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水嶋 陽子

平
均
寿
命
が
延
び
、
二
十

一
世
紀
に
は
未
曽
有
の
高
齢
化
社
会

へ
と
日
本
は

突
入
す
る
と
い
わ
れ
て
久
し
い
。
長
生
き
す
る
人
が
稀
で
あ

っ
た
時
代
、
長
寿

は
憧
れ
で
あ

っ
た
。
だ
が
実
際
に
多
く
の
人
に
と
り
長
寿
が
可
能
と
な

っ
た
今

・日
、
自
ら
が
ほ
ぼ
確
実
に
迎
え
る
.で
あ
ろ
う
老
後
に
対
し
て
、
人
は
そ
れ
を
手

放
し
に
は
喜
ん
で
い
な
い
。
か
え

っ
て
、
「痴
呆
」
や

「寝
た
き
り
」
な
ど
老

い
に
と
も
な
う
否
定
的
な
イ
メ
ー
ジ

へ
の
強
迫
観
念
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
と
い

う
皮
肉
な
結
果
が
あ
る
。

現
代
人
の
意
識
を
つ
よ
く
と
ら
え
て
い
る

「老
い
」
は
、
時
代
と
民
族
、
性

と
階
級
を
こ
え
た
万
人
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
ア
リ
エ
ス
が
子
供
や
死
と
い

う
概
念
が
時
代
に
よ
り
異
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
老
い
に
関
す

る
認
識
も
ま
た
社
会
と
時
代
の
価
値
体
系
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

ゆ
え
に
本
書
の
主
題
は
、
そ
の
副
題
が
示
す
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
老

い
の
社
会
史
で
あ
り
、
負
の
イ
メ
ー
ジ
が
先
行
す
る
現
代
の
老
い
が
歴
史
的
に

つ
く
ら
れ
て
ゆ
く
プ

ロ
セ
ス
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
主

に
扱
う
時
代
は
、
ビ

ュ
ー
刀
タ
ソ
が
新
大
陸
に
や

っ
て
き
た
十
七
世
紀
前
半
か

ら
、
第
、一
次
世
界
大
戦
の
お
わ
る
二
十
世
紀
初
頭
で
あ
る
。
こ
の
期
間
に
お
け

る
人
口
構
成
、
労
働
形
態
、
文
学
、
絵
画
、
出
版
物
、
宗
教
家
や
生
物
学
者
、

医
者
な
ど
の
発
言
と
研
究
成
果
、
そ
し
て
若
返
り
の
た
め
の
薬
と
い
っ
た
ヒ
ヅ

ト
商
品
な
ど
が
綿
密
に
拾
い
あ
げ
ら
れ
る
。

主
に
対
象
と
な
る
三
百
年
間
を
著
者
は
三
分
割
す
る
が
、
そ
の
境
界
線
は
、

老
い
の
意
味
付
け
に
お
い
て
支
配
的
役
割
を
は
た
し
た
要
素

の
変
遷
に
対
応
し

て
い
る
。
意
味
の
源
泉
と
な
る
要
素
に
は
、
宗
教
的
な
も
の
、
世
俗
の
進
歩
に

貢
献
す
惹
か
と
い
う
社
会
的
も
の
、医
学
な
ど
科
学
的
な
も
の
の
三
点
が
あ
る
。
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本
書
を
紹
介
す
る
に
あ
た
り
、
丹
念
に
調
べ
あ
げ
ら
れ
た
具
体
的
事
例
に
言
及

す
る
こ
と
は
困
難
な
の
で
、
以
下

、
本
書
の
三
区
分
に
し
た
が

っ
て
各
時
代
ご

と
の

「老
い
」
が
成
立
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
焦
点
を
定
め
て
要
約
し
、
そ
の
後
に

コ
メ
ソ
ト
を
加
え
た
い
。

1

宗
教
的
な
老
い
の
把
握

ア
メ
リ
カ

へ
わ
た

っ
た
ピ

ュ
ー
リ
タ
ン
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な

「成
熟
」
と

い
う
理
想
を
も

っ
て
い
た
。
そ
れ
は
よ
り
神
に
近
い
存
在
に
な
る
た
め
に
、
継

続
的
に
成
長
し
つ
づ
け
る
と
い
う
姿
勢
で
あ
る
。
そ
の
典
型
は
、
バ
ニ
ヤ
ン
の

『天
路
歴
程
』
に
み
ら
れ
る
。
そ

こ
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
艱
難
を
精
神
力
で
乗

り
越
え
て
成
長
す
る
庶
民
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
的
な
、
人
は

成
長
し
つ
づ
け
る
と
み
な
す
傾
向

と
、
家
父
長
制
の
伝
統
が
、
老
い
を
尊
敬
の

対
象
と
し
た
。
老
人
は
神
に
向
か

っ
て
完
成
の
た
め
に
成
長
し
つ
づ
け
て
い
る

存
在
で
あ
り
、
老
い
る
こ
と
は
宗
教
的
、
社
会
的
に
豊
か
で
あ
る
こ
と
を
意
味

す
る
か
ら
で
あ
る
。

老
い
へ
の
思
想
的
な
尊
敬
を
実
質
的
に
さ
さ
え
て
い
た
の
は
、
老
い
た
親
が

も

つ
土
地
の
権
威
で
あ

っ
た
。
だ
が
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
は
じ
め
に
は
、

親
の
世
代
が
子
供
の
世
代
に
対
し

て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
力
が
弱
く
な
り
、
そ

れ
に
と
も
な
い
老
年
の
価
値
も
低
下
す
る
。
第

一
に
、
ロ
ヅ
ク
の

『教
育
論
』、

が
流
行
し
、
子
供
を
家
父
長
的
な
権
威
に
従
わ
せ
る
の
で
は
な
く
、
自
由
で
独

立
し
た
市
民
と
し
て
教
育
し
よ
う
と
す
る
気
運
が
高
ま

っ
た
た
め
。
第
二
に
、

子
供
が
労
働
者
と
し
て
都
市

へ
吸
収

さ
れ
、
親
の
仕
事
を
継
が
な
い
傾
向
が
強

ま
り
、
財
産
と
し
て
の
土
地
の
価
値

が
低
下
し
た
た
め
で
あ
る
。

だ
が
同
時
に
こ
の
時
代
は
、
老
い
る
ま
で
生
き
る
人
が
稀
で
あ

っ
た
と
い
う

点
を
著
者
は
重
視
す
る
。
そ
し
て
こ
の
点
を
う
ま
く
利
用
し
た
カ
ル
ヴ

ァ
ン
派

の
牧
師
た
ち
の

「
死
の
無
秩
序
性
」
(幽
Φ
餌叶ゴ

≦
一冖げ
O
⊆
け
O
属傷
Φ民)
の
考
え
方
が
、

こ
う
し
た
状
況
下
で
老
い
の
尊
厳
を
支
え
た
、
と
み
る
。
こ
の
考
え
は
、
生
命

は
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
神
秘
な
贈
り
物
で
あ
り
、
個
人
の
死
の
タ
イ
ミ
ソ
グ
と

死
に
ざ
ま
は
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
若
者
も
老
人
よ

り
死
か
ら
遠
い
位
置
に
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る

(同
じ
こ
と
を

日
本
の
古
い
宗
教
で
は
、
「老
少
不
定
」
と
い
う
)。
こ
の
考
え
に
基
づ
き
、
老

人
は
神
か
ら
す
ば
ら
し
い
特
別
な
慈
悲
を
受
け
た
人
と
み
な
さ
れ
、
尊
敬

の
対

象
と
さ
れ
た
。

2

「
啓
蒙
さ
れ
た
」
道
徳
に
よ
る
老
い
の
把
握

十
九
世
紀
前
半
、
ア
メ
リ
カ
社
会
は
自
由
主
義
経
済
の
急
激
な
発
達
に
と
も

な
い
、
大
変
化
を
と
げ
る
。
ピ

ュ
ー
リ
タ
ン
的
な
家
父
長
制
に
基
づ
く
社
会
は

解
体
し
た
。
そ
し
て
親
の
住
む
田
舎
の
農
園
か
ら
都
市
に
で
て
き
て
労
働
者
と

な

っ
た
も
の
が
、
ア
メ
リ
カ
を
代
表
す
る
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
を

つ
く

っ
た
時
代
で

あ
る
。
こ
の
時
代
、
新
た
に
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の

一
般
道
徳
と
な

っ
た
も
の
を
、

著
者
は

「啓
蒙
さ
れ
た
」
道
徳

(.、〇三
訂
o鳬
.
9
霞
巴
淳
団
)
と
よ
ぶ
。
「
啓
蒙

さ
れ
た
」
道
徳
と
は
、
独
立
、
健
康
、
成
功
を
よ
し
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
達

成
の
た
め
に
は
、
自
分
自
身
の
身
体
と
肉
体
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
も
と
で
、
従
来
は
神
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て

い
た
生
命
は
、
個
人
の
財
産
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
こ
か
ら

「啓
蒙
さ
れ
た
」
道
徳
は
、

一
方
で
エ
イ
ジ
ズ
ム

(高
齢
者
層
差
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別
)
の
起
源
と
な
り
、
ま
た

一
方

で
人

々
に
健
康
志
向
を
う
え
つ
け
た
。
ま
ず

エ
イ
ジ
ズ
ム
の
発
生
プ

ロ
セ
ス
を
具
体
的
に
追
う
こ
と
で
、
こ
の
時
代
に
、
老

い
が
、
い
か
に
し
て
尊
敬
の
対
象

か
ら
否
定
的
な
も
の
へ
と
変
化
し
た
の
か
を

明
ら
か
に
す
る
。

十
九
世
紀
に
お
け
る
産
業
化
の
進
展
が
、
成
長
す
れ
ば
親
元
を
離
れ
て
労
働

者
と
な
る
子
供

へ
の
教
育
の
必
要
性
を
う
ん
だ
。
そ
の
子
育
て
の
た
め
に
も
ち

い
ら
れ
た
の
は
、
ピ

ュ
ー
リ
タ
ン
の
伝
統
的
な

「
道
徳
的
に
よ
く
教
育
さ
れ
た

個
人
」
を
重
視
す
る
見
方
だ

っ
た
。
そ
の
た
め
、
道
徳
的
で
あ
る
こ
と
、
す
な

わ
ち
信
心
深
く
あ
る
こ
と
、
宗
教
的
に
完
成
す
る
こ
と
の
内
容
が
、
こ
の
時
代

に
は
社
会
的
労
働
力
と
し
て
有
益
な
人
間
に
な
る
こ
と
に
す
り
変
わ
る
。
当
時

す
で
に
公
的
制
度
と
し
て
は
崩
壊

し
た
キ
リ
ス
ト
教
は
、
教
育
熱
の
高
ま
り
を

受
け
て
、
そ
の
存
在
意
義
を
子
供

の
教
育
に
見
出
し
、
こ
の
流
れ
に
そ

っ
た
聖

書
解
釈
を
行
な
う
。
そ
の
結
果
、
す
で
に
出
来
上
が

っ
て
い
る
老
人
よ
り
も
、

教
育
に
よ
り
社
会
的
に
有
用
な
性
格
を
身
に
つ
け
る
こ
と
の
可
能
な
子
供
に
高

い
宗
教
的
価
値
が
お
か
れ
る
。
こ
う
し
た
動
き
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
心
理
的

な
面
で
の
老
齢
者
の
権
威
の
弱
体
化
を
す
す
め
た
。

こ
こ
か
ら
さ
ら
に

一
歩
進
ん
で
、
「
啓
蒙
さ
れ
た
」
道
徳
に
よ
り
新
た
に
つ

く
ら
れ
た
、
生
命
は
個
人
の
財
産
と
い
う
視
点
は
、
老
年
の
質
は
自
己
訓
練
に

よ

っ
て
決
ま
る
と
す
る
考
え
を
生
む
。
年
老
い
て
働
く
に
は
不
自
由
に
な

っ
た

体
は
、
そ
の
人
の
罪
深
さ
の
シ
ソ
ボ
ル
と
な
り
、
失
敗
と
み
な
さ
れ
る
。
老
人

は
す
べ
て
そ
の
体
内
に
罪
の
証
明
を
も

っ
て
い
る
存
在
と
な
り
、
こ
れ
が
エ
イ

ジ
ズ
ム
の
起
源
と
な
る
。

こ
の
時
代
の
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
と
し
て
、
ヘ
ル
ス
リ
フ
ォ
ー
ム
運
動
と
老

い
に
関
す
る
セ
ル
フ
ヘ
ル
プ

マ
ニ
ュ
ア
ル
に
著
者
は
言
及
す
る
。
そ
れ
ら
は
、

個
人
の
罪
と
さ
れ
た
老
い
の
成
立
と
表
裏

一、体
を
な
す
、
良
い
も
の
と
み
な
さ

れ
た
老

い
を
志
向
す
る
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
で
は
次
に
、
ヘ

ル
ス
リ
フ
ォ
ー
ム
運
動
等
の
盛
ん
に
な
る
背
景
に
あ
る
、
人
々
に
望
ま
れ
た
老

い
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
の
か
を
の
べ
る
。

こ
の
時
代
は
、
労
働
に
適
し
た
も
の
と
し
て
の
身
体
の
健
康
に
特
別
の
価
値

が
お
か
れ
た
時
代
で
あ
り
、
長
寿
そ
れ
自
体
は
信
心
深
さ
と
き
ち
ん
と
し
た
生

活
の
証
明
と
い
う
プ
ラ
ス
の
価
値
を
含
ん
で
い
た
。
上
述
の
よ
う
に
、
老
い
て

身
体
の
弱
体
化
す
る
こ
と
が
個
人
の
道
徳
的
な
失
敗
と
さ
れ
た
時
代
は
、
同
時

に
、
各
個
人
の
道
徳
的
訓
練
に
よ
り
獲
得
で
き
る

「健
康
」
・の
作
ら
れ
た
時
代

で
も
あ

っ
た
。
健
康
な
老
年
は
神
聖
な
も
の
と
み
な
さ
れ
、
個
人
の
生
活
の
ゴ

:
ル
と
し
て
人
々
の
意
識
の
う
ち
に
あ
ら
わ
れ
る
。

こ
こ
か
ら
、
人
間
は
本
来
健
康
で
あ
る
と
の
前
提
に
た
ち
、
自
分
の
所
有
物

で
あ
る
健
康
を
出
来
る
か
ぎ
り
長
く
温
存
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
生
ず
る
。
さ

ら
に
死
に
も
お
よ
ん
だ
健
康
の
概
念
は
、
エ
イ
ジ
ズ
ム
で
嫌
わ
れ
る
死
と
は
別

に
、
苦
し
む
こ
と
な
く
迎
え
る

「
自
然
死
」
と
い
う
考
え
を
う
ん
だ
。
こ
の

「
健

康
な
死
」
と
し
て
の
自
然
死
に
至
る
べ
く
、
簡
素
で
規
則
的
な
生
活
を
し
.て
健

康
を
保

つ
こ
と
が
、
望
ま
し
い
老
年
期
の
過
ご
し
方
と
な
る
。
そ
の
方
法
を
説

く
こ
と
で
、
健
康
と
長
寿
を
追
求
す
る
人
々
の
需
要
を
満
た
⊥
た
の
が
、
こ
の

時
代
に
盛
ん
に
な

っ
た
ヘ
ル
ス
リ
フ
ォ
ー
ム
運
動
と
老

い
に
関
す
る
セ
ル
フ
ヘ

ル
プ

マ
ニ
ュ
ア
ル
の
出
版
だ

っ
た
と
い
え
る
。

3

科
学
的
な
老
い
の
把
握
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十
九
世
紀
後
半
の
時
代
に
な
る
と
、
老
い
は
生
物
学
の
視
点
で
と
ら
え
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
。

一
定
の
年
齢
以
上
に
な
る
と
、
仕
事
の
生
産
性
、
効
率
が
限

界
に
達
す
る
こ
と
を
統
計
的
に
証
明
し
て
、
ゆ
え
に
老
人
は
引
退
す
べ
き
だ
と

主
張
す
る
医
者
た
ち
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
に
ぎ
わ
せ
た
。
ま
た
他
方
で
は
、

不
老
不
死
の
生
命
を
求
め
て
、
細
胞
の
研
究
を
す
る
者
が
あ
ら
わ
れ
た
り
、
老

い
に
対
し
て
若
返
り
と
延
命
の
た
め
に
医
学
的
、
衛
生
学
的
な
方
向
か
ら
の
努

力
が
な
さ
れ
る
な
ど
の
動
き
も
あ

っ
た
。
と
く
に
こ
れ
ら
の
う
ち
、
医
者
た
ち

が
老
い
を
労
働
効
率
と
の
関
連
で
下
し
た
評
価
は
、
社
会
全
体
で
の
老
年
期
の

評
価
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
。
そ
し
て
二
十
世
紀
に
は
、
老
い
は
完
全
に
科

学
的
、
技
術
的
な
検
査
の
対
象
と

し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

そ
の
結
果
と
し
て
第

一
に
、
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
を
社
会
の
側
か
ら
標
準
化
し
、

制
度
化
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
下
地
が
で
き
た
。な
ぜ
な
ら
老
い
が
科
学
的
、

技
術
的
な
も
の
に
な
る
こ
と
は
、
老
い
が
、
健
全
な
生
活
を
す
る
な
ど
個
人
の

.
努
力
で
対
応
で
き
る
も
の
で
は
な
く
な
り
、
個
人
の
手
を
離
れ
る
こ
と
で
あ

っ

た
か
ら
だ
。

第

二
に
、
老
人
病
学
が
成
立
し

て
、
「老
衰
」
(ωΦ巨

①
)
と
い
う
ラ
イ
フ
ス

テ
ー
ジ
が

つ
く
ら
れ
た
。
そ
も
そ
も
通
常
の
老
い
と
病
理
的
な
老
い
を
明
確
に

区
別
す
る
基
準
を
、
医
学
は
も

っ
て
い
な
か

っ
た
。
そ
こ
で
自
ら
の
対
象
と
し

て
還
元
の
で
き
る
老
い
に
た
い
し
て
名
付
け
た
も
の
、
そ
れ
が

「老
衰
」
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
老
年
期
と
死
の
問
に
生
涯
最
後
の
段
階
と
し
て
老
衰
期
が
お

か
れ
る
こ
と
は
、
老
い
の
必
然
と

し
て
病
を
と
も
な
い
医
者
に
助
け
ら
れ
つ
つ

死
を
待

つ
時
期
を
つ
く
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
に
老
年
や
老
人
の
理
解
に
お
い

て
、
医
学
の
発
言
権
は
絶
大
な
も

の
と
な

っ
た
。
そ
し
て
の
ち
に
老
衰

の
概
念

は
、
年
齢
を
基
軸
に
し
た
引
退
制
度
や
老
人
ホ
ー
ム
、
病
院
な
ど
老
人
を
扱
う

機
関
の
正
当
化
を
促
す
こ
と
に
な
る
。

第
三
に
、
老
人
病
学
と
同
じ
く
、
老
い
を
科
学
的
に
と
ら
え
る
こ
と
を
試
み

る
老
年
学
が
成
立
し
た
。
老
年
学
は
、
老
年
期
の
問
題
を
、
心
理
的
、
シ
ン
ボ

リ

ッ
ク
な
も
の
と
み
る
。
そ
の
上
で
、
今
後
の
心
理
学
、
生
物
学
、
老
人
病
学

の
発
達
に
よ
り
、
老
年
期
に
お
け
る
自
己
の
再
建
に
役
立
つ
基
盤
が
与
え
ら
れ

れ
ば
、
否
定
的
な
老
年
期
の
乗
り
越
え
が
可
能
だ
と
考
え
る
。
老
年
学
は
、
そ

う
し
た
生
き
方
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
科
学
者
や
専
門
職
と
し
て
の
介
護
者

が
必
要
で
あ
る
、
と
の
結
論
に
至
る
。

以
上
、
老
い
の
科
学
的
把
握
が
も
た
ら
す
三
つ
の
結
果
は
、
二
十
世
紀
後
半

の
今
日
、
老
年
は
問
題
で
あ
り
、
プ

ロ
に
よ
る
特
別
な
介
助
が
必
要
で
あ
る
と

い
う
認
識
に
も
と
づ
き
、
今
日
の
シ
ル
バ
ー
産
業

(9
σq
巴

ぎ
9
ω什蔓
)
を
生

み
だ
す
。
介
護
を
必
要
と
す
る
時
期
と
し
て
制
度
的
に
作
り
出
さ
れ
た
ラ
イ
フ

ス
テ
ー
ジ
、
そ
れ
が
現
代
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る

「老
い
」
で
あ
る
、
と
著
者

は
結
論
づ
け
る
。

4

本

書

の

評
価

ま

ず
最

初

に

、

こ

こ
ま

で
粗

描

し

て
き

た

内

容

止

離

れ

、

本

書

の
タ

イ

ト

ル

を

め

ぐ

っ
て

の

コ
メ

ン
ト
を

し

た

い
。
・
な

ぜ

な

ら

、

本
書

を

貫

く
著

者

の

信
念

は

タ

イ

ト

ル

(目
げ
o

旨
〇
二
∋

①
鴇

o
h
団
h
①
)

に

集

約

さ

れ

て
お

り

、

こ

の

タ

イ

ト

ル

と

内

容

と

の

不

一
致

は

本

書

の
特

徴

の

ひ
と

つ
と

思

わ

れ

る

か

ら

で
あ

る

。著

者

は

、

タ
イ

ト

ル

に
あ

る

よ

う

に

人

生

は

イ

コ
ー

ル
遍

歴

(〕O
亘
「
ロ
Φ
団
)
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と
い
う
精
神
的
ド
ラ
マ
だ
と
の
視
点
を
も
つ
。
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
の
概
念
は
近
代

初
期
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
つ
く
ら
れ
る
が
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
原
型
は
、
楽
園
を

追
放
さ
れ
た
ア
ダ
ム
と
イ
ブ
が
神

の
救

い
を
探
し
求
め
て
遍
歴
す
る
姿
に
あ

っ

た
。
ゆ
え
に
、
老
い
る
こ
と
を
含

め
生
き
る
こ
と
は
、

一
種
の
遍
歴
で
あ
る
と

考
え
る
の
で
あ
る
。

「旅
」
を
意
味
す
る
英
単
語
は

い
く
つ
か
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
う
ち
ジ
ャ
ー

二
ー
は
唯

一
、
特
定
の
目
的
を
も
た
ず
、
旅
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
目
的
で
あ

る
旅
で
あ
る
。
と
く
に
こ
の
言
葉

で
生
涯
を
た
と
え
る
の
は
、
著
者
が
生
き
る

こ
と
そ
れ
自
体
に
意
味
と
価
値
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

た
し
か
に
科
学
は
、
老
い
に
と
も
な
う
身
体
の
弱
化
を
人
間
に
普
遍
の
も
の

と
す
る
。
し
か
し
こ
れ
を
理
由
に
、
「
老
年
期
の
弱
さ
を
受
け
入
れ
、
助
け
合

う
人
間
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
で
精
神
的
に
成
長
す
る
こ
と
が
、
今
後

の
、
老

い
て
生
き
る
意
味
で
あ
る
」
と
す
る
の
は
、
あ
ま
り
に
身
勝
手
だ
ろ
う
。
な
ぜ

な
ら
、
そ
の
同
じ
科
学
に
よ

っ
て
老
年
は
病
の
と
き
と
な

っ
た
面
も
あ
る
。
ま

た
た
と
え
エ
イ
ジ
ズ
ム
を
非
難
し
て
も
、
我

々
は
、
老
い
を
否
定
的
に
と
ら
え

る
根
拠
と
な
る
産
業
主
義
的
な
価

値
観
の
拒
否
を
し
て
は
い
な
い
。
こ
う
し
た

現
状
を
ふ
ま
え
る
と
、
タ
イ
ト
ル
に
あ
ら
わ
れ
た
著
者
の
信
念
は
希
望
的
観
測

の
域
を
で
な
い
う
ち
に
、
本
書
は
お
わ

っ
て
い
る
。

次
に
本
書
の
内
容
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
価
値
観
が
宗
教
的
↓
産
業
主
義
的

↓
科
学
的
に
と
変
化
す
る
の
に
と
も
な

い
、
老
い
は
尊
敬
の
対
象
↓
罪
悪
の

あ
か
し

証

↓
嫌
悪
の
対
象
に
と
変
わ

っ
た
と
の
視
点
自
体
は
平
凡
な
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
本
の
価
値
を
高
め
る
の
は
、
老
い
の
社
会
史
と
し
て
ま
と
ま

っ
た

本
は
意
外
な
こ
と
に
ほ
ぼ
皆
無
に
等
し
い
と
い
う
事
実
で
あ
ろ
う
。

今
後
の
エ
イ
ジ
ソ
グ
研
究
に
お
い
て
、
健
康
、
・病
気
、
高
齢
者
差
別
な
ど
老

い
を
め
ぐ
る
現
象
の
歴
史
的
、
文
化
的
理
解
の
重
要
性
が
高
ま
る
こ
と
が
予
想

さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
社
会
学
な
り
社
会
科
学
に
お
い
て
、
老
い
は
病
と
混
合

さ
れ
て
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
の
だ
が
、
大
衆
長
寿
社
会
の
今
日
、
必
ず
し
も
病

気
で
は
な
く
元
気
な
高
齢
者
が
ふ
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
従
来
の
枠
組
み
と

現
実
の

「老

い
」
に
ギ

ャ
ッ
プ
が
で
は
じ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状

況
下
で
、
・今
日
の
老
い
と
は
別
に
、
多
様
な
老
い
の
形
が
あ
る
こ
と
を
史
料
に

基
づ
い
て
明
ら
か
に
し
た
点
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

本
書
は
、
精
神
遍
歴
モ
デ
ル
に
基
づ
く
新
た
な
老
い
の
形
を
追
求
す
る
著
老

に
と

っ
て
は
未
完
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
㌻
現
代
の
老
い
に
初
め
て
歴
史
的

視
点
よ
り
本
格
的
に
ア
プ

ロ
ー
チ
し
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
先
駆
性
は
注
目
に

値
す
る
。
ま
た
加
え
る
な
ら
ば
、
当
時

の
ア
メ
リ
カ
の
生
活
が
い
き
い
き
と
描

か
れ
て
い
る
本
書
は
、
歴
史
物
語
と
し
て
も
楽
し
い
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、

そ
う
し
た
意
味
か
ら
も

一
読
を
勧
め
た
い
。

な
お
著
者
T

・
C

・
コ
ー
ル
は
、

一
九
四
〇
年
生
ま
れ
の
歴
史
学
者
で
、
現

在
は
テ
キ
サ
ス
大
学
医
学
部
付
属
の
研
究
機
関
で
エ
イ
ジ
ン
グ
に
関
す
る
歴
史

と
哲
学
の
ゼ
ミ
を
も
つ
。
老
年
研
究
に
、
人
文
学
的
立
場
よ
り
新
し
い
視
点
を

導
入
し
よ
う
と
す
る

一
派
の
中
心
人
物
の
ひ
と
り
と
み
な
さ
れ
て
い
る
人
で
あ

る
。
今
年

一
九
九
三
年
に
は
、
「
批
判
的
老
年
学
に
向
け
て
」
と
い
う
タ
イ
ト

ル
か
ら
も
(
本
書
の
続
編
と
思
わ
れ
る
も
の
を
編
集
し
て
い
る
。
そ
こ
に
お
い

て
、
未
完
に
お
わ

っ
た
本
書
を
引
き
継
ぎ
、
現
代
の
老
い
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が

な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
期
待
し
つ
つ
、
こ
の
書
評
を
終
わ
り
に
す
る
。
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