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現
代
の
我
々
に
と
っ
て
翻
訳
は
特
別
な
も
の
で
は
な
い
。
中
等
教
育
に
お
い
て
さ
え
、
英
文
解
釈
や
英
作
文
と
い
う
形
で
翻
訳
と
い
う
作

業
に
我
々
は
日
常
的
に
触
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
の
よ
う
に
ほ
ぼ
完
備
さ
れ
た
辞
書
が
手
元
に
あ
っ
て
も
、
自
然
言
語
の
多
義
性
（
一
つ

は
じ
め
に

解
体
新
書

Ｉ
言
語
と
概
念
の
変
容

〔
要
旨
〕
杉
田
玄
白
ら
に
よ
る
「
タ
ー
ヘ
ル
・
ア
ナ
ト
ミ
ア
』
の
「
解
体
新
書
」
へ
の
翻
訳
は
、
単
な
る
オ
ラ
ン
ダ
語
の

日
本
語
へ
の
置
換
で
は
な
か
っ
た
。
西
洋
医
学
が
古
代
～
中
世
の
ガ
レ
ノ
ス
医
学
か
ら
近
代
医
学
に
変
容
し
つ
つ
あ
る

状
況
下
の
著
作
を
、
杉
田
玄
白
ら
は
（
レ
ヴ
ィ
Ⅱ
ス
ト
ロ
ー
ス
が
い
う
と
こ
ろ
の
）
「
器
用
人
の
仕
事
」
と
し
て
当
時
の

日
本
の
文
化
を
用
い
て
受
け
止
め
日
本
語
と
し
て
定
着
さ
せ
た
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
の
仕
事
は
単
な
る
翻
訳
で
は
な
く

日
本
語
医
学
体
系
の
革
新
で
あ
っ
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド
ー
「
解
体
新
書
』
、
翻
訳
、
器
用
人
の
仕
事
、
心
、
言
語
と
概
念

日
本
医
史
学
雑
誌
第
四
十
九
巻
第
二
号
平
成
十
四
年
九
月
二
十
一
日
受
付

平
成
十
五
年
六
月
二
十
日
発
行
平
成
十
五
年
三
月
二
十
九
日
受
理

岡
田
昌
信
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表
記
が
異
な
っ
て
も
単
語
の
意
味
（
概
念
）
が
同
じ
な
ら
翻
訳
は
単
に
単
語
（
表
記
）
を
置
換
す
る
だ
け
の
容
易
な
作
業
と
な
る
。
し
か
し
、

単
語
の
意
味
ま
で
も
異
な
っ
て
い
た
場
合
、
似
た
表
記
を
単
純
に
あ
て
が
っ
て
も
、
そ
れ
は
正
確
な
翻
訳
と
は
言
え
な
い
。

自
然
言
語
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
が
あ
り
、
学
術
用
語
や
専
門
用
語
は
そ
れ
ら
自
然
言
語
を
下
敷
き
に
し
た
上
で
の
「
な
ぜ
そ
の
意
味
が

そ
の
単
語
に
与
え
ら
れ
た
か
」
の
歴
史
と
思
想
を
持
つ
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
単
語
一
つ
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
単
語
が
持
つ
歴
史
的
思
想

的
背
景
を
理
解
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
意
味
を
本
当
に
理
解
し
翻
訳
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。

専
門
用
語
や
学
術
用
語
に
は
基
本
的
に
意
味
は
一
つ
し
か
な
く
、
情
報
伝
達
に
お
い
て
意
味
の
取
り
違
え
が
お
き
難
い
よ
う
に
な
っ
て
い

る
（
医
学
に
お
い
て
、
同
じ
病
気
を
違
う
呼
称
で
表
現
す
る
こ
と
は
あ
り
得
る
が
、
逆
に
同
じ
呼
称
を
全
く
違
う
病
気
に
つ
け
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
）
。

し
か
し
、
意
味
が
一
つ
し
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
言
え
ば
意
味
を
限
定
す
る
（
他
の
意
味
を
排
除
す
る
）
た
め
に
複
雑
な
概
念
操
作

が
行
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
哲
学
の
世
界
で
は
、
あ
る
一
つ
の
特
殊
な
単
語
の
説
明
の
た
め
に
本
が
一
冊
書
か
れ
る
こ
と
さ
え
稀
で
は

な
い
）
。
そ
し
て
そ
の
概
念
が
そ
の
言
葉
を
用
い
る
社
会
で
常
識
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
場
合
、
た
だ
そ
の
単
語
の
み
が
辞
書
的
な
説
明
抜

き
で
読
者
の
前
に
放
り
出
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
異
文
化
の
間
で
特
定
の
文
化
の
歴
史
や
文
脈
に
強
く
依
存
す
る
概
念
の
翻
訳
は
困
難
を
極

め
る
と
予
想
で
き
る
。

の
単
語
が
様
々
な
意
味
を
持
つ
こ
と
）
と
文
法
の
違
い
が
翻
訳
者
を
悩
ま
せ
る
。
ま
し
て
、
辞
書
が
存
在
し
な
け
れ
ば
翻
訳
は
そ
の
困
難
の
度
合

い
を
著
し
く
増
す
で
あ
ろ
う
。
今
か
ら
二
百
数
十
年
前
、
杉
田
玄
白
・
前
野
良
沢
ら
は
『
タ
ー
ヘ
ル
・
ア
ナ
ト
ミ
ア
」
の
『
解
体
新
書
』
へ

（
１
）

の
翻
訳
作
業
で
そ
の
困
難
さ
に
直
面
し
た
。

し
か
し
、
彼
ら
が
直
面
し
た
の
は
、
辞
書
が
完
備
し
て
い
な
い
た
め
置
換
す
る
べ
き
単
語
が
見
つ
か
ら
な
い
、
と
い
う
表
層
的
な
問
題
だ

け
で
は
な
か
っ
た
と
著
者
は
考
え
る
。
彼
ら
が
直
面
し
た
の
は
、
単
語
が
意
味
す
る
概
念
の
翻
訳
の
困
難
さ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
常
に
手
元
に
ぴ
っ
た
り
の
概
念
や
言
葉
が
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
杉
田
玄
白
ら
の
場
合
に
は
「
あ
る
と
は
限
ら
な
い
」
ど
こ
ろ

か
「
全
く
な
い
に
等
し
い
」
状
態
で
翻
訳
作
業
を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
ぴ
っ
た
り
く
る
道
具
や
部
品
が
な
け
れ
ば
、

自
分
の
手
持
ち
の
材
料
の
中
か
ら
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
く
思
え
る
も
の
を
様
々
に
工
夫
し
て
用
い
る
し
か
な
い
。
レ
ヴ
ィ
Ⅱ
ス
ト
ロ
ー
ス
は
、

（
ワ
】
）

そ
う
い
っ
た
知
的
な
作
業
を
「
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
（
器
用
仕
事
）
」
と
呼
ん
だ
。
レ
ヴ
ィ
Ⅱ
ス
ト
ロ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
「
器
用
仕
事
」
を
行
な
う

人
間
に
特
徴
的
な
の
は
、
道
具
と
し
て
手
元
に
あ
る
も
の
は
何
で
も
断
片
と
し
て
利
用
す
る
態
度
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
Ⅱ
ス
ト
ロ
ー
ス
の
「
器
用

人
」
が
手
持
ち
の
言
葉
を
材
料
と
し
て
神
話
構
造
を
作
り
上
げ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
杉
田
玄
白
ら
も
「
器
用
人
」
と
し
て
、
手
持
ち
の
材

料
、
す
な
わ
ち
日
本
語
や
漢
語
を
活
用
し
て
、
日
本
に
新
し
い
解
剖
学
の
用
語
集
を
作
り
上
げ
た
と
著
者
は
考
え
る
。

す
な
わ
ち
、
杉
田
玄
白
ら
に
よ
っ
て
、
日
本
の
医
学
用
語
に
新
し
い
表
記
と
単
語
の
意
味
（
表
記
と
概
念
）
の
体
系
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
「
解
体
新
書
」
を
開
く
前
に
、
『
タ
ー
ヘ
ル
・
ア
ナ
ト
ミ
ア
」
に
よ
っ
て
日
本
に
紹
介
さ
れ
た
西
洋
の
医
学
、
お
よ
び
そ
れ
を

受
け
入
れ
る
側
の
日
本
の
医
学
が
当
時
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
を
持
っ
て
い
た
か
を
概
観
し
て
み
た
い
。

「
解
体
新
書
』
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
異
質
な
概
念
と
表
現
が
出
会
っ
た
か
を
具
体
的
に
考
察
し
て
み
る
が
、
医
学
史
全
体
を
詳
述
す

る
の
は
、
紙
幅
も
著
者
の
能
力
も
足
り
ず
、
す
で
に
優
れ
た
成
書
も
あ
る
た
め
、
例
と
し
て
「
心
臓
」
の
み
に
着
目
す
る
。

古
代
ギ
リ
シ
ア
時
代
、
プ
ラ
ト
ン
は
霊
魂
三
部
分
説
を
唱
え
胸
部
（
心
臓
）
は
「
情
念
の
座
」
と
さ
れ
た
。
ま
た
エ
ラ
シ
ス
ト
ラ
ト
ス
継
承

派
は
精
気
説
（
動
脈
は
中
空
の
管
で
生
命
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
精
気
（
プ
ネ
ウ
マ
）
が
そ
の
中
を
通
っ
て
全
身
に
分
配
さ
れ
る
、
と
す
る
説
）
を
唱

え
た
。
古
代
ロ
ー
マ
時
代
の
医
師
ガ
レ
ノ
ス
は
エ
ラ
シ
ス
ト
ラ
ト
ス
継
承
派
ら
と
激
し
い
論
争
を
繰
り
広
げ
、
観
察
結
果
か
ら
「
動
脈
は
空

で
は
な
い
。

「
胸
部
に
あ
る
血
液
ポ
ン
プ
」
と
い
う
現
代
の
我
々
に
は
常
識
に
属
す
る
「
意
味
」
を
「
心
臓
」
が
獲
得
し
た
の
は
実
は
そ
れ
ほ
ど
古
い
話

西
洋
医
学
の
「
心
臓
」
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デ
カ
ル
ト
は
「
方
法
序
説
』
（
一
六
三
七
年
）
の
中
で
、
ハ
ー
ヴ
ィ
の
血
液
循
環
論
を
完
全
に
受
け
入
れ
る
こ
と
を
表
明
し
た
上
で
そ
の
内

容
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
そ
の
書
に
は
同
時
に
「
心
臓
に
は
多
く
の
熱
が
あ
り
、
数
滴
の
血
液
が
心
臓
に
流
入
す
る
と
、
そ
の
熱
に
よ
っ
て

急
激
に
膨
張
す
る
」
と
い
う
内
容
の
記
載
が
あ
り
、
彼
が
ま
だ
旧
来
の
心
臓
観
（
心
臓
は
熱
の
中
枢
で
あ
る
）
か
ら
完
全
に
脱
却
で
き
て
い
な

（
言
。
）

い
こ
と
が
推
定
で
き
る
。
こ
れ
は
デ
カ
ル
ト
の
「
罪
」
と
い
う
よ
り
、
旧
来
の
「
常
識
（
パ
ラ
ダ
イ
ム
）
」
か
ら
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
人
間
が

（
４
）

な
わ
れ
た

こ
の
ガ
レ
ノ
ス
医
学
が
、
ル
ネ
サ
ン
ス
以
後
ま
で
の
長
き
に
渡
っ
て
ョ
－
ロ
ッ
パ
医
学
を
支
配
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
ガ
レ
ノ
ス

医
学
は
、
ヒ
ト
の
解
剖
に
基
づ
か
な
か
っ
た
た
め
現
代
の
我
々
の
目
か
ら
見
る
と
解
剖
学
が
不
完
全
で
あ
り
、
ま
た
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学

の
影
響
が
あ
ま
り
に
大
き
か
っ
た
た
め
そ
の
生
理
学
や
治
療
学
も
同
様
に
不
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
不
十
分
さ
を
突
か
れ

る
こ
と
で
ガ
レ
ノ
ス
医
学
は
否
定
さ
れ
そ
れ
に
替
わ
る
形
で
新
し
く
近
代
医
学
が
発
展
し
た
。

ガ
レ
ノ
ス
医
学
に
対
し
て
「
異
議
申
し
立
て
」
を
ま
ず
行
な
っ
た
の
は
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス
で
あ
る
。
彼
は
自
ら
の
多
数
の

人
体
解
剖
経
験
を
元
に
詳
細
な
解
剖
学
書
『
人
体
の
組
立
に
つ
い
て
ラ
ァ
ブ
リ
カ
）
」
（
一
五
四
三
年
）
を
出
版
し
、
旧
来
の
ガ
レ
ノ
ス
医
学

の
解
剖
学
を
否
定
し
た
。
ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス
以
後
「
人
体
は
臓
器
が
機
械
の
部
品
の
よ
う
に
集
合
し
て
組
み
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
い

う
人
体
機
械
論
が
力
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

次
い
で
ウ
イ
リ
ァ
ム
・
ハ
ー
ヴ
ィ
が
「
動
物
の
心
臓
と
血
液
の
運
動
に
関
す
る
解
剖
学
的
研
究
』
（
一
六
二
八
年
）
に
よ
っ
て
「
血
液
は
心
臓

に
よ
っ
て
拍
出
さ
れ
、
動
脈
・
末
梢
・
静
脈
を
通
っ
て
ま
た
心
臓
に
還
流
す
る
」
と
い
う
血
液
循
環
説
を
唱
え
た
。
（
ガ
レ
ノ
ス
医
学
に
お
い
て

は
、
血
液
は
肝
臓
を
中
心
と
し
て
潮
の
干
満
の
よ
う
に
血
管
内
を
動
き
な
が
ら
存
在
す
る
も
の
で
あ
っ
た
）
し
か
し
、
血
液
循
環
説
が
「
真
理
」
と

し
て
即
座
に
世
界
中
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
説
を
受
け
入
れ
る
人
々
と
受
け
入
れ
な
い
人
々
の
間
で
激
烈
な
論
争
が
行

（
３
）

命
力
の
中
枢
器
官
で
あ
る
と
し
た
。

洞
で
は
な
く
て
血
液
が
充
満
し
た
血
管
で
あ
る
」
と
し
た
が
動
脈
と
静
脈
と
の
関
係
は
確
定
で
き
ず
、
心
臓
を
人
体
の
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
生
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地
動
説
の
提
唱
者
で
あ
る
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
（
一
四
七
三
’
一
五
四
三
）
が
『
天
球
の
回
転
に
つ
い
て
」
（
一
五
四
三
年
）
を
出
版
し
た
後
に
生

ま
れ
た
テ
イ
コ
・
ブ
ラ
ー
エ
ニ
五
四
六
’
一
六
○
二
は
地
動
説
か
ら
一
歩
下
が
っ
て
天
動
説
と
の
折
衷
案
で
あ
る
太
陽
中
心
説
（
地
球
以
外

の
惑
星
は
太
陽
の
周
り
を
回
り
、
そ
の
太
陽
が
地
球
の
周
り
を
回
る
）
を
唱
え
た
し
、
そ
れ
よ
り
さ
ら
に
約
一
世
紀
後
に
活
躍
し
た
ロ
バ
ー
ト
・
ボ

イ
ル
（
一
六
二
七
’
一
六
九
一
）
で
さ
え
「
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
（
天
動
説
）
／
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
（
地
動
説
）
／
テ
ィ
コ
・
ブ
｜
フ
ー
エ
（
折
衷
）
の
体

系
の
ど
れ
も
決
定
的
と
は
思
え
な
い
」
と
述
べ
て
お
り
、
天
動
説
か
ら
地
動
説
へ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
が
円
滑
に
行
な
わ
れ
た
わ
け
で
は

シ
フ
ト
す
る
に
は
や
は
り
あ
る
程
度
の
年
月
が
必
要
だ
っ
た
か
ら
、
と
表
現
し
た
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
天
動
説
↓
地
動
説
の
有
名
な
例
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
も
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
受
け
入
れ

こ
の
よ
う
に
一
度
確
立
さ
れ
た
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
シ
フ
ト
す
る
た
め
に
は
、
莫
大
な
知
的
努
力
と
長
い
年
月
が
必
要

で
あ
っ
た
。
医
学
に
お
い
て
も
事
情
は
同
様
で
あ
り
、
「
心
臓
と
は
血
液
を
全
身
に
循
環
さ
せ
る
ポ
ン
プ
で
あ
る
」
と
い
う
概
念
が
世
間
に
確

立
す
る
た
め
に
は
長
い
年
月
が
必
要
だ
っ
た
。
し
か
し
、
一
度
そ
の
概
念
が
広
く
世
間
に
確
立
し
さ
え
す
れ
ば
、
以
後
、
「
心
臓
」
と
い
う
言

葉
を
述
べ
る
度
「
心
臓
と
は
ポ
ン
プ
で
あ
る
」
と
い
う
概
念
の
説
明
を
付
け
加
え
る
必
要
は
な
く
な
る
（
少
な
く
と
も
同
じ
概
念
を
共
有
す
る

人
々
に
対
し
て
は
）
。
『
タ
ー
ヘ
ル
・
ア
ナ
ト
ミ
ア
」
の
原
本
で
あ
る
ク
ル
ム
ス
の
『
解
剖
学
表
」
（
一
七
一
三
年
）
が
ド
イ
ツ
で
出
版
さ
れ
た
の

は
、
中
世
の
ガ
レ
ノ
ス
医
学
か
ら
近
代
医
学
へ
と
医
学
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
シ
フ
ト
を
ほ
ぼ
完
了
し
て
い
た
時
代
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
西
洋
医
学
の
世
界
で
は
「
心
臓
」
と
い
う
表
記
に
対
し
て
、
「
情
念
の
座
」
「
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
中
枢
」
と
い
う
意
味
は
捨
て
ら
れ
「
血

液
ポ
ン
プ
」
と
い
う
意
味
の
み
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
『
タ
ー
ヘ
ル
・
ア
ナ
ト
ミ
ア
」
は
（
し
た
が
っ
て
「
解
体
新
書
』
も
）
ま
だ
ガ
レ
ノ
ス
（
お
よ
び
古
代
ギ
リ
シ
ア
）
医
学
か
ら
完
全
に

は
自
由
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
『
解
体
新
書
」
に
は
「
学
ぶ
べ
き
古
典
」
と
し
て
ガ
レ
ノ
ス
の
名
が
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
し
、
「
肺
の
冷

ゲ
、

一
戸
恥
Ｕ
一

な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

に
は
長
い
年
月
が
必
要
だ
っ
た
。
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日
本
の
伝
統
医
学
で
あ
る
漢
方
医
学
に
お
い
て
は
、
西
洋
医
学
の
「
心
臓
」
に
当
た
る
存
在
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

漢
方
医
学
に
お
い
て
、
西
洋
医
学
の
解
剖
学
（
臓
器
名
）
に
相
当
す
る
概
念
は
「
五
臓
六
肺
（
五
臓
Ⅱ
肝
・
心
・
脾
・
肺
・
腎
、
六
脈
Ⅱ
大
腸
・

小
腸
・
胆
・
胄
・
三
焦
・
膀
胱
こ
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
五
臓
六
冊
に
お
け
る
「
肝
（
の
臓
匡
を
そ
の
ま
ま
「
肝
臓
」
に
、
「
脾

（
の
臓
）
」
を
そ
の
ま
ま
「
脾
臓
」
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
単
純
に
扱
う
の
は
、
間
違
っ
て
い
る
。
漢
方
医
学
の
立
場
で
は
、
動
物
の
解
体
や

戦
傷
の
処
置
な
ど
で
人
体
内
に
解
剖
学
的
な
構
造
が
あ
る
こ
と
は
当
然
知
っ
て
い
た
（
『
後
漢
書
」
王
弄
伝
に
は
人
体
解
剖
記
録
が
あ
る
）
が
、
単

純
に
各
臓
器
に
固
有
名
詞
を
あ
て
る
、
と
い
う
発
想
を
取
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

漢
方
医
学
の
基
本
思
想
は
陰
陽
五
行
で
あ
り
、
漢
方
に
お
け
る
五
臓
六
肺
も
陰
陽
五
行
を
理
解
し
な
い
限
り
そ
の
本
当
の
意
味
は
わ
か
ら

な
い
。
簡
単
に
述
べ
る
と
、
古
代
中
国
人
は
、
モ
ノ
と
し
て
の
臓
器
の
存
在
は
認
識
し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
臓
器
に
そ
の
機
能
と
陰
陽
五

行
に
基
づ
く
相
互
の
関
係
を
投
影
し
た
。
す
な
わ
ち
、
古
代
中
国
人
に
と
っ
て
人
体
と
は
単
な
る
臓
器
の
集
合
体
で
は
な
く
て
、
相
互
に
関

連
し
た
シ
ス
テ
ム
（
現
代
医
学
用
語
を
用
い
る
な
ら
、
消
化
シ
ス
テ
ム
・
免
疫
シ
ス
テ
ム
・
神
経
シ
ス
テ
ム
な
ど
）
の
複
雑
な
複
合
体
と
し
て
扱
う

べ
き
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
当
然
治
療
手
段
で
あ
る
漢
方
薬
や
鍼
灸
も
、
ま
ず
目
標
と
す
る
単
独
の
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
効
果
と
他
の
シ

ス
テ
ム
に
対
す
る
影
響
と
を
勘
案
し
て
最
も
効
果
的
な
手
法
が
選
択
さ
れ
る
よ
う
に
治
療
理
論
は
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。

で
は
、
「
心
（
の
臓
）
」
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
漢
方
の
三
大
医
書
の
一
つ
で
あ
る
「
黄
帝
内
経
』
に
は
以
下
の
記
載
が
あ
る
。

○
心
主
血
脈
書
霊
枢
』
）
心
は
血
脈
を
つ
か
さ
ど
る

言
ｊ
）

た
い
空
気
が
心
胞
に
送
ら
れ
て
心
臓
を
う
る
お
す
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
医
学
の
「
心
臓
は
熱
の
中
枢
で
、
肺
の

空
気
に
よ
っ
て
冷
却
さ
れ
る
。
ま
た
肺
の
空
気
は
プ
ネ
ウ
マ
（
精
気
）
と
な
っ
て
全
身
に
送
ら
れ
る
」
と
い
う
概
念
を
当
時
の
近
代
医
学
が
ま

だ
完
全
に
は
払
拭
で
き
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
古
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、
頑
強
で
あ
る
。

漢
方
医
学
の
「
心

（
の
臓
匡



日本医史学雑誌第49巻第2号(2003)
qoワ
qJ白I

（
心
は
血
を
拍
出
し
全
身
に
分
布
（
全
身
を
滋
養
し
火
を
散
布
）
さ
せ
る
）

○
心
蔵
神
（
「
素
問
」
）
心
は
神
（
精
神
作
用
の
一
つ
）
を
蔵
す
る

こ
れ
ら
は
お
そ
ら
く
は
「
心
臓
の
内
部
に
は
血
液
が
あ
り
心
臓
は
拍
動
し
て
い
る
。
心
臓
が
動
い
て
い
る
限
り
人
は
生
き
て
い
て
身
体
は

温
か
い
が
、
心
臓
が
止
ま
れ
ば
死
ん
で
身
体
が
冷
え
る
」
と
い
う
観
察
結
果
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
結
論
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
っ
た
点
で
の
生

命
観
に
東
西
の
差
は
あ
ま
り
な
い
よ
う
で
あ
る
。

注
意
が
必
要
な
の
は
、
漢
方
で
の
「
血
（
け
っ
）
」
は
血
液
で
あ
る
と
と
も
に
、
体
内
を
流
れ
て
い
る
生
体
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
象
徴
で
も
あ
る

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
血
」
は
具
体
的
な
モ
ノ
と
し
て
の
「
血
液
」
で
あ
る
と
同
時
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
象
徴
と
し
て
も
扱
わ
れ
る
。
し

た
が
っ
て
「
血
」
は
（
現
代
的
な
単
語
の
意
味
と
し
て
）
「
意
味
」
を
二
重
に
持
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
「
血
」
を
支
配
す
る
「
心
」
は
、
そ
れ

だ
け
で
物
質
と
し
て
の
「
血
」
と
全
身
に
配
分
さ
れ
る
べ
き
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
の
「
血
」
を
扱
う
点
で
二
重
性
を
持
つ
。
さ
ら
に
「
神
」

を
蔵
す
る
こ
と
で
意
味
は
ま
す
ま
す
複
雑
に
な
る
。

す
な
わ
ち
五
臓
六
脈
に
お
け
る
「
心
（
し
ん
）
」
と
は
、
（
西
洋
医
学
的
な
意
味
で
の
）
「
心
臓
」
で
あ
り
「
生
体
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
中
枢
」
で
あ

り
か
つ
「
こ
こ
ろ
」
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
こ
れ
は
あ
く
ま
で
現
代
用
語
的
な
解
釈
で
あ
っ
て
、
昔
の
人
々
が
こ
の
よ
う
に
要
素
還
元
的
な
解
釈

を
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
心
（
し
ん
こ
は
「
心
」
で
あ
り
「
心
Ａ
」
＋
「
心
Ｂ
」
な
ど
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
）
。

そ
し
て
同
様
の
こ
と
は
他
の
五
臓
六
肺
す
べ
て
に
言
え
る
。
我
々
は
五
臓
六
肺
の
「
肝
」
を
「
肝
臓
」
、
「
脾
」
を
「
脾
臓
」
と
簡
単
に
解

釈
し
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
実
は
単
な
る
臓
器
名
で
は
な
く
て
、
た
と
え
ば
免
疫
シ
ス
テ
ム
や
消
化
吸
収
シ
ス
テ
ム
の
総
称
で
も
あ
る

の
だ
。
（
一
例
を
挙
げ
れ
ば
五
臓
の
「
脾
」
は
六
肺
の
「
冑
」
と
組
ん
で
（
現
代
医
学
用
語
で
言
う
と
こ
ろ
の
）
食
物
の
消
化
吸
収
と
吸
収
さ
れ
た
栄
養

の
配
分
シ
ス
テ
ム
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
（
「
脾
胄
」
と
称
す
る
）
）
。
こ
の
複
雑
さ
が
現
代
医
学
の
立
場
か
ら
見
た
伝
統
医
学
の
わ
か
り
に
く
さ
と

胡
散
臭
さ
に
通
じ
て
い
る
の
だ
が
、
本
来
複
雑
な
人
体
を
そ
の
ま
ま
複
雑
に
表
現
し
よ
う
と
し
た
ら
あ
ま
り
に
単
純
な
言
葉
は
使
え
な
い
、

と
い
う
伝
統
医
学
の
主
張
も
一
理
で
あ
る
。
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日
本
の
戦
国
時
代
、
曲
直
瀬
道
三
が
そ
れ
ま
で
の
歴
史
の
中
で
日
本
が
取
り
入
れ
た
中
国
医
学
文
献
を
整
理
・
取
捨
選
択
し
て
日
本
式
に

ア
レ
ン
ジ
し
た
医
学
体
系
を
作
り
上
げ
た
（
江
戸
時
代
に
は
、
後
に
出
現
し
た
古
方
派
に
対
し
て
後
世
派
と
呼
ば
れ
る
）
。
し
か
し
、
後
世
派
が
準

拠
し
た
陰
陽
五
行
に
基
づ
く
中
国
医
学
理
論
は
、
い
か
に
日
本
に
合
う
よ
う
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
と
は
い
え
や
は
り
難
解
な
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
江
戸
時
代
中
期
に
医
学
の
変
革
運
動
が
起
き
た
。

儒
学
に
お
け
る
伊
藤
仁
斎
（
古
義
学
）
・
荻
生
但
侠
（
古
文
辞
学
）
ら
に
よ
る
変
革
運
動
の
影
響
も
あ
り
、
漢
方
医
学
に
も
後
世
の
複
雑
す
ぎ

（
９
）

る
理
論
を
切
り
捨
て
古
典
（
特
に
「
傷
寒
論
」
）
に
復
古
す
る
運
動
が
起
き
た
。
そ
れ
ら
の
運
動
の
集
大
成
が
古
方
派
で
あ
る
。

江
戸
時
代
に
漢
方
医
学
の
「
医
学
理
論
」
を
虚
妄
と
し
て
退
け
る
の
は
、
藺
方
医
の
専
売
特
許
で
は
な
い
。
漢
方
医
で
あ
る
古
方
派
の
医

師
た
ち
も
ま
た
そ
れ
ま
で
日
本
で
主
流
と
な
っ
て
い
た
中
国
式
の
漢
方
理
論
を
排
し
、
臨
床
の
現
実
に
即
し
た
治
療
を
行
な
お
う
と
し
て
い

た
。
そ
の
活
動
の
あ
ら
わ
れ
の
一
つ
が
、
山
脇
東
洋
に
よ
る
日
本
初
の
解
剖
書
「
蔵
志
』
の
出
版
（
一
七
五
九
年
）
で
あ
る
。
古
方
派
の
医
師

た
ち
は
、
陰
陽
五
行
を
ベ
ー
ス
に
し
た
難
解
な
医
学
理
論
を
打
破
し
て
、
新
し
い
医
学
体
系
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
。
た
だ
、
彼
ら
に
は
新

『
黄
帝
内
経
」
の
よ
う
な
二
千
年
近
く
前
の
書
物
に
書
い
て
あ
る
こ
と
に
ど
れ
く
ら
い
の
意
味
が
あ
る
の
か
、
と
漢
方
医
学
に
詳
し
く
な
い

人
は
感
じ
る
で
あ
ろ
う
が
、
実
は
大
き
な
意
味
が
あ
る
。
漢
方
医
学
の
特
異
性
の
一
つ
に
、
紀
元
前
後
の
三
大
古
典
（
「
傷
寒
論
旨
黄
帝
内
経
」

『
神
農
本
草
経
」
）
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
命
脈
を
保
ち
続
け
た
こ
と
が
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
儒
学
に
お
け
る
四
書
五
経
と
立
場
は
似
て
い
て
、
後
世

の
研
究
者
が
様
々
な
解
釈
を
し
て
新
説
を
立
て
朱
子
学
の
よ
う
に
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
な
る
が
、
ま
た
新
し
い
復
古
運
動
が
起
き
て
古
典
に
還

る
こ
と
か
ら
新
し
い
解
釈
が
生
ま
れ
る
、
と
い
う
運
動
が
歴
史
上
繰
り
返
し
行
な
わ
れ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
「
生
き
残
っ
て
い
る
古
典
（
そ

（
８
）

の
内
容
）
」
は
漢
方
医
学
に
お
い
て
は
「
現
役
」
の
も
の
と
し
て
扱
え
る
の
で
あ
る
。

言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
伝
統
医
学
は
言
語
の
多
義
性
の
上
に
成
立
し
て
い
る
、
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
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し
い
語
彙
の
持
ち
合
わ
せ
が
な
か
っ
た
た
め
、
結
局
漢
方
医
学
の
（
言
葉
の
）
枠
か
ら
大
き
く
外
に
は
み
出
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
。

刃
武，乗
蘭z米量
1吋誰、
え'解

離雛
鰕書
書

哨
11

月墨

柱‘
n11
J‘｜’

礁
眠

跡

預’

『
解
体
新
書
』
（
一
七
七
四
年
）
に
は
多
国
の
文
化
が
複
合
的
に
併
存
し
て
い
る
。

『
解
体
新
書
」
を
手
に
持
っ
て
ま
ず
気
が
つ
く
の
は
、
そ
れ
が
和
綴
じ
の
製
本
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
書
物
で
あ
る
か
ら
当
然

の
こ
と
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
現
代
人
の
感
覚
で
は
、
和
綴
じ
の
書
に
日
本
式
の
木
版
刷
り
で
西
洋
人
モ
デ
ル
の
解
剖
図
は
、
あ
る
意
味
ミ

ス
マ
ッ
チ
と
も
感
じ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
本
文
は
す
べ
て
日
本
語
で
は
な
く
て
漢
文
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
冊
の
書
に
、
日
本
・

（
恥
）

中
国
・
オ
ラ
ン
ダ
（
西
洋
）
文
化
が
同
時
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

是〈《金山
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載

「
解
体
新
書
」
に
お
け
る
単
語
の
意
味
と
表
記

図1

『
解
体
新
書
」
中
の
解
剖
図
は
、
「
タ
ー
ヘ
ル
・
ア
ナ
ト
ミ
ァ
」

中
の
図
版
の
み
を
使
用
し
た
の
で
は
な
く
、
『
ト
ン
ミ
ュ
ス
解
体

言
』
・
『
ブ
ラ
ン
カ
ー
ル
解
体
圭
二
・
『
カ
ス
パ
ル
解
体
聿
昌
・
『
コ
イ

テ
ル
解
体
言
」
・
『
ア
ン
プ
ル
外
科
言
解
体
篇
」
か
ら
も
採
ら
れ
て

い
る
が
、
そ
の
引
用
符
号
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
書
に
「
木
・
火
・

土
・
金
・
水
」
が
振
ら
れ
て
い
る
（
図
１
）
。
こ
れ
は
「
五
行
」
で

あ
る
。
な
ぜ
こ
こ
に
わ
ざ
わ
ざ
五
行
を
用
い
た
の
か
の
説
明
は
さ

れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
「
特
に
説
明
が
な
い
」
と
い
う
事
実
自
体

が
「
引
用
し
た
害
が
五
冊
だ
が
五
行
な
ら
ど
ち
ら
も
ち
ょ
う
ど
五

つ
で
キ
リ
が
よ
い
」
程
度
の
理
由
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
推
察
を
導
く
。
つ
ま
り
、
当
時
の
日
本
人
の
日
常
生
活
に
は
五
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「
心
臓
」
に
関
し
て
、
『
解
体
新
書
」
の
「
心
篇
第
十
五
」
は
「
夫
心
者
肉
嚢
也
」
（
心
は
肉
の
袋
で
あ
る
）
と
い
う
文
章
で
始
ま
っ
て
い
る
。

こ
こ
に
お
い
て
「
心
」
は
「
陰
陽
五
行
／
五
臓
六
腋
の
心
」
と
い
う
意
味
か
ら
「
近
代
西
洋
医
学
（
人
体
機
械
論
）
的
な
血
液
を
駆
出
す
る
筋

肉
ポ
ン
プ
と
し
て
の
心
」
と
い
う
意
味
に
変
換
を
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
杉
田
玄
白
ら
が
オ
ラ
ン
ダ
語
「
冨
昌
の
日
本
語
表
記
に
「
心
」
の
漢
字
を
あ
て
た
こ
と
は
間
違
い
で
は
な
い
。
胸
の
中
央
．

両
肺
の
間
に
あ
っ
て
ど
く
ど
く
と
血
液
を
拍
出
し
て
い
る
モ
ノ
は
一
般
日
本
語
で
も
漢
方
医
学
で
も
ま
さ
し
く
「
心
」
な
の
だ
か
ら
。
た
だ

そ
の
時
、
そ
の
単
語
の
意
味
（
意
味
さ
れ
る
も
の
）
と
し
て
「
血
脈
を
主
る
も
の
（
の
中
か
ら
さ
ら
に
「
血
液
」
の
み
を
主
る
も
の
こ
の
み
が
あ

て
ら
れ
、
「
心
」
が
そ
れ
ま
で
持
っ
て
い
た
他
の
「
意
味
」
が
剥
奪
さ
れ
た
こ
と
を
我
々
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

杉
田
玄
白
ら
は
「
器
用
仕
事
」
と
し
て
、
五
臓
六
腋
の
概
念
体
系
か
ら
本
来
の
意
味
を
捨
て
言
葉
の
表
記
だ
け
を
借
用
し
た
。
そ
の
結
果
、

日
本
語
に
お
い
て
多
義
的
な
表
記
で
あ
っ
た
「
心
」
「
肝
」
「
脾
」
な
ど
は
、
近
代
西
洋
医
学
的
な
意
味
の
み
を
持
つ
「
心
」
「
肝
」
「
脾
」
な

ど
に
変
換
さ
れ
て
以
後
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
（
そ
の
結
果
、
五
臓
六
肺
の
「
脾
」
の
役
割
で
あ
っ
た
吸
収
さ
れ
た
栄
養
の
全
身
へ

行
思
想
が
そ
れ
な
り
に
浸
透
し
て
お
り
、
蘭
学
者
で
あ
る
杉
田
玄
白
ら
も
ご
く
自
然
に
使
え
る
程
度
に
は
五
行
に
は
な
じ
み
が
あ
っ
た
、
と

い
う
こ
と
で
、
特
に
説
明
抜
き
で
こ
の
五
つ
の
漢
字
を
引
用
符
号
と
し
て
用
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

江
戸
時
代
の
日
本
の
知
識
人
階
層
は
そ
の
教
養
の
基
礎
を
漢
籍
に
お
い
て
お
り
、
幼
少
時
よ
り
素
読
に
よ
っ
て
四
書
五
経
な
ど
に
触
れ
る

こ
と
は
ご
く
普
通
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
杉
田
玄
白
も
そ
う
い
っ
た
教
育
を
受
け
て
い
た
よ
う
で
、
「
蘭
学
事
始
」
に
も
四
言
五
経
な
ど
か
ら
の

引
用
が
い
く
つ
も
見
ら
れ
る
。
杉
田
玄
白
自
身
は
自
ら
を
閏
学
者
と
規
定
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
現
代
の
我
々
の
目
か
ら
は
、
五
行
に
親

し
み
漢
籍
か
ら
自
由
自
在
に
引
用
が
で
き
漢
文
が
す
ら
す
ら
書
け
る
、
と
い
う
点
で
、
西
洋
的
な
人
間
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
純
粋
に
東
洋

的
な
知
識
人
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
し
て
、
『
解
体
新
書
」
を
見
る
限
り
、
杉
田
玄
白
が
用
い
た
知
的
材
料
は
、
そ
う
い
っ
た
東
洋
の
知

的
財
産
で
あ
っ
た
。



日本医史学雑誌第49巻第2号(2003)331

の
分
配
管
理
機
能
は
（
近
代
西
洋
医
学
で
の
）
「
肝
」
の
役
割
と
な
る
が
、
そ
れ
は
『
解
体
新
書
」
よ
り
後
の
時
代
の
話
で
あ
る
。
「
解
体
新
書
」
内
の
肝

（
Ⅱ
）

は
胆
汁
分
泌
機
能
し
か
持
っ
て
い
な
い
）

す
な
わ
ち
、
杉
田
玄
白
ら
は
、
オ
ラ
ン
ダ
語
を
日
本
語
に
翻
訳
す
る
と
同
時
に
、
日
本
語
を
日
本
語
に
変
換
（
表
記
は
そ
の
ま
ま
で
意
味
を

変
換
）
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

ハ
ー
ヴ
ィ
や
杉
田
玄
白
ら
に
よ
り
、
「
心
臓
」
は
「
た
だ
の
血
液
ポ
ン
プ
」
と
い
う
「
意
味
」
を
与
え
ら
れ
た
。
そ
れ
は
近
代
解
剖
学
的
に

科
学
的
に
論
理
的
に
正
し
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
は
ま
だ
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
完
全
に
は
納
得
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

川
崎
は
、
地
動
説
が
正
し
い
と
さ
れ
る
こ
の
世
界
の
中
で
「
日
が
昇
る
」
「
月
が
沈
む
」
と
い
っ
た
天
動
説
的
な
言
説
を
我
々
が
矛
盾
を
感

（
皿
）

じ
ず
に
使
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
現
代
社
会
の
中
の
近
代
医
学
（
解
剖
学
）
に
お
い
て
も
同
様
の
現
象
が
見
ら
れ
る
。

「
心
温
ま
る
（
ハ
ー
ト
ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ
な
）
物
語
」
と
言
い
な
が
ら
胸
に
手
を
当
て
る
姿
に
違
和
感
を
覚
え
る
人
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
（
逆
に
、

頭
に
手
を
当
て
な
が
ら
「
心
温
ま
る
物
語
」
と
述
べ
る
姿
を
想
像
し
て
み
て
欲
し
い
）
。
「
思
考
・
感
覚
情
報
の
処
理
は
脳
（
頭
）
」
「
心
臓
は
血
液
ポ

ン
プ
」
と
い
う
近
代
的
な
概
念
を
理
性
で
は
理
解
し
て
い
な
が
ら
、
感
覚
的
に
「
心
（
こ
こ
ろ
、
ハ
ー
ト
）
は
胸
に
あ
る
」
と
感
じ
て
い
る
人

は
多
い
。
こ
れ
は
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
古
代
か
ら
人
が
持
ち
続
け
て
い
る
感
覚
で
あ
る
。
そ
し
て
、
医
学
が
対
象
と
し
て
い
る
の
は
、
そ
う

い
っ
た
「
感
覚
を
大
事
に
す
る
人
間
そ
の
も
の
」
で
あ
る
こ
と
も
臨
床
現
場
の
医
師
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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