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はじめに

は
じ
め
に

　

い
に
し
え
の
昔
か
ら
、
こ
の
日
本
に
は
、「
病
は
気
か
ら
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
が
あ
り
ま
す
。
科
学
的

な
合
理
的
精
神
か
ら
考
え
れ
ば
、「
心
と
身
体
は
別
」「
そ
ん
な
の
は
迷
信
」
と
捉
え
る
の
が
自
然
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
英
語
圏
の
国
々
に
も
「Fancy m

ay kill or cure.

（
空
想
は
人
を
殺
し
も
生
か

し
も
す
る
）」
と
い
う
同
じ
よ
う
な
言
い
回
し
が
あ
る
の
で
、
ど
う
や
ら
昔
の
人
々
は
、
洋
の
東
西
を
問

わ
ず
、
似
た
よ
う
な
こ
と
を
感
じ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

し
か
し
、
そ
の
後
の
科
学
の
発
展
と
と
も
に
、
意
識
や
生
命
も
お
し
な
べ
て
物
質
の
力
学
的
作
用
に

よ
り
生
じ
る
と
考
え
る
唯
物
論
（
厳
密
に
は
機
械
論
的
唯
物
論
、
言
い
換
え
れ
ば
物
質
一
元
主
義
、
以
下
同
じ
）

が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
よ
う
な
考
え
は
次
々
と
切
り
捨
て
去
ら
れ
て
い
き
ま
し

た
。

　

と
こ
ろ
が
、
近
年
に
な
っ
て
、
そ
の
科
学
万
能
主
義
に
限
界
が
見
え
始
め
、
再
び
様
相
が
変
化
し
て

き
た
よ
う
で
す
。
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に
わ
か
に
は
信
じ
が
た
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
量
子
論
、
相
対
性
理
論
以
降
の
近
代
物
理
学
の
世

界
に
お
け
る
物
質
の
捉
え
方
は
、
い
ま
だ
に
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
来
の
古
典
力
学
が
支
配
的
な
世
間
一
般
の

常
識
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
も
は
や
唯
物
論
、
物
質
主
義
の
根
拠
は
疑
わ
し
く
な
っ

て
い
る
の
で
す
。

　

私
自
身
、
医
師
と
し
て
の
経
験
を
重
ね
る
に
つ
れ
、
こ
の
「
病
は
気
か
ら
」
と
い
う
言
葉
の
中
に
否

定
出
来
な
い
何
か
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
今
や
我
々
は
、
こ
の
唯
物
論
か
ら
離
れ
、

心
と
身
体
の
関
係
を
再
度
考
え
直
し
、
こ
の
言
葉
の
持
つ
意
味
を
今
一
度
捉
え
直
す
必
要
が
あ
る
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

現
代
の
物
理
学
で
起
こ
り
つ
つ
あ
る
こ
の
常
識
の
大
転
換
を
一
言
で
表
現
す
る
な
ら
、〝
見
え
る
世
界

の
科
学
か
ら
、
見
え
な
い
世
界
の
科
学
へ
の
変
化
〟
と
言
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学

賞
を
受
賞
さ
れ
た
小
林
誠
博
士
、
益
川
敏
英
博
士
が
予
言
し
た
６
種
類
の
ク
ォ
ー
ク
も
、
先
ご
ろ
発
見

さ
れ
た
ヒ
ッ
グ
ス
粒
子
も
、
ま
ず
理
論
が
先
行
し
、
そ
の
後
実
験
装
置
が
進
化
す
る
に
従
っ
て
そ
の
存

在
が
証
明
さ
れ
た
の
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
こ
れ
ま
で
は
見
る
こ
と
も
観
測
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
ゆ
え
に
科
学
の
対
象
に
な
り
得
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はじめに

な
か
っ
た
〝
見
え
な
い
世
界
〟
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
今
後
観
測
法
が
進
化
し
て
い
け
ば
、
そ
の
存
在

が
証
明
さ
れ
科
学
の
対
象
と
し
て
認
知
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
、
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
目
に
見
え

な
い
心
で
さ
え
も
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
情
報
と
し
て
測
定
や
認
識
さ
れ
る
日
が
来
な
い
と
も
限
ら
な
い
の

で
す
。

　

表
題
の
「
が
ん
の
神
様
」
と
い
う
言
葉
も
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
非
科
学
的
に
思
え
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
れ
ば
か
り
か
、
忌
々
し
い
が
ん
を
神
様
に
仕
立
て
る
と
は
何
事
か
、
と
お
叱
り
を
受
け
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、こ
れ
は
、私
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
く
れ
た
患
者
さ
ん
が
使
っ
て
い
た
言
葉
で
、私
に
と
っ

て
は
決
し
て
忘
れ
る
こ
と
の
出
来
な
い
大
切
な
一
言
な
の
で
す
。

　

自
分
の
身
体
か
ら
生
じ
た
が
ん
細
胞
は
、
本
来
決
し
て
憎
む
べ
き
相
手
で
は
な
い
は
ず
な
の
で
す
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
人
生
に
お
い
て
大
切
な
こ
と
を
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
携
え
て
い
る
こ

と
さ
え
あ
る
の
で
す
。

　
「
が
ん
の
神
様
、
あ
り
が
と
う
」
と
い
う
一
文
に
は
、
が
ん
を
も
含
め
た
自
分
自
身
を
生
か
し
て
い
る

大
自
然
の
大
い
な
る
営
み
、
そ
の
す
べ
て
に
対
す
る
畏
敬
の
念
と
感
謝
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
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本
を
読
み
終
え
ら
れ
る
頃
に
は
、
そ
の
真
意
が
必
ず
や
分
か
っ
て
い
た
だ
け
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　

本
書
で
は
、
興
奮
す
べ
き
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
、
常
識
の
大
転
換
の
時
代
を
迎
え
る
に
当
た
り
、
東

洋
哲
学
と
量
子
論
の
接
点
と
そ
の
奥
深
さ
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

西
洋
科
学
と
東
洋
哲
学
と
い
う
従
来
は
相
反
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
こ
の
両
者
が
、
あ
た
か

も
共
鳴
し
あ
う
か
の
よ
う
に
共
に
唱
え
始
め
た
新
し
い
叡
智
は
、
身
体
の
健
康
の
み
な
ら
ず
充
実
し
た

人
生
を
歩
む
う
え
で
も
大
い
に
役
立
っ
て
く
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。


