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本
書
は
、
日
本
経
済
を
患
者
に
た

と
え
て
、
名
医
で
あ
る
著
者
が
そ
の

病
状
を
説
明
す
る
と
と
も
に
、
処
方

箋
を
示
す
こ
と
で
、
日
本
経
済
と
い

う
患
者
を
手
際
よ
く
診
察
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
日

本
経
済
の
変
動
を

「
一
時
的
な
風
邪
」

「
慢
性
病
」「
老
化
」

に
た
と
え
て
分
類

し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
適

し
た
治
療
法
が
必
要
で
あ
る
と
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
症
状
に
つ
い
て
、

簡
潔
か
つ
適
切
な
診
断
を
し
て
い

る
。
特
に
、
景
気
変
動
を
病
状
に
た

と
え
、
日
本
経
済
の
デ
ー
タ
を
体
質

に
た
と
え
る
な
ど
、
一
般
読
者
に
分

か
り
や
す
い
工
夫
が
随
所
に
見
ら
れ

る
。
そ
れ
で
い
て
、
著
者
の
最
先
端

の
研
究
成
果
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で

は
織
り
込
ま
れ
て
お
り
、
単
な
る
解

説
書
の
レ
ベ
ル
を
超
え
た
日
本
経
済

の
分
析
書
と
し
て
も
、
一
流
の
仕
上

が
り
を
見
せ
て
い
る
。

　

な
か
で
も
、
金
融
政
策
、
金
融
シ

ス
テ
ム
に
関
す
る
描
写
は
興
味
深

い
。
第
４
章
で
は
、
わ
が
国
の
「
失

わ
れ
た
10
年
」
と
呼
ば
れ
る
１
９
９

０
年
代
か
ら
の
低
迷
に
金
融
政
策
が

ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た

の
か
を
批
判
的
に
説
明
し
て
い
る
。

ま
た
、
２
０
０
８
年

秋
以
降
の
国
際
金
融

危
機
が
生
じ
た
メ
カ

ニ
ズ
ム
に
つ
い
て

も
、
人
口
面
で
の
成

熟
が
国
際
間
で
異
な

る
こ
と
が
そ
の
背
景
に
あ
る
と
説
明

し
て
い
る
の
は
、
面
白
い
。
低
金
利

政
策
が
有
効
性
を
失
っ
た
こ
と
、
グ

ロ
ー
バ
ル
化
が
情
報
の
非
対
称
性
を

伴
う
こ
と
、
小
泉
改
革
が
リ
ハ
ビ
リ

を
軽
視
し
格
差
を
増
大
さ
せ
た
こ
と

な
ど
興
味
深
い
指
摘
も
多
い
。

　

こ
う
し
た
解
説
で
は
、
難
解
な
金

融
、
マ
ク
ロ
、
ミ
ク
ロ
の
専
門
用
語

や
概
念
を
用
い
ざ
る
を
得
な
い
が
、

著
者
は
、
デ
パ
ー
ト
商
品
券
、
レ
ン

タ
ル
ビ
デ
オ
業
界
な
ど
斬
新
な
比
喩

を
駆
使
し
て
、
イ
メ
ー
ジ
戦
略
で
直

感
的
に
説
明
し
て
お
り
、
読
者
の
興

味
を
引
き
つ
け
る
こ
と
に
成
功
し
て

い
る
。
新
書
と
い
う
限
ら
れ
た
分
量

で
豊
富
な
内
容
が
展
開
さ
れ
て
お

り
、
手
際
の
よ
さ
で
見
て
も
、
実
に

お
買
い
得
感
の
高
い
書
物
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
診
察
の
歯
切
れ
よ
さ
と

比
較
す
る
と
、
処
方
箋
に
具
体
性
、

独
創
性
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
の
が

残
念
で
あ
る
。
最
後
の
章
で
、
政
策

提
言
と
し
て
、家
計
に
所
得
を
返
し
、

少
子
化
対
策
を
充
実
す
る
と
い
う
結

論
を
出
し
て
い
る
の
は
、
も
っ
と
も

ら
し
い
が
、
そ
の
具
体
案
、
効
果
が

議
論
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
読
者

を
引
き
つ
け
る
サ
ー
ビ
ス
精
神
の
あ

ま
り
、
論
理
的
に
甘
い
点
も
見
ら
れ

る
。
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
が
世
界
一

人
口
が
若
く
、
成
長
可
能
な
国
だ
ろ

う
か
。
ま
た
、
民
主
党
の
政
権
公
約

を
ば
ら
ま
き
と
批
判
す
る
一
方
で
、

10
兆
円
の
子
ど
も
手
当
を
提
唱
し
て

い
る
が
、
そ
の
財
源
は
ど
う
す
る
の

か
な
ど
、
財
政
面
で
の
裏
付
け
が
物

足
り
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
危

う
さ
が
本
書
の
長
所
に
見
え
て
し
ま

う
ほ
ど
、
読
む
も
の
を
引
き
つ
け
る

不
思
議
さ
の
あ
る
本
で
も
あ
る
。

◎
評
者　

井
堀
利
宏
（
東
京
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
教
授
）

日
本
経
済
の
病
状
診
断
と
処
方
箋

巧
み
に
比
喩
使
い
手
際
よ
く

　

著
者
に
よ
れ
ば
、「
子
供
が
正
社

員
で
あ
る
場
合
の
世
帯
収
入
は
６
０

０
万
円
か
ら
８
０
０
万
円
台
を
ピ
ー

ク
に
し
た
分
布
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
子
供
が
ニ
ー
ト
状
態
で
あ
る
場

合
は
、
お
よ
そ
３
０
０
万
円
台
が
ピ

ー
ク
」
で
あ
る
。
ま
た
ニ
ー
ト
状
態

の
若
者
の
約
４
分
の
１
が
中
学
卒
の

学
歴
で
あ
り
、大
学・

大
学
院
卒
は
約
１
割

に
過
ぎ
な
い
。

　

フ
リ
ー
タ
ー
に
目

を
転
じ
て
み
よ
う
。

実
は
彼
ら
の
多
く
（
80
％
）
は
20
代

後
半
に
は
正
社
員
へ
移
行
し
て
い

る
。
だ
か
ら
若
い
と
き
に
「
定
職
を

持
た
な
い
」
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
心
配

『
若
者
と
初
期
キ
ャ
リ
ア

─
─「
非
典
型
」か
ら
の
出
発
の
た
め
に
』

小
杉
礼
子
著

（
独
立
行
政
法
人
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
統
括
研
究
員
）

『
ナ
ビ
ゲ
ー
ト
！　
日
本
経
済
』

脇
田　

成
著
（
首
都
大
学
東
京
経
済
学
部
教
授
）

ちくま新書
798円

勁草書房
3360円

　

桐
野
夏
生『
ナ
ニ
カ
ア
ル
』は
、

戦
時
中
に
南
方
へ
派
遣
さ
れ
た
林

芙
美
子
が
書
い
た
架
空
の
手
記
を

紹
介
す
る
と
い
う
形
式
を
用
い
、

芙
美
子
の
実
像
に
迫
っ
て
い
る
。

　

芙
美
子
は
反
戦
主
義
者
で
は
な

い
が
、
自
分
が
見
た
ま
ま
の
戦
争

を
書
い
た
た
め
、
日
本
の
行
動
を

正
当
化
し
戦
意
高
揚
を
求
め
る
軍

と
対
立
す
る
。
軍
に
監
視
さ
れ
、

表
現
を
規
制
さ
れ
な
が
ら
も
、
書

き
た
い
も
の
を
書
く
道
を
模
索
し

続
け
た
芙
美
子
に
は
、
著
者
の
作

家
と
し
て
の
決
意
が
重
ね
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
国
家
が

強
権
を
発
動
し
、
そ
れ
に
国
民
が

末す
え
く
に國  

善よ
し
み己

（
文
芸
評
論
家
）

手
記
が
語
る
林
芙
美
子
が
見
た

戦
争
の
真
実
と
は

新潮社
1785円
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な
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
移
行

す
る
に
は
景
気
動
向
も
重
要
で
、「
学

ぶ
能
力
」や「
同
じ
職
場
で
の
継
続
」

と
い
っ
た
条
件
が
必
要
な
よ
う
だ

（
と
い
っ
て
も
長
す
ぎ
る
フ
リ
ー
タ

ー
歴
も
ま
ず
い
）。
ま
た
、
そ
の
資

質
の
獲
得
は
「
学
歴
」
と
か
か
わ
っ

て
い
る
。

　

こ
う
し
た
数
字
は

当
然
、
予
測
さ
れ
て

い
た
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
改
め
て
デ
ー

タ
で
問
題
の
所
在
を

指
し
示
さ
れ
る
と
、

「
貧
困
が
貧
困
を
再
生
産
す
る
社
会

構
造
」
に
暗
澹
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

本
書
は
「
新
規
学
卒
就
職
し
て
正

社
員
と
し
て
定
着
す
る
」と
い
う「
典

型
的
キ
ャ
リ
ア
」
か
ら
外
れ
た
若
者

の
、
外
れ
て
し
ま
っ
た
理
由
や
、
そ

の
後
の
正
社
員
へ
の
「
軌
道
修
正
」

の
き
っ
か
け
、
条
件
を
丹
念
に
探
索

し
た
も
の
だ
。
背
後
に
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
の
は
、
貧
困
か
ら
の
脱
出

と
、
そ
れ
に
手
を
差
し
伸
べ
る
た
め

の
仕
組
み
づ
く
り
の
困
難
さ
だ
。

　

著
者
は
「
自
己
責
任
を
説
く
よ
り

も
、
ま
ず
学
び
直
す
こ
と
の
で
き
る

環
境
を
整
え
る
こ
と
の
方
が
重
要

だ
」
と
い
う
。
な
る
ほ
ど
そ
う
か
も

し
れ
な
い
。
だ
が
、
現
在
で
も
職
業

教
育・訓
練
の
施
設
は
結
構
あ
る
が
、

彼
ら
は
そ
れ
に
な
じ
む
だ
ろ
う
か
。

　

労
働
問
題
の
専
門
家
、
熊
沢
誠
氏

や
海
老
原
嗣
生
氏
は
、「
非
典
型
」

を
生
き
る
若
者
（
人
々
）
に
、「
典

型
へ
の
道
」
を
歩
む
こ
と
を
勧
め
る

の
で
は
な
く
、
非
正
規
雇
用
の
ま
ま

で
も
尊
重
さ
れ
る
社
会
の
必
要
性
を

提
起
す
る
。
こ
れ
は
本
書
の
著
者
と

は
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ
だ
。

　

評
者
に
は
ど
ち
ら
が
よ
い
の
か
の

判
定
能
力
は
な
い
。
評
者
は
し
っ
か

り
し
た
デ
ー
タ
は
持
っ
て
い
な
い

が
、
昔
か
ら
若
者
は
転
職
し
た
し
、

最
初
の
職
場
が
最
後
の
職
場
で
あ
っ

た
の
は
、
せ
い
ぜ
い
男
子
大
卒
の
一

部
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
い
る
。
だ

か
ら
今
日
、
ニ
ー
ト

や
フ
リ
ー
タ
ー
が
い

て
も
や
む
を
得
な
い

と
い
っ
た
気
分
も
あ

る
。

　

と
は
い
え
、「
貧
困
の
再
生
産
」

が
構
造
と
し
て
定
着
す
る
の
は
や
は

り
危
険
だ
。
そ
れ
は
単
に
「
福
祉
の

増
大
」
と
い
う
社
会
的
な
コ
ス
ト
だ

け
で
は
な
く
、
社
会
の
安
全
と
も
か

か
わ
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
れ
ゆ
え

著
者
の
デ
ー
タ
に
裏
打
ち
さ
れ
た
、

一
貫
し
た「
初
期
キ
ャ
リ
ア
の
研
究
」

の
持
つ
意
味
は
大
き
い
。

◎
評
者　

中
沢
孝
夫
（
福
井
県
立
大
学
特
任
教
授
）

「
典
型
」か
ら
外
れ
た
若
者
の
実
態

丹
念
な
探
索
で
浮
き
彫
り
に

同
調
す
れ
ば
表
現
の
自
由
な
ど
簡

単
に
吹
き
飛
ぶ
危
険
が
あ
る
の

で
、
芙
美
子
の
苦
悩
は
戦
時
中
の

特
殊
事
情
と
は
思
え
な
い
。

　

そ
の
芙
美
子
を
通
し
て
、
占
領

地
で
横
柄
な
軍
人

や
、
現
地
人
を
搾

取
し
て
ぜ
い
た
く

す
る
日
本
人
の
存

在
を
暴
い
て
お

り
、
先
の
戦
争
に

本
当
に
大
義
が
あ

っ
た
の
か
を
考
え

さ
せ
ら
れ
る
。

　

南
方
で
愛
人
と

逢
瀬
を
楽
し
む
な

ど
、
芙
美
子
の
自

由
奔
放
な
生
き
方

は
批
判
を
浴
び
る

が
、そ
の
多
く
は
、

女
性
を
都
合
よ
く

管
理
し
た
い
男
性

の
偏
見
か
ら
生
ま
れ
た
誤
解
で
あ

る
こ
と
も
よ
く
分
か
る
。

　

西
木
正
明『
ガ
モ
ウ
戦
記
』（
文

藝
春
秋
、
１
５
０
０
円
）
は
、
南

方
か
ら
引
き
揚
げ
、
恩
人
の
軍
医

の
招
き
で
秋
田
の
寒
村
で
暮
ら
し

始
め
た
紙
芝
居
師
・
蒲
生
太
郎
を

主
人
公
に
し
て
い
る
。

　

戦
争
未
亡
人
の
敏
子
と
同
棲
を

始
め
、
娯
楽
の
少
な
い
村
人
に
紙

芝
居
を
見
せ
る
こ
と
で
認
め
ら
れ

た
太
郎
は
、
村
の
何
気
な
い
生
活

を
絵
に
残
す
こ
と
を
生
き
が
い
と

考
え
る
よ
う
に
な
る
。

　

太
郎
や
村
人
は
物
質
的
に
恵
ま

れ
て
は
い
な
い
が
、
夜
な
夜
な
ど

ぶ
ろ
く
を
酌
み
交
わ
し
、
好
き
な

異
性
と
む
つ
み
合
う
な
ど
満
ち
足

り
て
い
る
。
理
想
的
な
ス
ロ
ー
ラ

イ
フ
を
送
る
人
た
ち
を
見
て
い
る

と
、
本
物
の
“
豊
か
さ
”
に
魅
了

さ
れ
て
し
ま
う
は
ず
だ
。


