
特
集
「
病
」
に
よ
せ
て

金

澤

周

作

現
在
、
テ
レ
ビ
や
ネ
ッ
ト
を
は
じ
め
と
す
る
メ
デ
ィ
ア
を
観
る
と
明
ら
か
な
よ
う
に
、
先
端
医
療
へ
の
期
待
か
ら
、
食
事
や
運
動
な
ど
生
活

習
慣
指
南
の
流
行
り
廃
り
、
サ
プ
リ
や
民
間
療
法
の
喧
伝
や
、
霊
験
あ
ら
た
か
な
神
社
仏
閣
で
の
無
病
息
災
の
祈
願
に
至
る
ま
で
、
あ
た
か
も

人
間
の
興
味
関
心
の
ほ
と
ん
ど
は
、「
病
」（
と
「
健
康
」）
に
集
ま
っ
て
い
る
が
ご
と
き
状
況
で
あ
る
。
こ
の
小
文
を
校
正
し
て
い
る
時
点
で
は
、

（
二
〇
二
〇
年
一
月
末
）、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
問
題
が
大
き
な
不
安
を
か
き
た
て
て
い
る
。
こ
れ
と
並
行
し
て
、
自
然
科
学
の
み
な
ら
ず

人
文
社
会
科
学
に
お
い
て
も
、「
病
」
は
大
き
な
研
究
分
野
に
な
っ
て
い
る
。
歴
史
学
、
考
古
学
、
地
理
学
で
も
同
様
で
あ
る
。
人
類
は
「
病
」

と
と
も
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

「
病
」
を
探
究
の
テ
ー
マ
に
す
る
な
ら
ば
、
必
然
的
に
、
病
に
罹
患
し
た
り
治
癒
し
た
り
す
る
人
間
、
病
そ
の
も
の
を
も
た
ら
す
動
物
や
病

原
菌
（
あ
る
い
は
超
自
然
的
要
因
）
と
折
り
合
お
う
と
苦
闘
す
る
社
会
や
国
家
、
特
定
の
病
を
多
く
発
生
さ
せ
る
環
境
、
病
を
救
お
う
と
す
る
医

者
、
病
を
理
解
し
意
味
付
け
よ
う
と
す
る
知
の
体
系
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
関
連
す
る
論
点
が
浮
上
し
て
く
る
。
本
特
集
を
構
成
す
る
諸
論
考
も

ま
た
、
こ
う
し
た
問
題
に
取
り
組
み
、
ど
れ
も
新
鮮
な
驚
き
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
。
ま
さ
に
「
病
」
と
い
う
共
通
テ
ー
マ
の
深
さ
と
広
が
り

を
体
現
し
て
い
る
。

さ
て
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
出
版
局
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
『
医
学
史
・
関
連
諸
科
学
史
雑
誌
』（
第
七
〇
巻
第
四
号
、
二
〇
一
五
年
）
に
、

「
医
学
教
育
に
お
け
る
歴
史
学
の
擁
護
」
と
題
す
る
共
著
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る①
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
や
カ
ナ
ダ
の
医
学
部
教
育
に
お
け
る

医
学
史
の
効
用
を
、
そ
の
実
際
の
担
い
手
た
ち
が
あ
ら
た
め
て
強
く
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
。「
病
」
の
歴
史
と
い
う
テ
ー
マ
が
、
歴
史
学
・

考
古
学
・
地
理
学
の
内
側
で
の
み
、
つ
ま
り
純
粋
に
人
文
科
学
的
な
学
問
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
の
み
興
味
深
い
の
で
は
な
く
、
医
者
の
養
成
と
い

「病」によせて（金澤）
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う
直
接
社
会
に
還
元
さ
れ
る
教
育
の
現
場
に
お
い
て
さ
え
、
き
わ
め
て
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
意
義
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
。

同
論
文
に
よ
る
と
、
過
去
二
〇
〇
年
の
長
き
に
わ
た
り
、
医
学
教
育
の
現
場
で
は
、
医
学
知
識
や
医
療
実
践
に
関
す
る
視
野
を
広
げ
る
こ
と

に
医
学
史
は
役
立
つ
の
だ
と
主
張
さ
れ
て
き
た
。
い
わ
く
、
医
学
史
は
、
傲
慢
に
な
り
が
ち
な
医
者
に
、
過
去
の
医
療
従
事
者
た
ち
の
試
行
錯

誤
を
教
え
て
謙
虚
な
態
度
を
促
し
、
過
度
に
身
体
還
元
主
義
的
に
な
り
が
ち
な
医
学
の
性
格
を
よ
り
人
間
的
な
も
の
に
し
、
ま
た
、
医
療
の
社

会
性
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
社
会
的
、
経
済
的
、
政
治
的
な
文
脈
に
埋
め
込
ま
れ
た
異
な
る
人
間
同
士
の
出
会
い
の
性
格
を
持
つ
こ
と
に
、
注

意
を
向
け
さ
せ
て
く
れ
る
。
要
す
る
に
、
医
学
史
は
、
医
者
の
卵
た
ち
に
、
高
い
倫
理
性
を
備
え
た
職
業
的
な
自
覚
を
促
す
効
果
が
あ
る
と
い

う
の
だ
。

お
そ
ら
く
、
こ
の
よ
う
な
目
的
で
日
本
で
も
医
学
史
が
医
学
部
で
講
じ
ら
れ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
教
養
科
目
全
般
の
例
に
漏
れ

ず
、
限
ら
れ
た
予
算
と
時
間
の
中
で
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
し
っ
か
り
組
み
込
も
う
と
し
て
も
、
そ
の
前
に
は
高
い
壁
が
そ
び
え
立
つ
。「
こ
の
講

義
を
受
け
る
こ
と
で
身
に
つ
く
能
力
と
は
こ
れ
こ
れ
だ
」
と
い
う
こ
と
を
具
体
的
に
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
昨
今
に
お
い
て
は
な
お
の
こ
と
、

医
学
部
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
中
で
医
学
史
の
必
要
性
を
主
張
す
る
根
拠
が
「
職
業
的
な
自
覚
の
促
進
」
だ
け
で
は
、
他
の
専
門
的
な
講
義
科
目

と
競
合
す
る
と
随
分
と
分
が
悪
い
。

し
か
し
、
こ
の
論
文
の
著
者
た
ち
は
、
非
常
に
大
胆
な
主
張
を
す
る
。
医
学
史
は
、
解
剖
学
や
生
化
学
や
病
態
生
理
学
な
ど
と
同
等
の
、
根

本
的
な
医
学
知
識
の
構
成
要
素
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
提
示
さ
れ
る
諸
項
目
は
、
歴
史
学
的
な
も
の
の
見
方
の
範
型
の
よ
う

な
も
の
で
あ
り
、
私
た
ち
が
「
病
」
を
歴
史
的
に
考
え
る
際
に
も
、
羅
針
盤
の
役
割
を
果
た
し
て
く
れ
る
。
少
し
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
て
列
挙
し

た
い
。

ま
ず
、
個
々
の
「
病
」
は
、
時
代
に
よ
っ
て
、
人
間
に
及
ぼ
す
影
響
力
も
、
定
義
も
、
治
療
方
法
も
、
社
会
的
な
意
味
も
、
変
化
す
る
。
医

学
史
は
こ
う
し
た
「
病
」
の
可
変
性
を
医
者
を
志
す
者
た
ち
に
教
え
て
く
れ
る
。
ま
た
、「
病
」
に
対
処
す
る
医
学
的
知
識
と
医
療
イ
ン
フ
ラ

は
、
地
域
と
時
代
に
固
有
な
社
会
的
、
経
済
的
、
政
治
的
な
過
程
に
強
く
規
定
さ
れ
た
偶
然
性
と
限
界
を
帯
び
る
。
そ
し
て
、「
病
」
へ
の
対
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処
法
を
体
系
的
に
理
解
す
る
に
は
、
医
療
だ
け
で
は
な
く
、
看
護
、
公
衆
衛
生
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
、
宗
教
な
ど
も
考
え
合
わ
せ
る
必
要
が

あ
る
。
医
学
史
は
、
医
療
を
広
い
文
脈
の
中
で
考
え
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
さ
ら
に
、
人
間
や
社
会
の
健
康
と
不
健
康
は
地
理
的
、
階
級

的
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
に
不
均
等
に
分
布
し
て
い
る
。
医
学
史
は
、
こ
れ
ら
に
注
意
を
促
す
こ
と
で
、
科
学
で
は
割
り
切
れ
な
い
医
療
の
現
実
を

教
え
る
。
そ
し
て
、
医
療
に
ま
つ
わ
る
倫
理
や
規
範
も
ま
た
、
以
上
の
諸
要
素
と
連
動
し
て
歴
史
的
に
変
化
す
る
。
医
学
史
は
過
去
の
事
例
を

伝
え
、
現
代
の
医
療
従
事
者
に
た
え
ざ
る
反
省
を
求
め
る

。
し
た
が
っ
て
、
と
こ
の
論
文
は
次
の
よ
う
に
宣
言
す
る
。「
歴
史
的
分
析
は
、

分
子
生
物
学
や
薬
理
学
と
並
ん
で
、
病
と
そ
の
効
果
的
な
治
療
に
関
す
る
我
々
の
理
解
に
根
本
的
な
貢
献
を
な
す
」
と
。

こ
こ
で
は
主
な
対
象
は
医
学
部
の
学
生
に
な
っ
て
い
る
が
、
過
去
の
「
病
」
を
学
問
的
に
追
究
す
る
こ
と
と
そ
の
成
果
を
知
る
こ
と
と
は
、

よ
り
広
い
範
囲
の
人
々
に
と
っ
て
、
た
ん
に
知
的
好
奇
心
を
満
た
す
以
上
の
、
き
わ
め
て
大
き
な
、
一
人
ひ
と
り
の
生
き
方
に
迫
る
意
義
を
有

す
る
と
言
っ
て
良
い
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
医
学
教
育
の
現
場
か
ら
の
声
を
念
頭
に
置
い
て
読
む
と
、
本
特
集
の
諸
論
文
は
い
っ
そ
う
輝
き
を
増
す
。
本
庄
論
文

は
、
断
片
的
な
文
字
史
料
を
丹
念
に
拾
い
出
し
、
丁
寧
に
文
脈
付
け
を
ほ
ど
こ
し
、
九
世
紀
以
前
の
日
本
で
頻
発
し
た
疫
病
の
惨
禍
と
こ
れ
に

対
処
す
る
律
令
国
家
の
実
績
と
限
界
を
、
か
の
有
名
な
マ
ク
ニ
ー
ル
・
モ
デ
ル
を
批
判
的
に
想
起
し
つ
つ
、
端
正
な
文
章
で
鮮
や
か
に
描
く
。

疫
病
の
流
行
に
は
、
こ
の
と
き
す
で
に
人
災
と
天
災
の
両
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
も
う
か
が
わ
せ
、
現
在
的
な
意
義
も
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

法
貴
論
文
は
、
十
一
世
紀
か
ら
十
三
世
紀
半
ば
に
書
か
れ
た
、
貴
重
な
カ
イ
ロ
の
ゲ
ニ
ザ
文
書
に
注
目
し
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
眼
病
治
療
実

践
を
記
し
た
二
通
の
書
簡
を
精
緻
に
読
み
解
く
。
そ
し
て
、
普
遍
的
知
の
み
を
記
す
当
時
の
イ
ス
ラ
ー
ム
医
学
の
学
問
論

エ
ピ
ス
テ
モ
ロ

ジ
ー

と
は
異
な
る
、
つ
ま
り
医
学
文
献
の
記
述
の
さ
れ
方
に
回
収
さ
れ
な
い
非
言
語
的
領
分
の
存
在
を
、
間
接
的
に
、
た
だ
し
、
巧
み
に

指
し
示
し
て
み
せ
る
。
本
庄
論
文
と
同
様
、
深
い
背
景
知
識
を
持
っ
た
歴
史
家
が
一
見
些
末
で
無
味
乾
燥
に
見
え
る
史
料
に
触
れ
る
時
、
い
か

に
封
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
過
去
が
解
き
放
た
れ
る
の
か
を
、
こ
の
論
考
は
例
証
し
て
い
る
。

古
病
理
学
の
手
法
を
駆
使
し
、
現
在
の
京
都
と
青
森
の
地
に
出
土
し
た
江
戸
時
代
の
人
骨
か
ら
往
時
の
男
女
の
健
康
を
論
究
し
た
藤
澤
論
文

「病」によせて（金澤）
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は
、
人
骨
と
い
う
非
文
字
資
料
に
対
し
て
自
然
科
学
の
技
術
を
用
い
、
人
文
科
学
の
問
い
を
投
げ
か
け
、
飢
饉
や
低
栄
養
が
常
態
で
あ
り
、
少

な
か
ら
ぬ
割
合
で
発
症
す
る
梅
毒
が
蔓
延
す
る
世
界
の
、
過
酷
な
生
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
本
庄
論
文
に
あ
ら
わ
れ
る
古
代
人
と
同
様
、
度

重
な
る
飢
饉
を
経
験
し
こ
れ
を
生
き
延
び
た
近
世
の
人
々
は
、「
繰
り
返
さ
れ
る
厳
し
い
環
境
が
身
体
に
ダ
メ
ー
ジ
と
し
て
刻
ま
れ
、
骨
や
歯

に
そ
の
痕
跡
が
強
く
残
っ
て
い
る
」。
こ
の
古
病
理
学
の
洞
察
は
、
文
字
資
料
を
扱
う
歴
史
研
究
者
に
も
裨
益
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
だ
ろ
う
。

十
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
水
道
管
由
来
の
鉛
曝
露
の
問
題
に
取
り
組
む
高
林
論
文
は
、
藤
澤
論
文
と
も
通
底
す
る
自
然
科
学
的
な
ま

な
ざ
し
を
も
っ
て
、
そ
の
健
康
被
害
の
程
度
と
質
を
、
精
神
疾
患
と
の
相
関
の
有
無
と
い
う
観
点
か
ら
検
証
す
る
。
二
十
世
紀
初
頭
の
あ
る
精

神
病
院
の
患
者
一
八
〇
〇
人
あ
ま
り
の
量
的
分
析
は
、
し
か
し
、
有
意
な
相
関
を
示
さ
な
い
。
実
証
論
文
に
と
っ
て
は
不
都
合
な
事
態
と
思
い

き
や
、
高
林
は
当
時
の
都
市
貧
困
層
の
劣
悪
な
栄
養
状
態
の
リ
ス
ク
が
、
鉛
曝
露
の
そ
れ
を
上
回
っ
て
い
た
の
で
は
と
指
摘
す
る
。
一
対
一
の

因
果
関
係
に
注
目
し
が
ち
な
現
在
の
通
俗
的
な
健
康
理
解
（
〇
〇
を
食
べ
れ
ば
長
生
き
す
る
、
の
よ
う
な
）
が
い
か
に
不
適
切
で
あ
る
か
、
ま
た
、

そ
の
よ
う
な
狭
隘
な
視
野
で
病
の
歴
史
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
い
か
に
的
外
れ
で
あ
る
か
を
、
こ
の
論
文
は
教
え
て
く
れ
る
。

近
代
を
特
徴
づ
け
る
「
グ
ロ
ー
バ
ル
」
な
病
と
し
て
の
コ
レ
ラ
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
、
い
か
に
対
処
す
る
か
、
そ
の
あ
り
あ
ま
を
つ
ぶ
さ

に
観
察
す
る
こ
と
で
、
あ
る
時
空
間
の
個
性
を
つ
か
み
だ
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
戸
部
論
文
は
一
九
二
〇
年
代
の
上
海
に
着
目
す
る
。

「
霍
乱
」
と
い
う
、
既
存
の
中
医
の
認
識
カ
テ
ゴ
リ
ー

法
貴
論
文
の
い
う
「
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
」

の
中
で
、
コ
レ
ラ
の
流
行
は
受

け
止
め
ら
れ
、
そ
の
枠
内
で
治
療
法
が
示
さ
れ
た
が
、
効
果
の
な
さ
ゆ
え
に
論
争
が
ま
き
お
こ
る
。
こ
こ
に
は
西
医
と
の
対
立
だ
け
で
な
く
、

中
医
同
士
の
対
立
も
あ
ら
わ
れ
た
。
複
雑
な
現
実
を
再
構
成
し
た
豊
か
な
内
容
で
あ
る
。

植
民
地
な
き
帝
国
、
戦
間
期
ド
イ
ツ
の
「
帝
国
医
療
」
を
考
究
す
る
磯
部
論
文
は
、
ま
ず
前
世
紀
転
換
期
か
ら
の
脈
絡
を
確
認
し
な
が
ら
、

先
進
的
な
ド
イ
ツ
の
細
菌
学
が
、
不
健
康
な
熱
帯
植
民
地
に
手
を
差
し
の
べ
て
統
治
を
す
る
白
人
と
い
う
独
善
的
な
構
図
を
正
当
化
し
て
ゆ
く

さ
ま
を
描
く
。
さ
ら
に
、「
不
徹
底
さ
を
容
認
し
よ
う
と
し
な
い
細
菌
学
の
考
え
方
、
方
法
論
」

こ
れ
も
「
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
」
で
あ

る

が
熱
帯
医
療
を
不
可
避
的
に
失
敗
さ
せ
る
が
ゆ
え
に
、
植
民
地
喪
失
後
の
ド
イ
ツ
細
菌
学
の
担
い
手
た
ち
が
、
か
つ
て
の
植
民
地
経
験
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を
ふ
ま
え
て
自
己
刷
新
を
図
り
、
キ
ャ
リ
ア
を
積
む
姿
を
活
写
す
る
。
そ
の
う
ち
の
一
人
が
「
人
種
」
に
注
目
し
、「
地
（
理
）
医
学
」
を
提

唱
し
、
ナ
チ
体
制
に
共
鳴
す
る
過
程
は
、
医
と
知
と
力
の
不
可
分
性
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。

最
後
に
、
疾
病
地
理
学
の
手
法
を
駆
使
し
て
、
大
阪
市
に
お
け
る
現
在
の
救
急
搬
送
の
特
性
を
論
じ
た
木
村
論
文
は
、
高
林
論
文
と
同
じ
く
、

病
因
を
直
接
的
な
要
素

生
活
習
慣
、
遺
伝
な
ど

の
み
に
求
め
る
態
度
を
戒
め
環
境
要
因
も
重
視
す
る
立
場
か
ら
、
疾
病
発
生
後﹅

の
消

化
管
出
血
患
者
へ
の
対
応
の
質
を
検
討
し
て
い
る
。
統
計
と
地
理
情
報
シ
ス
テ
ム
に
も
と
づ
く
分
析
結
果
が
、
健
康
と
不
健
康
の
不
均
等
な
地

理
的
分
布
を
明
る
み
に
出
し
、
具
体
的
な
政
策
提
言
に
至
る
点
が
面
白
い
。
磯
部
論
文
に
出
て
く
る
「
地
（
理
）
医
学
」
と
の
異
同
に
思
い
を

は
せ
る
こ
と
に
も
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
に
、
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
越
え
、
古
代
か
ら
現
代
に
ま
た
が
り
、
洋
の
東
西
を
貫
い
て
描
か
れ
る
「
病
」
を
め
ぐ
る
複
数
の
歴
史
は
、

バ
ラ
エ
テ
ィ
に
あ
ふ
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
相
互
に
関
連
も
し
て
い
て
、
あ
る
論
文
の
論
点
が
、
別
の
論
文
の
別
の
論
点
と
響
き
合
う
こ
と
も

し
ば
し
ば
で
あ
る
。
個
々
の
論
文
の
魅
力
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
全
体
を
通
読
し
て
は
じ
め
て
到
達
で
き
る
認
識
が
あ
る
。「
病
」
が
い
か
に

多
様
な
問
題
系
を
な
し
て
き
た
か
、
わ
た
し
（
た
ち
）
の
「
病
」
理
解
が
い
か
に
一
面
的
で
限
定
的
で
あ
る
か
、
わ
た
し
（
た
ち
）
に
と
っ
て
、

多
面
的
な
「
病
」
史
理
解
が
、
い
か
に
歴
史
理
解
そ
の
も
の
を
豊
か
に
す
る
か
。
ぜ
ひ
読
者
の
皆
様
に
は
堪
能
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

①
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会
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）

「病」によせて（金澤）
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