
序
明
治
時
代
、
精
神
医
学
者
を
悩
ま
せ
た
病
は
、｢

狐
憑
き｣

で
あ
っ
た
。

当
時
多
く
の
女
性
患
者
が

｢

狐
憑
き｣

と
な
り
、
精
神
病
院
に
収
容
さ
れ

た
。
こ
の
狐
が
憑
く
と
い
う
伝
承
は
ど
の
よ
う
な
背
景
か
ら
生
ま
れ
て
き

た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
江
戸
の
人
々
は
人
格
の
変
換
を

｢

狐
憑
き｣

と

捉
え
て
い
た
が
、
ど
の
よ
う
な
人
格
の
変
換
が
見
ら
れ
た
の
か
。
狐
の
伝

承
か
ら
そ
の
断
片
を
解
き
明
か
す
。

古
く
は
藤
原
道
長
の
時
代
、
陰
陽
師
が
呪
術
を
担
当
し
て
い
た
。
こ
の

時
期
は

｢

も
の
つ
き｣

の
時
代
で
あ
る
。
狐
は
陰
陽
五
行
で
は
土
を
担
当

し
、
農
耕
の
時
代
に
は
豊
穣
を
約
束
す
る
神
の
使
い
で
あ
っ
た
。
ま
た
�

の
葉
伝
説
で
は
、
変
化
し
た
狐
が
女
性
に
成
り
す
ま
し
て
安
倍
晴
明
の
母

と
な
っ
た
。

こ
れ
ら
の
伝
説
の
の
ち
時
代
は
下
っ
て
、
江
戸
時
代
に
は
病
を
治
す
た

め
の
稲
荷
信
仰
が
江
戸
の
町
に
大
き
く
広
が
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の

中
、
江
戸
中
期
に
は
歌
舞
伎
の

｢

�
の
葉｣

が
演
じ
ら
れ
は
じ
め
た
。
こ

れ
ら
の
伝
承
の
ほ
か
に
、
真
景
累
ガ
淵
で
知
ら
れ
る
累
物
語
も
解
離
の
現

象
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
離
の
現
象
を

｢

憑
く｣

と

み
た
系
譜
を
踏
ま
え
て
、
江
戸
か
ら
明
治
へ
の
心
理
学
と
精
神
医
学
の
変

化
の
時
代
を
取
り
上
げ
て
述
べ
る
。

こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
に
お
け
る
先
駆
的
な
研
究
に
昼
田
源
四
郎(

１)

、
川

村
邦
光(

２)

ら
の
研
究
が
あ
る
が
、
本
稿
は
こ
れ
ら
の
先
駆
的
研
究
と
は

異
な
る
視
点
で
記
載
さ
れ
て
い
る
。

一

ベ
ル
ツ
の
時
代

ま
ず
明
治
時
代
の
精
神
医
学
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
ベ
ル
ツ
は
一
八

七
九
年

(

明
治
一
二)

に
東
京
医
学
校
に
て
日
本
で
最
初
の
精
神
医
学
の

講
義
を
行
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
青
木
周
蔵
公
使
と
交
渉
し
て
日
本
と

契
約
し
、
お
雇
い
外
国
人
と
し
て
一
八
七
六
年

(

明
治
九)

に
横
浜
に
到

着
し
た
。

彼
は
日
本
で
は
じ
め
て
狐
憑
き
の
研
究
を
し
た
と
言
わ
れ
て
お
り(

３)

、

現
在
の
比
較
文
化
精
神
医
学
の
よ
う
な
興
味
で
狐
憑
き
を
見
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
東
京
大
学
で
精
神
病
の
患
者
の
治
療
も
し
た
と
い
わ
れ

て
い
る
。『

ベ
ル
ツ
の
日
記』

『

エ
ル
ヴ
ィ
ン
・
ベ
ル
ツ

日
本
医
学
の
開

拓
者』
に
は
、
精
神
病
の
患
者
の
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
出
て
こ
な
い
。
お
そ

ら
く
は
患
者
に
つ
い
て
は
守
秘
義
務
の
観
点
か
ら
記
載
さ
れ
て
い
な
い
の
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だ
ろ
う
。

こ
こ
で
ベ
ル
ツ
の
事
例
を
あ
げ
る
。
安
井
広(

４)

の
要
約
に
よ
れ
ば
、

ベ
ル
ツ
は
以
下
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。｢

一
八
七

七
年
に
、
ベ
ル
ツ
は
日
本
に
来
て
日
蓮
宗
の
法
会
を
見
た
。
日
本
の
女
性

に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
あ
と
、
ベ
ル
ツ
は
女
性
の
状
態
が
西
洋
の
修
道
院

の
尼
僧
が
陥
る
宗
教
エ
ク
ス
タ
ー
ゼ
に
類
似
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

ベ
ル
ツ
が
大
学
病
院
で
担
当
し
た
狐
憑
は
四
七
歳
女
性
の
事
例
で
あ
る
。

あ
る
と
き
玄
関
か
ら
何
か
が
入
り
左
の
胸
を
突
い
た
。
女
性
に
よ
れ
ば
こ

れ
が
狐
だ
っ
た
。
狐
は
す
べ
て
の
会
話
に
割
り
込
ん
で
き
て
お
か
し
な
こ

と
や
野
卑
な
こ
と
を
言
っ
た
。
ベ
ル
ツ
の
目
の
前
で
女
性
は
突
然〝

あ
あ

も
ち
ろ
ん
お
れ
は
そ
こ
に
い
る
さ

お
ま
え
の
よ
う
な
ば
か
が
お
れ
を
邪

魔
で
き
る
と
思
っ
て
い
る
の
か
い〟

と
別
人
の
よ
う
な
声
で
い
っ
た
。
女

性
の
教
育
レ
ベ
ル
か
ら
み
て
狐
の
言
動
は
皮
肉
で
、
ベ
ル
ツ
か
ら
み
る
と

驚
く
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
ベ
ル
ツ
は
催
眠
療
法
、
電
気
療
法
等
を
試
み

た
が
完
治
し
な
か
っ
た
。｣

さ
ら
に｢

ジ
ャ
ス
ト
ロ
ー
の

“
S

u
b

co
n

cio
u

s”

に
事
例
が
似
て
い
る｣

と
し
て
い
る
。

そ
の
後
の
研
究
と
し
て
は
、
呉
秀
三
の
弟
子
で
あ
る
門
脇
真
枝
の

『
狐

憑
病
新
論』

(

５)

が
東
大
系
、
あ
る
い
は
呉
秀
三
門
下
の
ま
と
ま
っ
た
狐
憑

き
研
究
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
ち
ら
は
入
院
患
者
で
狐
憑
き
を
主
訴
と

し
て
い
る
も
の
た
ち
で
、
門
脇
が
担
当
し
た
患
者
を
中
心
に
記
載
し
て
あ

る
研
究
書
で
あ
る
。
彼
は
巣
鴨
病
院
の
狐
憑
き
の
事
例
一
一
三
人
を
集
計

し
、
躁
狂
病
と
偏
執
狂
病
が
上
位
二
位
を
占
め
る
と
し
て
い
る
。
秋
元
波

留
夫(

６)

に
よ
れ
ば
現
在
の
精
神
医
学
の
分
類
と
異
な
る
た
め
に
、
単
純

比
較
は
で
き
な
い
が
、
門
脇
は
器
質
的
疾
患
に
も
狐
憑
き
が
見
ら
れ
る
と

報
告
し
て
い
た
と
説
明
し
て
い
る
。
門
脇
真
枝(

７)

は
狐
憑
き
は
伝
染
す

る
と
し
、
そ
れ
は
患
者
へ
の
同
情
や
妄
想
を
共
有
す
る
か
ら
で
あ
る
と
し

て
、
フ
ラ
ン
ス
の
フ
ォ
ー
リ
ア
・
ド
ウ
ー

(

二
人
組
精
神
病)

の
概
念
を

披
露
し
、
そ
れ
に
日
本
の
狐
憑
病
が
類
似
す
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
日
本

の
心
理
学
者
、
元
良
勇
次
郎
は『

六
合
雑
誌』

の｢

人
格
の
種
類｣

と
い
う

論
文
で
、
日
本
の
狐
憑
も
二
重
人
格
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る(

８)

。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
や
は
り
呉
秀
三
の
弟
子
で
あ
る
森
田
正
馬
が
一

九
一
五
年

(

大
正
四)

に
祈
祷
性
精
神
病
を

｢

平
常
憑
依
、
神
罰
、
精
神

感
通
等
の
迷
信
を
有
す
る
患
者
に
、
祈
祷
も
し
く
は
類
似
し
た
原
因
よ
り

感
動
を
本
と
し
て
起
こ
る
一
種
の
自
己
暗
示
性
の
精
神
異
常
定
型
で
あ
っ

て
、
錯
乱
状
態
、
昏
迷
状
態
、
人
格
変
換
状
態
の
三
型
に
分
類
で
き
る｣

(

９)

と
提
唱
し
、
現
在
の
精
神
医
学
の
教
科
書
、
辞
典
は
こ
れ
ら
の
森
田

の
定
式
化
を
受
け
入
れ
、
宗
教
と
関
連
し
た
精
神
病
を｢

祈
祷
性
精
神
病｣

と
呼
ぶ
こ
と
で
合
意
を
見
て
い
る
。

野
村
章
恒(

�)

に
よ
る
と
、
森
田
の
犬
神
憑
き
調
査
は
以
下
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
。

一
九
〇
三
年

(

明
治
三
六)

八
月
、
森
田
は
土
佐
に
お
い
て
僧
で
あ
る

窪
氏
と
患
者
宅
を
ま
わ
っ
た
。
九
月
一
日
に
は
、
犬
神
憑
き
が
五
軒
に
伝

染
し
た
事
例
を
調
査
し
、
は
じ
め
の
家
に
精
神
分
裂
病
の
患
者
が
お
り
、

そ
れ
が
契
機
と
な
っ
て
犬
神
憑
き
が
伝
染
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
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九
月
三
日
に
は
請
わ
れ
て
鳥
に
催
眠
術
を
か
け
る
の
を
村
人
の
前
で
演
じ

て
見
せ
た
。
九
月
八
日
に
は
、
バ
セ
ド
ー
氏
病
の
患
者
を
診
察
し
た
が
、

周
囲
の
者
は
犬
神
憑
き
だ
と
い
っ
て
い
た
と
い
う
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
当
時
の
土
佐
で
は
医
師
か
ら
見
て
、
精
神
分
裂

病
の
患
者
や
感
応
性
精
神
病
や
バ
セ
ド
ー
氏
病
も

｢

犬
神
憑
き｣

に
分
類

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
森
田
の
ま
と
め
で
は
、
犬
神
憑
き
三
六
例

の
う
ち
、
ヒ
ス
テ
リ
ー
が
男
二
名
、
女
一
〇
名
、
神
経
症
が
男
二
名
、
女

一
二
名
、
そ
の
他
身
体
の
病
気
九
名
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
の
土
佐
で
は
、

ま
ず
犬
神
憑
き
が
出
る
と
祈
祷
師
に
み
て
も
ら
い
、
そ
の
後
に
医
師
の
と

こ
ろ
に
い
く
こ
と
が
通
例
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
彼
は
講
演
会
を
行

い
、
迷
信
の
打
破
に
努
め
た
と
あ
る
。
こ
れ
は
犬
神
憑
き
の
例
で
あ
る
が
、

当
時
地
方
に
お
い
て
、
ま
ず
狐
憑
き
が
疑
わ
れ
た
ら
祈
祷
師
、
そ
の
後
に

医
師
と
い
う
流
れ
で
診
察
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
西
洋
の
精
神
医
学
が
紹
介
さ
れ
る
前
に
は
、
狐
が
憑

く
と
い
う
こ
と
が
多
く
の
人
た
ち
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、

少
な
く
と
も
一
八
八
〇
―
一
九
二
〇
年
代
ま
で
に
は
、
狐
憑
き
の
症
例
、

あ
る
い
は
祈
祷
性
精
神
病
は
精
神
医
学
に
お
い
て
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
っ

た
。
し
か
し

｢

狐｣

は
な
ぜ
憑
く
の
だ
ろ
う
か
？

当
時
の
人
に
と
っ
て

の

｢

狐｣

と
は
何
か
。

二

江
戸
時
代
の
状
況

狐
憑
き
に
は
い
る
前
に
、
江
戸
時
代
の
精
神
病
者
に
関
わ
る
と
思
わ
れ

る
状
況
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
る
。

小
田
晋(

�)

に
よ
れ
ば
、
元
禄
以
後
の
町
人
の
世
界
で
は
、
乱
心
に
陥
っ

た
も
の
を
家
族
が
奉
行
所
に
願
い
出
て
一
時
牢
内
に
あ
ず
け
る
処
置
が
行

わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
乱
心
者
の
一
部
の
う
ち
、
家
を
勘
当
さ
れ
た
も
の
、

非
行
、
犯
罪
者
等
は

｢

非
人｣

の
群
に
加
わ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
特
に
江

戸
の

｢

非
人｣

の
グ
ル
ー
プ
は
、
心
中

(

自
殺)

未
遂
者
、
元
売
春
婦
な

ど
の
多
様
な
、
職
業
に
就
き
に
く
い
人
物
を
収
容
す
る
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
、
現
在
で
い
う

｢

不
適
応
者｣

を
収
容
し
て
い
た
可
能
性

が
あ
る
と
い
う
。

江
戸
か
ら
明
治
に
時
代
が
移
る
に
従
い
、
精
神
病
者
の
扱
い
も
変
化
し

て
い
っ
た
。
江
戸
で
は
神
社
仏
閣
の
近
く
の
茶
屋
で
の
預
か
り
や
浅
草
非

人
溜
等
が
あ
っ
た
が
、
明
治
以
後
は
こ
れ
ら
江
戸
時
代
に
精
神
病
者
を
扱
っ

て
い
た
場
所
は
壊
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る

(

岩
倉
、
東
京
の
一
部
で
は

残
っ
た
地
域
も
あ
る)

。
他
方
、
西
洋
風
の
精
神
病
院
の
設
立
が
遅
れ
た

た
め
、
私
宅
監
置
が
そ
れ
を
代
行
す
る
形
態
が
続
い
た(

�)

。

岩
倉
の
茶
屋
な
ど
に
お
け
る
診
療
行
為
は
、
比
較
的
裕
福
で
治
療
費
を

賄
え
る
家
族
を
持
つ
患
者
を
対
象
と
し
た
。
従
っ
て
、
仏
教
的
説
諭
を
治

療
に
含
め
た
場
合
で
も
、
江
戸
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
精
神
病
者
の
治
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療
は
一
定
の
経
済
的
基
盤
が
あ
っ
た
場
合
に
の
み
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
時
期
の
治
療
に
関
す
る
代
表
的
な
研
究
に
小
俣
和
一
郎
の

研
究(

�)
が
あ
る
。

小
田
晋
に
よ
れ
ば
、
土
田
献

『

癲
癇
狂
経
験
編』

(

一
八
一
九
年)

に

は
、
土
田
が
診
察
し
た
約
千
人
の
症
例
か
ら
、
重
要
と
思
わ
れ
る
症
例
が

記
載
さ
れ
て
い
る
。
治
療
法
は
当
時
の
漢
方
を
利
用
し
た
精
神
科
薬
物
療

法
が
主
で
あ
る
。
土
田
は

｢
下
気
円｣

と
い
う
薬
を
多
く
使
用
し
て
お
り
、

治
癒
し
て
い
る
症
例
も
あ
る
が
、
器
質
的
な
疾
患
で
あ
る
精
神
病
の
予
後

不
良
な
こ
と
も
経
験
し
、
死
亡
し
た
と
記
載
さ
れ
た
症
例
も
あ
る
。
こ
れ

ら
の
こ
と
か
ら
小
田
は

｢

土
田
の
記
述
か
ら
伺
わ
れ
る
の
は
、
す
で
に
当

時

(

江
戸
末
期)

江
戸
の
町
人
た
ち
が
狂
気
に
対
し
て
、
専
門
医
に
よ
る

薬
物
療
法
を
求
め
る
と
い
う
姿
勢
を
持
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た｣

と
指

摘
し
て
い
る(

�)

。

香
川
修
徳

『

一
本
堂
行
余
医
言』
(

一
七
八
八
年)

で
は
、
狐
憑
き
を

診
察
し
た
と
こ
ろ
、
真
の
狐
憑
き
が
百
例
中
の
一
、
二
あ
る
が
、｢
狂
証｣

で
あ
る
例
が
多
い
と
し
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
の
狐
憑
き
を
病
気
と
認
識
し

て
い
た
。
こ
こ
で
は
狐
憑
き
の
う
ち
ほ
と
ん
ど
を
病
気
と
み
な
す
一
方
で
、

少
数
で
は
あ
る
が
真
の
狐
憑
き
が
存
在
す
る
と
認
識
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。

ま
た
小
田
は
江
戸
時
代
の
説
話
集
の
事
例
か
ら
、
狐
憑
き
と
さ
れ
た
女

が
自
宅
の
軒
下
に
何
年
も
生
活
し
て
お
り
、
時
折
奇
声
を
発
し
た
と
い
う

内
容
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
現
代
で
あ
れ
ば
統
合
失
調
症
に
分
類
さ
れ
た

事
例
で
あ
ろ
う
と
説
明
し
、
治
療
の
は
っ
き
り
と
し
た
形
跡
は
み
ら
れ
な

い
と
し
て
い
る
。

三

狐
憑
き
の

｢

憑
き｣

に
つ
い
て

中
村
禎
里(

�)

に
よ
れ
ば
、
一
〇
世
紀
に
は
狐
落
と
し
を
一
つ
の
目
的

と
し
て
六
字
経
法
と
い
う
修
法
が
真
言
宗
、
天
台
宗
の
密
教
で
は
じ
ま
っ

て
い
た
。

そ
も
そ
も
狐
憑
き
の

｢

憑
く｣

と
い
う
用
語
に
つ
い
て
も
異
説
が
あ
る
。

｢

憑
る｣

は
も
と
も
と
神
霊
が
自
ら
の
見
解
、
意
向
、
予
言
を
伝
え
る
た

め
、
人
の
身
体
・
口
舌
を
借
り
る
こ
と
を
意
味
す
る
。『

日
本
霊
異
記』

の
狐
憑
き
に
は

｢

託｣

と
い
う
文
字
が
当
て
ら
れ
た
。
中
村
に
よ
れ
ば

｢

付
く｣

が
近
世
に
は
一
般
的
で
あ
り
、
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に

｢

憑
る｣

｢

託
す｣

な
ど
の
文
字
が
現
れ
は
じ
め
た
。
狐
憑
き
の
仕
組
み
に

つ
い
て
は

(

一)

狐
の
魂
が
入
る
と
い
う
説

(

二)

そ
の
身
体
が
入
る
と

い
う
説

(

三)

狐
に
人
の
心
が
奪
わ
れ
る
の
だ
と
す
る
説
の
三
つ
が
あ
っ

た
。
中
村
に
よ
れ
ば

『

老
媼
茶
話』

に
お
い
て
、
狐
は
自
分
の
身
体
を
山

奥
に
隠
し
、
魂
の
み
が
抜
け
出
て
人
に
取
り
付
く
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
魂
の
み
が
抜
け
出
て
人
に
憑
く
と
い
う
ア
イ
デ
ア
は
人
の
生
霊
付
き

か
ら
思
い
つ
か
れ
た
、
と
中
村
は
推
理
し
て
い
る
。

稲
荷
神
社
の
総
本
山
は
京
都
の
伏
見
稲
荷
大
社
で
あ
る
。
農
民
や
稲
、

豊
穣
の
神
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
稲
荷
神
社
の
祭
神
は
宇
�
之
御
魂
神
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(
ウ
カ
ノ
ミ
タ
マ
ノ
カ
ミ)

で
あ
り
、
狐
は
そ
の
お
使
い
と
さ
れ
て
い
る

が
、
民
間
で
は
狐
を
稲
荷
の
神
だ
と
信
じ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
稲
荷
神

社
の
信
仰
が
発
展
し
た
の
は
、
平
安
初
期
に
稲
荷
の
神
は
教
王
護
国
寺
と

結
び
つ
き
、
勢
力
を
伸
ば
し
た
こ
と
や
、
江
戸
中
期
ご
ろ
か
ら
総
本
社
の

伏
見
稲
荷
大
社
の
分
霊
を
各
地
に
勧
請
す
る

｢

稲
荷
勧
請｣

が
盛
行
し
た

こ
と
に
よ
る(

�)

。

人
の
生
霊
付
き
に
つ
い
て
は
文
学
作
品
で
有
名
で
あ
る
の
は

『

源
氏
物

語』

で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
の
生
霊
つ
き
と
陰
陽
師
に
つ
い
て
述
べ
る
。

四

陰
陽
師
に
つ
い
て

(

一)

疫
病
と
鬼
、
陰
陽
道

神
�
官
所
属
の
卜
部
た
ち
が
行
う
祈
祷
の
祭
り
が
道
饗
祭
で
あ
る
。
こ

の
卜
部
が
対
処
し
て
い
た

｢

物｣

は
、
黄
泉
の
国
で
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト

の
変
わ
り
果
て
た
姿
に
恐
れ
を
な
し
て
逃
げ
出
し
た
イ
ザ
ナ
キ
ノ
ミ
コ
ト

を
追
い
か
け
て
き
た
鬼
た
ち
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り

｢

も
の
つ
き｣
の

物
は
、
鬼
な
の
で
あ
る
。
中
国
で
は
疫
鬼
が
生
ま
れ
て
疫
病
を
撒
き
散
ら

す
と
さ
れ
て
お
り
、
疫
病
を
防
ぐ
た
め
に
、
卜
部
は

｢

物｣

つ
ま
り
鬼
を

防
い
で
い
た
の
で
あ
る(

�)

。

神
道
の
本
で
は
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
の
身
体
に
は
蛆
と
八
雷
神

(

ヤ
ク

サ
イ
ノ
イ
カ
ズ
チ
ノ
カ
ミ)

が
つ
い
て
い
た
と
さ
れ
て
お
り(

�)

、
結
局

死
体
が
腐
乱
し
て
い
た
こ
と
を
さ
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
こ
れ
は｢

穢
れ｣

つ
ま
り
現
代
風
に
言
え
ば
黴
菌
な
ど
が
広
が
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
た
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
勿
論
当
時
の
人
々
に
は
黴
菌
と
い
う
観
念
は
な
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
が
、
長
年
の
経
験
か
ら

｢

穢
れ｣

か
ら
悪
い
こ
と
、
疫
病

が
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

平
安
時
代
に
は
疫
鬼
が
腰
に
さ
し
て
い
る
槌
で
人
を
た
た
く
こ
と
に
よ
っ

て
疫
病
に
な
る
と
信
じ
ら
れ
、
貴
族
た
ち
は
春
夏
秋
冬
に
私
邸
に
陰
陽
師

を
呼
び
寄
せ
、
盛
ん
に
彼
ら
に
対
疫
鬼
用
の
祭
り
を
さ
せ
た
。

平
安
時
代
の
中
ご
ろ
、
穢
れ
を
避
け
る
意
識
が
強
ま
り
、
前
述
の
卜
部

た
ち
も
疫
鬼
を
防
ぐ
と
い
う
穢
れ
を
伴
う
祭
り
を
厭
う
よ
う
に
な
っ
て
い
っ

た
。
そ
の
こ
ろ
、
陰
陽
道
が
怪
異
占
い
と
と
も
に
祓
い
や
祭
り
な
ど
の
活

動
を
活
発
化
さ
せ
た
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
で
陰
陽
道
の
祭
祀
に
疫
鬼
対
策

の
機
能
が
移
管
さ
れ
て
い
っ
た
。

平
安
時
代
の
貴
族
の
出
産
、
安
徳
天
皇
が
生
ま
れ
た
と
き
の
記
録
で
は
、

出
産
時
に
は
阿
闍
梨
な
ど
の
僧
の
ほ
か
に
、
陰
陽
師
が
祓
い
を
行
っ
た
記

録
が
あ
る

(

一
一
七
八
年
、
九
条
兼
実
の
日
記
よ
り)

(

�)

。

こ
ち
ら
も
、
出
産
を
産
穢
と
呼
び
、
現
代
で
い
え
ば
産
褥
熱
、
産
後
の

肥
立
ち
の
悪
さ
を
防
ぐ
た
め
に
、｢

穢
れ｣

を
祓
う
た
め
に
陰
陽
師
が
呼

ば
れ
て
い
た
例
で
あ
っ
た
。

ま
た
出
産
時
に

｢

物
気｣

が
表
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
平
清
盛
の
子
、

建
礼
門
院
が
出
産
の
と
き
に
は
、
憑
依
が
起
こ
り
、
有
験
の
僧
が
よ
り
ま

し
に
そ
の｢
物
気｣

を
移
し
て
聞
き
出
し
た
と
こ
ろ
、
怨
霊
の
名
前
を
言
っ

た
。
そ
の
後
、
出
産
を
安
定
さ
せ
る
た
め
、
平
清
盛
は
政
敵
で
あ
っ
た
怨
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霊
の
二
人
を

｢

非
常
の
大
赦｣

に
よ
っ
て
許
す
こ
と
に
な
っ
た(

�)

。
こ

ち
ら
は
陰
陽
師
で
は
な
い
が
、
当
時

｢

憑
依｣

が

｢

物
気｣

に
よ
っ
て
起

こ
り
、
よ
り
ま
し
に
移
し
て
祟
っ
た
霊
の
名
前
を
聞
き
出
す
行
為
が
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

増
尾
伸
一
郎(
�)
に
よ
れ
ば
陰
陽
道
は
中
国
古
代
の
陰
陽
説
や
五
行
説

に
基
づ
い
て
災
異
や
吉
凶
を
推
断
し
、
易
占
や
呪
術
的
な
祓
、
諸
種
の
祭

儀
な
ど
を
行
う
。
陰
陽
道
を
構
成
す
る
思
想
が
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
の
は

『

日
本
書
紀』

に
よ
れ
ば
六
世
紀
初
期
で
あ
る
。

｢

陰
陽
道｣

と
い
う
用
語
は
一
〇
世
紀
か
ら
日
本
で
一
般
化
す
る
用
語

で
あ
り
、
陰
陽
師
な
ど
を
中
心
と
し
、
彼
ら
が
専
門
的
に
掌
っ
た
学
術
・

技
能
お
よ
び
職
務
が
一
体
化
し
た
も
の
と
し
て
九
世
紀
後
半
か
ら
一
〇
世

紀
に
成
立
し
た
概
念
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
赤
沢
春
彦(

�)

に
よ
れ
ば
、

国
家
に
対
す
る
陰
陽
道
の
役
割
は
大
き
く
、｢

日
次
・
方
角
禁
忌
な
ど
の

勘
申｣

｢

占
巫｣

｢

呪
術｣

の
三
つ
に
分
か
れ
る
。
平
安
時
代
に
続
き
鎌
倉

時
代
に
も
陰
陽
道
公
事
執
行
は
行
わ
れ
て
い
た
。
呪
術
は
な
ん
ら
か
の
問

題
が
起
こ
っ
た
と
き
に
対
処
法
と
し
て
行
わ
れ
る
。
ま
た
、
問
題
の
発
生

後
だ
け
で
は
な
く
、
予
防
と
し
て
も
行
わ
れ
る
。

つ
ま
り
こ
の

｢

問
題｣

を

｢

疫
病｣

と
考
え
れ
ば
、
陰
陽
師
は
現
代
風

に
言
う
と
公
衆
衛
生
、
予
防
医
学
に
関
わ
る
よ
う
な
立
場
に
あ
っ
た
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
狐
落
と
し
の
方
法
を
見
て
み
よ
う
。

｢

祈
祷｣

｢

言
語
に
よ
る
呪
法｣

｢

護
符
の
使
用｣

｢

言
語
に
よ
る
叱
責
・

説
得｣

｢

弓
矢
、
刀
剣
な
ど
に
よ
る
脅
迫｣

｢

そ
の
他
の
物
理
的
方
法
に
よ

る
阿
責｣
｢

狐
の
天
敵
の
利
用｣

｢

狐
の
要
求
の
容
認｣

｢

薬
物
の
利
用｣

な
ど
で
あ
る
。

後
に
述
べ
る
が
、
明
治
期
に
な
っ
て
か
ら
行
わ
れ
た
狐
落
し
に
は
宗
教

的
な
方
法
、
祈
祷
や
護
符
の
使
用
な
ど
が
用
い
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

(

二)

平
安
時
代
の
怨
霊

藤
原
氏
が
恐
れ
て
い
た
怨
霊
は
、
藤
原
広
嗣
の
怨
霊
で
あ
る
。
当
時
は
、

少
し
前
に
長
屋
王
の
変(

七
二
九
年)

が
あ
り
、
恨
み
を
持
っ
て
亡
く
な
っ

た
も
の
が
怨
霊
と
な
っ
て
祟
る
と
い
う
概
念
が
信
じ
ら
れ
て
い
た
。

藤
原
広
嗣
は
太
宰
少
弐
に
左
遷
さ
れ
、
北
九
州
の
豪
族
ら
を
率
い
て
決

起
し
た
が
、
征
伐
さ
れ
た

(

七
四
〇
年)

。

『

平
家
物
語』

の
中
で
、
藤
原
広
嗣
の
霊
は
調
伏
し
よ
う
と
し
た
玄
�

の
首
を
取
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。『

今
昔
物
語
集』

で
は
、
こ
の
霊
に
天

皇
も
恐
れ
、
陰
陽
の
術
に
よ
り
鎮
撫
し
た
と
こ
ろ
、
静
ま
っ
た
と
記
さ
れ

て
い
る
。

そ
の
後
橘
奈
良
麻
呂
が
非
業
の
死
を
遂
げ
る
と
、
町
の
人
々
は
奈
良
麻

呂
の
怨
霊
と
思
わ
れ
る
も
の
が
跋
扈
し
、
そ
れ
を
調
伏
す
る
も
の
た
ち
が

現
れ
た
記
録
が
あ
る
。
非
業
の
死
を
遂
げ
た
も
の
は
怨
霊
に
な
っ
て
祟
る

と
町
の
人
々
が
信
じ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る(

�)

。

時
代
は
下
り
、
江
戸
時
代
末
期
に
も
、『

保
元
物
語』

に
出
て
く
る
崇

徳
院
の
怨
霊
を
お
そ
れ
、
一
八
六
八
年

(

慶
応
四)

に
讃
岐
か
ら
京
都
へ
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の
神
霊
の
還
遷
が
な
さ
れ
た
。
非
業
の
死
を
と
げ
た
も
の
が
祟
り
、
怨
霊

に
な
る
と
い
う
考
え
そ
の
も
の
は
長
屋
王
事
件
の
こ
ろ
か
ら
発
生
し
、
そ

の
怨
霊
に
対
す
る
信
仰
は
、
明
治
政
府
が
発
足
し
た
こ
ろ
に
も
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。

(

三)

江
戸
時
代
の
陰
陽
師

八
世
紀
前
半
に
は
天
文
博
士
と
陰
陽
博
士
の
職
能
に
区
別
が
な
く
、
両

者
は
天
文
占
も
陰
陽
道
占
も
行
っ
て
い
た
。
安
倍
晴
明
の
師
で
あ
る
賀
茂

保
憲
は
暦
・
天
文
博
士
を
歴
任
し
て
い
た(

�)

。

陰
陽
師
の
土
御
門
家
が
歴
史
に
再
び
現
れ
て
く
る
の
は
江
戸
時
代
で
あ

り
、
一
六
八
五
年
に
初
代
幕
府
天
文
方
と
な
っ
た
渋
川
春
海
は
、
碁
か
ら

は
じ
め
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
学
ん
だ
が
、
土
御
門
神
道
を
土
御
門
泰
福
か

ら
学
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
そ
の
後
幕
府
が
行
っ
た
改
暦
事
業
が
一
七
八
九
年
ご
ろ
に
大
々

的
行
わ
れ
、
高
橋
至
時
、
間
重
富
ら
が
月
食
の
観
察
を
し
、
緯
度
や
経
度

を
計
算
し
て
作
成
し
た
新
暦
は
、
陰
陽
の
頭
土
御
門
泰
栄
の
手
に
よ
っ
て

上
納
さ
れ
た(

�)

。

こ
の
こ
ろ
に
は
す
で
に
、
暦
改
定
作
業
は
当
時
の
学
者
で
あ
る
高
橋
至

時
ら
蘭
学
者
の
手
に
よ
っ
て
実
際
に
は
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

土
御
門
家
は
幕
府
に
よ
っ
て
陰
陽
師
を
管
理
す
る
役
目
を
与
え
ら
れ
、
陰

陽
師
の
認
定
と
免
状
の
発
行
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
。

幕
府
天
文
方
は
、
の
ち
に
蛮
書
調
所
と
な
り
、
天
文
測
量
、
翻
訳
業
な

ど
を
行
い
、
の
ち
に
東
京
大
学
の
ル
ー
ツ
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
。

(

四)

安
倍
晴
明
と
狐

狐
と
人
間
が
結
婚
し
、
子
が
生
ま
れ
る
と
い
う
話
を

｢

異
類
婚
伝
承｣

と
い
い
、『

日
本
霊
異
記』

の
書
か
れ
た
九
世
紀
ご
ろ
か
ら
見
ら
れ
る
。

ま
た
、
狐
と
陰
陽
道
の
結
び
つ
き
は
、
平
安
時
代
の
院
政
期
に

｢

狐
が

鳴
く｣

な
ど
の
事
件
を
卜
占
し
た
の
は
、
神
�
官
と
陰
陽
師
で
あ
っ
た
。

中
村
禎
里(

�)

に
よ
れ
ば

『

今
昔
物
語
集』

で
は
、
賀
陽
良
藤
の
狐
気
を
、

陰
陽
師
が
落
と
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
。
こ
ち
ら
は
狐
落
と
し
の
能
力

を
陰
陽
師
が
持
つ
こ
と
を
示
す
。
ま
た
室
町
時
代
中
期
に
発
生
し
た
、
義

持
狐
付
け
事
件
に
は
、
複
数
の
陰
陽
師
が
連
座
し
た
。
こ
ち
ら
は
、
陰
陽

師
が
狐
を
付
け
る
能
力
を
持
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

室
町
時
代
末
期
成
立
、
古
浄
瑠
璃

『

し
の
だ
づ
ま』

に
は
、
狐
と
男
性

の
結
婚
話
と
そ
の
子
が
安
部
童
子
で
あ
る
と
い
う
話
が
現
れ
て
く
る
。
こ

こ
で
は
晴
明
の
出
生
の
場
所
と
し
て
常
陸
国
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
常
陸

国
は
、
中
世
中
期
に
は
霊
狐
信
仰
の
き
わ
め
て
盛
ん
な
地
域
で
あ
っ
た
。

室
町
時
代
に
は
狐
を
母
と
す
る
安
倍
晴
明
が
、
母
狐
か
ら
異
能
を
受
け

継
ぎ
、
陰
陽
師
と
し
て
成
功
す
る
と
い
う
成
功
話
が
で
き
て
お
り
、
人
々

に
広
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

浅
井
了
意
著
と
さ
れ
る

『

安
倍
晴
明
物
語』

(

一
六
六
二
年)

で
は
、

出
生
地
は
阿
倍
野
と
さ
れ
、
父
親
は
農
民
で
あ
る
安
名
で
あ
る
と
さ
れ
、

烏
の
会
話
の
内
容
を
晴
明
が
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
能
力
は
霊
狐
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か
ら
得
た
と
さ
れ
て
い
る
。
中
村
に
よ
れ
ば
稲
荷
信
仰
が
全
国
に
広
が
っ

て
き
た
の
は
室
町
時
代
で
あ
り
、
特
に
東
国
に
お
い
て
霊
狐
信
仰
が
あ
り
、

こ
の
伝
承
が
陰
陽
師
に
よ
っ
て
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。

｢

篠
田
妻｣

歌
舞
伎
で
�
の
葉
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
の
は
竹
田
出
雲
作

｢

�
屋
道

満
大
内
鑑｣

(

一
七
三
四
年)
で
あ
る
。
も
と
も
と
は
人
形
浄
瑠
璃
で
の

ち
に
歌
舞
伎
に
な
っ
た
と
い
う
。

歌
舞
伎
の

｢

�
の
葉｣

の
せ
り
ふ
の
中
に
、｢

離
魂
病｣

が
出
て
く
る
。

｢

離
魂
病｣

は
呉
秀
三
が
論
文
の
中
で
論
じ
て
い
た
解
離
の
よ
う
な
精
神

症
状
で
あ
る
。
も
う
一
人
の
同
じ
人
間
が
同
時
に
ま
っ
た
く
違
う
場
所
に

現
れ
る
と
い
う
よ
う
な
現
象
で
あ
る
。
�
の
葉
の
中
で
、
姫
が
二
人
い
る

こ
と
に
気
が
つ
い
た
父
親
が
、
も
し
や
離
魂
病
で
は
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
演
目
も
江
戸
後
期
に
は
よ
く
上
演
さ
れ
て
お
り
、
江
戸
の
人
々
に
は

｢

離
魂
病｣

も
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(

五)

江
戸
の
悪
霊
除
霊
物
語

(

累
物
語)

江
戸
時
代
に
あ
っ
た
有
名
な
悪
霊
と
そ
の
除
霊
物
語
に
つ
い
て
述
べ
る
。

下
総
国
岡
部
郡
羽
生
村
で
一
六
七
二
年

(

寛
文
一
二)

に
村
の
娘
お
菊
一

四
歳
に
奇
怪
な
つ
き
も
の
が
と
り
つ
き

｢

我
は
お
菊
の
父
与
右
衛
門
の
先

妻
累

(

の
死
霊)

で
あ
る｣

と
名
の
り
、｢

財
産
め
あ
て
で
入
婿
し
た
我

が
夫
与
右
衛
門
こ
そ
、
我
が
醜
貌
を
嫌
っ
て
、
我
を
鬼
怒
川
に
水
漬
け
に

し
て
殺
し
た
本
人
で
あ
る｣

と
祟
っ
た
。
本
人
は
泡
を
ふ
き
、
顔
も
身
体

も
異
様
に
屈
曲
し
て
い
た
。
そ
し
て
父
与
右
衛
門
は
剃
髪
し
、
出
家
し
た
。

当
時
三
六
歳
で
隣
村
の
学
僧
で
あ
っ
た
祐
天
上
人
が
除
霊
に
あ
た
っ
た
。

祐
天
は
六
字
名
号
を
授
け
て
死
霊
を
解
脱
さ
せ
た
。
し
か
し
そ
の
後
も
お

菊
に
死
霊
が
つ
き
、
祐
天
は
そ
れ
が
与
右
衛
門
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
助
と

い
う
六
歳
の
子
供
の
霊
と
見
抜
き
、
除
霊
し
て
事
な
き
を
得
た
。
祐
天
は

除
霊
時
以
外
に
は
お
菊
に
薬
を
与
え
、
食
事
を
与
え
、
寝
具
の
用
意
を
し
、

健
康
上
の
配
慮
も
し
て
い
た
。
祐
天
上
人
が
活
躍
し
た
の
は
五
代
将
軍
綱

吉
の
時
代
で
、
江
戸
で
も
記
録
で
は
五
〇
件
近
く
の
除
霊
活
動
を
し
て
、

綱
吉
の
母
桂
昌
院
も
祐
天
上
人
に
帰
依
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る(

�)

。

お
菊
が
七
二
歳
で
亡
く
な
っ
た
年
、
一
七
三
一
年

(

享
保
一
六)

、
江
戸

市
村
座
で
は
累
狂
言
を
行
い
、
大
当
た
り
を
と
っ
た
。
江
戸
怪
談
狂
言
は

こ
の
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
話
は
江
戸
の
人
々
の
心
を

捉
え
、
江
戸
後
期
に
は
累
物
と
し
て
歌
舞
伎
も
上
演
さ
れ
て
い
た

(

四
代

目
鶴
屋
南
北
作

｢

色
彩
間
苅
豆｣)

。
草
双
子
の
テ
ー
マ
に
も
な
り
、
人
気

を
集
め
て
い
た
と
い
う

(

曲
亭

(

滝
沢)

馬
琴

｢

新
累
解
脱
物
語｣)

。
こ

の
時
期
に
も
、
恨
み
を
残
し
て
死
ん
だ
も
の
の
死
霊
が
取
り
付
く
と
信
じ

ら
れ
、
そ
れ
を
僧
が
除
霊
す
る
と
い
う
図
式
は
人
々
に
よ
く
知
ら
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。

前
述
の
よ
う
に
累
物
語
や
�
の
葉
は
歌
舞
伎
と
し
て
江
戸
後
期
も
広
く

上
演
さ
れ
て
い
た
。
歌
舞
伎
は
庶
民
の
娯
楽
で
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
江
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戸
の
人
々
に
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
物
語
で
あ
り
、｢

狐
の
ふ
り
を
す
る｣

も
の
ま
ね
も
歌
舞
伎
の
上
演
に
よ
り
、
人
々
に
ま
た
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
こ
と
か
ら
、
実
際
に
狐
憑
き
に
あ
っ
た
人
を
見
て
い
な
く
て
も
、
少

な
く
と
も
意
識
的
で
あ
れ
無
意
識
的
で
あ
れ
、
狐
に
憑
か
れ
た
状
態
を
演

じ
る
こ
と
は
多
く
の
人
に
可
能
な
状
態
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
江
戸
時
代

は
現
代
の
よ
う
に
電
気
も
な
く
、
暗
い
状
態
で
、
歌
舞
伎
で
幽
霊
も
の
を

見
て
そ
の
幻
影
に
苦
し
め
ら
れ
た
り
、
幽
霊
の
存
在
を
近
く
に
感
じ
る
こ

と
も
ま
た
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三
遊
亭
円
朝
は
百
枚
も
の
幽
霊
画
を
集
め
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
現
在
で

も
展
示
さ
れ
て
い
る
。
江
戸
時
代
に
は
丸
山
応
挙
な
ど
の
有
名
画
家
が
幽

霊
画
を
多
く
描
き
、
鑑
賞
さ
れ
て
い
た
。
江
戸
の
人
々
に
と
っ
て
は
幽
霊

は
現
代
と
は
異
な
り
、
身
近
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

五

明
治
、
大
正
時
代
の
催
眠
術
と
稲
荷
お
ろ
し

明
治
初
期
は
、
大
澤
謙
二
な
ど
の
医
師
に
よ
っ
て
催
眠
療
法
が
取
り
入

れ
ら
れ
た
が
、
催
眠
療
法
に
つ
い
て
の
正
し
い
見
解
や
使
用
法
が
医
師
の

間
に
広
ま
る
前
に
、
民
間
に
お
い
て
催
眠
術
ブ
ー
ム
が
起
こ
っ
て
し
ま
っ

た
。
そ
の
た
め
、
事
件
が
起
こ
り
、
催
眠
は
法
律
で
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た(

�)

。

明
治
時
代
に
は
医
学
の
西
洋
化
が
一
気
に
行
わ
れ
、
精
神
医
学
も
お
雇

い
外
国
人
と
留
学
し
た
医
師
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
た
め
に
、
江
戸
時
代

か
ら
の
流
れ
と
断
絶
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
橋
本
明(

�)

に
よ
れ
ば
、
江
戸
の
溜
は
明
治
初
年
に
は
存
続
し
て
い
た
が
、
一
八
七
二

年(

明
治
五)

に
設
立
さ
れ
た
養
育
院
に
そ
の
機
能
が
引
き
継
が
れ
て
い
っ

た
。
養
育
院
は
そ
の
後
変
遷
し
、
一
八
七
九
年

(

明
治
一
二)

に
は
東
京

府
癲
狂
院
と
な
っ
た
。

呉
秀
三
の
調
査
書
に
の
っ
て
い
た
場
所
で
は
、
た
と
え
ば
千
葉
県
正
中

山
法
華
経
寺

(

日
蓮
宗)

で
は
、
患
者
に
対
す
る
読
経
な
ど
の
方
策
に
加

え
て
、
一
九
一
七
年

(

大
正
六)

に
鬼
子
母
神
刹
堂
の
う
ら
に
中
山
療
養

院
を
作
り
、
加
持
祈
祷
に
よ
る
精
神
療
法
と
医
学
的
療
法
と
を
併
用
し
た

治
療
を
行
っ
て
い
た
。
京
都
の
岩
倉
で
は
岩
倉
で
の
精
神
病
者
が
治
る
と

い
う
長
い
信
仰
の
歴
史
か
ら
、
茶
屋
に
よ
る
患
者
の
預
か
り
が
行
わ
れ
て

き
た
が
、
こ
ち
ら
も
変
遷
の
の
ち
に
精
神
病
院
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
時

期
に
催
眠
術
が
紹
介
さ
れ
た
が
、
精
神
病
の
治
療
と
理
解
さ
れ
た
り
、
あ

る
い
は
他
者
を
操
作
す
る
技
術
と
し
て
誤
解
、
誤
用
さ
れ
た
り
、
通
信
教

育
の
教
材
と
し
て
あ
る
種
の
詐
欺
に
利
用
さ
れ
た
り
、
当
時
の
日
本
で
は

ま
と
も
に
研
究
実
施
す
る
よ
う
な
土
壌
に
欠
け
て
い
た
。
そ
し
て
一
般
市

民
に
は
宗
教
に
よ
っ
て
治
す
こ
と
が
よ
い
の
か
、
精
神
医
学
に
頼
る
の
が

正
し
い
の
か
、
わ
か
ら
な
い
状
態
が
続
い
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
時
勢
の
中
、
一
九
一
七
年
に
は
雑
誌

『

変
態
心
理』

が
刊

行
さ
れ
た
。
こ
の
編
集
長
で
あ
る
中
村
古
峡
は
、
当
時
の
精
神
病
治
療
の

世
界
に
一
石
を
投
じ
よ
う
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
雑
誌
の
な

か
で
中
村
は
あ
る
宗
教
団
体
を
激
し
く
攻
撃
す
る
こ
と
に
な
っ
た(

�)

。
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当
時
の
新
興
宗
教
が
行
っ
て
い
た
の
は

｢

稲
荷
お
ろ
し｣

で
あ
っ
た
。

中
村
は
教
祖
出
口
な
お
に
対
し
て
、｢

神
懸
り｣

と
は
、
妄
想
に
基
づ

く
一
個
の
人
格
変
換
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
。
数
回
雑
誌『

変
態
心
理』

に
お
い
て
特
集
を
組
み
、
大
本
教
を
攻
撃
し
て
き
た
。

大
本
教
検
挙
後
の
論
説
で
は
、
あ
る
法
学
博
士
は

｢

あ
ん
な
邪
教
を
信

じ
る
の
は
、
現
代
の
日
本
に
確
固
た
る
宗
教
が
な
い
か
ら｣

と
述
べ
て
い

た
。度

合
好
一(

�)

に
よ
れ
ば
、
出
口
な
お
が
教
祖
と
な
っ
た
い
き
さ
つ
は

お
よ
そ
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
な
お
の
三
女
、
福
島
ひ
さ
は
産
後
に
混
乱

し
、
あ
ら
ぬ
こ
と
を
口
走
っ
た
。
金
光
教
の
布
教
師
を
呼
ん
で
祈
祷
し
て

も
ら
う
と
、
ひ
さ
の
混
乱
は
静
ま
っ
た
。
金
光
教
の
崇
拝
す
る
金
神
は
、

鬼
門
に
あ
っ
て
七
殺
の
た
た
り
を
す
る
と
い
う
陰
陽
道
系
の
祟
り
神
で
あ
っ

た
。
こ
れ
ら
の
霊
験
を
見
た
後
、
な
お
は
あ
る
日
腹
の
中
か
ら
男
の
声
が

す
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
そ
れ
は
金
神
の
声
で
あ
っ
た
。
な
お
は
そ
の
後

｢

お
筆
先｣

を
書
い
て
い
た
。
そ
の
後
、
婿
の
出
口
王
仁
三
郎
や
教
団
の

ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
浅
野
和
三
郎
の
力
を
得
て
、
教
団
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。

綾
部
の
教
団
に
い
た
人
の
体
験
談
で
は
、
信
者
の
会
合
で
稲
荷
お
ろ
し
や

集
団
催
眠
の
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
検
挙
の
原
因

は
不
敬
罪
で
あ
る
が
、
信
者
の
一
部
に
は
、
自
分
や
親
族
が
狐
憑
き
に
な

り
、
そ
の
治
療
の
た
め
に
大
本
教
を
た
ず
ね
た
も
の
も
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
一
般
に
は
狐
憑
き
は

｢

俗
信｣

と
思
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
浄
土
真

宗
な
ど
で
は
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
や
呪
術
を
否
定
し
て
い
た
。
文
明
開
化
の

世
界
で
は
、
精
神
病
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
遺
伝
病
の
烙
印
を
押
さ
れ
る
こ

と
に
も
つ
な
が
り

(

脳
病
と
い
う
レ
ッ
テ
ル)

、
隠
し
た
い
と
い
う
気
持

ち
が
優
先
し
、
一
種
の
精
神
病
で
あ
る
狐
憑
き
を
新
興
宗
教
に
た
よ
っ
て

治
療
し
よ
う
と
す
る
人
々
が
多
数
い
て
も
不
思
議
は
無
い
。
ど
の
程
度
の

信
者
が
大
本
教
の
本
来
の
教
義
に
賛
同
し
て
い
た
か
は
、
不
明
で
あ
る
。

一
九
〇
八
年

(

明
治
四
一)

の
警
察
犯
処
罰
令
に
よ
っ
て
催
眠
が
処
罰

の
対
象
と
な
っ
て
か
ら
、
多
く
の
催
眠
術
師
は
霊
術
家
に
転
向
し
て
い
っ

た(

�)

。
霊
術
家
は
神
秘
的
な
力
を
用
い
て
心
身
の
異
常
を
治
療
す
る
と

い
う
。
多
く
の｢

狐
憑
き｣

と
思
わ
れ
た
人
々
が
、
霊
術
家
の
も
と
に
通
っ

た
可
能
性
も
あ
る
。

中
村
は
雑
誌
編
集
の
後
半
に
は
医
師
の
資
格
を
取
る
た
め
専
門
学
校
に

入
学
し
、
後
に
医
師
と
な
り
、
精
神
病
院
を
開
設
し
て
治
療
に
あ
た
る
よ

う
に
な
っ
た
。

六

ま
と
め
と
考
察

こ
れ
ま
で
狐
憑
き
と
陰
陽
師
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
き
た
。
ま
た
明
治
、

大
正
に
は
催
眠
術
の
流
行
と
稲
荷
お
ろ
し
に
つ
い
て
述
べ
た
。
そ
の
後
、

霊
術
が
流
行
し
た
こ
と
を
述
べ
た
。

筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
日
本
の
臨
床
心
理
学
の
歴
史
を
調
べ
て
き
た
。
し

か
し
、
第
二
次
大
戦
前
に
は
、
心
理
療
法
と
し
て
の
催
眠
療
法
も
精
神
分

析
も
、
あ
ま
り
多
く
の
患
者
を
治
療
し
た
形
跡
は
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
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多
く
の
患
者
は
ど
こ
に
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？

徐
々
に
増
え
て
き
た
精
神
病
院
に
収
容
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
明
治
大
正
に
は
、
脳
病
は
遺
伝
病
と
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
精
神

病
に
な
っ
た
こ
と
は
隠
し
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
た
め
、
正
規
の
病
院
に
は

い
か
な
か
っ
た
例
も
多
分
に
あ
る
に
違
い
な
い
。

狐
憑
き
は
解
離
状
態
と
も
考
え
ら
れ
、
ま
た
シ
ャ
ー
マ
ン
と
し
て
の
ト

ラ
ン
ス
状
態
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
森
田
の
調
査
の
よ
う
に
、
犬
神

憑
き
を
実
際
に
調
べ
た
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
精
神
病
が
混
じ
っ
て
い
た
よ
う

に
、
単
一
の
病
気
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
本
論
文
で
は
現
代
の
Ｐ
Ｔ

Ｓ
Ｄ
や
、
解
離
性
同
一
性
障
害
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
の
治
療
に
つ
い
て

現
代
に
お
い
て
は
、
精
神
科
病
院
で
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
の
治
療
は
行
わ
れ
る
が
、

そ
の
治
療(

心
理
療
法)

の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は(

一)

感
情
を
と
も
な
っ

て
事
件
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
語
る
こ
と

(

二)

病
気
の
形
成
に
対
す
る

心
理
教
育
と
、
事
件
に
つ
い
て
の
認
知
の
変
容
の
二
点
で
あ
る
。

多
く
の
狐
憑
き
が
現
在
の
よ
う
な
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不

明
で
あ
る
が
、
も
し
も｢

驚
愕
す
る
よ
う
な
出
来
事
を
体
験
し
た
、
見
た｣

こ
と
が
原
因
で
そ
れ
を
誰
に
も
言
え
ず
、
心
に
秘
め
た
ま
ま
で
発
病
し
た

(

狐
憑
き
に
な
っ
た)

と
仮
定
し
た
ら
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
陰
陽
師
あ

る
い
は
除
霊
の
僧
が
い
て
、
狐
憑
き
と
な
っ
た
状
態
で
事
件
の
詳
細
を
語

り
、
安
定
し
た
状
態
で
狐
憑
き
の
か
ら
く
り
を
説
明
さ
れ
た
と
し
た
ら
、

狐
憑
き
の
被
害
者
の
心
理
的
障
害
は
多
少
な
り
と
も
軽
減
さ
れ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
従
来
に
も
い
く
つ
か
の
研
究
は
な
さ
れ
て
い
る
が
、
狐

憑
き
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
周
囲
と
そ
の
被
害
者
と
の
集
団
力
動
が
変
化

す
る
こ
と
が
こ
の
よ
う
な
事
件
の
特
徴
で
あ
る
。
本
論
で
は
触
れ
な
い
が
、

一
九
七
〇
、
一
九
八
〇
年
代
の
東
京
で
も
憑
き
物
妄
想
に
関
す
る
精
神
障

害
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

狐
憑
き
が
精
神
障
害
の
あ
る
種
の
理
解
の
方
策
で
あ
る
な
ら
、
現
在
は

そ
の
解
釈
仮
説
は
崩
壊
状
態
に
近
く
な
っ
て
い
る
。
周
囲
の
人
が
狐
憑
き

に
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は
狐
憑
き
と
い
う
も
の
が
あ
る
、
と
話
し
た
り
し

な
い
た
め
で
あ
る
。
そ
の
か
わ
り
現
代
で
は
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
で

｢

う

つ
病
で
は
な
い
か｣

｢

発
達
障
害
で
は
な
い
か｣

と
疑
っ
て
病
院
に
い
く

こ
と
が
流
行
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
解
離
状
態
と
い
う
も
の

が
精
神
科
領
域
で
も
長
く
見
逃
さ
れ
て
来
て
い
た
が
、
昔
の
人
々
は
解
離

を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
か
、
そ
れ
は
狐
憑
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う

疑
問
を
持
ち
、
本
論
文
で
は
一
定
の
答
え
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

昔
の
人
に
と
っ
て
狐
は
神
の
一
種
で
あ
り
、
人
に
憑
く
と
い
う
生
霊
の
一

種
で
も
あ
り
、
狐
に
憑
か
れ
て
語
る
言
葉
は
神
の
言
葉
で
あ
り
、
狐
憑
き

に
な
る
こ
と
は
何
ら
か
の
事
情
で
追
い
詰
め
ら
れ
た
自
分
の
立
場
を
変
化

さ
せ
る
方
法
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
出
口
な
お
の
よ
う
に
、
夫
が
死
に
経
済
的
に
困
窮
し
、
現
実
の

世
界
か
ら
逃
れ
た
い
と
思
っ
た
と
き
に
、
解
離
状
態
が
起
こ
る
の
は
解
離

性
�
走
の
原
理
に
近
い
。
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
と
す
れ
ば
、
事
件
や
事
故
の
よ
う
な
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一
時
的
な
衝
撃
的
な
事
件
に
遭
遇
し
た
場
合
で
は
な
く
、
い
じ
め
や
Ｄ
Ｖ

が
長
年
繰
り
返
さ
れ
た
場
合
の
複
雑
性
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
に
類
似
し
た
状
態
も
想

定
で
き
る
だ
ろ
う
。

今
後
は
日
本
国
内
の
伝
承
や
、
沖
縄
の
ユ
タ
な
ど
、
シ
ャ
ー
マ
ン
を
許

容
す
る
文
化
の
中
で
解
離
が
ど
う
変
遷
し
て
き
た
の
か
、
追
跡
し
て
い
き

た
い
。

注

｢

憑
霊
信
仰｣

研
究
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
小
松
和
彦(

�)

に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
て

い
る
こ
と
、
民
俗
学
が
憑
き
も
の
に
つ
い
て
研
究
成
果
を
出
し
て
い
る
こ
と
は
筆

者
も
把
握
し
て
い
る
。
し
か
し
、
憑
き
も
の
を

｢
好
ま
し
い
霊｣

と

｢

好
ま
し
く

な
い
霊｣

に
わ
け
る
と
い
う
二
分
法
や

｢

憑
き
物
筋｣
と
い
う
こ
と
を
本
論
文
で

は
想
定
し
て
い
な
い
。

註

(

１)

昼
田
源
四
郎

｢

狐
憑
き
の
心
性
史｣

山
田
慶
児
他
編

『

歴
史
の
中
の
病
と
医

学』

、
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
七
年
。

(

２)

川
村
邦
光

｢

狐
憑
き
か
ら

『

脳
病』

『

神
経
病』

へ｣

川
村
邦
光
編

『

幻
視

す
る
近
代
空
間』

青
弓
社
、
一
九
九
〇
年
。

(

３)

加
藤
正
明

｢

ベ
ル
ツ｣

加
藤
正
明
他
編

『

新
版
精
神
医
学
事
典』

弘
文
堂
、

一
九
九
三
年
、
九
〇
〇
―
九
〇
一
頁
。

(

４)

安
井
広

｢

Ｅ
・
ベ
ル
ツ
の

｢

憑
依
と
そ
の
類
似
状
態
に
つ
い
て｣｣

『

日
本
医

史
学
雑
誌』

三
〇
巻
二
号
、
一
九
八
四
年
、
一
二
二
―
一
二
九
頁
。

(

５)

門
脇
真
枝

『

狐
憑
病
新
論』

博
文
館
、
一
九
七
三
年

(

復
刻
版
、
精
神
医
学

神
経
学
古
典
刊
行
会
、
一
九
〇
一
年)

。

(

６)

秋
元
波
留
夫

｢

解
題｣

門
脇
真
枝
著

『

狐
憑
病
新
論』

精
神
医
学
神
経
学
古

典
刊
行
会
、
一
九
七
三
年
。

(

７)

註(

５)

に
同
じ
。

(

８)

元
良
勇
次
郎

｢

人
格
の
種
類｣

『

六
合
雑
誌』

二
一
五
号
、
一
八
九
八
年
、

三
二
〜
三
八
頁
。

(

９)

森
田
正
馬

｢

余
の
所
謂
祈
祷
性
精
神
症
に
就
て｣

『

神
経
学
雑
誌』

一
四
巻
、

一
九
一
五
年
、
二
八
六
〜
二
八
七
頁
。

(

�)

野
村
章
恒

『

森
田
正
馬
評
伝』

白
揚
社
、
一
九
七
四
年
。

(

�)

小
田
晋

『

日
本
の
狂
気
誌』

講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
八
年
。

(

�)

呉
秀
三
、
樫
田
吾
郎

『

精
神
病
者
私
宅
監
置
ノ
実
況
及
ビ
其
統
計
的
観
察』

一
九
一
八
年
。

(

�)

小
俣
和
一
郎

『

精
神
病
院
の
起
源

近
代
篇』

太
田
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
。

(

�)

註(

�)

に
同
じ
。

(

�)

中
村
禎
里

『

狐
の
日
本
史

古
代
・
中
世
篇』

日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
、

二
〇
〇
一
年
。

(
	)

三
橋
健

『

神
道

八
百
万
の
神
々
と
日
本
人』

河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
三

年
。

(


)
高
橋
圭
也

｢

陰
陽
道
と
都
の
鬼｣

『

歴
史
読
本』

、
新
人
物
往
来
社
、
二
〇
一

一
年
一
一
月
。

(

�)

三
橋
健

『
神
道

八
百
万
の
神
々
と
日
本
人』

、
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
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三
年
。

(

�)
片
岡
耕
平

『

穢
れ
と
神
国
の
中
世』

講
談
社
メ
チ
エ
、
二
〇
一
三
年
。

(

�)

註(
�)
に
同
じ
。

(

�)

増
尾
伸
一
郎

｢

陰
陽
道
の
形
成
と
道
教｣

林
淳
他
編
著

『

陰
陽
道
の
講
義』

嵯
峨
野
書
院
、
二
〇
〇
二
年
。

(

�)

赤
沢
春
彦

『

鎌
倉
期
官
人
陰
陽
師
の
研
究』

、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
。

(

�)

山
田
雄
司

『

跋
扈
す
る
怨
霊

祟
り
と
鎮
魂
の
日
本
史』

吉
川
弘
文
館
、
二

〇
〇
七
年
。

(

�)

細
井
浩
志

｢

天
文
道
と
暦
道｣
林
淳
他
編
著

『

陰
陽
道
の
講
義』

嵯
峨
野
書

院
、
二
〇
〇
二
年
。

(

�)

金
子
務

『

江
戸
人
物
科
学
史』

中
公
新
書
、
二
〇
〇
五
年
。

(

	)

註(


)

に
同
じ
。

(

�)

高
田
衛

｢

江
戸
の
悪
霊
除
祓
師｣

『

朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル』
第
二
九
巻
四
〇
号
、

一
九
八
七
年
。

(

�)

詳
細
は
、
安
齋
順
子
、
小
泉
晋
一
、
中
谷
陽
二

｢

日
本
近
代
に
お
け
る
催
眠

療
法
の
受
容
と
解
離
の
事
例
に
関
す
る
一
研
究｣

『

心
理
学
史
・
心
理
学
論』

第
一
〇
・
一
一
巻
合
併
号
、
二
〇
〇
九
年
、
一
一
〜
二
八
頁
。

(

)

橋
本
明『

精
神
病
者
と
私
宅
監
置

近
代
日
本
精
神
医
療
史
の
基
礎
的
研
究』

六
花
出
版
、
二
〇
一
一
年
。

(

�)

中
村
古
峡

｢

大
本
教
の
検
挙
と
予
審
の
決
定｣

『

変
態
心
理』

第
四
四
号
第

七
巻
第
六
号
、
一
九
二
一
年
。

(

�)

度
合
好
一

『

明
治
の
精
神
異
説』

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
。

(

�)

一
柳
廣
孝

『

催
眠
術
の
日
本
近
代』

、
青
弓
社
、
一
九
九
七
年
。

(

�)

小
松
和
彦

『

憑
き
も
の

怪
異
の
民
俗
学
１』

河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
〇

年
。

謝
辞江

戸
末
期
に
陰
陽
師
が
存
在
し
、
狐
落
と
し
の
活
動
を
し
て
い
た
こ
と
を
教
え

て
く
だ
さ
っ
た
、
梅
田
千
尋
さ
ん
。
ま
た
中
村
古
峡
に
関
し
て
教
え
て
く
だ
さ
っ

た
名
古
屋
の
メ
タ
モ
研
究
会
の
皆
さ
ん
。
論
文
の
初
期
の
案
を
聞
い
て
く
だ
さ
っ

た
浦
和
大
学
と
城
西
大
学
の
同
僚
の
先
生
方
。
江
戸
時
代
に
つ
い
て
文
章
を
見
て

く
だ
さ
っ
た
、
小
田
晋
先
生
。
以
上
の
皆
さ
ん
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。

(

あ
ん
ざ
い

じ
ゅ
ん
こ
／
臨
床
心
理
学)
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