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近
代
日
本
研
究
第
三
十
二
巻

(

二
〇
一
五
年)

研
究
ノ
ー
ト長

尾
折
三
の

｢

医
弊｣

論

明
治
後
期
の
医
療
論
の
一
側
面

島
田

雄
一
郎

一

.

問
題
の
所
在

明
治
期
の
医
療
史
を
所
謂
西
洋
医
学
に
基
づ
く
医
療
の
制
度
化
を
主
軸
と
す
る
歴
史
と
し
て
捉
え
た
場
合
、
そ
こ
か
ら
は
制
度

化
の
過
程
と
と
も
に
、
医
療
を
め
ぐ
る
様
々
な
理
念
と
現
実
の
相
剋
も
ま
た
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る

(

１)

。

こ
う
し
た
理
念
と
現
実
の
相
剋
を
象
徴
す
る
主
要
な
著
作
と
し
て
、
長
尾
折
三
が
著
し
た

『

噫
医
弊』

(

初
版
一
九
〇
八
年
、

増
補
再
版
一
九
〇
九
年

(

２))

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。『

噫
医
弊』
は
長
尾
折
三
が
同
時
代
の
医
学
・
医
療
に
対
す
る
批
判
を
企

図
し
て
著
し
た
著
作
で
あ
る
が
、
長
尾
自
身
が
医
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
書
は
同
時
代
の
医
学
・
医
療
に
対
す
る
医
者
の
自
己

批
判
の
書
と
も
言
え
る

(

３)

。

こ
の

『

噫
医
弊』

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
先
行
研
究
に
お
い
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
川
上
武
氏
は
、
医
療
の
制
度
化
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に
基
づ
く
医
者
の
経
済
的
・
社
会
的
な
特
権
化
や
資
本
主
義
の
独
占
化
の
過
程
に
伴
っ
た
医
療
の
商
品
化
と
い
っ
た
明
治
後
期
の

医
療
事
情
の
下
で
、
営
利
性
ば
か
り
を
追
求
す
る
医
者
が
生
じ
た
こ
と
に
対
す
る
道
徳
的
批
判
と
し
て

『

噫
医
弊』

を
捉
え
て
い

る
(

４)
。
立
川
昭
二
氏
も
同
様
に
、
医
者
が
税
制
上
優
遇
さ
れ
明
治
二
〇
年
代
以
降
に
所
謂

｢

開
業
医
の
黄
金
時
代｣

を
迎
え
て
い
た

中
で
、
営
利
主
義
の
開
業
医
に
対
す
る
当
時
の
批
判
の
事
例
と
し
て

『

噫
医
弊』

を
挙
げ
て
い
る

(

５)

。
ま
た
近
年
で
は
佐
藤
純
一
氏

が
、
明
治
後
期
の
医
学
・
医
療
論
の
内
容
の
傾
向
を

｢

医
道
論

(

道
徳
論)｣

と
捉
え
た
上
で
、｢

医
道
論｣

が
出
て
く
る
背
景
と

な
っ
た
当
時
の

｢
医
弊｣

論
＝

｢

医
師
批
判
・
医
療
批
判｣

の
著
作
と
し
て

『

噫
医
弊』

を
改
め
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
佐
藤
氏

は
、
金
儲
け
本
位
の
医
者
へ
の
批
判
や
当
時
の
医
学
教
育
へ
の
批
判
と
い
っ
た

『

噫
医
弊』

の
内
容
を
紹
介
し
つ
つ
、
同
書
を
単

な
る
医
者
へ
の
批
判
・
不
満
を
述
べ
た
著
作
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
論
理
的
に
構
成
さ
れ
た
当
時
の｢

医
学
哲
学
的
批
判｣

の
著
作
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
指
摘
し
て
い
る

(

６)

。

長
尾
折
三
の

『

噫
医
弊』

は
、｢

今
医
の
観
察｣

と
題
し
て
同
時
代
の
医
学
・
医
療
批
判
を

｢

道
徳
的
方
面｣

と

｢

学
術
的
方

面｣

の
二
面
に
分
け
て
展
開
し
、｢

古
医
の
観
察｣

と
題
し
て
明
治
期
以
前
の
医
学
・
医
療
の
あ
り
方
を
比
較
と
し
て
取
り
上
げ
、

最
後
に
そ
れ
ら
を

｢

綜
合
的｣

に
捉
え
直
し
展
望
を
示
す
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
先
行
研
究
は
前
述
の
通
り
、
主
に

｢

道
徳
的
方

面｣

に
着
目
し
て

『

噫
医
弊』

を
取
り
上
げ
て
き
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、『

噫
医
弊』

で
展
開
さ
れ
た
医
学
・
医
療
批
判
は

｢

学
術
的
方
面｣

も
含
ん
だ
当
時
の
医
学
・
医
療
の

｢

綜
合
的｣

批
判
で
あ
り
、『

噫
医
弊』

そ
れ
自
体
の
内
容
を
主
題
に
す
る
場

合
は
、
佐
藤
氏
が
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
同
書
を
単
に
同
時
代
の
医
者
の
道
徳
性
の
批
判
と
し
て
の
み
捉
え
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
。
本
稿
で
は
、
以
上
の
点
を
踏
ま
え
て

『

噫
医
弊』

に
展
開
さ
れ
た
長
尾
の

｢

医
弊｣

論
を
検
討
す
る
。

次
節
以
降
の
構
成
と
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
第
二
節
で
は
、『
噫
医
弊』

に
お
け
る

｢

道
徳
的
方
面｣

の
批
判
を
取
り

上
げ
、
そ
の
批
判
の
焦
点
を
確
認
し
た
上
で
具
体
的
な
内
容
を
検
討
す
る
。
第
三
節
で
は
、｢

学
術
的
方
面｣

の
批
判
を
取
り
上
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げ
、
特
に
長
尾
の
治
療
に
関
す
る
考
え
方
が
病
者
の

｢

精
神｣

の
治
療
を
要
請
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
第
四
節
で
は
、『

噫
医

弊』

の
形
成
と
展
開
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
治
療
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
認
識
に
関
し
て
、『

噫
医
弊』

と
他
著
作
と

の
関
連
を
検
討
す
る
。
末
節
で
は
本
稿
の
ま
と
め
と
展
望
を
記
す
。

二

.『

噫
医
弊』

に
お
け
る

｢

道
徳
的
方
面｣

の
批
判

は
じ
め
に

『

噫
医
弊』
の
執
筆
に
至
る
ま
で
の
長
尾
折
三
の
略
歴
を
確
認
し
て
お
き
た
い

(

７)

。
長
尾
折
三

(

一
八
六
六
〜
一
九
三

六)

は
讃
岐

(

高
松)

出
身
で
、
叔
父
で
あ
る
長
尾
精
一
が
校
長
を
務
め
て
い
た
県
立
千
葉
医
学
校

(

一
八
八
七
年
に
第
一
高
等

中
学
校
医
学
部
と
改
称)

を
一
八
九
〇
(

明
治
二
三)

年
に
卒
業
し
た
後
に
高
松
に
帰
郷
し
た
。
帰
郷
後
、
開
業
医
と
し
て
働
く

と
と
も
に
県
立
避
病
院
の
医
員
や
県
の
検
疫
委
員
な
ど
を
務
め
て
い
る
。
一
八
九
六

(

明
治
二
九)

年
に
は
、
医
学
に
関
す
る
新

知
識
を
得
る
必
要
を
感
じ
、
県
立
千
葉
病
院
の
医
員
と
な
り
外
科
術
の
研
修
や
内
科
の
研
修
を
受
け
た
。
ま
た
、
県
立
千
葉
病
院

の
医
員
在
任
中
に
、
内
務
省
衛
生
局
長
で
あ
る
後
藤
新
平
に
よ
る
千
葉
県
下
検
疫
状
況
視
察
の
随
行
員
を
務
め
た
。
一
八
九
七

(

明
治
三
〇)

年
に
は
、
京
都
医
科
大
学
の
病
理
学
教
室
に
て
、
病
原
菌
に
関
す
る
知
識
を
学
び
、
さ
ら
に
血
液
検
査
の
指
導
を

受
け
、
他
に
も
み
ず
か
ら
の
身
体
で
全
身
麻
酔
の
実
験
を
試
み
て
い
る
。
一
九
〇
七

(

明
治
四
〇)

年
に
は
、
東
京
に
転
居
し
医

院
を
開
く
も
う
ま
く
い
か
ず
、
翌
年
さ
ら
に
横
浜
に
転
居
し
改
め
て
医
院
を
開
業
し
た
。『

噫
医
弊』

の
執
筆
は
こ
の
時
期
の
こ

と
で
あ
る
。
長
尾
の
略
歴
か
ら
は
、
医
術
開
業
免
許
状
を
取
得
し
た
後
も
当
時
学
び
得
る
限
り
の
医
学
の
知
識
を
貪
欲
に
学
ぼ
う

と
す
る
姿
勢
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
故
郷
で
あ
る
高
松
を
は
じ
め
千
葉
や
東
京
な
ど
で
も
医
療
活
動
に
従
事
し
た

り
、
医
学
を
学
ん
だ
り
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
当
時
の
医
療
に
関
す
る
様
々
な
経
験
に
基
づ
き
長
尾
は

『

噫
医
弊』

を
著
し
た
こ

長尾折三の ｢医弊｣ 論
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と
が
わ
か
る
。

『
噫
医
弊』

の
執
筆
と
出
版
に
関
し
て
、
長
尾
自
身
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
彼
は
同
書
の
原
稿
を

｢

一
気
呵
成｣

に
執
筆
し
、
一

九
〇
八

(

明
治
四
一)

年
一
一
月
に
は
そ
れ
を
脱
稿
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
初
版
は
出
版
後
二
ヶ
月
で
売
り
切
れ
、
な
お
引

き
続
き
注
文
が
あ
っ
た
た
め
、
速
や
か
に
第
二
版
を
増
刷
し
た
と
い
う

(

８)

。『

噫
医
弊』

の
こ
う
し
た
売
れ
行
き
を
長
尾
自
身
は
書

名
に
よ
る
も
の
と
し
て
い
る
が
、
同
書
で｢

現
代
医
弊
絶
叫
の
声
は
社
会
各
方
面
を
通
じ
て
の
輿
論｣

で
あ
る
と
も
述
べ
て
お
り

(

９)

、

そ
う
し
た
時
代
思
潮
に
即
し
た
こ
と
が
何
よ
り
も
多
く
の
読
者
を
得
た
要
因
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、『

噫
医
弊』

の
執
筆
目
的
に
関
し
て
、
長
尾
は

｢

緒
言｣

の
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

天
下
何
物
か
弊
な
か
ら
む
、
古
今
何
の
世
か
弊
あ
ら
ざ
ら
む
、
医
弊
の
如
き
も
其
一
に
居
る
。
医
弊
は
古
今
東
西
を
通
じ
て

之
あ
り
、
而
も
現
代
に
於
け
る
が
如
き
医
弊
、
我
未
だ
曽
て
之
を
見
聞
せ
ざ
る
也
。(

中
略)

今
に
し
て
其
弊
源
に
溯
り
、

因
て
来
る
所
を
研
究
考
覈
し
是
が
救
済
の
道
を
講
ず
る
は
強
ち
無
用
の
業
に
あ
ら
ざ
る
を
信
ず

(

�)

。

長
尾
は
、
古
今
に
数
あ
る
社
会
的
弊
害
の
中
で
も
特
に
現
状
の

｢

医
弊｣

を
問
題
に
し
、
こ
の
過
去
に
例
を
見
な
い
現
状
の

｢

医

弊｣

に
つ
い
て
救
済
の
道
を
論
じ
る
こ
と
を

『

噫
医
弊』
で
企
図
し
た
の
で
あ
っ
た
。

長
尾
が
現
状
の

｢

医
弊｣

を
二
つ
に
大
別
し
、
そ
の
一
方
と
し
て

｢

道
徳
的
方
面｣

に
焦
点
を
当
て
た
所
以
は
、
彼
が
何
よ
り

も
医
療
に
従
事
す
る
人
物
即
ち
医
者
の
人
間
性
を
問
題
に
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
長
尾
は
古
来
医
者
の
社
会
的
評
価
に
関
し
て
、

世
間
に
尊
ば
れ
る
か
、
あ
る
い
は
賤
し
ま
れ
る
か
の
二
様
に
分
か
れ
て
き
た
と
述
べ
、
そ
の
評
価
を
分
け
る
所
以
は

｢

業
其
も
の

に
あ
ら
ず
し
て
之
を
司
る
人
に
存
せ
し｣

と
し
て
い
る
。
本
来
の
医
療
の
あ
り
方
か
ら
言
え
ば
、
医
療
と
は

｢

人
道
に
則
り
博
愛
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至
仁
の
旨｣

に
基
づ
く
べ
き
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が

｢

賤
業｣

の
評
価
を
受
け
て
き
た
の
は
、
医
療
本
来
の
あ
り
方

に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
従
事
す
る
医
者
に
問
題
が
あ
り
、
問
題
が
あ
る
医
者
に
よ
っ
て
医
療
が
営
ま
れ
る
が
ゆ
え

に
誤
っ
た
方
向
に
向
か
い
正
当
の
評
価
を
得
な
い
、
と
い
う
の
が
長
尾
の
認
識
で
あ
っ
た

(

�)

。
ま
た
、
長
尾
は
江
戸
期
の
医
書
が

｢

学
問
芸
術
に
兼
ね
て
倫
理
観｣

を
説
く
こ
と
、
さ
ら
に
医
者
の
養
成
の
あ
り
方
が

｢

学
術
と
道
義
と
相
駢
行｣

し
て
い
た
こ
と

に
触
れ
、
そ
の
時
代
に
も

｢

医
弊｣

と
呼
べ
る
事
態
は
あ
っ
た
が
、
同
時
に

｢

之
を
矯
正
す
る
人
物
と
牽
制
す
る
言
論｣

も
存
在

し
て
い
た
と
し
、
そ
う
し
た
こ
と
が

｢

現
代
医
弊｣

と
の
違
い
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
長
尾
は
、
医
療
の
あ
り
方

は

｢

其
時
代
人
物
の
如
何｣
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
結
論
付
け
て
い
る

(

�)

。

以
上
の
よ
う
に
、
医
療
が
そ
れ
に
従
事
す
る
人
間
の
あ
り
方
に
依
拠
し
て
い
る
と
認
識
し
て
い
た
長
尾
は
、｢

現
代
医
弊｣

の

原
因
が

｢

人
材
の
欠
乏｣

と

｢
倫
理
を
外
に
し
た
る
明
治
の
医
育
方
針｣

と

｢

自
己
中
心
的
実
利
主
義｣

の
三
点
に
あ
る
と
認
識

し
て
い
た

(

�)

。
長
尾
の『

噫
医
弊』

に
お
け
る｢

道
徳
的
方
面｣

の
批
判
は
、
こ
の
三
点
の
原
因
の
糾
弾
を
軸
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。

以
下
で
は
、
こ
の
各
原
因
に
対
す
る
長
尾
の
批
判
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

長
尾
は
、
明
治
期
以
降
の
医
療
界
の
人
材
不
足
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。

維
新
時
代
は
医
家
人
物
の
漏
過
期
な
り
き
。
偉
大
な
る
者
は
争
ふ
て
政
治
的
方
面
に
走
り
、
小
な
る
者
は
依
然
医
人
と
し
て

其
地
位
に
残
留
せ
り
。
此
時
に
於
て
既
に
医
人
中
純
良
分
子
の
大
半
を
失
却
せ
り
、
現
代
医
弊
の
根
源
亦
た
茲
に
胚
胎
せ
ず

や
。
今
の
医
師
は
端
な
く
巫
医
時
代
の
悪
劣
な
る
流
風
に
復
故
せ
し
也
。
心
霊
的
教
育
と
し
て
宗
教
心
な
く
儒
教
道
徳
な
く

形
骸
的
に
発
達
せ
し
彼
等
に
道
義
心
乏
し
き
寧
ろ
怪
む
に
足
ら
ざ
る
也
。
学
問
万
能
教
育
の
弊
や
極
れ
り

(

�)

。
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こ
こ
で
長
尾
は
、
幕
末
期
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
多
く
の
優
秀
な
医
者
が
失
わ
れ
た
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
こ
と
に
伴
っ

て
、
医
学
に
お
け
る

｢

心
霊
的
教
育｣

が
不
在
と
な
り
、
医
者
の

｢

道
義
心｣

が
欠
乏
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
う
し
た

状
況
に
お
い
て
、
西
洋
医
学
の
導
入
と
医
療
の
制
度
化
を
進
め
た
の
が
明
治
期
の
医
療
で
あ
る
と
長
尾
は
認
識
し
て
い
た
。

さ
ら
に
、
明
治
期
以
降
の
医
学
の

｢

心
霊
的
教
育｣

の
不
在
を
指
摘
し
た
長
尾
は
、
当
時
の
医
学
教
育
の
批
判
と
し
て
、
具
体

的
に
そ
の
頂
点
で
あ
る
東
京
大
学
医
学
部
の
教
育
方
針
を
批
判
し
た

(

�)

。
当
時
、
東
京
大
学
医
学
部
を
卒
業
す
れ
ば
医
学
士
の
学
位

を
得
て
所
謂

｢

上
流
医｣

と
な
り
、
医
学
専
門
学
校
出
身
者
な
ど
の
医
学
得
業
士
な
ど

(

所
謂

｢

中
流
医｣)

、
あ
る
い
は
医
術
開

業
試
験
合
格
者
や
漢
方
医
を
中
心
と
し
た
従
来
開
業
医
と
そ
の
子
弟
な
ど

(

所
謂

｢

下
流
医｣)

に
比
し
て
、
様
々
な
優
遇
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
た

(

�)

。
そ
う
し
た｢

上
流
医｣

養
成
の
機
関
で
あ
っ
た
東
京
大
学
医
学
部
の
教
育
を
長
尾
は
批
判
し
た
の
で
あ
る
。

大
学
南
校
に
対
峙
し
て
起
り
た
る
も
の
は
東
校
な
り
。
是
れ
我
国
唯
一
の
高
等
医
育
機
関
に
し
て
東
京
大
学
医
学
部
是
な
り
、

国
家
衛
生
上
夙
に
此
設
立
を
見
し
は
当
時
の
為
政
者
に
向
て
常
に
推
服
措
か
ざ
る
所
な
り
と
雖
も
、
設
立
当
時
に
於
て
医
学

教
育
に
物
質
的
技
術
者
製
造
の
方
針
を
以
て
せ
ら
れ
し
は
遺
憾
に
堪
へ
ざ
る
也
。
医
学
、
医
術
と
云
へ
る
職
務
が
少
く
も
仁

術
の
意
義
を
包
含
す
る
こ
と
に
想
到
す
れ
ば
倫
理
学
の
一
科
目
位
を
課
し
、
医
家
道
義
心
の
養
成
は
人
格
の
修
養
上
多
大
の

利
益
あ
り
し
な
ら
む
と
信
ず

(

�)

。

｢

医
学｣

に
関
す
る
高
等
教
育
機
関
の
設
立
そ
れ
自
体
は
評
価
し
た
上
で
、
そ
の
教
育
内
容
に
関
し
て
、｢

物
質
的
技
術
者｣

の
養

成
に
傾
斜
し
て
い
る
こ
と
を
長
尾
は
問
題
視
し
た
。
長
尾
に
お
い
て
、｢
医
術｣

と
は
あ
く
ま
で
も

｢

仁
術｣

で
あ
り
、
医
学
教

育
に
お
い
て
も
医
者
の

｢

道
義
心｣

が
養
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
に
、
長
尾
は

｢

倫
理
学｣

(

別
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の
箇
所
で
は
、｢

医
家
倫
理
学｣

｢

医
人
道
義
学｣

と
も
表
現
さ
れ
る)

の
一
科
目
を
課
す
こ
と
を
提
言
し
て
い
る
。

当
時
こ
う
し
た
医
学
教
育
に
お
け
る

｢

医
家
倫
理
学｣

や

｢

医
人
道
義
学｣

の
必
要
性
を
感
じ
て
い
た
の
は
長
尾
一
人
に
と
ど

ま
ら
ず
、
医
学
史
の
研
究
で
名
前
が
知
ら
れ
て
い
た
富
士
川
游
な
ど
も

｢

医
人
道
義
学｣

に
つ
い
て
海
外
の
文
献
を
紹
介
す
る
論

考
を
発
表
し
て
い
た

(

�)

。
長
尾
自
身
も
こ
う
し
た
動
向
を
把
握
し
て
お
り
、
富
士
川
を
評
し
て
、｢

夙
に
医
風
の
敗
頽
を
憤
慨
し
奨

進
医
会
を
起
し
て
其
牛
耳
を
執
り
、
頃
者
盛
ん
に
医
人
道
義
学
を
説
く
。
実
に
濁
悪
な
る
医
界
の
弊
源
に
注
射
す
る
一
味
の
清
涼

剤｣

で
あ
る
と
そ
の
業
績
を
称
え
て
い
る

(

�)

。

ま
た
、
現
状
の
医
療
に
お
け
る

｢

道
義
心｣

の
不
在
を
批
判
す
る
長
尾
は
、
当
時
の
医
学
教
育
の
あ
り
方
だ
け
で
は
な
く
、
医

者
を
選
抜
す
る
た
め
の
試
験
制
度
に
対
し
て
も
否
定
的
で
あ
っ
た
。
長
尾
は
、
当
時
の
医
術
開
業
試
験
制
度
に
つ
い
て
、
以
下
の

よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

漢
洋
医
過
渡
時
代
に
処
し
速
成
医
師
補
充
の
目
的
を
以
て
設
け
ら
れ
た
る
、
姑
息
的
手
段
の
医
術
開
業
試
験
制
度
は
向
ふ
五

年
間
の
後
に
於
て
其
蹟
を
断
た
む
も
、
是
等
が
日
本
現
代
医
弊
の
大
根
源
を
成
せ
し
や
争
ふ
可
か
ら
ず
、(

中
略)

彼
等
の

多
く
は
無
規
律
な
る
校
舎
に
通
学
す
る
か
、
或
は
開
業
医
の
下
に
寄
食
す
る
苦
学
生
の
徒
に
し
て
万
一
を
僥
倖
し
て
富
籤
的

開
業
試
験
に
応
ず
る
者
な
り
、
倫
理
的
思
想
の
欠
乏
は
云
は
ず
も
が
な
、
中
学
程
度
の
学
力
さ
へ
覚
束
な
き
も
の
あ
り
、
全

国
を
通
じ
て
四
万
有
余
の
医
師
中
其
殆
む
ど
三
分
の
二
を
占
む
に
至
て
は
豈
に
寒
心
せ
ざ
る
を
得
む
や

(

�)

。

漢
方
と
西
洋
医
学
と
い
う
背
景
を
異
に
す
る
医
学
を
修
め
た
医
者
が
混
在
す
る
中
で

(

�)

、
一
定
の
医
療
技
術
の
水
準
を
確
保
す
る
た

め
に
実
施
さ
れ
た
の
が
医
術
開
業
試
験
制
度
で
あ
っ
た

(

�)

。
こ
う
し
た
目
的
の
下
に
行
わ
れ
た
試
験
制
度
を
、
長
尾
は

｢

日
本
現
代
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医
弊
の
大
根
源｣

と
見
な
し
た
。
開
業
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
学
生
達
は
、
ま
ず
は
そ
の
試
験
に
及
第
す
る
た
め
だ
け
に
勉
強

に
励
む
た
め
、
お
の
ず
か
ら
試
験
科
目
以
外
の

｢

倫
理
的
思
想｣

や

｢

中
学
程
度
の
学
力｣

は
養
わ
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
に
し
て

試
験
を
通
過
し
た
医
者
が
大
半
を
占
め
て
い
る
現
状
を
長
尾
は
批
判
し
た
。
長
尾
の
こ
こ
で
の
医
術
開
業
試
験
制
度
へ
の
批
判
は
、

そ
の
制
度
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
医
者
の
医
療
技
術
に
対
し
て
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
医
者
の
道
徳
的
態
度
や
学
識
に
対
し
て
な

さ
れ
て
い
る
。

以
上
に
加
え
て
、
長
尾
の
認
識
に
お
い
て
問
題
視
さ
れ
た
医
学
教
育
や
医
術
開
業
試
験
の
制
度
下
に
あ
っ
た
学
生
や
医
者
の
中

に
、
医
療
が

｢

仁
術｣
で
あ
る
こ
と
を
看
過
し
、
利
益
追
求
を
志
向
す
る
者
達
が
い
る
こ
と
を
彼
は
指
摘
し
て
い
る
。

古
は
医
道
と
云
ひ
医
を
以
て
道
と
し
き
、
今
は
医
業
と
云
ふ
、
医
を
以
て
業
と
な
す
、
現
代
医
師
志
願
者
の
理
想
は
医
業
を

な
さ
ん
と
す
る
に
在
り
、
而
し
て
医
業
を
な
す
の
目
的
は
利
益
を
得
む
と
す
る
に
在
り
、
然
り
、
よ
り
多
く
利
益
を
貪
ら
む

と
す
る
に
在
り
、
而
も
美
名
の
下
に
利
益
を
得
む
と
す
る
に
在
り

(

�)

。

見
よ
や
、
近
来
医
科
大
学
卒
業
生
の
多
数
者
を
、
其
欽
慕
涎
羨
す
る
所
は
、
学
問
、
技
術
の
生
粋
に
あ
ら
ず
し
て
寧
ろ
営
利

観
念
に
在
り
。
所
謂
医
商
術
に
在
り

(

�)

。

こ
こ
で
確
認
で
き
る
よ
う
に
、
明
治
期
の
以
前
と
以
後
で
、｢
医
道｣

か
ら｢

医
業｣

へ
と
医
療
の
本
質
が
変
化
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
医
者
が

｢

営
利
観
念｣

を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
長
尾
は
捉
え
て
い
た
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る

｢

医
道｣

と
は
、
現
状

の

｢

医
業｣

と
は
対
比
さ
れ
て
お
り
、
長
尾
が
そ
の
必
要
性
を
主
張
す
る

｢
学
術｣

と

｢

道
義｣

が
並
立
し
た
医
療
の
あ
り
方
の

こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
批
判
さ
れ
て
い
る

｢
医
業｣

や

｢

営
利
観
念｣

｢

医
商
術｣

は
、｢

現
代
医

182



弊｣

の
三
大
原
因
の
一
つ
と
し
て
長
尾
が
挙
げ
て
い
た

｢

自
己
中
心
的
実
利
主
義｣

に
通
じ
る
医
療
の
あ
り
方
や
観
念
の
こ
と
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
医
療
に
お
け
る

｢

道
義｣

の
後
退
に
反
し
て
、｢

営
利
観
念｣

が
広
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
長
尾
は
こ
こ
で
指
摘

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
で
見
て
き
た
医
者
の
人
間
性
を
問
題
に
す
る
長
尾
の

｢

医
弊｣

論
の
特
徴
は
、
明
治
期
以
前
の
医
学
・
医
療
の
あ
り
方
を

取
り
上
げ
た

｢
古
医
の
観
察｣

の
構
成
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
長
尾
は
、
現
状
の
医
学
・
医
療
と
比
較
す
る
た
め
に
取
り
上
げ
た

｢

古
医
の
観
察｣
の
章
の
凡
そ
半
分
を
、｢

名
医｣

の

｢

道
学
的
信
念｣

と

｢

気
品
及
び
人
格｣

を
紹
介
す
る
た
め
に
、
彼
ら
が
著

し
た
医
書
を
引
用
し
な
が
ら
構
成
さ
れ
た

｢

名
医
評
伝｣

に
割
い
て
い
る
。
そ
れ
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、｢

今
日
よ
り
し
て

之
を
仰
望
し
蕭
然
と
し
て
襟
を
正
ふ
す
る｣

す
る
こ
と
を
狙
っ
た
た
め
で
あ
る

(

�)

。
長
尾
は
、｢

古
医
の
観
察｣

に
お
い
て
も
医
者

の
人
間
性
に
焦
点
を
当
て
、｢
名
医｣

の
言
説
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
、
現
状
の
医
療
に
従
事
す
る
医
者
の
倫
理
観
を
刺
戟
し

｢

道
義
心｣

を
涵
養
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

三

.｢

精
神｣

の
治
療
の
要
請

本
節
で
は
、
主
に

『

噫
医
弊』

に
お
け
る
長
尾
の

｢

学
術
的
方
面｣

の
批
判
の
内
容
を
検
討
す
る
。
長
尾
は

｢

現
代
医
弊｣

に

関
す
る

｢

学
術
的
方
面｣

の
批
判
に
お
い
て
、
現
状
の
医
学
の
達
成
と
限
界
を
示
し
た
上
で
、
医
療
本
来
の
あ
り
方
と
し
て
如
何

な
る
こ
と
を
重
視
す
る
べ
き
か
を
説
く
。

ま
ず
、
長
尾
は
現
状
の
医
学
の
達
成
と
し
て
、
細
菌
学
や
病
理
学
な
ど
の
疾
病
の
原
因
を
究
明
す
る

｢

原
因
医
学｣

の
発
達
を

挙
げ
る
。
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吾
人
と
雖
も
今
の
原
因
医
学
の
発
達
の
著
大
な
る
は
能
く
之
を
知
了
す
。(

中
略)

今
や
病
源
と
し
て
殆
む
ど
研
索
さ
れ
ざ

る
は
な
き
状
態
也
、
蓋
し
結
果
を
定
め
む
が
為
め
病
源
を
明
か
に
す
る
は
研
究
の
順
序
也
、
其
当
を
得
た
り
と
謂
つ
可
し
、

今
の
細
菌
学
者
、
病
理
学
者
に
向
て
感
謝
せ
ざ
る
可
か
ら
ず

(

�)

。

こ
の
よ
う
に
、｢
原
因
医
学｣

の
発
達
に
つ
い
て
指
摘
す
る
長
尾
は
、
現
状
の
医
学
の
発
達
を
手
放
し
で
喜
ん
で
い
る
わ
け
で
は

決
し
て
な
い
。
そ
の
所
以
は
、｢

原
因
医
学｣

の
発
達
に
反
し
て
、
疾
病
の
治
療
に
関
す
る

｢

治
療
医
学｣

は
そ
れ
ほ
ど
発
達
し

て
い
な
い
と
捉
え
て
い
た
か
ら
だ
。

原
因
医
学
の
発
達
と
逆
比
例
な
る
は
治
療
医
学
の
欠
陥
に
在
り
。
治
療
医
学
は
十
年
前
も
今
日
も
大
な
る
逕
庭
な
く
、
依
然

と
し
て
暗
黒
面
也
。
素
よ
り
多
少
の
進
歩
の
蹟
は
あ
れ
ど
大
体
に
於
て
然
る
也

(

�)

。

吾
人
は
現
代
医
学
の
進
歩
を
如
何
に
贔
屓
眼
に
解
釈
す
る
も
、
其
範
囲
は
天
然
の
良
能
を
幇
く
る
以
外
、
大
な
る
信
頼
を
有

す
る
は
到
底
不
可
能
事
な
り
と
信
ず
、(

中
略)
二
三
外
科
的
手
術
と
伝
染
病
の
一
小
方
面
を
郤
く
の
外
、
治
療
医
学
は
依

然
た
る
暗
黒
面
也
。
否
全
然
暗
黒
面
と
云
ふ
に
あ
ら
ざ
る
も
、
対
症
療
法
以
外
大
な
る
光
明
を
認
む
べ
か
ら
ざ
る
は
絶
大
の

恨
事
と
云
は
ざ
る
を
得
ず

(

�)

。

長
尾
は
、
治
療
医
学
が
十
年
前
に
比
し
て
あ
ま
り
進
歩
し
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も

｢

天
然
の
良
能｣

を

幇
助
す
る
程
度
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
。
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以
上
の
よ
う
に
、
現
状
の
医
学
を

｢

原
因
医
学｣

の
発
達
と

｢

治
療
医
学｣

の
停
滞
と
し
て
捉
え
た
長
尾
は
、
そ
の
認
識
を
前

提
と
し
て
、｢

医
学｣

の
専
門
分
科
の
発
達
を
必
ず
し
も

｢

医
学｣

そ
れ
自
体
の
発
達
と
見
な
す
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い

る
(

�)
。
な
ぜ
な
ら
、
長
尾
は
あ
く
ま
で
も

｢

疾
病
治
療
の
学｣

が

｢

医
学
の
真
義｣

で
あ
る
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

吾
人
は
医
学
の
真
義
を
解
釈
し
て
疾
病
治
療
の
学
た
る
を
信
ず
る
者
也
。
故
に
基
礎
医
学
に
於
て
病
理
学
に
於
て
将
た
細
菌

学
に
於
て
種
々
な
る
研
究
を
積
む
所
以
の
も
の
は
治
療
上
応
用
の
理
を
明
に
せ
ん
が
為
め
の
途
程
た
る
を
信
ず
る
也

(

�)

。

長
尾
は
あ
ら
ゆ
る

｢

医
学｣
の
専
門
分
科
は
、
結
局
は
疾
病
の
治
療
の
た
め
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
ゆ
え
に
、｢

原
因
医
学｣

は
発
達
し
て
い
た
と
し
て
も
、｢
治
療
医
学｣

が
停
滞
し
て
い
る
現
状
の
医
療
の

｢

学
術
的
方
面｣

に
つ
い
て
も
批
判
せ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

｢

治
療
医
学｣

の
停
滞
を
問
題
視
し
て

｢
現
代
医
弊｣

の

｢

学
術
的
方
面｣

を
批
判
し
た
長
尾
は
、
現
状
の

｢

医
学｣

が
具
体

的
に
は
病
者
の

｢

精
神｣

の
状
態
を
看
過
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
す
る
。

今
の
医
学
が
医
学
界
の
二
元
論
に
由
て
取
扱
は
る
ゝ
を
遺
憾
と
せ
ざ
る
を
得
ず
、
医
家
は
単
に
患
者
の
肉
体
を
の
み
支
配
す

れ
ば
足
る
と
な
し
、
精
神
界
の
事
に
至
り
て
は
挙
て
之
を
哲
学
者
、
宗
教
家
に
一
任
せ
ん
と
す
。
医
家
は
厭
く
ま
で
も
精
神

肉
体
を
兼
ね
司
る
一
元
論
者
と
し
て
患
者
に
臨
視
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
、
苟
く
も
精
神
の
状
態
を
知
ら
ず
し
て
完
全
に
肉
体
を

治
療
せ
む
と
す
る
が
如
き
は
到
底
不
可
能
事
た
る
を
免
れ
ず

(

�)

。
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長
尾
は
、
人
間

(

病
者)

を

｢

肉
体｣

と

｢

精
神｣

の
二
方
面
か
ら
把
握
し
、
し
か
も

｢

精
神
の
状
態
を
知
ら
ず
し
て
完
全
に
肉

体
を
治
療
せ
む
と
す
る
が
如
き
は
到
底
不
可
能
事
た
る
を
免
れ
ず｣

と
述
べ
る
よ
う
に
、｢

肉
体｣

と

｢

精
神｣

が
相
関
的
な
関

係
に
あ
る
と
捉
え
て
い
た
。
こ
う
し
た
人
間
観
に
基
づ
い
て
、
長
尾
は

｢

肉
体｣

と

｢

精
神｣

を
分
け
る

｢

二
元
論｣

に
陥
っ
て

い
る
現
状
の

｢

医
学｣

を
批
判
し
、
病
者
の
治
療
に
お
い
て
、｢

肉
体｣

だ
け
で
は
な
く

｢

精
神｣

の
状
態
も
併
せ
て
把
握
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
主
張
し
た
。

さ
ら
に
、
長
尾
は
、
病
者
の

｢

精
神｣

の
治
療
を
看
過
す
る
現
状
の
疾
病
治
療
の
問
題
を
改
善
す
る
た
め
に
、｢

心
理
的
療
法｣

｢

精
神
的
療
法｣

を
職
分
と
す
る
神
経
科
医
に
期
待
を
か
け
て
い
る
。
彼
は
、
神
経
科
医
の
フ
レ
ー
リ
ッ
ヒ
の
見
解
に
基
づ
い
て

以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

凡
そ
人
間
諸
器
官
の
統
一
を
保
持
す
る
の
天
職
は
神
経
専
門
医
に
待
た
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
然
る
に
若
し
神
経
医
の
職
能
が
単

に
臭
素
製
剤
紙
型
盤
を
作
る
こ
と
及
び
電
気
機
械
の
取
扱
等
に
過
ぎ
と
せ
ば
誰
れ
か
神
経
医
た
る
を
願
は
ざ
ら
む
、
心
理
的

治
療
法
患
者
に
精
神
的
感
化
を
与
ふ
る
こ
と
是
れ
実
に
神
経
医
の
職
分
と
し
て
辞
す
可
か
ら
ざ
る
也
、
吾
人
の
称
し
て
心
理

的
療
法
と
云
ふ
、
霊
妙
な
る
精
神
的
療
法
也
、
而
も
不
可
思
議
神
秘
的
の
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
一
種
の
技
術
と
し
て
の
療
法

た
る
を
信
ぜ
む
と
す
る
時
期
に
接
着
せ
む
こ
と
を
切
望
す

(

�)

。

こ
こ
で
長
尾
は
、｢

心
理
的
療
法｣

｢

精
神
的
療
法｣

を
担
う
べ
き
神
経
科
医
の
職
分
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
上
で
、
そ
う
し
た
療

法
を

｢

不
可
思
議
神
秘
的｣

な
も
の
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
一
種
の

｢

技
術｣

と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
主
張

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
病
者
の

｢

精
神｣

の
治
療
の
問
題
に
関
し
て
、
そ
れ
を
哲
学
者
や
宗
教
家
に
任
せ
る
の
で
は
な
く
、
医
療
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の
職
分
と
し
て
医
者
が
取
り
組
む
べ
き
だ
と
長
尾
は
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
明
治
期
以
降
の
精
神
療
法
の
確
立
は
、

ク
レ
ペ
リ
ン
の
ド
イ
ツ
精
神
医
学
を
導
入
し
た
後
の
こ
と
と
さ
れ
る
が
、
精
神
療
法
に
関
す
る
著
作
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
の
は
明
治
二
〇
年
代
後
半
以
降
の
こ
と
で
あ
る

(

�)

。
長
尾
が
こ
う
し
た
動
向
を
把
握
し
た
上
で
、
病
者
の

｢

精
神｣

の
治
療
の
必

要
性
を
主
張
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
彼
が
こ
こ
で
論
じ
て
い
る

｢

精
神｣

な
る
も
の
は
病
者
一
般
の
心
理
や
感
情
の
こ
と

を
指
し
て
お
り
、
所
謂
精
神
病
の
治
療
に
特
化
し
た
問
題
を
主
題
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
。
改
め
て
言
え
ば
、
人
間

(

病
者)

に
は
あ
く
ま
で
も

｢

肉
体｣

に
伴
う

｢

精
神｣

が
あ
る
こ
と
を
看
過
す
る
こ
と
な
く
、
医

者
が
疾
病
の
治
療
に
従
事
す
る
べ
き
だ
と
長
尾
は
論
じ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
長
尾
が
現
状
の

｢

治
療
医
学｣

の
批
判
に
焦
点
を
当
て
、
病
者
の

｢

精
神｣

の
治
療
を
要
請
す
る
の
は
、

｢

現
代
医
弊｣

の
環
境
下
に
あ
る
病
者
の
立
場
を
考
慮
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

可
憐
な
る
は
天
下
幾
百
万
の
患
者
也
。
彼
等
は
既
に
病
魔
の
為
め
に
苦
め
ら
れ
、
尚
ほ
況
む
や
医
魔
の
為
め
に
翻
弄
せ
ら
れ

ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
運
命
を
担
ふ
乎

(

�)

。

｢

患
者｣

(

病
者)

に
同
情
の
念
を
向
け
る
長
尾
は
、
病
者
の

｢
精
神｣

を
考
慮
し
な
い
治
療
の
あ
り
方
を
批
判
す
る
だ
け
で
は
な

く
、
本
来
は
病
者
を
収
容
し
治
療
す
る
施
設
で
あ
る
は
ず
の
病
院
が
そ
れ
と
は
異
な
る
悪
弊
を
抱
え
て
い
る
こ
と
を
批
判
す
る
。

長
尾
が
問
題
視
す
る
の
は
、
医
者
主
体
の
病
院
の
あ
り
方
、
言
い
換
え
れ
ば
、
病
者
の
た
め
の
機
関
と
な
っ
て
い
な
い
病
院
の
あ

り
方
で
あ
る
。
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甚
だ
し
ひ
哉
、
官
、
公
、
私
立
病
院
の
患
者
待
遇
上
に
於
け
る
通
弊
や
、
我
れ
之
を
云
ふ
に
忍
び
ざ
る
も
の
あ
り
。
今
日
の

情
勢
よ
り
見
れ
ば
貧
病
者
は
到
底
設
備
完
全
な
る
病
院
の
下
に
在
て
理
想
的
の
治
療
は
受
く
可
か
ら
ざ
る
也
。
医
学
の
研
究

は
富
者
の
病
を
の
み
療
養
せ
む
と
す
る
目
的
に
出
づ
る
乎

(

�)

。

実
験
医
学
就
中
臨
床
的
実
験
医
学
を
尊
重
し
、
余
り
に
発
明
心
に
駆
ら
る
ゝ
の
結
果
、
人
道
を
離
れ
て
人
を
動
物
視
す
る
の

悪
弊
は
勉
め
て
之
を
避
け
ざ
る
可
か
ら
ず
、
仁
心
を
離
れ
た
る
の
医
学
我
断
じ
て
取
ら
ず
、
況
む
や
之
を
実
行
す
る
任
に
当

れ
る
医
師
に
於
て
を
や

(

�)

。

以
上
の
一
連
の
病
院
批
判
に
お
い
て
、
長
尾
は
、
貧
病
者
が
十
全
な
医
療
を
病
院
に
お
い
て
受
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
現
状
を
、

あ
る
い
は
医
学
研
究
の
実
験
の
た
め
に
患
者
を

｢

動
物
視｣

す
る
官
立
病
院
の
医
者
の
態
度
を
糾
弾
し
た
。
明
治
期
を
通
し
て
、

官
立
・
公
立
・
私
立
の
病
院
の
数
は
徐
々
に
増
加
し
て
い
く
が
、
と
り
わ
け
官
立
・
公
立
病
院
で
は
医
学
研
究
・
教
育
や
富
裕
層

の
診
療
に
重
点
が
置
か
れ
、
私
立
の
病
院
も
含
め
て
、
そ
れ
ら
の
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
一
部
の
人
達
だ
け
で
あ
っ

た

(

�)

。
ま
た
、
東
京
大
学
医
学
部
の
付
属
病
院
に
は
貧
困
者
に
対
し
て
治
療
を
施
す
施
療
患
者
の
制
度
が
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
の

制
度
は
、
あ
く
ま
で
も
医
学
研
究
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
患
者
は
学
用
患
者
と
呼
ば
れ
た
。
入
院
の
際
は
、
様
々
な
制
約

が
あ
り
、
死
後
は
病
理
解
剖
を
行
う
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た

(

�)

。
長
尾
の
病
院
批
判
は
、
当
時
の
こ
う
し
た
病
院
の
事
情
に
焦
点

を
当
て
た
も
の
で
あ
る
。
医
学
研
究
の
発
展
と
い
う
医
者
の
側
の
名
目
に
対
立
し
て
、
医
者
で
あ
る
長
尾
は
む
し
ろ
、
病
者
の
立

場
に
よ
る
病
院
批
判
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
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四

.『

噫
医
弊』

の
形
成
と
展
開

治
療
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て

本
節
で
は
、『

噫
医
弊』

の
形
成
と
展
開
に
つ
い
て
、
特
に
治
療
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
認
識
に
関
し
て
、
同
時
代
の
他
著
作
と

の
関
連
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
考
え
る
。

長
尾
の

｢

医
弊｣
論
の
形
成
を
考
え
る
際
に
、
看
過
で
き
な
い
の
は
近
藤
常
次
郎
が
著
し
た

『

仰
臥
三
年』

(

一
九
〇
三
年
、

続
篇
一
九
〇
四
年)

の
影
響
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
長
尾
が
当
時
の
医
療
論
の
中
で
も

｢

就
中
最
も
痛
快
に
し
て
日
夕
愛
誦
措
か

ざ
る
も
の

(

�)｣

と
し
て
評
価
し
た
の
が
近
藤
の

『

仰
臥
三
年』

で
あ
り
、
実
際
に

『

噫
医
弊』

に
お
い
て
、『

仰
臥
三
年』

か
ら
の

引
用
に
基
づ
い
て
論
述
を
展
開
し
て
い
る
箇
所
が
多
く
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

近
藤
常
次
郎

(

一
八
六
四
〜
一
九
〇
四)

は
長
尾
と
同
様
に
医
者
で
あ
る
が
、『

仰
臥
三
年』

の
内
容
の
特
徴
は
、
著
者
で
あ

る
近
藤
自
身
が
医
者
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
寝
た
き
り
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
病
者
で
も
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
現
状
の

医
療
の
あ
り
方
を
近
藤
が
批
判
す
る
場
合
、
そ
れ
は
医
者
と
し
て
の
知
見
と
病
者
と
し
て
の
知
見
の
双
方
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
。

こ
う
し
た

『

仰
臥
三
年』

の
特
徴
が
、
現
状
の
医
療
に
問
題
意
識
を
抱
い
て
い
た
長
尾
を
惹
き
つ
け
た
要
因
で
あ
ろ
う
。

治
療
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
認
識
に
関
し
て
、『

仰
臥
三
年』
に
お
け
る
近
藤
の
認
識
は
、
長
尾
の

｢

医
弊｣

論
と
の
共
通
性
を

い
く
つ
か
指
摘
で
き
る
。
近
藤
は
現
状
の

｢

医
学｣

に
関
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

吾
人
は
惟
に
疾
病
に
就
き
て
原
因
結
果
の
法
則
を
究
尽
し
得
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
人
の
生
命
に
就
て
は
古
人
と
等
し
く
何
事

を
も
知
ら
ざ
る
也
。
／
今
の
医
学
者
に
し
て
恰
も
医
学
を
以
て
進
歩
の
絶
頂
に
で
も
あ
る
か
の
如
く
思
惟
す
る
は
至
竟
一
の
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迷
信
に
過
ぎ
ざ
る
也
。[

／
の
部
分
で
原
文
改
行

(

�)]

こ
の
箇
所
は
、『

噫
医
弊』

に
お
い
て
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
い
る

(

�)

。｢

原
因
結
果
の
法
則
を
究
尽
し
得
ざ
る
の
み
な
ら
ず｣

と
い
う
見
解
に
つ
い
て
は
、｢

原
因
医
学｣

は
一
定
の
発
達
を
見
た
と
す
る
長
尾
よ
り
も
厳
し
い
評
価
を
近
藤
が
与
え
て
い
た
と

言
え
る
が
、
前
述
し
た
通
り
、
長
尾
も
現
状
の

｢

医
学｣

一
般
の
発
達
が
十
分
だ
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
点
に
お

い
て
長
尾
は
近
藤
と
同
様
の
見
解
を
持
っ
て
い
た
と
言
え
る
。
ま
た
、
近
藤
の
人
間
観
と
治
療
に
対
す
る
考
え
方
に
つ
い
て
考
え

る
場
合
、
重
要
な
の
は

｢
生
命｣

と
い
う
用
語
で
あ
る
。
こ
の

｢

生
命｣

に
つ
い
て
、
近
藤
は
以
下
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
。

吾
人
の
意
識
的
実
験
に
拠
る
に
身
体
は
決
し
て
独
立
の
実
在
に
非
ず
し
て
生
命
と
い
へ
る
本
体
の
一
方
面
也
。
生
命
の
他
の

一
方
面
は
即
ち
精
神
と
名
け
ら
る
る
者
也

(

�)

。

近
藤
は
み
ず
か
ら
病
苦
を
体
験
す
る
中
で
、
人
間
と
は｢

生
命｣

を
本
体
と
す
る｢

身
体｣

と｢

精
神｣

の
二
方
面
を
有
す
る
存
在
で

あ
る
と
認
識
し
て
い
た
。
ま
た
、｢

普
通
の
病
的
生
命
に
は
身
体
的
症
状
に
伴
ふ
て
精
神
的
症
状
を
顕
現
す｣

と
も
述
べ
、
み
ず
か

ら
の
疾
病
体
験
に
基
づ
い
て｢

身
体｣

と｢

精
神｣

は
相
関
的
な
関
係
に
あ
る
と
捉
え
た

(

�)

。
人
間
を｢

身
体｣

と｢

精
神｣

の
二
面
を

有
し
た
存
在
と
し
て
捉
え
、
し
か
も
そ
の
二
面
を
相
関
的
に
捉
え
る
人
間
観
は
、
既
に
見
た
通
り
、
長
尾
の
人
間
観
に
通
じ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
治
療
に
関
す
る
考
え
方
も
両
者
で
共
通
し
て
い
る
。
近
藤
は
、
疾
病
の
治
療
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
な
認
識
を
示
す
。

現
今
の
実
験
医
学
の
程
度
に
て
は
医
術
と
は
病
者
の
身
体
的
症
状
を
治
療
す
る
の
義
也
。
之
を
物
質
的
医
術
と
曰
ふ

(

�)

。
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疾
病
治
療
の
本
義
と
は
今
日
の
医
師
の
思
惟
す
る
が
如
く
、
病
状
を
治
療
す
る
の
謂
に
非
ず
し
て
、
之
に
反
し
て
生
命
を
治

療
す
る
の
謂
也

(

�)

。

人
間
を
主
観
的
に
は

｢

身
体｣

と

｢

精
神｣

が
相
関
的
な
関
係
に
あ
る
存
在
と
し
て
認
識
し
て
い
た
近
藤
は
、
現
状
の
疾
病
治
療

が
身
体
的
症
状
の
治
療
に
傾
斜
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
本
来
の
治
療
と
は

｢

身
体｣

だ
け
で
は
な
く

｢

精
神｣

を
も
含
め
た

｢

生
命｣

を
治
療
す
る
も
の
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
説
い
た
。｢

生
命｣

と
い
う
人
間
存
在
を
統
一
的
に
捉
え
る
概
念
を
用
い
て
い
る

点
で
は
近
藤
と
長
尾
は
異
な
る
が
、
両
者
は
と
も
に

｢

精
神｣

の
治
療
の
必
要
性
を
認
識
し
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。

ま
た
、
以
上
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
な

｢

身
体｣

と

｢

精
神｣

を
相
関
的
に
捉
え
る
人
間
観
と
そ
れ
に
基
づ
く
治
療
観
は
、
近

藤
に
限
っ
て
見
ら
れ
る
認
識
で
は
な
く
、『

仰
臥
三
年』

が
刊
行
さ
れ
た
時
期
に
散
見
す
る
認
識
で
あ
る
。
例
え
ば
、
医
者
で
あ

る
平
出
謙
吉
は
、
一
九
世
紀
に
至
る
ま
で
の
東
西
の
医
学
の
変
遷
を
追
っ
た
著
作
の
中
で
、
著
者
で
あ
る
平
出
自
身
の
医
学
に
対

す
る
見
解
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

現
代
の
医
学
か
そ
の
客
観
的
方
面
に
発
展
し
た
る
だ
け
、
主
観
的
方
面
と
の
関
連
を
軽
視
し
た
る
か
如
き
は
、
医
学
終
極
の

目
的
な
る
疾
病
の
治
療
に
際
し
、
�
�
余
輩
を
し
て
所
謂
白
玉
の
微
瑕
た
る
を
感
せ
し
め
き

(

�)

。

こ
こ
で
は

｢

疾
病
の
治
療｣

に
関
し
て
、
現
状
の

｢

医
学｣

が

｢
客
観
的
方
面｣

を
発
達
さ
せ
た
が
、｢

主
観
的
方
面｣

を
軽
視

し
て
い
る
と
の
認
識
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
認
識
は
、
平
出
が
医
学
に
対
し
て

｢

肉
体
的
方
面
の
研
究
に
伴
ふ
精
神
的
方
面
の
顧

慮｣

の
必
要
性
を
主
張
す
る
文
脈
で
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
平
出
も
ま
た
、
治
療
を
め
ぐ
っ
て
、｢

医
学｣

が

｢

主
観
的
方
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面｣

即
ち

｢

精
神
的
方
面｣

を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
見
解
を
示
す
平
出
も
、
近

藤
と
同
様
の
人
間
観
を
有
し
て
い
る
。

人
類
の
肉
体
精
神
に
於
け
る
関
係
は
、
猶
ほ
物
の
表
裏
に
於
け
る
か
如
し
。
肉
体
を
離
れ
て
精
神
な
く
、
精
神
を
離
れ
て
肉

体
な
く
、
肉
体
精
神
を
離
れ
て
人
類
な
し
。
肉
体
の
違
常
は
精
神
の
安
寧
を
破
り
、
精
神
の
障
碍
は
肉
体
の
健
康
を
害
す

(

�)

。

以
上
の
よ
う
に
、｢

身
体｣

(
肉
体)

と

｢

精
神｣

を
相
関
的
に
捉
え
る
人
間
観
と
そ
れ
に
基
づ
く
治
療
観
を
組
み
合
わ
せ
て
論
じ

る
平
出
や
近
藤
の
認
識
と
長
尾
の
認
識
と
の
間
に
は
共
通
性
を
指
摘
で
き
る
が
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
平
出
や
近
藤
の
よ
う
な

言
説
が
展
開
さ
れ
て
い
る
中
で
、『
噫
医
弊』

に
お
け
る
長
尾
の
治
療
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
考
え
方
も
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。

さ
ら
に
、
治
療
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
近
藤
や
長
尾
ら
の
認
識
は
、
医
者
に
限
ら
ず
様
々
な
立
場
の
論
者
に
よ
っ
て
も
展
開
さ
れ

て
い
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
、｢

妖
怪
学｣

の
研
究
を
進
め
て
い
た
井
上
円
了
は
、
そ
の
研
究
過
程
で

『

心
理
療
法』

(

一
九
〇
四

年)

を
著
し
、
同
書
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

(
�)
。

疾
病
は
今
日
の
病
理
学
の
解
す
る
所
に
よ
る
に
、
生
活
体
の
組
織
機
能
の
変
化
異
状
あ
る
よ
り
生
す
と
し
、
其
原
因
を
主
と

し
て
肉
体
の
方
に
立
つ
る
も
、
肉
体
と
精
神
と
は
相
待
ち
て
離
れ
ざ
る
も
の
な
れ
ば
、
精
神
の
方
面
を
も
併
せ
て
考
へ
ざ
る

べ
か
ら
ず
、
或
病
気
は
肉
体
の
方
面
よ
り
起
る
も
、
他
の
病
気
は
精
神
の
方
面
よ
り
生
す
る
こ
と
あ
り
、
而
し
て
精
神
上
よ

り
発
す
る
も
の
は
、
必
ず
其
異
状
を
肉
体
の
上
に
表
示
す
る
と
同
じ
く
、
肉
体
上
の
異
状
は
必
ず
精
神
上
に
影
響
す
る
な
り

(

�)

、
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こ
こ
で
示
し
た
円
了
の
疾
病
の
認
識
は
、
身
体
的
症
状
に
伴
っ
て
精
神
的
症
状
が
あ
ら
わ
れ
る
と
し
た
近
藤
の
認
識
と
共
通
性
が

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
円
了
の
疾
病
の
認
識
も

｢

肉
体｣
(

身
体)

と

｢

精
神｣

を
相
関
的
に
捉
え
る
人
間
観
に
基
づ

い
て
い
た

(
�)
。
そ
し
て
、｢

肉
体｣

(

身
体)

の
方
面
か
ら
治
療
を
行
う

｢

生
理
療
法｣

に
対
し
て
、｢

精
神｣

の
方
面
か
ら
治
療
を

行
う

｢

心
理
療
法｣

の
重
要
性
を
円
了
は
主
張
し
た
。
円
了
が

｢

心
理
療
法｣

の
重
要
性
を
あ
え
て
主
張
す
る
所
以
は
、
近
藤
ら

と
同
様
に
、
現
状
の
医
療
が

｢

精
神｣

の
方
面
を
看
過
し
て
い
る
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。

す
べ
て
道
理
と
実
験
と
に
よ
ら
ん
と
し
、
其
病
理
は
物
質
的
方
面
に
偏
し
、
其
療
法
は
器
械
的
方
法
に
偏
し
、
単
に
肉
体
の

構
造
機
能
の
上
に
耳
目
を
注
き
、
毫
も
精
神
の
方
面
に
於
け
る
情
態
影
響
を
問
は
ざ
る
風
あ
り
、
是
れ
医
術
の
本
領
と
し
て

は
正
当
の
道
な
る
べ
き
も
、
精
神
の
最
も
発
達
せ
る
人
体
の
上
に
治
療
を
行
ふ
に
当
り
て
は
、
精
神
の
方
面
の
観
察
も
亦
決

し
て
等
閑
に
付
す
べ
か
ら
ず

(

�)

、

こ
う
し
た

｢

身
体｣
(

肉
体)

と

｢

精
神｣

を
相
関
的
に
捉
え
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
病
者
の

｢

精
神｣

の
治
療
を
も
考
慮
し
た
治

療
の
あ
り
方
を
論
じ
る
言
説
が
、
様
々
な
論
者
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
は
、
呉
秀
三
ら
精
神
医
学
を
専
門
と
す
る

医
学
者
に
よ
る
医
療
論
と
の
関
連
も
考
え
ら
れ
る
が

(

�)

、
何
よ
り
も
治
療
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
当
時
の
医
療
概
念
の
模
索
を
そ
こ
に

は
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

近
藤
や
長
尾
は
、
現
状
の
医
療
が
病
者
の

｢

精
神｣

の
治
療
を
考
慮
す
る
こ
と
に
不
十
分
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は

｢

治
療
医

学｣

の
研
究
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
医
療
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
曖
昧
に
し
て
い
る
と
考
え
て
い
た
。
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世
に
加
持
、
祈
祷
、
売
薬
、
秘
術
と
称
し
て
社
会
に
害
毒
を
流
す
治
療
方
法
の
跋
扈
す
る
こ
と
は
、
吾
人
よ
り
見
れ
ば
医
術

が
精
神
的
症
状
の
治
療
を
顧
み
ざ
る
こ
と
に
於
い
て
其
原
因
の
大
半
を
認
む
る
也

(

�)

。

不
可
思
議
的
の
魔
術
や
、
伝
説
的
の
治
療
法
の
跋
扈
跳
梁
す
る
時
代
は
過
去
の
旧
夢
に
帰
し
去
り
し
と
思
の
外
、
今
尚
ほ
社

会
の
一
角
に
是
を
信
ず
る
者
の
存
在
す
る
は
、
正
し
く
科
学
と
し
て
の
研
究
の
足
ら
ざ
る
と
、
現
代
治
療
医
学
の
欠
陥
に
職

由
せ
ず
む
ば
あ
ら
ず
、
単
に
迷
信
と
云
ふ
勿
れ
、
単
に
迷
誤
と
云
ふ
勿
れ
、
迷
信
や
迷
誤
や
、
各
�
相
応
の
由
来
在
て
存
す

る
を
忘
る
べ
か
ら
ず

(
�)

。

近
藤
は
、
現
状
の

｢

医
術｣

に
お
け
る
｢

精
神｣

の
治
療
の
未
確
立
が
、｢

加
持
、
祈
祷
、
売
薬
、
秘
術｣

な
ど
の
流
行
を
許
す

原
因
と
な
っ
て
い
る
と
認
識
し
て
い
た
。
長
尾
も
ま
た
、
疾
病
の
治
療
を
め
ぐ
っ
て

｢

迷
信｣

｢

迷
誤｣

が
蔓
延
す
る
の
は
、
現

状
の

｢

治
療
医
学｣

に
お
け
る

｢

科
学｣
と
し
て
の
発
達
が
不
十
分
で
あ
る
た
め
と
捉
え
て
い
た
。

ま
た
、
衛
生
学
者
の
遠
山
椿
吉
は
、｢

医
術｣
の
材
料
が
必
ず
し
も

｢

医
学｣

に
由
来
す
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
こ
と
を
以

下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

病
を
治
す
る
術
は
人
間
先
天
的
固
有
の
技
能
で
あ
る
か
ら
民
間
薬
、
素
人
療
法
は
皆
未
開
時
代
の
医
術
で
あ
る
通
り
現
今
及

将
来
に
於
て
も
医
術
の
材
料
は
必
し
も
医
学
社
会
の
手
に
出
る
と
限
ら
れ
ぬ
諸
他
の
学
者
の
供
給
に
待
つ
者
が
沢
山
で
あ
ら

う

(

�)

。
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｢

民
間
薬｣

｢

素
人
療
法｣

が
、
時
代
が
変
わ
れ
ば｢

医
術｣

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
今
後
も｢

医
学
社
会｣

の
外
部
か
ら

｢
医
術
の
材
料｣

が
提
供
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
と
遠
山
は
認
識
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
前
提
と
し
て｢

医
術｣

が

｢
科
学｣
と｢

診
断｣

に
基
づ
く
と
し
た
上
で
、｢

心
理
学
上
の
術｣

で
あ
る｢

催
眠
術｣

を

｢

医
術｣

の
範
囲
外
に
置
く
こ
と
は
誤

り
だ
と
遠
山
は
主
張
し
た

(

�)

。
こ
う
し
た
遠
山
の
見
解
に
は
、
本
来｢

医
術｣

と
は
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
が
見
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、『
医
科
論
理
学』

(

一
九
一
一
年)

の
著
者

(

富
士
川
游
と
の
共
著)

で
あ
る
淀
野
耀
淳
は
、｢

医
学
の
概
念
を
論
ず｣

(

一
九
一
一
年)
と
題
し
た
論
考
に
お
い
て
、｢

其
概
念
を
最
も
明
瞭
な
ら
ざ
る
も
の
は
哲
学
と
医
学
と
の
二
つ
な
る
べ
し｣

と
述

べ
、｢

医
学｣

の
定
義
を
試
み
て
い
る

(

�)

。
こ
の
論
考
で
、
淀
野
は

｢

医
学｣

の
概
念
の
曖
昧
さ
を
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

然
る
に
医
学
は
自
然
科
学
及
び
精
神
科
学
い
づ
れ
に
も
関
係
を
有
す
と
雖
就
中
自
然
科
学
と
親
密
な
る
関
係
を
有
す
、
し
か

も
自
然
科
学
中
何
れ
の
一
科
に
も
属
ぜ
し
む
る
こ
と
を
得
ず
、
此
が
為
め
に
�
々
実
際
上
の
目
的
に
従
つ
て
疾
病
治
療
の
学

と
云
ふ
漠
然
た
る
概
念
の
下
に
説
か
れ
た
り

(

�)

。

淀
野
に
よ
れ
ば
、｢

医
学｣

と
は
特
に

｢

自
然
科
学｣
と
密
接
な
関
係
を
持
ち
な
が
ら
も
、｢

自
然
科
学｣

の
如
何
な
る
分
科
に
も

回
収
仕
切
れ
な
い
概
念
を
有
し
て
お
り
、
当
時
そ
れ
は
差
し
当
た
り

｢

疾
病
治
療
の
学｣

と
い
う
漠
然
と
し
た
概
念
に
基
づ
い
て

説
か
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、『

仰
臥
三
年』

や

『

噫
医
弊』

が
著
さ
れ
た
時
期
は
、
治
療
の
あ
り
方
が
模
索
さ
れ
て
い
た
だ
け
で

は
な
く
、
そ
れ
を
体
系
化
す
る

｢

医
学｣

の
概
念
自
体
の
曖
昧
さ
も
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
情
は
、｢

医
制｣

成
立
以
後
の
制
度
化
さ
れ
た
医
学
が
所
謂
西
洋
医
学
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
た
と
は
い
え
、
医
学
と
は
何
か
、

あ
る
い
は
治
療
と
は
何
か
と
い
っ
た
医
療
を
め
ぐ
る
認
識
が
、
当
時
決
し
て
自
明
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
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と
を
示
し
て
い
る
。

実
際
に
、『

仰
臥
三
年』

や

『

噫
医
弊』

に
展
開
さ
れ
た
治
療
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
当
時
の
医
学
に
対
す
る
批
判
は
、
漢
方
の

意
義
を
主
張
す
る
論
者
に
よ
っ
て
も
参
照
さ
れ
て
い
た
。
漢
方
復
興
の
端
緒
を
開
い
た
と
さ
れ
る

『

医
界
之
鉄
椎』

(

一
九
一
〇

年)

を
著
し
た
和
田
啓
十
郎
は

(

�)

、
同
書
で
漢
方
の
意
義
を
論
じ
る
根
拠
と
し
て
、
西
洋
医
学
に
基
づ
く
現
状
の

｢

医
学｣

が
疾
病

の
治
療
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
未
だ
十
分
な
発
達
を
見
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
論
拠
と
さ
れ
た
の
が
、
近
藤
や
平
出
、

さ
ら
に
は
長
尾
の
言
説
で
あ
っ
た

(

�)

。
彼
ら
の
言
説
を
受
け
て
、
和
田
は
治
療
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
以
下
の
よ
う
に
議
論
を
展
開

し
て
い
る
。

其
何
れ
よ
り
見
る
も
治
療
方
面
に
於
け
る
大
欠
陥
に
対
し
て
、
不
安
を
訴
ふ
る
者
た
る
こ
と
明
な
り
。
今
仮
り
に
、
よ
り
安

全
に
し
て
、
よ
り
完
備
せ
る
治
療
法
あ
り
と
せ
ん
に
。
其
洋
医
方
以
外
の
医
術
な
る
に
在
り
て
は
。
一
指
を
染
む
る
を
も
許

さ
ず
と
為
す
か
。
将
た
不
備
欠
陥
を
甘
受
し
て
是
に
盲
従
せ
ざ
る
を
得
ざ
る
か
。
天
下
豈
斯
の
如
き
の
没
道
理
あ
ら
ん
や

(

�)

。

現
状
の

｢

医
学｣

が
治
療
の
あ
り
方
に
関
し
て
不
十
分
で
あ
る
な
ら
ば
、
た
と
え

｢

洋
医
方｣

以
外
の

｢

医
術｣

だ
と
し
て
も
、

安
全
性
に
問
題
が
な
く
治
療
の
あ
り
方
と
し
て
整
っ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
を
否
定
す
る
道
理
は
な
い
と
和
田
は
主
張
し
漢
方
の
意
義

を
論
じ
て
い
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
治
療
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
長
尾
ら
の
見
解
が
漢
方
の
意
義
を
論
じ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
和
田
に
よ
っ

て
参
照
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
当
時
の
医
学
・
医
療
概
念
や
治
療
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
考
え
方
が
各
論
者
に
よ
っ
て
模
索
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
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五

.

結
論

長
尾
折
三
の

｢

医
弊｣

論
に
お
い
て
、｢

道
徳
的
方
面｣

の
批
判
が
要
請
さ
れ
た
の
は
、
医
療
の
本
来
の
あ
り
方
を
支
え
て
い

る
の
が
医
者
自
身
の
人
間
性
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
。
長
尾
は

｢

現
代
医
弊｣

の
三
大
原
因
を

｢

人
材
の
欠

乏｣
｢

倫
理
を
外
に
し
た
る
明
治
の
医
育
方
針｣

｢

自
己
中
心
的
実
利
主
義｣

と
し
て
認
識
し
、
そ
の
原
因
に
関
わ
る
具
体
的
な
現

状
の
医
療
制
度
や
医
者
の
観
念
を
取
り
上
げ
批
判
し
た
。
そ
の
上
で
、
長
尾
と
し
て
は
、｢

学
術｣

と

｢

道
義｣

が
並
立
し
た
医

療
の
あ
り
方

(｢

医
道｣)
を
実
現
す
る
た
め
に
、｢

医
家
倫
理
学｣

や

｢

医
人
道
義
学｣

の
必
要
性
を
主
張
し
た
。

他
方
で
、｢

現
代
医
弊｣

に
対
す
る
長
尾
の

｢

学
術
的
方
面｣

の
批
判
は
、
主
に

｢

治
療
医
学｣

に
向
け
ら
れ
た
。
長
尾
は
、

｢

肉
体｣

と

｢

精
神｣

が
相
関
し
て
い
る
と
捉
え
る
人
間
観
に
基
づ
き
、
現
状
の
治
療
の
あ
り
方
が
病
者
の

｢

精
神｣

の
治
療
を

看
過
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
た
。
さ
ら
に
、｢

医
学
の
真
義｣

が
疾
病
治
療
に
あ
る
と
考
え
た
長
尾
は
、
病
者
の
立
場
を
考
慮

し
て
、
一
部
の
者
に
し
か
開
か
れ
て
い
な
か
っ
た
当
時
の
病
院
の
あ
り
方
を
批
判
し
た
。

こ
う
し
た
長
尾
の

｢

医
弊｣

論
は
、
と
り
わ
け
治
療
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
問
題
に
関
し
て
、
当
時
の
他
の
医
療
論
者
た
ち
と
そ

の
問
題
意
識
を
共
有
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
長
尾
が
実
際
に

『

噫
医
弊』

で
く
り
返
し
言
及
し
て
い
た
近
藤
常
次
郎
の

『

仰
臥
三
年』

を
は
じ
め
、
平
出
謙
吉
や
井
上
円
了
な
ど
と
も
、｢
身
体｣

(

肉
体)

と

｢

精
神｣

を
相
関
的
に
捉
え
る
人
間
観
と

そ
れ
に
基
づ
く
治
療
観
を
共
有
し
て
い
た
。
医
者
に
限
ら
ず
様
々
な
論
者
に
よ
っ
て
治
療
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
問
題
が
議
論
さ
れ

て
い
た
こ
と
か
ら
は
、
当
時
の
医
療
概
念
の
模
索
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。｢

医
術｣

が
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
自

覚
し
た
り
、｢

医
学｣

は

｢

疾
病
治
療
の
学｣

と
い
う
漠
然
と
し
た
概
念
に
基
づ
き
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
い
た
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り
し
た
中
で
、
当
の

｢

疾
病
治
療｣

の
あ
り
方
そ
れ
自
体
も
各
論
者
に
よ
っ
て
模
索
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た

現
状
の
治
療
の
あ
り
方
に
問
題
意
識
を
抱
い
て
い
た
西
洋
医
の
議
論
を
論
拠
に
、
漢
方
の
意
義
を
論
じ
た
和
田
啓
十
郎
の
よ
う
な

論
者
も
い
た
。
長
尾
折
三
の

｢

医
弊｣

論
は
、
こ
う
し
た
当
時
の
医
療
を
め
ぐ
る
問
題
状
況
の
中
で
形
成
さ
れ
展
開
さ
れ
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。

長
尾
の

｢
医
弊｣

論
が
、
医
者
の

｢

道
義
心｣

の
涵
養
を
求
め
る
道
徳
論
で
あ
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
医
療
の
概
念
そ
れ
自
体

が
模
索
さ
れ
て
い
た
言
説
空
間
の
中
で
、
病
者
の

｢

精
神｣

に
も
眼
を
向
け
た
治
療
の
あ
り
方
の
必
要
性
を
主
張
し
て
い
た
こ
と

も
、
明
治
後
期
の
医
療
論
の
特
質
を
考
え
る
際
に
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
だ
と
考
え
る
。

た
だ
し
、
明
治
後
期
の
医
療
論
に
関
し
て
、
本
稿
で
検
討
し
た
内
容
は
あ
く
ま
で
も
そ
の
一
端
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
特
質
を
明

ら
か
に
す
る
に
は
、
よ
り
広
く
当
時
の
医
療
論
を
検
討
の
対
象
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、『

噫
医
弊』

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

明
治
後
期
の
医
療
論
に
お
い
て
、
一
方
で
医
者
に
対
す
る
道
徳
論
が
説
か
れ
、
他
方
で
病
者
の
立
場
を
念
頭
に
置
き
、｢

身
体｣

だ
け
に
限
ら
ず

｢

精
神｣

を
も
考
慮
し
た
治
療
の
あ
り
方
が
必
要
で
あ
る
と
認
識
す
る
治
療
論
が
説
か
れ
た
こ
と
に
関
し
て
、
そ

う
し
た
両
者
の
議
論
が
同
時
期
に
展
開
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
意
義
、
あ
る
い
は
そ
の
思
想
史
的
背
景
に
つ
い
て
も
今
後
究
明
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

注

(

１)

明
治
期
の
医
療
史
に
関
し
て
は
、
川
上
武

『

現
代
日
本
医
療
史
―
開
業
医
制
の
変
遷
―』

(

勁
草
書
房
、
一
九
六
五
年)

、
酒
井
シ
ヅ

『

日
本
の
医
療
史』

(

東
京
書
籍
、
一
九
八
二
年)

、
新
村
拓
編

『

日
本
医
療
史』

(

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年)

を
参
照
。

(

２)
『

噫
医
弊』

は
、
長
尾
折
三
が
一
九
〇
八

(

明
治
四
一)

年
一
一
月
に
書
き
上
げ
、
煙
雨
楼
主
人
の
筆
名
で
刊
行
し
た
著
作
で
あ
る
。
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(

３)

本
稿
で
は
医
療
と
い
う
語
を
、
実
践
的
な
治
療
行
為
あ
る
い
は
医
学
を
実
践
に
応
用
す
る
営
み
と
い
う
意
味
で
用
い
る
。
ま
た
、
医
学

と
い
う
語
を
、
人
体
や
疾
病
の
構
造
や
機
能
、
さ
ら
に
疾
病
の
治
療
の
方
法
な
ど
に
関
す
る
知
識
・
理
論
の
体
系
と
い
う
意
味
で
用
い
る
。

な
お
、
医
療
や
医
学
と
い
う
語
が
、
引
用
史
料
内
の
用
語
で
あ
る
場
合
は
、
必
ず

｢
｣

を
付
す
。

(

４)
川
上
武
、
前
掲
書
、
三
二
七
―
三
三
一
頁
。

(

５)

立
川
昭
二

『

明
治
医
事
往
来』

(

講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
三
年
、
原
本
一
九
八
六
年)

、
一
〇
三
―
一
〇
六
頁
。

(

６)

佐
藤
純
一

｢

近
代
医
学
・
近
代
医
療
と
は
何
か｣

(

高
草
木
光
一
編

『

思
想
と
し
て
の

｢

医
学
概
論｣

―
い
ま

｢

い
の
ち｣

と
ど
う
向

き
合
う
か
―』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年)

、
八
四
―
八
五
頁
、
参
照
。

(

７)

長
尾
折
三
の
略
歴
に
つ
い
て
は
、
長
尾
喜
又

｢

長
尾
折
三
の
生
涯｣

(

長
尾
喜
又
編

『

噫
医
弊
―
長
尾
折
三
集
一
―』

、
春
秋
社
、
復
刻

版
一
九
八
二
年)

を
参
照
。

(

８)

長
尾
喜
又
編
、
前
掲
書
、｢
翻
刻
版
の
自
序｣

一
頁
、
及
び

｢

自
序｣

一
頁
。
な
お
、
長
尾
喜
又
編
の
復
刻
版

『

噫
医
弊』

は
、｢

翻
刻

版｣
(

増
補
再
版
に

｢

煙
雨
楼
随
筆｣
を
付
し
、
一
九
三
四
年
に
出
版)

を
底
本
と
し
て
い
る
。
原
文
の
漢
字
は
適
宜
当
用
漢
字
に
改
め

た
。
こ
の
他
の
引
用
も
同
様
で
あ
る
。

(

９)

煙
雨
楼
主
人
、
前
掲
書
、｢

翻
刻
版
の
自
序｣
一
頁
、
及
び
本
論
の
八
頁
。

(

��)

煙
雨
楼
主
人
、
前
掲
書
、
一
頁
。
原
文
の
傍
点
は
省
略
し
た
。
こ
の
他
の
引
用
も
同
様
で
あ
る
。

(

��)

煙
雨
楼
主
人
、
前
掲
書
、
二
頁
。

(

��)

煙
雨
楼
主
人
、
前
掲
書
、
六
頁
。

(

��)

同
右
。

(

��)

煙
雨
楼
主
人
、
前
掲
書
、
七
―
八
頁
。

(

��)

東
京
大
学
医
学
部
と
い
う
名
称
は
、
一
八
七
七

(

明
治
一
〇)

年
四
月
一
二
日
に
、
医
学
校
と
開
成
学
校
が
合
併
し
て
東
京
大
学
が
創

立
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
東
京
医
学
校
と
い
う
名
称
が
改
称
さ
れ
て
以
来
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
長
尾
の

『

噫
医
弊』

が
出
版
さ
れ
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た
一
九
〇
八(

明
治
四
一)

年
に
は
、
既
に
東
京
帝
国
大
学
医
科
大
学
と
改
称
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
一
八
九
七(

明
治
三
〇)

年
に
、
京

都
帝
国
大
学
が
創
立
し
た
こ
と
に
よ
る
。
東
京
大
学
医
学
部
の
設
立
に
関
し
て
は
、
酒
井
シ
ヅ
、
前
掲
書
、
四
〇
〇
―
四
〇
三
頁
を
参
照
。

(
��)

一
八
七
四

(

明
治
七)

年
に
制
定
さ
れ
た
医
制
以
降
の
医
者
の
階
層
に
関
し
て
は
、
新
村
拓
編
、
前
掲
書
、
二
五
五
―
二
五
六
頁
、
及

び
佐
藤
純
一
、
前
掲
論
文
、
八
三
頁
を
参
照
。

(

��)

煙
雨
楼
主
人
、
前
掲
書
、
一
三
―
一
四
頁
。

(

��)

富
士
川
游

(

無
署
名)

｢

パ
ー
ゲ
ル
氏
の

｢

医
人
道
義
学｣｣

(『

医
談』

第
六
八
号
、
一
九
〇
一
年)

、
同
上

(

無
署
名)

｢

モ
ル
氏
著

『

医
人
道
義』｣

(『
医
談』

第
七
七
号
、
一
九
〇
二
年)

な
ど
。

(

��)

煙
雨
楼
主
人

｢
杏
林
の
人
物｣

(

長
尾
喜
又
編

『

当
世
医
者
気
質

長
尾
折
三
集
二』

、
春
秋
社
、
復
刻
版
一
九
八
二
年)

、
五
頁
。

｢

杏
林
の
人
物｣

は
、
長
尾
折
三
が

｢

煙
雨
楼
主
人｣

の
筆
名
で

『

日
本
及
日
本
人』

(

一
九
〇
八
年
五
月
号
〜
一
九
一
〇
年
六
月
号)

に

掲
載
し
た
評
論
で
あ
る
。

(

��)

煙
雨
楼
主
人
、
前
掲
書
、
一
七
―
一
八
頁
。

(

��)
｢

医
制｣

が
公
布
さ
れ
た
一
八
七
四

(
明
治
七)

年
に
、
全
国
で
開
業
し
て
い
る
西
洋
医
は
約
五
二
〇
〇
人
、
漢
方
医
は
約
二
万
三
〇

〇
〇
人
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
新
村
拓
編
、
前
掲
書
、
二
三
五
頁
、
及
び
二
三
七
頁
、
参
照
。

(

��)

医
術
開
業
試
験
制
度
に
つ
い
て
は
、
川
上
武
、
前
掲
書
、
一
二
三
―
一
二
九
頁
を
参
照
。

(

�	)

煙
雨
楼
主
人
、
前
掲
書
、
一
九
―
二
〇
頁
。

(

�
)

煙
雨
楼
主
人
、
前
掲
書
、
二
二
頁
。

(

��)

煙
雨
楼
主
人
、
前
掲
書
、
一
〇
三
―
一
三
六
頁
。｢

古
医
の
観
察｣

は
、
他
に

｢

古
医｣

の
生
活
状
態
や
社
会
的
地
位
、
あ
る
い
は

｢

医
師｣

の
名
義
な
ど
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

(

��)

煙
雨
楼
主
人
、
前
掲
書
、
七
四
頁
。

(

��)

煙
雨
楼
主
人
、
前
掲
書
、
七
五
頁
。
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(

��)

煙
雨
楼
主
人
、
前
掲
書
、
一
七
一
―
一
七
二
頁
。

(

��)

煙
雨
楼
主
人
、
前
掲
書
、
一
七
五
頁
。

(
��)

煙
雨
楼
主
人
、
前
掲
書
、
一
七
五
頁
―
一
七
六
頁
。

(

��)
煙
雨
楼
主
人
、
前
掲
書
、
一
七
四
頁
。

(

��)

同
右
。

(

��)

恩
田
彰

｢
解
説｣

(

井
上
円
了
原
著
・
恩
田
彰
校
閲
解
説

『

新
校
心
理
療
法』

、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
八
年)

、
一
六
二
頁
―

一
六
七
頁
、
参
照
。

(

��)

煙
雨
楼
主
人
、
前
掲
書
、
一
七
一
頁
。

(

�	)

煙
雨
楼
主
人
、
前
掲
書
、
四
五
頁
。

(

�
)

煙
雨
楼
主
人
、
前
掲
書
、
九
二
―
九
三
頁
。

(

��)

新
村
拓
編
、
前
掲
書
、
二
三
四
―
二
三
五
頁
、
参
照
。

(

��)

酒
井
シ
ヅ
、
前
掲
書
、
五
〇
二
―
五
〇
四
頁
、
参
照
。

(

��)

煙
雨
楼
主
人
、
前
掲
書
、
八
八
頁
。

(

��)

近
藤
常
次
郎

『

仰
臥
三
年』

(

博
文
館
、
一
九
〇
三
年)

、
二
一
五
頁
。

(

��)

煙
雨
楼
主
人
、
前
掲
書
、
一
七
七
頁
。

(

��)

近
藤
常
次
郎

『

続
仰
臥
三
年』

(

博
文
館
、
一
九
〇
四
年)
、
一
―
二
頁
。

(

��)

近
藤
常
次
郎
、
前
掲
書

(

一
九
〇
三
年)

、
二
三
五
頁
。

(

��)

近
藤
常
次
郎
、
前
掲
書

(

一
九
〇
三
年)

、
七
〇
頁
。

(

�	)

近
藤
常
次
郎
、
前
掲
書

(

一
九
〇
三
年)

、
二
二
二
頁
。

(

�
)

平
出
謙
吉

『

東
西
医
学
変
遷
史
稿』

(

一
九
〇
一
年
、
半
田
屋
医
籍)

、
一
二
九
頁
。

長尾折三の ｢医弊｣ 論
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(

��)

平
出
謙
吉
、
前
掲
書
、
一
二
七
頁
。

(

��)

井
上
円
了
の

『

心
理
療
法』

に
関
し
て
は
、
恩
田
彰
氏
の
前
掲
論
考
を
参
照
。

(
��)

井
上
円
了

『

心
理
療
法』

(

南
江
堂
、
一
九
〇
四
年)

、
一
五
―
一
六
頁
。

(

��)
井
上
円
了
、
前
掲
書
、
一
四
頁
。

(

��)

井
上
円
了
、
前
掲
書
、
一
二
頁
。

(

�	)

呉
秀
三
ら
の
精
神
医
学
論
・
精
神
療
法
論
が
当
時
展
開
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
恩
田
彰
、
前
掲
論
考
、
及
び
金
子
準
二
ほ
か

編
著

『

日
本
精
神
医
学
年
表』

(

牧
野
出
版
、
改
訂
増
補
一
九
八
二
年)

を
参
照
。

(

�
)

近
藤
常
次
郎
、
前
掲
書

(

一
九
〇
四
年)

、
三
頁
。

(

��)

煙
雨
楼
主
人
、
前
掲
書
、
一
七
四
―
一
七
五
頁
。

(

��)

遠
山
椿
吉｢

医
術
の
本
義
に
就
て｣
(

一
九
〇
四
年)

。
遠
山
椿
吉『

医
術
之
本
領』

(

前
篇
・
後
篇
、
私
家
版
、
一
九
一
八
年)

、
三
―
四
頁
。

(

��)

遠
山
椿
吉
、
前
掲
書
、
三
頁
、
及
び
七
頁
。
こ
う
し
た
当
時
の
催
眠
術
に
関
す
る
論
考
に
関
し
て
は
、
一
柳
廣
孝

『

催
眠
術
の
日
本
近

代』
(

青
弓
社
、
一
九
九
七
年)

を
参
照
。

(

��)

淀
野
耀
淳

｢

医
学
の
概
念
を
論
ず｣

(『

哲
学
雑
誌』

第
二
九
四
号
、
一
九
一
一
年)

、
四
六
頁
。

(

��)

淀
野
耀
淳
、
前
掲
論
考
、
四
七
頁
。

(

��)

明
治
期
以
降
の
漢
方
医
学
論
の
流
れ
の
中
で
の

『
医
界
之
鉄
椎』

の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
、
山
田
光
胤

｢

日
本
漢
方
医
学
の
伝
承
と

系
譜｣
(『

日
本
東
洋
医
学
雑
誌』

第
四
六
巻
第
四
号
、
一
九
九
六
年)

、
及
び
慎
蒼
健

｢

日
本
漢
方
医
学
に
お
け
る
自
画
像
の
形
成
と
展

開
―

｢

昭
和｣

漢
方
と
科
学
と
の
関
係
―｣

(

金
森
修
編
著

『
昭
和
前
期
の
科
学
思
想
史』

勁
草
書
房
、
二
〇
一
一
年)

を
参
照
。
さ
ら

に
、『

医
界
之
鉄
椎』

の
内
容
に
関
し
て
は
、
東
北
大
学
大
学
院
の
カ
ロ
リ
ー
ナ
・
パ
テ
ラ
氏
に
御
教
示
い
た
だ
い
た
。

(

��)
『

医
界
之
鉄
椎』

に
お
い
て
、
具
体
的
に
は
近
藤
・
平
出
・
長
尾
そ
れ
ぞ
れ
註
四
〇
・
註
四
六
・
註
二
七
の
史
料
を
引
用
し
て
い
る
。

(

��)

和
田
啓
十
郎

『

医
界
之
鉄
椎』

(

南
江
堂
、
一
九
一
〇
年)

、
五
頁
。
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