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医
療
法
人 

和
楽
会 

理
事
長    

貝
谷
久
宣

　

私
は
高
校
時
代
か
ら
大
学
ま
で

10
年
近
く
剣
道
に
励
ん
だ
。
そ
の

経
験
は
後
年
に
な
っ
て
も
い
ろ
い

ろ
な
面
で
益
に
な
っ
て
い
る
と
思

う
。
剣
道
を
や
っ
て
い
な
か
っ
た

ら
ひ
弱
な
体
質
だ
っ
た
ろ
う
が
、

今
日
ま
で
何
と
か
大
病
も
な
く
過

ご
し
て
こ
ら
れ
た
。
稽
古
の
前
後

に
必
ず
行
う
正
座
瞑
想
は
当
時
あ

ま
り
気
に
も
せ
ず
や
っ
て
い
た

が
、
今
や
っ
て
い
る
坐
禅
や
マ
イ

ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に
心
を
向
け
て
く

れ
た
基
礎
だ
と
考
え
る
。
高
校
の

剣
道
部
合
宿
で
先
輩
が
来
て
正
座

瞑
想
の
仕
方
を
教
え
て
く
れ
た
。

そ
れ
は
、“
静
か
に
鼻
だ
け
で
息

を
し
ろ
、
息
を
出
す
と
き
は
鼻
の

先
に
旗
を
イ
メ
ー
ジ
し
、
そ
れ
が

パ
タ
パ
タ
の
音
を
出
さ
ず
静
か
に

ひ
ら
め
か
せ
て
息
を
吐
け
、”と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
剣
道
の
奥
義

は
呼
吸
法
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
す

る
稽
古
方
法
を
聞
い
た
こ
と
が
あ

る
。
そ
れ
は
小
さ
い
ろ
う
そ
く
を

鼻
先
に
か
か
げ
そ
の
炎
が
揺
ら
め

か
な
い
よ
う
に
息
を
す
る
練
習
で

あ
る
。
正
眼
に
構
え
た
二
人
の
剣

士
は
鎬

し
の
ぎ

を
削
り
あ
い
お
互
い
に
呼

吸
を
見
計
ら
い
な
が
ら
打
ち
込
む

隙
を
探
す
。
隙
は
相
手
が
息
を

吸
っ
た
瞬
間
で
あ
る
。
そ
の
刹
那

に
面
を
打
ち
込
め
ば
勝
を
取
る
こ

と
が
で
き
る
。
息
を
吐
き
な
が
ら

面
を
打
つ
わ
け
だ
か
ら
、
勝
負
は

息
を
吐
く
か
吸
う
か
で
決
ま
る
。

一
本
を
取
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る

に
は
吐
く
息
は
長
く
し
吸
う
息
は

短
く
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て

相
手
の
息
を
吸
う
瞬
間
を
見
届
け

る
こ
と
で
あ
る
。

　

一
般
に
、
呼
気
は
陽
、
吸
気
は

陰
と
言
わ
れ
て
い
る
。
赤
ち
ゃ
ん
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が
生
ま
れ
て
く
る
時
は
”
お

ぎ
ゃ
ー“
と
呼
気
で
生
ま
れ
、
人

は
亡
く
な
る
時
に
息
を
引
き
取

る
。
人
生
は
ギ
ブ
・
ア
ン
ド
・
テ

イ
ク
で
あ
る
。
吐
く
息
が
長
い
の

は
長
生
き
の
証
拠
で
あ
る
。
医
学

的
に
は
、
呼
気
の
時
に
は
副
交
感

神
経
が
働
き
精
神
安
定
化
作
用
に

働
き
、
吸
気
に
は
脈
は
速
く
な
り

呼
吸
性
不
整
脈
が
生
理
的
に
も
生

じ
る
。
何
も
知
ら
な
い
人
が
パ

ニ
ッ
ク
発
作
を
引
き
起
こ
す
と
、

空
気
が
薄
い
と
い
っ
て
ア
ッ
プ

ア
ッ
プ
と
息
を
吸
お
う
と
す
る
。

そ
れ
で
は
交
感
神
経
優
位
に
傾

き
、
心
は
ま
す
ま
す
不
安
定
に

な
っ
て
い
く
。
私
は
、
パ
ニ
ッ
ク

発
作
を
起
こ
し
て
い
る
時
に
は
顔

を
両
足
の
間
に
入
れ
る
よ
う
に
前

屈
さ
せ
息
を
止
め
さ
せ
る（
努

責
）、
そ
の
後
上
半
身
を
持
ち
上

げ
れ
ば
空
気
は
自
然
に
体
内
に
入

り
こ
み
、
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ

パ
ニ
ッ
ク
発
作
は
消
失
す
る
。

　

岩
波
古
語
辞
典
で「
息
」を
引
く

と
、“
息
と
生
キ
と
同
根
と
す
る

言
語
は
世
界
に
例
が
少
な
く
な

い
。
例
え
ば
、
ラ
テ
ン
語spiritus

は
空
気
・
息
・
生
命
、
活
力
、
魂
、

ギ
リ
シ
ャ
語anem

os

は
空
気
、

息
、
生
命
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語ruah

は

風
、
息
、
生
命
の
語
源
の
意
。
日

ニ
ュ
ー
レ
を
入
れ
酸
素
を
送
り
込

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
な

る
と
寝
た
き
り
に
な
り
、
そ
の
患

者
さ
ん
の
Q
O
L
は
著
し
く
低
下

す
る
。
最
近
は
気
管
切
開
を
す
る

こ
と
な
し
に
鼻
マ
ス
ク
を
通
じ
て

酸
素
を
送
り
込
む
と
い
う
新
し
い

医
療
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
気
管
切
開
を
受
け
2
年
近
く

寝
た
き
り
で
あ
っ
た
50
代
の
あ
る

患
者
さ
ん
は
鼻
マ
ス
ク
を
つ
け
る

よ
う
に
な
り
車
い
す
で
活
発
に
活

動
可
能
と
な
り
、
新
し
い
こ
と
に

取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
人
生
が
一
変
し
た
。
私
は

鼻
腔
を
通
さ
ず
気
管
か
ら
直
接
肺

に
酸
素
を
送
り
込
む
の
で
は
な

く
、
鼻
腔
を
使
う
鼻
マ
ス
ク
に
は

何
か
別
の
命
を
活
発
に
さ
せ
る
作

用
が
あ
る
と
推
定
し
て
い
る
。
鼻

粘
膜
に
あ
る
嗅
神
経
が
受
け
取
っ

た
匂
い
の
刺
激
は
、
嗅
球
、
前
梨

状
皮
質
・
扁
桃
体
、
視
床
内
側
核
・

無
名
質
、
眼
窩
前
頭
皮
質
に
ま
で

達
す
る
。
す
な
わ
ち
、
鼻
腔
か
ら

の
刺
激
は
生
命
の
基
本
脳
で
あ
る

辺
縁
系
を
刺
激
し
、
生
命
を
イ
ン

ス
パ
イ
ア
ー
し
て
い
る
と
私
は
考

え
て
い
る
。
白
隠
は
自
分
の
パ

ニ
ッ
ク
症
を
直
し
た
内
観
法
の
中

で
鼻
孔
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い

る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
気

が
付
い
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
呼
吸
は
我
々
が
生

き
る
原
動
力
で
あ
る
こ
と
以
上
に

精
神
的
な
そ
し
て
霊
的
な
意
味
合

い
も
持
っ
て
い
る
。
瞑
想
に
お
い

て
呼
吸
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し

て
い
る
こ
と
に
合
点
が
い
く
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

不安のない生活—（29）呼吸について(1)

本
神
話
で
も
「
息い

ぶ
き吹

の
さ
霧
」
に

よ
っ
て
生
ま
れ
出
る
神
神
が
あ
る

の
は
、
息
が
生
命
を
意
味
し
た
か

ら
で
あ
る
。”と
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
呼
吸
は
、“
息
を
す
る
”こ
と
で

あ
り
、“
生
き
る
”こ
と
で
あ
り
、

生
命
そ
の
も
の
を
さ
す
こ
と
に

な
る
。「
呼
吸
」は
英
語
で
はres-

piration

で
あ
る
。spiration

の

原
義
は
ラ
テ
ン
語
のspiritus

生

命
、
霊
、
魂
、
精
神
で
あ
る
。re

は
繰
り
返
し
を
意
味
す
る
の
で

respiration

は
常
に
新
し
いspi-

ritus
を
体
に
入
れ
る
と
い
っ
た

意
味
が
根
底
に
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、「
呼
吸
す
る
」は
独
語

で
はatm
en
で
あ
る
。
こ
れ
は
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
ア
ー
ト
マ
ン

と
同
語
源
だ
と
い
う
。
平
凡
社
の

世
界
大
百
科
事
典
で
は
「
ア
ー
ト

マ
ン
」
は
、
本
来
呼
吸
を
意
味
し

た
が
、
転
じ
て
生
命
本
体
と
し
て

の
生
気
、
生
命
原
理
、
霊
魂
、
自

己
、
自
我
の
意
味
に
用
い
ら
れ
、

さ
ら
に
、
万
物
に
内
在
す
る
霊
妙

な
力
、
宇
宙
の
根
本
原
理
を
意
味

す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
あ
る
。

　

筋
ジ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
と
い
う
病

気
は
全
身
の
筋
肉
が
徐
々
に
萎
縮

し
て
い
く
D
N
A
病
で
あ
る
。
呼

吸
筋
の
萎
縮
が
強
く
な
っ
て
く
る

と
気
管
切
開
を
し
て
そ
こ
に
カ
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〈
原
井
宏
明
略
歴
〉

一
九
五
九
年
京
都
生
ま
れ
。
一
九
八
四
年
岐

阜
大
学
医
学
部
卒
業
。
神
戸
大
学
精
神
科
、

国
立
肥
前
療
養
所
（
現
、
肥
前
精
神
医
療
セ

ン
タ
ー
）、
国
立
菊
池
病
院
臨
床
研
究
部
長
・

診
療
部
長
を
経
て
、
二
〇
〇
八
年
一
月
か
ら
、

な
ご
や
メ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク
院
長
。
日
本

行
動
療
法
学
会
認
定
専
門
行
動
療
法
士
、
動

機
づ
け
面
接
ト
レ
ー
ナ
ー

強
迫
性
障
害
は
不
潔
恐
怖
だ
け
で

は
な
い

　

私
は
強
迫
性
障
害
の
治
療
が
専

門
で
す
。
こ
の
こ
と
は
私
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
や
O
C
D
の
会
で
の
講

演
会
、
テ
レ
ビ
番
組
、「
図
解
や

さ
し
く
わ
か
る
強
迫
性
障
害
」
な

ど
の
一
般
向
け
著
書
で
あ
る
程
度

知
ら
れ
て
い
ま
す
。
年
間
に

3
0
0
人
程
度
の
強
迫
性
障
害
の

方
が
新
患
と
し
て
受
診
さ
れ
ま

す
。
名
古
屋
市
内
の
方
は
三
分
の

一
程
度
で
、
他
は
関
東
や
東
北
、

関
西
、
九
州
な
ど
ほ
ぼ
日
本
全
国

か
ら
来
ら
れ
て
い
ま
す
。
受
診
の

き
っ
か
け
は
、
お
お
よ
そ
三
分
の

一
の
方
が
私
の
著
書
を
読
ん
で
、

三
分
の
一
が
ネ
ッ
ト
で
検
索
し

て
、
残
り
が
テ
レ
ビ
番
組
を
見
て

か
ら
や
、
現
在
受
診
中
の
ク
リ

ニ
ッ
ク
の
医
師
か
ら
紹
介
さ
れ
た

か
ら
、
な
ど
で
す
。
職
場
な
ど
周

り
の
知
り
合
い
に
勧
め
ら
れ
て
と

い
う
方
は
ま
だ
少
な
い
の
で
す
。

特
に
不
潔
恐
怖
以
外
の
強
迫
に
つ

い
て
の
知
識
の
普
及
は
ま
だ
ま
だ

で
す
。

　

な
ぜ
強
迫
性
障
害
の
知
名
度
は

低
い
の
で
し
ょ
う
か
？
自
分
や
他

人
を
殺
傷
し
た
り
、
薬
物
を
乱
用

し
た
り
す
る
よ
う
な
世
間
を
賑
わ

す
社
会
的
関
心
事
の
原
因
に
な
ら

な
い
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
強

迫
性
障
害
の
患
者
さ
ん
は
家
の
中

で
は
ひ
ど
い
症
状
を
出
し
ま
す

が
、
職
場
な
ど
外
で
は
隠
す
こ
と

が
で
き
る
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
テ
レ
ビ
が
取
り
上
げ
る
と
き

で
も
不
潔
恐
怖
・
手
洗
い
強
迫
ば

か
り
で
、
そ
れ
以
外
の
強
迫
の
症

状
は
避
け
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

取
材
に
来
た
テ
レ
ビ
局
の
デ
ィ

レ
ク
タ
ー
に
も
な
ぜ
？
と
尋
ね
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
確
認
は
じ
っ

と
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
、
視
聴

者
が
飽
き
て
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
変
え

て
し
ま
う
。
視
聴
者
が
釘
付
け
に

な
り
、
視
聴
率
を
上
げ
ら
れ
る
の

は
や
っ
ぱ
り
手
洗
い
シ
ー
ン
で

す
」
と
い
う
答
え
で
し
た
。
な
る

ほ
ど
で
す
。
何
か
に
こ
だ
わ
っ
て

全
て
を
忘
れ
て
集
中
し
て
い
る
時

間
が
数
時
間
に
な
っ
た
状
態
や
、

心
の
中
で
す
る
強
迫
行
為
が
煩
わ

し
く
、
寝
込
ん
で
し
ま
う
「
寝
逃

げ
」
は
日
常
生
活
を
著
し
く
妨
げ

ま
す
。
で
も
、
じ
っ
と
考
え
て
い

る
だ
け
、
寝
て
い
る
だ
け
の
テ
レ

ビ
映
像
を
見
せ
ら
れ
た
ら
、
普
通

の
視
聴
者
は
す
ぐ
に
飽
き
て
チ
ャ

ン
ネ
ル
を
変
え
る
で
し
ょ
う
。
出

口
や
家
の
中
で
じ
っ
と
石
の
よ
う

に
固
ま
る
患
者
と
向
き
合
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
家
族
は
そ
の
苦
痛

を
他
人
に
分
か
っ
て
も
ら
う
手
段

が
な
か
な
か
な
い
の
で
し
た
。

　

な
ご
や
メ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

に
来
ら
れ
る
患
者
さ
ん
に
限
れ

ば
、
こ
だ
わ
り
や“
心
の
中
の
儀

式
”な
ど
の
強
迫
症
状
を
持
つ
患

者
さ
ん
は
不
潔
恐
怖
の
方
よ
り
も

多
い
の
で
す
。
で
も
、
こ
の
情
報

は
世
間
に
広
ま
ら
ず
、
い
つ
も
残

念
に
思
っ
て
い
ま
し
た
。

患
者
さ
ん
の
奥
さ
ん
が
書
い
た
漫

画
ブ
ロ
グ
が
本
に
な
る

　

そ
ん
な
こ
と
を
思
っ
て
い
た
と

き
、
2
0
1
5
年
の
末
、
今
ま
で

と
は
違
う
、
ま
っ
た
く
新
し
い
形

で
こ
の
情
報
が
広
ま
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
排
泄
物
な
ど
の
汚
れ

は
気
に
し
な
い
け
れ
ど
、
中
途
半

端
さ
・
不
完
全
さ
は
気
に
な
り
、

自
分
が
す
る
こ
と
は
何
で
も
完
璧

に
し
た
い
と
い
う
不
完
全
恐
怖
と

言
う
べ
き
男
性
患
者
さ
ん
で
す
。

そ
の
奥
さ
ん
が
ご
主
人
の
症
状
と

治
療
経
過
を
一
家
の
生
活
を
交
え

な
が
ら
4
コ
マ
漫
画
で
書
い
た
ブ

ロ
グ
が
、出
版
社
の
目
に
と
ま
り
、

書
籍
化
さ
れ
ま
し
た
。
出
版
社
の

宝
島
社
の
サ
イ
ト
か
ら
、

“
強
迫
性
障
害
”を
患
い
な
が
ら
も

社
会
人
と
し
て
奮
闘
す
る
夫
と
、

子
ど
も
が
1
歳
の
頃
に
育
児
ノ
イ

ロ
ー
ゼ
か
ら“
う
つ
病
”に
な
っ
て

し
ま
っ
た
妻
。
そ
ん
な
2
人
の
日

常
と
子
育
て
の
様
子
が
ユ
ー
モ
ラ

ス
な
イ
ラ
ス
ト
で
描
か
れ
ま
す
。

と
て
も
つ
ら
く
苦
し
い
状
況
の
は

ず
な
の
に
、
前
向
き
に
頑
張
る
2

人
の
姿
か
ら
、
自
然
と
笑
顔
と
勇

気
を
も
ら
え
る
一
冊
で
す
。

　

本
の
制
作
に
、
私
も
一
部
か
か

わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
強

迫
性
障
害
は
逆
説
的
な
病
気
で

す
。
き
ち
ん
と
や
ろ
う
、
正
し
く

あ
り
た
い
と
い
う
意
図
と
し
て
は

全
く
正
し
い
行
為
が
結
果
と
し
て

大
迷
惑
な
行
動
に
な
り
ま
す
。
普

通
の
人
は
し
な
い
、
や
り
た
く
な

い
と
思
う
よ
う
な
こ
と
を
敢
え
て

前
向
き
に
行
う
逆
説
志
向
が
効
果

的
で
、
そ
れ
を
系
統
的
に
ま
と
め

た
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
と
儀
式
妨
害（
E
R
P
）と

呼
ば
れ
る
行
動
療
法
の
一
技
法
で

す
。
本
の
主
人
公
で
あ
る“
ま
こ

と
く
ん
”の
場
合
、
愛
す
る
家
族

を
守
り
た
い
・
業
務
に
忠
誠
を
尽

く
し
た
い
と
い
う
真
心
が
、
妻
子

を
泣
か
せ
た
り
、
休
職
し
た
り
す

る
こ
と
に
繋
が
る
の
で
し
た
。
そ

し
て
、
ま
こ
と
く
ん
に
与
え
ら
れ

た
E
R
P
の
課
題
が
、
あ
え
て
嫌

な
こ
と
を
考
え
・
行
い
、
日
常
動

作
を
中
途
半
端
に
す
る
こ
と
で

し
た
。

文
献

1 

龍
た
ま
こ
． 

規
格
外
な
夫
婦

～
強
迫
症
夫
と
元
う
つ
病
妻

の
非
日
常
な
日
常
：
宝
島
社；

 

2
0
1
6

2 

ブ
ロ
グ
の
ペ
ー
ジ

http://am
eblo.jp/ryu-tam

ako2/entry-1205104996

1.htm
l

次
号
に
続
く

規格外な夫婦①
強迫性障害の患者さんの奥さんがコミックエッセイを出版しました

医療法人 和楽会  なごやメンタルクリニック院長　原　井　 宏　明
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〈
海
老
澤
尚
略
歴
〉

一
九
五
九
年
生
ま
れ
。
一
九
八
四
年
東

京
大
学
医
学
部
医
学
科
卒
業
。
東
京
大

学
医
学
部
附
属
病
院
医
員
、
埼
玉
医
科

大
学
助
手
、（
財
）東
京
都
神
経
科
学
総

合
研
究
所
流
動
研
究
員
、
米
国
ハ
ー

バ
ー
ド
大
学
医
学
部
リ
サ
ー
チ
フ
ェ

ロ
ー
、
埼
玉
医
科
大
学
講
師
、
東
京
大

学
大
学
院
医
学
系
研
究
科
客
員
准
教

授
、
東
京
警
察
病
院
神
経
科
部
長
、
メ

デ
ィ
カ
ル
ケ
ア
虎
ノ
門
副
院
長
を
経
て

二
〇
一
五
年
三
月
よ
り
横
浜
ク
リ
ニ
ッ

ク
院
長
。

　

日
々
、
多
く
の「
う
つ
」の
方
の

診
療
を
し
て
い
る
と
、
ス
ト
レ
ス

の
み
な
ら
ず
、
生
活
習
慣
の
影
響

の
大
き
さ
を
し
ば
し
ば
実
感
し
ま

す
。
そ
の
こ
と
を
客
観
的
に
裏
付

け
る
研
究
も
数
多
く
行
わ
れ
て
い

ま
す
。
こ
こ
で
は
睡
眠
と
飲
酒
を

取
り
上
げ
ま
す
。

１ 

不
眠
と「
う
つ
」

　

ジ
ョ
ン
ズ
ホ
プ
キ
ン
ス
大
学
の

医
学
生
を
対
象
に
し
た
研
究
で
、

学
生
時
代
に
不
眠
が
あ
っ
た
人
は

そ
う
で
な
い
人
よ
り
も
、後
年（
追

跡
期
間
の
中
央
値
は
34
年
間
）う

つ
に
な
る
リ
ス
ク
が
2
倍
だ
っ
た

と
い
う
研
究
が
あ
り
ま
す（C

hang

et al, 1997

）。
不
眠
は
う
つ
の

危
険
因
子
な
の
で
す
。

２ 

睡
眠
時
間
と「
う
つ
」

　

睡
眠
時
間
が
短
い
人
は
肥
満
、

糖
尿
病
、心
血
管
障
害
、が
ん
な
ど

の
発
症
リ
ス
ク
と
共
に
、
死
亡
率

も
上
昇
し
て
い
る
と
い
う
疫
学
研

究
が
あ
り
ま
す（D

olgin,2013

）。

　

短
時
間
睡
眠
と「
う
つ
」と
の
関

連
も
報
告
さ
れ
て
い
ま
す

（K
aneitaら

､
2006

）。
日
本
で

の
研
究
で
は
、
睡
眠
時
間
が
6
時

間
未
満
と
短
い
人
は
、
6
時
間
以

上
の
人
に
比
べ
て
う
つ
病
の
発
症

率
が
約
1
・
6
倍
だ
っ
た
そ
う
で

す 

（S
akam

otoら
､
2013

）。

　

こ
の
よ
う
に
短
時
間
睡
眠
は
身

体
・
メ
ン
タ
ル
へ
の
影
響
が
大
き

い
一
方
、
日
本
人
の
平
均
睡
眠
時

間
は
減
り
続
け
て
い
ま
す
。
昭
和

51
年
か
ら
平
成
23
年
ま
で
の
35
年

間
に
、
15
歳
以
上
の
日
本
人
で
は

約
26
分
、
最
も
睡
眠
時
間
が
短
い

（
平
成
23
年
の
時
点
で
7
時
間
8

分
）年
齢
層
で
あ
る
40

－

49
歳
で

は
41
分
、
最
も
睡
眠
時
間
の
短
縮

が
大
き
い
70
歳
以
上
で
は
60
分
、

平
均
睡
眠
時
間
が
短
く
な
っ
て
い

ま
す（「
平
成
23
年
社
会
生
活
基
本

調
査
結
果
」［
総
務
省
統
計
局
］）。

世
界
的
に
見
て
も
日
本
人
の
睡

眠
時
間
の
短
さ
は
顕
著
で
す
。

O
E
C
D
加
盟
国
の
う
ち
25
か
国

の
平
均
睡
眠
時
間
は
8
時
間
22
分

で
す
が
、
8
時
間
を
切
っ
て
い
る

の
は
日
本（
7
時
間
43
分
）と
韓
国

（
7
時
間
41
分
）の
み
で
、
米
国
は

8
時
間
45
分
で
す（http://w

w
w
.

oecd.org/gender/data/O
E
C
D
_

1564_T
U
S
updateP

ortal.

xls

）。
健
康
維
持
と
い
う
点
で
、

日
本
人
の
睡
眠
時
間
の
短
さ
は
大

変
気
が
か
り
で
す
。

　

適
切
な
睡
眠
時
間
に
は
個
人

差
・
年
齢
差
が
あ
り
、
5
時
間
以

下
で
大
丈
夫
な
人
、
10
時
間
以
上

必
要
な
人
も
少
数
で
す
が
お
ら
れ

る
の
で
一
概
に
は
言
え
ま
せ
ん

が
、
大
部
分
の
日
本
人
で
は
7

－

8
時
間
の
睡
眠
が
適
切
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

３ 

睡
眠
覚
醒
リ
ズ
ム
と「
う
つ
」

　

睡
眠
覚
醒
リ
ズ
ム
も「
う
つ
」に

関
係
が
あ
り
ま
す
。
夜
型
の
人
は

朝
型
の
人
に
比
べ
て「
う
つ
」に
な

る
率
が
高
く
、「
う
つ
」に
な
っ
て

か
ら
の
回
復
率
も
低
い
と
い
う
複

数
の
研
究
が
あ
り
ま
す
。
日
本
で

の
研
究
で
は
、
1
時
以
降
に
寝
る

人
は
、
23

－

0
時
の
間
に
寝
る
人

に
比
べ
、
う
つ
病
の
リ
ス
ク
が

1
・
9
倍
だ
っ
た
そ
う
で
す（S

aka

m
otoら

､
2013

）。
た
だ
し
、
夜

型
の
人
は
睡
眠
時
間
も
短
く
な
り

が
ち
で
、
そ
の
影
響
も
少
な
か
ら

ず
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

残
業
の
多
さ
、
あ
る
い
は
交
代

制
勤
務
な
ど
の
た
め
自
己
努
力
だ

け
で
は
朝
型
生
活
を
維
持
す
る
の

が
難
し
い
と
い
う
方
も
多
い
で

し
ょ
う
。
し
か
し
、「
眠
く
な
ら

な
い
の
で
つ
い
夜
更
か
し
し
て
し

ま
う
」、「
早
く
寝
よ
う
と
す
る
が

寝
付
け
な
い
」
と
い
う
方
も
し
ば

し
ば
お
ら
れ
ま
す
。そ
の
原
因
が
、

体
内
時
計
の
リ
ズ
ム
の
遅
れ
に
あ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

体
内
時
計
は
通
常
24
時
間
よ
り

少
し
長
い
リ
ズ
ム
を
持
っ
て
い
ま

す
が
、
主
に
朝
明
る
い
光
を
浴
び

る
こ
と
で
リ
セ
ッ
ト
さ
れ
、
24
時

間
周
期
を
維
持
し
て
い
ま
す
。
逆

に
、
夜
明
る
い
光
を
浴
び
る
と
、

ま
だ
昼
間
が
続
い
て
い
る
と
体
内

時
計
が
勘
違
い
し
、
そ
れ
に
合
わ

せ
よ
う
と
リ
ズ
ム
が
遅
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
、
寝
つ
き

を
よ
く
す
る
に
は
、
夜
明
る
い
光

を
浴
び
な
い
方
が
良
い
の
で
す
。

明
る
さ
の
み
で
な
く
、
光
の
色
に

よ
っ
て
も
体
内
時
計
へ
の
影
響
の

大
き
さ
は
異
な
り
、
波
長
が

4
6
0

－

4
7
0

nm
の
青
色
光
が

最
も
強
い
効
果
を
示
す
と
判
明
し

て
い
ま
す
。
ス
マ
ホ
や
パ
ソ
コ
ン

な
ど
の
液
晶
画
面
は
4
6
0

－

4
7
0

nm
の
波
長
の
青
色
光
を
豊

富
に
含
ん
で
い
ま
す
。
従
っ
て
、

長
時
間
液
晶
画
面
を
眺
め
る
と
、

体
内
時
計
が
遅
れ
て
寝
つ
き
が
悪

く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
寝
つ

き
を
良
く
し
て
生
活
を
朝
型
に
す

る
に
は
、
夜
は
長
時
間
の
ネ
ッ
ト

サ
ー
フ
ィ
ン
、メ
ー
ル
チ
ェ
ッ
ク
、

S
N
S
を
避
け
、
朝
は
外
の
明
る

い
光
を
浴
び
る
の
が
良
い
の
で
す

（
勿
論
太
陽
光
の
直
視
は
避
け
て

く
だ
さ
い
）。

■■■　　生活習慣と「うつ」 ①　 ■　■■
医療法人　和楽会

横浜クリニック院長

海老澤　尚

次
号
に
続
く
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〈
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
。

　

ア
ド
ラ
ー
心
理
学
に
つ
い
て
書
か

れ
た 

『
嫌
わ
れ
る
勇
気
』 

と
い
う
本

の
紹
介
を
、
昨
年
の
ケ
セ
ラ
セ
ラ
春

号
か
ら
始
め
て
、
２
回
ほ
ど
で
終
わ

る
つ
も
り
が
、
１
年
が
か
り
に
な
っ

て
し
ま
い
、
今
回
、
そ
の
４
と
い
う

こ
と
で
、
よ
う
や
く
最
終
回
の
は
ず

だ
っ
た
の
で
す
が
、
少
々
最
後
が
ま

と
ま
り
き
ら
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の

４
に
つ
い
て
は
次
回
と
い
う
こ
と
に

し
ま
し
て
、
今
回
は
、
ち
ょ
っ
と
別

の
話
題
に
つ
い
て
書
く
こ
と
に
し
ま

し
た
。
今
回
は
２
０
１
４
年
秋
号
に

書
き
ま
し
た「
花
子
と
ア
ン
」に
続
い

て
、
ま
た
ま
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
朝
ド
ラ
ネ

タ
で
す
。

　

朝
は
大
体
、
パ
ン
と
コ
ー
ヒ
ー
で

朝
食
を
と
り
な
が
ら
ニ
ュ
ー
ス
番
組

を
見
て
、
８
時
50
分
頃
に
家
を
出
る

の
で
す
が
、
こ
こ
数
年
は
気
に
入
っ

た
と
き
は
、朝
ド
ラ
を
見
て
い
ま
す
。

最
近
は
、「
ゲ
ゲ
ゲ
の
女
房
」、「
花

子
と
ア
ン
」、「
あ
さ
が
来
た
」
に
、

は
ま
り
ま
し
た
。「
あ
ま
ち
ゃ
ん
」、

「
マ
ッ
サ
ン
」、「
ま
れ
」は
パ
ス
し
ま

し
た
。

　

今
回
の「
と
と
姉
ち
ゃ
ん
」は
初
回

か
ら
は
ま
っ
て
い
ま
す
。
物
語
は
、

戦
後「
暮
ら
し
の
手
帖
」を
創
刊
す
る

女
性
編
集
者
を
モ
デ
ル
に
し
た
常
子

を
ヒ
ロ
イ
ン
に
、
昭
和
５
年
に
始
ま

り
ま
す
。
常
子（
10
歳
）、
鞠
子（
９

歳
）、
美
子（
４
歳
）の
３
人
姉
妹
が

い
つ
も
元
気
に
走
っ
て
い
て
、
と
て

も
か
わ
い
い
し
、
西
島
秀
俊
が
演
じ

る
お
父
さ
ん（
竹
蔵
）が
ま
た
と
っ
て

も
い
い
ん
で
す
。
い
つ
も
穏
や
か
で

娘
た
ち
が
何
か
悪
さ
を
し
て
も
頭
ご

な
し
に
怒
っ
た
り
し
な
い
。
静
か
に

「
ど
う
し
て
こ
ん
な
こ
と
を
し
た
ん

で
す
か
？
」
と
ち
ゃ
ん
と
理
由
を
聞

く
。
ち
ゃ
ん
と
聞
い
て
く
れ
る
お
父

さ
ん
だ
か
ら
子
供
た
ち
も
正
直
に
本

当
の
こ
と
を
言
え
る
。
ま
た
、
こ
の

お
父
さ
ん（
と
と
）と
お
母
さ
ん（
か

か
）は
、
普
段
か
ら
子
供
に
も「
お
は

よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」「
～
で
す
」「
～

ま
す
」
と
丁
寧
語
で
す
。
子
供
た
ち

も
自
然
と
丁
寧
語
で
話
し
ま
す
が
、

全
く
堅
苦
し
い
と
こ
ろ
は
な
く
、
明

る
く
と
て
も
品
の
い
い
家
族
で
ほ
の

ぼ
の
と
し
て
き
ま
す
。

　

そ
ん
な
家
族
に
、
第
二
話
で
事
件

が
起
き
ま
す
。
父
親
の
お
得
意
先
の

専
務
が
持
っ
て
き
た
ピ
カ
ッ
ツ
ァ

（
ピ
カ
ソ
を
も
じ
っ
て
ま
す
ね
）の
絵

に
美
子
が
落
書
き
を
し
て
し
ま
い
、

そ
れ
を
修
復
し
よ
う
と
し
た
鞠
子
と

常
子
が
さ
ら
に
ひ
ど
い
も
の
に
し
て

し
ま
い
ま
す
。
こ
の
状
況
で
は
さ
す

が
に
「
な
ん
て
い
う
こ
と
を
し
た
ん

だ
！
」
と
怒
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
、

と
思
い
き
や
、
竹
蔵
は
深
刻
に
は
な

る
も
の
の
「
ど
う
し
て
こ
ん
な
こ
と

に
な
っ
た
ん
で
す
か
？
」
と
３
人
に

ち
ゃ
ん
と
事
情
を
聞
き
ま
す
。
娘
た

ち
も
長
女
か
ら
次
女
、
三
女
と
順
番

に「
私
の
せ
い
で
す
」「
私
の
せ
い
で

す
」「
私
の
せ
い
で
す
」と
正
直
に
答

え
ま
す
。
そ
し
て
墨
で
い
た
ず
ら
書

き
し
て
し
ま
っ
た
三
女
の
理
由
を
聞

い
て
、
そ
も
そ
も
の
原
因
が
自
分
に

あ
っ
た
こ
と
を
理
解
し
た
竹
蔵
は

「
安
心
し
て
く
だ
さ
い
。
と
と
が
責

任
を
取
り
ま
す
か
ら
」
と
毅
然
と
応

え
ま
す
。
結
局
、
絵
は
模
造
品
だ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
事
な
き
を
得
ま
す

が
、
実
に
か
っ
こ
い
い
お
父
さ
ん
で

し
た
。

　

子
供
た
ち
に
、
ど
う
し
て
こ
こ
ま

で
丁
寧
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

だ
ろ
う
か
、
ど
う
し
て
こ
こ
ま
で
怒

ら
な
い
で
い
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か

と
、
少
し
不
思
議
に
感
じ
て
い
た
の

で
す
が
、
第
三
話
で
向
井
理
が
演
じ

る
竹
蔵
の
弟
、
常
子
の
叔
父
に
あ
た

る
鉄
郎
か
ら
、
そ
の
理
由
が
語
ら
れ

ま
す
。
鉄
郎
が
以
前
、「
兄
貴
は
子

供
た
ち
を
甘
や
か
し
す
ぎ
な
ん
じ
ゃ

な
い
か
、威
厳
も
何
も
な
い
だ
ろ
う
」

と
意
見
を
し
た
と
こ
ろ
、
竹
蔵
は
次

の
よ
う
に
話
し
た
と
い
う
の
で
す
。

　
「
威
厳
な
ん
て
僕
に
は
必
要
な
い
。

親
父
と
お
ふ
く
ろ
を
早
く
に
亡
く
し

て
、
自
分
た
ち
兄
弟
は
親
戚
の
家
を

た
ら
い
回
し
に
さ
れ
た
が
、
あ
の
こ

ろ
は
、
ど
こ
の
家
の
父
親
も
い
ば
り

ち
ら
し
て
、家
族
を
従
わ
せ
て
い
た
。

し
か
し
自
分
に
は
そ
れ
が
幸
せ
に
は

見
え
な
か
っ
た
。
従
わ
さ
れ
て
い
る

家
族
も
、
従
わ
せ
て
い
る
父
親
も
。

だ
か
ら
、
僕
は
相
手
が
自
分
の
子
供

た
ち
だ
と
し
て
も
、
一
人
の
人
間
と

し
て
対
等
に
接
し
た
い
と
思
っ
て
い

る
ん
だ
」と
。

　

叔
父
の
鉄
郎
は
、
常
子
た
ち
に
言

い
ま
す
。「
兄
貴
は
大
切
に
し
て
る

ん
だ
と
思
う
よ
。
…
と・

・と
と
、
か
か

と
、
娘
た
ち
で
過
ご
す
時
間
を
さ
」

と
。
そ
し
て
、
こ
の
第
３
話
の
終
わ

り
の
と
こ
ろ
で
竹
蔵
は
「
当
た
り
前

に
あ
る
毎
日
で
も
、
そ
れ
は
、
と
っ

て
も
大
切
な
一
瞬
の
積
み
重
ね
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。
当
た
り
前
に
あ
る

日
常
は
、
か
け
が
え
の
な
い
も
の
で

す
か
ら
」と
語
り
ま
す
。

　

こ
の
竹
蔵
の
信
念
を
聞
い
た
と
き

に
、
ア
ド
ラ
ー
の
考
え
方
そ
の
も
の

だ
な
と
感
じ
ま
し
た
。Ｎ
Ｈ
Ｋ
さ
ん
、

Ｅ
テ
レ
の「
１
０
０
分
de
名
著
」と
い

う
番
組
で
ア
ド
ラ
ー
を
取
り
上
げ
て

い
ま
し
た
が
、
意
識
し
て
か
し
な
い

で
か
ま
さ
に
ア
ド
ラ
ー
の
考
え
方
が

こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ア
ド

ラ
ー
は
教
育
論
に
お
い
て
「
叱
っ
て

も
、
ほ
め
て
も
い
け
な
い
。
ど
ち
ら

も
上
下
関
係–

“
縦
の
関
係
”に
基
づ

い
て
相
手
を
操
作
し
よ
う
と
す
る
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
。
人
に
は
そ
れ
ぞ

れ
の
役
割
が
あ
る
わ
け
だ
が
、『
同

じ
で
は
な
い
け
れ
ど
対
等
』
と
い
う

“
横
の
関
係
”を
築
い
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
そ
れ
は
親
子
に
お
い

て
も
で
あ
る
。“
横
の
関
係
”に
基
づ

い
て
援
助
し
て
い
く
、
そ
れ
が
『
勇

気
づ
け
』で
あ
る
」と
い
っ
た
こ
と
を

◆ドクターヨシダ の 一口コラム （49）◆　朝ドラ 「とと姉ちゃん」
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

主
張
し
、
さ
ら
に
「
特
別
で
あ
る
必

要
は
な
く
、
普
通
で
あ
る
こ
と
の
勇

気
を
持
て
。
人
生
は
連
続
す
る
刹
那

で
あ
り
、
今
こ
の
瞬
間
を
真
剣
に
生

き
よ
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
が
、

竹
蔵
は
ま
さ
に
こ
の
考
え
方
を
、
自

分
の
体
験
か
ら
学
ん
で
実
践
し
て
い

る
な
あ
と
感
じ
ま
し
た
。

　

こ
の
竹
蔵
は
１
週
目
で
早
く
も
結

核
に
倒
れ
て
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
朝
か
ら
う
る
う
る
し
て
し
ま
い

ま
し
た
。
こ
の
と
き
常
子
は
竹
蔵
と

「
と
と
の
代
わ
り
を
務
め
る
」と
い
う

約
束
を
し
、「
と
と
姉
ち
ゃ
ん
」が
誕

生
し
ま
す
。

　

第
１
週
目
の
視
聴
率
は
上
々
だ
っ

た
よ
う
で
す
が
、
３
人
の
子
供
た
ち

は
成
長
し
て
配
役
も
変
わ
り
、
第
２

週
目
以
降
の
人
気
は
ど
う
な
り
ま
す

で
し
ょ
う
か
。
楽
し
み
な
と
こ
ろ

で
す
。
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あ
る
。
わ
が
尊
敬
す
る
O
先
生
は
、

自
分
は
八
十
代
後
半
だ
し
、
夫
人
が

ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
認
知
症
の
末
期

で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
こ
こ
数
年

間
、
以
上
の
ご
と
く
対
応
し
て
こ
ら

れ
た
。「
大
人
し
く
仲
良
く
し
て
い

れ
ば
、
な
か
な
か
破
裂
し
た
り
し
ま

せ
ん
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
を
、
今
年

の
年
賀
状
で
も
い
た
だ
い
た
。
夫
人

を
看
取
る
の
が
生
き
る
主
目
的
で
、

そ
れ
が
終
わ
っ
た
ら
い
つ
死
ん
で
も

良
い
と
言
わ
れ
る
。

　

だ
が
動
脈
瘤
が
急
速
に
成
長
し
て

い
る
場
合
に
は
、
外
科
的
干
渉
に
賭

け
る
よ
り
ほ
か
な
い
。
私
の
場
合
、

一
年
前
に
は
見
え
な
か
っ
た
の
に
５

セ
ン
チ
余
り
の
嚢
状
の
瘤
に
成
長
し

て
い
た
。
走
っ
た
り
、
泳
い
だ
り
、

腕
立
て
伏
せ
や
四
股
を
踏
む
な
ど
の

激
し
い
運
動
も
し
て
い
る
。
現
在
、

無
症
状
で
も
、
血
管
に
か
か
る
流
体

力
学
的
負
荷
は
、
普
通
の
人
よ
り
大

き
い
。
即
座
に
手
術
を
選
択
し
た
。

そ
れ
は
、
大
動
脈
弓
全
体
を
人
工
血

管
で
置
換
す
る
も
の
だ
。

　

た
だ
、
こ
の
手
術
は
動
脈
硬
化
の

進
ん
だ
血
管
に
手
を
加
え
る
た
め
、

血
管
内
壁
に
付
着
し
た
チ
ー
ズ
状
ア

テ
ロ
ー
ム
が
飛
ん
で
脳
梗
塞
を
起
こ

す
こ
と
も
多
い
。
半
身
不
随
を
起
こ

す
危
険
さ
え
あ
る
。

　

入
院
先
は
大
動
脈
外
科
で
は
日
本

　

医
師
は
、
ま
る
で
病
気
を
し
な
い

手
合
い
で
あ
る
よ
う
な
口
ぶ
り
の
人

に
会
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
い
う
人

は
中
学
・
高
校
の
ク
ラ
ス
会
で
特
に

多
い
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
が
、
社

交
辞
令
の
ひ
と
つ
か
も
知
れ
な
い
。

　

昨
年
十
月
、
高
齢
者
健
診
で
、
前

年
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
陰
影
が
胸

部
レ
ン
ト
ゲ
ン
撮
影
で
見
つ
か
っ

た
。
Ｃ
Ｔ
で
精
査
す
る
と
大
動
脈
弓

部
の
５
セ
ン
チ
余
り
の
動
脈
瘤
だ
っ

た
。
加
齢
に
よ
る
大
動
脈
硬
化
の
副

産
物
と
言
っ
て
よ
い
。

　

百
年
ほ
ど
前
、
東
京
大
学
医
学
部

内
科
教
授
で
森
鴎
外
な
ど
を
も
教
え

た
エ
ル
ウ
ィ
ン
・
ベ
ル
ツ
は
こ
れ
で

亡
く
な
っ
て
い
る
。
当
時
、
治
療
法

は
な
く
、
動
脈
瘤
の
破
裂
に
よ
り
苦

悶
の
う
ち
に
死
ぬ
の
が
常
だ
っ
た
。

彼
は
も
ち
ろ
ん
モ
ル
ヒ
ネ
で
痛
み
を

押
さ
え
た
。

　

時
代
は
変
わ
り
、
医
療
技
術
は
進

歩
し
た
。
人
工
心
肺
を
用
い
、
石
筍

の
よ
う
に
硬
く
な
っ
た
大
動
脈
弓
を

人
工
血
管
で
置
換
す
る
こ
と
も
可
能

に
な
っ
た
。

　

今
で
は
、
そ
の
人
の
死
生
観
に
よ

り
対
応
方
法
さ
え
分
か
れ
て
い
る
。

　

内
科
的
に
、
動
脈
瘤
が
大
き
く
な

ら
な
い
よ
う
血
圧
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

し
、
排
便
時
い
き
ま
な
い
よ
う
に
、

便
通
を
緩
下
剤
で
調
整
す
る
選
択
が

で
最
も
症
例
も
多
く
、
成
績
も
よ
い

川
崎
幸
病
院
大
動
脈
セ
ン
タ
ー
で

あ
る
。

　

選
択
は
正
し
か
っ
た
。

　

昨
年
ク
リ
ス
マ
ス
の
翌
日
、
起
床

す
る
と
、
嗄
声
の
た
め
声
が
ほ
と
ん

ど
出
な
い
。
迷
走
神
経
の
一
枝
は
、

頸
部
を
通
り
、
胸
部
の
大
動
脈
弓
の

下
ま
で
降
り
、
弓
を
引
っ
張
り
上
げ

る
よ
う
に
ま
た
上
昇
し
、
声
帯
に
ま

で
達
し
て
い
る
。
反
回
神
経
の
名
が

つ
け
ら
れ
た
所
以
だ
ろ
う
。

　

大
動
脈
弓
に
で
き
た
動
脈
瘤
が
急

速
に
大
き
く
な
る
時
に
は
、
反
回
神

経
を
引
っ
張
る
た
め
、
声
帯
が
麻
痺

し
、
嗄
声
が
現
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

　

年
明
け
て
、
音
声
学
の
専
門
家
に

診
て
も
ら
う
と
、
や
は
り
左
の
声
帯

が
麻
痺
し
て
い
た
。
入
院
が
数
日
早

ま
っ
た
。
白
梅
が
盛
ん
に
咲
い
て
い
た
。

　

入
院
に
際
し
て
、
読
み
か
け
て
い

た
テ
ィ
ク
・
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
の“T

he 

H
eart of U

nderstanding”

を
持
ち

込
ん
だ
。
薄
っ
ぺ
ら
な
般
若
心
経
の

解
説
書
で
あ
る
。

　

こ
の
べ
ト
ナ
ム
出
身
禅
僧
の
講
話

が
好
ま
れ
、
広
く
読
ま
れ
る
の
は
、

そ
の
平
易
で
詩
的
、
絵
画
的
で
爽
や

か
な
比
喩
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

　

存
在
論
の
中
核
「
在
る
と
い
う
こ

と
」
つ
ま
り
、“being”

、
ひ
と
つ
を

取
り
上
げ
て
も
彼
の
説
明
に
は
ハ
ッ

と
さ
せ
ら
れ
る
。

　
「
も
し
あ
な
た
が
詩
人
な
ら
、
こ

の
一
枚
の
紙
の
中
に
白
い
雲
が
浮
か

ん
で
い
の
を
観
る
で
し
ょ
う
」
と

い
っ
た
出
だ
し
で
、紙
の
中
に
は
雨
、

太
陽
の
光
、
森
、
木
こ
り
、
木
こ
り

の
持
参
す
る
弁
当
の
パ
ン
、
パ
ン
の

元
の
麦
、
木
こ
り
の
親
、
ま
た
そ
の

親
な
ど
、
諸
々
の
つ
な
が
っ
て
い
る

存
在
が
見
え
る
は
ず
だ
と
言
う
。
事

実
そ
こ
に
は
、
時
間
、
空
間
、
大
地

な
ど
の
す
べ
て
が「
共
に
在
る
」の
だ
。

　

紙
が「
在
る
」と
い
う
よ
り
も
、
紙

に
は
、
紙
以
外
の
す
べ
て
が
「
共
に

在
る
」
と
説
く
。「
在
る
と
い
う
こ

と
」、“being”

で
は
な
く
、「
共
に

在
る
こ
と
」“interbeing”

が
現
実
な

の
だ
と
い
う
。
さ
ら
に
正
確
に
表
現

す
る
な
ら
ば
、「
他
の
存
在
に
関
係

づ
け
ら
れ
て
在
る
」だ
ろ
う
。

　

宇
宙
の
諸
々
が「
共
に
在
る
」と
い

う
な
ら
、
な
ぜ
、「
紙
」が
在
る
と
い

う
の
か
。
宇
宙
が「
共
に
在
る
」な
ら

ば
、
世
界
は
つ
な
が
っ
た
連
続
体
と

し
て
見
え
な
い
の
か
。
実
際
、
現
代

言
語
学
の
創
始
者
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
、

あ
ら
ゆ
る
知
覚
や
経
験
、
そ
し
て
森

羅
万
象
は
、
言
語
の
網
を
通
し
て
み

る
以
前
は
、
連
続
体
で
あ
る
、
と
説

い
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
、
虹
は
日
本
語
で
は
七

色
と
し
て
区
別
し
て
い
る
が
、
英
語

で
は
六
色
、
ア
フ
リ
カ
・
ロ
ー
デ
シ

ア
の
あ
る
言
語
で
は
二
色
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
言
葉
を
使
う
人
は
、
虹
を

六
色
あ
る
い
は
二
色
と
し
て
見
て
い

る
。
言
語
の
網
で
、
連
続
し
た
世
界

を
区
切
っ
て
、「
何
か
が
在
る
」
と

言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
そ
れ
」が

在
る
、
と
言
っ
た
と
た
ん
に「
そ
れ
」

以
外
の
す
べ
て
が
捨
て
ら
れ
姿
を
消

す
の
が
言
語
の
不
思
議
で
あ
る
。

　

術
後
の
経
過
は
順
調
だ
っ
た
。

　

八
時
間
続
い
た
手
術
が
終
わ
り
、

「
終
わ
り
ま
し
た
よ
」と
い
う
声
で
目

覚
め
た
の
は
翌
日
だ
っ
た
。

　
「
手
足
は
動
き
ま
す
か
」。
確
か
に

動
く
。
大
き
な
脳
梗
塞
は
な
か
っ
た

よ
う
だ
。即
日
歩
行
練
習
を
始
め
る
。

高
齢
者
は
大
き
な
手
術
後
、
時
間
や

場
所
の
見
当
識
が
損
な
わ
れ
、
幻
覚

も
出
や
す
い
。
そ
れ
も
現
れ
な
か
っ

た
。
集
中
治
療
室
に
は
一
日
い
た
だ

け
で
、
個
室
に
戻
っ
た
。

　

術
後
、
二
つ
の
意
味
で
世
界
体
験

が
変
わ
っ
た
。

　

ま
ず
、
健
康
人
な
ら
、
も
の
を
呑

み
込
む
と
き
、
両
側
の
声
帯
が
ぴ
っ

た
り
合
わ
さ
っ
て
い
る
か
ら
、
気
管

に
水
や
食
物
が
入
る
こ
と
は
な
い
。

私
の
場
合
、
長
時
間
気
管
挿
管
を

行
っ
た
う
え
声
帯
の
萎
縮
が
あ
る
た

病（やまい）と 詩（うた）【 38 】　— 入院記 —
東京大学名誉教授
大　井　　　玄

白
梅
や 

花
び
ら
ほ
ど
の 

数
の
日
々
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● 野鳥図鑑 ●
フクロウ博士の

チョッと一言

撮影　日本野鳥の会　岐阜代表　大塚之
ゆ き と し

稔

〈
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
。

和光同塵

　これは老子の言葉です。「和」は和

らげるという意味で、「和光」は自分

の優等生ぶりをぼかすことでありま

す。自分があまり光りすぎると相手

が眩しく感じてしまうのです。「塵」

は相手の立場のことです。どんな人

も口には出さないけれども各自各様

の苦しみや悩みを持っています。そ

れを塵と形容しているのです。「同塵」

とはその相手の塵に同化していく心

配りを言っています。

（中野東禅著 凡人のための禅語入門、

pp40、幻冬舎2006）

【 チョウゲンボウ 】
　ハヤブサの仲間でハト位の大きさである。「チョウゲン
ボウ」とは、変な名前だと思う方もいるだろう。一説には、
トンボのことをゲンゲンボーと呼ぶ地域があり、トンボ
のように飛ぶ姿から鳥ゲンゲンボーが訛ったということ
らしい。昔は断崖絶壁の窪地に巣を作っていたが、近年
は橋桁や高層マンションのベランダでも繁殖するように
なった。かわいい顔をしているが、ネズミや小鳥を襲う
姿はやはり猛禽類である。

め
隙
間
が
あ
る
。
呑
み
込
む
の
が
可

能
に
な
る
ま
で
に
は
、
食
物
を
咀
嚼

し
、
糊
状
に
な
ら
な
け
れ
ば
呑
み
込

め
な
い
。
水
も
と
ろ
み
を
つ
け
な
け

れ
ば
呑
め
な
い
。
五
分
で
食
べ
て
い
た

食
事
が
四
十
分
も
か
か
る
よ
う
に

な
っ
た
。

　

坐
禅
の
よ
う
な
瞑
想
で
は
、
導
入

に
お
い
て
呼
吸
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に

注
意
を
向
け
る
。
呼
吸
を
意
識
し
な

い
日
常
で
対
峙
す
る
世
界
と
は
、
異

な
る
知
覚
で
あ
り
経
験
だ
。
同
様
に

一
口
の
食
べ
物
を
ゆ
っ
く
り
百
回
咀

嚼
し
、
味
と
香
り
を
楽
し
む
の
は
、

異
次
元
の
体
験
で
あ
る
。

　

ご
飯
を
口
に
入
れ
、
噛
み
は
じ
め

る
と
、
ほ
の
甘
く
、
柔
ら
か
く
、
し

か
も
優
し
い
歯
ご
た
え
が
口
腔
に
広

が
る
。
噛
ん
で
い
る
と
味
が
微
妙
に

変
化
し
、
病
院
食
の
里
芋
の
煮
物
の

よ
う
な
お
か
ず
と
の
混
ざ
り
具
合
に

ぞ
く
ぞ
く
す
る
。
美
味
で
あ
る
。
ご

く
普
通
の
お
か
ず
、
炒
り
豆
腐
、
鶏

の
か
ら
揚
げ
、
味
噌
汁
な
ど
で
も
そ

れ
ぞ
れ
の
悦
楽
が
あ
る
。
食
べ
る
こ

と
は
、
視
覚
、
嗅
覚
、
味
覚
、
口
か

ら
食
道
、
胃
の
腑
に
至
る
、
全
身
の

感
覚
器
官
を
通
じ
て
味
わ
う
「
世
界

体
験
」で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
の
体
験
は
、
覚
醒
す
る

際
に
特
に
鮮
明
に
感
じ
た
の
だ
が
、

世
界
の
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
私
と
一
体

だ
と
い
う
感
覚
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
最
初
、
テ
ィ
ク
・
ナ
ッ

ト
・
ハ
ン
を
読
ん
だ
影
響
か
と
疑
っ

た
。
親
切
な
看
護
師
が
来
て
も
、
若

い
医
師
が
話
し
か
け
て
き
て
も
、

ベ
ッ
ド
や
食
事
の
ト
レ
イ
を
見
て

も
、自
分
が
そ
こ
に
い
る
。
同
時
に
、

安
ら
ぎ
が
身
体
全
体
を
満
た
し
て
い

る
。
断
じ
て
幻
覚
で
は
な
か
っ
た
。

世
界
体
験
で
あ
る
。
だ
れ
の
顔
を
見

て
も
、
自
然
に
微
笑
む
の
だ
っ
た
。

　

術
後
の
リ
ハ
ビ
リ
は
、
一
往
復
百

メ
ー
ト
ル
の
廊
下
を
歩
く
こ
と
。
こ

れ
を
「
驚
異
的
」
ペ
ー
ス
で
こ
な
し

て
、
術
後
十
二
日
で
退
院
し
た
。

　

体
力
を
消
耗
し
、
リ
ハ
ビ
リ
は
き

つ
く
、
嗄
声
の
改
善
は
は
か
ば
か
し

く
な
い
。
し
か
し
世
界
は
新
し
く
輝

い
て
い
る
。
き
っ
と「
恍
惚
の
人
」と

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。


