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身
体

①
「

我
々

は
物

に
ど

の
よ

う
に

出

会
っ

て
い

る
か

？
」

身
体
②
　「

老
い
る
」
を
哲
学
す
る

笑
い

①
「

お
も

し
ろ

さ
を

人
に

伝
え

る

こ
と

が
で

き
る

か
」

笑
い
②
「
何
が
お
も
し
ろ
さ
を
つ
く
る
の

　
　
　
　
か
」」

「
全
体
の
ふ
り
返
り
」

講
師
の
玉
地
さ
ん
は
身
体
の
動
き
に
つ

い
て
授
業
を
し
ま
し
た
。
壁
を
前
に
し
て

椅
子
か
ら
立
ち
あ
が
っ
た
り
、
机
の
上
に

の
っ
て
左
右
に
揺
れ
て
み
た
り
、
片
目
で

ハ
ン
ド
ビ
デ
オ
を
の
ぞ
き
な
が
ら
廊
下
を

壁
沿
い
に
歩
い
た
り
。
普
段
生
活
し
て
い

る
教
室
を
舞
台
に
、
ち
ょ
っ
と
違
う
状
況

の
中
で
動
い
て
み
る
、
そ
の
と
き
の
身

体
感
覚
や
動
き
の
特
徴
に
つ
い
て
考
え
る

と
い
う
も
の
で
し
た
。
生
徒
は
ぎ
こ
ち
な

く
体
を
う
ご
か
し
て
み
な
が
ら
、
そ
の

時
々
で
気
が
つ
い
た
こ
と
を
言
葉
に
し
て

い
き
ま
し
た
。
玉
地
さ
ん
は
、
日
ご
ろ
の

リ
ハ
ビ
リ
患
者
の
動
き
を
説
明
し
、
状
況

に
よ
っ
て
身
体
の
動
き
が
ど
の
よ
う
に
変

わ
っ
て
い
く
か
説
明
を
交
え
な
が
ら
も
、

生
徒
の
意
見
を
受
け
止
め
よ
う
と
忙
し
そ

う
で
し
た
。
自
分
で
動
き
な
が
ら
、
そ
れ

に
耳
を
傾
け
る
、
不
思
議
な
授
業
風
景

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

高
西

川
さ

ん
自

身
の

認
知

の
人

に
か

か

わ
る

介
護

の
経

験
を

紹
介

し
て

も
ら

っ

た
後

、「
老

い
る

」
か

ら
イ

メ
ー

ジ
す

る

こ
と

に
つ

い
て

話
し

合
っ

た
。「

老
い

」

の
マ

イ
ナ

ス
面

（「
成

長
し

な
く

な
る

」

「
限

界
を

感
じ

る
」「

で
き

な
く

な
る

」）

や
プ

ラ
ス

面
（「

経
験

の
積

み
重

ね
」「

納

得
し

て
い

く
こ

と
」）

等
多

く
の

発
言

が

出
さ

れ
、

そ
の

後
「

成
長

」「
成

熟
」

な

ど
を

キ
ー

ワ
ー

ド
に

「
老

い
」

の
意

味

に
つ

い
て

み
ん

な
で

考
え

た
。

こ
ち

ら
側

か
ら

「
こ

こ
か

ら
が

老
い

で

す
」

と
い

う
線

引
き

は
な

く
、

結
構

身

近
な

も
の

な
の

で
は

な
い

か
、

と
投

げ

か
け

て
み

た
が

、
１

６
歳

の
若

者
に

と
っ

て
「

老
い

」
実

感
は

ま
っ

た
く

な

さ
そ

う
だ

っ
た

。

「
笑
い
」
の
哲
学
的
分
析
を
、
対
話
と
い
う
形

で
行
う
こ
と
を
２
回
に
わ
た
っ
て
行
っ
た
。
そ

の
１
回
目
。

こ
の
２
回
の
授
業
で
、
感
覚
的
な
も
の
と
し
て

片
付
け
て
し
ま
わ
れ
が
ち
な
「
笑
い
」
と
い
う

テ
ー
マ
を
通
じ
て
、
他
人
に
伝
わ
る
言
葉
で
話

し
、
他
人
の
言
葉
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
態
度

を
身
に
つ
け
る
と
い
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
設

定
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
最
初
に
、
漫
才
を
見

る
と
い
う
具
体
的
な
体
験
と
、
そ
れ
を
抽
象
的

に
言
葉
に
起
こ
す
と
い
う
体
験
と
の
両
方
を
こ

の
授
業
内
に
行
う
こ
と
で
、
そ
の
目
的
の
達
成

を
図
る
と
い
う
こ
と
を
説
明
し
た
。

そ
の
後
、
実
際
に
２
組
の
漫
才
の
ビ
デ
オ
を

皆
で
見
て
、
少
人
数
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ

て
そ
れ
ぞ
れ
ど
こ
が
ど
う
お
も
し
ろ
か
っ
た

か
、
な
ぜ
そ
れ
が
お
も
し
ろ
い
と
お
も
っ
た

か
を
話
し
て
も
ら
っ
た
。最

後
に
、各

グ
ル
ー

プ
で
出
た
意
見
を
簡
単
に
発
表
し
て
も
ら
っ

て
、
初
回
を
終
え
た
。

「
笑
い
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
授
業
の
２
回

目
。
前
回
最
後
に
出
し
て
も
ら
っ
た
、
漫

才
の
お
も
し
ろ
か
っ
た
と
こ
ろ
と
そ
の
理

由
、
及
び
哲
学
者
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
な

ど
）
の
「
笑
い
」
に
関
す
る
理
論
と
を
ま

と
め
た
プ
リ
ン
ト
を
配
布
し
、
そ
れ
を
基

に
、「

お
も
し
ろ
さ
」
を
つ
く
っ
て
い
た

の
は
何
か
に
つ
い
て
皆
で
話
し
あ
っ
た
。

哲
学
者
の
理
論
を
参
考
に
し
な
が
ら
も
、

前
回
の
体
験
で
自
分
が
感
じ
た
こ
と
か
ら

も
離
れ
な
い
、
地
に
足
の
着
い
た
議
論
に

な
っ
た
。
逆
に
、
前
回
欠
席
し
て
い
た
生

徒
が
、
話
に
乗
り
に
く
そ
う
だ
っ
た
。
哲

学
者
の
理
論
を
媒
介
に
す
る
と
い
う
こ

と
及
び
対
話
と
い
う
形
式
を
と
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
他
人
の
考
え
を
受
け
取
り
、
自

分
の
考
え
を
発
信
す
る
地
平
を
、
少
な
か

ら
ず
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

前
期
の
最
後
に
と
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
、
後
期

の
授
業
の
感
想
で
、
授
業
内
で
の
対
話
が
か

み
あ
っ
て
い
な
い
、
脱
線
が
多
い
、
テ
ー
マ

に
つ
い
て
十
分
に
深
め
ら
れ
て
い
な
い
と
い

う
意
見
が
多
く
出
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、

１
年
間
の
授
業
を
振
り
返
っ
て
も
ら
い
な
が

ら
「
対
話
」
に
つ
い
て
考
え
て
も
ら
っ
た
。

授
業
の
感
想
、
不
満
を
だ
し
て
も
ら
い
、
そ

こ
か
ら
、
対
話
が
「
脱
線
す
る
」
と
は
ど
う

い
う
こ
と
か
、
対
話
の
目
的
は
何
な
の
か
、

対
話
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
条

件
を
整
え
る
こ
と
が
必
要
か
な
ど
を
問
う
て

い
く
方
向
に
す
す
ん
だ
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て

深
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
な
さ
れ
な
か
っ

た
が
、「

対
話
」
に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で

の
多
く
の
重
要
な
論
点
が
出
さ
れ
、
こ
れ
ま

で
の
授
業
以
上
に
生
徒
間
で
の
意
見
の
衝
突

が
あ
り
、
活
発
に
意
見
が
だ
さ
れ
た
。
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