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は
じ
め
に

　
精
神
科
医
の
呉
秀
三
（
一
八
六
五
︱
一
九
三
二
）
は
︑
日
本
に
お
け
る
精
神

病
学
を
確
立
し
た
人
物
と
し
て
そ
の
名
を
知
ら
れ
て
い
る
︒
呉
は
︑
精
神
及
び

神
経
疾
患
治
療
の
普
及
に
取
り
組
む
中
︑
明
治
期
に
お
い
て
既
に
︑
自
身
が
医

長
を
務
め
る
東
京
府
巣
鴨
病
院（

1
）

で
治
療
の
一
環
と
し
て
音
楽
療
法（

2
）

の
試
行
を
開

始
し
た（

3
）

︒
呉
の
音
楽
療
法
実
践
に
関
し
て
は
︑
巣
鴨
病
院
の
後
身
に
あ
た
る
東

京
都
立
松
沢
病
院
併
設
の
﹁
日
本
精
神
医
学
資
料
館
﹂
を
中
心
に
︑
当
時
の
状

況
を
窺
い
知
る
こ
と
の
で
き
る
資
料
が
現
存
し
て
い
る
も
の
の
︑
こ
れ
ま
で
そ

の
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
実
際
に
呉

が
音
楽
療
法
を
体
系
的
︑
及
び
長
期
的
に
行
っ
た
こ
と
は
︑
日
本
の
音
楽
療
法

史
上
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る（

4)

︒
し
た
が
っ
て
本
論
文
で
は
︑
呉
が
ど

の
よ
う
な
音
楽
療
法
を
行
っ
た
の
か
︑
そ
し
て
呉
が
音
楽
療
法
を
行
う
に
至
っ

た
思
想
的
背
景
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
解
明
す
る
た
め
︑

既
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
資
料
の
み
な
ら
ず
︑﹁
日
本
精
神
医
学
資
料
館
﹂
所
蔵

の
病
院
側
未
刊
行
資
料
を
も
用
い
て
分
析
を
試
み
た
い
︒

　
本
論
文
で
は
︑
ま
ず
第
一
節
で
一
九
〇
二
（
明
治
三
十
五
）
年
に
巣
鴨
病
院

の
音
楽
療
法
を
連
続
し
て
報
じ
た
読
売
新
聞
記
事
の
分
析
を
通
じ
て
︑
音
楽
療

法
が
ど
の
よ
う
に
実
践
さ
れ
た
の
か
を
解
明
す
る
︒
続
く
第
二
節
で
は
︑
音
楽

療
法
の
基
層
と
な
る
呉
の
医
学
理
論
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
の
か
を
︑
留

学
時
に
呉
が
直
接
触
れ
た
医
学
思
想
と
の
関
連
の
中
で
探
っ
て
い
く
︒
そ
し
て
︑

呉
秀
三
の
音
楽
療
法
と
そ
の
思
想
的
背
景

光
平
有
希
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第
三
節
で
は
︑
呉
が
推
奨
し
た
患
者
自
ら
が
楽
器
を
演
奏
す
る
﹁
音
楽
弾
奏
﹂

に
よ
っ
て
効
果
を
見
込
む
能
動
的
音
楽
療
法
の
実
態
を
解
明
し
︑
他
方
︑
第
四

節
で
は
︑﹁
慰
楽
﹂
と
呉
が
命
名
し
︑
患
者
が
音
楽
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
効

果
を
見
込
む
受
動
的
音
楽
療
法
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
︒
ま
た
︑
第
三
節
及

び
第
四
節
で
は
︑
音
楽
療
法
実
践
の
内
容
と
並
行
し
て
呉
が
各
音
楽
療
法
を
導

入
す
る
に
至
っ
た
思
想
的
背
景
に
つ
い
て
も
検
証
す
る
︒
最
後
に
第
五
節
で
は
︑

明
治
期
に
開
花
し
た
巣
鴨
病
院
に
お
け
る
音
楽
療
法
が
︑
そ
の
後
ど
の
よ
う
に

展
開
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
紹
介
す
る
︒

　
な
お
︑
本
論
文
で
資
料
を
翻
刻
す
る
際
は
︑
基
本
的
に
旧
字
体
を
新
字
体
に
︑

旧
仮
名
づ
か
い
を
新
仮
名
づ
か
い
に
改
め
て
掲
載
す
る
こ
と
と
し
︑
さ
ら
に
︑

読
解
を
円
滑
に
す
る
た
め
︑
西
洋
の
固
有
名
詞
以
外
の
片
仮
名
に
関
し
て
は
平

仮
名
に
変
換
す
る
と
共
に
︑
適
宜
句
読
点
を
補
っ
た
上
で
表
記
す
る
︒
ま
た
︑

患
者
名
に
関
し
て
は
︑
新
聞
記
事
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ
の

ま
ま
実
名
を
挙
げ
た
が
︑
現
在
の
看
護
記
録
に
あ
た
る
﹁
挙
動
帳
﹂
の
よ
う
な

未
刊
行
及
び
病
院
側
資
料
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
﹁
患
者
﹂
と

の
み
記
し
︑
実
名
は
伏
せ
る
こ
と
と
す
る
︒

　

一
　
新
聞
記
事
に
み
る
東
京
府
巣
鴨
病
院
で
の
音
楽
療
法
実
践
内
容

　
一
九
〇
二
（
明
治
三
十
五
）
年
一
月
十
三
日
の
『
読
売
新
聞
』
朝
刊
に
は
︑

﹁
瘋
癲
と
音
楽
﹂
と
い
う
題
名
の
も
と
︑
巣
鴨
病
院
で
行
わ
れ
た
音
楽
療
法
の

実
践
に
関
す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る（

5
）

︒
そ
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒

　
巣
鴨
の
瘋
癲
病
院
医
長
呉
秀
三
氏
が
瘋
癲
病
者
に
音
楽
を
聴
か
せ
て
︑

之
に
依
り
て
病
勢
を
和
ら
げ
ん
と
の
計
画
あ
る
由
は
︑
去
る
五
日
の
紙
上

に
記
し
た
る
が
︑
い
よ
い
よ
昨
十
二
日
午
前
九
時
よ
り
同
病
院
講
堂
に
於

い
て
︑
之
を
実
行
し
た
り
︒
初
め
︑
男
の
患
者
約
百
名
を
入
場
さ
せ
て
聴

か
せ
た
る
は
︑

　 

▲
ピ
ヤ
ノ
合
奏
（
前
田
久
八
︑岡
野
貞
一
）
▲
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
合
奏
（
石

野
巍
︑
高
折
周
一
）
▲
ピ
ヤ
ノ
独
奏
（
前
田
久
八
）
▲
唱
歌
合
唱
　
中

学
唱
歌
集
中
な
る
﹁
寄
宿
舎
の
古
釣
瓶
﹂
更
に
﹁
去
年
の
今
夜
﹂﹁
豊

太
閤
﹂（
東
京
音
楽
学
校
生
徒
諸
氏
）
▲
ピ
ヤ
ノ
︑
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
︑

セ
ロ
︑
三
部
合
奏
（
前
田
︑
石
野
︑
岡
野
の
三
氏
）

　
患
者
は
大
抵
静
粛
に
聴
き
居
た
る
が
︑
演
奏
終
わ
り
て
︑
今
度
は
女
の

患
者
を
同
じ
く
百
名
ば
か
り
入
れ
て
︑
再
び
前
の
演
奏
を
繰
り
返
し
︑
次

に
患
者
の
演
奏
あ
り
て
︑
患
者
に
聴
か
せ
た
る
が
︑
患
者
中
選
ば
れ
て
演

奏
者
と
な
り
し
は
︑
川
村
ス
ズ
︑
大
野
ヨ
ネ
の
二
人
に
て
︑
ス
ズ
は
三
十

余
︑
ヨ
ネ
は
年
二
十
三
︒
ス
ズ
の
琴
︑
ヨ
ネ
の
三
味
線
に
て
潮
汐
を
奏
し

た
り
︒
ヨ
ネ
の
技
な
か
な
か
巧
み
に
し
て
︑
ス
ズ
も
先
ず
巧
み
な
る
方
な

り
し
が
︑
ヨ
ネ
は
本
所
に
生
れ
て
新
橋
に
芸
者
と
な
り
︑
更
に
水
戸
に
赴

き
し
も
余
り
お
座
敷
も
少
な
か
り
し
よ
り
︑
心
配
し
て
瘋
癲
病
院
に
入
る

に
至
り
し
も
の
と
ぞ
︒
次
に
矢
張
り
大
野
ヨ
ネ
の
清
元
明
鳥
な
る
筈
な
り
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し
が
︑
差
し
替
わ
り
て
鈴
が
森
と
な
り
︑
次
に
ヨ
ネ
︑
ス
ズ
の
二
人
に
て

甚
句
を
唄
い
︑
同
じ
く
患
者
な
る
桜
井
ミ
ヨ
と
て
五
十
歳
位
の
老
婆
が
胴

よ
り
上
を
ご
む
に
て
巻
き
︑
一
寸
法
師
に
擬
し
て
踊
り
︑
最
後
に
ス
ズ
が

北
洲
を
語
り
て
︑
荒
木
ハ
ル
と
い
う
患
者
が
三
味
線
を
弾
き
︑
午
後
零
時

三
十
分
頃
無
事
に
済
み
た
り
︒

　
右
記
で
は
︑
巣
鴨
病
院
で
精
神
疾
患
患
者
に
演
奏
聴
取
を
用
い
て
行
っ
た
音

楽
療
法
実
践
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る（

6
）

︒
こ
れ
は
巣
鴨
病
院
の
当
時
の
医
長
で

あ
っ
た
呉
が
勧
め
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
呉
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
や

ド
イ
ツ
︑
フ
ラ
ン
ス
へ
の
留
学
経
験
を
有
し
︑
東
京
帝
国
大
学
医
科
大
学
教
授

と
併
行
し
て
︑
巣
鴨
病
院
医
長
の
任
に
就
い
て
い
る（

7
）

︒
当
時
︑
巣
鴨
病
院
は
東

京
帝
国
大
学
医
科
大
学
の
研
修
及
び
研
究
施
設
と
し
て
利
用
さ
れ
て
お
り
︑
日

本
に
お
け
る
精
神
医
療
の
最
先
端
技
術
及
び
中
枢
を
担
う
機
関
で
あ
っ
た
︒

　
同
記
事
の
内
容
か
ら
は
︑
ま
ず
岡
野
貞
一
（
一
八
七
八
︱
一
九
四
一
）
や
前

田
久
八
（
一
八
七
四
︱
一
九
四
三
）︑
石
野
巍
（
十
九
︱
二
十
世
紀
）
と
い
っ
た
︑

当
時
︑
東
京
音
楽
学
校
の
教
員
及
び
学
生
で
あ
り
︑
そ
の
後
︑
近
代
日
本
音
楽

界
を
牽
引
し
て
い
く
音
楽
家
に
よ
っ
て
ピ
ア
ノ
︑
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
︑
チ
ェ
ロ
な

ど
の
西
洋
楽
器
演
奏
が
行
わ
れ
る
ほ
か
︑
複
数
の
東
京
音
楽
学
校
の
学
生
に
よ

る
合
唱
演
奏
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
こ
の
演
奏
に
関
し
て
は
︑
男
女
の

患
者
そ
れ
ぞ
れ
百
人
が
聴
取
し
て
い
る
︒
そ
の
後
︑
女
性
患
者
に
対
し
て
は
︑

患
者
の
中
か
ら
選
抜
さ
れ
た
四
名
に
よ
る
三
味
線
︑
箏
の
演
奏
や
舞
踊
な
ど
が

行
わ
れ
た
︒
同
記
事
で
は
︑
和
洋
の
音
楽
の
試
行
︑
ま
た
演
奏
家
に
よ
る
演
奏

と
患
者
に
よ
る
演
奏
と
い
っ
た
種
々
の
演
奏
試
行
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
と
な
っ
て
お
り
︑
病
院
側
の
多
様
な
演
奏
内
容
及
び
方
法
に
よ
る
患
者
へ
の

影
響
を
観
察
す
る
目
的
が
窺
え
る
︒
で
は
︑
こ
の
演
奏
を
聞
い
た
患
者
の
反
応

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
に
関
し
て
は
︑
そ
の
翌
日

よ
り
続
け
て
『
読
売
新
聞
』
に
﹁
瘋
癲
者
に
音
楽
を
試
む
﹂
と
い
う
題
名
で
連

載
さ
れ
た
記
事
を
見
て
い
く
こ
と
に
よ
り
検
討
し
て
み
た
い
︒
ま
ず
︑

一
九
〇
二
年
一
月
十
四
日
の
記
事
内
容
に
目
を
向
け
て
み
よ
う（

8
）

︒

　
一
昨
日
︑
東
京
府
巣
鴨
病
院
に
於
い
て
行
い
し
瘋
癲
患
者
に
対
す
る
音

楽
演
奏
の
模
様
は
︑
其
概
略
を
昨
日
の
紙
上
に
記
し
た
る
が
︑
尚
同
院
医

長
呉
博
士
の
演
説
を
始
め
︑
音
楽
演
奏
中
に
於
け
る
患
者
の
挙
動
並
び
に

俗
曲
を
演
じ
た
る
患
者
の
病
室
等
に
就
き
て
見
聞
し
た
る
と
こ
ろ
を
掲
く

べ
し
︒
▲
呉
博
士
の
演
説
と
談
話
　
　
博
士
は
︑
音
楽
演
奏
に
先
だ
ち
来

賓
並
び
に
患
者
に
対
し
︑
今
回
当
院
に
於
い
て
音
楽
会
を
催
し
た
る
所
以

は
︑
先
ず
患
者
の
無
情
を
慰
め
︑
快
楽
を
与
う
る
と
共
に
︑
音
楽
の
感
化

が
患
者
に
及
ぼ
す
結
果
の
如
何
を
研
究
せ
ん
が
為
な
り
云
々
と
述
べ
︑
続

い
て
西
洋
諸
国
に
於
け
る
瘋
癲
病
院
が
患
者
取
扱
い
の
方
法
沿
革
よ
り
︑

巣
鴨
病
院
に
於
け
る
今
後
の
計
画
等
を
述
べ
た
る
が
︑（
中
略
）
記
者
は

音
楽
演
奏
終
わ
り
て
︑
後
更
に
博
士
に
就
い
て
問
う
と
こ
ろ
あ
り
し
に
︑

博
士
は
こ
れ
に
答
え
て
︑
従
来
の
方
法
に
て
は
︑
患
者
が
全
治
退
院
後
も
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入
院
中
の
習
慣
よ
り
し
て
自
然
怠
惰
に
流
る
る
の
弊
あ
れ
ば
︑
今
後
は

夫
々
職
業
を
授
け
︑
幾
分
か
ず
か
ず
の
報
酬
を
与
え
て
︑
こ
れ
を
奨
励
す

る
の
方
法
を
取
る
べ
く
︑
職
業
と
は
庭
造
り
に
は
当
院
構
内
の
樹
木
の
手

入
れ
︑
大
工
に
は
院
内
の
修
繕
工
事
︑
女
子
に
は
裁
縫
と
各
々
本
来
の
業

務
に
就
か
し
む
る
の
考
え
に
て
︑
ま
た
全
て
の
取
扱
方
法
も
全
て
寛
や
か

に
し
︑
時
々
院
内
に
於
い
て
今
日
の
如
く
音
楽
を
催
し
︑
或
は
踊
り
芝
居

な
ど
を
も
見
せ
︑
又
市
中
音
楽
隊
な
ど
を
も
招
き
て
患
者
に
快
楽
を
与
え

た
し
と
の
希
望
な
り
云
々
と
語
り
た
り
︒
さ
て
当
日
演
奏
会
の
模
様
を
観

た
る
に
︑
▲
男
の
患
者
は
静
粛
に
し
て
音
楽
演
奏
中
は
各
々
耳
を
傾
け
︑

熱
心
に
聴
き
居
た
る
が
︑
第
二
演
奏
の
曲
た
る
石
野
︑
高
折
両
氏
の
バ
イ

オ
リ
ン
合
奏
後
︑
榊
医
学
士
は
︑
患
者
に
対
し
て
第
一
の
曲
た
る
前
田
岡

野
両
氏
合
奏
の
ピ
ヤ
ノ
と
何
れ
が
面
白
か
り
し
や
と
問
い
た
る
に
︑
患
者

の
多
数
は
ピ
ヤ
ノ
の
方
が
面
白
か
り
し
と
答
え
︑
斯
く
て
第
五
の
バ
イ
オ

リ
ン
︑
セ
ロ
︑
ピ
ヤ
ノ
三
部
合
奏
と
終
え
る
ま
で
︑
大
声
を
発
す
る
な
ど
︑

別
に
騒
が
し
き
事
な
く
静
か
に
し
て
聴
き
居
た
り
き
︒
▲
女
の
患
者
は
喧

騒
　
　
女
の
患
者
は
男
の
患
者
に
比
す
れ
ば
︑
余
程
騒
が
し
く
し
て
︑
音

楽
演
奏
室
に
入
る
や
ア
ー
可
笑
し
い
と
て
無
暗
に
か
ら
か
ら
と
笑
う
も
の

あ
り
︒
何
事
か
呟
や
く
者
あ
り
︒
或
は
︑
何
か
叫
ぶ
者
あ
り
た
り
︒
さ
れ

ど
︑
第
一
の
曲
た
る
ピ
ヤ
ノ
の
合
奏
始
ま
る
や
さ
し
も
に
騒
が
し
か
り
し

者
も
水
を
打
ち
た
る
如
く
静
ま
り
て
︑
微
妙
な
る
楽
器
の
音
色
に
耳
を
傾

け
居
た
り
し
が
︑
第
二
の
曲
バ
イ
オ
リ
ン
の
合
奏
終
わ
り
て
︑
榊
学
士
は
︑

例
の
如
く
患
者
に
向
か
い
︑
ピ
ヤ
ノ
の
方
が
面
白
か
り
し
と
思
う
者
は
手

を
挙
げ
よ
と
告
げ
た
る
に
︑
こ
れ
に
応
じ
た
る
は
僅
か
五
六
名
ば
か
り
な

り
し
が
︑
此
中
に
も
二
十
歳
余
り
な
る
一
人
の
銀
杏
返
し
は
︑
バ
イ
オ
リ

ン
演
奏
中
始
終
床
板
を
踏
み
鳴
ら
し
︑
コ
ト
ン
コ
ト
ン
と
足
拍
子
を
取
り

居
た
り
き
︒
夫
れ
よ
り
順
次
音
楽
の
演
奏
あ
り
︒
終
わ
っ
て
榊
学
士
は
又

も
一
同
に
向
い
何
れ
の
曲
が
最
も
面
白
か
り
し
や
と
尋
ね
た
る
に
︑
一
人

は
皆
が
面
白
な
っ
た
大
勝
利
大
賛
成
と
叫
び
︑
他
や
始
め
の
如
く
に
笑
う

も
あ
り
饒
舌
る
も
あ
り
て
︑
頗
る
騒
々
し
か
り
き
︒（
つ
づ
く
）

　
同
記
事
に
よ
る
と
︑
呉
は
音
楽
が
患
者
を
慰
め
る
と
共
に
︑
快
楽
を
与
え
る

と
考
え
て
お
り
︑
そ
の
音
楽
の
感
化
に
関
す
る
研
究
の
た
め
に
音
楽
会
を
催
し

た
と
い
う
︒
ま
た
︑
従
来
の
治
療
及
び
入
院
の
方
法
で
は
︑
患
者
が
全
治
退
院

後
も
入
院
中
の
習
慣
に
よ
っ
て
自
然
怠
惰
な
方
向
へ
流
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
た

め
︑
今
後
は
職
業
訓
練
と
並
行
し
て
︑
時
々
院
内
に
お
い
て
音
楽
会
を
催
す
ほ

か
︑
踊
り
や
芝
居
な
ど
を
も
鑑
賞
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
患
者
に
快
楽
を
与
え
た

い
と
考
え
て
い
る
様
子
が
分
か
る
︒

　
ま
た
︑
同
記
事
で
は
︑
男
女
の
患
者
に
お
け
る
嗜
好
性
の
違
い
が
強
調
さ
れ

る
︒
さ
ら
に
︑
こ
こ
か
ら
は
患
者
の
様
子
及
び
嗜
好
性
を
病
院
側
が
観
察
し
て

い
る
様
子
も
見
ら
れ
︑
観
察
と
実
験
を
通
じ
て
︑
巣
鴨
病
院
で
の
音
楽
療
法
の

内
容
確
立
を
模
索
し
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
︒
な
お
︑
患
者
の
嗜
好
性
を
観
察

し
て
い
た
榊
学
士
と
は
︑当
時
同
病
院
の
医
員
で
あ
っ
た
榊
保
三
郎
（
一
八
七
〇
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︱
一
九
二
九
）
の
こ
と
で
あ
る
︒
榊
は
︑
呉
の
二
代
前
の
巣
鴨
病
院
医
長
で
あ

る
榊
俶
（
一
八
五
七
︱
一
八
九
七
）
の
弟
で
︑
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
名
手
と
し
て

も
知
ら
れ
︑
巣
鴨
病
院
で
の
慈
善
音
楽
会
に
お
い
て
︑
そ
の
腕
前
を
披
露
す
る

こ
と
も
あ
っ
た
︒

　
同
記
事
で
は
︑
演
奏
家
に
よ
る
演
奏
聴
取
時
の
反
応
の
み
記
載
さ
れ
て
い
る

が
︑
患
者
自
身
が
演
奏
し
た
際
の
︑
聞
き
手
側
の
様
子
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
一
九
〇
二
年
一
月
十
五
日
の
記
事

に
次
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
て
い
る（

9
）

︒

　
さ
て
︑
音
楽
の
演
奏
あ
り
て
入
院
患
者
の
俗
曲
演
奏
に
移
り
ぬ
︒
▲
銀

杏
返
し
の
慎
怒
　
　
先
ず
︑
川
村
ス
ズ
︑
大
野
ヨ
ネ
両
女
は
︑
潮
汐
の
一

曲
を
奏
し
︑
続
い
て
ヨ
ネ
が
︑
お
駒
才
三
鈴
ケ
森
の
段
を
語
り
始
め
た
る

に
︑
彼
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
演
奏
中
始
終
足
拍
子
を
取
り
居
た
り
し
銀
杏
返

し
は
︑
頻
り
に
何
か
呟
き
つ
つ
︑
シ
ク
シ
ク
と
泣
き
出
し
た
る
が
︑
や
が

て
声
を
揚
げ
て
罵
り
叫
び
︑
看
護
婦
の
制
す
る
を
も
聴
き
入
れ
ず
し
て
︑

駄
々
を
こ
ね
始
め
た
る
よ
り
︑
看
護
婦
其
他
の
人
々
は
左
右
よ
り
手
を
執

り
︑
場
外
へ
連
れ
出
し
た
る
が
︑
同
女
は
︑
自
分
が
演
奏
者
に
選
ば
ざ
り

し
と
憤
り
︑
嫉
妬
心
を
起
し
て
騒
ぎ
出
し
た
る
も
の
な
る
由
︑
此
の
際
ヨ

ネ
は
早
く
も
夫
と
推
し
け
ん
︒
同
女
に
向
い
て
御
免
よ
と
軽
く
一
言
謝
し

た
る
は
︑
流
石
に
芸
子
程
あ
り
て
な
か
な
か
の
愛
嬌
な
り
き
︒
次
に
ス
ズ

の
三
味
線
に
て
︑
ヨ
ネ
が
甚
句
を
唄
い
︑
桜
井
ミ
ヨ
と
呼
べ
る
毬
栗
頭
の

老
婆
の
踊
り
︑
頗
る
の
滑
稽
に
て
人
々
を
笑
わ
せ
︑
続
い
て
右
ス
ズ
並
に

荒
木
ハ
ル
︑
加
藤
ミ
ネ
︑
三
名
連
弾
に
て
北
洲
を
語
り
ぬ
︒
▲
背
負
っ
て

行
け
　
　
右
患
者
の
演
芸
中
︑
俄
か
に
騒
ぎ
出
し
た
る
為
︑
退
場
せ
し
め

ら
れ
た
る
女
の
患
者
は
︑
前
記
銀
杏
返
し
の
外
に
︑
一
名
の
骨
格
逞
し
く

し
て
仁
王
面
し
た
る
四
十
歳
計
り
な
る
と
都
合
二
名
な
り
し
が
︑
此
女
も

何
か
頻
り
と
罵
り
叫
び
つ
つ
︑
看
護
婦
に
手
を
執
ら
れ
て
席
を
退
く
に
際

し
︑
背
負
っ
て
行
け
と
て
大
に
看
護
婦
を
困
ら
せ
た
り
︒
其
他
に
も
二
三

名
の
折
々
声
を
放
ち
た
る
が
あ
り
し
も
︑
演
芸
中
は
先
ず
概
し
て
静
か
な

り
き
︒
▲
按
摩
上
下
七
百
文
　
　
川
村
ス
ズ
等
三
名
の
北
洲
の
浄
瑠
璃
終

わ
る
や
︑
患
者
の
一
人
に
て
脚
天
に
怪
し
げ
な
る
銀
杏
髷
を
結
い
︑
蛙
の

如
き
面
相
し
た
る
が
︑
突
然
声
を
発
し
て
惜
し
い
惜
し
い
と
叫
び
︑
や
が

て
後
の
方
に
向
か
い
︑
私
は
按
摩
で
御
座
り
ま
し
て
何
に
も
芸
等
は
心
得

ま
せ
ぬ
が
︑
元
の
按
摩
に
な
り
ま
し
た
ら
︑
奥
様
方
の
御
贔
屓
を
願
い
ま

す
と
言
い
︑
其
終
り
に
一
段
声
を
張
揚
げ
︑
按
摩
上
下
七
百
文
！

　
こ
の
記
述
か
ら
は
︑
先
ん
じ
て
行
わ
れ
た
音
楽
家
に
よ
る
演
奏
に
比
べ
︑
患

者
四
名
に
よ
る
演
奏
及
び
演
芸
の
方
が
︑
聴
衆
の
患
者
の
精
神
状
態
を
大
き
く

動
か
し
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
︒
そ
れ
は
︑
嫉
妬
心
に
よ
り
興
奮
状
態
に
陥
っ

た
患
者
の
様
子
や
︑
滑
稽
な
踊
り
を
見
て
大
笑
い
を
し
て
い
る
患
者
の
様
子
︑

ま
た
聴
取
後
に
騒
ぎ
出
し
た
り
︑
自
身
の
前
職
に
つ
い
て
語
り
だ
す
患
者
の
様

子
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
内
容
か
ら
は
︑
患
者
自
身
に
馴
染
み
の
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深
い
楽
曲
及
び
楽
器
に
よ
る
演
奏
の
方
が
︑
よ
り
患
者
の
精
神
状
態
に
至
近
す

る
こ
と
が
で
き
る
様
子
が
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
で
は
︑

最
後
に
患
者
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
演
奏
者
の
素
性
に
つ
い
て
掲
載
し
て
い
る

一
九
〇
二
年
一
月
十
六
日
の
記
事
に
目
を
向
け
て
み
た
い（

10
）

︒

▲
演
芸
患
者
の
素
性
　
　
荒
木
ハ
ル
は
清
元
の
師
匠
だ
っ
た
︒
川
村
ス
ズ

は
︑
茶
屋
奉
公
せ
し
事
も
あ
り
て
︑
哀
れ
な
る
経
歴
あ
る
由
な
れ
ど
︑
詳

し
く
は
聞
き
洩
ら
し
つ
︒
其
他
は
︑
何
れ
も
芸
妓
上
が
り
な
り
と
ぞ
︒
▲

大
野
ヨ
ネ
の
身
の
上
話
　
　
当
日
の
演
芸
終
わ
り
た
る
後
︑
記
者
は
吉
川

医
学
士
の
案
内
に
て
︑
男
女
の
病
室
を
見
回
り
︑
最
後
に
彼
の
大
野
ヨ
ネ

の
病
室
を
訪
れ
た
る
が
︑
同
女
は
最
も
軽
症
の
患
者
な
る
由
に
て
︑
尋
ね

る
に
応
じ
て
身
の
上
の
事
ど
も
を
語
り
た
る
が
︑
同
女
は
︑
本
所
徳
衛
門

町
の
者
に
し
て
︑
十
六
歳
の
時
始
め
て
新
橋
の
芸
妓
屋
若
菜
屋
の
抱
え
と

な
り
て
栄
子
と
称
し
︑
其
後
柳
橋
に
転
じ
︑
一
昨
年
中
即
ち
十
九
歳
の
時
︑

湯
島
天
神
下
同
朋
町
の
芸
妓
屋
福
天
野
へ
抱
え
ら
れ
福
芸
と
名
乗
り
︑
昨

年
八
月
中
︑
水
戸
大
工
町
松
島
屋
方
へ
転
じ
︑
万
作
と
呼
び
た
り
し
が
︑

し
ば
し
ば
お
茶
を
挽
く
所
よ
り
お
岩
稲
荷
へ
願
立
し
て
︑
煙
草
を
絶
ち
た

り
︒
然
る
に
或
る
日
︑
客
に
酒
を
強
い
ら
れ
て
痛
く
酩
酊
し
︑
其
時
う
か

と
煙
草
を
吸
い
た
る
が
︑
其
神
欝
に
や
あ
り
け
ん
︒
間
も
な
く
し
て
気
が

変
に
な
り
た
り
と
語
り
︑
夫
よ
り
一
先
ず
自
宅
に
帰
り
て
根
岸
病
院
に
入

り
︑
五
十
日
計
り
を
経
て
︑
客
臘
二
十
二
日
当
巣
鴨
病
院
へ
移
り
た
る
由

を
告
げ
た
る
が
︑
其
言
語
挙
動
等
さ
し
て
普
通
の
人
と
変
わ
り
た
る
所
な

か
り
き
︒
依
り
て
記
者
は
吉
川
学
士
に
問
う
所
あ
り
し
に
︑
学
士
は
之
に

答
え
て
︑
彼
は
此
程
よ
り
切
に
退
院
を
乞
う
て
や
ま
ず
︑
病
気
も
追
々
と

軽
快
に
趣
き
た
れ
ば
︑
不
日
退
院
さ
す
べ
き
都
合
な
り
と
ぞ
︒
▲
患
者
の

踊
り
　
　
ヨ
ネ
の
病
室
に
は
彼
の
加
藤
ミ
ネ
と
外
数
名
の
患
者
あ
り
︒
此

室
に
は
琴
︑
三
味
線
︑
月
琴
等
の
備
え
も
あ
り
︒
ミ
ネ
は
吉
川
学
士
の
勧

め
に
従
い
︑
ヨ
ネ
の
三
味
線
に
て
一
番
の
踊
り
を
演
じ
た
る
が
︑
其
軽
妙

な
る
事
︑
精
神
病
者
と
は
思
わ
れ
ぬ
程
な
り
き
︒（
後
略
）

　
こ
の
内
容
か
ら
︑
演
奏
者
と
し
て
選
抜
さ
れ
た
患
者
は
︑
入
院
前
に
清
元
の

師
匠
や
芸
妓
を
す
る
な
ど
︑
演
芸
に
近
し
い
環
境
で
生
活
を
送
っ
て
い
た
人
物

が
殆
ど
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
ま
た
︑
同
記
事
の
記
者
が
彼
女
た
ち
に
つ

い
て
﹁
軽
症
﹂
あ
る
い
は
﹁
普
通
の
人
と
変
わ
り
た
る
所
な
か
り
き
﹂
と
述
べ

て
い
る
こ
と
か
ら
︑
患
者
達
の
症
状
は
比
較
的
軽
度
で
あ
る
こ
と
も
こ
こ
か
ら

窺
え
る
︒
同
記
事
に
出
て
く
る
吉
川
学
士
と
は
︑
当
時
︑
同
病
院
の
医
員
で

あ
っ
た
吉
川
壽
次
郎
（
十
九
︱
二
十
世
紀
）
の
こ
と
で
あ
り
︑
吉
川
は
巣
鴨
病

院
で
﹁
作
業
療
法
﹂
を
推
進
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
︒

　
現
在
で
あ
れ
ば
︑
個
人
情
報
の
観
点
か
ら
︑
こ
の
よ
う
な
個
人
名
や
履
歴
を

含
む
詳
細
な
実
践
例
が
公
開
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
︒
し
か
し
︑
数
度
に
わ
た
り

連
載
さ
れ
た
記
事
か
ら
は
︑
当
時
︑
日
本
に
お
け
る
精
神
医
療
の
主
軸
を
担
う

巣
鴨
病
院
で
行
わ
れ
た
︑
音
楽
を
用
い
た
新
し
い
試
み
に
寄
せ
ら
れ
た
関
心
の
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大
き
さ
を
明
ら
か
に
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
こ
で
特
筆
す
べ
き
は
︑
こ

の
時
代
に
既
に
︑
日
本
で
音
楽
を
治
療
や
入
院
生
活
の
中
で
用
い
る
こ
と
を
実

践
し
始
め
た
精
神
病
院
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
で
は
︑
巣
鴨
病
院

に
お
け
る
実
践
的
音
楽
療
法
は
ど
の
よ
う
な
思
想
か
ら
影
響
を
受
け
て
行
わ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
推
進
者
で
あ
る
呉
の
人
物
像
及
び
精
神
医
学
理
論
に
着
目

し
て
検
討
し
て
み
た
い
︒

　

二
　
呉
秀
三
に
お
け
る
精
神
医
学
理
論
の
形
成
的
背
景

　
巣
鴨
病
院
で
音
楽
療
法
実
践
を
推
奨
し
た
呉
は
︑
広
島
藩
医
で
蘭
方
医
で

あ
っ
た
呉
黄
石
（
一
八
一
一
︱
一
八
七
九
）
の
三
男
と
し
て
江
戸
・
青
山
に
生

ま
れ
た
︒
ま
た
︑
母
の
せ
き
は
洋
学
者
の
箕
作
阮
甫
（
一
七
九
九
︱
一
八
六
三
）

の
長
女
で
あ
り
︑
つ
ま
り
呉
は
洋
学
の
家
に
育
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
し

か
し
︑
洋
学
に
偏
ら
ず
東
洋
の
思
想
知
識
も
軽
視
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る

父
の
指
導
の
下
︑
幼
き
頃
か
ら
漢
学
に
も
励
ん
で
い
た
︒
一
八
九
〇
（
明
治

二
十
三
）
年
︑
帝
国
大
学
医
科
大
学
卒
業
後
は
大
学
院
に
進
み
︑
精
神
病
学
を

専
攻
す
る
︒
一
八
九
一
年
に
助
手
兼
東
京
府
巣
鴨
病
院
医
員
と
な
り
︑
同
年
よ

り
精
神
科
領
域
や
医
学
全
般
に
関
す
る
論
文
及
び
著
作
を
刊
行
し
始
め
る
︒

一
八
九
六
（
明
治
二
十
九
）
年
四
月
に
帝
国
大
学
医
科
大
学
助
教
授
と
な
っ
た

後
︑
一
八
九
七
年
か
ら
一
九
〇
一
（
明
治
三
十
四
）
年
ま
で
︑
オ
ー
ス
ト
リ
ア
︑

ド
イ
ツ
︑
フ
ラ
ン
ス
に
留
学
し
た（

11
）

︒

　
呉
は
︑
一
八
九
八
（
明
治
三
十
一
）
年
の
十
月
よ
り
︑
ウ
ィ
ー
ン
大
学
の
リ

ヒ
ャ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ク
ラ
フ
ト
=
エ
ー
ビ
ン
グ
（R

ichard von K
raft-E

bing 

一
八
四
〇
︱
一
九
〇
二
）
と
︑
そ
の
後
継
者
ユ
リ
ウ
ス
・
ワ
グ
ナ
ー
・
フ
ォ
ン
・

ヤ
ウ
レ
ッ
グ
（Julius W

agner von Jauregg 

一
八
五
七
︱
一
九
四
〇
）
に
つ
い
て
精

神
医
学
を
︑
そ
し
て
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
オ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
（H

einrich 

O
bersteiner 

一
八
四
七
︱
一
九
二
二
）
に
つ
い
て
神
経
解
剖
学
及
び
神
経
病
理
学

を
研
鑽
し
た（

12
）

︒

　
そ
の
後
︑
呉
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
の
エ
ミ
ー
ル
・
ク

レ
ペ
リ
ン
（E

m
il K

raepelin 

一
八
五
六
︱
一
九
二
六
）
の
下
で
研
鑽
を
積
む
こ
と

を
希
望
し
︑
翌
年
四
月
︑
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
に
転
学
す
る
︒
そ
し
て
︑
ク

レ
ペ
リ
ン
か
ら
疾
病
学
的
精
神
病
理
学
を
︑
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ハ
イ
ン
リ
ッ

ヒ
・
エ
ル
プ
（W

ilhelm
 H

einrich E
rb 

一
八
四
〇
︱
一
九
二
一
）
か
ら
神
経
学
を
︑

フ
ラ
ン
ツ
・
ニ
ッ
ス
ル
（Franz N

issl 

一
八
六
〇
︱
一
九
一
九
）
か
ら
神
経
病
理

学
の
新
技
法
を
そ
れ
ぞ
れ
学
ん
だ
︒
さ
ら
に
︑
一
九
〇
〇
年
五
月
に
呉
は
ベ
ル

リ
ン
に
移
り
︑
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
医
学
部
の
シ
ャ
リ
テ
附
属
病
院
に
お
い
て
フ

リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ヨ
リ
ー
（Friedrich Jolly 

一
八
四
四
︱
一
九
〇
四
）
及
び
テ
オ

ド
ー
ル
・
チ
ー
ヘ
ン
（T

heodor Z
iehen 

一
八
六
二
︱
一
九
五
〇
）
の
精
神
医
学

に
接
し
︑
ヘ
ル
マ
ン
・
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
（H

erm
ann O

ppenheim

一
八
五
八
︱

一
九
一
九
）
か
ら
臨
床
神
経
学
に
つ
い
て
学
ん
だ
︒
呉
は
後
年
︑
神
経
疾
患
に

つ
い
て
積
極
的
に
研
究
を
行
っ
て
い
る
が
︑
そ
の
素
地
は
こ
の
時
代
に
形
成
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
ド
イ
ツ
滞
在
中
に
呉
は
︑
ア
ル
ト
シ
ェ
ル
ビ
ッ
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ツ
精
神
病
院
の
見
学
を
行
っ
て
お
り
︑
当
時
の
ア
ル
ト
シ
ェ
ル
ビ
ッ
ツ
精
神
病

院
で
徹
底
し
て
行
わ
れ
て
い
た
︑
患
者
の
尊
厳
を
守
る
姿
勢
と
信
愛
仁
慈
の
精

神
︑
ま
た
開
放
的
空
間
で
の
治
療
に
感
銘
を
受
け
て
い
る（

13
）

︒

　
さ
ら
に
呉
は
︑
留
学
期
間
を
一
年
延
長
し
て
︑
一
九
〇
一
（
明
治
三
十
四
）

年
四
月
よ
り
フ
ラ
ン
ス
に
赴
く
︒
こ
こ
で
呉
は
︑
パ
リ
の
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル

病
院
で
ピ
エ
ー
ル
・
マ
リ
ー
（Pierre M

arie

一
八
五
三
︱
一
九
四
〇
）
に
つ
い
て

臨
床
神
経
学
を
学
び
︑
ま
た
︑
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ピ
ネ
ル
（Philippe Pinel

一
七
四
五
︱
一
八
二
六
）
以
来
の
精
神
医
学
の
人
道
主
義
を
体
得
し
て
︑
同
年

十
月
に
帰
国
す
る
︒
帰
国
後
︑
呉
は
日
本
の
精
神
病
院
に
お
け
る
非
人
道
性
を

問
題
視
し
︑
精
神
疾
患
患
者
に
対
す
る
監
禁
及
び
繫
鎖
の
廃
止
を
訴
え
︑
看
護

法
の
整
備
に
努
め
る（

14
）

︒
そ
の
姿
勢
の
基
盤
に
は
︑
前
述
し
た
ア
ル
ト
シ
ェ
ル

ビ
ッ
ツ
精
神
病
院
で
の
見
学
︑
及
び
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
病
院
で
の
経
験
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
帰
国
後
︑
呉
は
巣
鴨
病
院
医
長
︑
初
代
東
京
府
立
松
沢
病
院（

15
）

長
等
を
歴
任
し
︑

前
述
の
人
道
主
義
的
精
神
医
学
・
看
護
法
の
整
備
の
ほ
か
︑
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学

シ
ャ
リ
テ
附
属
病
院
で
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
︑
チ
ー
ヘ
ン
な
ど
か
ら
学
ん
だ
精
神

及
び
神
経
疾
患
治
療
の
普
及
に
積
極
的
に
取
り
組
む
︒
そ
の
ほ
か
︑
精
神
病
学

に
関
し
て
は
『
精
神
病
学
集
要
』
の
増
訂
版
に
お
い
て
自
身
も
述
べ
て
い
る
よ

う
に
︑
ク
レ
ペ
リ
ン
︑
ク
ラ
フ
ト
=
エ
ー
ビ
ン
グ
等
の
理
論
を
踏
襲
し
︑
特
に

精
神
分
類
学
及
び
病
理
学
に
お
い
て
は
︑
ク
レ
ペ
リ
ン
の
体
系
を
導
入
し
て
︑

日
本
の
精
神
病
学
を
一
新
し
た
︒

　
さ
ら
に
︑
呉
の
功
績
の
一
つ
に
は
︑
西
洋
の
先
進
的
な
﹁
移
導
療
法
﹂

（A
blenkungstherapie

）
を
治
療
に
取
り
入
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る（

16
）

︒
こ
れ
は
︑

精
神
療
法
の
一
つ
で
あ
り
︑
呉
は
自
ら
著
わ
し
た
『
日
本
内
科
全
書
』
第
二
巻

第
三
冊
『
精
神
療
法
』
の
﹁
緒
論
﹂
に
お
い
て
︑
ド
イ
ツ
で
の
精
神
療
法
の
重

視
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
論
じ
る（

17
）

︒

　
第
十
八
世
紀
に
於
い
て
︑
独
逸
の
医
師
は
皆
︑
哲
学
・
心
理
学
に
通
暁

し
た
り
し
か
ば
︑
病
人
の
精
神
状
態
は
治
療
上
に
少
な
か
ら
ざ
る
価
値
あ

る
を
知
り
︑（
中
略
）
こ
の
療
法
の
価
値
を
認
め
て
︑
そ
の
実
地
医
学
上

の
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
る
は
︑
ラ
イ
ル
氏
の
功
績
な
り
︒
彼
は
︑
治
療

法
を
大
別
し
て
外
科
的
治
療
法
・
内
科
的
治
療
法
の
二
つ
と
な
し
︑
精
神

療
法
を
以
て
こ
れ
等
と
並
び
て
︑
実
地
医
師
に
必
要
な
る
も
の
と
な
し
︑

殊
に
︑
精
神
病
者
を
治
療
す
る
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
手
段
と
な
せ
し
が
︒

　
こ
こ
で
呉
は
︑
十
八
世
紀
以
降
︑
ド
イ
ツ
で
は
精
神
療
法
が
重
ん
じ
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
言
及
し
て
お
り
︑
中
で
も
﹁
ラ
イ
ル
氏
﹂
の
功
績
が
大

き
い
と
述
べ
る
︒
こ
の
﹁
ラ
イ
ル
氏
﹂
と
は
ド
イ
ツ
の
精
神
科
医
で
あ
る
ヨ
ハ

ン
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ラ
イ
ル
（Johann C

hristian R
eil 

一
七
五
九
︱

一
八
一
三
）
の
こ
と
で
あ
る
︒
ラ
イ
ル
は
︑
一
八
〇
三
年
に
著
わ
し
た
『
精
神

病
者
に
対
す
る
精
神
的
治
療
法
の
応
用
に
関
す
る
狂
想
曲
』
の
中
で
︑
精
神
療

法
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
︒
ま
た
︑
そ
れ
と
同
時
に
同
書
で
は
︑
音
楽
が
精
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神
疾
患
患
者
の
固
定
し
た
精
神
状
態
か
ら
︑
患
者
を
引
き
離
す
手
段
と
し
て
有

効
で
あ
る
と
述
べ
︑
心
理
的
手
法
と
し
て
音
楽
︑
特
に
歌
唱
・
器
楽
演
奏
を
行

う
こ
と
を
勧
め
て
い
る（

18
）

︒
な
お
︑
こ
の
ラ
イ
ル
の
音
楽
療
法
に
つ
い
て
は
︑
呉

が
ド
イ
ツ
留
学
時
に
師
事
し
た
ク
レ
ペ
リ
ン
も
『
精
神
医
学
百
年
史
』
の
中
で

触
れ
て
い
る（

19
）

︒

　
次
い
で
︑
精
神
療
法
の
一
つ
で
あ
る
﹁
移
導
療
法
﹂
に
つ
い
て
︑
呉
は
次
の

よ
う
に
述
べ
る（

20
）

︒

　
移
導
療
法
は
叡
智
的
療
法
の
一
つ
に
し
て
︑
病
人
の
観
念
思
想
が
病
の

た
め
に
常
規
を
逸
せ
る
を
ば
︑
他
に
移
動
す
る
こ
と
に
よ
り
て
︑
正
道
に

復
せ
し
む
る
を
目
的
と
す
る
︒

　
こ
の
記
述
に
は
︑﹁
移
導
療
法
﹂
が
︑
患
者
の
観
念
思
想
を
移
動
さ
せ
る
こ

と
に
よ
り
︑
患
者
の
治
療
に
役
立
つ
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
呉
は
︑

こ
の
﹁
移
導
療
法
﹂
の
具
体
例
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
を
続
け
る（

21
）

︒

　
そ
の
方
法
は
幾
通
り
も
あ
り
︒
或
は
単
に
五
官
感
覚
を
以
て
病
的
現
象

を
誘
い
去
ら
ん
と
す
る
も
の
あ
り
（
ル
ー
ツ
ェ
ー
氏
・
チ
ー
ヘ
ン
氏
）︒
又
︑

幻
聴
あ
る
も
の
に
対
し
て
音
叉
療
法
を
施
し
︑
又
︑
視
覚
的
刺
激
を
試
用

す
る
こ
と
あ
り
︒
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
氏
は
︑
身
体
の
或
所
に
痛
所
あ
る
病

人
に
就
い
て
︑
懐
中
時
計
を
耳
辺
に
つ
け
︑
注
意
を
し
ば
ら
く
こ
の
響
き

に
傾
け
し
め
︑
そ
の
痛
所
に
触
れ
て
も
感
ぜ
ぬ
程
な
る
を
求
め
︑
或
は
そ

の
痛
所
（
甲
）
と
其
処
よ
り
遠
く
離
れ
た
る
場
所
（
乙
）
と
二
個
所
に
触

れ
︑
そ
の
触
方
を
乙
の
と
こ
ろ
に
は
強
く
し
︑
甲
の
所
に
は
特
に
注
意
せ

ず
ば
感
ぜ
ぬ
程
微
か
に
し
て
︑
そ
れ
を
程
よ
く
す
る
な
ら
ば
︑
甲
の
所
に

触
れ
る
の
は
こ
れ
を
感
ぜ
ざ
る
に
至
る
べ
し
︒
こ
れ
を
反
復
し
て
練
習
す

れ
ば
︑
甲
乙
両
所
に
同
じ
強
さ
の
刺
激
を
与
え
て
も
︑
乙
の
と
こ
ろ
の
み

こ
れ
を
感
ず
る
こ
と
と
な
り
︒（
中
略
）
病
人
が
自
分
の
思
惑
に
よ
り
て
は
︑

病
所
に
痛
き
こ
と
を
な
す
も
こ
れ
を
意
識
せ
ざ
る
に
至
る
べ
し
と
言
い
︒

　
こ
こ
で
は
︑﹁
移
導
療
法
﹂
の
一
手
段
と
し
て
︑
幻
聴
症
状
を
訴
え
る
患
者

に
音
を
用
い
た
治
療
を
行
う
こ
と
が
言
及
さ
れ
る
ほ
か
︑
疼
痛
治
療
に
対
し
て

懐
中
時
計
の
針
音
を
用
い
た
反
復
練
習
を
用
い
る
と
い
う
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の

治
療
例
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
︒
呉
が
述
べ
る
﹁
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
氏
﹂
と

は
︑
前
述
し
た
ド
イ
ツ
の
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
医
学
部
の
シ
ャ
リ
テ
附
属
病
院
で

呉
が
神
経
臨
床
学
を
学
ん
だ
ヘ
ル
マ
ン
・
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
こ
と
で
あ
る
︒

ま
た
︑
上
記
で
五
官
感
覚
を
も
っ
て
病
的
現
象
を
拭
う
こ
と
を
勧
め
た
人
物
と

し
て
名
前
が
挙
が
っ
て
い
る
﹁
チ
ー
ヘ
ン
氏
﹂
も
︑
呉
が
シ
ャ
リ
テ
附
属
病
院

で
精
神
医
学
を
学
ん
だ
テ
オ
ド
ー
ル
・
チ
ー
ヘ
ン
の
こ
と
で
あ
る
︒
こ
こ
か
ら
︑

呉
は
﹁
移
導
療
法
﹂
に
関
し
て
は
︑
特
に
シ
ャ
リ
テ
附
属
病
院
で
見
聞
︑
習
得

し
た
臨
床
知
識
に
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒

　
呉
は
︑『
精
神
療
法
』
の
中
で
﹁
移
導
療
法
﹂
を
﹁
作
業
療
法
﹂
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（B
eschäftigungstherapie

）
と
︑﹁
遺
散
療
法
﹂（U

nterhaltung oder Z
erstreuung

）

と
に
分
類
し
た
上
で
︑
こ
れ
ら
の
治
療
法
の
一
環
と
し
て
音
楽
を
導
入
す
る
こ

と
を
提
案
す
る
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
が
具
体
的
な
実
践
の
形
と
な
っ
て
巣
鴨
病
院

に
お
け
る
音
楽
療
法
へ
と
繫
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
次
節
以
降
︑

そ
れ
ぞ
れ
一
節
を
割
い
て
︑
二
種
類
の
音
楽
療
法
に
関
す
る
具
体
的
な
内
容
を

検
討
し
て
み
た
い
︒

　

三
　 ﹁
作
業
療
法
﹂
に
お
け
る
﹁
音
楽
弾
奏
﹂
と
し
て
の 

能
動
的
音
楽
療
法

　
ま
ず
︑
呉
は
﹁
作
業
療
法
﹂
を
﹁
生
産
的
作
業
﹂﹁
不
生
産
的
身
体
作
業
﹂

﹁
精
神
的
作
業
﹂
に
細
分
化
し
︑
そ
の
有
効
性
を
述
べ
て
い
る（

22
）

︒

　﹁
作
業
療
法
﹂
と
は
︑
身
体
諸
器
官
の
生
理
的
活
動
に
影
響
を
与
え
る
の
で

は
な
く
︑
明
確
な
目
的
を
持
っ
て
精
神
的
に
活
動
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
治
療
効

果
を
見
込
む
も
の
で
あ
り
︑
特
に
規
則
的
な
作
業
は
患
者
に
様
々
な
利
益
を
も

た
ら
す
も
の
で
あ
る
︒
多
く
の
精
神
疾
患
患
者
は
︑
罹
患
の
た
め
に
認
識
︑
感

情
︑
意
志
︑
行
為
を
外
界
や
他
人
と
区
別
し
て
受
容
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る

が
︑
呉
は
﹁
作
業
療
法
﹂
を
実
施
す
る
時
に
は
︑
こ
の
状
況
が
改
善
さ
れ
る
と

す
る
︒
そ
の
理
由
と
し
て
は
︑
常
に
意
識
が
動
揺
し
て
い
た
患
者
も
︑
作
業
に

興
味
が
出
て
く
る
と
︑
観
念
が
意
識
の
外
に
追
い
や
ら
れ
︑
本
来
の
精
神
的
活

動
を
再
開
す
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
︒
そ
し
て
そ
の
結
果
︑
患
者
は
受
動
的
生

活
か
ら
能
動
的
生
活
に
移
り
︑
自
信
と
意
志
を
強
め
る
こ
と
に
よ
り
︑
病
気
が

軽
快
へ
と
導
か
れ
る
の
で
あ
る（

23
）

︒
こ
れ
は
慢
性
患
者
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
︑

﹁
作
業
療
法
﹂
は
患
者
の
感
情
や
観
念
に
働
き
か
け
︑
物
事
に
対
す
る
興
味
を

回
復
さ
せ
る
と
い
っ
た
効
力
を
発
揮
す
る（

24
）

︒

　
呉
に
よ
る
と
﹁
作
業
療
法
﹂
の
実
施
は
︑
心
身
を
修
養
す
る
ほ
か
︑
患
者
を

安
静
に
し
︑
催
眠
剤
の
使
用
の
減
少
に
も
繫
が
る
と
い
う（

25
）

︒
ま
た
︑﹁
作
業
療

法
﹂
は
精
神
の
不
安
を
招
く
観
念
や
衝
動
を
︑
訓
練
的
作
業
で
他
方
へ
誘
転
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
関
係
脳
部
を
休
養
さ
せ
る（

26
）

︒
さ
ら
に
︑
妄
想
性
の
症
状
に

お
い
て
も
︑
妄
想
の
発
現
を
遮
り
︑
寛
解
状
態
に
導
く
ほ
か
︑
不
眠
に
対
し
て

も
有
益
で
あ
る
と
い
う（

27
）

︒
そ
し
て
︑
患
者
に
よ
る
作
業
は
︑
収
益
と
繫
が
る
こ

と
も
多
々
あ
り
︑
家
計
に
収
入
を
も
た
ら
し
︑
経
済
状
況
を
改
善
さ
せ
る
利
点

も
見
込
め
る
の
で
あ
る（

28
）

︒

　
で
は
︑
具
体
的
に
﹁
作
業
療
法
﹂
と
は
︑
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
行
う
の
で
あ

ろ
う
か
︑
呉
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る（

29
）

︒

　
作
業
の
種
類
は
︑
病
人
の
個
性
に
鑑
み
て
選
ぶ
べ
し
︒
よ
く
心
身
を
興

発
し
て
︑
し
か
も
疲
労
せ
し
め
ざ
る
程
度
の
も
の
を
可
と
す
︒
愉
快
な
る

読
本
︑
簡
浄
な
る
教
科
書
籍
︑
遊
戯
︑
音
楽
︑
手
工
及
び
労
作
等
こ
れ
に

適
す
︒

　
右
記
か
ら
は
︑
患
者
の
個
性
に
適
し
た
作
業
を
推
奨
し
︑
そ
の
中
に
は
音
楽
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も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
ま
た
︑﹁
作
業
療
法
﹂
は
︑
前
述
し
た
よ

う
に
筋
肉
の
勤
労
を
要
す
る
﹁
生
産
的
作
業
﹂︑
生
産
的
な
ら
ざ
る
筋
肉
作
業

と
し
て
の
﹁
不
生
産
的
身
体
作
業
﹂︑
そ
し
て
﹁
精
神
的
作
業
﹂
の
三
つ
に
分

類
さ
れ
る
︒
ま
ず
﹁
生
産
的
作
業
﹂
と
は
︑
園
芸
︑
手
工
業
︑
労
役
な
ど
実
際

に
筋
肉
を
使
用
し
て
全
身
運
動
を
行
い
︑
何
か
を
生
産
す
る
活
動
を
示
す（

30
）

︒
次

い
で
︑﹁
不
生
産
身
体
作
業
﹂
と
は
遊
戯
の
こ
と
を
示
し
︑﹁
精
神
的
作
業
﹂
は
︑

病
人
の
注
意
を
移
動
す
る
活
動
を
示
す（

31
）

︒
さ
ら
に
﹁
精
神
的
作
業
﹂
は
︑﹁
成

産
的
精
神
作
業
﹂﹁
受
容
的
作
業
﹂﹁
不
成
産
的
精
神
作
業
﹂
に
分
け
ら
れ
る（

32
）

︒

﹁
成
産
的
精
神
作
業
﹂
と
は
︑
風
景
の
撮
影
︑
製
図
︑
絵
画
︑
粘
土
の
造
形
な

ど
を
行
い
︑﹁
受
容
的
作
業
﹂
は
講
話
を
聴
き
︑
彫
像
図
画
を
鑑
賞
す
る
よ
う

に
他
人
の
作
業
を
引
き
受
け
て
精
神
を
動
か
す
も
の
を
指
す（

33
）

︒
そ
し
て
︑﹁
不

成
産
的
精
神
作
業
﹂
に
つ
い
て
呉
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る（

34
）

︒

　
不
成
産
的
精
神
作
業
と
し
て
挙
ぐ
べ
き
は
︑
読
書
・
作
文
・
習
字
・
計

算
・
植
物
学
的
検
索
・
顕
微
鏡
的
検
査
・
音
楽
弾
奏
な
ど
︒
病
人
自
ら
︑

注
意
の
傾
瀉
を
不
能
と
感
じ
︑
又
は
独
立
し
て
精
神
業
務
を
成
す
こ
と
叶

わ
ず
と
信
ず
る
場
合
に
は
︑
何
か
或
事
柄
︑
或
品
物
を
精
細
に
記
述
せ
し

め
︑
又
は
或
理
論
的
問
題
を
提
出
し
て
︑
こ
れ
を
解
説
せ
し
む
る
如
き
は

甚
だ
宣
し
︒

　
こ
の
記
述
か
ら
は
︑﹁
不
成
産
的
精
神
作
業
﹂
の
一
環
と
し
て
︑
音
楽
弾
奏

と
い
う
患
者
自
ら
が
行
う
能
動
的
な
音
楽
活
動
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
︒
こ
の
音
楽
弾
奏
が
﹁
不
成
産
的
精
神
作
業
﹂
に
含
ま
れ
る
理
由
と
し
て
は
︑

理
論
的
秩
序
に
基
づ
き
記
載
さ
れ
た
楽
譜
を
見
る
こ
と
や
︑
断
続
的
に
演
奏
す

る
と
い
う
作
業
行
為
が
患
者
の
注
意
を
喚
起
す
る
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
︒
な
お
︑

こ
の
音
楽
弾
奏
で
は
︑
オ
ル
ガ
ン
・
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
・
ハ
ー
モ
ニ
カ
・
手
風
琴

（
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
）
な
ど
の
洋
楽
器
︑
箏
・
三
味
線
・
尺
八
な
ど
の
和
楽
器
︑

胡
弓
・
月
琴
な
ど
の
漢
楽
器
と
い
っ
た
和
漢
洋
様
々
な
楽
器
が
用
い
ら
れ
た（

35
）

︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
呉
は
﹁
作
業
療
法
﹂
に
お
け
る
﹁
精
神
的
作
業
﹂
の
中
に
︑

音
楽
弾
奏
と
い
う
患
者
自
ら
が
行
う
能
動
的
な
音
楽
活
動
を
含
め
て
お
り
︑
精

神
疾
患
の
治
療
に
対
し
︑﹁
作
業
療
法
﹂
の
一
環
と
し
て
音
楽
療
法
を
推
奨
し

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
﹁
作
業
療
法
﹂
の
一
環
と
し
て
音
楽

を
用
い
る
と
い
う
考
え
方
は
︑
ク
レ
ペ
リ
ン
『
精
神
医
学
百
年
史
』
で
も
紹
介

さ
れ
て
い
る
︒
ク
レ
ペ
リ
ン
は
﹁
作
業
療
法
﹂
の
項
目
で
︑
労
働
的
作
用
と
並

行
し
て
︑
患
者
の
興
味
関
心
あ
る
作
業
内
容
を
導
入
す
る
こ
と
の
効
果
に
つ
い

て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る（

36
）

︒

　
患
者
の
失
っ
た
食
欲
と
睡
眠
を
回
復
さ
せ
︑
患
者
の
臆
病
や
内
気
︑
陰

鬱
な
考
え
込
み
を
払
し
ょ
く
し
︑
患
者
が
逃
げ
出
し
た
社
会
の
仕
事
へ
も

う
一
度
立
ち
戻
る
最
上
の
方
法
で
も
あ
る
︒（
中
略
）
音
楽
と
歌
謡
を
や

ら
せ
る
こ
と
を
ハ
イ
ン
ド
ル
フ
と
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
は
薦
め
る
︒
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こ
こ
で
は
︑
患
者
の
興
味
関
心
あ
る
作
業
の
一
環
と
し
て
︑
ハ
イ
ン
ド
ル
フ

と
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
が
音
楽
と
歌
唱
を
勧
め
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
︒
ド

イ
ツ
の
精
神
科
医
ア
レ
ツ
ァ
ン
ダ
ー
・
ハ
イ
ン
ド
ル
フ
（A

lezander H
aindorf 

一
七
八
二
︱
一
八
六
二
）
は
︑『
精
神
及
び
情
意
の
疾
患
の
病
理
学
と
治
療
法
試

論
』 

の
中
で
︑ ﹁
作
業
療
法
﹂ 

と
し
て
患
者
が
継
続
的
な
楽
器
演
奏
を
行
う
こ
と

の
有
効
性
を
論
じ
て
い
る（

37
）

︒
ま
た
︑
同
じ
く
ド
イ
ツ
の
精
神
科
医
ペ
ー
タ
ー
・

ヨ
ー
ゼ
フ
・
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
（Peter Joseph Schneider 

一
七
九
一
︱
一
八
七
一
）

が
一
八
三
五
年
に
著
わ
し
た
『
音
楽
と
詩
』
で
も
︑
歌
唱
や
楽
器
演
奏
な
ど
︑

能
動
的
な
音
楽
活
動
の
有
効
性
が
論
じ
ら
れ
て
い
る（

38
）

︒

　
当
時
︑
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
し
て
︑
西
洋
諸
国
の
多
く
で
は
︑
音
楽
と
生
理

的
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
の
関
連
性
を
重
視
し
︑
高
血
圧
や
胃
腸
障
害
な
ど
の
︑
身
体

へ
の
治
療
を
重
ん
じ
た
音
楽
療
法
論
も
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ

た
︒
そ
の
中
で
︑
ド
イ
ツ
で
は
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
に
か
け
て
︑
特
に
心

理
療
法
及
び
神
経
学
的
側
面
に
焦
点
を
当
て
た
音
楽
療
法
の
発
展
が
著
し
か
っ

た
︒
そ
し
て
︑
そ
の
発
展
の
主
な
担
い
手
は
精
神
科
医
及
び
神
経
科
医
で
あ
り
︑

実
際
の
医
療
現
場
で
実
験
と
治
療
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
た（

39
）

︒
そ
の
先
駆
け
と

な
っ
た
の
は
︑
前
述
し
た
よ
う
に
呉
が
精
神
医
療
に
お
い
て
模
範
に
し
た
ラ
イ

ル
で
あ
っ
た
︒
そ
の
後
︑
精
神
科
医
の
ペ
ー
タ
ー
・
リ
ヒ
テ
ン
タ
ー
ル
（Peter 

Lichtenthal 

十
八
︱
十
九
世
紀
）
は
︑
ラ
イ
ル
の
音
楽
療
法
論
を
基
盤
と
し
て
︑

一
八
〇
七
年
に
『
音
楽
医
者
』
と
い
う
著
作
を
出
版
し
︑
音
階
上
の
各
音
が
︑

異
な
っ
た
心
理
的
効
能
を
も
た
ら
す
と
い
う
新
し
い
論
を
提
唱
し
た
︒
そ
し
て
︑

適
当
な
心
理
的
効
能
を
発
揮
す
る
楽
曲
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
音
楽
が
精

神
障
害
の
治
療
に
貢
献
す
る
と
考
え
た（

40
）

︒

　
さ
ら
に
︑
前
述
し
た
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
は
︑『
音
楽
と
詩
』
に
お
い
て
︑
患
者

の
医
学
的
訓
練
と
し
て
の
作
業
︑
つ
ま
り
﹁
作
業
療
法
﹂
の
一
環
と
し
て
音
楽

を
用
い
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る（

41
）

︒
そ
し
て
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
は
︑
精
神
疾
患
の

治
療
訓
練
の
体
系
に
音
楽
療
法
を
組
み
込
み
︑
精
神
衛
生
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
音

楽
療
法
の
導
入
も
行
っ
た
︒
こ
れ
ら
十
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
リ
ヒ
テ
ン
タ
ー

ル
や
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
の
音
楽
療
法
論
は
︑
十
九
世
紀
半
ば
以
降
︑
西
洋
に
お
け

る
精
神
医
学
発
展
の
中
心
的
働
き
を
果
た
す
ド
イ
ツ
の
精
神
医
療
に
お
い
て
︑

徐
々
に
定
着
し
て
い
っ
た
︒

　
そ
の
一
例
と
し
て
は
︑
一
八
三
〇
年
代
以
降
バ
ー
デ
ン
の
精
神
病
院（

42
）

で
︑
全

て
の
患
者
を
対
象
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
音
楽
療
法
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
同
病
院

の
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
︑
呉
が
留
学
先
で
初
め
て
師
事
し
た
ク
ラ
フ
ト
=
エ
ー
ビ

ン
グ
も
音
楽
療
法
に
携
わ
っ
て
お
り
︑
作
曲
を
通
じ
た
患
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
促
進
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
た（

43
）

︒

　
一
方
︑
一
八
四
〇
年
代
以
降
の
ド
イ
ツ
精
神
医
学
は
︑
各
地
に
お
け
る
大
学

病
院
の
増
設
と
並
行
し
︑
心
理
主
義
者
に
代
わ
り
︑
身
体
主
義
者
へ
と
実
権
の

移
行
が
見
ら
れ
た
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
実
施
さ
れ
る
音
楽
療
法
の
面
に
お
い
て
も

変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
こ
れ
ま
で
は
精
神
疾
患
が
心
理

的
原
因
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
る
と
い
う
考
え
の
も
と
︑
心
理
面
へ
働
き
か
け

る
音
楽
︑
と
り
わ
け
各
楽
曲
の
全
体
的
な
曲
調
が
も
た
ら
す
効
能
が
重
視
さ
れ
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て
い
た
の
に
対
し
︑
神
経
学
が
目
覚
ま
し
く
発
展
し
︑﹁
神
経
精
神
医
学
﹂
が

開
花
し
た
ド
イ
ツ
及
び
同
様
の
医
学
的
流
れ
に
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
神
経
科
医

は
︑
音
楽
の
構
成
要
素
が
ど
の
よ
う
に
よ
り
具
体
的
な
身
体
に
お
け
る
神
経

的
・
生
理
的
に
効
果
を
も
た
ら
す
か
に
つ
い
て
の
研
究
を
積
極
的
に
行
っ
た
︒

例
え
ば
︑
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
い
っ
た
音
楽
的
刺
激
が
も
た
ら
す
﹁
快
感
﹂
あ
る
い

は
﹁
不
快
感
﹂
と
い
っ
た
神
経
学
的
な
反
応
に
つ
い
て
︑
血
圧
及
び
呼
吸
の
測

定
に
よ
っ
て
影
響
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
が
主
流
に
な
っ
た
ほ
か
︑
ど
の
よ
う

な
音
楽
構
成
要
素
が
失
語
症
の
治
療
に
影
響
を
与
え
る
の
か
を
検
証
す
る
た
め

に
︑
音
楽
の
様
々
な
側
面
を
調
査
し
始
め
た
の
で
あ
る（

44
）

︒

　
そ
こ
で
着
目
し
た
い
の
が
︑
留
学
時
に
呉
が
師
事
し
て
い
た
シ
ャ
リ
テ
附
属

病
院
の
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
で
あ
る
︒
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
は
︑
既
に
フ
ラ
ン
ス
で

行
わ
れ
て
い
た
ジ
ャ
ン
=
マ
ル
タ
ン
・
シ
ャ
ル
コ
ー
（Jean-M

artin C
harcot 

一
八
二
五
︱
一
八
九
三
）
の
失
語
症
に
対
す
る
音
楽
療
法
を
踏
襲
し
︑
さ
ら
に

発
展
さ
せ
た
︒
一
八
八
八
年
に
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
は
︑
自
身
が
所
属
す
る
シ
ャ

リ
テ
附
属
病
院
の
失
語
症
患
者
に
対
し
て
︑
音
楽
形
態
及
び
組
織
の
暗
記
や
忘

却
過
程
に
関
す
る
調
査
を
行
っ
た
結
果
を
公
表
し
て
い
る（

45
）

︒
そ
の
具
体
的
な
内

容
と
し
て
は
︑
失
語
症
患
者
に
対
し
て
定
期
的
に
歌
曲
の
暗
唱
や
︑
器
楽
曲
の

表
記
法
及
び
暗
譜
の
技
術
︑
ま
た
︑
音
価
と
和
声
へ
の
理
解
を
測
定
す
る
た
め

に
聴
音
訓
練
を
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
調
査
に
つ
い
て
オ
ッ
ペ
ン

ハ
イ
ム
は
︑
医
者
が
失
語
症
患
者
の
現
状
を
計
る
大
き
な
手
立
て
と
な
る
と
述

べ
る
︒
ま
た
︑
こ
う
し
た
音
楽
を
媒
体
と
し
た
訓
練
が
︑
脳
の
言
語
機
能
の
中

枢
（
言
語
野
）
が
損
傷
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
︑
い
っ
た
ん
獲
得
し
た
言
語
機
能
︑

す
な
わ
ち
﹁
聞
く
﹂﹁
話
す
﹂
と
い
っ
た
音
声
に
関
わ
る
機
能
や
︑﹁
読
む
﹂

﹁
書
く
﹂
と
い
っ
た
文
字
に
関
わ
る
機
能
に
障
害
が
認
め
ら
れ
る
失
語
症
患
者

の
症
状
を
好
転
さ
せ
る
結
果
を
導
き
だ
す
と
結
論
を
出
し
て
い
る（

46
）

︒

　
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
音
楽
療
法
は
︑
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
で
エ
ル
プ
の
同

僚
で
あ
っ
た
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ク
ノ
ブ
ラ
イ
ヒ
（A

ugust K
noblauch 

一
八
三
六
︱

一
九
一
九
）︑
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ヴ
ァ
ラ
ス
テ
ッ
ク
（R

ichard W
allaschek 

一
八
六
〇

︱
一
九
一
七
）
な
ど
の
神
経
科
医
が
︑
音
楽
認
識
処
理
が
言
語
認
識
処
理
に
対

応
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
伴
い
︑
ド
イ
ツ
の
精
神
及
び
神
経
医
学
上
に
広

く
根
付
い
て
い
っ
た
︒

　
こ
の
よ
う
な
精
神
療
法
及
び
神
経
学
的
な
見
地
か
ら
の
訓
練
に
視
座
を
置
い

た
音
楽
療
法
は
︑
一
八
八
〇
年
代
末
か
ら
一
九
〇
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
ド
イ

ツ
で
積
極
的
に
行
わ
れ
て
お
り
︑
そ
の
時
期
は
呉
が
留
学
を
し
て
い
た
時
期
と

重
な
る
︒
そ
し
て
︑
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
を
は
じ
め
と
し
て
︑
ク
ラ
フ
ト
=
エ
ー

ビ
ン
グ
︑
ク
レ
ペ
リ
ン
︑
エ
ル
プ
な
ど
は
︑
ま
さ
に
当
時
最
先
端
の
音
楽
療
法

が
行
わ
れ
て
い
た
医
療
の
現
場
で
︑
精
神
医
学
及
び
神
経
医
学
の
研
究
を
行
っ

て
お
り
︑
呉
は
︑
彼
ら
か
ら
治
療
の
一
環
と
し
て
の
音
楽
療
法
に
関
す
る
知
識

を
得
た
に
違
い
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
呉
が
帰
国
後
に
作
業
療
法
に
お
け
る
能

動
的
音
楽
活
動
を
勧
め
た
こ
と
︑
ま
た
︑
音
楽
と
生
理
学
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
の

関
係
に
焦
点
を
当
て
る
の
で
は
な
く
︑
明
確
な
目
的
を
も
っ
て
精
神
的
に
活
動

す
る
こ
と
に
よ
り
︑
治
療
効
果
を
見
込
む
精
神
療
法
の
一
環
と
し
て
音
楽
を
捉
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え
て
い
る
こ
と
の
背
景
に
は（

47
）

︑
呉
が
実
際
に
見
聞
し
た
︑
主
と
し
て
ド
イ
ツ
で

の
音
楽
療
法
思
想
が
基
盤
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
前
述
し
た
よ
う
に
︑
呉
が
留
学
し
て
い
た
時
期
に
は
︑
既
に
ド
イ
ツ
に
お
い

て
精
神
疾
患
及
び
神
経
疾
患
へ
の
治
療
と
し
て
︑﹁
作
業
療
法
﹂
に
音
楽
を
用

い
る
と
い
う
こ
と
が
比
較
的
一
般
化
し
て
い
た
︒
そ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
︑

呉
は
一
九
〇
四
（
明
治
三
十
七
）
年
に
著
わ
し
た
﹁
中
欧
に
於
け
る
癲
狂
院
の

近
況
﹂
の
中
で
︑
次
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
で
の
﹁
作
業
療
法
﹂
の
状
況
に
つ
い
て

論
じ
て
い
る（

48
）

︒

　
フ
リ
ー
ド
マ
ッ
ト
の
癲
狂
院
の
報
告
を
見
る
と
︑﹁
作
業
の
興
味
を
喚

起
せ
ん
が
為
に
は
︑
吾
人
は
常
に
患
者
の
頃
合
な
る
適
宜
な
る
欲
望
を
満

た
し
︑
又
其
常
襲
し
て
妨
害
な
き
習
慣
を
行
う
こ
と
を
許
し
︑
或
は
病
室

内
外
の
出
入
を
自
由
に
し
︑
或
は
散
歩
又
は
遠
足
を
勧
め
︑
舞
踏
演
劇
の

如
き
を
な
す
こ
と
を
勉
む
﹂
と
書
い
て
あ
り
︒

　
こ
こ
で
は
﹁
作
業
療
法
﹂
の
一
環
で
舞
踊
や
演
劇
が
行
わ
れ
︑
患
者
自
ら
が

や
は
り
能
動
的
な
音
楽
活
動
を
行
う
様
子
を
紹
介
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
呉

は
︑
主
と
し
て
ド
イ
ツ
で
学
ん
だ
理
論
及
び
状
況
を
模
範
と
し
て
︑
医
長
を
務

め
る
巣
鴨
病
院
に
お
い
て
﹁
作
業
療
法
﹂
の
中
に
能
動
的
音
楽
療
法
を
取
り
入

れ
た
︒

　
で
は
︑﹁
移
導
療
法
﹂
の
う
ち
︑
も
う
一
方
の
﹁
遺
散
療
法
﹂
に
は
︑
音
楽

は
含
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
︑
次
節
で
見
て
み
た
い
︒

　

四
　﹁
遺
散
療
法
﹂
に
お
け
る
﹁
慰
楽
﹂
と
し
て
の
受
動
的
音
楽
療
法

　
呉
は
︑﹁
作
業
療
法
﹂
は
精
神
を
誘
導
す
る
と
同
時
に
稽
古
訓
練
を
求
め
る

も
の
で
あ
る
の
に
対
し
︑﹁
遺
散
療
法
﹂
は
純
粋
な
精
神
誘
導
法
で
あ
る
と
定

義
し
て
い
る（

49
）

︒
そ
し
て
呉
は
︑﹁
遺
散
療
法
﹂
の
作
用
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う

に
論
じ
る（

50
）

︒

　
遺
散
に
は
又
︑
病
人
の
病
症
に
関
す
る
観
念
を
他
に
移
誘
す
る
の
他
に
︑

そ
の
方
法
に
対
す
る
精
神
的
嗜
好
に
よ
り
て
︑
病
人
の
情
緒
を
幸
良
に
し
︑

脳
髄
の
疲
労
疲
憊
を
回
復
せ
し
む
る
の
作
用
あ
り
︒
此
の
如
き
有
利
な
る

影
響
を
得
る
に
は
︑
二
個
の
条
件
を
必
要
と
す
︒
そ
の
一
に
は
︑
鬱
散
の

方
法
が
甚
し
く
病
人
の
注
意
を
惹
き
︑
興
味
を
喚
起
す
る
こ
と
に
し
て
︑

又
︑
一
は
そ
の
種
類
︑
持
続
が
病
人
の
神
経
能
力
に
適
合
す
る
こ
と
な
り
︒

　
こ
の
よ
う
に
呉
は
︑﹁
遺
散
療
法
﹂
に
は
︑
患
者
の
症
状
に
関
す
る
観
念
を

ほ
か
に
移
誘
す
る
と
共
に
︑
精
神
的
嗜
好
に
よ
り
病
人
の
情
緒
を
良
好
に
し
︑

脳
髄
の
過
労
疲
憊
を
回
復
す
る
作
用
が
あ
る
と
す
る
︒
こ
の
﹁
遺
散
療
法
﹂
は
︑

現
在
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
あ
た
る
﹁
鬱
散
療
法
﹂
の
概
念
に
近
く（

51
）

︑
呉
は

こ
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
治
療
の
主
要
な
手
段
と
見
な
し
︑
そ
の
精
神
面
へ
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の
影
響
を
重
視
し
て
い
る
︒

　
そ
し
て
︑
呉
は
﹁
遺
散
療
法
﹂
の
一
環
と
し
て
音
楽
︑
そ
の
中
で
も
楽
曲
鑑

賞
と
い
っ
た
受
動
的
音
楽
療
法
を
含
め
て
い
る（

52
）

︒
さ
ら
に
呉
は
︑﹁
遺
散
療
法
﹂

と
し
て
の
音
楽
の
効
能
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
詳
述
す
る（

53
）

︒

　
音
楽
は
感
情
に
好
影
響
を
与
え
︑
病
人
を
慰
安
し
︑
爽
快
に
し
︑
何
か

嗜
み
あ
る
人
に
は
最
も
適
当
な
り
︒
演
劇
に
て
は
︑
悲
惨
に
し
て
面
を
向

け
得
ぬ
程
の
も
の
︑
又
は
神
経
病
者
︑
精
神
病
者
を
主
人
公
と
す
る
如
き

も
の
は
︑
其
種
の
病
院
に
は
適
当
せ
ず
︒
感
情
抑
鬱
な
る
も
の
に
は
移
気

の
方
法
と
な
り
︑爽
快
を
覚
え
し
む
る
は
︑却
て
喜
劇
の
方
な
り
︒（
中
略
）

音
楽
の
嗜
み
あ
る
人
に
は
劇
の
内
容
よ
り
も
そ
の
曲
自
身
が
興
味
を
引
く

な
り
︒（
中
略
）
す
べ
て
音
曲
に
関
す
る
も
の
に
就
き
て
は
︑
聴
覚
に
よ

る
神
経
過
敏
を
招
く
こ
と
な
き
や
如
何
を
考
え
ざ
る
べ
か
ら
ず
︒（
中
略
）

そ
の
種
類
と
時
間
的
持
続
と
に
注
意
を
怠
る
べ
か
ら
ず
︒
こ
の
要
︑演
劇
・

音
楽
会
な
ど
は
そ
の
内
容
を
顧
慮
し
︑
こ
れ
を
妄
り
に
推
奨
す
べ
か
ら
ず
︒

世
に
は
往
々
音
楽
に
没
頭
す
る
所
謂
︑
音
楽
的
強
迫
観
念
の
病
人
あ
り
︒

此
の
如
き
も
の
に
は
︑
勿
論
音
楽
に
よ
る
鬱
散
法
は
こ
れ
を
禁
ず
べ
し
︒

　
こ
の
記
述
か
ら
︑
呉
は
音
楽
療
法
の
効
能
と
し
て
︑
患
者
を
慰
安
さ
せ
︑
爽

快
に
さ
せ
る
と
い
う
点
に
着
目
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
こ
の
︑
音
楽
が
患

者
を
慰
安
さ
せ
︑
爽
快
に
さ
せ
る
と
い
う
記
述
は
︑
呉
が
一
九
一
六
（
大
正
五
）

年
に
増
訂
版
を
著
し
た
『
精
神
病
学
集
要
』
に
も
見
ら
れ
る（

54
）

︒
音
楽
が
も
た
ら

す
爽
快
感
に
つ
い
て
︑
一
八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
頃
に
呉
は
﹁
感
情
は
︑
爽

快
に
し
て
楽
し
み
︑
奏
し
歌
う
と
共
に
回
復
し
︑
感
情
移
り
易
い
﹂
と
直
筆
で

雑
記
を
残
し
て
お
り
︑
比
較
的
早
く
か
ら
音
楽
の
も
た
ら
す
爽
快
感
に
は
既
に

着
目
を
得
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る（

55
）

︒

　
ま
た
︑﹁
慰
安
﹂
つ
ま
り
患
者
の
精
神
状
態
を
慰
め
︑
楽
し
ま
せ
る
こ
と
へ

の
重
視
は
︑
ド
イ
ツ
及
び
フ
ラ
ン
ス
で
見
た
精
神
病
院
で
の
実
践
内
容
及
び
施

設
充
実
の
共
感
か
ら
得
た
可
能
性
が
高
い
︒
呉
は
︑
一
九
〇
二
（
明
治
三
十
五
）

年
に
﹁
ア
ル
ト
シ
ェ
ル
ビ
ッ
ツ
癲
狂
院
﹂
と
い
う
論
文
を
著
わ
し
て
お
り
︑
そ

こ
に
は
同
病
院
で
行
わ
れ
て
い
る
音
楽
療
法
に
つ
い
て
﹁
是
等
建
物
の
東
に
接

し
て
果
物
の
園
︑
野
菜
の
園
あ
り
︒
続
き
て
花
壇
形
の
庭
園
あ
り
︒
其
中
に
は

会
楽
所
あ
り
︒
患
者
の
集
会
遊
楽
踏
舞
等
慰
撫
歓
楽
を
な
す
の
場
所
と
な
す
︒

此
棟
に
は
一
大
室
あ
り
︒
其
一
方
に
は
舞
台
を
設
け
︑
他
方
に
は
小
集
室
︑
料

理
室
と
二
階
に
楽
隊
室
あ
り
﹂
と
述
べ
て
い
る（

56
）

︒
こ
の
論
文
の
内
容
か
ら
は
︑

ア
ル
ト
シ
ェ
ル
ビ
ッ
ツ
精
神
病
院
で
は
︑
患
者
へ
の
慰
撫
と
歓
楽
の
た
め
に
音

楽
鑑
賞
や
舞
踊
を
行
え
る
施
設
が
整
っ
て
い
る
様
子
が
窺
え
る（

57
）

︒

　
さ
ら
に
呉
は
︑﹁
遺
散
療
法
﹂
と
し
て
の
音
楽
の
効
能
に
言
及
す
る
直
前
の

記
述
に
お
い
て
︑
推
奨
す
る
音
楽
や
演
劇
は
︑
比
較
的
快
活
で
楽
し
い
要
素
の

あ
る
も
の
と
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑﹁
そ
の
種
類
と
時
間
的
持
続
と
に
注
意
を

怠
る
べ
か
ら
ず
︒
こ
の
要
︑
演
劇
・
音
楽
会
な
ど
は
そ
の
内
容
を
顧
慮
し
︑
こ

れ
を
妄
り
に
推
奨
す
べ
か
ら
ず
﹂
と
論
じ
て
い
る
よ
う
に（

58
）

︑
曲
目
の
種
類
と
演
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奏
時
間
を
考
慮
し
た
上
で
︑
音
楽
会
を
催
す
こ
と
を
勧
め
て
い
る
︒
ま
た
︑
こ

の
﹁
遺
散
療
法
﹂
実
践
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
音
楽
会
が
︑
ま
さ
に
『
読
売

新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
音
楽
会
に
該
当
す
る
︒

　
呉
は
後
に
︑
こ
の
音
楽
鑑
賞
を
﹁
慰
楽
﹂
と
名
付
け
︑
病
室
外
で
の
定
期
的

な
音
楽
会
を
開
催
す
る
よ
う
に
な
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
室
外
活
動
の
初
代
担
当

医
員
が
︑『
読
売
新
聞
』
に
も
出
て
く
る
吉
川
学
士
で
あ
っ
た（

59
）

︒『
読
売
新
聞
』

に
掲
載
さ
れ
た
記
事
は
︑
当
時
の
精
神
医
学
界
で
も
注
目
を
集
め
︑
一
九
〇
二

（
明
治
三
十
五
）
年
に
発
刊
さ
れ
た
『
神
経
学
雑
誌
』
第
一
巻
第
一
号
で
も
左
記

の
内
容
が
紹
介
さ
れ
て
い
る（

60
）

︒

　
巣
鴨
病
院
の
音
楽
会

　
東
京
府
巣
鴨
病
院
に
て
は
︑
去
る
一
月
十
二
日
音
楽
演
奏
会
を
催
し
た

り
︒
演
奏
に
先
だ
ち
︑
医
長
呉
秀
三
氏
は
精
神
病
者
看
護
法
の
歴
史
を
述

べ
︑
実
物
と
写
真
と
に
よ
り
て
往
時
︑
西
洋
諸
国
に
使
用
せ
ら
れ
た
る
脅

迫
的
看
護
器
を
紹
介
し
て
︑
其
不
可
な
る
こ
と
を
説
き
︑
音
楽
会
の
趣
旨

を
述
べ
︑
夫
よ
り
演
奏
に
移
れ
り
︒

　
ピ
ア
ノ
合
奏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

前
田
久
八 

岡
野
貞
一
両
氏

　
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
合
奏
　
　
　
　
　
　
　
　  

石
野
巍 

高
折
周
一
両
氏

　
ピ
ア
ノ
独
奏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

前
田
久
八
氏

　
唱
歌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

音
楽
学
校
諸
生
徒
氏

　
ピ
ア
ノ
︑
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
︑
セ
ロ
合
奏
　  

前
田 

石
野 

岡
野
三
氏

　
患
者
を
男
女
に
別
ち
て
聴
か
し
め
︑
後
に
入
院
女
子
患
者
の
演
奏
︑
三

味
線
及
び
琴
あ
り
た
り
︒
演
奏
中
患
者
一
般
に
静
粛
に
し
て
︑
深
く
満
足

せ
ざ
る
は
な
か
り
き
︒
之
を
要
す
る
に
︑
音
楽
は
精
神
療
法
の
一
端
に
し

て
無
数
の
患
者
を
慰
め
︑
不
平
の
念
慮
を
喜
ば
し
め
︑
痴
患
者
を
楽
し
め
︑

其
効
果
の
見
る
べ
き
も
の
あ
る
や
疑
う
を
容
れ
ず
︒
斯
て
天
下
の
慈
善
家

と
各
地
の
精
神
病
院
と
に
之
を
勧
誘
す
る
所
以
な
り
︒

　
同
記
事
で
は
︑
演
奏
会
の
内
容
に
つ
い
て
『
読
売
新
聞
』
と
大
き
く
異
な
る

点
は
見
受
け
ら
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
音
楽
が
精
神
療
法
の
一
端
と
明
記
さ
れ
る

ほ
か
︑
音
楽
に
よ
る
患
者
へ
の
慰
安
を
各
地
の
精
神
病
院
に
喚
起
し
て
い
る
点

に
特
徴
が
あ
る
︒
ま
た
︑
こ
の
音
楽
会
の
様
子
は
『
明
治
三
十
五
年
東
京
府
巣

鴨
病
院
年
報
』
に
も
﹁
音
楽
会
及
び
慈
善
会
﹂
と
﹁
慰
楽
﹂
と
い
う
項
目
に
分

け
て
記
さ
れ
て
い
る（

61
）

︒

　
さ
て
︑﹁
慰
楽
﹂
は
多
く
の
場
合
︑
巣
鴨
病
院
講
堂
で
行
わ
れ
て
い
た
が
︑

音
楽
会
開
催
の
母
体
は
﹁
精
神
病
者
慈
善
救
治
会
﹂
と
い
う
組
織
で
あ
っ
た
︒

同
会
は
︑
一
九
〇
二
年
十
月
十
日
に
呉
の
発
案
に
よ
り
組
織
さ
れ
た（

62
）

︒
ま
た
︑

同
会
の
事
務
所
は
巣
鴨
病
院
内
に
置
か
れ
︑
呉
は
同
年
の
年
報
の
﹁
最
近
の
施

設
﹂
と
い
う
項
目
の
中
で
︑﹁
精
神
病
者
慈
善
救
治
会
﹂
設
立
の
意
図
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
述
べ
る（

63
）

︒

　
此
に
附
載
す
べ
き
は
︑
精
神
病
者
慈
善
救
治
会
の
事
に
し
て
︑
西
洋
に
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於
い
て
は
︑
精
神
病
院
の
国
内
至
る
所
に
建
設
せ
ら
れ
居
る
に
関
わ
ら
ず
︑

又
︑
許
多
の
慈
善
的
事
業
に
し
て
精
神
病
者
に
関
す
る
も
の
少
な
か
ら
ず
︒

右
の
会
合
も
又
︑
同
様
の
旨
趣
を
以
て
生
じ
た
る
も
の
な
り
︒
左
に
其
成

立
及
び
事
業
を
記
載
す
べ
し
︒

　
精
神
病
者
慈
善
救
治
会
は
︑
明
治
三
十
五
年
十
月
上
旬
︑
東
京
帝
国
大

学
医
科
大
学
教
授
及
び
民
間
医
伯
の
夫
人
並
に
従
来
慈
善
事
業
界
に
知
名

の
夫
人
等
三
十
余
名
の
夫
人
発
起
人
と
な
り
︑
同
年
十
月
十
日
の
会
合
に

よ
り
︑
規
則
第
十
五
条
を
確
定
し
て
本
会
の
設
立
を
告
ぐ
︒（
後
略
）

　
呉
は
︑
西
洋
へ
の
留
学
中
に
精
神
病
院
の
救
護
会
の
存
在
を
知
り
︑
帰
国
後

に
﹁
大
日
本
婦
人
衛
生
会
﹂
で
そ
の
救
護
会
に
つ
い
て
講
演
を
行
っ
た（

64
）

︒
そ
れ

を
き
っ
か
け
に
翌
一
九
〇
二
（
明
治
三
十
五
）
年
十
月
十
日
︑
呉
の
夫
人
で
あ

る
呉
皆
子
（
十
九
︱
二
十
世
紀
）
が
主
唱
し
て
﹁
精
神
病
者
慈
善
救
治
会
﹂
が

設
立
さ
れ
た
︒
そ
の
事
業
内
容
は
︑
巣
鴨
病
院
は
じ
め
府
下
の
精
神
病
院
へ
の

慰
問
で
あ
り
︑
具
体
的
に
は
音
楽
会
︑
演
芸
会
を
催
す
ほ
か
︑
菓
子
な
ど
の
配

給
を
行
っ
て
い
た
︒
さ
ら
に
は
︑
特
に
巣
鴨
病
院
で
不
足
す
る
備
品
の
寄
附
や
︑

会
員
の
紹
介
あ
る
者
に
は
巣
鴨
病
院
に
お
け
る
外
来
診
察
に
便
宜
を
与
え
︑
貧

困
者
に
は
同
会
か
ら
施
療
施
薬
も
行
っ
た（

65
）

︒

　
で
は
︑﹁
精
神
病
者
慈
善
救
治
会
﹂
は
︑
ど
れ
程
の
頻
度
で
音
楽
会
を
行
っ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒『
明
治
四
十
四
年
東
京
府
巣
鴨
病
院
年
報
』
に
は
︑

﹁
慰
楽
﹂
と
い
う
項
目
が
あ
り
︑
次
に
示
す
よ
う
な
︑
一
年
間
に
行
わ
れ
た
音

楽
会
の
日
時
や
内
容
の
記
載
が
あ
る（

66
）

︒

明
治
四
十
四
年
中
︑
患
者
慰
楽
の
た
め
︑
催
し
た
る
音
曲
其
他
は
左
の
如

し
︒

二
月
二
十
日
　
　 

患
者
慰
楽
の
た
め
︑
精
神
病
者
慈
善
救
治
会
の
寄
附
に

よ
り
筑
前
琵
琶
を
催
し
た
り
︒

四
月
二
十
二
日
　 

精
神
病
者
慈
善
救
治
会
の
寄
附
に
よ
り
︑
女
浄
瑠
璃
を

催
し
た
り
︒

六
月
五
日
　
　
　 

精
神
病
者
慈
善
救
治
会
の
寄
附
に
よ
り
︑
落
語
手
踊
浄

瑠
璃
を
催
し
た
り
︒

九
月
二
十
四
日
　 

精
神
病
者
慈
善
救
治
会
の
寄
附
に
よ
り
︑
女
浄
瑠
璃
を

催
し
た
り
︒

十
一
月
十
日
　
　 

演
芸
家
︑
早
川
辰
燕
の
寄
附
に
よ
り
患
者
慰
楽
の
た
め
︑

浪
花
節
を
催
し
た
り
︒

其
他
︑
祭
祝
日
に
は
︑
患
者
の
茶
菓
を
饗
し
︑
時
々
蓄
音
機
を
聴
か
し
む

る
等
︑
前
年
と
同
様
な
り
︒

　
こ
こ
で
は
︑
二
︑ 

三
个
月
に
一
回
の
割
合
で
年
に
五
回
︑
受
動
的
音
楽
療
法

の
場
と
し
て
の
音
楽
会
が
催
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
︒
ま
た
︑
そ

の
内
容
は
西
洋
音
楽
の
鑑
賞
で
は
な
く
︑
筑
前
琵
琶
や
浄
瑠
璃
︑
浪
花
節
な
ど

の
い
わ
ゆ
る
俗
楽
が
中
心
で
あ
る
︒
ま
た
︑
こ
れ
ら
の
音
楽
会
の
ほ
か
に
も
︑
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祝
祭
日
に
は
蓄
音
機
に
よ
る
音
楽
会
が
開
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
興
味
深

い（
67
）

︒
　
さ
ら
に
︑『
明
治
四
十
五
年
東
京
府
巣
鴨
病
院
年
報
』
に
よ
る
と
︑
同
年
に

は
︑
年
間
七
回
の
﹁
慰
楽
﹂
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
そ
こ
で
は
︑
浪
花
節
︑
筑
前

琵
琶
の
ほ
か
︑
落
語
や
活
動
写
真
と
し
て
映
画
の
上
映
も
行
わ
れ
て
お
り（

68
）

︑

﹁
慰
楽
﹂
に
︑
よ
り
幅
広
い
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
様
子
が
分
か
る
︒
な
お
︑

こ
れ
ら
の
主
催
及
び
寄
附
は
全
て
﹁
精
神
病
者
慈
善
救
治
会
﹂
で
あ
っ
た（

69
）

︒

　
他
方
︑
患
者
は
︑
こ
の
音
楽
会
後
に
ど
の
よ
う
な
反
応
を
示
し
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
︒
前
述
し
た
よ
う
に
巣
鴨
病
院
の
後
身
で
あ
る
東
京
都
立
松
沢
病
院

内
に
は
︑ ﹁
日
本
精
神
医
学
資
料
館
﹂ 

が
あ
り
︑ 
同
資
料
館
の
倉
庫
に
は
︑ 

明
治

期
以
降
の
﹁
挙
動
帳
﹂
の
一
部
が
保
管
さ
れ
て
い
る
︒﹁
挙
動
帳
﹂
と
は
︑
現

在
の
看
護
記
録
の
こ
と
で
あ
り
︑
患
者
個
人
の
各
日
の
様
子
が
看
護
人
に
よ
り

記
録
さ
れ
て
い
る
︒
そ
こ
で
︑
現
存
し
て
い
る
﹁
挙
動
帳
﹂
の
う
ち
︑﹁
慰
楽
﹂

と
し
て
の
音
楽
会
が
始
ま
っ
た
一
九
〇
二
年
以
降
に
該
当
し
︑
な
お
か
つ
︑
患

者
自
身
が
音
楽
会
に
参
加
し
て
い
る
も
の
を
検
索
し
た
︒

　
す
る
と
︑
一
九
〇
五
（
明
治
三
十
八
）
年
六
月
二
十
四
日
に
入
院
し
た
あ
る

男
性
患
者
の
﹁
挙
動
帳
﹂
に
は
︑
前
述
し
た
一
九
〇
九
（
明
治
四
十
四
）
年
二

月
二
十
日
︑
四
月
二
十
二
日
︑
九
月
二
十
四
日
の
音
楽
会
参
加
後
の
様
子
が
看

護
人
に
よ
り
記
さ
れ
て
い
た
︒
そ
の
内
容
か
ら
は
︑
患
者
が
同
年
に
五
回
行
わ

れ
た
音
楽
会
の
う
ち
︑
三
回
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
︒
そ
し
て
︑
音

楽
会
は
午
前
に
行
わ
れ
た
作
業
療
法
の
後
︑
午
後
の
比
較
的
早
い
時
間
か
ら
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
︑
こ
れ
ま
で
の
記
事
や
年
報
か
ら
は
不
明
で
あ
っ
た
情

報
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る（

70
）

︒

　
ま
た
︑﹁
挙
動
帳
﹂
の
当
該
箇
所
に
お
け
る
前
後
の
脈
絡
を
概
観
す
る
と
︑

患
者
は
感
情
を
表
に
出
す
こ
と
が
少
な
く
︑
ま
た
不
眠
を
訴
え
て
い
た
様
子
が

し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
︒﹁
挙
動
帳
﹂
の
み
で
は
︑
患
者
の
疾
患
に
関
す
る

詳
細
を
窺
い
知
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
も
の
の
︑
二
月
及
び
九
月
の
音
楽
会
の

後
は
安
眠
し
て
い
る
様
子
が
報
告
さ
れ
て
い
る
ほ
か
︑
四
月
に
は
﹁
大
に
悦

び
﹂
と
し
て
感
情
の
表
出
に
関
す
る
指
摘
が
さ
れ
て
お
り
︑
音
楽
療
法
の
効
果

と
も
受
け
取
れ
る
報
告
が
窺
え
る
︒

　
こ
の
よ
う
に
︑﹁
挙
動
帳
﹂
に
お
い
て
音
楽
会
に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る

こ
と
︑
そ
し
て
そ
の
後
の
患
者
の
様
子
に
つ
い
て
も
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
こ

と
な
ど
を
総
体
的
に
鑑
み
る
と
︑
担
当
の
医
師
の
み
な
ら
ず
︑
看
護
人
も
含
め
︑

病
院
全
体
で
治
療
と
し
て
の
﹁
慰
楽
﹂
に
対
す
る
認
識
は
図
ら
れ
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

五
　
巣
鴨
︵
松
沢
︶
病
院
に
お
け
る
大
正
期
以
降
の
音
楽
療
法

　
最
後
に
︑
そ
の
後
の
巣
鴨
病
院
に
お
け
る
音
楽
療
法
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き

た
い
︒
巣
鴨
病
院
の
音
楽
療
法
は
︑
後
身
の
松
沢
病
院
に
移
設
・
名
称
変
更
さ

れ
た
後
も
引
き
継
が
れ
︑﹁
日
本
精
神
医
学
資
料
館
﹂
に
保
管
さ
れ
て
い
る

『
東
京
府
立
松
沢
病
院
　
病
者
運
動
会
其
他
慰
安
会
　
書
類
綴
』
及
び
『
東
京
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府
立
松
沢
病
院
　
病
院
慰
安
書
類
綴
』
な
ど
の
記
録
に
よ
る
と
︑
大
正
期
以
降

昭
和
戦
前
期
に
至
る
ま
で
︑
年
に
六
回
か
ら
十
五
回
の
音
楽
会
が
行
わ
れ
て
い

た
︒
ま
た
︑
各
会
の
参
加
患
者
数
は
い
ず
れ
も
男
女
合
計
約
三
百
名
ほ
ど
で
あ

り
︑
演
奏
曲
は
民
謡
や
浄
瑠
璃
︑
義
太
夫
の
演
奏
な
ど
か
ら
︑
次
第
に
映
画
音

楽
の
鑑
賞
へ
と
変
化
し
︑
そ
れ
に
伴
い
︑
演
奏
媒
体
が
生
演
奏
か
ら
レ
コ
ー
ド

に
移
行
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る（

71
）

︒

　
そ
の
音
楽
会
を
管
轄
し
て
い
た
の
は
病
院
内
の
﹁
教
育
治
療
部
﹂
で
あ
る
︒

﹁
教
育
治
療
部
﹂
と
は
︑
明
治
末
期
に
︑
巣
鴨
病
院
内
の
児
童
の
た
め
に
小
学

校
（
名
称
：
修
養
学
院
）
を
設
け
︑
授
業
を
行
っ
た
こ
と
が
発
端
で
あ
る
︒
そ

の
後
︑
学
校
は
﹁
教
育
治
療
所
﹂
と
名
称
を
変
え
︑
そ
こ
で
は
﹁
教
育
治
療

部
﹂
の
担
当
医
師
を
中
心
と
し
て
︑
大
正
期
以
降
も
種
々
︑
音
楽
を
用
い
た
治

療
を
実
施
し
て
い
た（

72
）

︒
そ
の
様
子
が
︑
次
の
『
昭
和
十
年
東
京
府
立
松
沢
病
院

年
報
』
で
は
窺
え
る（

73
）

︒

　
教
育
治
療
は
︑
科
学
的
に
病
者
の
気
分
を
善
導
し
︑
安
心
︑
克
己
︑
自

重
等
の
意
力
を
養
成
し
︑
合
理
的
な
る
生
活
を
誘
致
す
る
に
勉
む
︒
教
育

治
療
所
に
は
︑
常
に
新
聞
雑
誌
︑
其
他
︑
参
考
と
な
る
べ
き
一
般
図
書
類
︑

又
は
﹁
ラ
ジ
オ
﹂︑
蓄
音
機
︑﹁
オ
ル
ガ
ン
﹂︑﹁
ピ
ン
ポ
ン
﹂︑
碁
︑
将
棋

盤
等
の
遊
戯
品
を
備
え
置
き
︑
常
に
閲
覧
並
び
に
使
用
せ
し
む
︒（
中
略
）

斯
く
の
如
く
︑
教
育
治
療
に
於
い
て
も
︑
漸
次
進
歩
し
︑
目
的
に
副
う
る

こ
と
は
︑
当
局
の
奨
励
与
っ
て
力
あ
り
︒

　
右
記
の
よ
う
に
︑
巣
鴨
病
院
で
行
わ
れ
て
い
た
教
育
治
療
と
は
︑
精
神
疾
患

患
者
の
気
分
を
善
導
す
る
と
共
に
︑
自
己
の
安
心
︑
克
己
︑
自
重
等
の
意
力
を

養
成
す
る
目
的
で
行
わ
れ
る
科
学
的
な
治
療
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
︒
そ
し

て
﹁
教
育
治
療
所
﹂
に
は
︑
書
物
や
遊
戯
と
並
び
︑
ラ
ジ
オ
︑
蓄
音
機
︑
オ
ル

ガ
ン
が
常
備
さ
れ
て
い
る
様
子
が
分
か
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
明
治
期
の
み
な
ら

ず
︑
そ
の
後
も
松
沢
病
院
で
は
︑
医
師
主
導
の
も
と
で
︑
明
治
期
の
巣
鴨
病
院

に
お
い
て
呉
の
始
め
た
音
楽
療
法
が
引
き
継
が
れ
︑
そ
の
内
容
は
さ
ら
に
発
展

し
て
い
っ
た
︒
こ
れ
ら
大
正
期
以
降
の
音
楽
療
法
に
つ
い
て
は
︑
時
機
を
改
め

て
詳
述
す
る
こ
と
に
し
た
い
︒

　

お
わ
り
に

　
以
上
の
考
察
か
ら
︑
巣
鴨
病
院
に
お
い
て
呉
が
行
っ
た
音
楽
療
法
と
は
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
︑
ま
た
そ
の
思
想
的
背
景
に
は
い
か
な
る
も
の
が

あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
き
た
︒
具
体
的
に
は
︑
ま
ず
呉
が
推
奨

し
た
﹁
移
導
療
法
﹂
の
下
位
層
に
あ
た
る
﹁
作
業
療
法
﹂
の
一
環
と
し
て
︑
患

者
自
ら
が
﹁
音
楽
弾
奏
﹂
を
行
う
こ
と
で
治
療
的
効
果
を
見
込
む
と
い
っ
た
能

動
的
音
楽
療
法
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
し
た
︒
他
方
︑﹁
遺
散
療
法
﹂
の

一
環
と
し
て
は
︑﹁
慰
楽
﹂
と
命
名
さ
れ
た
︑
患
者
が
音
楽
を
聞
く
こ
と
に

よ
っ
て
効
果
を
見
込
む
受
動
的
音
楽
療
法
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と

な
っ
た
︒
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呉
が
﹁
作
業
療
法
﹂
に
お
け
る
能
動
的
音
楽
活
動
を
勧
め
た
こ
と
︑
ま
た
︑

音
楽
と
生
理
学
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
の
関
係
に
焦
点
を
当
て
る
の
で
は
な
く
︑
音

楽
を
︑
明
確
な
目
的
を
も
っ
て
精
神
的
に
活
動
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
治
療
効
果

を
見
込
む
精
神
療
法
の
一
環
と
し
て
捉
え
た
こ
と
の
背
景
に
は
︑
呉
が
留
学
時

に
実
際
に
見
聞
し
た
︑
主
と
し
て
ド
イ
ツ
の
音
楽
療
法
思
想
が
基
盤
に
あ
る
こ

と
が
判
明
し
た
︒
ま
た
︑
呉
が
︑
音
楽
を
聞
く
こ
と
が
患
者
の
精
神
状
態
を
慰

め
︑
楽
し
ま
せ
る
と
考
え
た
背
景
に
は
︑
留
学
時
に
目
の
当
た
り
に
し
た
ア
ル

ト
シ
ェ
ル
ビ
ッ
ツ
精
神
病
院
な
ど
人
道
主
義
的
な
治
療
を
試
行
す
る
ド
イ
ツ
及

び
フ
ラ
ン
ス
の
精
神
病
院
に
お
け
る
実
践
内
容
及
び
施
設
充
実
の
共
感
か
ら
得

た
可
能
性
が
高
い
︒
こ
の
よ
う
に
︑
呉
が
推
奨
し
た
音
楽
療
法
の
思
想
的
基
盤

に
は
︑
呉
の
留
学
先
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
で
行
わ
れ
て
い
た
精
神
医

療
あ
る
い
は
音
楽
療
法
思
想
が
大
き
く
関
連
し
て
い
る
︒

　
そ
の
一
方
︑
巣
鴨
病
院
の
音
楽
療
法
実
践
に
お
い
て
は
︑﹁
音
楽
弾
奏
﹂
で

は
三
味
線
や
箏
な
ど
の
和
楽
器
も
用
い
ら
れ
る
ほ
か
︑﹁
慰
楽
﹂
で
も
筑
前
琵

琶
の
演
奏
や
浄
瑠
璃
︑
浪
花
節
な
ど
が
積
極
的
に
導
入
さ
れ
て
い
た
︒
こ
の
こ

と
か
ら
︑
音
楽
療
法
に
用
い
た
楽
器
や
演
目
に
関
し
て
は
︑
患
者
の
嗜
好
に
基

づ
き
︑
当
時
の
文
化
土
壌
に
根
付
い
た
音
楽
が
推
奨
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら

か
と
な
っ
た
︒
ま
た
︑『
巣
鴨
病
院
年
報
』
や
﹁
挙
動
帳
﹂
と
い
っ
た
病
院
側

資
料
の
ほ
か
︑
新
聞
記
事
か
ら
は
︑
こ
れ
ら
の
音
楽
療
法
が
︑
精
神
療
法
の
一

環
と
し
て
患
者
に
直
接
的
・
間
接
的
な
効
果
を
与
え
た
こ
と
︑
さ
ら
に
︑
音
楽

療
法
が
呉
の
独
断
で
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
︑
医
師
や
看
護
人
も
含
め
︑

病
院
組
織
全
体
で
認
識
が
図
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
︒

　
音
楽
療
法
史
を
考
え
る
上
で
︑
そ
れ
ま
で
︑
理
論
及
び
症
例
の
紹
介
に
留

ま
っ
て
い
た
音
楽
療
法
が
︑
こ
の
時
期
に
体
系
的
︑
そ
し
て
継
続
的
な
実
践
に

ま
で
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
意
義
は
大
き
い
︒
ま
た
︑
当
時
に
お
い
て
も
︑

新
聞
及
び
雑
誌
で
複
数
回
に
わ
た
り
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ

う
に
︑
日
本
精
神
医
療
の
主
軸
を
担
う
巣
鴨
病
院
で
行
わ
れ
た
︑
音
楽
を
用
い

た
新
し
い
試
み
へ
寄
せ
ら
れ
た
関
心
は
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
︒

謝
辞
：
本
論
文
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
︑
多
く
の
方
々
に
ご
協
力
・
ご
支
援
を
い
た
だ
い
た
︒

そ
の
中
で
も
特
に
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ク
レ
イ
ン
ス
先
生
に

は
懇
篤
な
ご
指
導
を
賜
り
︑
心
よ
り
お
礼
申
し
あ
げ
た
い
︒
そ
し
て
同
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て

音
楽
史
に
関
し
て
は
細
川
周
平
先
生
か
ら
も
多
く
の
ご
教
授
を
い
た
だ
い
た
︒
さ
ら
に
︑
国

際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
図
書
館
︑
東
京
都
立
松
沢
病
院
な
ら
び
に
日
本
精
神
医
学
資
料

館
の
方
々
に
は
史
料
の
収
集
に
お
い
て
多
大
な
る
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
︒
多
く
の
励
ま
し

と
助
力
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
皆
様
方
に
︑
こ
の
場
を
借
り
て
深
く
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
︒

本
研
究
は
J
S
P
S
科
研
費
２
０
７
７
８
６
７
５
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
︒

註（
1
）  
以
後
︑﹁
巣
鴨
病
院
﹂
と
記
述
す
る
︒

（
2
）  
一
九
〇
六（
明
治
三
十
九
）年
に
山
崎
恒
吉
が
著
わ
し
た『
音
楽
と
其
趣
味
』に
は
︑﹁
医

術
上
に
於
い
て
︑
音
楽
療
法
な
る
語
を
時
々
耳
に
す
る
こ
と
あ
り
︒
多
く
精
神
病
者
に

用
い
ら
れ
︑
理
学
上
の
応
用
に
は
非
わ
ざ
る
も
︑
心
理
上
の
応
用
な
り
︒
此
の
療
法
あ
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る
に
因
り
て
も
︑
音
楽
が
吾
人
の
精
神
上
の
心
理
︑
肉
体
上
の
生
理
に
最
も
密
接
な
る

関
係
あ
る
こ
と
は
︑知
る
に
難
か
ら
ざ
る
な
り
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
（『
音
楽
と
其
趣
味
』

同
労
会
︑
一
九
〇
六
年
︑
一
五
八
頁
）︒
こ
こ
か
ら
︑
明
治
後
期
の
日
本
︑
と
り
わ
け
精

神
医
療
に
お
い
て
治
療
に
用
い
る
音
楽
に
つ
い
て
は
︑
当
時
既
に
﹁
音
楽
療
法
﹂
と
い

う
用
語
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒『
音
楽
と
其
趣
味
』
刊
行
よ
り
わ
ず
か
に
早

く
開
始
さ
れ
た
︑
巣
鴨
病
院
に
お
け
る
音
楽
を
用
い
た
治
療
に
つ
い
て
︑
呉
秀
三
は
﹁
慰

楽
﹂
あ
る
い
は
﹁
音
楽
弾
奏
﹂
と
述
べ
︑﹁
音
楽
療
法
﹂
と
呼
ん
で
は
い
な
か
っ
た
も
の

の
︑
同
時
代
の
歴
史
的
背
景
︑
及
び
そ
の
具
体
的
内
容
を
鑑
み
︑
本
論
文
で
は
﹁
音
楽

療
法
﹂
と
表
記
す
る
こ
と
と
す
る
︒

（
3
）  

音
楽
療
法
（M

usic T
herapy

）
と
は
︑
二
十
世
紀
以
降
に
ア
メ
リ
カ
で
理
論
化
・
体

系
化
さ
れ
た
︑
音
楽
を
用
い
た
比
較
的
新
し
い
治
療
法
と
考
え
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
︒

し
か
し
︑
音
楽
を
治
療
や
健
康
を
促
進
・
維
持
す
る
手
段
と
し
て
用
い
る
と
い
う
広
義

の
意
味
で
の
音
楽
療
法
の
歴
史
は
︑
東
西
に
お
い
て
古
代
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
︒

そ
れ
ら
の
歴
史
を
紐
解
い
て
い
く
こ
と
は
︑
現
代
音
楽
療
法
思
想
の
形
成
過
程
に
深
く

関
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
も
重
要
な
研
究
課
題
で
あ
る
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑

音
楽
療
法
分
野
で
は
︑
実
践
に
重
き
を
置
い
て
の
研
究
が
大
半
で
あ
り
︑
こ
れ
ま
で
︑

そ
の
基
盤
で
あ
る
原
理
や
歴
史
の
変
遷
過
程
を
辿
る
研
究
は
積
極
的
に
行
わ
れ
て
こ
な

か
っ
た
︒
と
り
わ
け
︑
音
楽
療
法
史
は
国
内
外
で
全
体
を
俯
瞰
す
る
研
究
が
な
さ
れ
て

お
ら
ず
︑
こ
の
よ
う
な
音
楽
療
法
史
研
究
の
発
展
途
上
を
受
け
︑
日
本
音
楽
療
法
は

一
九
五
〇
年
代
以
降
の
昭
和
後
期
か
ら
始
ま
っ
た
と
の
見
解
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
の

が
現
状
で
あ
る
︒

（
4
）  

執
筆
者
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
り
︑
日
本
に
お
い
て
音
楽
療
法
へ
の
体
系
的
な
言

及
は
︑
既
に
江
戸
期
養
生
論
の
中
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
西
洋
思
想
が
流
入
す
る

明
治
期
に
転
換
期
を
迎
え
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
西
洋
音
楽
療
法

思
想
を
受
容
す
る
際
︑
日
本
人
は
原
形
思
想
の
ま
ま
受
け
入
れ
た
の
で
は
な
く
︑
明
治

前
期
に
は
︑
江
戸
期
の
思
想
を
基
盤
と
し
た
和
漢
洋
折
衷
の
音
楽
療
法
思
想
の
形
成
を

試
み
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
続
く
明
治
後
期
に
は
︑
そ
れ
ま
で
書
籍
︑
雑
誌
︑
新
聞
な
ど

で
理
論
の
み
が
紹
介
さ
れ
る
﹁
思
想
﹂
へ
の
言
及
に
留
ま
っ
て
い
た
音
楽
療
法
が
︑
科

学
的
根
拠
を
持
っ
た
﹁
実
践
﹂
と
し
て
実
際
の
医
療
の
現
場
で
広
く
用
い
ら
れ
る
に
至

る
︒
そ
れ
を
加
速
さ
せ
た
の
は
︑
呉
秀
三
が
先
導
し
た
巣
鴨
病
院
で
の
音
楽
療
法
実
践

で
あ
っ
た
︒
な
お
︑
明
治
前
期
ま
で
の
日
本
音
楽
療
法
思
想
の
変
遷
に
関
し
て
は
次
の

拙
稿
を
参
照
の
こ
と
︒

 

光
平
有
希
﹁
貝
原
益
軒
の
養
生
論
に
お
け
る
音
楽
﹂『
日
本
研
究
』
第
五
二
集
︑

二
〇
一
六
年
︑
三
三
︱
五
九
頁
︒

 

光
平
有
希﹁
神
津
仙
三
郎『
音
楽
利
害
』の
音
楽
療
法
思
想
に
み
る
東
洋
的
身
体
観
﹂『﹁
心

身
／
身
心
﹂
と
環
境
の
哲
学
︱
︱
東
ア
ジ
ア
の
伝
統
思
想
を
媒
介
に
考
え
る
』
汲
古

書
院
︑
二
〇
一
六
年
︑
四
〇
三
︱
四
一
八
頁
︒

（
5
）  

著
者
未
詳
﹁
瘋
癲
と
音
楽
﹂『
読
売
新
聞
』
一
九
〇
二
年
一
月
十
三
日
朝
刊
︑
四
面
︒

（
6
）  

な
お
︑
同
記
事
の
冒
頭
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
一
九
〇
二
（
明
治
三
十
五
）
年

一
月
五
日
の
『
読
売
新
聞
』
朝
刊
に
は
︑﹁
音
楽
と
瘋
癲
病
院
﹂
と
い
う
題
名
で
︑
巣
鴨

病
院
に
お
い
て
行
わ
れ
る
音
楽
療
法
実
践
に
つ
い
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
本
来

こ
の
音
楽
療
法
実
践
は
︑
一
月
十
日
に
行
わ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
︑
準
備

の
都
合
で
延
期
と
な
る
旨
が
︑
一
九
〇
二
年
一
月
十
一
日
『
読
売
新
聞
』
朝
刊
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
︒

 

著
者
未
詳
﹁
音
楽
と
瘋
癲
病
院
﹂『
読
売
新
聞
』
一
九
〇
二
年
一
月
五
日
朝
刊
︑
四
面

 

著
者
未
詳
﹁
瘋
癲
病
院
音
楽
演
奏
の
延
期
﹂『
読
売
新
聞
』
一
九
〇
二
年
一
月
十
一
日
朝

刊
︑
四
面
︒

（
7
）  

呉
秀
三
﹁
年
譜
﹂︑
呉
秀
三
先
生
顕
彰
記
念
会
編
『
呉
秀
三
先
生
顕
彰
記
念
誌
』
呉
秀

三
先
生
顕
彰
会
︑
一
九
八
一
年
︑
二
六
︱
二
九
頁
︒

（
8
）  
著
者
未
詳
﹁
瘋
癲
者
に
音
楽
を
試
む
﹂『
読
売
新
聞
』
一
九
〇
二
年
一
月
十
四
日
朝
刊
︑

二
面
︒

（
9
）  

著
者
未
詳
﹁
瘋
癲
者
に
音
楽
を
試
む
（
昨
紙
第
三
面
の
つ
づ
き
）﹂『
読
売
新
聞
』

一
九
〇
二
年
一
月
十
五
日
朝
刊
︑
四
面
︒

（
10
）  

著
者
未
詳
﹁
瘋
癲
者
に
音
楽
を
試
む
（
つ
づ
き
）﹂『
読
売
新
聞
』
一
九
〇
二
年
一
月
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十
六
日
朝
刊
︑
四
面
︒

（
11
）  
前
掲
﹁
年
譜
﹂
二
六
︱
二
七
頁
︒

（
12
）  
呉
の
留
学
時
期
に
関
す
る
事
柄
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
を
適
宜
参
照
し
た
︒

 

秋
元
波
留
夫
﹁
呉
秀
三
﹂︑ 

前
掲
『
呉
秀
三
先
生
顕
彰
記
念
誌
』
四
三
︱
四
五
頁
︒

 

岡
田
靖
雄
『
呉
秀
三
︱
︱
そ
の
生
涯
と
業
績
』
思
文
閣
出
版
︑
一
九
八
二
年
︑
二
二
三

︱
二
六
六
頁
︒

 

林
道
倫
﹁
呉
秀
三
先
生
生
誕
百
周
年
記
念
講
演
　
日
本
精
神
医
学
の
過
去
と
展
望
﹂︑
呉

秀
三
先
生
生
誕
百
年
記
念
会
編
『
呉
秀
三
先
生
生
誕
百
年
　
記
念
会
誌
』
呉
秀
三
先

生
生
誕
百
年
記
念
会
︑
一
九
六
五
年
︑
一
六
︱
二
一
頁
︒

（
13
）  

呉
秀
三
﹁
ア
ル
ト
シ
ェ
ル
ビ
ッ
ツ
癲
狂
院
﹂︑
岡
田
靖
雄
編
『
呉
秀
三
著
作
集
　
第
二

巻
　
精
神
病
学
篇
』
思
文
閣
出
版
︑
一
九
八
二
年
︑
六
五
頁
︒

（
14
）  

岡
田
靖
雄
・
吉
岡
真
二
・
金
子
嗣
郎
・
長
谷
川
源
助
﹁
呉
秀
三
先
生
生
誕
一
〇
〇
年

祭
を
ま
え
に
﹂︑
精
神
医
療
史
研
究
会
編
『
呉
秀
三
先
生
︱
︱
そ
の
業
績
』
呉
秀
三
先
生

業
績
顕
彰
会
︑
一
九
七
四
年
︑
四
七
二
頁
︒

（
15
）  

以
後
︑﹁
松
沢
病
院
﹂
と
記
述
す
る
︒

（
16
）  

そ
の
ほ
か
︑
医
学
史
に
も
深
い
関
心
を
持
ち
︑
シ
ー
ボ
ル
ト
や
華
岡
青
洲
︑
外
祖
父

で
あ
る
箕
作
阮
甫
等
の
伝
記
を
著
し
て
い
る
︒

（
17
）  

呉
秀
三
『
精
神
療
法
』︑
青
山
胤
通
他
編
撰
『
日
本
内
科
全
書
』
第
二
巻
第
三
冊
︑
吐

鳳
堂
︑
一
九
一
六
年
︑
一
五
︱
七
四
頁
︒

（
18
）  

Johann C
hristian R

eil. R
hapsodieen über die A

nw
endung der psychischen C

urm
ethode 

auf G
eisteszerrüttungen. H

alle: C
urtſchen B

uchhandlung, 1803. pp. 142–251.

（
19
）  

エ
ミ
ー
ル
・
ク
レ
ペ
リ
ン
『
精
神
医
学
百
年
史
』
岡
不
二
太
郎
・
山
鼻
康
弘
訳
︑
金

剛
出
版
︑
一
九
七
七
年
︑
八
九
︱
九
〇
頁
︒

（
20
）  

前
掲
『
精
神
療
法
』
六
〇
頁
︒

（
21
）  

同
前
︑
六
〇
︱
六
一
頁
︒

（
22
）  

同
前
︑
六
八
︱
七
一
頁
︒

（
23
）  

同
前
︑
六
二
︱
六
三
頁
︒

（
24
）  

同
前
︑
六
三
頁
︒

（
25
）  

同
前
︑
六
三
頁
︒

（
26
）  

同
前
︑
六
三
頁
︒

（
27
）  

同
前
︑
六
四
頁
︒

（
28
）  

同
前
︑
六
四
頁
︒

（
29
）  

同
前
︑
六
六
頁
︒

（
30
）  

同
前
︑
六
八
︱
六
九
頁
︒

（
31
）  

同
前
︑
六
九
頁
︒

（
32
）  

同
前
︑
七
〇
頁
︒

（
33
）  

同
前
︑
七
〇
頁
︒

（
34
）  

同
前
︑
七
〇
︱
七
一
頁
︒

（
35
）  

東
京
府
巣
鴨
病
院
編
『
明
治
四
十
四
年
東
京
府
巣
鴨
病
院
年
報
』
一
九
一
二
年
（
国

立
国
会
図
書
館
所
蔵
）︒

（
36
）  

前
掲
『
精
神
医
学
百
年
史
』
九
四
頁
︒

（
37
）  

A
lezan

d
er H

ain
d

orf. L
ehrbuch der Störungen des Seelenlebens: O

der, D
er 

Seelenstörungen und ihrer B
ehandlung, vom

 rationalen Standpunkt aus entw
orfen. Leiptiz: 

V
ogel, 1818. pp. 65–70, 81, 132–154.

（
38
）  

Peter Joseph Schneider. D
ie M

usik und Poesie: N
ach ihren W

irkungen historich-

kritisch dargestellt, oder System
atisch geordneter Versuch einer genauen Z

usam
m

enstellung 

und m
öglichst richtigen E

rklärung derselben: E
ine auf B

elehrung und U
nterhaltung 

abzw
eckende Fam

ilien-lektüre für die gebildete W
elt. E

rstes B
uch. B

onn: C
arl G

eorgi, 

1835. p. 352.

（
39
）  

A
m

y B
. G

raziano and Juleno K
. Johnson. M

usic as a Tool in the D
evelopm

ent of 

N
ineteenth-C

entury N
eurology. In M

usic and the N
erves 1660–1945, ed. J. K

ennaw
ay. 

London: Palgrave M
acm

illan, 2014. pp. 152–169; J. K
. Johnson, A

. B
. G

raziano and J. 

H
ayw

ard. H
istorical Perspectives on the Study of M

usic in N
eurology. In N

eurology of 

M
usic, ed. F. C

. R
ose. London: Im

perial C
ollege Press, 2010. pp. 17–30.
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（
40
）  

E
. V

ölkel. D
ie spekulative M

usiktherapie zur Z
eit der Rom

antik: Ihre Traditionen und 

ihr Fortw
irken. D

üsseldorf: Triltsch, 1979. pp. 42, 61.

（
41
）  

Ibid., p. 77.

（
42
）  

当
時
は
ま
だ
精
神
病
院
と
い
う
名
称
で
は
な
く
︑
精
神
疾
患
患
者
を
収
容
す
る
施
設

と
し
て
運
営
さ
れ
て
い
た
が
︑
後
に
病
院
と
な
っ
て
い
く
た
め
︑
こ
こ
で
は
精
神
病
院

と
表
記
し
た
︒

（
43
）  

C
heryce K

ram
er. M

usic as C
ause and C

ure of Illness in N
ineteenth-C

entury 

E
urope. In M

usic as M
edicine: T

he H
istory of M

usic T
herapy since A

ntiquity, ed. by 

Peregrine H
orden. A

ldershot: A
shgate, 2000. p. 347.

（
44
）  

G
raziano and Johnson. “M

usic as a Tool in the D
evelopm

ent of N
ineteenth-C

entury 

N
eurology.” 159–160；

ピ
エ
ー
ル
・
ピ
シ
ョ
ー
『
精
神
医
学
の
二
十
世
紀
』
帚
木
蓬
生
・

大
西
守
共
訳
︑
新
潮
社
︑
一
九
九
九
年
︑
三
七
︱
四
四
頁
︒

（
45
）  

Ibid., pp. 160–161.

（
46
）  

A
. B

. G
raziano, A

. Pech, C
. H

ou and J. K
. Johnson. H

erm
ann O

ppenheim
’s 

O
bservations about M

usic in A
phasia. Journal of the H

istory of the N
eurosciences, vol. 

21. 2012. pp. 1–16.

（
47
）  

前
掲
『
精
神
療
法
』
六
三
頁
︒ 

（
48
）  

呉
秀
三
﹁
中
欧
に
於
け
る
癲
狂
院
の
近
況
﹂︑
岡
田
靖
雄
編
『
呉
秀
三
著
作
集
︱
第
二

巻
　
精
神
病
学
篇
』
思
文
閣
出
版
︑
一
九
八
二
年
︑
八
七
頁
︒

（
49
）  

前
掲
『
精
神
療
法
』
七
一
頁
︒

（
50
）  

同
前
︑
七
一
︱
七
二
頁
︒

（
51
）  

前
掲
『
呉
秀
三
︱
︱
そ
の
生
涯
と
業
績
』
四
七
頁
︒

（
52
）  

前
掲
『
精
神
療
法
』
七
二
︱
七
四
頁
︒

（
53
）  

同
前
︑
七
四
頁
︒

（
54
）  

呉
秀
三
『
精
神
病
学
集
要
　
前
篇
（
第
二
増
訂
版
）』
吐
鳳
堂
書
店
︑
一
九
一
六
年
︑

九
一
九
頁
︒

（
55
）  

呉
秀
三
『
直
筆
雑
記
綴
』（
未
刊
資
料
　
東
京
大
学
医
学
図
書
館
所
蔵
）︒

（
56
）  

前
掲
﹁
ア
ル
ト
シ
ェ
ル
ビ
ッ
ツ
癲
狂
院
﹂
六
五
頁
︒

（
57
）  

ア
ル
ト
シ
ェ
ル
ビ
ッ
ツ
精
神
病
院
は
︑
明
る
い
院
内
の
も
と
で
行
う
自
由
治
療
を
重

ん
じ
た
精
神
病
院
と
し
て
知
ら
れ
︑
呉
も
同
病
院
に
お
け
る
医
療
に
感
銘
を
受
け
︑

一
九
〇
二
（
明
治
三
十
五
）
年
に
著
わ
し
た
﹁
癲
狂
村
（
精
神
病
者
の
作
業
療
法
に
就

き
て
）﹂
に
お
い
て
︑ド
イ
ツ
で
最
も
優
れ
た
病
院
と
し
て
評
価
し
て
い
る
（
呉
秀
三
﹁
癲

狂
村
（
精
神
病
者
の
作
業
療
法
に
就
き
て
）﹂︑
岡
田
靖
雄
編
『
呉
秀
三
著
作
集
　
第
二

巻
　
精
神
病
学
篇
』
思
文
閣
出
版
︑
一
九
八
二
年
︑
五
〇
︱
五
一
頁
）︒
ま
た
︑
呉
は
後

年
︑
巣
鴨
病
院
の
後
身
で
あ
る
松
沢
病
院
建
設
の
際
に
院
内
に
音
楽
堂
を
創
る
が
︑
松

沢
病
院
建
設
の
折
︑
施
設
設
計
の
手
本
と
し
た
の
が
︑
ア
ル
ト
シ
ェ
ル
ビ
ッ
ツ
精
神
病

院
で
あ
っ
た
ほ
ど
︑
ア
ル
ト
シ
ェ
ル
ビ
ッ
ツ
精
神
病
院
の
施
設
及
び
そ
の
中
で
行
わ
れ

て
い
る
治
療
や
活
動
に
傾
倒
し
て
い
た
︒
さ
ら
に
︑呉
が
一
年
帰
国
を
延
長
し
て
向
か
っ

た
フ
ラ
ン
ス
の
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
病
院
で
も
︑
ピ
ネ
ル
以
来
︑
人
道
主
義
的
な
治
療

展
開
の
中
で
︑
患
者
の
慰
撫
と
歓
楽
の
た
め
に
定
期
的
な
音
楽
鑑
賞
が
行
わ
れ
て
い
た
︒

し
た
が
っ
て
︑
呉
が
行
っ
た
受
動
的
音
楽
療
法
の
思
想
背
景
に
は
︑
ド
イ
ツ
及
び
フ
ラ

ン
ス
で
学
ん
だ
人
道
主
義
的
な
精
神
医
療
の
影
響
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

な
お
︑
こ
れ
に
関
し
て
は
次
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
︒

 

橋
本
明
﹁
松
沢
と
ア
ル
ト
・
シ
ェ
ル
ビ
ッ
ツ
︱
︱
日
独
の
精
神
病
院
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

比
較
研
究
﹂『
精
神
医
学
史
研
究
』
第
一
五
巻
第
一
・
二
号
︑
二
〇
一
一
年
︑
八
一
︱

九
五
頁
︒

 
 

た
だ
し
︑
音
楽
が
慰
め
に
繫
が
る
と
い
う
思
想
の
素
地
と
し
て
は
︑
江
戸
期
幕
末
の

蘭
学
の
翻
訳
に
お
い
て
︑
既
に
精
神
疾
患
に
音
楽
が
慰
撫
を
も
た
ら
す
こ
と
に
つ
い
て

言
及
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
︑
留
学
前
よ
り
呉
も
音
楽
の
慰
撫
効
果
に
つ
い
て
の

知
識
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
︒
呉
は
︑
西
洋
精
神
医
学
の
導
入
に
お
い
て
大
き
な
役

割
を
担
っ
た
人
物
で
あ
る
が
︑
そ
の
ほ
か
に
も
︑
ド
イ
ツ
の
医
師
・
博
物
学
者
で
︑
日

本
に
お
い
て
西
洋
医
学
を
広
め
た
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ー
ボ
ル
ト

（Philipp Franz B
althasar von Siebold 

一
七
九
六
︱
一
八
六
六
）
や
︑
呉
の
祖
父
に
あ

た
る
洋
学
者
で
あ
る
箕
作
阮
甫
の
伝
記
を
著
す
な
ど 

︑
蘭
学
・
洋
学
を
含
む
歴
史
学
の
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知
識
も
豊
富
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
︑
呉
の
考
え
る
音
楽
が
患
者
の
慰
め
に

繫
が
る
と
い
う
思
想
の
重
視
は
︑
江
戸
期
幕
末
の
蘭
学
か
ら
得
た
知
識
の
地
盤
上
に
︑

呉
が
実
際
に
留
学
先
で
音
楽
療
法
の
実
践
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
り
開
花
し
た
可
能
性
が

高
い
と
考
え
ら
れ
る
︒
な
お
︑
呉
の
著
し
た
シ
ー
ボ
ル
ト
や
箕
作
阮
甫
の
伝
記
に
関
し

て
は
︑
例
え
ば
次
の
よ
う
な
著
作
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

 

呉
秀
三
『
シ
ー
ボ
ル
ト
　
其
生
涯
及
び
功
業
』︑
岡
田
靖
雄
編
『
呉
秀
三
著
作
集
　
第
一

巻
　
精
神
病
学
篇
』
思
文
閣
出
版
︑
一
九
八
二
年
︑
三
︱
八
一
頁
︒

 

呉
秀
三
『
シ
ー
ボ
ル
ト
翁
の
伝
』︑
岡
田
靖
雄
編
『
呉
秀
三
著
作
集
　
第
二
巻
　
精
神
病

学
篇
』
思
文
閣
出
版
︑
一
九
八
二
年
︑
八
二
︱
九
四
頁
︒

 

呉
秀
三
『
箕
作
阮
甫
』
大
日
本
図
書
株
式
会
社
︑
一
九
一
五
年
︑
一
一
四
頁
︒

（
58
）  

前
掲
『
精
神
療
法
』
七
四
頁
︒

（
59
）  

松
下
正
明
編
『
精
神
医
療
の
歴
史
』
中
山
書
店
︑
一
九
九
九
年
︑
三
五
七
頁
︒

（
60
）  

著
者
未
詳
﹁
雑
報
﹂『
神
経
学
雑
誌
』
第
一
巻
第
一
号
︑
一
九
〇
二
年
︑
八
五
頁
︒

（
61
）  

東
京
府
巣
鴨
病
院
編
『
明
治
三
十
五
年
東
京
府
巣
鴨
病
院
年
報
』
一
九
〇
三
年
（
国

立
国
会
図
書
館
所
蔵
）︒

（
62
）  

救
治
会
の
変
遷
に
つ
い
て
は
︑
次
の
文
献
を
適
宜
参
照
し
た
︒

 

日
本
精
神
衛
生
会
編
『
図
説
　
日
本
の
精
神
保
健
運
動
の
歩
み
︱
︱
精
神
病
者
慈
善
救

治
会
設
立
一
〇
〇
年
記
念
』
日
本
精
神
衛
生
会
︑
二
〇
〇
二
年
︑
四
六
︱
七
一
頁
︒

（
63
）  

『
東
京
府
巣
鴨
病
院
年
報
』
は
散
逸
さ
れ
て
お
り
︑
国
立
国
会
図
書
館
︑
東
京
大
学
医

学
図
書
館
︑
及
び
東
京
都
立
松
沢
病
院
で
資
料
収
集
を
行
っ
た
が
︑
現
段
階
で
は

一
九
八
七
（
明
治
三
十
）
年
か
ら
一
九
〇
二
（
明
治
三
十
五
）
年
︑
一
九
〇
三
（
明
治

三
十
六
）
年
︑
一
九
〇
五
（
明
治
三
十
八
）
年
か
ら
一
九
〇
七
（
明
治
四
十
）
年
︑

一
九
一
一
（
明
治
四
十
四
）
年
︑
一
九
一
二
（
明
治
四
十
五
）
年
の
も
の
し
か
調
査
で

き
て
い
な
い
︒
な
お
︑
一
九
〇
二
（
明
治
三
十
五
）
年
以
前
に
は
音
楽
に
関
す
る
項
目

は
見
当
た
ら
ず
︑
一
九
〇
七
年
に
つ
い
て
も
音
楽
に
関
す
る
項
目
は
見
当
た
ら
な
か
っ

た
︒

（
64
）  

三
宅
鑛
一
﹁
救
治
会
の
想
い
出
で
﹂『
救
治
会
会
報
』
第
五
二
号
︑
一
九
三
二
年
︑
二

頁
︒

（
65
）  

な
お
︑﹁
精
神
病
者
慈
善
救
治
会
﹂
の
設
立
︑
及
び
﹁
精
神
病
者
慈
善
救
治
会
﹂
主
催

に
よ
り
︑
同
会
の
周
知
を
目
的
と
し
て
一
般
の
人
々
を
対
象
に
行
わ
れ
た
慈
善
音
楽
会

に
つ
い
て
の
内
容
は
︑
一
九
〇
二
（
明
治
三
十
五
）
年
十
一
月
二
十
三
日
付
の
『
読
売

新
聞
』﹁
精
神
病
者
慈
善
救
治
会
の
創
立
﹂︑
同
日
付
の
『
東
京
日
日
新
聞
』﹁
精
神
病
者

慈
善
救
治
会
﹂︑
同
年
十
二
月
三
日
・
四
日
・
六
日
付
の
『
読
売
新
聞
』
連
載
記
事
﹁
精

神
病
者
慈
善
救
治
会
音
楽
会
﹂
な
ど
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒

（
66
）  

前
掲
『
明
治
四
十
四
年
東
京
府
巣
鴨
病
院
年
報
』（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
）︒

 
 

な
お
︑
救
治
会
は
音
楽
会
の
ほ
か
に
︑
慰
安
会
や
演
芸
会
も
一
九
〇
三
（
明
治

三
十
六
）
年
よ
り
年
に
数
回
開
催
し
て
お
り
︑
そ
こ
で
も
音
楽
鑑
賞
が
含
め
ら
れ
て
い

た
︒
こ
の
慰
安
会
及
び
演
芸
会
に
関
し
て
は
︑『
朝
日
新
聞
』
及
び
『
読
売
新
聞
』
で
以

下
の
よ
う
に
複
数
回
紹
介
さ
れ
て
お
り
︑
当
時
の
関
心
の
高
さ
が
こ
こ
か
ら
も
窺
え
る
︒

 

著
者
未
詳
﹁
精
神
病
者
の
園
遊
会
﹂『
朝
日
新
聞
』
一
九
〇
三
年
六
月
八
日
朝
刊
︑
三
面
︒

 

著
者
未
詳
﹁
巣
鴨
病
院
の
園
遊
会
﹂『
朝
日
新
聞
』
一
九
〇
三
年
八
月
十
日
朝
刊
︑
二
面
︒

 

著
者
未
詳
﹁
巣
鴨
瘋
癲
病
院
の
慈
善
演
芸
会
（
上
）﹂『
朝
日
新
聞
』
一
九
〇
五
年
二
月

十
四
日
朝
刊
︑
六
面
︒

 

著
者
未
詳
﹁
巣
鴨
瘋
癲
病
院
の
慈
善
演
芸
会
（
下
）﹂『
朝
日
新
聞
』
一
九
〇
五
年
二
月

十
五
日
朝
刊
︑
六
面
︒

 

著
者
未
詳
﹁
巣
鴨
病
院
の
大
園
遊
会
﹂『
朝
日
新
聞
』
一
九
〇
五
年
十
月
二
十
八
日
朝
刊
︑

六
面
︒

 

著
者
未
詳
﹁
巣
鴨
病
院
園
遊
会
﹂『
読
売
新
聞
』
一
九
〇
五
年
十
月
二
十
九
日
︑
三
面
︒

 

著
者
未
詳
﹁
巣
鴨
病
院
の
秋
季
園
遊
会
﹂『
朝
日
新
聞
』
一
九
〇
五
年
十
月
三
十
日
朝
刊
︑

六
面
︒

 
著
者
未
詳
﹁
巣
鴨
病
院
　
昨
日
の
園
遊
会
﹂『
朝
日
新
聞
』
一
九
〇
五
年
十
月
三
十
一
日

朝
刊
︑
三
面
︒

 

著
者
未
詳
﹁
精
神
病
者
慰
籍
演
芸
会
﹂『
読
売
新
聞
』
一
九
〇
七
年
十
一
月
十
一
日
朝
刊
︑

三
面
︒
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著
者
未
詳
﹁
巣
鴨
病
院
の
園
遊
会
﹂『
読
売
新
聞
』
一
九
〇
八
年
五
月
二
十
五
日
朝
刊
︑

三
面
︒

 

著
者
未
詳
﹁
狂
人
一
日
の
遊
楽
︱
巣
鴨
病
院
の
慰
安
会
﹂『
読
売
新
聞
』
一
九
一
一
年
十

月
三
十
日
朝
刊
︑
三
面
︒

（
67
）  

欧
米
で
は
︑
既
に
病
院
に
お
い
て
蓄
音
機
を
用
い
て
患
者
に
音
楽
を
聞
か
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
リ
ラ
ク
ゼ
ー
シ
ョ
ン
促
進
効
果
に
注
目
さ
れ
て
い
た
︒
日
本

に
お
い
て
も
﹁
病
院
の
蓄
音
機
使
用
﹂
と
い
う
題
名
で
一
九
〇
〇
（
明
治
三
十
三
）
年

十
二
月
十
二
日
の
『
読
売
新
聞
』
に
次
の
内
容
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒

 
 

﹁
此
程
︑
米
国
よ
り
帰
朝
せ
し
人
の
話
に
依
れ
ば
︑
米
国
紐
育
に
於
け
る
公
私
の
各
病

院
に
て
は
︑
患
者
を
慰
撫
す
る
た
め
︑
蓄
音
器
を
備
え
付
け
︑
聴
疾
患
者
の
枕
頭
へ
之

を
持
ち
運
び
︑
高
尚
な
る
音
楽
を
奏
せ
し
め
︑
或
は
高
僧
の
説
教
又
は
名
望
家
の
演
説

等
も
聴
か
し
め
居
れ
り
と
い
う
︒
我
国
の
病
院
に
て
も
︑
早
晩
こ
れ
に
習
う
こ
と
な
る

べ
し
︒﹂

 
 

こ
の
こ
と
か
ら
︑
当
時
︑
広
く
日
本
で
も
蓄
音
機
の
効
果
に
つ
い
て
は
知
ら
れ
て
い

た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
ま
た
︑
蓄
音
機
か
ら
聴
取
す
る
音
楽
が
麻
酔
効
果
を
増
進
さ
せ

る
と
し
て
︑
一
九
〇
四
（
明
治
三
十
七
）
年
の
『
中
外
医
事
新
報
』
で
も
﹁
音
楽
の
麻

酔
経
過
に
及
ぼ
す
作
用
﹂
と
い
う
題
名
で
︑
次
の
内
容
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒

 
 

﹁
一
千
九
百
一
年
︑
ラ
ボ
ー
氏
は
︑
パ
リ
医
学
会
の
席
上
に
て
︑
音
楽
が
麻
酔
の
経
過

に
佳
良
の
作
用
を
呈
す
る
こ
と
を
報
告
せ
し
が
︑
ロ
ー
ト
氏
は
︑
ベ
ル
ヌ
大
学
に
あ
り

て
︑
三
百
人
の
患
者
に
就
い
て
︑
音
楽
の
麻
酔
の
経
過
に
及
ぼ
す
作
用
を
研
究
し
︑
ラ

ボ
ー
氏
の
説
の
誤
ま
ら
ざ
る
こ
と
を
認
め
た
り
︒
音
楽
は
︑
蓄
音
機
に
よ
り
︑
其
受
音

器
を
患
者
の
耳
に
接
合
せ
し
め
た
り
︒
其
試
験
の
結
果
に
依
れ
ば
︑（
一
）
麻
酔
は
音
楽

の
結
合
に
よ
り
て
︑
感
作
を
受
け
︑
ゲ
ル
ト
ネ
ル
氏
血
圧
計
を
以
て
之
を
測
る
に
︑
血

圧
は
音
楽
を
奏
す
る
と
共
に
昂
進
す
︒（
二
）
麻
酔
は
之
に
よ
り
て
安
静
且
平
等
な
る
を

得
︑（
三
）
興
奮
期
は
短
し
︑（
四
）
嘔
吐
を
発
す
る
こ
と
な
く
︑
覚
醒
後
︑
悪
心
を
覚

え
る
こ
と
も
稀
な
り
︒（
五
）
已
に
一
回
依
的
皃
麻
酔
又
は
︑
哥
羅
彷
謨
麻
酔
を
受
け
た

る
者
は
︑
音
楽
麻
酔
は
通
常
の
麻
酔
に
優
れ
る
こ
と
を
認
む
︒﹂

 
 

な
お
︑
こ
れ
ら
の
蓄
音
機
に
関
す
る
記
事
に
関
し
て
は
︑
次
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
︒

 

著
者
未
詳
﹁
病
院
の
蓄
音
器
使
用
﹂『
読
売
新
聞
』
一
九
〇
〇
年
十
二
月
十
二
日
朝
刊
︑

三
面
︒

 

著
者
未
詳
﹁
音
楽
の
麻
酔
経
過
に
及
ぼ
す
作
用
﹂『
中
外
医
事
新
報
』
第
五
八
四
号
︑

一
九
〇
四
年
︑
六
二
頁
︒

（
68
）  

東
京
府
巣
鴨
病
院
編
『
明
治
四
十
五
年
東
京
府
巣
鴨
病
院
年
報
』
一
九
一
三
年
（
国

立
国
会
図
書
館
所
蔵
）︒

（
69
）  

同
前
︒

（
70
）  

東
京
府
巣
鴨
病
院
編
『
○
○
○
○
殿
挙
動
帳
﹇
明
治
三
八
年
六
月
二
四
日
入
院
﹈』（
未

刊
資
料
　
東
京
都
立
松
沢
病
院
内
﹁
日
本
精
神
医
学
資
料
館
﹂
所
蔵
）

 
 

な
お
︑
明
治
三
十
八
年
に
行
わ
れ
た
精
神
病
者
慈
善
救
治
会
主
催
の
大
園
遊
会
の
様

子
は
﹁
夢
路
之
夢
﹂
と
い
う
患
者
の
手
記
に
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
の

文
献
を
参
照
の
こ
と
︒

 

岡
田
靖
雄
・
橋
本
明
編
『
精
神
障
碍
者
問
題
資
料
集
成
』
戦
前
期
・
第
一
巻
︑ 

二
〇
一
〇

年
︑
六
花
出
版
︑
三
四
七
︱
三
四
八
頁
︒

（
71
）  

東
京
府
立
松
沢
病
院
編
『
東
京
府
立
松
澤
病
院
　
病
者
運
動
会
其
他
慰
安
会
　
書
類

綴
』（
未
刊
資
料
　
東
京
都
立
松
沢
病
院
﹁
日
本
精
神
医
学
資
料
館
﹂
所
蔵
）︒
東
京
府

立
松
沢
病
院
編
『
東
京
府
立
松
沢
病
院
　
病
院
慰
安
書
類
綴
』（
未
刊
資
料
　
東
京
都
立

松
沢
病
院
﹁
日
本
精
神
医
学
資
料
館
﹂
所
蔵
）︒

（
72
）  

宇
都
宮
市
医
師
会
編
『
宇
医
会
報
』
一
九
七
七
年
（
東
京
都
立
松
沢
病
院
﹁
日
本
精

神
医
学
資
料
館
﹂
所
蔵
）︒

（
73
）  

東
京
府
立
松
沢
病
院
編
『
昭
和
十
年
東
京
府
立
松
沢
病
院
年
報
』
一
九
三
六
年
（
国

立
国
会
図
書
館
所
蔵
）︒


