




82

仕
事
に
効
く
漢
方
診
断
　
　
今
津
嘉
宏





は
じ
め
に

働
く
あ
な
た
の
た
め
の
「
漢
方
」

　

漢
方
、
と
い
う
言
葉
を
聞
い
て
、
あ
な
た
は
ど
ん
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
ま
す
か
？

　

中
国
の
伝
統
医
学
、
穏お

だ

や
か
に
効
く
、
体
質
改
善
に
つ
な
が
る
、
副
作
用
が
少
な
い
…
…
こ
う
い
っ
た

イ
メ
ー
ジ
を
お
持
ち
の
か
た
が
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

あ
る
い
は
、
迷
信
の
よ
う
な
部
分
が
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
西
洋
医
学
に
く
ら
べ
て
劣お

と

る
…
…
と
い
う
風

に
と
ら
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
た
も
い
る
で
し
ょ
う
か
？

　

こ
れ
ら
は
、
正
解
で
あ
っ
た
り
、
半
分
正
解
で
あ
っ
た
り
、
は
た
ま
た
ま
っ
た
く
の
誤
解
で
あ
っ
た
り

も
し
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
残
念
な
こ
と
に
、
ま
だ
漢
方
は
正
し
く
理
解
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
。

　

本
書
で
は
そ
の
誤
解
を
解
き
、
漢
方
の
有
効
な
活
用
方
法
を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
が
、
ま
ず
最
初
に
、

声
を
大
に
し
て
言
っ
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
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そ
れ
は
、「
漢
方
は
、

働
く
あ
な
た
の
役
に
立
つ
！
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

日
本
の
漢
方
は
科
学
に
則
っ
た
医
学
で
あ
る

　

わ
た
し
は
元
々
、
外
科
を
専
門
と
す
る
西
洋
医
で
し
た
が
、
同
じ
く
外
科
医
で
あ
っ
た
父
の
本
棚
に
漢

方
の
本
が
た
く
さ
ん
並
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
、
漢
方
に
も
興
味
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
医
師
と
し
て
漢
方
を
学
び
、
そ
れ
が
非
常
に
有
効
な
医
学
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
ま
ず
は
が

ん
治
療
の
現
場
で
漢
方
を
活
用
し
は
じ
め
ま
し
た
（
現
在
、
が
ん
治
療
に
は
広
く
漢
方
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
）。

　

い
ま
で
は
、
芝
大
門
の
「
い
ま
づ
ク
リ
ニ
ッ
ク
」
で
、「
頭
の
て
っ
ぺ
ん
か
ら
足
の
先
ま
で
」
を
合
い
言

葉
に
、
西
洋
医
学
と
漢
方
を
融
合
さ
せ
た
治
療
を
行
う
ク
リ
ニ
ッ
ク
を
経
営
し
て
い
ま
す
。

　

漢
方
は
残
念
な
が
ら
、
ま
だ
一
部
の
人
か
ら
は
迷
信
や
習
わ
し
の
た
ぐ
い
と
思
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

し
か
し
、
こ
れ
は
大
き
な
誤
解
で
、
最
新
の
日
本
の
漢
方
は
、
き
ち
ん
と
科
学
的
に
検
証
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

漢
方
薬
の
材
料
と
な
る
の
は
生し

ょ
う

薬や
く

で
す
が
、
そ
の
た
め
、
成
分
や
効
き
目
が
一
定
で
な
い
と
い
う
誤
解

を
受
け
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
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し
か
し
実
は
、
日
本
で
流
通
し
て
い
る
漢
方
薬
は
す
べ
て
、
細
か
く
定
め
ら
れ
た
条
件
を
満
た
し
、
品

質
が
一
定
で
あ
る
こ
と
が
保
証
さ
れ
た
も
の
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
健
康
保
険
も
使
え
ま
す
。

　

漢
方
は
、
病
気
に
な
っ
て
か
ら
の
治
療
だ
け
で
は
な
く
予
防
に
も
活
躍
す
る
薬
で
す
。

　

つ
ま
り
、
保
険
適
用
で
予
防
医
学
ま
で
行
え
る
の
で
す
。

　

科
学
さ
れ
た
漢
方
は
、
日
本
の
風
土
に
合
っ
た
形
で
培つ

ち
かわ

れ
た
医
学
で
す
。

　

西
洋
医
学
は
単
一
の
症
状
に
対
し
て
切
れ
味
の
鋭
い
効
果
を
発
揮
し
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
漢
方
医

学
は
複
数
の
生
薬
を
組
み
合
わ
せ
て
い
る
た
め
、
慢ま

ん

性せ
い

的て
き

な
病
気
や
全
身
に
わ
た
る
病
気
な
ど
、
複
雑
な

症
状
に
効
果
を
発
揮
し
ま
す
。

　

そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
体
質
や
状
態
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
に
合
っ
た
薬
が
処し

ょ

方ほ
う

さ
れ
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
小
さ
な
子
ど
も
、
学
生
、
社
会
人
や
老
人
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
合
う
医
学
だ
と
い
え
ま
す
。

日
本
で
発
達
し
た
た
め
に
、
日
本
人
の
生
活
に
合
う
医
学
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。　

二
〇
〇
〇
年
の
臨
床
試
験

　

最
も
身
近
な
漢
方
薬
と
い
え
ば
葛か

っ

根こ
ん

湯と
う

で
し
ょ
う
。
昔
か
ら
「
風か

ぜ邪
に
は
葛
根
湯
」
と
い
う
言
葉
が
あ

り
ま
す
。
飲
ん
だ
こ
と
が
あ
る
と
い
う
か
た
も
多
い
で
し
ょ
う
。
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そ
の
葛
根
湯
は
、
七
種
類
の
生
薬
で
で
き
て
い
ま
す
。

葛
根
（
く
ず
湯
に
使
わ
れ
る

と
ろ
み
成
分
）

桂ケ
イ
シ

 
枝
（
シ
ナ
モ
ン
の
枝
）

大タ
イ
ソ
ウ棗

（
ナ
ツ
メ
の
実
）

生シ
ョ
ウ

姜キ
ョ
ウ

（
シ
ョ
ウ
ガ
）

甘カ
ン
ゾ
ウ草

（
タ
ク
ア
ン
の
甘
み
）

芍シ
ャ
ク

薬ヤ
ク

（「
立
て
ば
芍
薬
、座
れ
ば

牡ぼ

　た
ん丹

」の
芍
薬
の
根
）

麻マ

　オ
ウ黄
（
気
管
支
拡
張
剤
に
使
わ
れ
る 

エ
フ
ェ
ド
リ
ン
を
含
ん
だ
薬
草
）

葛か

っ

根こ

ん

湯と

う
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匂に
お

い
は
シ
ナ
モ
ン
の
よ
う
で
も
あ
り
ま
す
が
独
特
で
、
味
は
甘
い
感
じ
も
す
る
し
、
苦
い
感
じ
も
あ
る

し
、
粉
っ
ぽ
い
感
じ
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
匂
い
や
味
が
複
雑
な
の
は
、
複
数
の
生
薬
か
ら
で
き
て

い
る
か
ら
で
す
。

　

葛
根
湯
に
限
ら
ず
、
漢
方
薬
は
ひ
と
つ
の
薬
に
複
数
の
生
薬
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
複
合

的
に
効
い
て
い
く
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

　

葛
根
湯
は
、
張ち

ょ
う

機き

（
字あ

ざ
なの

仲ち
ゅ
う

景け
い

で
知
ら
れ
る
）
の
『
傷し

ょ
う

寒か
ん

論ろ
ん

』
と
い
う
医
学
書
が
初し

ょ

出し
ゅ
つと

言
わ
れ
て

い
ま
す
。『
傷
寒
論
』
が
書
か
れ
た
の
は
後ご

漢か
ん

末
期
か
ら
三
国
時
代
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
二
〇
〇
〇

年
近
く
前
か
ら
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

葛
根
湯
は
風
邪
の
と
き
だ
け
で
な
く
、
リ
ン
パ
腺
が
腫は

れ
た
と
き
や
首
筋
が
張
っ
て
い
る
と
き
に
も
使

わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
様
々
な
使
い
か
た
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
昔
か
ら
様
々
な
使
い
か
た
が
試
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
安
全
性
が
確
か
め
ら
れ
た
こ
と
に
加
え
て
、
科
学
的
な
検
証
が
進
ん
で
有
効
成
分
が
明

ら
か
に
な
っ
た
か
ら
で
す
。

　

葛
根
湯
の
材
料
に
な
っ
て
い
る
も
の
に
限
ら
ず
、
長
く
使
わ
れ
て
き
た
生
薬
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

あ
る
意
味
で
は
、
我
々
の
祖
先
た
ち
が
長
い
時
間
を
か
け
て
臨り

ん

床し
ょ
う

試
験
を
繰
り
返
し
て
き
た
の
が
漢
方
薬
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で
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

本
書
の
構
成

　

で
は
、
漢
方
は
具
体
的
に
、
現
代
を
生
き
る
あ
な
た
の
生
活
に
、
ど
う
い
う
風
に
役
に
立
つ
の
で
し
ょ

う
か
？

　

そ
の
具
体
例
は
第
二
章
で
ご
紹
介
す
る
と
し
て
、
ま
ず
第
一
章
で
は
、
漢
方
が
い
か
な
る
歴
史
を
持
ち
、

ど
の
よ
う
に
し
て
確
立
さ
れ
た
か
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

漢
方
の
源
流
は
、
ご
存
じ
の
と
お
り
中
国
古
代
に
遡

さ
か
の
ぼる

の
で
す
が
、
そ
れ
が
確
立
さ
れ
、
西
洋
医
学
に

も
引
け
を
取
ら
な
い
も
の
と
し
て
洗
練
さ
れ
て
い
く
の
は
、
実
は
日
本
に
お
い
て
の
こ
と
で
す
。

　

ま
ず
第
一
章
で
は
、
中
国
生
ま
れ
の
漢
方
（
そ
の
と
き
は
ま
だ
、
漢
方
と
い
う
名
前
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）
が
、

日
本
で
独
自
に
発
展
し
て
い
く
ま
で
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
し
か
し
、
近
代
以
降
は
不ふ

遇ぐ
う

の
時
代
も
あ
り
、

近
年
に
な
っ
て
見
な
お
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

続
く
第
二
章
で
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
完
成
し
た
漢
方
は
、
具
体
的
に
わ
た
し
た
ち
の
体
の
ど
う
い
っ

た
不
調
を
治
す
役
に
立
つ
の
か
、
代
表
的
な
症
例
と
と
も
に
ご
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

　

悩
ま
さ
れ
て
い
る
人
が
多
い
で
あ
ろ
う「
肩
こ
り
」「
胃
痛
」「
風
邪
」
と
い
っ
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た
症
状
も
登
場
し
ま
す
か
ら
、
き
っ
と
お
役
に
立
つ
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
の
第
三
章
で
は
、
第
二
章
ま
で
で
紹
介
で
き
な
か
っ
た
漢
方
薬
や
そ
の
効
能
、
使
い
か
た
を
ご
紹

介
し
ま
す
が
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
身
近
な
食
材
や
、
カ
フ
ェ
イ
ン
や
ポ
リ
フ
ェ
ノ
ー
ル
と
い
っ
た
、

よ
く
耳
に
す
る
成
分
と
の
付
き
合
い
か
た
も
解
説
し
ま
す
。

　
エ
ナ
ド
リ
は
控
え
て
漢
方
を

　

漢
方
は
、
西
洋
医
学
が
不
得
意
と
す
る
分
野
が
得
意
で
す
。

　

特
に
、
未み

病び
ょ
う（

病
気
に
な
る
前
の
段
階
）
で
体
調
を
整
え
る
「
養よ

う

生じ
ょ
う」

を
得
意
と
し
て
い
ま
す
。
養
生
の

思
想
は
、
か
つ
て
の
日
本
人
に
と
っ
て
は
身
近
な
も
の
で
し
た
。
た
と
え
ば
、
江
戸
時
代
中
期
に
貝か

い

原ば
ら

益え
き

軒け
ん

が
著
し
た
『
養
生
訓
』
は
当
時
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
『
養
生
訓
』
は
、
い
ま
で
も

十
分
通
用
す
る
発
想
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

け
れ
ど
現
代
の
私
た
ち
は
、
体
の
調
子
が
少
し
悪
く
て
も
、
仕
事
を
休
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
り
し

ま
す
。
そ
の
結
果
、
仕
事
が
忙
し
く
養
生
が
必
要
な
人
ほ
ど
、
病
院
か
ら
は
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

慢
性
的
な

小
さ
な
不
調
を
抱
え
な
が
ら
働
く
の
は
、
と
て
も
つ
ら
い
こ
と
で
す
。
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そ
ん
な
時
こ
そ
、漢
方
の
出
番
で
す
。

　

大
き
な
問
題
に
な
る
前
の
小
さ
な
健
康
上
の
ト
ラ
ブ
ル
を
解
決
す
る
こ
と
で
、
元
気
で
健
康
な
毎
日
を

過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
と
え
ば
、
一
見
す
る
と
病
気
で
は
な
い
二
日
酔
い
も
、
ス
ト
レ
ス
か
ら
逃

れ
る
た
め
に
お
酒
を
飲
み
、
そ
の
積
み
重
ね
で
二
日
酔
い
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
？

　

同
じ
二
日
酔
い
で
も
、
ま
っ
た
く
意
味
が
違
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
な
あ
り
き
た
り
な
症
状

に
こ
そ
、
病
気
の
き
っ
か
け
が
潜ひ

そ

ん
で
い
る
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
わ
け
で
す
。

　

こ
の
本
で
扱
う
症
状
は
限
ら
れ
た
も
の
で
す
が
、
そ
の
診
断
の
な
か
に
は
普ふ

遍へ
ん

性
の
あ
る
漢
方
の
知
識

を
た
く
さ
ん
盛
り
込
ん
で
い
ま
す
。
毎
日
の
生
活
の
ト
ラ
ブ
ル
を
漢
方
に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と
、
こ
れ

が
こ
の
本
が
オ
ス
ス
メ
す
る
本
当
の
養
生
で
す
。

　
コ
ン
ビ
ニ
の
エ
ナ
ジ
ー
ド
リ
ン
ク
で

　

不
調
を
ご
ま
か
す
の
で
は
な
く
、
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漢
方
に
頼
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

漢
方
を
う
ま
く
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
病
気
に
か
か
る
前
に
体
調
を
整
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
そ
し
て
、
も
し
病
気
に
な
っ
た
と
き
も
早
く
復
帰
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
病
気

に
な
り
に
く
い
体
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

生
活
に
漢
方
を
取
り
入
れ
て
、
健
康
に
働
け
る
体
を
手
に
入
れ
ま
し
ょ
う
！
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方
っ
て

な
に
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「
本
場
中
国
の
漢
方
」
は
ま
ち
が
い

「
本
場
中
国
の
漢
方
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
か
た
も
多
い
と
思
い
ま
す
。

　

け
れ
ど
、
こ
の
フ
レ
ー
ズ
は
正
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
は
じ
め
に
」
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
漢
方
は
中

国
生
ま
れ
日
本
育
ち
で
、
日
本
に
お
い
て
確
立
し
た
医
学
だ
か
ら
で
す
。

　

現
在
の
中
国
に
お
け
る
伝
統
医
学
に
つ
い
て
は
、
別
に
「
中ち

ゅ
う

医い

学が
く

」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
鍼し

ん

灸き
ゅ
う

な
ど
を
含
め
た
「
東
洋
医
学
」
と
い
う
呼
び
か
た
が
あ
る
こ
と
も
、
漢
方
の
実
際
を
わ
か
り
に
く
く
し
て

い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

と
は
い
え
、
漢
方
と
中
医
学
は
、
学
問
的
に
は
し
っ
か
り
と
区
別
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

英
語
の
表
記
を
見
て
み
る
と
、
そ
れ
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
漢
方
は
「Kam

po M
edicine

」、 

あ
る
い

は
「Traditional Japanese M

edicine
（
日
本
伝
統
医
学
）」
と
訳
さ
れ
ま
す
。

　

も
う
い
っ
ぽ
う
の
中
医
学
は
と
い
え
ば
、「Traditional Chinese M

edicine

（
Ｔ
Ｃ
Ｍ
）」、
ま
た
、
韓

国
伝
統
医
学
に
対
す
る
「Traditional Korean M

edicine

（
Ｔ
Ｋ
Ｍ
）」
と
い
う
訳
語
も
あ
り
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
漢
方
の
本
場
は
日
本
で
あ
り
、
中
国
を
本
場
と
す
る
医
学
は
中
医
学
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

「
本
場
中
国
の
漢
方
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
は
ま
ち
が
い
、
と
い
う
こ
と
が
お
わ
か
り
い
た
だ
け
た
か
と
思

い
ま
す
。
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伝
統
医
学
も
三
者
三
様

　

中
韓
の
伝
統
医
学
に
触
れ
た
つ
い
で
に
、
あ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

　

二
〇
一
〇
年
に
慶
應
義
塾
大
学
で
、
漢
方
医
、
中
医
（
中
国
伝
統
医
学
）、
そ
し
て
韓
医
（
韓
国
伝
統
医

学
）
が
共
同
で
一
人
の
患
者
さ
ん
を
診
察
す
る
…
…
と
い
う
研
究
が
行
わ
れ
た
と
き
の
こ
と
で
す
。

　

そ
の
と
き
、
漢
方
医
と
し
て
日
本
伝
統
医
学
代
表
を
つ
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
が
わ
た
し
だ
っ
た

の
で
す
が
、
当
事
者
と
し
て
診
察
を
行
っ
た
結
果
、
驚
く
べ
き
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

診
察
方
法
、
診
断
と
治
療
の
論
理
が
三
者
三
様
で
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
治
療
に
使
う
薬
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
も
の
で
し
た
。

「
漢
方
」
と
い
う
言
葉
の
「
漢
」
は
中
国
を
指
し
ま
す
（『
項こ

う

羽う

と
劉り

ゅ
う

邦ほ
う

』
の
劉
邦
が
作
っ
た
漢
王
朝
か
ら
き

て
い
ま
す
）。
ま
た
、「
方
」
は
手
段
、
方
法
、
技
術
と
い
っ
た
意
味
を
持
ち
、
医
学
も
そ
う
い
っ
た
技
術

の
ひ
と
つ
と
見
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
額
面
通
り
に
理
解
す
る
と
「
中
国
の
医
学
」
と
い
う
意
味
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
た
だ
、

そ
れ
は
現
在
で
は
、
中
国
の
伝
統
医
学
で
あ
る
中
医
学
と
か
な
り
異
な
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
れ
で
は
い
よ
い
よ
、
漢
方
の
誕
生
か
ら
、
そ
の
歴
史
を
ひ
も
と
い
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

23 第 1章　　漢 方 っ て な に？



中
国
に
お
け
る
医
学
の
発
祥

　

中
国
は
非
常
に
古
く
か
ら
、
文
明
の
発
達
し
た
地
域
で
す
。　

　

た
と
え
ば
、
二に

里り

頭と
う

文
化
（
前
一
九
〇
〇
〜
前
一
六
〇
〇
頃
）
の
中
心
地
と
さ
れ
る
二
里
頭
遺
跡
（
河か

南な
ん

省し
ょ
う

偃え
ん

師し

）
は

巨
大
な
宮
殿
や
大
型
墓
を
持
ち
、
こ
こ
で
は
多
数
の
青
銅
器
が
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
（『
史
記
』
な
ど
文
献

の
記
述
と
は
一
致
し
ま
せ
ん
が
、
伝
説
の
夏か

王
朝
の
都
だ
と
考
え
る
学
者
も
い
る
よ
う
で
す
）。

　

そ
の
後
、
殷い

ん

王
朝
が
勃ぼ

っ

興こ
う

し
、
わ
た
し
た
ち
が
使
っ
て
い
る
漢
字
の
祖
先
で
あ
る
甲こ

う

骨こ
つ

文
字
が
生
み
出

さ
れ
ま
す
。
甲
骨
文
字
に
は
病
気
に
関
す
る
記
述
や
、「
醫い

」
に
あ
た
る
文
字
は
あ
る
も
の
の
、
漢
方
の
起

源
と
な
る
医
学
が
誕
生
し
て
い
た
か
は
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
前
一
一
世
紀
の
半
ば
頃
に
殷
王
朝
を
滅
ぼ
し
、
と
っ
て
か
わ
っ
た
周し

ゅ
う

王
朝
の
時
代
の
制
度
を
記

し
た
と
さ
れ
る
『
周し

ゅ

禮ら
い

』
と
い
う
書
物
に
は
、
官
職
と
し
て
医
師
が
置
か
れ
て
い
た
と
あ
り
ま
す
。
し
か

し
、
こ
の
書
物
が
実
際
に
成
立
し
た
の
は
か
な
り
後
、
戦
国
時
代
の
末
期
（
前
三
世
紀
）
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

で
は
、
中
国
で
漢
方
の
先
祖
に
あ
た
る
医
学
が
生
ま
れ
た
の
は
い
つ
頃
の
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
？

　

周
王
朝
が
衰
退
し
、
他
の
国
々
が
覇は

を
競
っ
た
戦
国
時
代
、
諸し

ょ

子し

百ひ
ゃ
っ

家か

と
呼
ば
れ
る
様
々
な
学
派
が
、

無
数
の
書
物
を
編へ

ん

纂さ
ん

し
ま
し
た
。
そ
の
中
の
ひ
と
つ
で
、
地
理
書
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
る
『
山せ

ん

海が
い

経き
ょ
う』

に

24



は
、
薬
効
を
持
つ
植
物
に
関
す
る
記
述
が
散
見
さ
れ
ま
す
。

　

又
東
南
十
里
、
曰
太
山
。
有
草
焉
、
名
曰
梨
、
其
葉
状
如
荻
而
赤
華
、
可
以
已
疽
。

　

ま
た
東
南
一
〇
里
の
と
こ
ろ
に
、
太た

い

山ざ
ん

と
い
う
山
が
あ
る
。
草
が
あ
り
、
名
を
「
梨り

」
と
い
う
。
そ
の

葉
は
荻て

き

（
ハ
ギ
で
は
な
く
ヨ
モ
ギ
類
か
）
の
よ
う
で
、
花
は
赤
い
。「
疽そ

（
悪
性
の
腫
れ
物
）
」
に
効
果
が
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
漢
方
の
生
薬
に
つ
な
が
る
記
述
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

　

た
だ
、
こ
う
い
っ
た
記
述
が
体
系
化
さ
れ
る
の
は
も
う
少
し
あ
と
、
始し

皇こ
う

帝て
い

が
戦
国
時
代
を
終
わ
ら
せ

て
統
一
を
果
た
し
（
前
二
二
一
）、
さ
ら
に
そ
の
秦し

ん

が
滅
亡
し
（
前
二
〇
六
）、
漢
王
朝
が
中
国
を
再
統
一
（
前
二
〇
二
）
し

て
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

中
国
古
代
の
医
学
書

　

司し

馬ば

遷せ
ん

の
『
史し

記き

』
の
次
に
編
纂
さ
れ
た
史
書
で
あ
る
『
漢か

ん

書じ
ょ

』（
八
〇
年
頃
）
に
は
、
中
国
最
古
の
図
書
目

録
で
あ
る
「
芸げ

い

文も
ん

志し

」
と
い
う
巻
が
も
う
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
に
は
、「
方ほ

う

技ぎ

書
」
と
し
て
三
六
書
、
八
六
八
巻
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。「
方
技
書
」
は
、
さ
ら
に
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「
医い

経け
い

」「
経け

い

方ほ
う

」「
房ぼ

う

中ち
ゅ
う」「

神し
ん

仙せ
ん

」
に
わ
か
れ
る
の
で
す
が
、
字じ

面づ
ら

だ
け
見
て
も
、
か
な
り
医
学
と
し
て

発
達
し
て
い
る
の
が
見
て
取
れ
ま
す
。
な
お
、「
経
方
」
の
な
か
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
『
湯と

う

液え
き

経け
い

法ほ
う

』
は
、

は
じ
め
に
に
も
登
場
し
た
『
傷
寒
論
』
の
遠
い
先
祖
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

と
は
い
え
、『
漢
書
』
芸
文
志
に
挙
げ
ら
れ
た
医
学
書
の
多
く
は
、
現
在
ま
で
そ
の
ま
ま
の
形
で
伝
わ
っ

て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
多
く
の
学
者
や
医
師
が
、「
は
た
し
て
、
本
当
の
中
国
古
代
の
医
学
と
は

ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
の
か
？
」
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

　

そ
こ
に
、
う
っ
て
つ
け
の
史
料
が
登
場
し
ま
し
た
。
一
九
七
二
〜
七
四
年
に
か
け
て
、
中
国
湖こ

南な
ん

省
し
ょ
う

長ち
ょ
う

沙さ

市し

で
発
掘
さ
れ
た
、
馬ま

王お
う

堆た
い

漢
墓
（
前
漢
時
代
の
諸
侯
国
宰さ

い

相し
ょ
うの

墓
）
が
そ
れ
で
す
。
墓
室
か
ら
は
、

大
量
の
副
葬
品
が
発
掘
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
な
か
に
は
、
古
代
の
医
書
も
あ
り
ま
し
た
。

　

な
か
で
も
、
絹き

ぬ

の
布
に
書
か
れ
た
帛は

く

書し
ょ

で
あ
る
『
五ご

十じ
ゅ
う

二に

病び
ょ
う

方ほ
う

』
は
、
五
二
種

（
実
際
は
四
九
種
、
本
文
に
「
お
よ
そ
五
二
種
」
と
あ
る
）
の
病
気
に
対
し
、
約
二
八
〇
種

の
処
方
と
、
約
二
四
〇
品
の
薬
物
が
記
さ
れ
て
い
る
本
格
的
な
医
書
で
し
た
。『
五
十
二

病
方
』
で
は
、
薬
物
療
法
が
記
述
の
中
心
で
す
が
、
ヘ
ル
ニ
ア
や
痔じ

に
対
す
る
外
科
的

治
療
法
も
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
同
時
に
鍼
灸
に
関
す
る
最
古
の
記
述
を
含
む

書
物
も
発
掘
さ
れ
ま
し
た
。

絹の布に書かれた
『五十二病方』
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ど
う
や
ら
、
戦
国
時
代
か
ら
前
二
世
紀
に
か
け
て
、
中
国
医
学
は
か
な
り
の
発
達
を
み
せ
た
よ
う
で
す
。

 
中
国
医
学
の
影
響

　

さ
て
、
そ
う
し
て
中
国
で
発
達
し
、
体
系
化
さ
れ
て
い
っ
た
医
学
が
、
日
本
に
も
伝
来
し
ま
す
。

　

渡と

来ら
い

人じ
ん

の
例
に
も
あ
る
と
お
り
、
古
代
か
ら
大
陸
と
の
交
渉
は
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
日
本
が
国
家
と

し
て
の
形
を
整
え
る
と
、
遣け

ん

隋ず
い

使し

や
遣
唐
使
と
い
っ
た
形
で
、
大
規
模
に
留
学
生
を
送
り
込
み
、
進
ん
だ

制
度
や
文
化
、
そ
し
て
技
術
を
輸
入
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
の
中
で
、
中
国
医
学
も
日
本
に
伝
来
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

中
国
か
ら
医
学
を
取
り
入
れ
た
日
本
人
は
、
独
自
の
医
学
書
も
編
纂
し
ま
し
た
。
日
本
に
お
け
る
現
存

最
古
の
医
学
書
と
し
て
は
、
平
安
時
代
の
『
医い

心し
ん

方ぽ
う

』（
九
八
四
年
）
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
丹た

ん

波ば
の

康や
す

頼よ
り

の
編

纂
に
な
る
も
の
で
、
日
本
が
受
容
し
た
隋
唐
医
学
の
集
大
成
で
あ
り
つ
つ
も
、
日
本
の
事
情
に
あ
わ
せ
て

ア
レ
ン
ジ
が
加
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
も
中
国
か
ら
の
医
学
の
輸
入
は
続
き
ま
す
が
、
明
王
朝
の
滅
亡
後
、
中
国
か
ら
の
影
響
は
限
定

的
な
も
の
と
な
り
、
日
本
で
の
独
自
進
化
が
本
格
化
し
ま
す
。
な
お
、
こ
の
時
期
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
、

次
い
で
オ
ラ
ン
ダ
人
が
西
洋
医
学
を
伝
え
た
り
、
新
た
な
印
刷
技
術
が
伝
来
し
た
り
も
し
て
い
ま
す
。
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こ
の
時
期
に
活
躍
し
た
漢
方
医
に
、
曲ま

直な

瀬せ

道ど
う

三さ
ん

が
い
ま
す
。
彼
は
織
田
信
長
や
豊
臣
秀
吉
か
ら
も
信

任
を
得
た
優
れ
た
医
師
で
し
た
が
、
多
数
の
入
明
医
師
が
持
ち
帰
っ
た
一
六
世
紀
中
頃
ま
で
の
中
国
の
医

書
（
当
時
の
最
新
医
学
）
を
整
理
し
、『
啓け

い

迪て
き

集し
ゅ
う』

に
ま
と
め
ま
し
た
。
彼
の
業
績
が
、
江
戸
時
代
の
漢
方

医
学
の
基
礎
と
な
り
ま
す
（
道
三
の
流
れ
は
、
の
ち
に
「
後ご

世せ
い

派は

」
と
呼
ば
れ
ま
す
）。

日
本
に
お
け
る
独
自
進
化

　

江
戸
時
代
中
頃
に
な
る
と
、「
古こ

法ほ
う

派は

」
と
い
う
実
証
主
義
的
な
流
れ
が
起
こ
り
ま
す
。
こ
の
古
法
派

が
、
現
在
の
に
漢
方
医
学
の
直
接
の
ご
先
祖
に
あ
た
る
、
と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

　

古
法
派
は
「
は
じ
め
に
」
で
も
登
場
し
た
『
傷し

ょ
う

寒か
ん

論ろ
ん

』
を
重
視
し
、
数
々
の
名
医
を
輩
出
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
教
科
書
で
お
な
じ
み
の
蘭ら

ん

学が
く

医
・
杉す

ぎ

田た

玄げ
ん

白ぱ
く

は
西
洋
医
学
を
学
ん
だ
人
で
す
が
、
実
は
実
証
主

義
的
な
漢
方
医
の
影
響
も
受
け
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
古
法
派
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
そ
れ
一
本
で
は
な
く
、
他
の
方
法
論
も
取
り
入
れ
た
折せ

っ

衷ち
ゅ
う

派は

と
呼
ば
れ
る
人
々
も
い
ま
し
た
。
そ
の
代
表
が
、
華は

な

岡お
か

青せ
い

洲し
ゅ
うで

す
。
彼
は
江
戸
時
代
末
期
に
、
漢
方
と
蘭

方
を
組
み
合
わ
せ
た
和
洋
折せ

っ

衷ち
ゅ
う

医
学
を
実
践
し
た
人
物
で
す
。
一
八
〇
四
（
文
化
元
）
年
に
彼
が
行
っ
た
全

身
麻ま

酔す
い

に
よ
る
乳
が
ん
手
術
は
、
世
界
初
の
偉
業
で
し
た
。
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華
岡
青
洲
の
次
に
全
身
麻
酔
が
行
わ
れ
た
の
は
一
八
四
二
年
、
ア
メ
リ
カ
の
エ
ー
テ
ル
麻
酔
に
よ
る
良

性
耳じ

下か

腺せ
ん

腫し
ゅ

瘍よ
う

の
手
術
に
な
り
ま
す
か
ら
、
当
時
の
日
本
の
医
学
が
非
常
に
進
ん
で
い
た
こ
と
は
疑
い
の

な
い
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。

　

そ
し
て
、
そ
れ
は
中
国
由
来
の
漢
方
を
、
独
自
に
発
展
さ
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
す
。

医
制
と
漢
方
医
学

　

実
は
、
江
戸
時
代
に
は
医
師
免
許
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
師
に
つ
い
て
学
び
、
免
許
皆か

い

伝で
ん

と
な
っ
て

治
療
に
あ
た
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
あ
た
り
の
話
は
手
塚
治
虫
の
『
陽
だ
ま
り
の
樹
』
に
詳
し
く
描
か
れ

て
い
ま
す
。

　

し
か
し
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
、
医
師
教
育
は
一
変
し
ま
し
た
。
近
代
国
家
と
し
て
国
際
化
を
目
指

し
た
結
果
、
明
治
時
代
に
は
医
師
に
な
る
た
め
に
医
師
免
許
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。

　

文
明
開
化
の
影
響
を
強
く
受
け
、
医
師
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
基
礎
が
で
き
あ
が
っ
た
の
で
す
。
医
師
も

資
格
制
と
な
り
、
安
心
で
安
全
な
医
療
が
整
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
そ
れ
ま
で
独
自
の
発
展
を
遂と

げ
て
き
た
日
本
の
伝
統
医
学
で
あ
る
漢
方
医
学
は
、
医
師
国
家

試
験
に
は
採
用
さ
れ
ず
、
医
療
現
場
か
ら
徐
々
に
姿
を
消
し
て
い
き
ま
し
た
。
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一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
に
医
制
が
制
定
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
規
範
と
な
っ
た
の
が
ド
イ
ツ
医
学
で
す
。
北き

た

里さ
と

柴し
ば

三さ
ぶ

郎ろ
う

の
当
時
の
留
学
先
は
ド
イ
ツ
で
し
た
。

　

そ
し
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
日
本
の
医
療
は
ア
メ
リ
カ
ナ
イ
ズ
さ
れ
、
医
師
の
留
学
先
も
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
か
ら
ア
メ
リ
カ
へ
移
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

い
ま
日
本
で
行
わ
れ
て
い
る
医
療
は
、
明
治
以
降
に
ド
イ
ツ
や
ア
メ
リ
カ
か
ら
輸
入
さ
れ
た
医
療
で
す
。

そ
し
て
、
江
戸
時
代
ま
で
伝
承
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
て
き
た
日
本
の
伝
統
医
学
を
漢
方
医
学
と
呼
び
、

海
外
か
ら
輸
入
さ
れ
た
医
学
を
西
洋
医
学
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

 

日
本
の
な
か
の
漢
方
医
学

　

先
述
し
た
と
お
り
、
江
戸
時
代
末
期
の
日
本
の
医
学
は
、
世
界
的
に
見
て
も
優
秀
な
も
の
で
し
た
。
そ

し
て
、
そ
の
核
と
な
っ
て
い
た
の
は
漢
方
医
学
で
し
た
。

　

し
か
し
、
世
界
レ
ベ
ル
の
医
療
だ
っ
た
江
戸
末
期
の
日
本
の
医
学
は
、
明
治
政
府
が
制
定
し
た
医
制
に

よ
る
医
師
免
許
試
験
の
試
験
内
容
に
は
採
用
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
当
時
採
用
さ
れ
た
ド
イ
ツ
医
学
を
中

心
に
し
た
日
本
の
医
療
制
度
の
な
か
で
、
漢
方
医
学
は
衰
退
の
一い

っ

途と

を
た
ど
り
ま
す
。

　

一
九
一
〇
（
明
治
四
三
）
年
、
和わ

田だ

啓け
い

十じ
ゅ
う

郎ろ
う

と
い
う
人
物
が
『
医
界
之
鉄て

っ

椎つ
い

』
を
発
刊
し
、
漢
方
医
学
が
西
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洋
医
学
に
比
べ
て
優
れ
た
治
療
医
学
で
あ
る
こ
と
や
、
江
戸
時
代
以
来
の
漢
方
医
学
の
伝
統
を
滅
ぼ
し
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
を
世
の
中
に
訴
え
か
け
ま
し
た
。

　

こ
の
『
医
界
之
鉄
椎
』
に
刺
激
を
受
け
た
湯ゆ

本も
と

求き
ゅ
う

真し
ん

が
『
皇こ

う

漢か
ん

医
学
』
を
著
す
な
ど
漢
方
の
復
興
に
取

り
組
み
、
現
在
の
漢
方
医
学
の
基
礎
を
築
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
医
制
の
制
定
か
ら
一
〇
〇
年
あ
ま
り
が
経
過
し
た
二
〇
〇
一
（
平
成
一
三
）
年
、
つ
い
に
漢
方
医

学
が
再
び
表
舞
台
へ
現
れ
ま
す
。「
医
学
教
育
モ
デ
ル
・
コ
ア
・ 

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
――
教
育
内
容
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」
の
到
達
目
標
に
「
和
漢
薬
を
概が

い

説せ
つ

で
き
る
」
と
い
う
項
目
が
追
加
さ
れ
た
の
で
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
日
本
の
医
学
部
の
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
漢
方
医
学
が
加
わ
り
、
現
在
で
は
す
べ
て
の

医
学
部
で
教
育
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
二
一
世
紀
に
な
っ
て
初
め
て
、
日
本
で
医
師
に
な
る

た
め
の
教
育
に
漢
方
医
学
が
必
須
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

し
か
し
裏
を
返
せ
ば
、
一
定
の
年
齢
以
上
の
現
役
の
医
師
の
な
か
に
は
、
漢
方
医
学
の
専
門
教
育
を
受

け
て
い
な
い
人
も
多
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

西
洋
医
学
と
漢
方
医
学
の
薬
を
両
方
と
も
処
方
で
き
る
と
い
う
日
本
の
医
師
は
、
世
界
的
に
見
て
も
か

な
り
珍
し
い
存
在
で
す
。

　

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
日
本
の
医
療
レ
ベ
ル
を
引
き
上
げ
て
い
る
側
面
も
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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漢
方
に
対
す
る
誤
解

　

こ
の
章
で
は
こ
こ
ま
で
、
漢
方
の
歴
史
を
お
お
ま
か
に
た
ど
っ
て
き
ま
し
た
。

　

漢
方
が
中
国
生
ま
れ
日
本
育
ち
で
あ
る
こ
と
、
明
治
時
代
か
ら
は
不
遇
の
時
代
で
、
二
一
世
紀
に
な
っ

て
再
び
見
な
お
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ご
理
解
い
た
だ
け
た
か
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、
明
治
以
降
の
不
遇
の
時
代
が
長
か
っ
た
か
ら
な
の
か
、
漢
方
は
様
々
に
誤
解
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
に
も
い
く
つ
か
、
そ
う
い
っ
た
誤
解
を
解
い
て
き
ま
し
た
が
、
本
章
の
締
め
く
く
り
と
し
て
、

残
る
誤
解
を
い
っ
ぺ
ん
に
解
い
て
し
ま
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

漢
方
は
心
に
も
効
く

　

西
洋
医
学
で
は
、
心
の
問
題
は
心
療
内
科
や
精
神
科
で
治
療
を
行
い
、
体
の
問
題
は
内
科
や
整
形
外
科

で
治
療
を
行
う
よ
う
に
分
け
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
心
の
専
門
家
が
心
の
問
題
を
す
べ
て
解
決
し
て

く
れ
る
の
な
ら
ば
い
い
の
で
す
が
、
実
際
に
は
難
し
い
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
。

　

あ
な
た
は
医
師
か
ら
「
こ
れ
は
わ
た
し
の
専
門
じ
ゃ
な
い
か
ら
診み

ら
れ
な
い
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
か
？
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た
と
え
ば
朝
、
電
車
に
乗
る
と
下げ

痢り

を
す
る
人
が
い
ま
す
。
そ
の
人
は
人
前
で
し
ゃ
べ
る
と
き
な
ど
、

緊
張
す
る
と
お
腹
が
痛
く
な
り
下
痢
を
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　

ど
ち
ら
も
症
状
は
下
痢
で
す
が
、
原
因
は
違
い
ま
す
。

　

朝
の
下
痢
は
、
朝
食
に
関
連
し
た
消
化
の
問
題
か
ら
引
き
起
こ
さ
れ
る
下
痢
、
緊
張
す
る
と
起
こ
る
下

痢
は
精
神
的
な
も
の
で
す
。

　

す
る
と
、
朝
の
下
痢
は
内
科
で
診
て
も
ら
い
、
緊
張
し
た
と
き
の
下
痢
は
、
心
療
内
科
で
診
て
も
ら
わ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
な
ん
だ
か
厄
介
で
す
ね
。

　

し
か
し
、
漢
方
医
学
で
は
精
神
的
ス
ト
レ
ス
も
肉
体
的
ス
ト
レ
ス
も
、
ど
ち
ら
も
分
け
隔へ

だ

て
な
く
診

ま
す
。

　

漢
方
医
学
を
学
ん
だ
医
師
は
、
決
し
て
「
こ
れ
は
、
わ
た
し
の
専
門
じ
ゃ
な
い
か
ら
、
診
ら
れ
な
い
」

な
ん
て
言
い
ま
せ
ん
。
ど
ん
な
病
気
に
も
、
耳
を
傾
け
て
く
れ
ま
す
。

漢
方
薬
は
速
効
性
が
あ
る

　

漢
方
薬
は
、
じ
ん
わ
り
と
効
い
て
副
作
用
が
な
い
と
誤
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
意
外
に
多
い
で
す
。
し

か
し
、
決
し
て
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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わ
た
し
の
ク
リ
ニ
ッ
ク
に
初
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
患
者
さ
ん
は
「
漢
方
薬
は
、
何
ヶ
月
も
飲
ま
な
い
と

効
か
な
い
」
と
思
わ
れ
て
い
る
か
た
が
多
く
て
困
っ
て
い
ま
す
。
で
も
考
え
て
も
み
て
く
だ
さ
い
。
も
し

風
邪
の
治
療
に
何
ヶ
月
も
か
か
っ
て
い
た
ら
、
わ
た
し
の
ク
リ
ニ
ッ
ク
に
は
誰
も
来
な
く
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
よ
ね
。

　

実
は
、
漢
方
薬
は
速
効
性
が
あ
り
、
分
単
位
で
治
療
効
果
が
現
れ
ま
す
。
働
き
盛
り
の
健
康
を
守
る
た

め
に
は
、
す
ぐ
に
効
く
漢
方
薬
を
活
用
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

特
に
、
風
邪
の
と
き
な
ど
は
う
ま
く
使
う
と
一
晩
で
す
っ
き
り
と
治
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
風

邪
が
流は

や行
る
シ
ー
ズ
ン
に
予
防
と
し
て
も
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
漢
方
薬
は
、
自
己
管
理
が
求
め
ら
れ

る
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
の
強
い
味
方
に
な
っ
て
く
れ
ま
す
。

漢
方
に
も
副
作
用
が
あ
る

　

漢
方
薬
に
は
よ
い
面
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
実
は
そ
れ
ぞ
れ
に
副
作
用
も
あ
り
ま
す
。

　

漢
方
薬
に
は
西
洋
薬
と
違
っ
て
生
薬
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
、
副
作
用
が
な
く
身
体
に
い
い
と
誤
解
さ

れ
て
い
る
か
た
は
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

し
か
し
、
最
近
の
研
究
で
は
、
山サ

ン

椒シ
ョ
ウ（

ウ
ナ
ギ
に
か
け
る
調
味
料
）、
生シ

ョ
ウ

姜キ
ョ
ウ

（
八
百
屋
で
売
っ
て
い
る
シ
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ョ
ウ
ガ
）、
人ニ

ン

参ジ
ン

（
滋じ

養よ
う

強き
ょ
う

壮そ
う

剤
に
よ
く
使
わ
れ
る
朝
鮮
人
参
）、
膠こ

う

飴い

（
駄
菓
子
屋
さ
ん
で
売
っ
て
い
る
水み

ず

飴あ
め

）

か
ら
で
き
た
漢
方
薬
で
も
、
一
・
八
％
の
人
に
副
作
用
が
出
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

つ
ま
り
、
ど
ん
な
も
の
に
も
副
作
用
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

人
に
よ
っ
て
、
身
体
に
合
う
も
の
、
合
わ
な
い
も
の
が
存
在
し
ま
す
。
薬
を
安
全
に
安
心
し
て
使
う
た

め
に
は
や
は
り
、
専
門
の
知
識
を
持
っ
た
医
療
従
事
者
に
相
談
す
る
こ
と
が
一
番
で
す
。

 

医
療
経
済
を
考
え
る
と
漢
方
薬

　

と
こ
ろ
で
、
漢
方
薬
は
い
っ
た
い
い
く
ら
ぐ
ら
い
す
る
の
で
し
ょ
う
か
？　

　

漢
方
薬
は
西
洋
薬
に
比
べ
て
高
い
も
の
だ
と
い
う
誤
解
も
あ
る
よ
う
で
す
。

　

た
し
か
に
巷ち

ま
たに

は
高
価
な
漢
方
薬
も
あ
り
ま
す
。
な
か
に
は
一
ヶ
月
分
で
数
万
円
も
す
る
も
の
が
流
通

し
て
い
た
り
も
し
ま
す
。

　

け
れ
ど
も
、
高
価
だ
か
ら
と
い
っ
て
高
い
効
果
に
直
結
し
て
い
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

　

実
際
の
西
洋
薬
と
漢
方
薬
の
値
段
を
比
較
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
薬
局
で
売
っ
て
い
る
風
邪
薬
は
、
だ
い

た
い
一
箱
一
〇
〇
〇
円
ぐ
ら
い
で
す
。
こ
れ
を
、
成
人
男
性
が
一
回
に
内な

い

服ふ
く

す
る
分
量
で
比
較
し
て
み
ま

し
ょ
う
。
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よ
く
売
れ
て
い
る
西
洋
薬
の
大
正
製
薬
パ
ブ
ロ
ン
ゴ
ー
ル
ド
Ａ
は
、
一
回
一
包
で
約
三
〇
円
、
漢
方
薬

の
株
式
会
社
ツ
ム
ラ
葛
根
湯
は
、
一
回
四
錠
で
約
四
〇
円
と
、
ど
ち
ら
も
あ
ま
り
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
一
般
用
医
薬
品
と
医
師
の
処
方
せ
ん
で
も
ら
う
医
療
用
医
薬
品
の
風
邪
薬
を
比
較
す
る
と
、

医
療
用
医
薬
品
の
ツ
ム
ラ
葛
根
湯
は
一
回
二
・
五
ｇ
が
二
〇
・
五
円
と
一
般
用
医
薬
品
と
比
較
し
て
も
安
く
、

さ
ら
に
自
己
負
担
額
を
三
割
と
す
る
と
、
み
な
さ
ん
が
負
担
す
る
費
用
は
一
回
分
が
六
・
一
五
円
に
な
り

ま
す
。

　

さ
ら
に
、
誰
で
も
買
え
る
一
般
用
医
薬
品
と
処
方
せ
ん
が
な
い
と
買
え
な
い
医
療
用
医
薬
品
は
、
同
じ

医
薬
品
で
も
中
身
が
異
な
り
ま
す
。
一
般
用
医
薬
品
に
比
べ
て
、
医
療
用
医
薬
品
は
濃
度
が
高
く
、
作
用

も
強
い
の
で
す
。

　

医
療
用
医
薬
品
は
濃
度
が
高
く
作
用
が
強
い
の
で
、
速
効
性
と
持
続
性
に
優
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

価
格
を
比
較
す
る
と
日
本
で
手
に
入
る
最
も
い
い
漢
方
薬
が
最
も
安
い
の
で
す
。
こ
れ
は
見
逃
せ
ま
せ

ん
ね
。

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
で
漢
方
の
歴
史
と
、
漢
方
に
対
す
る
一
般
的
な
誤
解
に
つ
い
て
、
一
通
り
の
解
説
を

終
え
ま
し
た
。
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次
章
で
は
い
よ
い
よ
、
具
体
的
な
症
状
と
処
方
に
つ
い
て
、
対
話
形
式
で
わ
か
り
や
す
く
ご
紹
介
し
て

い
き
ま
す
。
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仕
事
に
効
く

漢
方
診
断

第

二
章



二
日
酔
い
に
効
く
漢
方

二
日
酔
い
の
Ｙ
山
さ
ん

　

少
し
薄
く
な
っ
た
頭
を
気
に
し
な
が
ら
診
察
室
へ
入
っ
て
き
た
Ｙ
山
さ
ん
（
四
二
歳
）
が
、
椅
子
に
崩
れ
る

よ
う
に
座
り
ま
し
た
。

　
Ｙ
　
山 

「
二
日
酔
い
で
気
持
ち
が
悪
い
か
ら
、
な
ん
と
か
し
て
く
だ
さ
い
」

　
今
　
津 

「
Ｙ
山
さ
ん
、
昨
日
は
桜
の
花
も
綺
麗
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
け
れ
ど
、
か
な
り
飲
ん
だ
よ
う
で

す
ね
」

　
Ｙ
　
山 

「
花
見
で
盛
り
上
が
っ
て
し
ま
っ
て
…
…
」

　

弱
々
し
い
声
で
訴
え
る
姿
が
あ
ま
り
に
も
情
け
な
く
見
え
た
の
は
、
ス
ー
ツ
の
ズ
ボ
ン
が
少
し
く
た
び

れ
て
い
た
せ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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お
酒
へ
の
耐
性
は
酵こ

う

素そ

で
決
ま
る

　

二
日
酔
い
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
摂
取
量
と
分
解
力
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
た
た
め
に
起
こ
る
症
状
で
す
。

で
は
、
お
酒
に
強
い
と
か
弱
い
と
い
っ
た
体
質
は
、
ど
う
や
っ
て
決
ま
る
の
で
し
ょ
う
か
？

　

そ
れ
は
二
つ
の
酵
素
に
よ
っ
て
決
定
し
ま
す
。
ア
ル
コ
ー
ル
を
分
解
す
る
酵
素
が
ア
ル
コ
ー
ル
脱
水
素

酵
素
で
す
。
こ
の
酵
素
に
よ
っ
て
分
解
さ
れ
た
も
の
が
、
ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
で
す
。
そ
れ
を
さ
ら
に
分

解
す
る
ア
ル
デ
ヒ
ド
脱
水
素
酵
素
と
い
う
酵
素
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
酵
素
が
多
い
か
少
な
い
か
に
よ
っ
て
、

体
質
が
決
ま
り
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
世
の
中
の
人
間
は
左
記
の
よ
う
に
四
種
類
に
分
類
で
き
ま
す
。

 ◎

お
酒
を
飲
ん
で
も
酔
わ
な
い
人
：
ア
ル
コ
ー
ル
脱
水
素
酵
素
と
ア
ル
デ
ヒ
ド
脱
水
素
酵
素
の
両
方

が
そ
ろ
っ
て
い
る

 ◎

お
酒
を
美
味
し
く
飲
め
る
人
：
ア
ル
コ
ー
ル
脱
水
素
酵
素
が
弱
く
、
ア
ル
デ
ヒ
ド
脱
水
素
酵
素
が

強
い
た
め
、
気
持
ち
よ
く
酔
え
る

 ◎

二
日
酔
い
に
な
る
人
：
ア
ル
コ
ー
ル
脱
水
素
酵
素
と
ア
ル
デ
ヒ
ド
脱
水
素
酵
素
の
両
方
が
弱
い
た

め
、
気
持
ち
よ
く
酔
え
る
が
、
ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
が
蓄
積
し
て
し
ま
う
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 ◎

お
酒
が
弱
い
人
：
ア
ル
コ
ー
ル
脱
水
素
酵
素
が
強
く
、
ア
ル
デ
ヒ
ド
脱
水
素
酵
素
が
弱
い
た
め
に

酔
え
ず
、
気
持
ち
悪
く
な
る

 
　
Ｙ
　
山 
「
先
生
、
二
日
酔
い
に
効
く
漢
方
薬
と
か
な
い
ん
で
す
か
」

　
今
　
津 

「
あ
る
よ
」

　
Ｙ
　
山 

「
え
っ
！　

あ
る
ん
で
す
か
。
じ
ゃ
あ
そ
れ
を
く
だ
さ
い
よ
」

　
今
　
津 

「
で
も
、
Ｙ
山
さ
ん
の
よ
う
な
タ
イ
プ
は
、
お
酒
で
肝
臓
を
痛
め
た
り
、
食
道
が
ん
に
な
り
や

す
い
ん
だ
よ
」

　
Ｙ
　
山 

「
え
っ
！　

ぼ
く
、
が
ん
に
な
っ
ち
ゃ
う
ん
で
す
か
？
」

　
今
　
津 

「
お
酒
を
飲
ん
で
顔
が
赤
く
な
る
人
は
、
注
意
し
た
ほ
う
が
い
い
ね
。
実
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
は

肝
臓
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
口
の
粘ね

ん

膜ま
く

や
食
道
粘
膜
で
も
分
解
す
る
ん
だ
。
Ｙ
山
さ
ん
の
よ
う

に
、
ア
ル
デ
ヒ
ド
脱
水
素
酵
素
が
弱
い
タ
イ
プ
の
人
は
、
口
や
食
道
の
粘
膜
に
ア
セ
ト
ア
ル

デ
ヒ
ド
が
蓄
積
し
て
し
ま
う
か
ら
、
そ
の
刺
激
で
が
ん
が
で
き
る
危
険
性
が
増
え
る
と
言
わ

れ
て
い
る
ん
だ
よ
」
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Ｙ
　
山 

「
そ
う
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
ぼ
く
は
、
二
日
酔
い
す
る
ほ
ど
飲
ん
じ
ゃ
い
け
な
い
ん
だ
…
…
」

　
今
　
津 

「
仕
事
を
し
て
い
る
と
付
き
合
い
も
あ
る
し
、
お
酒
を
飲
ま
な
い
わ
け
に
い
か
な
い
か
ら
ね
。

そ
こ
で
漢
方
薬
の
出
番
と
な
る
わ
け
で
す
よ
」

　
Ｙ
　
山 
「
先
生
、
ぜ
ひ
教
え
て
く
だ
さ
い
」

　
今
　
津 

「
ま
ず
、お
酒
を
飲
む
前
に
、
黄お

う

連れ
ん

解げ

毒ど
く

湯と
う

を
飲
ん
で
ね
。
翌
日
の
朝
、
胸
が
ム
カ
ム
カ
す
る
よ

う
な
ら
ば
、
半は

ん

夏げ

瀉し
ゃ

心し
ん

湯と
う

を
飲
む
と
い
い
で
し
ょ
う
。
浮む

く
み腫

が
気
に
な
っ
た
ら
、
五ご

苓れ
い

散さ
ん

だ
ね
」

黄お

う

連れ

ん

解げ

 

毒ど

く

と

う湯

黄オ
ウ
レ
ン連

黄オ
ウ

ご
ん

黄オ
ウ
バ
ク柏

山
梔
子

◎

お
酒
を
飲
む
前
に

処
方
せ
ん
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半ハ
ン
ゲ

　
夏

黄オ
ウ

ご
ん

黄オ
ウ
レ
ン連

人ニ
ン
ジ
ン参

乾カ
ン

姜キ
ョ
ウ

大タ
イ
ソ
ウ棗

甘カ
ン
ゾ
ウ草

◎

お
酒
を
飲
ん
だ
後
、 

嘔お

う

き

　
気
や
胸
焼
け
が
あ
る

半は

ん

夏げ

　

瀉し

ゃ

心し

ん

湯と

う

処
方
せ
ん
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三
種
の
漢
方
薬
の
機
能
と
使
い
分
け

　

さ
て
、
三
種
類
の
漢
方
薬
を
紹
介
し
ま
し
た
。
幾
つ
か
の
生
薬
が
登
場
し
ま
し
た
が
、
少
し
ご
説
明
し

ま
し
ょ
う
。

　

ま
ず
は
黄
連
解
毒
湯
で
す
が
、
黄
ご
ん
に
は
、
バ
イ
カ
リ
ン
（baicalin

）
と
オ
ウ
ゴ
ニ
ン
（w

ogonin

）

猪チ
ョ
レ
イ苓

茯ブ
ク

苓リ
ョ
ウ

蒼ソ
ウ

朮ジ
ュ
ツ

ま
た
は
白ビ

ャ
ク
ジ
ュ
ツ朮

沢タ
ク
シ
ャ瀉

桂ケ
イ
ヒ

　
皮

◎

お
酒
を
飲
む
と
浮む

く腫
む

五ご

　

苓れ

い

散さ

ん

処
方
せ
ん
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と
い
う
成
分
が
含
ま
れ
、
抗
炎
症
作
用
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
ほ
か
に
も
、
胆
汁
分
泌
促
進

も
あ
り
ま
す
。

　

黄
連
に
も
抗
炎
症
作
用
が
あ
り
、
黄
柏
に
は
末
梢
血
管
収
縮
、
山
梔
子
に
は
、
鎮
痛
、
胆
汁
分
泌
促
進

が
あ
り
ま
す
。

　

黄
連
解
毒
湯
は
、「
実
熱
実
火
を
治
す
」（
江
戸
時
代
中
期
の
後
世
派
医
師
・
香か

月づ
き

牛ぎ
ゅ
う

山ざ
ん

の
言
葉
）
と
言
わ

れ
、
熱
を
持
っ
て
赤
く
な
っ
た
も
の
を
速
や
か
に
冷
や
し
て
く
れ
ま
す
。

　

黄
連
解
毒
湯
に
胃
腸
薬
が
加
わ
っ
た
も
の
が
半
夏
瀉
心
湯
で
す
。

「
瀉
心
」
と
い
う
の
は
み
ぞ
お
ち
の
こ
と
で
、
ス
ト
レ
ス
な
ど
で
み
ぞ
お
ち
に
違
和
感
が
あ
る
時
な
ど
に
、

半
夏
瀉
心
湯
が
使
わ
れ
ま
す
。

　

半
夏
に
は
、
鎮
吐
作
用
が
あ
り
ま
す
。
乾
姜
に
も
鎮
吐
作
用
が
あ
り
、
半
夏
と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で

作
用
が
増
強
し
ま
す
。
人
参
は
オ
タ
ネ
ニ
ン
ジ
ン
で
、
多
く
の
サ
ポ
ニ
ン
を
含
み
、
消
化
管
運
動
亢こ

う

進し
ん

、

抗
疲
労
作
用
が
あ
り
ま
す
。
大
棗
は
、
乾
姜
と
組
み
合
わ
せ
る
と
、
消
化
管
を
調
整
し
て
く
れ
ま
す
。
そ

し
て
、
甘
草
に
は
抗
炎
症
作
用
が
あ
り
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
二
日
酔
い
の
人
の
ア
ル
コ
ー
ル
代
謝
を
助
け
、
胃
腸
の
状
態
も
整
え
て
く
れ
る
わ
け
で
す
。
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水
分
バ
ラ
ン
ス
を
調
節
す
る
作
用
を
持
つ
、
猪
苓
、
茯
苓
、
蒼
朮
、
沢
瀉
の
四
つ
の
生
薬
が
入
っ
て
い

る
五
苓
散
は
、
水
の
代
謝
障
害
に
使
わ
れ
ま
す
。

　

わ
た
し
は
、「
口
が
渇
い
て
、
な
か
な
か
小
水
が
出
な
い
」
と
訴
え
る
患
者
さ
ん
に
よ
く
処
方
し
ま
す
。

　

猪
苓
と
茯
苓
は
ど
ち
ら
も
サ
ル
コ
ノ
シ
カ
ケ
科
の
キ
ノ
コ
で
、
利
尿
作
用
が
あ
り
ま
す
。
蒼
朮
と
白
朮

は
、
キ
ク
科
の
オ
ケ
ラ
の
根
で
、
こ
ち
ら
も
利
尿
作
用
が
あ
り
ま
す
。
沢
瀉
は
「
沢
の
水
を
そ
そ
ぐ
」
と

い
う
意
味
の
名
前
で
、
そ
の
名
の
通
り
水
の
排
出
作
用
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

 

お
酒
と
い
え
ば
「
ウ
コ
ン
」
？
　「
シ
ジ
ミ
」
？

　

お
酒
の
と
き
の
薬
と
言
え
ば
、
ウ
コ
ン
を
最
初
に
思
い
浮
か
べ
る
人
が
多
い
と
思
い
ま
す
。

　

ウ
コ
ン
に
含
ま
れ
る
ク
ル
ク
ミ
ン
が
胆た

ん

汁じ
ゅ
うの

分
泌
を
促う

な
がし

、
肝
臓
で
の
ア
ル
コ
ー
ル
分
解
を
助
け
る
役

割
を
す
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

実
は
、
ウ
コ
ン
は
カ
レ
ー
の
黄
色
成
分
で
あ
る
タ
ー
メ
リ
ッ
ク
と
同
じ
も
の
で
す
。
ど
ち
ら
も
食
品
で
、

薬
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

同
じ
よ
う
に
、
飲
酒
の
際
に
一
緒
に
摂と

る
と
い
い
と
言
わ
れ
て
い
る
の
が
シ
ジ
ミ
で
す
ね
。

47 第 2章　　仕 事 に 効 く 漢 方 診 断



　

シ
ジ
ミ
に
含
ま
れ
る
オ
ル
ニ
チ
ン
、
タ
ウ
リ
ン
、
ア
ラ
ニ
ン
が
肝
臓
の
代
謝
を
助
け
て
く
れ
る
の
で
、

二
日
酔
い
の
朝
に
は
シ
ジ
ミ
の
味
噌
汁
が
最
適
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
シ
ジ
ミ
は
冷
凍
す
る
こ
と
で
オ

ル
ニ
チ
ン
が
増
え
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
、
活
用
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　

医
薬
品
と
し
て
は
、
肝
代
謝
物
で
あ
る
ヘ
パ
リ
ー
ゼ
や
牛
の
胆
石
で
あ
る
牛ご

黄お
う

、
ク
マ
の
胆た

ん

囊の
う

で
あ
る

熊ゆ
う

胆た
ん

な
ど
が
売
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

肝
代
謝
物
は
、
肝
臓
の
働
き
を
助
け
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
牛
黄
と
熊
胆
の
主
成
分
は
胆
汁
で
す

か
ら
、
脂
肪
分
解
を
助
け
消
化
吸
収
を
良
く
し
て
く
れ
る
作
用
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
漢
方
食
材
や
、
そ
れ
を
利
用
し
た
市
販
の
商
品
に
も
も
ち
ろ
ん
効
果
は
あ
り
ま
す
が
、
漢
方

も
薬
効
の
あ
る
生
薬
を
複
数
組
み
合
わ
せ
、
さ
ら
に
症
状
に
適
応
し
た
処
方
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
す
。

 

純
度
と
温
度

　
Ｙ
　
山 

「
と
こ
ろ
で
先
生
、
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
を
す
る
と
二
日
酔
い
に
な
り
や
す
い
と
い
う
話
を
聞
い
た
こ

と
が
あ
る
の
で
す
が
、
本
当
で
す
か
？
」

　
今
　
津 

「
お
酒
の
種
類
に
よ
っ
て
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
吸
収
ス
ピ
ー
ド
が
変
わ
る
こ
と
は
な
い
は
ず
で
す

よ
。
純
度
と
温
度
が
影
響
し
て
い
る
は
ず
で
す
」
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ひ
と
く
ち
に
お
酒
と
言
っ
て
も
、
種
類
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。

　

日
本
酒
、
ビ
ー
ル
、
ワ
イ
ン
と
い
っ
た
醸じ

ょ
う

造ぞ
う

酒
に
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
以
外
に
お
い
し
さ
と
し
て
の
ア
ミ

ノ
酸
や
ポ
リ
フ
ェ
ノ
ー
ル
な
ど
が
豊
富
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
に
比
べ
蒸じ

ょ
う

留り
ゅ
う

酒
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
以
外
の
余
分
な
も
の
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

　

お
酒
を
分
解
す
る
と
き
に
、
ア
ル
コ
ー
ル
以
外
の
も
の
が
入
っ
て
い
る
と
処
理
を
す
る
の
に
時
間
が
か

か
り
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
西
洋
医
学
で
は
蒸
留
酒
よ
り
も
醸
造
酒
の
ほ
う
が
分
解
す
る
の
に
時
間
が
か
か
る
た
め
、
二

日
酔
い
に
な
り
や
す
い
お
酒
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
お
酒
は
低
温
で
は
吸
収
さ
れ
る
ス
ピ
ー
ド
が
ゆ
っ
く
り
に
な
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、「
冷
や
酒
は

あ
と
か
ら
来
る
」
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
冷
た
い
お
酒
は
酔
う
ま
で
に
時
間
が
か
か
る
た
め
に
飲
み
過

ぎ
て
し
ま
い
や
す
く
、
二
日
酔
い
の
原
因
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ビ
ー
ル
中
び
ん
一
本
、
ウ
イ
ス
キ
ー
ダ
ブ
ル
一
杯
、
日
本
酒
一
合
は
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
く
ら
い
の
量
の
ア

ル
コ
ー
ル
を
含
み
ま
す
が
、
分
解
す
る
の
に
約
四
時
間
か
か
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
を
念
頭
に
置
い
て
、
自
分
が
い
ま
ど
の
く
ら
い
の
量
の
ア
ル
コ
ー
ル
を
摂
取
し
た
の
か
、
意
識
し
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な
が
ら
飲
む
の
も
効
果
的
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
忘
年
会
シ
ー
ズ
ン
な
ど
は
、
ぜ
ひ
漢
方
で
怠お

こ
たり

の
な
い
備
え
を
し
て
臨
み
ま
し
ょ
う
。
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君は、

何と闘うか？

マーカー部分をクリックして、「ジセダイ」
をチェック!!!

「ジセダイ」は、20代以下の若者に向けた、
行動機会提案サイトです。読む→考える→行
動する。このサイクルを、困難な時代にあっ
ても前向きに自分の人生を切り開いていこう
とする次世代の人間に向けて提供し続けます。

ジセダイイベント

ジ セ ダ イ 総 研

星海社新書試し読み

メ イ ン コ ン テ ン ツ
著者に会える、同世代と話せるイベントを毎月

開催中！　行動機会提案サイトの真骨頂です！

若手専門家による、事実に基いた、論点の明確な読み物を。

「議論の始点」を供給するシンクタンク設立！

既刊・新刊を含む、
すべての星海社新書が試し読み可能！

 http://ji-sedai. jp/

http://ji-sedai.jp/event/info/
http://ji-sedai.jp/series/research/
http://ji-sedai.jp/book/publication/
http://ji-sedai.jp
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