
75 ●月刊公論　2022. 2 2022. 2　●月刊公論 74

　

未
病
と
い
う
言
葉
を
耳
に
さ
れ
た
こ
と

は
あ
る
で
し
ょ
う
か
？
そ
の
字
の
ご
と

く
、「
未
だ
病
ま
ざ
る
」
と
い
う
状
態
を

指
し
ま
す
。
そ
れ
っ
て
健
康
の
こ
と
じ
ゃ

な
い
？
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
古
来
伝
統
医
療
の
世
界
で
は

こ
の
「
未
病
」
状
態
を
重
ん
じ
て
き
ま
し

た
。
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
？
今
回

は
漢
方
に
お
け
る
未
病
の
考
え
方
に
つ
い

て
述
べ
て
、
次
回
以
降
、
そ
の
現
代
的
意

義
に
つ
い
て
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
漢
方
で
は

　
　
未
病
の
治
療
を

　
　
　
　
最
も
重
ん
じ
る

　

未
病
の
文
献
的
な
記
載
は
２
０
０
０
年

前
に
遡
り
ま
す
。
前
漢
代
に
編
纂
さ
れ

た
『
黄こ

う

帝て
い

内だ
い

経け
い
素そ

問も
ん

霊れ
い
枢す
う
』
に
は
「
上
じ
ょ
う

う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
が
病
気
に
も
当
て

は
ま
る
と
い
う
の
で
す
。考
え
て
み
れ
ば
、

自
然
災
害
な
ど
の
準
備
も
そ
う
で
す
よ

ね
。
地
震
国
で
あ
る
日
本
は
い
つ
ど
こ
で

地
震
が
あ
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
日
頃

の
準
備
と
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
し
て
い

た
人
と
そ
う
で
な
い
人
で
は
命
運
を
分
け

て
し
ま
い
か
ね
ま
せ
ん
。
サ
ッ
カ
ー
の
本

田
圭
佑
選
手
の
名
言
に
「
勝
負
を
決
め
る

の
は
準
備
」と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、

野
球
の
イ
チ
ロ
ー
選
手
に
し
て
も
、
一
流

の
ア
ス
リ
ー
ト
は
試
合
以
外
の
時
間
に
入

念
な
準
備
を
怠
り
ま
せ
ん
。
話
が
飛
ん
で

し
ま
い
ま
し
た
が
、
古
代
の
名
医
も
、
病

気
に
な
る
前
の
未
病
の
段
階
で
し
っ
か
り

と
予
防
す
る
こ
と
が
、
何
よ
り
も
大
切
と

考
え
て
い
た
の
が
分
か
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
考
え
は
伝
統
医
療
の
世
界
で

は
ず
っ
と
踏
襲
さ
れ
ま
す
。
時
代
は
下
っ

て
唐
の
名
医
孫そ

ん

思し

邈ば
く

の
「
千せ

ん

金き
ん

要よ
う

方ほ
う

」

序
文
で
は
、
医
師
を
上
中
下
の
３
つ
の
ラ

ン
ク
に
分
け
、「
上

じ
ょ
う

医い

は
国
を
治
し
、
中

ち
ゅ
う

医い

は
人
を
治
し
、
下げ

医い

は
病
を
治
す
」
と

あ
り
、
ま
た
、「
上
医
は
未
だ
病
ま
ざ
る

の
病
を
医い

し
、
中
医
は
病
ま
ん
と
欲
す
る

の
病
を
医
し
、
下
医
は
既
に
病
む
と
こ
ろ

の
病
を
医
す
。」
と
あ
り
ま
す
。
腕
の
い

い
医
者
は
病
気
に
な
る
前
に
そ
の
徴
候
を

つ
か
ん
で
治
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
の
で

す
。
病
気
に
な
る
前
を
ど
う
や
っ
て
治
療

す
る
の
だ
ろ
う
、
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
病
気
の
症
状
が
出
る

前
に
、
わ
ず
か
な
徴
候
は
既
に
出
て
い
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

名
医
は
そ
れ
を
見
逃
さ
な
い
の
で
す
。

　
未
病
の
治
療
は

　
　
　
感
謝
さ
れ
な
い

　

し
か
し
、
本
人
に
自
覚
が
な
い
と
評
価

さ
れ
ま
せ
ん
。
中
国
の
伝
説
的
名
医
で
あ

る
扁へ

ん

鵲じ
ゃ
くは
３
兄
弟
の
医
師
の
末
弟
で
し

た
が
、
魏
の
国
の
文
王
に
、
３
兄
弟
の
う

ち
で
誰
が
１
番
名
医
か
を
尋
ね
ら
れ
た
時

に
、「
長
兄
で
す
」
と
答
え
て
、
そ
の
理

由
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
長
兄
が
治
療
す
る
の
は
、
症

状
が
生
じ
る
前
で
、
こ
の
時
病
人
は
自
分

に
病
が
有
る
と
は
感
じ
ず
、
そ
れ
な
の
に

長
兄
は
投
薬
し
て
病
根
を
完
全
に
除
い
て

し
ま
う
の
で
、
彼
の
医
術
は
人
々
か
ら
認

め
ら
れ
ず
、
だ
か
ら
名
が
知
ら
れ
ず
、
た

だ
我
が
家
の
中
で
賞
賛
さ
れ
て
い
る
だ

け
な
の
で
す
。」
と
。
そ
の
扁
鵲
も
あ
る

国
の
王
様
の
未
病
を
見
抜
き
、
治
療
を
勧

め
た
の
で
す
が
、
名
誉
欲
の
た
め
に
そ
ん

な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
取
り

合
っ
て
も
ら
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
病
気
が

進
行
し
て
症
状
が
出
た
と
き
に
は
、
も
う

治
せ
な
い
段
階
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た

の
で
、
姿
を
隠
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
本

人
の
自
覚
症
状
が
な
い
の
に
治
療
す
る
の

は
難
し
い
で
す
が
、
こ
の
段
階
で
治
療
す

る
の
が
い
ち
ば
ん
効
率
的
な
の
で
す
。

　

さ
て
、
こ
れ
は
伝
統
医
療
の
古
臭
い
世

界
で
し
ょ
う
か
？
い
え
い
え
、
今
で
も
、

い
や
む
し
ろ
今
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
未
病
の

考
え
は
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

　

秦
の
始
皇
帝
が
不
老
不
死
を
願
っ
て
徐

福
と
い
う
方
士
を
東
方
に
派
遣
し
て
、
日

本
に
ま
で
来
た
、
と
い
う
伝
説
が
日
本
各

所
に
残
っ
て
い
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
不

老
不
死
は
夢
の
世
界
の
話
で
す
。
人
間
は

生
ま
れ
た
か
ら
に
は
必
ず
死
が
つ
い
て
き

ま
す
。
極
端
な
話
、
生
ま
れ
た
瞬
間
に
老

化
が
始
ま
っ
て
死
に
向
か
っ
て
い
る
と

言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
以
前

学
会
で
、
中
学
生
の
血
管
の
硬
さ
を
測
定

し
た
発
表
が
あ
り
、
既
に
早
い
子
は
中
学

生
で
動
脈
硬
化
が
始
ま
っ
て
い
る
と
い
う

デ
ー
タ
を
見
て
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
覚
え

が
あ
り
ま
す
。

　

私
た
ち
は
日
々
の
健
康
に
満
足
し
て
し

ま
い
、
体
の
中
で
起
き
て
い
る
変
化
に
つ

い
て
は
無
関
心
で
す
。
し
か
し
、
病
気
に

な
る
か
ど
う
か
は
、
日
々
の
生
活
で
決
ま

る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

　

貝
原
益
軒
が
養
生
訓
を
著
し
た
の
は
数

え
84
歳
で
す
が
、
老
後
を
健
康
に
過
ご
す

た
め
に
は
、
若
い
頃
か
ら
の
養
生
が
重
要

と
説
い
て
い
ま
す
。「
庭
に
草
木
を
植
え

て
、い
つ
も
注
意
し
て
育
て
て
い
る
人
は
、

草
木
の
成
長
を
見
て
楽
し
み
、
枯
れ
衰
え

て
い
く
の
を
悲
し
む
。
植
物
が
枯
れ
衰
え

て
い
く
の
は
悲
し
い
も
の
だ
し
、
自
分
の

体
が
衰
弱
す
る
の
は
も
っ
と
悲
し
い
。
し

か
し
自
分
の
体
を
衰
弱
し
な
い
よ
う
に
心

が
け
な
い
よ
う
な
人
が
い
る
。
な
ん
て
愚

か
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
自
分
の
体
を
守

り
長
生
き
し
た
い
の
な
ら
、
幼
い
こ
ろ
よ

り
健
康
を
保
ち
つ
づ
け
る
方
法
を
学
び
実

践
す
る
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。」
と
説
い

て
い
ま
す
。
病
気
が
な
い
健
康
な
時
に
、

将
来
の
病
気
の
危
険
性
に
思
い
を
馳
せ
、

生
活
に
気
を
つ
け
る
、
な
か
な
か
で
き
な

い
こ
と
で
す
が
、
み
な
さ
ま
は
如
何
で

し
ょ
う
か
？

工こ
う
は
未
病
を
治
し
、
巳い

病び
ょ
うを
治
さ
ず
（
腕

の
い
い
医
者
は
未
病
を
治
し
て
、
す
で
に

病
気
に
な
っ
た
も
の
は
治
さ
な
い
）（
霊

枢
）
と
か
「
聖
人
は
す
で
に
病
ん
で
し

ま
っ
た
も
の
を
治
す
の
で
は
な
く
、
未
病

を
治
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
国
が
乱
れ
て

し
ま
っ
て
か
ら
治
め
る
の
で
は
な
く
、
ま

だ
乱
れ
な
い
う
ち
に
よ
い
政
治
を
行
う
も

の
だ
と
古
く
か
ら
い
わ
れ
る
。
病
気
に
な

り
き
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
薬
を
飲
ん
だ
り

国
が
乱
れ
て
か
ら
政
治
を
行
う
と
い
う
の

は
た
と
え
て
い
う
な
ら
咽
が
乾
い
て
か
ら

井
戸
を
掘
っ
た
り
、
戦
い
が
始
ま
っ
て
か

ら
兵
器
を
製
造
す
る
よ
う
な
も
の
で
、
遅

き
に
過
ぎ
る
。」（
素
問
）
と
書
い
て
あ
り

ま
す
。
日
本
に
も
泥ど

ろ
縄な
わ
（
泥
棒
が
入
っ
て

か
ら
縄
を
結
っ
て
も
遅
い
）
と
い
う
言
葉

が
あ
り
ま
す
。
コ
ト
が
起
こ
る
前
に
し
っ

か
り
と
対
処
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
と
い

健
康
な
時
に

　
将
来
の
病
気
の
危
険
性
に
気
を
つ
け
る

渡
辺
賢
治
先
生
の
近
著
「
未
病
図
鑑
」
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