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日
本
医
史
学
会
平
成
一
九
年
六
月
例
会

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
医
史
学
と
文
学―

吉
村
昭
氏
を
追
悼
し
て
」

一
、「
医
学
史
と
文
学
」
論
序
説　

―

司
会
に
あ
た
っ
て―

岡　

田　

靖　

雄

精
神
科
医
療
史
研
究
会

日
本
医
史
学
会
関
係
の
学
会
で
何
回
か
お
話
し
く
だ
さ
り
、
わ
た
し
た
ち
研
究
者
に
ま
さ
る
史
実
探
究
へ
の
情
熱
を
お
し
え
て

く
だ
さ
っ
た
作
家
吉
村
昭
さ
ん
は
、
二
〇
〇
六
年
七
月
三
一
日
に
な
く
な
っ
た
。
そ
の
一
年
忌
を
ま
え
に
、
日
本
医
史
学
会
六
月

例
会
（
六
月
二
三
日
）
は
追
悼
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
あ
て
た
。
い
つ
も
は
二
〇
名
前
後
の
参
加
な
の
に
、
当
日
の
会
場
は
九
〇
名
を

こ
す
人
で
あ
ふ
れ
、
事
務
局
は
配
布
資
料
の
増
刷
に
お
わ
れ
た
。

司
会
に
あ
た
り
、
医
学
史
と
文
学
と
の
関
係
を
ざ
っ
と
整
理
し
て
み
た
い
。
わ
た
し
は
精
神
科
医
な
の
で
、
あ
げ
る
作
品
は
精
神
科

に
か
た
よ
る
こ
と
を
お
ゆ
る
し
い
た
だ
き
た
い
。



岡田靖雄：「医学史と文学」論序説 628

一
．
記
録
文
学
（
手
記
を
ふ
く
む
）
の
重
さ

第
一
に
の
べ
た
い
の
は
、
医
療
の
記
録
と
し
て
の
、
手
記
を
ふ
く
む
記
録
文
学
の
重
さ
で
あ
る
。
わ
た
し
は
、
二
〇
〇
五
年
三
月
に

作
業
を
お
え
た
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に
関
す
る
検
証
会
議
の
し
た
に
お
か
れ
た
、
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に
関
す
る
検
討
会
の
委
員
と
し
て
、

調
査
・
執
筆
に
あ
た
っ
て
き
た
。
検
証
会
議
の
最
終
報
告
書
は
約
一
五
〇
〇
ペ
イ
ジ
で
、
二
・
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
と
じ
つ
に
お
も
い
。

ノ
ー
ト
を
と
り
な
が
ら
、
こ
れ
を
よ
み
と
お
す
の
に
、
一
年
あ
ま
り
か
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
あ
と
堀
田
善
衛
・
永
丘
智
郎
編

『
深
き
淵
か
ら　

ハ
ン
セ
ン
氏
病
患
者
生
活
記
録
』（
新
評
論
社
・
東
京
、
一
九
五
六
年
）
を
よ
ん
で
、
ぐ
っ
と
う
ち
の
め
さ
れ
た
。
新

書
版
の
ち
い
さ
な
本
だ
が
、
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
の
な
ま
の
体
験
が
の
べ
ら
れ
て
い
て
、
ず
っ
と
お
も
い
。
こ
こ
に
は
、
事
実
を
こ
え
た

真
実
が
あ
る
と
つ
よ
く
感
じ
た
。

日
記
、
闘
病
記
、
自
伝
の
類
い
も
こ
こ
に
い
れ
て
よ
か
ろ
う
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、「
実
録
」
の
問
題
が
あ
る
。
実
事
記
録
か
ら
、
実
録
体
読
み
も
の
、
小
説
（
実
際
の
事
件
の
重
要
人
物
は
実
名

の
ま
ま
で
〔
あ
る
い
は
、
そ
れ
と
わ
か
る
仮
名
に
し
て
の
〕、
虚
構
を
ふ
く
む
読
み
も
の
）
ま
で
と
、
幅
ひ
ろ
い
も
の
を
ふ
く
む
。
そ

の
例
と
し
て
、
錦
織
剛
清
『
神
も
仏
も
な
き
闇
の
世
の
中
』（
は
じ
め
忠
愛
社
書
店
・
東
京
、
の
ち
春
陽
堂
・
東
京
、
一
八
九
二
年
）

お
よ
び
渡
邊
網
講
演
『
明
治
奇
獄
掃
魔
の
曙
』（
西
森
敏
功
・
東
京
、
一
八
九
二
年
）
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

相
馬
事
件
と
は
、
今
日
の
統
合
失
調
症
に
な
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
旧
相
馬
藩
主
の
監
禁
・
入
院
を
め
ぐ
る
大
騒
動
で
、
精
神
科
医
療

史
で
は
ラ
イ
シ
ャ
ワ
大
使
刺
傷
事
件
を
う
わ
ま
わ
る
大
事
件
で
あ
っ
た
。
錦
織
ら
旧
家
臣
の
一
部
は
こ
れ
を
裕
福
な
お
家
乗
っ
取
り
の

陰
謀
だ
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
美
貌
の
妹
を
身
代
わ
り
に
見
合
い
さ
せ
て
先
天
性
鎖
膣
症
（
穴
な
し
小
町
）
の
姉
を
と
つ
が
せ
て
、
主

君
を
く
る
し
め
た
、
な
ど
と
主
張
し
た
。
講
談
仕
立
て
の
後
者
（「
掃
魔
」
は
も
ち
ろ
ん
「
相
馬
」
の
も
じ
り
で
あ
る
）
は
、
錦
織
剛

清
校
閲
と
な
っ
て
い
て
、
筋
書
き
は
両
者
と
も
同
一
で
あ
る
。
そ
し
て
前
者
は
、
ち
く
ま
書
房
の
『
明
治
文
学
全
集
』
中
の
『
記
録
文
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学
集
』（
一
九
六
七
年
）
に
、
後
者
は
岩
波
書
店
の
『
新
日
本
古
典
文
学
体
系
明
治
編
』
の
『
明
治
実
録
集
』（
二
〇
〇
七
年
）
に
お
さ

め
ら
れ
て
い
る
。
錦
織
の
も
の
は
一
方
の
当
事
者
の
手
記
で
は
あ
る
が
、
か
れ
の
あ
ま
り
に
一
方
的
な
思
い
込
み
と
誤
り
と
が
お
お
す

ぎ
る
。
こ
れ
を
「
実
録
」
と
よ
ぶ
な
ら
よ
い
が
、「
記
録
文
学
」
と
し
て
は
首
を
か
し
げ
た
く
な
る
（
あ
る
い
は
、
記
録
文
学
と
は
い
っ

て
も
虚
構
性
の
つ
よ
い
も
の
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
）。

二
．
作
家
に
よ
る
、
医
学
史
上
重
要
な
出
来
事
の
記
録
・
描
写

ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ス
ウ
ィ
フ
ト
の
『
悪
疫
流
行
記
』
は
、
一
八
世
紀
は
じ
め
の
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
ペ
ス
ト
流
行
の
記
録
と
し
て
重
要

な
も
の
で
あ
っ
た
。
石
牟
礼
道
子
の
『
苦
海
浄
土
』（
講
談
社
・
東
京
、
一
九
六
五
年
）
は
、
水
俣
病
へ
の
関
心
を
切
な
く
も
か
き
た

て
た
。
正
岡
子
規
の
「
墨
汁
一
滴
」（
一
九
〇
一
年
）、「
仰
臥
漫
録
」（
一
九
〇
一
年
）
お
よ
び
「
病
牀
六
尺
）（
一
九
〇
二
年
）
は
、

当
時
に
お
け
る
脊
椎
カ
リ
エ
ス
患
者
の
生
活
・
苦
し
み
を
え
が
き
だ
し
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
例
は
、
い
く
ら
で
も
あ
げ
る
こ
と
が
で

き
る
。

こ
こ
で
は
石
上
玄
一
郎
の
「
精
神
病
学
教
室
」
を
と
り
あ
げ
る
（「
石
上
」
は
、
著
者
み
ず
か
ら
「
い
し
が
み
」
と
、
ま
た
時
期
に

よ
り
、「
い
そ
の
か
み
」
と
も
よ
ん
で
い
る
）。
こ
れ
は
一
九
四
二
年
の
『
中
央
公
論
』
一
〇
月
号
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
、
翌
年
同
題

の
単
行
本
（
中
央
公
論
社
・
東
京
）
に
収
録
さ
れ
た
。
当
時
は
た
い
へ
ん
な
話
題
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
え
が
か
れ
て
い
る
の
は
、
の
ち

に
脈
な
し
病
と
し
て
し
ら
れ
る
事
例
を
う
け
も
っ
た
医
師
の
苦
悩
で
、
教
授
は
病
態
解
明
の
た
め
に
脳
血
管
写
を
命
じ
る
が
、
そ
の
危

険
性
か
ら
か
れ
は
た
め
ら
っ
て
い
る
。
患
者
の
命
よ
り
研
究
だ
と
す
る
教
授
に
か
れ
は
屈
し
て
、
検
査
を
お
こ
な
い
、
脳
血
管
の
異
常

は
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
が
、
患
者
は
し
ぬ
。
じ
つ
は
こ
の
医
師
は
、
東
京
帝
国
大
学
精
神
病
学
教
室
に
い
た
津
川
武
一
で
、
教
授
は
内

村
祐
之
で
あ
る
。
医
師
が
発
狂
す
る
と
い
う
最
後
を
の
ぞ
い
て
は
、
筋
は
ほ
ぼ
事
実
に
そ
っ
て
い
る
。

石
上
は
、
津
川
の
弘
前
高
校
時
代
の
友
人
で
あ
っ
た
。
石
上
は
当
時
創
元
社
の
記
者
で
、
津
川
が
当
直
の
と
き
よ
く
き
て
と
ま
っ
た
。
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そ
し
て
、
こ
の
事
例
の
診
療
録
を
よ
ん
だ
ら
し
い
（
そ
う
、
津
川
か
ら
き
い
て
い
る
）。
内
村
は
「
石
上
」
と
は
津
川
の
ペ
ン
ネ
ー
ム

と
お
も
い
、
津
川
に
は
げ
し
く
い
か
っ
た
。
津
川
は
弁
明
し
た
が
、
そ
の
事
例
を
か
い
た
津
川
の
論
文
は
内
村
に
に
ぎ
り
つ
ぶ
さ
れ
た
。

脈
な
し
病
は
、
は
じ
め
眼
科
の
高
安
右
人
が
眼
底
に
お
け
る
花
冠
状
動
静
脈
吻
合
を
記
載
し
て
高
安
病
と
よ
ば
れ
て
い
た
が
、
橈
骨
動

脈
の
脈
拍
も
欠
如
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
佐
野
圭
司
ら
の
記
載
（
一
九
七
〇
年
）
に
よ
る
「
脈
な
し
病
」
の
呼
称
が
定
着
し
た
も
の
で

あ
る
。
津
川
の
論
文
が
発
表
さ
れ
て
い
た
ら
、
か
れ
は
脈
な
し
病
の
発
見
者
と
な
っ
て
い
た
ろ
う
。
と
も
か
く
も
、「
精
神
病
学
教
室
」

は
、
発
表
さ
れ
な
か
っ
た
脈
な
し
病
例
と
、
研
究
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
の
葛
藤
と
を
え
が
い
た
問
題
作
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
当
然
う
か
び
あ
が
る
の
は
、
吉
村
昭
お
よ
び
司
馬
遼
太
郎
の
二
人
で
あ
る
。
二
人
は
と
も
に
医
学
史
に
関
係
す
る
作
品
が
お

お
い
。
調
べ
方
も
か
な
り
徹
底
し
て
い
た
。
司
馬
が
大
作
品
を
か
く
と
き
は
ト
ラ
ッ
ク
何
台
分
か
の
資
料
を
あ
つ
め
る
と
、
ま
た
吉
村

は
現
地
に
何
回
も
足
を
は
こ
ん
で
、
当
日
の
天
気
が
ど
う
だ
っ
た
か
ま
で
し
ら
べ
つ
く
し
た
と
、
き
い
て
い
る
。
わ
た
し
は
は
じ
め
司

馬
の
医
学
史
に
関
す
る
小
説
を
、
自
分
の
専
門
で
な
い
分
野
の
知
識
を
お
ぎ
な
う
た
め
に
、
よ
も
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
司
馬
は

大
事
な
と
こ
ろ
を
は
ぶ
い
た
り
、
ゆ
が
め
た
り
し
て
い
る
と
き
い
て
、
司
馬
の
作
品
を
よ
む
こ
と
を
や
め
た
。
こ
の
あ
た
り
は
、
シ
ン

ポ
ジ
ス
ト
の
酒
井
シ
ヅ
に
よ
り
の
べ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

歴
史
に
関
す
る
事
実
を
い
く
ら
あ
つ
め
て
も
、
全
部
を
う
め
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
伝
記
で
も
お
な
じ
で
あ
る
。
わ
た
し

の
『
呉　

秀
三　

そ
の
生
涯
と
業
績
』（
思
文
閣
出
版
・
京
都
、
一
九
八
二
年
）
で
は
一
つ
、「
権
可
変
、
学
不
易
」
が
箕
作
一
族
の
信

念
で
あ
っ
た
ろ
う
と
か
い
た
が
、
こ
の
こ
と
ば
は
資
料
に
は
で
て
こ
な
い
。
だ
が
、
幕
末
か
ら
明
治
前
半
期
に
か
け
て
洋
学
が
も
て
は

や
さ
れ
、
迫
害
さ
れ
、
ま
た
も
て
は
や
さ
れ
る
（
そ
の
な
か
で
一
人
は
つ
か
い
こ
ろ
さ
れ
る
）
な
か
で
、
学
問
を
ま
も
り
ぬ
い
た
一
族

の
信
条
は
そ
う
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
、
と
お
も
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
、
呉
が
門
下
に
各
地
の
私
宅
監
置
を
調
査
さ
せ
た
動

機
と
し
て
、
東
京
府
巣
鴨
病
院
か
ら
の
患
者
逃
走
に
た
い
す
る
東
京
都
内
訓
（
注
意
書
き
）
を
あ
げ
た
。
東
京
都
公
文
書
館
に
あ
っ
た

内
訓
原
案
に
は
、
精
神
病
者
監
護
法
の
目
的
は
監
禁
が
主
で
治
療
は
従
で
あ
る
と
、
は
っ
き
り
か
い
て
あ
っ
た
。
呉
は
こ
れ
に
反
発
を
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お
ぼ
え
た
と
推
測
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
次
項
の
問
題
に
も
関
係
す
る
が
、
こ
の
あ
た
り
は
シ
ン
ポ
ジ
ス
ト
の
篠
田
達
明
、
お
よ
び
指
定
討
論
者
の
山
崎
光
夫
に
よ
っ

て
ふ
れ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
じ
つ
は
、
次
項
に
ふ
れ
る
Ａ
の
こ
と
で
、
小
木
貞
孝
氏
（
作
家
加
賀
乙
彦
）
に
た
ず
ね
た
と
こ
ろ
、「
で
き

る
だ
け
資
料
を
あ
つ
め
て
か
い
て
い
る
と
、
自
分
が
そ
の
人
に
な
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
場
で
の
そ
の
人
の
気
持
ち
が
わ
か
る
ん
で
す
よ
」

と
の
答
え
で
あ
っ
た
。

三
．
医
師
が
作
家
で
あ
る
ば
あ
い

医
師
が
作
家
で
あ
る
ば
あ
い
に
、
医
学
史
上
重
要
な
出
来
事
や
人
物
、
時
の
医
療
事
情
、
時
代
背
景
に
つ
い
て
、
作
品
化
さ
れ
た
証

言
が
え
ら
れ
る
。
精
神
病
医
で
も
あ
っ
た
歌
人
齋
藤
茂
吉
の
『
赤
光
』（
一
九
一
三
年
）
お
よ
び
『
あ
ら
た
ま
』（
一
九
二
一
年
）
は
、

当
時
の
東
京
府
巣
鴨
病
院
（
東
京
都
立
松
沢
病
院
の
前
身
）
の
風
景
、
患
者
の
た
た
ず
ま
い
を
う
た
い
だ
し
て
い
る
。
精
神
科
医
で
あ

る
加
賀
乙
彦
の
『
頭
医
者
事
始
』（
一
九
七
六
年
）
お
よ
び
『
頭
医
者
青
春
記
』（
一
九
八
〇
年
）
は
、
東
京
大
学
精
神
病
学
教
室
お
よ

び
同
脳
研
究
施
設
で
の
体
験
、
と
く
に
人
間
模
様
を
お
も
し
ろ
く
え
が
い
て
い
る
。
な
か
で
も
、
脳
研
究
施
設
に
お
け
る
小
川
鼎
三
お

よ
び
吉
益
脩
夫
（
を
お
も
わ
せ
る
人
）
の
人
間
像
が
き
わ
だ
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
森
鷗
外
の
医
人
（
考
証
学
者
で
あ
る
）
伝
、「
澀

江
抽
齋
」（
一
九
一
六
年
）、「
伊
澤
蘭
軒
」（
一
九
一
六―
一
七
年
）
も
あ
る
。
医
師
が
作
家
で
あ
れ
ば
、
医
学
史
を
さ
ぐ
り
や
す
い
こ

と
は
当
然
で
、
こ
の
あ
た
り
は
篠
田
か
ら
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
。

三
．の
特
殊
問
題
の
（
一
）
と
し
て
、
作
家
性
が
医
学
者
性
を
侵
食
す
る
ば
あ
い
が
あ
る
。
生
理
学
者
の
林
髞
は
パ
ヴ
ロ
フ
の
条
件

反
射
を
日
本
に
本
格
的
に
導
入
し
た
人
で
あ
る
が
、
木
々
高
太
郎
と
し
て
は
推
理
小
説
作
家
で
あ
っ
た
（
そ
れ
ま
で
の
「
探
偵
小
説
」

の
呼
称
に
か
え
て
「
推
理
小
説
」
を
定
着
さ
せ
る
に
力
あ
っ
た
の
は
、
か
れ
で
あ
る
）。
わ
た
し
た
ち
は
学
生
の
と
き
ソ
ヴ
ェ
ト
医
学

研
究
会
で
、
パ
ヴ
ロ
フ
の
原
文
を
林
訳
『
条
件
反
射
学
（
大
脳
両
半
球
の
働
ら
き
に
つ
い
て
の
講
義
）』（
三
省
堂
・
東
京
、
一
九
三
七
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年
）
の
創
元
文
庫
版
と
照
合
し
て
勉
強
し
た
。
す
る
と
、
林
訳
に
、
原
文
を
逆
に
訳
し
て
い
て
、
し
か
も
、
か
る
く
よ
む
と
前
後
う
ま

く
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
を
、
い
く
つ
か
み
い
だ
し
た
（
若
者
は
こ
う
い
う
発
見
を
手
柄
に
し
た
が
る
）。「
林
さ
ん
、
作
家

だ
な
」
と
感
じ
た
次
第
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
あ
げ
る
Ａ
は
、
マ
ス
コ
ミ
に
も
よ
く
で
る
著
明
な
精
神
医
学
者
で
、
小
説
も
か
い
て
い
る
。
Ａ
は
あ
る
事
典
で
、
ク
ル
ト
・

シ
ナ
イ
ダ
ー
著
の
『
精
神
病
質
人
格
』
を
解
説
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
を
か
い
た
、―

日
本
精
神
神
経
学
会
は
一
九
七
二
年
に

「
精
神
病
質
は
医
学
的
概
念
で
は
な
い
」
と
決
議
し
た
が
、
こ
れ
に
た
い
し
シ
ナ
イ
ダ
ー
は
、「
精
神
病
質
概
念
は
し
ん
だ
か
も
し
れ
な

い
、
し
か
し
精
神
病
質
者
は
い
き
て
い
る
」
と
つ
ぶ
や
い
た
と
い
う
。
こ
の
シ
ナ
イ
ダ
ー
は
一
九
六
七
年
に
な
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た

一
九
七
二
年
の
も
の
は
決
議
で
は
な
く
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
大
勢
で
あ
っ
た
。
Ａ
が
霊
能
者
で
あ
る
と
は
き
い
て
い
な
い
。
ま
た
Ａ
は
、

自
伝
的
な
文
章
の
な
か
で
、
自
分
は
東
京
大
学
教
授
の
有
力
候
補
だ
っ
た
が
、
教
室
に
反
対
派
の
勢
い
が
つ
よ
い
の
で
お
り
た
、
と
か

い
て
い
る
。
関
係
者
に
き
く
と
、
教
授
詮
衡
第
一
段
階
で
名
の
あ
が
っ
た
大
勢
の
な
か
に
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
最
終
段
階
に
ち
か

い
数
名
の
な
か
に
か
れ
の
名
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
、
医
学
論
文
に
お
け
る
事
実
確
認
か
ら
論
文
化
ま
で
の
過
程
を
図
式
化
す
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

表
現
力

　
　
　

事
実
の
確
認　

↓　
→　
←　

↓　
論
文
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

構
想
力

こ
う
い
っ
た
過
程
が
あ
る
だ
ろ
う
。
Ａ
の
ば
あ
い
構
想
力
が
肥
大
し
す
ぎ
て
い
る
。「
空
想
性
虚
言
症
」
と
い
う
症
状
が
あ
る
。
Ａ
に

は
こ
の
要
素
が
あ
る
、
と
さ
え
い
え
そ
う
で
あ
る
。

三
．の
特
殊
問
題
の
（
二
）
と
し
て
、「
森
林
太
郎
と
森
鷗
外
」
と
い
う
主
題
が
う
か
び
あ
が
る
。
森
林
太
郎
は
脚
気
問
題
で
は
判
断
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を
あ
や
ま
り
ま
た
上
司
に
お
も
ね
っ
て
数
多
く
の
将
兵
を
こ
ろ
し
た
。
そ
の
罪
万
死
に
値
い
す
る
と
い
っ
て
よ
い
。
か
れ
は
脚
気
問
題

で
の
失
策
を
公
的
に
み
と
め
て
は
い
な
い
が
、
晩
年
に
は
当
然
そ
れ
に
気
づ
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
い
う
大
失
策
を
し
た
人
と

し
て
の
後
悔
、
無
念
さ
が
森
鷗
外
の
作
品
に
ど
う
反
映
さ
れ
て
い
る
か
。
こ
の
点
の
検
討
は
ま
だ
ほ
と
ん
ど
さ
れ
て
い
な
い
。
荒
井
保

男
の
報
告
は
、
森
林
太
郎
の
遺
書
を
こ
う
い
っ
た
観
点
か
ら
検
討
す
る
は
ず
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
特
殊
問
題
の
（
一
）、（
二
）
で
は
、
作
品
だ
け
で
な
く
そ
の
人
の
性
格
、
生
活
史
、
家
庭
環
境
な
ど
も
検
討

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
精
神
医
学
で
い
う
パ
ト
グ
ラ
フ
ィ
、―

こ
れ
は
一
般
に
病
蹟
学
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
富
士
川
游
は
「
病

志
」
の
語
を
あ
て
た
、「
志
」
に
は
、
か
き
し
る
す
の
意
も
あ
る
、―

が
そ
れ
で
あ
る
。
病
志
と
は
、
せ
ま
い
病
気
に
か
ぎ
ら
ず
、
生

の
発
展
と
創
造
と
の
関
連
性
を
さ
ぐ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
病
志
の
見
方
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

こ
の
月
例
会
で
「
森
林
太
郎
と
森
鷗
外
」
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
い
つ
か
や
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

四
．
文
学
性
の
た
か
い
医
学
論
文

呉
秀
三
、
樫
田
五
郎
の
「
精
神
病
者
私
宅
監
置
ノ
実
況
及
ビ
其
統
計
的
観
察
」（
一
九
一
八
年
）
は
、
日
本
の
精
神
科
医
療
史
上
も
っ

と
も
重
要
な
論
文
で
あ
る
が
、
同
時
に
格
調
た
か
い
表
現
が
随
所
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
呉
の
医
学
生
時
代
の
著
『
脳
髄
生
理
精

神
敬
徴
』（
一
八
八
九
年
）
は
、
精
神
生
理
学
の
書
で
あ
る
が
、
漢
文
調
の
名
文
が
あ
ふ
れ
か
え
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

医
学
史
上
重
要
で
し
か
も
文
学
性
の
た
か
い
学
術
論
文
は
ほ
か
に
も
お
お
く
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
さ
ぐ
っ
て
い
く
こ
と
も
、「
医

学
史
と
文
学
」
と
い
う
主
題
の
展
開
と
な
る
だ
ろ
う
。

シ
ン
ポ
ジ
ス
ト
の
報
告
が
お
わ
っ
た
あ
と
、
討
論
の
時
間
は
あ
ま
り
の
こ
っ
て
い
な
か
っ
た
。
指
定
討
論
者
の
山
崎
光
夫
氏
は
、

最
近
作
の
『
大
隈
重
信
』
を
中
心
に
、
構
想
か
ら
作
品
化
の
過
程
を
簡
単
に
の
べ
ら
れ
た
。
司
会
が
指
名
し
た
山
下
政
三
氏
は
、
い
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ま
森
林
太
郎―

森
鷗
外
に
と
り
く
ん
で
い
る
と
発
言
さ
れ
た
。

最
後
に
挨
拶
に
た
た
れ
た
吉
村
夫
人
津
村
節
子
さ
ん
は
、
酒
井
報
告
を
補
足
す
る
形
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
を
は
な
さ
れ
た
。

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
な
く
て
も
事
実
そ
の
も
の
が
お
も
し
ろ
い
、
小
説
だ
け
で
な
く
て
、
講
演
も
お
も
し
ろ
く
て
な
ら
な
い
、
と
い
う

の
が
、
吉
村
の
信
念
で
あ
っ
た
。
順
天
堂
で
し
た
最
初
の
講
演
は
シ
ド
ロ
モ
ド
ロ
だ
っ
た
が
、
や
が
て
講
演
も
、
お
も
し
ろ
く
て
聴

衆
が
前
の
椅
子
に
頭
を
ぶ
つ
け
る
ま
で
に
な
っ
た
。
速
筆
で
あ
っ
た
。『
桜
田
門
の
変
』
を
か
い
た
と
き
、
三
五
二
枚
ま
で
か
い
た

の
を
す
て
た
が
、
原
稿
は
期
日
に
ち
ゃ
ん
と
間
に
あ
わ
せ
た
。
こ
の
と
き
は
薩
摩
浪
人
な
ら
示
現
流
と
い
う
の
で
、
鹿
児
島
ま
で

い
っ
て
示
現
流
の
使
い
手
の
太
刀
さ
ば
き
を
実
見
し
て
か
ら
、
か
き
つ
い
だ
。
原
稿
を
期
日
ま
で
に
し
あ
げ
る
点
で
、
吉
村
は
「
作

家
の
敵
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
で
、
津
村
さ
ん
自
身
も
そ
れ
に
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
感
じ
た
。


