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氷
見
野　

幅
広
い
ご
活
動
を
さ
れ
て
い

る
津
田
先
生
で
す
が
、
医
師
と
し
て
は

自
己
免
疫
疾
患
を
主
に
追
究
な
さ
っ
て

い
ま
す
。
西
洋
医
学
、
東
洋
医
学
の
両

方
か
ら
病
気
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
ま

す
が
、
な
ぜ
そ
の
方
法
を
選
ん
だ
の
で

し
ょ
う
か
。

津
田　

西
洋
医
学
で
は
限
界
が
あ
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
西
洋
医
学
の
得
意
分

野
は
感
染
症
や
悪
性
腫
瘍
で
す
が
、
こ

れ
ら
は
原
因
と
結
果
が
一
対
一
で
結
び

付
い
て
、
原
因
を
取
り
除
け
ば
良
く
な

る
と
い
う
方
法
論
が
極
め
て
有
効
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
免
疫
や
神
経
系
の
世
界

に
な
っ
た
途
端
、
病
理
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

は
非
常
に
複
雑
に
な
り
、
原
因
と
結
果

を
結
び
付
け
て
説
明
す
る
こ
と
が
困
難

に
な
り
ま
す
。
免
疫
の
疾
患
で
は
、
そ

も
そ
も
自
己
と
非
自
己
の
区
別
が
絶
え

ず
揺
ら
い
で
い
る
。
非
自
己
だ
っ
た
も

の
が
栄
養
と
し
て
体
に
取
り
込
ま
れ
る

と
自
己
に
な
る
し
、
排
出
さ
れ
る
と
非

自
己
に
な
る
。
ず
っ
と
入
れ
替
わ
り
を

し
な
が
ら
生
体
が
成
り
立
っ
て
い
る
の

で
、
非
自
己
の
み
を
見
分
け
て
都
合
よ

く
排
除
す
る
の
は
至
難
の
業
で
す
。

西
洋
医
学
で
の
限
界
を
感
じ
、

突
破
口
を
東
洋
医
学
に
求
め
た

関節リウマチなどの自己免疫性疾患に対し、西洋医学と東洋医学の両面
から治療を行っている医学博士の津田篤太郎氏。思想の異なる両者を取
り入れる理由とは何だろうか。金融規制、経済政策にも通じるアプロー
チとは。国際的な金融規制の形成に長年携わり、易

えききょう

経についての著書も
ある氷見野良三副総裁と語り合う。

西
洋
と
東
洋
、
最
先
端
と
伝
統

異
な
る
視
点
で
難
題
解
決
に
挑
む
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そ
う
い
う
疾
患
に
お
い
て
、
西
洋
医

学
で
治
し
き
れ
な
い
症
状
を
も
う
少
し

何
と
か
で
き
な
い
の
か
と
思
い
、
全
く

違
う
方
法
論
の
も
の
を
探
そ
う
と
い
う

こ
と
で
、
東
洋
医
学
を
勉
強
し
、
漢
方

専
門
医
の
資
格
を
取
り
ま
し
た
。

氷
見
野　

私
は
銀
行
の
規
制
、
監
督
の

仕
事
が
長
か
っ
た
の
で
す
が
、
非
常
に

似
て
い
る
気
が
し
ま
す
。
問
題
が
は
っ

き
り
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
し
っ
か
り
と

対
応
し
て
、
そ
の
原
因
を
取
り
除
け
ば

い
い
と
い
う
の
は
国
際
的
に
は
標
準
的

な
対
応
で
す
。
例
え
ば
不
良
債
権
問
題

で
あ
れ
ば
、
不
良
債
権
を
よ
り
分
け
た

上
で
処
理
し
、
必
要
な
ら
ば
資
本
を
補

う
な
ど
し
て
経
営
を
健
全
化
す
れ
ば
良

い
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。
し
か

し
、
不
良
債
権
問
題
自
体
は
解
決
し
た

は
ず
な
の
に
、
銀
行
は
リ
ス
ク
を
取
っ

て
貸
し
出
す
こ
と
を
し
な
く
な
り
、
経

済
全
体
の
元
気
が
落
ち
て
し
ま
っ
た
と

い
う
場
合
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
。

西
洋
医
学
的
な
原
因
を
取
り
除
く
対
応

で
成
果
が
出
て
も
、
残
っ
た
問
題
を
ど

う
片
付
け
る
か
に
つ
い
て
は
な
か
な
か

答
え
が
あ
り
ま
せ
ん
。
東
洋
医
学
的
な

ア
プ
ロ
ー
チ
の
中
に
答
え
が
あ
る
の
で

し
ょ
う
か
。

津
田　

今
の
お
話
は
、
が
ん
治
療
に
似

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
西
洋
医
学
の
ア

プ
ロ
ー
チ
で
異
常
な
細
胞
を
全
部
や
っ

つ
け
よ
う
と
し
て
薬
を
使
う
と
、
正
常

な
細
胞
に
も
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
て
し
ま

い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
を
元
気
に
す

る
治
療
は
西
洋
医
学
で
は
発
達
し
て
い

ま
せ
ん
。
そ
こ
に
漢
方
が
役
立
つ
部
分

が
あ
る
の
で
は
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

医
者
は
常
に
キ
ュ
ア
（
治
療
）
の
話

ば
か
り
し
た
が
る
ん
で
す
が
、
患
者

は
時
に
ケ
ア
を
求
め
て
い
て
、
そ
の

ギ
ャ
ッ
プ
に
非
常
な
不
満
を
持
っ
て
い

る
ん
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
ね
。
西
洋

医
学
の
レ
ベ
ル
が
目
覚
ま
し
く
上
が
っ

て
い
っ
て
い
る
中
で
私
が
漢
方
を
こ
れ

だ
け
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
、
専
門
家

以
外
の
視
点
を
加
え
る
、
ケ
ア
の
視
点

を
組
み
込
む
意
味
で
、
今
ま
で
遅
れ
た

も
の
と
さ
れ
て
き
た
東
洋
医
学
、
漢
方

に
大
い
な
る
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
あ
る
と

見
た
か
ら
で
す
。
科
学
史
家
の
ト
ー
マ

ス
・
ク
ー
ン
（
注
１
）
の
著
書
『
科
学

革
命
に
お
け
る
本
質
的
緊
張
』
に
「
伝

統
に
最
も
忠
実
で
あ
る
者
こ
そ
が
伝
統

を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い

う
言
葉
が
あ
る
そ
う
で
す
。
西
洋
医
学

で
次
々
と
新
薬
や
方
法
論
が
開
発
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
超
え
ら
れ
な

い
壁
が
あ
る
な
ら
、
む
し
ろ
伝
統
的
な

も
の
の
考
え
方
を
丹
念
に
た
ど
り
、
時

代
遅
れ
と
さ
れ
る
も
の
に
着
目
し
た
ほ

う
が
ブ
レ
ー
ク
ス
ル
ー
を
も
た
ら
す
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
氷
見
野
副
総
裁
は
易
経
の
本（
注
２
）

を
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
現
代
の
難
問

を
乗
り
越
え
る
に
は
、
思
い
切
り
古
い

も
の
を
持
ち
出
す
こ
と
が
方
法
論
と
し

て
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

氷
見
野　

銀
行
監
督
の
分
野
で
は
、
全

て
の
銀
行
に
同
じ
ル
ー
ル
を
当
て
は
め
る

規
制
と
、
一
つ
一
つ
の
銀
行
に
個
別
に
対

応
す
る
監
督
が
あ
り
、国
に
よ
っ
て
ど
ち

ら
を
重
視
す
る
か
に
も
違
い
が
あ
る
よ

う
な
気
が
し
ま
す
。
そ
の
世
界
観
の
違

い
は
西
洋
医
学
と
漢
方
の
関
係
に
似
て

い
る
よ
う
に
も
思
い
ま
す
。
一
人
の
医

者
が
両
方
の
世
界
観
を
持
っ
て
患
者
さ

ん
に
接
す
る
と
い
う
の
は
、
結
構
し
ん

ど
い
作
業
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

津
田　

確
か
に
難
し
い
こ
と
で
は
あ
り

ま
す
が
、
非
常
に
知
的
な
作
業
で
、
そ

れ
が
興
味
を
惹ひ

か
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ

り
ま
す
。

　

医
学
で
は
、
よ
く
統
合
医
学
と
い
う

言
い
方
が
さ
れ
る
の
で
す
が
、
私
は
、

無
理
に
統
合
す
る
こ
と
は
な
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
違
う
視
点
を
持
つ
か
ら
こ

そ
立
体
的
に
見
え
る
の
で
す
。

氷
見
野　

経
済
政
策
の
分
野
で
も
、
学

界
か
ら
当
局
ま
で
国
際
的
に
共
有
さ
れ

た
基
本
的
な
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
大
変
役
に
立
つ
の

で
す
が
、
日
本
経
済
と
ア
メ
リ
カ
経
済

の
性
質
に
は
違
い
が
あ
り
ま
す
し
、
国

際
的
な
標
準
を
機
械
的
に
当
て
は
め
る

こ
と
に
は
違
和
感
を
覚
え
る
場
面
も
あ

り
ま
す
。
か
と
い
っ
て
国
際
基
準
に
匹

敵
し
う
る
新
た
な
考
え
方
を
提
示
で
き

る
か
と
い
う
と
、
な
か
な
か
難
し
い
。

そ
の
点
、
医
療
で
は
い
か
が
で
し
ょ
う

か
。
日
本
か
ら
西
洋
医
学
ご
と
変
え
る

よ
う
な
も
の
を
生
み
出
す
と
い
う
の
は
。

津
田　

一
つ
極
端
な
例
を
挙
げ
る
と
、

胃
が
ん
治
療
が
あ
り
ま
す
ね
。
ア
メ
リ

カ
で
は
手
術
は
そ
こ
そ
こ
に
し
て
放
射

線
や
抗
が
ん
剤
治
療
を
す
る
の
が
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
と
し
て
あ
っ
た
の
で
す
が
、

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
進
歩
す
る
中
で

専
門
家
が
為
す
べ
き
こ
と

（
注�

１
）
ト
ー
マ
ス
・
ク
ー
ン
（
一
九
二
二
年
～
一
九
九
六
年
）

／
ア
メ
リ
カ
の
哲
学
者
、
科
学
者
。
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ

ツ
工
科
大
学
教
授
、米
国
科
学
史
学
会
会
長
な
ど
歴
任
。

パ
ラ
ダ
イ
ム
の
提
唱
者
と
し
て
知
ら
れ
る
。
著
書
に『
コ

ペ
ル
ニ
ク
ス
革
命
』『
科
学
革
命
の
構
造
』
な
ど
。

（
注�

２
）
易
経
の
本
／
氷
見
野
副
総
裁
の
二
〇
一
一
年
の

著
書
『
易
経
入
門　

孔
子
が
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
を
読
ん

だ
ら
』（
文
春
新
書
）。



18NICHIGIN 2024 NO.79

日
本
で
は
、
外
科
医
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
が

極
め
て
優
れ
て
い
て
手
術
の
成
績
が
良

い
た
め
、
ア
メ
リ
カ
の
標
準
治
療
を
そ

の
ま
ま
当
て
は
め
る
べ
き
で
は
な
い
と

い
う
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。
た
だ
、
最

近
は
、
医
師
の
労
働
環
境
の
問
題
や
技
術

面
の
進
歩
な
ど
が
あ
り
、
再
び
ア
メ
リ
カ

標
準
に
近
付
い
て
い
る
よ
う
で
す
が
。

　

こ
う
し
た
こ
と
は
診
察
の
場
で
も
見

ら
れ
ま
す
。
昔
は
脈
や
聴
診
器
だ
け
で
的

確
に
診
断
で
き
る
医
師
が
い
ま
し
た
が
、

機
器
開
発
が
進
み
、
エ
コ
ー
な
ど
の
画
像

検
査
に
頼
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
職
人
芸
の
類
は
ど
ん

ど
ん
人
間
の
手
を
離
れ
て
い
っ
て
い
ま

す
。
い
ず
れ
は
診
断
も
Ａ
Ｉ
が
や
る
よ

う
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
し
そ

う
な
っ
た
ら
、
最
後
に
は
、「
検
査
結
果

で
得
た
情
報
を
誰
が
責
任
を
持
っ
て
患

者
に
説
明
す
る
の
か
」
と
い
う
問
題
が

残
る
で
し
ょ
う
ね
。
患
者
が
何
を
も
っ

て
そ
の
医
師
を
信
頼
す
る
の
か
と
い
う

こ
と
が
問
わ
れ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

氷
見
野　

専
門
家
が
き
ち
ん
と
筋
の

通
っ
た
説
明
を
す
る
と
い
う
の
は
最
低

限
必
要
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
、
全

体
像
を
伝
え
る
と
い
う
点
で
、
東
洋
医

学
の
ほ
う
が
伝
わ
り
や
す
い
と
い
う
面

は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

津
田　

東
洋
医
学
に
限
ら
ず
、
長
い
歴

史
の
淘と

う

汰た

に
耐
え
て
受
け
継
が
れ
て
き

た
古
典
の
知
恵
は
、
お
し
な
べ
て
、「
人

間
は
、
同
じ
よ
う
に
過
ち
を
繰
り
返
し

た
り
、
似
た
よ
う
な
こ
と
を
何
度
も
発

見
し
た
り
発
明
し
た
り
し
て
い
る
ん
だ

よ
」
と
語
っ
て
い
る
気
が
し
ま
す
。
そ
れ

を
―
―
易
経
は
特
に
そ
う
で
す
が
―
―

極
端
に
コ
ン
パ
ク
ト
な
、
意
味
が
分
か

ら
な
い
ぐ
ら
い
に
切
り
詰
め
た
言
葉
で

言
っ
て
い
る
。
表
面
的
な
差
異
に
と
ら

わ
れ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
普
遍
的
な

規
則
性
の
中
で
変
化
し
て
い
る
と
い
う

見
方
に
立
て
れ
ば
、
ど
ん
な
に
複
雑
な

話
で
も
、
端
的
に
本
質
を
把
握
し
て
一

つ
の
視
野
に
収
め
る
こ
と
が
可
能
な
の

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
の
問
い
の
答
え
に
な
り
ま
す

が
、
錯さ

く
そ
う綜
す
る
状
況
の
中
で
も
本
質
を

つ
か
み
取
り
、
そ
れ
を
有
限
の
言
葉
で

表
現
で
き
る
人
が
、
患
者
に
信
頼
し
て

も
ら
え
た
り
、
国
を
引
っ
張
っ
て
い
く

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

氷
見
野　

私
は
逆
に
、
易
経
は
、
物
事

を
単
純
に
捉
え
て
一
つ
の
答
え
だ
け
見

て
い
る
人
に
、
そ
ん
な
に
単
純
じ
ゃ
な

い
よ
と
伝
え
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま

す
。
世
の
中
一
筋
縄
で
は
い
か
な
く
て
、

い
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
や
っ
て
も
ど
こ

か
で
逆
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
分
か
っ

て
い
た
は
ず
の
こ
と
を
分
か
ら
な
く
す

る
た
め
の
道
具
の
よ
う
に
も
思
う
の
で

す
が
。

津
田　

で
も
、
ま
さ
に
そ
れ
が
希
望
で

あ
っ
た
り
し
ま
す
よ
ね
。「
分
か
ら
な

い
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
人
間
は
希
望
を

見
い
だ
し
て
い
る
気
が
し
ま
す
。
職
業

柄
「
あ
と
三
カ
月
く
ら
い
で
す
」
と
余

命
告
知
を
強
い
ら
れ
る
場
面
も
あ
る
の

で
す
が
、「
で
も
分
か
ら
な
い
よ
」
と

い
う
と
こ
ろ
に
、
人
間
は
希
望
を
つ
な

ぐ
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

氷
見
野　

自
己
治
癒
力
の
位
置
付
け

は
、
東
洋
医
学
と
西
洋
医
学
で
は
違
う

の
で
し
ょ
う
か
。

津
田　

そ
れ
は
大
き
な
違
い
が
あ
り
ま

す
ね
。
基
本
的
に
西
洋
医
学
の
考
え
方

は
、
放
っ
て
お
い
た
ら
悪
く
な
る
か
ら

と
に
か
く
手
出
し
し
ろ
と
い
う
も
の
で

す
。
一
方
の
東
洋
医
学
は
、
自
己
治
癒

が
基
本
で
す
。
そ
の
自
己
治
癒
力
を
ど

う
や
っ
た
ら
助
け
ら
れ
る
か
を
第
一
に

考
え
ま
す
。

氷
見
野　

そ
の
点
は
経
済
政
策
の
場
合

で
は
、
短
期
、
中
期
、
長
期
の
期
間
に

よ
っ
て
違
っ
て
く
る
気
が
し
ま
す
。
経

済
が
落
ち
て
い
る
と
き
に
は
需
要
を
引

き
出
す
よ
う
な
こ
と
を
し
な
い
と
い
け

ま
せ
ん
が
、
一
年
で
見
る
の
か
、
五
年
、

一
〇
年
で
見
る
の
か
で
話
が
変
わ
っ
て

き
ま
す
。
応
急
処
置
的
に
強
い
薬
を
使

う
け
れ
ど
も
、
そ
の
薬
の
影
響
で
自
己

治
癒
力
に
段
々
副
作
用
が
出
て
き
た
と

き
に
、
医
学
の
世
界
で
は
ど
う
い
う
対

応
が
望
ま
し
い
の
で
し
ょ
う
か
。

津
田　

ぱ
っ
と
思
い
付
く
の
は
、
ハ
ー

フ
コ
レ
ク
ト
と
い
う
考
え
方
で
す
ね
。

例
え
ば
塩
分
不
足
に
陥
っ
て
い
る
と
き

に
、
血
液
デ
ー
タ
か
ら
試
算
し
て
全
量

を
補
う
の
で
は
な
く
、
半
分
だ
け
補
っ

て
ま
た
評
価
す
る
と
い
う
や
り
方
で
す
。

　

補
っ
た
量
以
上
に
正
常
値
に
近
付
い

て
い
く
場
合
は
自
己
治
癒
力
が
働
い
て

い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
し
、
期
待
し
た

効
果
が
出
な
い
場
合
は
、
さ
ら
に
補
う

量
を
追
加
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
他
の
デ
ー
タ

が
そ
ろ
っ
て
く
る
と
か
、
見
え
て
い
な

か
っ
た
問
題
点
が
浮
上
し
て
く
る
こ
と

も
あ
る
の
で
、
時
間
を
稼
ぐ
と
い
う
意

味
で
も
有
効
な
方
法
で
す
。

氷
見
野　

漢
方
で
は
、
症
状
に
合
わ
せ

て
治
療
を
選
択
し
、
思
わ
し
く
な
け
れ

新
日
銀
券
肖
像
の

北
里
柴
三
郎
よ
り

進
取
の
ス
ピ
リ
ッ
ト
を
受
け
継
ぐ
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ば
別
の
治
療
法
に
次
々
と
変
え
て
い
く

そ
う
で
す
ね
。
そ
れ
は
見
立
て
が
最
初

は
間
違
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
そ
の
プ
ロ
セ

ス
が
当
た
り
前
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

津
田　

ざ
っ
く
り
言
い
ま
す
と
、
漢
方

で
は
見
立
て
の
間
違
い
を
許
容
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
漢
方
は
薬
の
効

き
方
が
マ
イ
ル
ド
で
、
少
々
見
立
て
を

外
し
て
も
大
事
に
な
り
に
く
い
で
す
。

　

そ
れ
と
、
間
接
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
重

き
を
置
く
と
い
う
特
徴
も
あ
り
ま
す
。

西
洋
医
学
で
は
主
訴
を
解
決
で
き
て
こ

そ
医
者
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す

が
、
漢
方
で
は
、
主
訴
が
一
番
先
に
治

る
と
は
限
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
節
が

あ
り
ま
す
。
治
し
や
す
そ
う
な
も
の
か

ら
働
き
か
け
て
い
っ
て
、
次
第
に
主
訴

に
手
が
届
く
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
ア

プ
ロ
ー
チ
で
す
。

氷
見
野　

そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
な
ぜ

東
洋
医
学
だ
と
許
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
。

津
田　

東
洋
医
学
の
場
合
は
、
芯
は
外

し
て
い
て
も
部
分
的
に
は
当
た
っ
て
い

る
と
い
う
、
き
め
の
粗
い
効
き
方
を
し

ま
す
。「
将
を
射
ん
と
す
る
者
は
馬
を

射
よ
」
み
た
い
な
話
で
す
け
れ
ど
、
頭

痛
で
来
た
の
に
便
秘
の
薬
を
出
し
て
み

た
り
、
眠
れ
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
に

生
理
痛
の
薬
を
出
し
て
み
た
り
、
患
者

さ
ん
に
は
「
薬
の
能
書
き
の
適
応
症
に

は
こ
う
書
い
て
あ
る
け
れ
ど
、
こ
れ
は

ほ
ん
と
は
気
を
巡
ら
す
薬
だ
か
ら
」
な

ど
と
説
明
す
る
と
案
外
納
得
し
て
飲
ん

で
く
れ
ま
す
。
曖あ

い

昧ま
い

糢も

糊こ

と
し
た
東
洋

医
学
の
概
念
と
か
言
葉
は
西
洋
医
学
と

随
分
違
う
。
特
に
慢
性
病
で
動
き
の
少

な
い
局
面
に
お
い
て
、
西
洋
医
学
は
手

詰
ま
り
に
な
り
が
ち
で
す
が
、
東
洋
医

学
は
ぼ
ん
や
り
と
し
て
い
る
も
の
の
な

に
が
し
か
の
手
が
打
て
る
。
そ
の
う
ち
、

症
状
の
全
て
が
改
善
し
た
わ
け
で
は
な

い
け
ど
少
し
調
子
が
良
く
な
っ
た
、
と

な
る
の
で
す
。

氷
見
野　

経
済
政
策
で
も
、
実
務
家
の

間
で
は
、
特
効
薬
み
た
い
な
も
の
を
考

え
る
の
は
危
な
い
ん
だ
、
効
き
目
は
強

く
な
い
が
ひ
ど
い
副
作
用
は
な
い
政
策

の
方
が
良
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

感
覚
を
持
っ
て
い
る
人
は
多
い
よ
う
に

思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
例
え
ば
、
金
融
危
機
や
不
良

債
権
問
題
へ
の
対
応
に
つ
い
て
、
手
術

を
先
延
ば
し
に
し
て
問
題
を
大
き
く
し

た
と
い
う
批
判
も
あ
り
ま
す
。
必
要
な

と
き
に
は
思
い
切
っ
た
対
応
も
辞
す
べ

き
で
は
な
い
で
す
が
、
そ
こ
の
見
極
め

は
難
し
い
で
す
ね
。

津
田　
「
戦
争
を
始
め
る
よ
り
平
和
を

続
け
る
こ
と
の
ほ
う
が
百
倍
難
し
い
」

と
い
う
よ
う
な
話
に
似
て
い
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
ね
。
平
和
を
守
り
抜
い
て
も

評
価
さ
れ
な
か
っ
た
り
し
ま
す
か
ら
。

歴
史
的
視
点
を
持
つ
こ
と
が
大
事
な
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
何
か
を
や
っ
た
こ

と
に
関
し
て
、
相
応
の
時
間
を
か
け
て

評
価
を
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

氷
見
野　

と
こ
ろ
で
、
今
年
七
月
に
日

本
銀
行
券
が
新
し
く
な
っ
た
の
で
す
が
、

千
円
券
の
肖
像
は
北
里
柴
三
郎
で
す
。

津
田
先
生
は
北
里
研
究
所
で
漢
方
を
研

究
さ
れ
た
わ
け
で
す
が
、
北
里
柴
三
郎

と
い
う
と
、
私
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
伝
染

病
の
研
究
で
、
西
洋
医
学
の
人
で
す
。

津
田　

北
里
柴
三
郎
が
西
洋
医
学
に
出

会
っ
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
西
洋
医
学
が

感
染
症
学
の
分
野
で
成
功
を
収
め
て
、

学
問
分
野
と
し
て
急
速
に
ラ
ン
ク
を
上

げ
て
い
た
と
き
で
す
ね
。
こ
の
勢
い
に

乗
ろ
う
と
い
う
進
取
の
精
神
が
あ
っ
た

の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

北
里
柴
三
郎
は
そ
れ
で
大
成
功
し

て
、
日
本
の
医
療
の
礎
を
築
い
た
わ
け

で
す
。
こ
れ
か
ら
は
逆
の
手
番
で
、
西

洋
医
学
が
乗
り
越
え
ら
れ
な
か
っ
た
課

題
を
ク
リ
ア
す
る
の
に
東
洋
医
学
が
必

ず
や
見
直
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
私
は
考
え

て
北
里
研
究
所
で
仕
事
を
し
て
い
ま
し

た
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
北
里
イ
ズ

ム
み
た
い
な
も
の
を
共
有
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
自
負
し
て
い
ま
す
。

氷
見
野　

日
本
で
の
西
洋
医
学
を
新
た

に
切
り
開
こ
う
と
さ
れ
た
北
里
柴
三
郎

と
、
西
洋
医
学
全
盛
の
中
で
そ
の
行
き

詰
ま
り
を
東
洋
医
学
で
打
開
し
よ
う
と

い
う
津
田
先
生
。
ベ
ク
ト
ル
は
違
っ
て

も
、
そ
の
ス
ピ
リ
ッ
ト
は
共
通
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
今
日
は
新
日

銀
券
に
も
ふ
さ
わ
し
い
お
話
に
な
っ
た

か
と
思
い
ま
す
。
本
当
に
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。


