
〈
特

集

「

回

復

と

は
何

か
」
〉

本

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
概
要

二
〇
〇

九
年
度
の
比
較
思

想
学
会
第
三

六
回
大
会
で
は
、
「
回
復
と

は
何

か
―
―
医
療
の
場
に
お
け
る
比
較
思
想
の
意
義
―
―
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、

シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
が
行
わ
れ
た
。
パ
ネ
リ
ス
ト
は
、
森
下

直
貴
（
浜
松
医
科
大

学
教
授

。
倫
理
学
）
、
浅
見
洋
（
石
川
県

立
看
護
大
学
教
授
、
宗

教
哲
学
・

医

療
倫

理
）
、
大
林
雅
之
（
東
洋
英
和
女
子

大
学
教
授
。
生
命
倫

理
学
・
死

生
学
）
の
三
氏
で
、
司

会
を
私
小

出
が
務
め
た
。
時
間

は
全
体
で
午
後
二
時

二
五
分

か
ら
五
時
ま
で

の
約
二
時
間
半
で

あ
っ
た
。
は
じ

め
に
提
題
者
が

そ

れ
ぞ
れ
二
五
分
程
度
の
発
表
を
し
た
後
、

パ
ネ
リ
ス
ト
間
で
論
旨
を
明
確

に

す

る
た

め
の
質
問
と
そ
れ
に
対

す
る
回
答
が
簡
潔
に
行

わ
れ
た
。
一
〇
分
間

の
休
憩
を
挟
ん
で
、
フ

ロ
ア
と
の
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
た
。
質
疑
応
答

は
、

休
憩
時
間

に
あ
ら

か
じ
め
聴
講
者
か
ら
提
出
し
て

も
ら

っ
た
質
問

に
、
各

パ

ネ
リ
ス

ト
が
回
答
す
る
と
い
う
形

式
で

進
め
た
。

最
後

に
司
会
が
全
体
の
総

括
を
し
て
、
本

シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
は
無
事
終
了
し
た
。

小
　
出
　
泰
　
士

最

初
に
発

表
し
た

の
は
森
下

直
貴
氏
で
、

タ
イ

ト
ル
は
「
生
命
と

回
復

―
―
健
康
概
念
を
中
心
に
―
―
」
で
あ
っ
た
。
ヴ
ァ
イ
ッ
ゼ
ッ
カ
ー
、
カ
ン

ギ
レ
ム
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
西
田
幾
多
郎
ら
の
思
想
を
引
用
し
つ
つ
、
回
復
を

キ
ー
ワ
ー
ド
に
氏
独
自

の
健

康
の
哲
学
を
展
開
し
た
。
氏
は
、
生
命
は
絶
え

ず
変
化
し
て

お
り
、
元

の
状

態
か
ら

遠
ざ
か
っ
て

は
ま
た
元
の
状
態
に
回
帰

す
る
と
い
う
循
環
を
生
の
実
相
と
と
ら
え
、
回
帰
す

べ
き
健
康
の
規
準
が
必

要
で
あ
る
と
主
張
す

る
。
た
だ
し
そ

の
規
準
は
固
定
的
な
も
の
で

は
な
く
。

規
準
自
体
時
と
と
も
に
変
化

し
て
ゆ

く
。
そ
し
て
、
何
を
規
準
と
み
な
す
か

の
根
拠
は
。
あ
く
ま
で

も
本
人
の
自
己
感
覚

に
し
か
な
い
と
い
う
。
不

健
康

な
状
態
か
ら
回
復
し
た
と
き

、
そ
の
回
復
さ
れ
た
状
態

に
つ
い
て
個
々
人
が

持
つ
感
覚
が
「
安
ら
ぎ
」
で

あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
健
康

の
規
準
に
ほ
か
な
ら

な

い
。
「
安
ら
ぎ
」
の

ほ
か
に
氏
が
挙
げ
る
規
準

は
、
自
分
の
慣
れ
親
し

ん

だ
も
の
が
自
分
の
周
囲

に
あ

る
居
場
所
、
日
々
の
さ
さ
や
か
な
目
標
や
希
望
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が
あ
る
こ
と
、
見
守

っ
て
く
れ
る
誰
か
と
の
さ
さ
や
か
な
結
び
つ
き

が
あ
る

こ
と
、
死

者
の
リ
ア
リ
テ

ィ
の
捉
え
方
、
で

あ
る
。
氏

は
、
常
に
変
化
す

る

こ
れ
ら
動
的
な
基
準
を
い

か
に
維
持
・
確
保
す
る
か
が
人

生
の
課

題
と
な
る
、

と
主
張
す
る
。

次
に
、
浅
見
洋
氏
が
「
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
に
お
け
る
回
復
と
は
―
―
死
者
と

の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
発
表
し
た
。
氏
は
、
フ
ロ

イ
ト
の
定
義
に
従

っ
て
、
愛
す
る
者
を
失

っ
た
悲
嘆
か
ら
の
回
復
過
程
を
悲

哀
と
呼
び
、
こ
の
悲
哀

に
関
し
て
、

フ
ロ
イ
ト
の
解
釈
と
西

田
幾
多
郎
の
解

釈
を
対
比
し
て
論
じ
た
。

フ
ロ
イ
ト
は
、
悲
哀
を
、
死
別

直
後
の
喪
失
対

象

へ
の
過
剰
な
固
執
が
徐

々
に
減
じ
て
い
く
過
程
と
と
ら
え

た
。
そ
の
最
終
段

階
と
し
て
、
喪
失
対
象
を
無
価
値
な
も
の
と
し
、
死

者
と
の
関
係
を
断
ち
切

り
、
別
の
対
象
と
の
新

た
な
関
係
を
構
築
で
き
た
時
に
初

め
て
、
人
は
悲
哀

か
ら
回
復
し
、
安
定
し

た
心
理
状
態
と
日
常
生
活
を
取
り
戻
せ
る
と
考
え
た
。

そ
れ
と

は
対
照
的

に
、
西

田
幾

多
郎

は
。
死
者
の
思
い
出
を
心

に
刻
む
と

い

う
形
で
死
者
と

の
関
係

を
保
ち

続
け

る
こ
と
、
痛
切
な
悲
哀
を
保
ち
続
け
る

こ
と
に
か
ろ
う
じ
て
慰

め
を
見

い
だ
し
て

い
る
。
西
田

に
と

っ
て
、
回
復
と

は
、
悲
哀

自
身

の
根
源

的
な
回
復
力

に
よ

っ
て
、
悲
哀
が
そ
の
極
限

に
お

い

て

一
つ

の
慰
安

へ
と
転
ず

る
不
可
思
議

に
ほ

か
な
ら
な

い
。
こ

う
し
た
考
察

を
経
て

。
氏

は
、
グ
リ
ー
フ
プ
ロ
セ
ス
を
「
我
‐
汝
の
関
係
が
生
者
と
生
者

の
関
係

か
ら
、

生
者
と
死
者
の
関
係

へ
変
わ
り
ゆ
く
過

程
」
「
他
者
な
る
死

者
と
の
関

係
と

し
て

生
者
が
自
己
の
日
常
を
再
構

築
し
て

い
く
過

程
」
と
と

ら
え
て

い
る
。

と
こ
ろ

が
今
日
、
日
本
文
化

に
特
有
の
宗
教
儀

式
が
形
骸
化

す
る
と
と
も
に
、
他
界

に
関
す

る
観
念
が
消
失

し
つ
つ

あ
る
た
め

に
、
か
え

っ
て

そ
の
代
償
と
し
て
の
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
が
必
要

な
時
代

に
な

っ
た
、
と
指

摘
す
る
。

最
後
に
、
大
林
雅
之
氏
が
「
再
生
医
療
「
死
体
か
ら
ク
ロ
ー
ン
」
―
―
生

物
学
的
概
念
と
社
会
的
概
念
の
混
乱
―
―
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
発
表
し
た
。

氏

は
、
科
学
技

術
の
発
達
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
倫
理
問
題
、
と
り
わ
け

Ｅ
Ｓ
細
胞
の
樹
立
と
そ
れ
に
統
く
i
Ｐ
Ｓ
細
胞
の
作
成
に
由
来
す
る
倫
理
問

題

に
つ

い
て
紹

介
し

た
。
Ｅ
Ｓ

細
胞

は
、
身
体
の
様
々
な
細
胞

に
分
化
さ
せ

る
こ
と
が
で
き

る
（
万
能
性
、
多
能
性
）
こ
と
か
ら
、
再

生
医
療
の
材
料
と

し
て
の
医
学
的
有
用
性
が
大
い
に
期
待
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
再

生
医

療
と

は
、
例
え
ば
、
Ｅ
Ｓ
細
胞
か
ら
分
化
さ
せ
た
細
胞
を
、
機
能
の
低
下

し

た
臓
器

に
注
入

す
る
こ
と
で
、
臓
器

の
機
能
を
元
通
り
に
回
復
さ
せ
よ
う
と

す
る
医

療
で

あ
る
。

だ
が
、
Ｅ
Ｓ

細
胞
を
作
成
す
る
た
め
に
は
、
人
間

に
な

る
可

能
性
（
全
能
性
）
を
秘

め
た
ヒ
ト
の
初
期
胚
を
破
壊
し
な
け

れ
ば
な
ら

な
い
た
め
、
倫
理
的
な
是
非
が
問
題
と
な
っ
て
き
た
。
そ
う
し
た
中
、
皮
膚

の
細
胞
か
ら
作
成
さ
れ
る
i
Ｐ
Ｓ
細
胞
の
登
場
は
。
胚
の
生
命
を
滅
失
せ
ず

に
。
体
細
胞
か
ら
Ｅ
Ｓ

細
胞
と
類
似
の
多
能
性

細
胞
を
作
成
で

き
る
た
め
に
、

Ｅ
Ｓ

細
胞
を
作
成
す
る
際
の
倫
理
問
題
を
回
避
で
き
る
も
の
と
し
て
大

い
に

世
間
の
注
目
を
集
め
た
。
だ
が
、
理
論
的
に
は
技
術
の
進
歩
に
よ
り
今
後
i

Ｐ
Ｓ

細
胞
も
全
能
性
を
獲
得
す

る
可

能
性
は
大

い
に
あ
り
、
完
全
に
倫
理
問

題
が
回
避
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ

れ
ら
の
先
端
科
学
技
術

は
、

人
格
を
備
え
た
人
間
の
誕
生

に
人
為
的
な
操
作

を
加
え
る
と
い
う
点
で
、
宗

本シンポジウムの概要11



教
的
な
観
点
か
ら
の
考
察
も
必
要

で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。

以

上
、
三
者
三
様
の
角
度
か
ら
、
健
康
の
回
復
と
い
う
こ
と

に
関
し
て

発

表
が
な
さ
れ
た
。
森
下

氏
は
哲
学
的
見
地
か
ら
見
た
健
康

の
回
復
、
浅

見
氏

は
心
理
的
。プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
悲
嘆
か
ら
の
回
復
、
大
林
氏

は
科
学
技
術

に

よ
る
身
体
機
能
の
回
復
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
ま

っ
た
く
領
域
も
異

な

り
問
題
の
方
向
性
も
異
な
る
。
だ
が
、
た
と
え

無
意
識
裡

に
も
せ

よ
、
三
者

に
共
通
す
る
問
題

意
識
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ

は
、
こ

の
ま

ま
従

来
の
科
学
的
医

療
の
道
を
突
き
進
む
こ
と
は
も

は
や
人
間
精
神

に
と

っ
て

限

界
に
来
て
お
り

、
そ
の
行
き

過
ぎ
に
よ
り
生
じ

た
現
代
医
療
の
ひ
ず
み
、
き

し
み

を
乗
り
越
え

る
道

を
模
索
し

よ
う
と
す
る
意
識
で
あ

る
。

西

洋
医

学
は
、
解
剖
学

と
と
も
に
発
展

し
て
き

た
こ
と

に
象
徴
さ
れ

る
よ

う
に
、
目
で
見
て
手
で
触
れ

る
こ

と
の
で
き

る
身
体
を
手
掛
か
り
と
し
て
病

気

の
回

復
に
ア
プ

ロ
ー
チ
し
て
き

た
。
そ

の
背
景

に
は
、
デ
カ
ル
ト
や

ガ
リ

レ
オ
に
代

表
さ
れ

る
よ
う

な
、

あ
ら
ゆ

る
自
然
を
物
質
の
相
互
作
用
と
し
て

説
明
し
よ

う
と
す

る
機
械
論
的
自

然
観

が
あ
る
と

い
わ
れ
る
。
人
間
の
身
体

も
例
外
で

は
な
い
。
例
え

ば
デ
カ
ル
ト
は
、
動
物
の
身
体
を
、
徹
底
的

に
時

計
仕
掛
け

の
よ

う
な
機
械

と
し
て

理
解
し
よ
う
と
し
た
。
も
ち
ろ
ん
身
体

は

生
ぎ
た
物
質
で
あ

る
の
で
、
ま

っ
た
く
惰
性
的
な
物
理
的

メ
カ

ニ
ズ
ム
と
同

一
視
す

る
こ
と

は
で
き
な

い
。
と

は
い
え

、
科
学
で
あ
る
医
学
は
、
身
体

に

関

し
て

も
、
物
質
界
と
類
似

の
普
遍
的
法
則
性
を
探
究
し
た
。
例
え
ば
、
イ

ン

シ
ュ
リ
ン
を
投
与
す
れ
ば

血
糖

値
が
下
が
る
こ
と
は
。
物
理
化
学
的
法
則

性
で
こ

そ
な
い
が
、

い
わ
ぱ
生
理

学
的
法
則
性
と
言

っ
て
よ
い
。
こ
う
し
て

身
体
を
構
成
す
る
様

々
な
機
能
に
法

則
性
を
見
い
だ
す

こ
と
に
よ
り
、
身
体

を
画
一
的
な

メ
カ

ニ
ズ

ム
の
集
合
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
可

能
と
な

っ
た
。

身
体
の
個
性
を
捨
象
し
、
身
体
を
誰
に
も
共
通
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
と
し
て
理
解

す
る
こ
と
に
よ
り
、
同
一
の
手
法
に
よ
る
広
範
囲
の
治

療
が
可
能
と
な

っ
た
。

例
え
ば
、
同
じ
抗
生
物
質
を
投
与
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
球
上

の
す
べ
て
の

肺
結
核
患
者
を
治
療
す
る
こ
と
が
可

能
と
な

っ
た
。

臓
器
が
機

能
不
全

に
陥

れ
ば
、
他
人
の
不
要

と
な

っ
た
臓
器
と
交
換
す
る
こ
と
で
、
生
ぎ
続
け
る
こ

と
が
可
能
と
な

っ
た
。
す
べ
て
の
人

の
身
体
が
同
じ

メ
カ
ニ
ズ
ム
で
働
い
て

い
る
、
ま
た
、
同
じ
感
染
症
は
す
べ
て

の
人
に
同
じ

メ
カ
ニ
ズ
ム
で
発
症
す

る
と
み
な
す
こ
と
に
よ
り
。
人
類
は
こ
う
し
た
治
療
の
高

い
効
率
性
を
手
に

入
れ
、
現
代
医

学
は
病
気
を
克
服
す
る
こ
と
に
か
な
り
の
成
功
を
収
め
た
。

西
洋
医

学
が
世
界
中

の
人
々
の
信
頼
を
勝
ち
得
た
の

は
、
ま
さ
し
く
こ
う
し

た
人
体
の
機
械

論
的

な
理
解

に
よ
る
個
性
の
捨
象
の
お

か
げ
な
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ

ん
そ

の
恩
恵

に
対
し
て

、
人
類
は
ど
ん
な
に
感
謝
し
て
も
し
す
ぎ
る

こ
と
は
な
い
。

だ
が
、
そ
も

そ
も

人
間
は
単
な
る
機
械
で

は
な
い
。
治
療
の
た
め
と
は
い

え
。
人
間
を
機
械
と
見
立
て

る
に
は
、
暗
黙

の
う
ち

に
ま
ず
精
神
を
切

り
捨

て
、
次
い
で
身

体
の
生
命
性

や
個
性

に
あ
る
程
度
目
を
つ
ぶ
る
と
い
う
手
続

き
を
必
要
と
す

る
。

そ
う
し
て

、
身
体
を
ど
こ
ま
で
も
機
械
的
な

メ
カ
ニ
ズ

ム
と
み

な
そ

う
と
す
れ

ば
、
現

実
の
生
身
の
人
間
と
の
間
に
不

整
合
が
生
じ

て
く
る
の
は
当
然
で
あ
ろ

う
。
現
代
の
医

療
不
信
の
隠
れ
た
深
い
原
因

は
ま

さ
に
こ
こ

に
あ

る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。



三
人
の

パ
ネ
リ

ス
ト
に
よ
る
提
案
は
、
い
ず
れ
も
こ
う
し
た
現
代

の
行
き

過
ぎ

た
科
学
的
医
学

に
よ

っ
て
生
み

出
さ
れ
た
ひ
ず
み
、
き
し
み

に
対
す

る

処
方
箋
で
あ

る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

森
下
氏

は
、
患
者
本
人
の
実
感
と
し
て

の
身
体
感
覚
に
し
か
健
康
の
拠
り

所

は
な

い
、
と

は
っ
き
り
と
述
べ
た
。
つ
ま
り
、
科
学
的
な
医
学
に
よ
り
た

と
え

メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
の
身
体
が
い
く
ら
機
能
を
取
り
戻

し
た
と
こ
ろ
で

。

そ
れ

は
必
ず
し
も
健
康
と

は
い
え
な
い
。
患
者
本
人
が
心
を
備
え
た
丸
ご
と

の
人
間
と
し
て
、
安
ら
ぎ
を
覚
え
、
自
分
の
居
場
所
を
持
ち
、
周
囲
の
人
々

と
親
密
な
つ

な
が
り
を
持
て
て
初
め
て
、
人
間
は
健
康
を
回
復
し
た
と
言
え

る
、
と

い
う

の
が
氏

の
伝
え
よ
う
と
し
た
真
意
で

あ
ろ
う
。
氏
は
、
科
学

的

医
療
の
部
品
主
義

か
ら
脱
却
し
、
人
間
の
全
体
性
を
回
復
す
る
こ
と
を
目
指

し
て

い
る
、
と
言

っ
て
よ

い
。

浅

見
氏

は
、
悲

嘆
か
ら
の
回
復
と
は
死

者
と
の
関
係
を
断
絶
し
て
他
の
人

と
の
新

た
な
関
係

を
結
ぶ
こ
と
に
あ
る
と

い
う
、

フ
ロ
イ

ト
の
浅
薄
と
も
い

え

る
機
械

的
解
釈
に
対
し
、
率
直
に
疑
問
を
呈
し
て

い
る
。
総
じ
て

フ
ロ
イ

ト
は
、
人
間

の
心
を
対
象
と
し
な
が
ら
も
、
精
神
分
析
学

に
学
問
と
し
て
の

地
位

を
確
保
し
よ
う
と
し

た
た
め
に
、
心
の
あ
り
様
を
あ
ま
り
に
も
機
械
的

に
図

式
化
し
よ

う
と
し
た
。

そ
れ
に
対
し
、
氏
は
、
西
田
や
田
辺
の
哲
学
的

思

索
を
拠
り

所
と

し
て
、
悲

嘆
か
ら
の
回
復
と
は
、
決
し
て
悲
し
み
を
忘
れ

る
こ
と
で

は
な
く
、
あ
く
ま
で
悲
嘆
の
中

に
沈
潜
し
、
亡
き
愛
す
る
者
と
新

た
な
関
係
を
築
く
こ

と
の
う

ち
に
し
か
な

い
、
と
主
張
す
る
。
氏

は
現
実
に

対
す

る
確
か
な
手

応
え

に
基

づ
い
て
、
悲
哀
と
は
「
喪
失
し
た
不
在
の
我
が

子

が
現
存
す

る
と
い
う
矛
盾
」

に
ほ
か
な
ら
な

い
と
い
う
、
日
本
文
化
が
独

自
に
紡

ぎ
出
し

た
逆
説
的
な
悲
哀
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ

い
て
語
っ
て

い
る
。

大
林
氏

は
、

科
学
技
術
の
発
展
に
よ

っ
て
、
元
来
機
械
と
し
て
の
人
間
の

部
分

的
な
修

理
に
す
ぎ

な
か
っ
た
西
洋
由
来
の
医
療
技
術
が
、
今
日
で
は
、

人
格

と
し
て

の
丸

ご
と

の
人
間
を
生
み
出

そ
う
と
し
て

い
る
こ
と

に
、
正

直

に
驚

く
と
と
も

に
、
人
間
の
分
際
を
超
え

た
神
を
も
恐
れ
ぬ
仕
業

に
倫
理
的

警
鐘
を
鳴
ら
し
て

い
る
。

こ

の
よ
う
に
。
い
ず
れ
の

パ
ネ
リ
ス
ト
も
、
現
代
の
科
学
技
術
に
偏
し
た

社
会
の
中
で

。
私

た
ち
が
当
然
の
こ
と
と

し
て
受
け
入
れ
て
い
る
現
代
医

学

に
よ

る
健
康
回
復

の
あ
り
方
に
疑
問
を
呈
し
、
そ
の
行
き
過
ぎ

た
科
学
性
を

告
発

し
て

い
る
。
そ
し
て
、
今
の
科
学
的

な
医
療
の
ま
ま
で
本
当

に
よ
い
の

か
、
将
来
の
人
類
に
と

っ
て
本
当
に
豊
か
な
社
会
と
は
ど
の
よ

う
な
社
会
な

の
か
と
い
う
こ
と
を
、
パ
ネ
リ
ス
ト
の
そ
れ
ぞ
れ
が
固
有
の
仕
方
で
聴
衆
に

真
剣
に
問
い
か
け
、
そ
の
方
向
性
を
示

唆
し
た
と
い
う
点
で
、
き

わ
め
て
有

意
義
な

シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
で
あ
っ
た
。

（
こ
い
で
・
や
す
し
、
生
命
倫
理
学
、
芝
浦
工
業
大
学
教
授
）
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