
－  98  －－  99  －

一
　
本
書
の
射
程
と
意
義

　
本
書
は
、
二
〇
世
紀
前
半
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
身
体
管
理
の
諸

問
題
に
対
し
て
、「
医
療
史
」
と
い
う
視
点
か
ら
新
た
な
光
を
あ
て

た
研
究
書
で
あ
る
。
二
〇
世
紀
転
換
期
以
降
ア
メ
リ
カ
で
は
、
医
学

知
を
含
む
さ
ま
ざ
ま
な
科
学
的
知
識
が
社
会
に
広
く
浸
透
し
て
い
っ

た
。
医
学
知
は
、
た
と
え
ば
人
種
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
等
を
め
ぐ
る
集
団

間
の
権
力
構
造
に
科
学
的
正
当
性
の
装
い
を
付
与
し
、
健
康
や
病
、

障
害
に
対
す
る
人
々
の
理
解
と
対
処
法
を
方
向
づ
け
、労
働
や
食
事
、

子
育
て
や
余
暇
と
い
っ
た
日
常
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
に
影
響
を

及
ぼ
し
た
。
こ
う
し
た
医
学
知
の
社
会
的
浸
透
は
、
す
で
に
多
く
の

研
究
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
の
指
摘
は

人
種
関
係
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
等
、
他
の
主
題
を
説
明
す
る
際
の
補

完
的
論
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、「
医

療
」
自
体
が
研
究
の
主
題
と
し
て
前
景
化
す
る
こ
と
は
、
日
本
の
ア

メ
リ
カ
史
研
究
で
は
稀
で
あ
っ
た
。
本
書
が
果
た
す
最
大
の
学
術
的

貢
献
は
、
従
来
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
領
域
に
お
い
て
別
個
に
分
析
さ
れ

て
き
た
医
療
に
関
わ
る
諸
問
題
を
、身
体
管
理
を
め
ぐ
る
「
医
療
史
」

と
い
う
分
析
枠
組
を
通
じ
て
、
統
合
的
に
理
解
す
る
視
点
を
日
本
語

で
提
供
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　
本
書
は
、
身
体
の
医
学
的
管
理
に
関
す
る
多
様
な
事
象
を
総
合
的

に
分
析
す
る
た
め
の
道
具
と
し
て
、「
医
療
化
」
と
い
う
概
念
を
導
入

す
る
。
本
書
「
は
じ
め
に
」
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
で
は
一
九
世
紀

後
半
に
至
る
ま
で
、
一
般
的
に
健
康
の
維
持
や
病
へ
の
対
処
と
い
っ

た
事
柄
は
、
私
的
・
個
人
的
な
問
題
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
し

か
し
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
中
葉
に
か
け
て
、
健
康
や
病
は
、

専
門
家
の
助
言
と
指
導
の
下
で
、
公
的
・
社
会
的
な
対
応
を
要
す
る

問
題
群
へ
と
変
化
し
た
。
本
書
の
目
的
は
、
二
〇
世
紀
以
降
に
世
界

各
地
で
進
行
し
た
こ
の
変
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
「
医
療
化
」
と
呼
び
、「
世

界
運
動
で
あ
る
医
療
の
専
門
化
・
社
会
化
の
な
か
で
ア
メ
リ
カ
の
特

徴
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
検
討
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
本
書
は
、
二
〇
世
紀
前
半
の
「
ア
メ
リ
カ
の
特
徴
」
を
理

解
す
る
上
で
、
医
療
史
と
い
う
分
析
枠
組
が
も
つ
潜
在
的
有
効
性
を

提
示
し
た
点
に
お
い
て
、
日
本
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
史
研
究
の
画
期

を
な
す
業
績
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

書
　
評

平
体
由
美
・
小
野
直
子 

編

『
医
療
化
す
る
ア
メ
リ
カ
：
身
体
管
理
の
二
〇
世
紀
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　（
彩
流
社
、
二
〇
一
七
年
三
月
）

牧
田
　
義
也
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二
　
各
章
の
概
要

第
一
章
「
知
的
障
害
を
め
ぐ
る
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
：

　『
精
神
薄
弱
者
問
題
』
と
移
民
制
限
」　
　
　
　
　
　（
小
野
直
子
）

　
小
野
論
文
は
、
一
九
世
紀
後
半
以
降
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
精

神
薄
弱
者
問
題
」
に
つ
い
て
、
同
時
期
の
移
民
制
限
政
策
と
の
関
係

に
注
目
し
て
考
察
す
る
。
本
論
文
は
ま
ず
、
二
〇
世
紀
転
換
期
の
退

化
理
論
の
影
響
下
で
、
知
的
障
害
者
が
社
会
的
な
重
荷
・
脅
威
と
し

て
認
知
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
同
時
期
に
制
定
さ
れ

た
移
民
制
限
諸
法
が
、
知
的
障
害
者
の
入
国
を
拒
否
す
る
条
項
を

伴
っ
て
い
た
こ
と
を
説
明
す
る
。
さ
ら
に
、
多
く
の
移
民
が
流
入
し

た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
知
的
障
害
者
施
設
に
つ
い
て
叙
述
す
る
。
こ

れ
ら
は
い
ず
れ
も
二
〇
年
以
上
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
重
要
な
論

点
で
あ
る
。
た
だ
し
、
本
論
文
内
で
こ
れ
ら
の
論
点
が
相
互
に
有
機

的
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
知
的
障
害
を
め
ぐ
る
言
説
と

制
度
の
影
響
関
係
や
、
連
邦
移
民
政
策
と
州
の
医
療
・
福
祉
政
策
と

の
関
連
性
な
ど
が
、
本
論
文
で
は
積
極
的
に
論
証
さ
れ
る
こ
と
な
く

並
記
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
本
論
文
は
、
エ
リ
ス
島
の
移
民
検
査
官
が

精
神
薄
弱
の
特
定
と
分
類
の
た
め
に
、
ヴ
ァ
イ
ン
ラ
ン
ド
精
神
薄
弱

児
訓
練
学
校
の
ヘ
ン
リ
ー
・
ゴ
ダ
ー
ド
を
「
招
い
た
」
こ
と
、
そ
し

て
入
国
検
査
に
お
け
る
知
能
検
査
の
有
用
性
に
つ
い
て
、
ゴ
ダ
ー
ド

が
ア
メ
リ
カ
精
神
薄
弱
研
究
協
会
で
「
報
告
し
た
」
こ
と
に
触
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
知
能
検
査
が
入
国
審
査
に
導
入
さ
れ
た
の

か
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
移
民
局
内
で
導
入
が
検
討
さ
れ
た
の
か

は
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
こ
う
し
た
叙
述
は
、
多
く
の
場
合
閲
覧
制

限
が
課
さ
れ
る
知
的
障
害
関
係
の
非
公
刊
史
料
の
地
道
な
収
集
を
欠

い
た
ま
ま
、
関
連
報
告
書
や
雑
誌
記
事
な
ど
に
依
拠
し
た
結
果
で
あ

ろ
う
。

第
二
章
「
ヘ
ン
リ
ー
通
り
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
と
医
療
、
社
会
、
政
治
：

　
二
〇
世
紀
転
換
期
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
に
お
け
る
『
訪
問
看
護
』
の

現
場
か
ら
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
松
原
宏
之
）

　
松
原
論
文
は
、
二
〇
世
紀
転
換
期
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
訪
問
看

護
事
業
の
社
会
的
意
味
に
つ
い
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
で
リ
リ
ア

ン
・
ウ
ォ
ル
ド
が
創
設
し
た
ヘ
ン
リ
ー
通
り
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
の
事
業

に
焦
点
を
当
て
て
考
察
す
る
。
本
論
文
は
、
公
衆
衛
生
史
や
ジ
ェ
ン

ダ
ー
史
、
移
民
労
働
史
な
ど
複
数
の
補
助
線
を
引
き
な
が
ら
、
訪
問

看
護
事
業
の
政
治
文
化
史
を
描
き
出
し
て
い
る
。
同
時
期
の
訪
問
看

護
婦
た
ち
は
、
臨
床
現
場
を
主
導
し
た
経
験
に
裏
打
ち
さ
れ
、
狭
義

の
看
護
事
業
を
越
え
出
て
、
政
治
的
領
域
へ
と
活
動
範
囲
を
拡
張
し

て
い
っ
た
。
し
か
し
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
専
門
職
化
に
と
も

な
っ
て
、
訪
問
看
護
事
業
の
政
治
性
・
社
会
性
は
失
わ
れ
て
い
っ
た
。

卓
抜
し
た
筆
致
ゆ
え
に
か
え
っ
て
わ
か
り
づ
ら
い
が
、
本
論
文
は
と

て
も
緻
密
な
史
料
分
析
に
基
づ
い
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
本
論
文
の
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平
体
由
美
・
小
野
直
子 

編
『
医
療
化
す
る
ア
メ
リ
カ
：
身
体
管
理
の
二
〇
世
紀
』（
牧
田
）

課
題
は
ヘ
ン
リ
ー
通
り
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
の
歴
史
的
位
置
づ
け
に
関
わ

る
。ヘ
ン
リ
ー
通
り
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
と
そ
の
創
始
者
リ
リ
ア
ン
・
ウ
ォ

ル
ド
が
、
訪
問
看
護
事
業
の
発
展
に
対
し
て
決
定
的
に
重
要
な
役
割

を
果
た
し
た
こ
と
に
、
お
そ
ら
く
異
論
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

ハ
ル
ハ
ウ
ス
が
そ
の
活
動
規
模
と
社
会
的
影
響
力
ゆ
え
に
、
大
多
数

の
中
小
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
と
同
一
視
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
ヘ
ン
リ
ー
通

り
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
の
活
動
は
、
訪
問
看
護
事
業
の
全
般
的
趨
勢
と
同

一
で
は
な
か
っ
た
。
本
論
文
の
議
論
は
、
同
時
期
の
東
部
諸
都
市
で

続
々
と
設
立
さ
れ
た
ミ
ル
ク
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
や
、
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
付

属
診
療
所
を
拠
点
と
す
る
中
小
の
訪
問
看
護
事
業
の
動
向
と
対
照
さ

れ
る
こ
と
で
、
そ
の
歴
史
的
意
義
が
よ
り
明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ

る
。

第
三
章
「
産
業
看
護
婦
に
よ
る
移
民
の
ア
メ
リ
カ
化
：

　
安
全
運
動
と
訪
問
看
護
運
動
と
の
協
働
」　
　
　
　（
上
野
継
義
）

　
上
野
論
文
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
産
業
看
護
婦
の
活
動
を
、
移
民

の
ア
メ
リ
カ
化
と
い
う
論
点
と
関
連
づ
け
て
考
察
す
る
。
産
業
看
護

婦
は
、
工
場
労
働
者
と
そ
の
家
族
の
た
め
の
福
利
活
動
と
労
働
環
境

の
改
善
に
従
事
し
た
。
そ
し
て
、
同
時
期
の
安
全
運
動
の
普
及
と
相

俟
っ
て
、
産
業
看
護
婦
の
存
在
も
労
働
現
場
に
浸
透
し
て
い
っ
た
。

本
論
文
は
、
労
働
者
福
祉
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
仕
事
が
看
護
的
介

入
の
対
象
と
し
て
再
定
義
さ
れ
て
い
く
過
程
を
「
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア
の

看
護
化
」
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
、
専
門
職
化
を
志
向
す
る
産
業
看
護
婦

が
、近
接
領
域
の
福
利
厚
生
担
当
者
と
自
ら
を
差
別
化
す
る
た
め
に
、

母
性
的
と
見
做
さ
れ
か
ね
な
い
活
動
を
自
制
し
て
い
く
様
子
を
描
き

出
す
。
本
論
文
は
、
産
業
看
護
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
看
護
事
業
が

専
門
分
化
し
て
い
く
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
興
味
深
い
論
考
で
は
あ

る
が
、
残
念
な
が
ら
先
行
研
究
を
ほ
ぼ
看
過
し
て
い
る
。
一
九
八
二

年
の
バ
ー
バ
ラ
・
メ
ロ
シ
ュ
に
よ
る
記
念
碑
的
著
述
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
が
、
そ
の
後
三
〇
年
間
の
看
護
史
研
究
に
お
け
る
、
全
人
的
ケ

ア
と
専
門
職
化
の
緊
張
関
係
を
め
ぐ
る
議
論
の
蓄
積
が
、
本
論
文
で

は
完
全
に
黙
殺
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
論
文
の
記
述
は
大
半
が
雑

誌
記
事
等
の
公
刊
史
料
に
依
拠
し
て
い
る
。
一
九
世
紀
の
「
看
護
婦

の
書
き
物
は
き
わ
め
て
わ
ず
か
で
あ
り
、
僥
倖
の
産
物
」
と
述
べ
て

お
り
、
そ
れ
が
二
〇
世
紀
初
頭
を
対
象
と
す
る
本
論
文
と
ど
う
関
わ

る
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
「
僥
倖
の
産
物
」
を
地
道

に
拾
い
集
め
る
と
こ
ろ
か
ら
歴
史
研
究
は
始
ま
る
の
で
は
な
い
か
。

第
四
章
「
農
村
住
民
の
健
康
意
識
改
革
に
む
け
て
：

　
二
〇
世
紀
初
頭
南
部
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ヘ
ル
ス
ワ
ー
ク
と
そ
の

限
界
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
平
体
由
美
）

　
平
体
論
文
は
、
農
村
部
に
お
け
る
公
衆
衛
生
事
業
の
拡
充
過
程
に

つ
い
て
、
南
部
農
村
地
域
に
導
入
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ヘ
ル
ス

ワ
ー
ク
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
す
る
。
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
衛
生
協
会
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等
の
地
域
外
団
体
に
よ
る
時
限
的
支
援
と
し
て
導
入
さ
れ
た
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
・
ヘ
ル
ス
ワ
ー
ク
は
、
南
部
農
村
地
域
の
公
衆
衛
生
意
識
向

上
に
貢
献
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
。
一
九
一
〇
年
代
に
は
、
合
衆

国
公
衆
衛
生
局
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ヘ
ル
ス
ワ
ー
ク
支
援
に
乗
り
出

す
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
事
業
は
、
農
村
部
に
お
け
る
地
域
公
衆

衛
生
局
の
創
設
に
一
定
程
度
貢
献
し
た
も
の
の
、
南
部
の
政
治
状
況

や
資
金
・
人
材
難
な
ど
が
原
因
で
、
当
初
期
待
さ
れ
た
成
果
を
十
分

に
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
初
期
の
試

行
錯
誤
の
延
長
線
上
で
、
一
九
三
〇
年
代
に
再
活
性
化
さ
れ
た
公
衆

衛
生
事
業
に
対
す
る
地
域
住
民
の
合
意
形
成
を
理
解
で
き
る
こ
と

が
、
本
文
末
尾
で
暗
示
さ
れ
る
。
都
市
部
に
お
け
る
公
衆
衛
生
制
度

の
発
達
に
注
目
し
て
き
た
従
来
の
研
究
史
に
対
し
て
、
本
論
文
は
農

村
部
の
公
衆
衛
生
と
い
う
観
点
か
ら
重
大
な
修
正
を
加
え
て
い
る
。

類
似
し
た
状
況
は
南
部
以
外
の
多
く
の
農
村
地
域
で
も
見
出
さ
れ
る

は
ず
で
あ
り
、
本
論
文
の
意
義
は
南
部
に
限
定
さ
れ
な
い
広
範
な
文

脈
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

第
五
章
「
二
〇
世
紀
前
半
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
病
院
制
度
の
発
展
：

　『
公
共
空
間
』
の
主
導
権
を
め
ぐ
る
争
い
」　
　
　
　（
山
岸
敬
和
）

　
山
岸
論
文
は
、
二
〇
世
紀
前
半
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
病
院

制
度
の
発
展
を
、
公
的
ア
ク
タ
ー
と
民
間
ア
ク
タ
ー
と
の
関
係
性
の

変
動
に
着
目
し
な
が
ら
考
察
す
る
。
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
に
、
民
間

病
院
は
ア
メ
リ
カ
の
医
療
制
度
の
な
か
で
公
的
役
割
を
果
た
す
よ
う

に
な
っ
た
。
し
か
し
、
二
度
の
世
界
大
戦
を
経
る
な
か
で
、
母
子
・

退
役
軍
人
を
対
象
と
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
通
じ
て
、
連
邦
政
府
が
医

療
分
野
で
の
権
限
を
拡
充
し
た
結
果
、「
公
共
空
間
」
に
お
け
る
民

間
病
院
の
従
来
の
地
位
が
脅
か
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た

な
か
で
、
大
恐
慌
や
戦
時
政
策
に
対
応
し
て
発
展
し
た
ブ
ル
ー
ク
ロ

ス
は
、
連
邦
政
府
の
介
入
に
対
し
て
民
間
病
院
が
対
抗
す
る
基
盤
を

提
供
し
た
。
さ
ら
に
、
戦
後
冷
戦
期
の
思
想
環
境
の
な
か
で
、
民
間

病
院
は
民
主
主
義
を
体
現
す
る
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
そ

し
て
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
経
緯
を
通
じ
て
、
民
間
病
院
に
対
す
る

「
規
制
な
き
公
的
助
成
」
が
ア
メ
リ
カ
の
医
療
制
度
の
な
か
で
定
着

し
た
と
結
論
づ
け
る
。
植
民
地
期
か
ら
現
代
に
至
る
ア
メ
リ
カ
の
病

院
制
度
の
歴
史
を
わ
ず
か
三
〇
頁
で
ま
と
め
、
医
療
を
め
ぐ
る
公
と

民
の
関
係
性
と
い
う
「
大
き
な
絵
」
を
描
き
切
る
離
れ
技
で
あ
る
。

三
　
本
書
の
課
題

　
本
書
全
体
の
課
題
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
「
医
療
化
」
と
い
う
鍵

概
念
に
焦
点
を
絞
っ
て
論
述
す
る
。
そ
も
そ
も
、
二
〇
世
紀
ア
メ
リ

カ
の
歴
史
に
お
い
て
、医
療
化
は
ど
の
よ
う
な
過
程
で
あ
っ
た
の
か
。

　
二
〇
世
紀
転
換
期
以
降
、
ア
メ
リ
カ
で
は
医
療
職
の
専
門
分
化
が

進
展
し
た
（
１
）

。
そ
し
て
産
婦
人
科
や
小
児
科
、
整
形
外
科
、
精
神
科
等
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の
新
興
医
療
部
門
が
独
立
し
た
専
門
部
局
と
し
て
の
地
位
を
確
立
さ

せ
る
過
程
で
、
治
療
対
象
の
拡
大
が
生
じ
、
そ
れ
ま
で
医
療
の
対

象
外
で
あ
っ
た
諸
問
題
の
医
療
化
が
進
行
し
た
。
一
般
に
医
療
化

( m
edicalization)

と
は
、
医
療
行
為
の
対
象
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
事
象
が
、
病
気
或
は
障
害
と
し
て
、
医
療
的
介
入
の
対
象
に
再
定

義
さ
れ
る
過
程
を
指
す
（
２
）
。
こ
の
時
期
、
出
産
補
助
の
役
割
は
産
婆
か

ら
産
婦
人
科
医
へ
と
移
り
、
乳
幼
児
の
栄
養
問
題
は
幼
児
外
来
診
療

所
で
訪
問
看
護
婦
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
３
）

。
共
同
体

内
の
「
厄
介
な
隣
人
」
は
軽
度
の
精
神
病
者
と
い
う
認
定
を
受
け
る

よ
う
に
な
り
、
同
性
愛
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
、
薬
物
中
毒
症
が
病

的
状
態
と
し
て
医
学
的
に
定
義
さ
れ
た
（
４
）
。
日
常
生
活
の
諸
問
題
や
社

会
的
逸
脱
行
動
が
医
療
的
介
入
の
対
象
と
な
る
一
方
で
、
移
民
の
入

国
管
理
業
務
の
中
で
医
療
検
査
に
よ
る
健
常
性
の
判
定
が
入
国
許
可

決
定
の
要
件
と
な
る
等
、
医
学
的
ま
な
ざ
し
は
社
会
全
般
の
諸
事
象

に
浸
透
し
て
い
っ
た
（
５
）
。

　
た
だ
し
、
医
療
専
門
職
は
こ
の
医
療
化
の
過
程
を
独
占
的
に
方
向

づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ロ
ー
ゼ
ン

バ
ー
グ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
医
療
化
と
は
西
欧
社
会
の
長
期
的
趨

勢
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
医
師
の
主
導
の
下
で
一
方
的
に
進
行
す
る

過
程
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
医
学
的
な
概
念
と
実
践
の
新
領
域
へ
の

適
用
は
多
方
面
で
の
対
立
と
交
渉
を
含
む
社
会
的
争
点
と
な
っ
た
（
６
）
。

疾
病
・
障
害
・
健
康
に
関
す
る
医
学
的
理
解
は
、
と
き
と
し
て
そ
の

社
会
的
理
解
と
齟
齬
を
き
た
し
た
。医
学
的
に
定
義
さ
れ
た
事
象
が
、

医
療
施
設
の
現
場
運
営
者
や
行
政
官
吏
、
そ
し
て
患
者
自
身
や
そ
の

家
族
を
含
む
多
様
な
関
係
者
の
反
対
・
抵
抗
・
修
正
に
直
面
し
、
結

果
と
し
て
脱
医
療
化( de-m

edicalization)

現
象
が
生
じ
る
こ
と

も
あ
っ
た
（
７
）
。
二
〇
世
紀
初
頭
の
新
興
医
療
部
門
は
、
そ
の
科
学
的
権

威
を
ま
だ
十
分
に
確
立
で
き
て
お
ら
ず
、
医
療
現
場
で
は
関
係
者
間

の
対
立
が
表
面
化
し
た
。
た
と
え
ば
、「
精
神
薄
弱
」
の
判
定
を
め

ぐ
っ
て
、
複
数
の
医
療
関
係
者
間
で
診
断
が
一
致
せ
ず
に
二
転
三
転

す
る
「
境
界
事
例
」
が
多
出
す
る
一
方
、
貧
困
層
の
一
部
が
診
断
の

曖
昧
さ
を
逆
用
し
、
困
窮
時
の
生
存
戦
略
と
し
て
収
容
施
設
の
入
退

所
を
繰
り
返
す
事
例
も
多
発
し
た
（
８
）
。

　
こ
の
よ
う
に
医
療
化
を
、
医
師
・
看
護
師
等
が
独
占
的
に
方
向
づ

け
る
一
方
的
な
過
程
で
は
な
く
、
患
者
等
に
よ
る
抵
抗
・
転
用
・
折

衝
を
含
む
双
方
向
的
な
過
程
と
し
て
理
解
す
る
と
き
、
本
書
の
分
析

枠
組
が
抱
え
る
困
難
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
本
書
に
は
、
医
師

や
看
護
師
、
科
学
者
や
行
政
官
吏
な
ど
、
多
く
の
医
療
関
係
者
が
登

場
す
る
。
し
か
し
、
患
者
等
の
「
医
療
の
受
け
手
」
は
ほ
と
ん
ど
現

れ
な
い
。
少
な
く
と
も
彼
ら
の
「
顔
」
が
見
え
て
こ
な
い
の
で
あ

る
。
従
来
は
医
療
行
為
の
対
象
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
領
域
に
医
師

や
看
護
師
が
進
出
し
て
き
た
と
き
、
患
者
等
は
何
を
経
験
し
て
、
ど

の
よ
う
に
反
応
し
た
の
か
。「
医
療
の
受
け
手
」
の
経
験
に
関
す
る

叙
述
が
欠
落
し
た
ま
ま
で
は
、
医
療
化
と
い
う
過
程
に
含
ま
れ
る
社
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会
的
な
相
互
作
用
を
十
分
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
ち
ろ

ん
、
患
者
等
の
経
験
を
描
く
こ
と
は
、
必
ず
し
も
彼
ら
の
行
為
主
体

性( agency)
を
強
調
す
る
こ
と
と
同
義
で
は
な
い
。
医
療
を
め
ぐ

る
集
団
間
の
権
力
構
造
の
中
で
、
患
者
や
そ
の
家
族
が
無
力
な
場
合

も
あ
り
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
た
と
え
受
動
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
医

療
現
場
に
お
け
る
患
者
等
の
経
験( experience)

を
捨
象
し
て
は
、

医
療
化
と
い
う
過
程
の
全
貌
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

医
療
化
と
い
う
過
程
は
、
医
療
関
係
者
だ
け
で
構
成
さ
れ
る
閉
鎖
空

間
で
進
行
す
る
の
で
は
な
く
、
患
者
等
と
の
相
互
作
用
を
通
じ
て
変

質
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
抵
抗
や
転
用
を
引
き
起
こ
し
つ
つ
、
広
範

な
社
会
的
文
脈
の
な
か
で
展
開
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
編
者
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
現
代
ア
メ
リ
カ
社
会
が
抱
え
る
医
療
問

題
に
つ
い
て「
い
か
に
あ
る
べ
き
か
」を
問
う
も
の
で
は
な
く
、「
二
〇

世
紀
前
半
の
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
け
る
制
度
的
、
文
化
的
、
科
学
的

諸
力
が
『
い
か
に
あ
っ
た
か
』
を
示
す
も
の
で
あ
る
」。
し
か
し
本

書
は
、
少
な
く
と
も
医
療
化
と
い
う
過
程
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
「
い

か
に
あ
っ
た
か
」を
十
分
に
示
す
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
本
書
執
筆
陣
だ
け
の
問
題
と
い
う
よ
り
は
、
日
本
に
お
い
て

ア
メ
リ
カ
医
療
史
に
関
わ
る
す
べ
て
の
研
究
者
が
引
き
受
け
る
べ
き

課
題
で
あ
ろ
う
。
研
究
は
ま
だ
緒
に
就
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。
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