
と
駅
と
家
の
中

間
に
位
置
す
る
橋
ま
で
迎
え
に
行

く
の
が
習
慣
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。
い
つ
も
お
土
産
は
森
永
ミ
ル

ク
キ
ャ
ラ
メ
ル
一
箱
で
し
た
。
近

所
の
子
供
と
缶
け
り
遊
び
を
よ
く

し
ま
し
た
。
丘
の
上
か
ら
蹴
ら
れ

た
缶
は
下
の
ほ
う
ま
で
こ
ろ
が

り
、
鬼
に
な
る
と
大
変
で
し
た
。

汗
だ
く
に
な
っ
て
帰
る
と
祖
母
が

梅
酢
を
冷
た
い
井
戸
水
で
割
っ
て

出
し
て
く
れ
ま
し
た
。
あ
の
と
き

の
冷
た
く
て
酸
っ
ぱ
い
甘
味
は
今

で
も
忘
れ
ま
せ
ん
。
祖
父
母
は
7

人
の
子
を
も
う
け
、
孫
は
20
人
以

上
い
た
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
中

で
私
は
一
番
可
愛
が
ら
れ
た
一
人

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う

な
祖
父
母
の
愛
に
は
ぐ
く
ま
れ
て

い
て
も
、
や
は
り
夜
に
な
る
と
母

が
恋
し
く
な
っ
た
も
の
で
す
。
夕

暮
れ
時
、
風
に
な
び
い
て
揺
ら
め

く
カ
ー
テ
ン
が
女
の
人
の
ス
カ
ー

ト
の
よ
う
な
気
が
し
た
と
き
、
急

に
母
が
恋
し
く
な
り
ま
し
た
。
縁

側
に
立
つ
と
名
古
屋
の
灯
火
が
は

る
か
に
見
え
ま
す
。〝
あ
っ
ち
の
ほ

う
に
母
ち
ゃ
ん
が
い
る
ん
だ
ー
〞

と
泣
き
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

悲
し
い
気
持
ち
に
襲
わ
れ
た
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
。
高
蔵
寺
の
生
活

は
概
し
て
楽
し
い
思
い
出
が
多
い

で
す
が
、
他
に
も
苦
痛
な
こ
と
は

あ
り
ま
し
た
。
高
蔵
寺
の
町
の
中

に
幼
稚
園
が
出
来
た
か
ら
そ
こ
に

通
園
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

園
章
の
バ
ッ
チ
は
大
変
気
に
入
っ

た
の
で
す
が
、
そ
こ
の
子
供
た
ち

と
ど
う
し
て
も
な
じ
め
ま
せ
ん
で

し
た
。
バ
ッ
チ
は
気
に
入
っ
て
も

の
す
ご
く
欲
し
か
っ
た
の
で
す

が
、
そ
れ
以
上
に
通
園
が
嫌
で
、

数
回
行
っ
た
だ
け
で
や
め
て
し
ま

い
ま
し
た
。
対
人
緊
張
の
芽
生
え

が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
も
う
ひ

と
つ
は
家
か
ら
遠
く
は
な
れ
た
と

き
の
激
し
い
不
安
感
で
す
。
あ
る

日
、
学
校
へ
行
っ
て
い
る
大
き
な
お

姉
さ
ん
が
イ
ナ
ゴ
捕
り
に
誘
っ
て

く
れ
ま
し
た
。
知
ら
な
い
子
ば
か

り
で
行
く
の
に
躊
躇
し
て
い
ま
し

た
が
、
祖
母
の
強
い
勧
め
で
連
れ

て
行
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
黄
金
色
の
稲
畑
の
あ
ぜ
を

白
い
大
き
な
布
袋
を
持
っ
て
歩
き

ま
し
た
。
イ
ナ
ゴ
を
み
つ
け
る
と

す
ば
や
く
捕
ら
え
袋
の
な
か
に
入

れ
る
の
で
す
。
当
時
は
イ
ナ
ゴ
も

大
切
な
蛋
白
源
だ
っ
た
の
で
し
ょ

う
。
こ
の
イ
ナ
ゴ
捕
り
は
は
じ
め

の
う
ち
は
珍
し
く
面
白
か
っ
た
の

で
す
が
、
だ
ん
だ
ん
疲
労
が
出
て

き
て
歩
く
の
が
辛
く
な
り
ま
し

た
。
そ
し
て
、
家
が
無
性
に
恋
し

く
な
り
不
安
に
な
っ
て
き
ま
し

た
。
な
じ
み
の
薄
い
お
姉
さ
ん
と

知
ら
な
い
子
ば
か
り
で
心
細
さ
が

募
っ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の

と
き
、
は
る
か
に
見
え
る
丘
の
上

の
家
が
急
に
祖
父
母
の
家
に
思
え

て
き
て
、
皆
と
別
れ
て
単
独
行
動

を
と
ろ
う
と
し
ま
し
た
。
し
か
し
、

一
人
だ
け
帰
る
と
言
い
出
せ
ず

に
、
と
ぼ
と
ぼ
と
皆
の
後
に
つ
い

て
歩
き
ま
し
た
。
そ
の
時
は
、
死

ぬ
ほ
ど
体
が
く
た
く
た
に
疲
れ
て

い
ま
し
た
。
し
か
し
、
黙
っ
て
つ

い
て
行
っ
た
の
が
正
解
だ
っ
た
の

で
す
。
そ
の
丘
の
上
の
家
は
別
の

家
だ
っ
た
の
で
す
。
あ
の
と
き
の

疲
労
感
と
不
安
感
は
思
い
出
し
て

も
足
が
す
く
む
ほ
ど
の
出
来
事
で

し
た
。

小
学
校
に
上
が
る
少
し
前
、
名

古
屋
の
母
の
元
に
戻
さ
れ
ま
し

た
。
当
時
テ
レ
ビ
は
な
く
、
夜
の

8
時
に
は
就
床
さ
せ
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
母
は
ま
だ
薬
局
を
閉
じ
て

お
ら
ず
、
寝
て
い
る
と
こ
ろ
に
お

客
の
話
し
声
が
な
ん
と
な
く
聞
こ

え
、
お
店
の
雰
囲
気
が
か
す
か
に

感
じ
取
ら
れ
ま
し
た
。
誰
も
い
な

く
な
る
と
静
寂
が
訪
れ
ま
す
。
私

は
夜
具
の
中
で
左
を
向
い
て
手
を

あ
わ
せ
祈
り
ま
し
た
。
次
に
右
を

向
き
最
後
に
は
仰
向
け
で
手
を
合

わ
せ
祈
り
ま
し
た
。
こ
の
お
祈
り

を
し
な
い
と
悪
い
こ
と
が
起
こ
る

よ
う
な
気
が
し
て
眠
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
は
強
迫

性
障
害
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る

儀
式
行
為
で
す
。
こ
の
強
迫
行

動
は
そ
れ
ほ
ど
長
く
は
続
か
な

か
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
一
時

的
に
は
典
型
的
症
状
を
呈
し
て

い
ま
し
た
。
た
だ
、
本
人
が
強

く
悩
ま
な
か
っ
た
点
と
生
活
上

の
実
質
的
な
障
害
が
な
か
っ
た

と
い
う
点
で
は
そ
れ
ほ
ど
病
的

な
不
安
症
状
で
は
な
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

私
の
小
学
校
入
学
前
ま
で
の
不

安
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
、
人
見

知
り
、
軽
い
対
人
緊
張
、
軽
度
の

分
離
不
安
、
そ
し
て
強
迫
性
儀
式

が
あ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

小
学
校
以
後
の
不
安
は
次
回
に
回

し
ま
し
ょ
う
。

私の不安体験　～小学校入学以前～
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匂
い
と
か
、
魅
惑
的
な
香
り
は
、

快
感
情
を
刺
激
す
る
な
ど
精
神
状

態
に
か
な
り
影
響
し
ま
す
。
香
り

は
、
古
く
か
ら
匂
い
袋
や
香
水
な

ど
日
常
生
活
と
密
接
に
関
連
す
る

グ
ッ
ズ
の
一
つ
で
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
日
本
で
は
香
道
の
よ
う

に
ひ
と
つ
の
文
化
と
し
て
伝
統
を

も
っ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

ア
ロ
マ
テ
ラ
ピ
ー

ア
ロ
マ
テ
ラ
ピ
ー
は
欧
州
か
ら

輸
入
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
日
本

で
も
美
容
法
、
健
康
法
あ
る
い
は

病
気
の
治
療
法
な
ど
幅
広
く
使
用

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
ま
し

た
。
ま
た
、
ス
ト
レ
ス
解
消
法
や

快
眠
グ
ッ
ズ
と
し
て
市
販
さ
れ
て

い
る
商
品
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。

方
法
と
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

植
物
の
花
、
根
、
種
子
や
樹
脂
か

ら
抽
出
さ
れ
た
精
油（
エ
ッ
セ
ン

シ
ャ
ル
オ
イ
ル
）を
、
空
中
蒸
散
、

吸
入
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
な
ど
で
、
鼻

腔
や
皮
膚
か
ら
吸
収
さ
せ
ま
す
。

一
般
的
に
は
、
ハ
ー
ブ
、
ラ
ベ
ン

ダ
ー
や
バ
ラ
の
香
り
が
リ
ラ
ッ
ク

ス
効
果
、
レ
モ
ン
、
ペ
パ
ー
ミ
ン

ト
、
ジ
ャ
ス
ミ
ン
で
は
覚
醒
効
果

が
あ
る
と
さ
れ
広
く
使
用
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
ら
に
含
ま
れ
る
成

分
と
し
て
は
、
テ
ル
ペ
ン
類
を
中

心
に
数
百
種
類
の
有
機
物
質
が
同

定
さ
れ
て
い
ま
す
。

香
り
の
心
理
的
生
理
的
効
果

ラ
ベ
ン
ダ
ー
の
リ
ラ
ッ
ク
ス
効

果
は
有
名
で
す
が
、
ロ
ー
ズ
は
快

感
、
レ
モ
ン
は
爽
快
感
な
ど
そ
れ

ぞ
れ
特
徴
が
あ
る
よ
う
で
す
。
ま

た
、
好
み
の
問
題
や
過
去
の
記
憶

と
も
関
連
が
あ
り
、
個
人
差
が
大

き
い
の
も
特
徴
で
す
。
良
い
思
い

出
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
快
い
感

情
を
抱
い
た
り
、
逆
に
い
や
な
思

い
出
に
関
連
し
て
い
る
と
不
快
に

感
じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、

一
概
に
「
リ
ラ
ッ
ク
ス
に
は
こ
の

香
り
が
よ
い
」
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

心
理
学
的
研
究
と
し
て
は
、
香

り
を
か
い
だ
と
き
の
感
情
や
気
分

を
測
定
す
る
心
理
テ
ス
ト
P
O
M

S
な
ど
が
用
い
ら
れ
、
リ
ラ
ッ
ク

ス
効
果
、
抗
不
安
効
果
あ
る
い
は

覚
醒
効
果
な
ど
が
報
告
さ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
生
理
学
的
研
究
と

し
て
は
、
中
枢
神
経
系
の
活
動
を

反
映
す
る
脳
波
や
事
象
関
連
電

位
、
自
律
神
経
系
の
活
動
を
反
映

す
る
心
拍
変
動
な
ど
の
研
究
が
報

告
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ま
だ
決
定

版
に
は
至
っ
て
い
ま
せ
ん
。

香
り
に
よ
る
ス
ト
レ
ス
解
消
法

ス
ト
レ
ス
解
消
法
に
も
い
ろ
い

ろ
あ
り
ま
す
が
、
香
り
に
よ
る
効

果
も
な
か
な
か
捨
て
が
た
い
も
の

が
あ
り
ま
す
。
森
林
浴
し
な
が
ら

樹
々
の
匂
い
を
か
い
だ
り
、
ヒ
ノ

キ
の
お
風
呂
に
入
っ
た
り
、
バ
ラ

の
香
り
を
か
い
だ
り
す
る
と
気
分

が
す
っ
き
り
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
す
る

こ
と
は
よ
く
経
験
さ
れ
る
こ
と

で
す
。
市
販
さ
れ
て
い
る
ア
ロ

マ
グ
ッ
ズ
の
中
に
は
い
い
か
げ
ん

な
も
の
や
効
果
の
検
証
さ
れ
て
い

な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
自
分

に
あ
っ
た
香
り
を
楽
し
む
の
は
大

変
リ
ラ
ッ
ク
ス
す
る
も
の
で
す
。

読
者
の
み
な
さ
ん
も
一
度
試
し
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

〈
野
村
忍
略
歴
〉

一
九
五
一
年
京
都
生
ま
れ
。

神
戸
大
学
医
学
部
卒
業
。
東
京
大
学
医
学

部
心
療
内
科
助
教
授
を
経
て
、
現
在
は
早
稲

田
大
学
人
間
科
学
部
教
授
。

専
門
は
、
心
身
医
学
、
行
動
医
学
、
臨
床

心
理
学
。

編
著
書
は
、「
ス
ト
レ
ス
！
心
と
体
の
処

方
箋
」「
ス
ト
レ
ス
と
心
臓
病
」「
心
療
内
科

入
門
」「
不
安
と
ス
ト
レ
ス
」
ほ
か
。

香
り
の
は
た
ら
き

匂
い
・
香
り
を
感
じ
る
の
は
嗅

覚
神
経
で
、
快
〜
不
快
な
ど
の
情

動
と
関
連
し
た
動
物
以
来
の
古
い

脳
の
働
き
の
ひ
と
つ
で
す
。
動
物

で
は
嗅
覚
は
非
常
に
敏
感
で
、
現

在
で
も
警
察
犬
に
匂
い
を
か
が
せ

て
犯
罪
捜
査
し
た
り
、
空
港
で
麻

薬
の
密
輸
を
阻
止
す
る
た
め
に
麻

薬
犬
が
活
躍
し
て
い
ま
す
。
人
間

で
は
、
他
の
高
次
脳
機
能
が
発
達

し
た
た
め
に
嗅
覚
は
か
な
り
鈍
く

な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
美
味
し
い

（
前
々
号
か
ら
つ
づ
く
）

さ
ら
に
、
今
度
は
歴
史
を
さ
か
の
ぼ
り
ま
す

と
、
慈
覚
大
師
が
お
み
え
に
な
る
大
化
元
年
、645

年
に
勝
海
上
人
と
い
う
方
が
浅
草
寺
に
お
い
で

に
な
り
ま
し
て
、
ご
本
尊
様
を
じ
ー
っ
と
拝
ん
で

お
り
ま
す
と
、
三
衣
一
鉢
が
な
く
な
っ
て
い
る
。

三
衣
一
鉢
と
い
う
の
は
衣
、
托
鉢
用
の
鉢
、
錫

杖
。
こ
の
三
つ
が
坊
さ
ん
の
一
番
大
事
な
も
の
で

す
。
そ
れ
が
ど
こ
か
に
い
っ
て
し
ま
う
。
ど
う
し
た

の
だ
と
い
う
と
、
観
音
様
か
ら「
お
前
は
私
の
姿

を
拝
み
す
ぎ
る
。
だ
か
ら
隠
し
て
や
っ
た
ん
だ
」と

い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
ま
し
て
、「
あ
あ
、
そ
れ
は

も
っ
た
い
な
い
こ
と
だ
」と
い
う
の
で
、
勝
海
上
人

と
い
う
人
が
ご
秘
仏
に
し
て
し
ま
っ
た
。
で
す
か

ら
、645
年
以
来
今
日
ま
で
だ
れ
も
拝
ん
だ
方
が

な
い
ん
で
す
。
ご
秘
仏
と
い
う
の
は
秘
密
仏
で
す

か
ら
、こ
の
間
善
光
寺
の
お
開
帳
が
あ
り
ま
し
た

ね
。
善
光
寺
の
ご
本
尊
様
も
秘
仏
で
す
。
何
十

万
と
い
う
人
が
お
参
り
さ
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

ご
本
尊
様
を
拝
ん
だ
人
は
い
な
い
。
全
部
お
前

立
ち
の
ご
本
尊
様
を
拝
ん
で
い
る
。
浅
草
寺
の
場

合
も
お
前
立
ち
の
ご
本
尊
様
を
拝
ん
で
い
る
。

な
ぜ
秘
仏
に
な
る
か
と
申
し
ま
す
と
、
ま
ず

大
変
お
姿
が
傷
ん
で
い
る
た
め
に
。
も
う
一
つ

は
、
も
の
す
ご
く
立
派
で
あ
っ
て
、こ
れ
を
後
世

に
そ
の
ま
ま
伝
え
た
い
。
こ
の
間
京
都
の
大
原

三
千
院
。
あ
の
観
音
様
、
ご
秘
仏
が
は
じ
め
て

ご
開
帳
さ
れ
ま
し
て
、
拝
み
に
参
り
ま
し
た
。

実
に
す
ば
ら
し
い
。
本
当
に
こ
れ
が
900
年
間
も

秘
仏
だ
っ
た
か
と
思
う
ぐ
ら
い
き
れ
い
で
す
。
で

す
か
ら
す
ば
ら
し
い
場
合
は
秘
仏
で
し
ょ
う
。

壊
れ
て
い
る
場
合
に
は
閉
め
て
し
ま
う
。

も
う
一
つ
は
宗
教
心
理
学
的
に
、「
な
に
ご

と
の
お
わ
し
ま
す
か
は
知
ら
ね
ど
も
」、
何
か

カ
ー
テ
ン
の
向
こ
う
に
あ
り
ま
す
と
、「
何
だ

な
、
あ
あ
だ
な
」と
い
う
人
間
心
理
的
な
も
の

も
ま
だ
あ
る
。
そ
う
い
う
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
秘

仏
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
あ
り
ま
す
が
、さ
て
、
浅
草
寺
は
ど
う
で
あ
ろ

う
か
。
後
で
お
話
し
し
ま
す
。（
次
号
に
つ
づ
く
）

清
水
谷
・
浅
草
寺
大
僧
正
講
演
録

『
浅
草
寺
史
話
』

ストレス講座 ーその26ー　

ストレスとアロマテラピー

野村　忍 早稲田大学人間科学学術院教授



病
気
が
な
お
り
、
治
癒
し
な
く
と
も

生
命
を
維
持
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

し
か
し
こ
の
史
上
初
の
経
験
の
中

で
、
次
々
に
人
間
の
心
の
不
思
議
さ

を
示
す
現
象
が
生
れ
は
じ
め
た
。
そ

の
一
つ
に
Q
O
L
が
あ
る
。
Q
O
L

（
生
命
の
質
）は
今
で
は
定
着
し
た
コ

ト
バ
だ
が
、
私
の
四
十
代
後
半
は
そ

れ
を
測
定
す
る
機
会
が
多
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
健
康
人
と
手
遅
れ
の
が
ん

患
者
の
「
生
活
の
満
足
度
」
に
差
が

認
め
ら
れ
な
い
の
だ
。
人
に
は
ど
う

い
う
適
応
能
力
が
そ
な
わ
っ
て
い

る
の
か
。
だ
が
こ
の
不
可
解
な
現

象
は
、
今
度
は
私
の
関
心
を
引
く

主
題
と
な
っ
た
。
精
神
科
的
問
題
に

よ
う
や
く
親
和
性
を
感
ず
る
ほ
ど
ま

で
成
長
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
終
末

期
医
療
に
足
を
踏
み
入
れ
た
と
き

だ
っ
た
。
生
・
老
・
病
・
死
は
必
然

に
た
ど
る
道
で
あ
る
、
な
ど
と
い
う
常

識
は
、
垢
じ
み
た
布
団
の
小
便
く
さ
い

寝
た
き
り
老
人
や
、
ゴ
ミ
の
中
に
埋

も
れ
た
痴
呆
状
態
に
あ
る
人
を
直

視
し
、
そ
の
肌
を
さ
す
る
の
に
何
の

役
に
も
立
た
な
い
。
お
び
え
、
嫌
悪

し
、
自
分
の
無
力
に
絶
望
し
て
い
た

と
き
、
精
神
科
医
神
谷
美
恵
子
の

「
ら
い
の
人
」と
い
う
詩
を
読
む
機
会

が
あ
っ
た
。
終
末
期
医
療
か
ら
撤
退

し
よ
う
と
考
え
て
い
た
時
だ
っ
た
。

こ
の
詩
は
、
昭
和
十
八
年
彼
女
が

ま
だ
医
学
生
の
頃
、
国
立
療
養
所
長

島
愛
生
園
に
し
ば
ら
く
滞
在
し
た
と

き
に
創
ら
れ
た
。
当
時
ハ
ン
セ
ン
氏

病
に
は
治
療
法
が
な
く
、
二
千
人
の

患
者
を
収
容
す
る
愛
生
園
で
は
毎
日

患
者
が
死
ん
で
い
た
。

詩
自
体
は
、
い
か
に
も
少
女
が
書

い
た
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
も
の
と
感

ず
る
人
も
い
よ
う
。
し
か
し
そ
こ
に

は
、
ご
く
限
ら
れ
た
医
療
者
し
か
持

た
ぬ
だ
ろ
う
視
線
が
あ
る
。

な
ぜ
私
た
ち
で
は
な
く
て
あ
な
た
が
？

あ
な
た
は
代
っ
て
下
さ
っ
た
の
だ

彼
女
は
こ
れ
を
、
心
の
病
に
せ
よ
、

身
体
の
病
に
せ
よ
、
す
べ
て
「
病
ん

で
い
る
人
に
対
す
る
負
い
目
の
感

情
」、
と
呼
ん
だ
。
そ
し
て
愛
生
園
に

就
職
し
た
い
と
思
う
に
至
る
。

私
は
こ
の
詩
を
読
ん
で
強
い
衝
撃
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〈
大
井
　
玄
略
歴
〉

一
九
三
五
年
生
ま
れ
。

一
九
六
三
年
東
京
大
学
医
学
部
卒
。

東
京
大
学
名
誉
教
授
。

元
国
立
環
境
研
究
所
所
長
。

臨
床
医
の
立
場
を
維
持
し
な
が
ら
国
際

保
健
、
地
域
医
療
、
終
末
期
医
療
に
か

か
わ
っ
て
き
た
。

を
受
け
た
が
、
同
時
に
非
常
な
恥
か
し

さ
を
覚
え
た
。
そ
れ
は
天
才
と
鈍
才

と
の
違
い
な
ど
と
い
う
こ
と
と
は
無
縁

で
あ
る
。
そ
の
恥
か
し
さ
は
、
私
が

「
寝
た
き
り
老
人
、
ぼ
け
老
人
」に
対

し
て
感
じ
て
い
た
申
訳
な
さ
、
切
な
さ

を
認
め
よ
う
と
せ
ず
、
自
分
自
身
に

対
し
て
隠
そ
う
、
隠
そ
う
と
努
力
し
て

い
た
こ
と
に
つ
い
て
だ
っ
た
。

「
寝
た
き
り
老
人
、
ぼ
け
老
人
」に

対
す
る
負
い
目
は
、
多
少
な
り
と
も

私
が
彼
ら
の
役
に
立
っ
て
い
る
こ
と

を
知
っ
て
和
ら
い
だ
。
そ
し
て
私
は
自

身
が
ぼ
け
始
め
、
肢
体
の
自
由
を
失

い
始
め
た
の
を
自
覚
し
て
か
ら
、
神

谷
さ
ん
に
対
す
る
恥
か
し
さ
も
薄
ら

い
で
き
た
。
私
も
彼
ら
と
、
そ
し
て
彼

女
と
も
同
じ
世
界
に
帰
り
つ
つ
あ
る

の
に
気
付
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
う

し
て
詩う

た

に
よ
っ
て
し
か
扱
い
得
な
い

病や
ま
い

の
あ
る
こ
と
を
悟
っ
た
の
で
あ
る
。

医
学
生
の
こ
ろ
、
精
神
科
の
講
義

は
不
可
解
で
、
私
を
不
安
に
し
た
。

し
た
が
っ
て
講
義
に
は
数
え
る
ほ
ど

し
か
出
席
し
て
い
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
精
神
科
の
講
義
に
責

任
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
私
の
頭
脳

が
あ
ま
り
に
も
幼
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
臓
器
の
病
気
を
視
覚
表
現
や
数

量
的
に
分
析
・
呈
示
す
る
分
野
で
は

違
和
感
を
お
ぼ
え
な
か
っ
た
か
ら
、

具
体
的
内
容
は
理
解
で
き
た
。
つ
ま

り
心
の
問
題
は
、
未
熟
な
人
間
に
は

観
念
的
で
馬
の
耳
に
念
仏
だ
っ
た
。

私
の
生
き
て
き
た
時
代
は
ち
ょ
う

ど
医
科
学
が
急
激
に
発
展
し
て
い
た

時
期
で
あ
る
。
結
核
の
よ
う
な
感
染

症
、
尿
毒
症（
腎
不
全
）、
消
化
器
が
ん

な
ど
か
つ
て
は
死
に
至
る
と
さ
れ
た

病（やまい）と詩（うた）【１】
―遅咲きのすすき―

元国立環境研究所所長

大　井　　　玄

光
う
し
な
い
た
る
ま
な
こ
う
つ
ろ
に

肢あ
し

う
し
な
い
た
る
か
ら
だ
に
な
わ
れ
て

診
察
台

だ

い

の
上
に
ど
さ
り
と
の
せ
ら
れ
た
人
よ

私
は
あ
な
た
の
前
に
こ
う
べ
を
た
れ
る

あ
な
た
は
だ
ま
っ
て
い
る

か
す
か
に
ほ
ほ
え
ん
で
さ
え
い
る

あ
あ
　
し
か
し
　
そ
の
沈
黙
は
　
ほ
ほ
え
み
は

長
い
戦
い
の
後
に
か
ち
と
ら
れ
た
も
の
だ

運
命
と
す
れ
す
れ
に
生
き
て
い
る
あ
な
た
よ

の
が
れ
よ
う
と
て
放
さ
ぬ
そ
の
鉄
の
手
に

朝
も
昼
も
夜
も
つ
か
ま
え
ら
れ
て

十
年
、
二
十
年
、
と
生
き
て
き
た
あ
な
た
よ

な
ぜ
私
た
ち
で
な
く
て
あ
な
た
が
？

あ
な
た
は
代
っ
て
下
さ
っ
た
の
だ

代
っ
て
人
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
奪
わ
れ

地
獄
の
責
苦

せ

め

く

を
悩
み
ぬ
い
て
く
だ
さ
っ
た
の
だ

ゆ
る
し
て
下
さ
い
　
ら
い
の
人
よ

浅
く
、
か
ろ
く
、
生
の
海
の
面お

も

に
浮
か
び

た
だ
よ
い

そ
こ
は
か
と
な
く
　
神
だ
の
霊
魂
だ
の
と

き
こ
え
よ
い
こ
と
ば
を
あ
や
つ
る
私
た
ち
を

こ
と
ば
も
な
く
こ
う
べ
た
れ
れ
ば

あ
な
た
は
た
だ
だ
ま
っ
て
い
る

そ
し
て
い
た
ま
し
く
も
歪
め
ら
れ
た
面
に

か
す
か
な
ほ
ほ
え
み
さ
え
浮
べ
て
い
る
。

、
、
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自
身
で
は
な
く
周
り
の
せ
い
に
し
た

が
る
。
勉
強
に
集
中
で
き
な
い
の
は
、

部
屋
が
な
い
か
ら
と
か
…
部
活
が
忙

し
い
か
ら
と
か
…
心
の
中
で
バ
ツ
を

ど
ん
ど
ん
つ
け
て
い
っ
て
、
だ
か
ら

自
分
は
で
き
な
い
と
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に

考
え
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
そ
れ
ら

を
み
ん
な
マ
ル
に
変
え
て
み
る
。
部

屋
が
な
い
の
は
マ
ル
、
か
え
っ
て
自

習
室
で
集
中
で
き
る
。
部
活
が
あ
る

の
は
マ
ル
、
生
活
に
メ
リ
ハ
リ
が
で

き
て
充
実
感
を
得
ら
れ
る
…
。
一
人

で
勉
強
し
て
孤
独
だ
け
ど
マ
ル
、
そ

の
ほ
う
が
闘
志
が
わ
い
て
気
合
十

分
！
っ
て
感
じ
だ
。
こ
の
よ
う
に
自

分
の
周
り
の
環
境
を
一
度
、
す
べ
て

肯
定
す
る
。
す
る
と
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な

思
考
が
で
き
る
よ
う
に
な
る（
心
の
中

に
い
つ
も
マ
ル
）。」

先
日
、
16
巻
が
新
し
く
出
ま
し
た

が
、
今
回
も
、
な
か
な
か
い
い
こ
と

が
書
い
て
あ
り
ま
し
た
の
で
、
ち
ょ
っ

と
そ
ち
ら
か
ら
も
、
引
用
し
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。

桜
　
木
「
試
験
中
に
焦
っ
て
し
ま
っ

た
場
合
の
対
処
法
を
教
え
よ
う
。」

「
焦
っ
て
る
と
き
普
通
は
『
自
分
は

焦
っ
て
い
な
い
』
と
否
定
し
よ
う
と

し
て
し
ま
う
も
の
。
し
か
し
そ
れ
が

い
け
な
い
。
焦
る
気
持
ち
を
打
ち
消

そ
う
と
す
る
と
か
え
っ
て
焦
り
を
増

幅
さ
せ
て
し
ま
う
。」

生
徒
A
「
じ
ゃ
、
ど
う
す
る
の
？
」

桜
　
木
「
思
い
っ
き
り
肯
定
す
る
。

『
あ
…
俺
、
焦
っ
て
ん
な
あ
』
と
。」

生
徒
B
「
肯
定
す
る
？
」

桜
　
木
「
ポ
イ
ン
ト
は
心
の
中
で
し
っ

か
り
言
葉
に
出
し
て
言
う
こ
と
。

す
る
と
不
思
議
と
ス
ー
ッ
と
落
ち
着

く
。
な
ぜ
肯
定
す
る
と
落
ち
着
く
の

か
。
そ
れ
は
自
分
を
客
観
視
で
き
る

よ
う
に
な
る
か
ら
。」

生
徒
B
「
客
観
視
…
」

桜
　
木
「
自
分
を
客
観
視
す
る
と
は

自
分
の
状
態
を
冷
静
に
把
握
す
る
こ

と
。
そ
の
た
め
に
必
要
な
の
は
焦
っ

て
い
る
自
分
や
緊
張
し
て
い
る
自
分

と
も
、
し
っ
か
り
向
き
合
う
こ
と
。」

「
自
分
の
気
持
ち
を
言
葉
に
す
る
こ
と

は
、
自
分
を
対
象
化
し
て
と
ら
え
る

と
い
う
こ
と
だ
。
そ
う
す
る
こ
と
で

自
然
と
自
分
を
客
観
視
で
き
る
よ
う

に
な
り
、
結
果
的
に
焦
り
や
緊
張
を

解
き
ほ
ぐ
せ
る
。」

生
徒
A
「
自
分
を
対
象
化
し
て
客
観

視
す
る
…
か
。」

こ
の
客
観
視
と
い
う
の
は
、
な
か

な
か
大
事
な
視
点
で
す
。
パ
ニ
ッ
ク

発
作
や
感
情
不
安
定
な
ど
の
際
も
、

症
状
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
し
っ
か
り
と

理
解
し
て
、
そ
の
症
状
が
身
体
の
生

理
的
な
反
応
で
あ
る
こ
と
を
客
観
的

1
年
ほ
ど
前
に
な
り
ま
す
が
、
知

人
か
ら
「
ド
ラ
ゴ
ン
桜
」
と
い
う
漫

画
を
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
今
、
う
ち

に
は
、
受
験
生
の
子
ど
も
が
い
る
の

で
す
が
、
子
ど
も
の
勉
強
の
参
考
に

な
る
よ
と
勧
め
ら
れ
て
、
面
白
そ
う

で
し
た
の
で
読
み
始
め
た
の
で
す
が
、

今
や
毎
回
、
単
行
本
を
買
っ
て
読
ん

で
い
ま
す
。
負
債
を
抱
え
て
経
営
破

綻
寸
前
の
落
ち
こ
ぼ
れ
高
校
の
再
建

計
画
に
弁
護
士
・
桜
木
が
乗
り
出
し
、

東
大
合
格
者
を
出
す
べ
く
奮
闘
す

る
！
と
い
う
内
容
の
漫
画
な
ん
で
す

が
、
こ
れ
が
な
か
な
か
、
た
か
が
漫

画
と
は
あ
な
ど
れ
な
い
で
す
。
人
生

全
般
の
ハ
ウ
ツ
ー
の
よ
う
な
部
分
も
、

た
く
さ
ん
出
て
き
て
、
本
当
に
参
考

に
な
り
ま
す
。
思
わ
ず
蛍
光
ペ
ン
で

マ
ー
キ
ン
グ
も
し
た
り
し
て
い
ま
す
。

以
前
、
こ
ち
ら
の
コ
ー
ナ
ー
で

「
コ
ー
チ
ン
グ
の
技
術
」（
講
談
社
現
代

新
書
）と
い
う
本
の
ご
紹
介
を
し
ま
し

た
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、「
ド
ラ
ゴ

ン
桜
」
で
も
全
く
同
じ
本
の
引
用
が

さ
れ
て
い
て
、
び
っ
く
り
し
た
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

第
10
巻
に
は
、
こ
ん
な
の
が
あ
り

ま
し
た
。

「
自
分
の
身
の
回
り
に
す
べ
て
マ
ル
を

つ
け
て
み
る
…
」「
大
概
、
人
は
も
の

ご
と
を
否
定
的
に
考
え
る
時
、
自
分

時
々
、
気
分
転
換
に
漫
画
を
読
む

事
が
あ
り
ま
す
。
普
段
は
、
単
行
本

な
ど
を
パ
ラ
パ
ラ
と
立
ち
読
み
し
て
、

気
に
い
っ
た
も
の
が
あ
る
と
購
入
し

ま
す
。
少
し
気
分
が
滅
入
っ
た
時

な
ど
は
、
楽
し
い
漫
画
を
読
む
と

ち
ょ
っ
と
元
気
に
な
り
ま
す
。
読
み

す
ぎ
る
と
疲
れ
ま
す
が
…
。
少
年

時
代
に
は
「
巨
人
の
星
」「
あ
し
た

の
ジ
ョ
ー
」「
ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ャ
ッ
ク
」

そ
の
他
い
ろ
い
ろ
を
愛
読
す
る
漫
画

少
年
で
し
た
。

〈
吉
田
栄
治
略
歴
〉

一
九
五
九
年
生
ま
れ
。

一
九
八
四
年
防
衛
医
科
大
学
校
医
学
部

医
学
科
卒
業
。
自
衛
隊
中
央
病
院
第
一

精
神
科
、
自
衛
隊
岐
阜
病
院
精
神
科
、

自
衛
隊
仙
台
病
院
初
代
精
神
科
部
長
を

経
て
、
二
〇
〇
三
年
九
月
よ
り
心
療
内

科
・
神
経
科

赤
坂
ク
リ
ニ
ッ
ク
院
長
。

◆ ドクターヨシダ の 一口コラム（12） ◆

漫画「ドラゴン桜」より

― 自己の客観視 ―
医療法人和楽会心療内科・神経科　赤坂クリニック院長

吉田 栄治

に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
れ
ば
、
う
ま
く
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が

で
き
る
よ
う
に
な
る
き
っ
か
け
に
な

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
と
い
う
哲
学

者
の
言
葉
で
、
こ
の
客
観
視
と
よ
く

似
た
言
葉
が
あ
り
ま
し
の
た
で
、
そ

ち
ら
も
ち
ょ
っ
と
引
用
し
て
お
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

「
感
情
は
そ
の
原
因
が
理
解
さ
れ
れ

ば
、
消
滅
し
な
い
ま
で
も
受
動
で
あ

る
こ
と
は
や
め
る
。
た
と
え
ば
後
悔

や
嫉
妬
の
よ
う
な
感
情
で
も
、
悲
し

み
を
他
人
や
自
己
の
せ
い
に
す
る
の

で
な
く
一
個
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て

理
解
す
れ
ば
猛
威
を
減
じ
る
で
あ
ろ

う
。」
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旧
制
高
校
と
い
う
時
代
が
あ
っ
た
。

青
年
が
学
問
を
意
識
し
な
が
ら
自
由
を

謳
歌
し
た
時
代
で
あ
る
。
教
授
も
学
生

も
細
か
い
こ
と
は
言
わ
な
い
。
授
業
に
出

る
と
か
、
出
席
を
取
る
と
か
そ
ん
な
野

暮
な
こ
と
は
言
わ
な
い
。
教
授
も
学
生

も
ま
ず
人
生
の
真
理
を
考
え
哲
学
的
な

読
書
を
重
ん
じ
た
。
夜
は
高
下
駄
を
履

き
破
衣
、
破
帽
で
町
内
を
闊
歩
し
、
よ

く
酒
を
飲
み
、
議
論
し
、
寮
歌
を
歌
っ

た
。
バ
ン
カ
ラ
と
言
わ
れ
た
。
町
の
人

は
、
そ
の
よ
う
な
若
者
た
ち
を
好
意
と

あ
る
種
の
敬
意
を
も
っ
て
厚
遇
し
た
。

実
際
大
物
が
育
っ
た
。
一
高
は
現
在
の

東
京
大
学
教
養
部
で
あ
り
、
二
高
は
東

北
大
学
教
養
部
で
あ
り
、
三
高
は
京
都

大
学
教
養
部
で
あ
り
、
四し

高こ
う

は
金
沢
大

学
教
養
部
で
あ
り
、
五
高
は
熊
本
大
学

教
養
部
で
あ
る
。
ナ
ン
バ
ー
ス
ク
ー
ル

と
呼
ば
れ
た
。
今
で
も
大
き
な
業
績
を

成
し
遂
げ
た
老
人
達
が
、
旧
制
高
校
時

代
を
懐
か
し
み
、
当
時
の
格
好
の
ま
ま

で
集
ま
り
寮
歌
祭
を
開
き
、
肩
を
組
ん

で
大
声
で
寮
歌
を
歌
っ
て
い
る
。
細
々

し
た
勉
強
は
し
な
か
っ
た
が
、
世
界
的
な

学
問
業
績
が
上
が
っ
た
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ

の
第
2
回
に
登
場
し
て
も
ら
っ
た
森
田

正
馬
は
第
五
高
等
学
校
卒
で
あ
る
。
森

田
は
こ
の
五
高
で
あ
の
夏
目
漱
石
に
英

語
を
習
っ
て
い
る
。
教
授
も
素
晴
ら
し

か
っ
た
。
そ
の
伝
統
が
多
少
な
り
残
っ

て
い
る
の
が
京
都
大
学
で
あ
る
。
学
問

の
自
由
が
残
り
、
独
創
的
な
研
究
が
生

ま
れ
て
い
る
。
最
も
優
れ
た
臨
床
精
神

病
理
学
者
の
中
井
久
夫
氏
は
当
初
京
都

大
学
の
ウ
イ
ル
ス
研
究
所
で
研
究
し
て

い
た
ウ
イ
ル
ス
学
者
で
あ
っ
た
。
そ
ん

な
自
由
が
京
都
大
学
に
は
あ
る
。

そ
の
旧
制
高
校
に
入
学
し
た
学
生
は

必
ず
読
む
べ
き
本
と
し
て
伝
え
ら
れ
た

3
冊
の
本
が
あ
っ
た
。
三
種
の
神
器
と

も
呼
ば
れ
た
。
そ
の
三
冊
と
は
西
田
幾

多
郎
の
『
善
の
研
究
』、
阿
部
次
郎
の

『
三
太
郎
の
日
記
』
と
倉
田
百
三
の

『
出
家
と
そ
の
弟
子
』
で
あ
っ
た
。
人

間
と
し
て
生
き
て
い
く
べ
き
基
本
的
倫

理
観
、
実
存
哲
学
、
死
生
観
を
実
感
を

持
っ
て
学
ぶ
事
の
で
き
る
大
変
優
れ
た

日
本
的
名
著
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ

う
な
優
れ
た
名
著
が
生
ま
れ
る
背
景
に

強
い
不
安
・
う
つ
の
体
験
が
あ
っ
た
。

今
回
は
「
出
家
と
そ
の
弟
子
」
の
著
者

倉
田
百
三
を
取
り
上
げ
る
。

父
倉
田
吾
作
は
、
広
島
県
比
婆
郡
庄

原
村
で
呉
服
商
を
営
み
、
こ
の
家
業
で

財
を
成
し
た
。
百
三
は
明
治
24（
1
8

9
1
）年
2
月
に
そ
こ
で
誕
生
し
て
い

る
。
姉
4
人
、
妹
2
人
の
女
ば
か
り
の

家
族
の
中
で
百
三
は
た
っ
た
一
人
の
男

の
子
と
し
て
寵
愛
と
期
待
を
一
身
に
受

け
て
育
っ
た
。
広
島
県
立
三
次
中
学
に

入
学
、
母
方
の
叔
母
シ
ズ
が
嫁
し
て
い
た

三
次
町（
実
は
こ
の
三
次
町
で
昨
年
11

月
に
講
演
を
し
て
き
た
）の
宗
藤
嚢
次
郎

家
に
寄
寓
、こ
こ
か
ら
通
学
し
た
。
宗
藤

家
に
は
実
妹
の
重
子
も
養
女
と
な
っ
て

住
ん
で
い
た
。
宗
藤
家
は
浄
土
真
宗
の

熱
心
な
信
徒
で
あ
り
、
こ
の
地
方
の
真

宗
在
家
集
団
の
有
力
者
で
も
あ
っ
た
。

百
三
は
シ
ズ
の
強
い
影
響
を
受
け
て

『
歎
異
抄
』
を
繰
り
返
し
読
み
、
こ
れ

に
惹
か
れ
て
い
っ
た
。『
歎
異
抄
』
は
、

大
正
6（
1
9
1
7
）年
に
刊
行
さ
れ
た

『
出
家
と
そ
の
弟
子
』
の
素
材
で
あ
る
。

内
容
は
人
生
の
寂
し
さ
、
師
と
の
邂
逅
、

信
仰
、
煩
悩
、
救
済
、
恋
の
苦
し
み
な

ど
を
激
し
い
感
情
を
内
に
潜
ま
せ
な
が

ら
、
清
明
な
論
理
を
も
っ
て
描
い
た
ド

ラ
マ
で
あ
る
。
本
の
扉
に
は
、「
こ
の

戯
曲
を
わ
が
叔
母
上
に
さ
さ
げ
る
」
と

明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
本
に
よ
っ
て

百
三
の
名
声
は
一
気
に
上
が
っ
た
。

百
三
は
家
業
を
自
分
に
継
が
せ
た
い

と
い
う
父
の
願
い
を
退
け
、
明
治
44
年
、

19
歳
の
時
に
第
一
高
等
学
校
に
入
学
、

故
郷
を
去
っ
た
。
し
か
し
大
正
2（
1

9
1
3
）年
22
歳
時
に
結
核
に
罹
患
し

折
角
の
一
高
も
退
学
し
、
闘
病
生
活
を

送
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
後
家
業
は
倒

産
し
、
姉
2
人
と
母
親
が
病
死
す
る
と

い
う
不
幸
を
体
験
す
る
。
大
正
15（
1

9
2
6
）年
や
っ
と
結
核
か
ら
回
復
し
神

奈
川
県
藤
沢
市
に
転
居
、
落
着
い
た

日
々
を
送
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
こ

こ
か
ら
本
格
的
な
不
安（
強
迫
性
）障
害

が
起
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
頃
自
然

■■■　 不 安 の 力（Ⅶ） ■■■

―倉田百三の場合―

医療法人和楽会 横浜クリニック院長

山　田　和　夫

フクロウ博士のチョッと一言

「同　事」

博士の知恵もそろそろ底をつ

いてきたので今回からは題を変

えましたゾ。

私の知り合いの偉いお坊様の

ご本から気に入った禅語を抜き

出して紹介します。

「同事」とは時を同じくする

同時ではなく、相手の立場にな

るということジャ。とりわけ、

指導的立場の人が、弱者に近づ

き、相手に合わせて、相手の関

心を引き出して導くという意味ら

しい。しかし、同事はすべての人

間関係において重要ジャナ。

たとえば、夫婦にとっての同

事は、夫が妻に対して、

①尊敬すること。

②軽んじないこと。

③不品行のないこと。

④権威を与えること。

⑤ときどきは装身具を買って与

えること。

妻が夫にすべきこととして、

①手順よく家事をなし、

②交際上手で、

③不品行にならず、

④財産を守り、

⑤料理がうまいこと、

だそうジャ。簡単そうでなか

なか難しそうですナ。

（中野東禅、凡人のための禅語入門　
2006 幻冬舎）
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を
観
照
す
る
事
を
実
践
し
て
い
た
が
、

観
照
し
よ
う
と
す
る
と
事
物
は
淡
々
と

し
て
感
動
を
与
え
な
く
な
っ
た
。
更
に

全
体
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
と
細
部
に

し
か
注
意
が
行
か
な
く
な
っ
た
。
部
分

し
か
見
え
な
く
な
っ
た
。
八
百
屋
の
前

を
通
り
か
か
る
と
、
知
覚
で
き
る
の
は

野
菜
や
果
物
だ
け
で
あ
る
。
店
全
体
が

ど
ん
な
も
の
か
が
わ
か
ら
な
い
。
街
に

は
人
や
馬
や
、
車
が
行
き
交
っ
て
い
る

が
そ
の
全
て
が
統
覚
で
き
な
い
。
時
に

あ
る
が
ま
ま
、
無
為
自
然
体
で
い
る
時

に
全
体
が
把
握
で
き
る
事
に
気
付
く
が

そ
れ
は
束
の
間
で
あ
っ
た
。
ど
う
し
て

も
意
識
的
執
着
と
な
っ
て
し
ま
う
。
更

に
そ
の
部
分
が
回
転
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
め
ま
い
が
し
て
嘔
吐
し
倒
れ
た
。

事
物
を
見
る
こ
と
に
強
い
恐
怖
を
感
じ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
恐
怖
の
観
念

に
怯
え
て
い
る
最
中
に
、
瞼
を
閉
じ
て

い
る
時
も
眼
は
瞼
の
裏
を
見
て
い
る
と

い
う
観
念
に
囚
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

眼
は
見
続
け
て
い
る
の
で
、
休
む
事
は

無
く
、
眠
る
事
は
で
き
な
い
と
思
う
よ

う
に
な
っ
た
。
不
眠
が
続
き
、
衰
弱
死

し
て
い
く
に
違
い
な
い
と
い
う
強
い
恐

怖
観
念
に
囚
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

自
力
で
治
す
の
は
困
難
と
悟
り
、
何

か
こ
の
異
常
を
治
す
他
力
は
無
い
か
と

藁
を
も
す
が
る
思
い
で
、
東
京
神
田
の
本

屋
街
を
探
し
回
っ
た
。
一
冊
の
本
に
巡

り
合
っ
た
。
京
都
済
生
病
院
院
長
の
小

林
参
三
郎
が
著
し
た『
静
坐
』と
い
う
本

で
あ
っ
た
。
必
死
な
気
持
ち
で
一
気
に
読

み
通
し
た
。
強
迫
観
念
は
意
志
の
力
に

よ
っ
て
こ
れ
を
治
す
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
静
坐
を
続
け
る
な
ら
ば
自
分
の
力

で
は
な
い
自
然
の
力
が
作
用
し
て
治
癒

に
至
る
と
説
か
れ
て
い
た
。
腑
に
落
ち

る
気
が
し
た
。
取
る
物
も
取
り
あ
え
ず

京
都
の
小
林
病
院
長
を
訪
ね
た
。
必
死

だ
っ
た
。
小
林
の
治
療
法
は
森
田
療
法

で
あ
っ
た
。
絶
対
臥
褥
を
続
け
、
あ
る

が
ま
ま
の
心
境
を
体
得
す
る
方
法
（
不

安
の
力（
Ⅱ
）に
記
載
）
で
あ
る
。
小
林

の
治
療
に
よ
っ
て
熟
眠
で
き
る
よ
う
に

な
る
が
、
別
の
強
迫
観
念
に
囚
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
耳
鳴
り
に
気
付
い
た
の

で
あ
る
。
耳
鳴
り
を
意
識
し
出
し
た
ら

そ
の
音
は
ど
ん
ど
ん
大
き
く
感
じ
ら
れ
、

頭
に
ガ
ン
ガ
ン
と
響
い
て
来
た
。
耳
鳴
り

だ
け
に
囚
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
苦
痛
に
絶
叫
し
た
。
際
限
の
無
い
連

鎖
恐
怖
が
そ
の
後
も
続
い
た
。

父
親
を
看
取
っ
た
後
、
百
三
は
昭
和

2（
1
9
2
7
）年
2
月
20
日
森
田
正
馬

に
直
接
治
療
を
受
け
る
べ
く
、
森
田
診

療
所
を
訪
ね
た
。
当
時
、
森
田
は
慈
恵

会
医
学
専
門
学
校
の
精
神
科
教
授
で

あ
っ
た
が
、
同
時
に
本
郷
区
蓬
莱
町
で

診
療
所
を
開
き
日
曜
日
の
み
診
療
を

行
っ
て
い
た
。
森
田
が
百
三
に
伝
え
た

の
は
、
次
に
こ
こ
を
訪
れ
る
ま
で
の
日

常
生
活
を
、
主
観
の
一
切
を
排
し
て
事

実
の
ま
ま
に
し
た
た
め
た
日
記
に
し

て
、
持
参
す
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
だ

け
で
あ
っ
た
。
正
馬
は
、
宅
診
の
度
に

そ
の
日
記
を
見
て
、
簡
単
な
コ
メ
ン
ト

を
伝
え
る
の
み
で
あ
っ
た
。
森
田
療
法

の
真
髄
は
、
症
者
の
苦
悩
は
苦
悩
の
ま

ま
に
、
激
し
い
苦
悩
を
引
き
ず
り
な
が

ら
も
、
日
常
の
生
活
は
全
う
さ
せ
る
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
作
家
で
あ
る
百

三
に
は
恐
怖
は
そ
の
ま
ま
受
け
留
め
な

が
ら
も
、
作
家
と
し
て
作
品
を
書
き
続

け
る
よ
う
に
言
い
つ
け
た
。

森
田
は
百
三
の
強
迫
観
念
に
つ
い
て

明
晰
な
解
釈
を
施
し
て
い
る
。「
百
三
は

観
照
の
美
学
な
ど
と
称
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
観
照
す
る
対
象
の
美
そ
の
も
の

を
感
得
す
る
心
で
は
な
く
、
観
照
に
対

す
る
努
力
の
快
感
に
ほ
か
な
ら
な
い
。」

対
象
を
眺
め
て
そ
こ
に
美
を
感
得
し
て

い
る
の
で
は
な
く
、
美
を
快
と
混
同
し

て
自
分
の
快
適
な
気
分
に
陶
酔
し
、
耽

溺
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ふ
と
し

た
き
っ
か
け
で
こ
の
気
分
は
容
易
に
反

転
す
る
。
百
三
は
こ
の
反
転
に
焦
り
、

も
が
き
執
着
し
て
は
か
ら
い
、
強
迫
観

念
に
至
っ
て
い
る
と
い
う
理
解
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
理
解
は
直
接
百
三
に
は
伝

え
ず
、
苦
悩
を
背
負
っ
た
ま
ま
作
家
と

し
て
の
本
分
を
全
う
せ
よ
と
い
う
の
み

で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
出
来
上
が
っ
た

小
説
が
畢
竟
の
秀
作
『
冬
鶯
』
で
あ
っ

た
。
百
三
と
彼
の
妹
艶
子
は
、
京
都
の

一
燈
園
（
こ
の
学
校
は
今
も
あ
り
、
本

来
的
な
心
身
の
修
養
教
育
を
行
っ
て
い

る
）
で
の
求
道
の
生
活
を
志
し
、
二
人

で
そ
こ
に
通
う
た
め
に
京
都
で
つ
ま
し

い
生
活
を
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。

『
冬
鶯
』
は
、
こ
の
と
き
の
生
活
を
回

想
し
て
書
き
上
げ
た
小
説
で
あ
る
。
百

三
が
主
人
公
の
頼
介
で
あ
り
、
ゆ
き
子

が
艶
子
で
あ
る
。
百
三
と
親
交
の
あ
っ

た
青
年
湯
川
が
も
う
一
人
の
登
場
人
物

で
あ
る
。
人
生
の
不
安
に
つ
い
て
の
三

人
の
真
摯
な
語
り
合
い
が
読
む
者
の
胸

を
打
つ
。
求
道
を
志
し
て
終
生
独
身
を

守
る
事
を
兄
に
誓
っ
た
ゆ
き
子
で
あ
っ

た
が
、
湯
川
と
の
恋
に
落
ち
、
頼
介
か

ら
次
第
に
遠
ざ
か
っ
て
い
く
。
頼
介
の

寂
寥
感
と
、
し
か
し
そ
れ
は
そ
れ
で
い

い
の
だ
と
自
ら
に
言
い
聞
か
せ
て
揺
れ

〈
山
田
和
夫
略
歴
〉

和
楽
会
横
浜
ク
リ
ニ
ッ
ク
院
長
、
東
洋
英
和
女
学
院

大
学
人
間
科
学
部
教
授
一
九
五
二
年
東
京
生
ま
れ
。

一
九
七
四
年
東
京
大
学
医
学
部
保
健
学
科
中

退
、
一
九
八
〇
年
横
浜
市
立
大
学
医
学
部
卒
業
。

二
〇
〇
〇
年
横
浜
市
立
大
学
医
学
部
市
民
総
合

医
療
セ
ン
タ
ー
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
部
長
、
二

〇
〇
二
年
東
洋
英
和
女
学
院
大
学
人
間
科
学
部

教
授
、
二
〇
〇
三
年
和
楽
会
横
浜
ク
リ
ニ
ッ
ク
院

長
。
日
本
う
つ
病
学
会
監
事
、
多
文
化
間
精
神

医
学
会
理
事
・
執
行
委
員
、
日
本
病
跡
学
会
理

事
・
編
集
委
員
長
他
。
主
要
著
書：

「
う
つ
病

は
本
当
に
完
治
す
る
か
」「
抗
う
つ
薬
の
選
び
方

と
用
い
方
」「
新
世
紀
の
精
神
科
治
療
２
気
分
障

害
の
診
療
学
」「
今
日
の
治
療
指
針
二
〇
〇
四：

難
治
性
う
つ
病
」
他

●

野
鳥
図
鑑
●

【ジョウビタキ】
冬鳥として飛来し、低い山の林や人家の庭先で見ること
ができます。スズメ位の大きさで、翼に白い紋があること
から「紋つき鳥」と呼んでいる地方もあります。枝先にと
まってピョコンとおじぎをする動作がいかにも愛嬌があ
り、親しまれています。

撮影（財）日本野鳥の会岐阜県支部長　大塚之稔
ゆきとし

る
心
を
、
冬
鶯
の
声
を
背
景
に
し
な
が

ら
静
か
に
語
っ
て
い
る
。

こ
の
作
品
を
完
成
さ
せ
る
と
同
時

に
、
不
安
・
恐
怖
は
こ
の
小
説
の
中
に

昇
華
さ
れ
る
よ
う
に
霧
散
し
て
い
っ
た
。

『
冬
鶯
』は
「
不
安
の
力
」
に
よ
っ
て
創

出
さ
れ
た
小
説
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
降

以
前
に
ま
し
て
強
健
な
百
三
が
出
現
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
不
安
を
真
に
克
服

し
た
後
の
健
康
さ
強
さ
で
あ
っ
た
。
森

田
は
本
来
、
不
安
・
恐
怖
は
「
生
の
欲

望
」
が
反
転
し
て
生
じ
て
い
る
も
の
で

あ
る
と
す
る
。
不
安
・
恐
怖
が
解
放
さ

れ
れ
ば
、
強
い
生
が
生
じ
る
の
は
当
然

の
事
と
し
て
い
る
。

（
参
考
文
献：

渡
辺
利
夫
著
『
神
経
症
の

時
代
―
わ
が
内
な
る
森
田
正
馬
』T
B

S
ブ
リ
タ
ニ
カ：

1
9
9
6
）
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行動療法（村岡） 
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行動療法（横山） 
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行動療法（福井） 
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集団認知 
行動療法 
（宇佐美） 

集団認知 
行動療法 
（宇佐美） 

集団認知 
行動療法 
（宇佐美） 

行動療法（村岡） 

※予約診療（日曜・祝日休診）

Que Será,Será
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【医師の受付時間】 【認知行動療法の受付時間】

●「自立支援医療制度」の利用についてのお知らせ

○自己負担額は原則10％です
これまでの制度の自己負担額は5％でしたが、新しい制度は原則10％です。世帯の所
得額や病名などによっては自己負担に上限があり、それ以上は支払わなくてよい場合
があります。

○必ず医療受給者証を提示して下さい
受診する時や薬局で薬をもらう時には、毎回必ず「医療受給者証」を提示して下さい。

○自己負担上限額がある場合は、必ず「月額負担上限額管理票」を提示して下さい
自己負担上限額がある人は、受診や薬局で薬をもらう時、必ず「月額負担上限額管理
票」を提示して、自己負担した金額を記入しても
らわなければなりません。

○新しい制度の有効期間は1年です
これまでの制度の有効期間は2年でしたが、新し
い制度は1年です。毎年更新手続きが必要です。

○新しい制度を利用できない場合があります
所得が一定以上（区市町村民税額が20万円以上）
の方で、「重度かつ継続」に該当しない場合には、
新しい制度を利用できません。

一定所得以下 中間所得層 一定所得以上 
生活保護 低所得1 低所得2 中間層1 中間層2 一定以上 

生活保護世帯 
区市町村民税 
非課税本人収入 
　80万 

区市町村民税 
非課税本人収入 
＞80万 

区市町村民税 
＜2万（所得割） 

2万　 
区市町村民税 
＜20万（所得割） 

20万　 
区市町村民税 
（所得割） 

所得区分① 

負担0円 

所得区分② 

負担上限額 
2,500円 

所得区分③ 所得区分④ 所得区分⑤ 

重 度 か つ 継 続  
負担上限額 
5,000円 

負担上限額　医療保険の自己負担限度額 公費負担の対象外 
（医療保険の負担割合・負担限度額） 

負担上限額 5,000円 負担上限額 10,000円 負担上限額 20,000円 

●「認知療法2006
～第5回日本認知療法学会から～」

著　者：貝谷久宣
発行日：2006年10月7日
出版社：星和書店
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