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れ
て

い

る

こ

と

が

特
徴
的
で

あ

り、

そ
の

他

多
様
な
代

替
療
法
と
と
も
に

選

択
肢
と

し
て

提
案
さ

れ
て

い

る

場
ム
［

が

多
く
確
認
で

き
る

。

ま
た

、

イ

リ
ノ

イ
州
の

カ

ウ

ン

セ

ラ

ー
、

ニ

ー

ル
・

ハ

リ
ス

は
、

セ

ッ

シ
ョ

ン

に

お

い

て

迷

宮
図
像
を

使
用

す
る

試
み

を
行
っ

て

お
り、

心
理
学
分

野
や

セ

ラ

ピ
ー

に

お
け
る
迷
宮
の

利
用
に

も
注
目
す
べ

き
と

考
え
ら
れ
る

。

　

な
お

、

ホ

ス

ピ

タ

ル
・

ラ

ビ

リ

ン

ス

の

殆
ど
が
二

〇
〇

〇
年

代
以

降
の

ア

メ

リ
カ

に

お
い

て

設

置
さ

れ
て

い

る

も
の

の、

こ

れ
ら
に

先

駆
け
て

九

〇

年
代
か
ら、

医
療
や

ケ
ア

の

施
設
に

お
い

て

迷
宮
が
利
用
さ
れ

始
め
て

い

た

例
が
数
件

存
在
し

て

い

る
。

ホ

リ
ス

テ

ィ

ッ

ク

な
生
へ

の

ア

プ
ロ

ー

チ
を
目
的
と

し
て

、

瞑
想、

祈
り
の

ワ

ー

ク

シ
ョ

ッ

プ
な
ど

を
行
っ

て

い

る
テ

キ

サ
ス

州
の

施
設
しっ

蝕

巨

ζ
母
賓 、
°・

ω

卑
80c

＜
 

しり

℃

三
ε
鑑
亳

O
 

葺
叟

で

は
、

一

九
九

四
年
に

迷

宮
が

設
置
さ

れ

た
。

こ

の

施
設
に

お

け
る

迷
宮
解
釈
は

、

人
類
の

持
つ

最
古
の

瞑
想
と

変
容
の

た
め
の

ツ

ー

ル

の

う
ち
の

ひ

と

つ

で

あ
り、

永
き
に

渡
っ

て

祈
り、

儀
礼、

イ
ニ

シ

エ

ー

シ

ョ

ン
、

精
神
的
成
長
の

た

め
に

使
用
さ
れ

て

き
た

図
像、

と

い

う
も
の

で

あ
る

。

ホ

ス

ピ

タ

ル
・

ラ

ビ

リ

ン

ス

の

受
容
の

み

な
ら
ず、

近
年
の

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

リ
テ

ィ

に

お
け
る

迷
宮
の

普
及
に

お
い

て

も
共
通
す
る
点
で

あ
る

と

い

え
よ

う
が、

迷
宮
図
像
に

ど

の

よ

う
な
意
味
を

読
み
込
む
か
と

い

う
視
点
に

対
し
て、

図
像
の

有
す
る

歴
史
の

概
要
が
示
さ
れ
て

も、

象

徴
的
意
味
に

つ

い

て

提
案
者
か
ら
の

明
瞭
な
判
断
は

控
え
ら
れ
る

こ

と
が

殆
ど

で

あ
り、

や
や

漠
然
と

し
た

印
象
を

覚
え
る
。

だ

が
、

逆
に

そ
の

曖

昧
さ
が、

迷
宮
を
歩
く
現
代
の

人
々

の

抱
え

る
多
様
な
問
題
の

そ
れ
ぞ
れ

を
個
別
に

引
き
受
け
ら
れ
る

柔
軟
性
を
生

ん

で

い

る

と

す
る

な
ら
ば
、

ケ

ア

に

お
け
る

迷
宮
図
像
の

可
能
性
や
今
後
の

活
用
事
例
に

は

今
後
も
注
意

を
払
っ

て

し
か

る
べ

き
で

は

な
い

だ

ろ

う
か
。

　

最

後
に

、

二

〇

＝

年
三

月
に

発
生
し
た

東
日
本
大
震
災
へ

の

反
応
と

し
て、

迷

宮
を

歩
き

、

犠
牲
者
や

遺
族
に

析
り
を

捧
げ
る

と

い

う
趣
旨
の

催
し
が
ア

メ

リ

カ
、

バ

ハ

マ

な
ど
で

複

数
行
わ

れ

た
こ

と
を

付
記
し

て

お

く
。

世
界
規
模
の

自

然
災
害
等
の

発
生

時
に

お

け
る

こ

の

よ

う
な
迷

宮
の

利
用
は

、

グ
ロ

ー

バ

ル
・

ヒ

f
リ
ン

グ
・

レ

ス

ポ
ン

ス

と

名
付
け
ら

れ
て

お
り、

二

〇
〇
五

年
に

発
生
し
た
ハ

リ
ケ
ー

ン

・

カ

ト

リ
ー

ナ

を
き
っ

か

け
と

し
て

発
生
し
た

活
動
で

あ
る

。

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

ル

ケ
ア

の

定
義
に

関

し
て

こ

の

場
で

議
論
を
行

う
こ

と
は
で

き
な
い

が
、

被

害
者
の

痛
み

そ
の

も
の

を
直
接
ケ
ア

す
る

と
い

う
形
態
で

は
な

く
、

被
害
者
の

痛
み

に

寄
り

添
お
う
と

し、

痛
み

に

想
い

を
馳
せ
る
と
い

う
ケ

ア

の

在
り
方
に

つ

い

て

も
示
唆
を
与
え
て

く
れ
る
事
例
で

あ
る
よ

う
に

思
わ
れ
る
。

追
憶
の

匂
い

　

　

　
　
む
か

し
の

香
に

ぞ
な
ほ

に

ほ

ひ

け
る

吉

　
村
　
晶

　
子

　

副
題
の

「

む

か
し
の

香
に

ぞ
な
ほ

に

ほ

ひ

け
る
」

は
、

『

土

佐
日
記』

で

「

あ
る

人
」

が

詠
ん

だ
一

首
の

下
の

句
に
あ
た

る
。

上
の

句
は

「

君
恋

ひ

て

殴
を
ふ

る

宿
の

梅
の

花
」

。

都
へ

の

ぼ

る
一

行
が

差
し

か
か
っ

た

渚

の

院
に

咲
く
梅
の

花
の

香
か

ら
、

か

つ

て

こ

こ

の

主
で

あ
っ

た

故
惟

喬
親

土

を

思
慕
し
つ

つ

詠
ま

れ
た

歌
で

あ
る

。

住
む

人
が

変
わ
っ

て

も、

訪
れ

る

者
が

変
わ

っ

て

し
ま
っ

て

も

そ
こ

に

あ
り
つ

づ

け
る

景
物
は

、

し
ば

し

ば
こ

の

よ

う
に

過

ぎ
去
り
し

昔
日
を

追

想
さ
れ

る

も
の

と

し

て

歌
に

詠
ま

れ

て

き
た

。

『

古

今
集
』

や
『

百
人
一

首
』

で

も

有
名
な

紀
貰

之
の

歌
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「

人
は
い

さ
心
も
知
ら

ず
ふ

る
さ
と
は

花
ぞ

昔
の

香
に
に

ほ

ひ

け
る
」

も

同

趣
の

歌
と
し
て

あ

げ
ら
れ

る
。

　

梅
の

花
の

香
り
が

格
別
に

愛
で

ら
れ

詠
歌
の

対

象
と
な
っ

た
の

は

『

占

今
集
』

以

降
と

考
え
ら
れ
る

が
、

散
り
ゆ

く

花
と

袖
に

さ

え
移

り
留
ま
り

う
る

匂
い

と
い

う
対
比
の

な
か
で、

匂
い

に

は
不
変．
性
や

追
憶
の

意

味
が

込
め

ら
れ

て

い

く
。

八

世

紀
ご

ろ

か
ら

流
行
す
る

薫
物
の

代
表
的
な

方
の

ひ
と
つ

に

「

梅
花
」

が

あ
る

こ

と
も

、

梅
の

花
の

匂
い

か

ら
「

誰
か
」

の

匂
い

へ

と

い

う
連

想
に

繋
が
っ

て

い

た

理

由
と

考
え

ら

れ
る
だ
ろ

う
。

『

占
今
集
』

の

梅
花
の

香
り
を
詠
じ
た
一

連
の

歌
の

な
か
で
、

「

折
り
つ

れ

ば

袖
こ

そ
に

ほ

へ

梅
の

花
あ
り
と

や

こ

こ

に

鶯
の

鳴
く

」

「

色
よ

り
も

香

こ

そ
あ
は

れ

と
お

も
ほ

ゆ

れ

た
か

袖
ふ

れ

し

や
と
の

梅
ぞ
も

」

な
ど
と

、

「

袖
」

と

結
び

つ

け
ら
れ
た

歌
が

多
い

こ

と

が
、

何
よ

り
の

証
左
で

あ
る

。

ま
し

て

そ
れ

が

同
じ

名
を

持
つ

薫
物
の

香
り
を
身
に

染
め

た
、

あ
の

人
を

思
い

起
こ

さ

せ

も
の

で

あ
る

な
ら

ば

　
　

。

　

毎
年
同
じ

季
節
に

同
じ

よ

う
に

花
を

咲
か

せ

同
じ

香
り
を

漂
わ

せ

る

梅

の

花
は
、

無
常
の

世
を
生

き
る

人
び
と
の

営
み
を

超
え
た

も
の

と
し

て

憧

憬
さ
れ
、

慈
し

ま
れ

た
。

そ
れ

は
、

過

ぎ
去
っ

た

過
去
を

今
こ

こ
へ

と

導

い

て

く
る

メ

デ

ィ

ア

で

も

あ
る
。

こ

う
し
た

私
た

ち
の

生

き
る

時
間
や
世

界
の

外
部
と

通
じ
る

匂
い

と
い

う
感
覚
は
、

た

と
え
ば

宗
教
的
な
言
説
の

な
か

で

頻
出
す
る
匂
い

の

あ
り
よ

う
と

も
通
底
す
る

。

　

聖
人
が

身
体
か
ら

芳
香
を

放
つ

と
い

う
の

は

よ

く
あ
る

話
だ

。

　

聖
徳
太
子
は
、

か

な
り
早
い

段
階
か

ら
そ
う
し

た

人
物
像
が

造
型

さ
れ

た
ひ

と

り
で

あ
る

。

身
体
か

ら

漂
う
太

子
の

香
り
は
、

彼
の

超
越
性
の

証

で

あ
り、

聖
性
を
担
保
す
る

も
の

で

あ
る

。

『

ヒ

宮
聖
徳
太
子

伝
補

闕
記
』

以

後、

『

聖
徳
太
子

伝
暦
』

な
ど
の

太
子

伝
に

は
、

幼
少
期
か
ら
太

子
は

良
い

匂
い

を
放
ち

、

さ
ら
に
は
そ
の

匂
い

が
周
囲
の

者
に
移
っ

て

何
か
月

も
消
え
な
か
っ

た

と

書
か
れ
て

い

る
。

太
子
が

片
岡
山
で

出
会
っ

た

飢
人

　
　
　
　
　
　

　
　
ひ

じ

り

　
　
太
子
が
「

彼
は

真
人
で

あ
る
」

と

看
破
し
た

人
物
も
芳
香
を
放
っ

て

い

た

（

『
補
闕

記
』

『

伝
暦
』

な
ど

）

。

死
し
て

も
そ
の

遺
体
は

芳
香
を
も

ち
（
『

伝
暦
』

、

『

日
本
往
生

極
楽
記
』

な
ど

）

、

ま
た

太
子
の

臣

下
で

あ
っ

た
屋

栖
野

古
連
の

蘇
生

譚
で

も
、

聖
徳
太
子
と

出
会
っ

た
あ
の

世
は

良
い

香

り
が

し
、

し
か
も

連
じ
し
ん

の

遺
体
も

芳
香
が
し
た

と

い

う
（

『
日
本

霊

異
記
』

）

。

平
安
浄
土
教
の

興
隆
と
と

も
に

多
く
編
纂
さ
れ
た

往
生

伝
で

も
、

往
生
の

現
場
に

芳
香
が

漂
っ

た
。

漂
っ

た

匂
い

は
人
び
と
の

袖
に
移

り
、

往
生
人
と

浄
土

願
生

者
と
の

縁
を

結
ぶ

。

　
ま
た

同

平
家
物
語
』

諸

本
に

収
め

ら
れ
た、

の

ち
に

石
山

寺
の

内
供
と

な
る

淳
祐
を
め

ぐ
る

逸
話
で

は
、

高
野
山

奥
院
の

弘

法
大
師
の

即
身
仏
に

触
れ
た
淳

祐
の

手
に

芳
香
が

移
り
、

彼
の

写
し

た
聖

教
ま
で

も

良
い

香
り

が
し
た
と
え
が
か

れ

る
。

こ

う
し
た
聖
な
る

匂
い

が

移
る

と
い

う
語
り
に

つ

い

て

は
、

す
で

に

別
稿
で
、

匂
い

と
い

う
も
の

の

持
続
性
や

移
り
や
す

さ

と
い

う
特
性
に

聖

性
の

拡
大
・

伸
張
が
託
さ

れ
た
も
の

で

あ
る
と

論
じ

た
こ

と
が

あ
る

（

拙
稿
「

聖

性
と

移
り
香
　
　
転
生

す
る

聖

徳
太
子
の

イ

メ

ー

ジ
と

匂
い
」 、

『

文
学
』

］

二

巻
一

号、

岩
波
書
店

、

二

〇
一
一

年）
。

匂
い

は

時
間
や

空
間
を
超
え
、

聖

人
の

存
在
を

確
信
さ

せ
、

人
び
と

を
魅

惑
す
る

。

こ

れ

と

似
た

こ

と
が

、

昔
を

偲
ぶ

梅
の

香
り
に

つ

い

て

も
言
う

こ

と
が

で

き
る

だ
ろ

う
。

本
発
表
で

指
摘
し

た

の

は
、

特
定
の

人
物
や

宗

教
を
め

ぐ
る

信

仰
を

外
れ

た
、

身
近
な

人
び
と
へ

の

愛
情
や

惜
念

も
ま

た
、

時
空
を

超
え
る

匂
い

の

存
在
に

よ

っ

て

想
起
さ

れ
増
幅
さ
れ
る
と
い

う
こ

と
で

あ
る
。

匂
い

の

追
憶
の

は

た

ら
き
は
、

宗
教
的
な
言

説
に

と
ど

ま
ら

ず、

多
種
多
様
な
言
説
に

通
じ
う
る
と

考
え
ら

れ
る

。
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