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序
論現

代
社
会
に
お
い
て
︑
医
学
の
発
達
に
伴
い
︑
怪
我
や
病
気
に
対
す
る
治
癒
の
見
込
み
は
増
加
の
傾
向
に
あ
る
と
言
え
る
︒
順
調

に
発
展
を
遂
げ
れ
ば
︑
現
在
不
治
の
病
と
さ
れ
る
病
気
は
﹁
治
せ
る
病
気
﹂
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
よ
り
多
く
の
命
が
救
わ
れ

る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
病
気
の
治
癒
は
ゴ
ー
ル
で
は
な
く
︑
病
気
に
罹
患
し
た
経
歴
を
持
っ
た
状
態
で
の
新
し
い
ス
タ
ー
ト
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
︒
そ
し
て
そ
の
ス
タ
ー
ト
が
必
ず
し
も
明
る
い
も
の
と
は
限
ら
な
い
︒
未
だ
偏
見
を
受
け
や
す
い
病
気
も
存
在
し
︑
治
癒

し
た
後
の
人
生
に
支
障
を
き
た
す
可
能
性
も
十
分
あ
り
う
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
命
は
助
か
っ
た
が
完
治
の
見
込
み
が
薄
い
場
合

や
再
発
の
可
能
性
が
高
い
場
合
︑
寛
解
に
留
ま
る
場
合
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
︒
さ
ら
に
医
師
と
患
者
の
視
点
の
違
い
か
ら
︑
病

気
に
対
す
る
認
識
の
ズ
レ
が
起
こ
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
︑
そ
れ
に
よ
り
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
齟
齬
が
生
じ
る
可
能
性
は
否
定
で

き
な
い
︒
そ
こ
で
︑
患
者
の
た
め
に
医
師
で
も
看
護
師
で
も
な
い
第
三
者
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
の
が
︑
全
人
的
苦
痛
に
向
き
合
う

臨
床
宗
教
師
及
び
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
師
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
ビ
ハ
ー
ラ
活
動
の
よ
う
に
︑
病
院
の
外
の
人
間
が
第
三
者
と
し

て
関
わ
る
こ
と
で
︑
風
通
し
の
良
い
治
療
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
︒

本
論
で
は
︑
解
決
が
困
難
な
全
人
的
苦
痛
に
対
し
て
︑
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
・
宗
教
的
ケ
ア
が
ど
の
よ
う
に
役
立
つ
か
を
浄
土

真
宗
の
立
場
か
ら
考
察
す
る
︒
第
一
章
で
親
鸞
聖
人
の
死
生
観
を
起
点
に
し
た
ビ
ハ
ー
ラ
活
動
の
根
本
に
つ
い
て
︑
第
二
章
で
ビ
ハ

ー
ラ
活
動
が
現
在
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
か
︑
そ
の
役
割
と
内
容
に
つ
い
て
調
査
し
︑
第
三
章
で
は
今
後
ビ
ハ
ー
ラ
活

動
が
新
た
に
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
に
つ
い
て
考
え
︑
ビ
ハ
ー
ラ
活
動
が
現
在
以
上
に
発
展
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
展
開

す
る
︒
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本
論 

 
第
一
章 

日
本
の
ビ
ハ
ー
ラ
活
動
の
歴
史 

 
 

第
一
節 

田
宮
仁
が
提
唱
し
た
ビ
ハ
ー
ラ 

 

ビ
ハ
ー
ラ
は
︑
仏
教
社
会
福
祉
研
究
を
行
う
田
宮
仁
に
よ
っ
て
一
九
八
五
年
に
提
唱
さ
れ
た
︒
一
九
六
七
年
︑
シ
シ
リ
ー
・
ソ
ン

ダ
ー
ス
が
全
人
的
苦
痛
の
概
念
を
掲
げ
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
を
支
え
る
ホ
ス
ピ
ス
を
設
立
し
た
こ
と
で
︑
ホ
ス
ピ
ス
が
注
目
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
︑
日
本
で
も
一
九
八
一
年
に
聖
隷
三
方
原
病
院
で
ホ
ス
ピ
ス
が
開
設
さ
れ
る
な
ど
︑
ホ
ス
ピ
ス
の
活
動
が
盛
ん
に
な
っ
て

い
っ
た
︒
こ
の
頃
︑
こ
れ
と
同
様
に
仏
教
的
な
意
味
で
の
救
い
を
視
野
に
入
れ
た
社
会
福
祉
運
動
が
立
ち
上
が
り
︑
マ
ス
コ
ミ
な
ど

か
ら
仏
教
ホ
ス
ピ
ス
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
し
か
し
ホ
ス
ピ
ス
は
キ
リ
ス
ト
教
に
由
来
す
る
言
葉
で
あ
る
た
め
︑
仏
経
由
来

の
言
葉
と
し
て
再
考
さ
れ
た
呼
称
が
ビ
ハ
ー
ラ
で
あ
る
︒
こ
の
ビ
ハ
ー
ラ
に
お
け
る
ケ
ア
活
動
を
ビ
ハ
ー
ラ
活
動
︑
ビ
ハ
ー
ラ
活
動

に
関
わ
る
僧
侶
を
ビ
ハ
ー
ラ
僧
と
呼
ぶ
︒
な
お
︑
田
宮
仁
は
﹃
ビ
ハ
ー
ラ
の
提
唱
と
展
開
﹄
の
中
で
ビ
ハ
ー
ラ
運
動
と
呼
ん
で
い
る
︒ 

 

田
宮
仁
は
提
唱
の
翌
年
に
ビ
ハ
ー
ラ
に
関
す
る
論
文
を
発
表
し
︑
一
九
八
七
年
に
は
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
に
よ
る
ビ
ハ
ー
ラ
活
動

者
養
成
研
修
会
が
立
ち
上
が
っ
た
︒
ま
た
田
宮
仁
の
尽
力
に
よ
り
︑
一
九
九
二
年
に
ビ
ハ
ー
ラ
僧
が
常
駐
す
る
長
岡
西
病
院
ビ
ハ
ー

ラ
病
棟
が
設
置
さ
れ
︑
ビ
ハ
ー
ラ
は
広
が
り
を
見
せ
て
い
っ
た
︒ 

 

ビ
ハ
ー
ラ
の
名
づ
け
親
で
あ
る
田
宮
仁
は
︑ 

 
 

ビ
ハ
ー
ラ
︵V

ihara

︶
と
い
う
言
葉
は
︑
古
代
イ
ン
ド
に
お
い
て
仏
教
経
典
の
記
録
な
ど
に
使
用
さ
れ
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
と

い
う
雅
語
で
あ
り
︑﹁
休
養
の
場
所
︑
気
晴
ら
し
を
す
る
こ
と
︑
僧
院
ま
た
は
寺
院
﹂
な
ど
の
意
味
を
持
つ
言
葉
で
あ
る
︒
１ 
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と
ビ
ハ
ー
ラ
の
言
葉
の
意
味
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
︑
仏
教
ホ
ス
ピ
ス
に
替
わ
る
仏
教
独
自
の
︑
仏
教
に
関
わ
り
を
持
つ
人
に
伝
わ

る
言
葉
と
し
て
こ
れ
を
提
唱
し
た
︒ 

 

ビ
ハ
ー
ラ
活
動
は
い
ず
れ
か
の
宗
派
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
︑
仏
教
全
体
で
生
老
病
死
の
苦
し
み
に
向
き
合
お
う
と
す
る

取
り
組
み
で
あ
る
︒
田
宮
仁
は
長
岡
西
病
院
に
お
け
る
ビ
ハ
ー
ラ
の
理
念
と
し
て 

 
 

︵
一
︶
限
り
あ
る
生
命
の
︑
そ
の
限
り
の
短
さ
を
知
ら
さ
れ
た
人
が
︑
静
か
に
自
身
を
見
つ
め
︑
ま
た
見
守
ら
れ
る
立
場
で
あ

る
︒︵
二
︶
利
用
者
本
人
の
願
い
を
軸
に
看
取
り
と
医
療
が
行
わ
れ
る
場
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
に
十
分
な
医
療
行
為
が
可
能
な
医

療
機
関
に
直
結
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
︒︵
三
︶
願
わ
れ
た
生
命
の
尊
さ
に
気
づ
か
さ
れ
た
人
が
集
う
︑
仏
教
を
基
礎
と
し
た
小

さ
な
共
同
体
で
あ
る
︵
た
だ
し
利
用
者
本
人
や
そ
の
ご
家
族
が
い
か
な
る
信
仰
を
も
た
れ
て
い
て
も
自
由
で
あ
る
︶︒
２ 

以
上
の
三
つ
を
掲
げ
た
︒
こ
の
理
念
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
ビ
ハ
ー
ラ
は
利
用
者
や
そ
の
家
族
︑
つ
ま
り
ケ
ア
を
受
け
る
人
の
そ

ば
に
ビ
ハ
ー
ラ
僧
や
医
療
ス
タ
ッ
フ
が
寄
り
添
い
︑
利
用
者
そ
の
人
そ
の
も
の
を
尊
重
す
る
活
動
だ
と
言
え
る
︒
そ
し
て
利
用
者
や

家
族
の
宗
教
的
事
情
に
も
配
慮
し
︑
布
教
活
動
を
行
わ
な
い
こ
と
も
特
徴
だ
が
︑
僧
侶
と
し
て
宗
教
的
な
部
分
を
求
め
ら
れ
た
際
に

は
︑
宗
教
儀
礼
も
含
め
て
期
待
に
応
え
る
こ
と
が
︑
ビ
ハ
ー
ラ
僧
な
ら
で
は
の
役
目
で
あ
る
と
言
え
る
︒
ビ
ハ
ー
ラ
僧
の
立
場
は
︑

寺
院
の
外
の
施
設
に
属
す
る
宗
教
者
で
あ
る
チ
ャ
プ
レ
ン
に
等
し
く
︑
こ
れ
ら
を
併
せ
て
臨
床
宗
教
師
と
も
呼
ぶ
︒
臨
床
宗
教
師
は

チ
ャ
プ
レ
ン
に
相
当
す
る
日
本
語
と
し
て
医
師
の
岡
部
健
が
提
唱
し
た
名
称
で
あ
り
︑
現
在
は
日
本
臨
床
宗
教
師
会
に
よ
り
資
格
と

し
て
認
定
さ
れ
て
い
る
︒ 

 

ビ
ハ
ー
ラ
僧
の
養
成
に
つ
い
て
は
︑
各
組
織
が
さ
ま
ざ
ま
な
働
き
を
見
せ
て
い
る
︒
ま
ず
一
九
九
三
年
に
佛
教
大
学
で
仏
教
看
護
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コ
ー
ス
が
設
立
さ
れ
た
が
︑
看
護
の
場
に
必
要
な
仏
教
の
学
び
方
を
見
直
し
二
〇
〇
六
年
に
閉
鎖
し
た
︒
そ
の
間
︑
浄
土
真
宗
大
谷

派
系
列
の
飯
田
女
子
短
期
大
学
に
設
立
さ
れ
た
看
護
学
科
に
て
︑
教
育
理
念
に
仏
教
精
神
を
掲
げ
た
看
護
教
育
が
始
ま
っ
た
︒
田
宮

仁
が
﹁
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
看
護
学
科
﹂
３
と
表
現
す
る
よ
う
に
︑
他
大
学
の
看
護
科
と
は
異
な
り
︑
仏
教
看
護
を
土
台
と
し
た
タ

ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
︑ビ
ハ
ー
ラ
に
つ
い
て
の
学
び
が
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
︒現
在
は
東
日
本
大
震
災
を
き
っ
か
け
に
︑

東
北
大
学
を
始
め
龍
谷
大
学
や
高
野
山
大
学
︑
上
智
大
学
︑
智
種
院
大
学
︑
鶴
見
大
学
︑
大
正
大
学
な
ど
多
く
の
機
関
が
臨
床
宗
教

師
の
養
成
に
力
を
注
い
で
い
る
︒
さ
ら
に
全
国
の
臨
床
宗
教
師
会
に
支
え
ら
れ
︑
認
定
臨
床
宗
教
師
の
資
格
が
二
〇
一
八
年
よ
り
取

得
可
能
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
︑
さ
ら
に
レ
ベ
ル
の
高
い
ケ
ア
が
ビ
ハ
ー
ラ
僧
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒ 

 

さ
ら
に
︑
仏
教
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
存
在
も
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
︒
田
宮
仁
は
仏
教
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
を

関
連
づ
け
る
こ
と
に
つ
い
て
︑
そ
の
主
体
の
在
処
や
目
的
に
つ
い
て
危
惧
し
て
い
た
︒
対
し
て
淑
徳
大
学
の
戸
塚
法
子
は
﹁
ソ
ー
シ

ャ
ル
ワ
ー
ク
実
践
と
仏
教
⑴
﹂
で
︑
従
来
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
は
輸
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
今
必
要
な
も
の
を
考
え
直
す
中
で
︑

社
会
福
祉
に
お
け
る
仏
教
の
可
能
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
︒
ビ
ハ
ー
ラ
を
探
究
す
る
上
で
︑
仏
教
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
は
今
後
さ

ら
に
重
要
性
を
増
す
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
︒ 

 

ビ
ハ
ー
ラ
が
病
院
の
中
で
役
立
つ
に
は
︑
医
師
や
看
護
師
の
他
︑
病
院
を
支
え
る
す
べ
て
の
人
の
協
力
が
不
可
欠
だ
が
︑
そ
れ
に

加
え
て
ビ
ハ
ー
ラ
僧
の
存
在
が
必
要
と
さ
れ
る
︒
田
宮
仁
は
︑
ビ
ハ
ー
ラ
僧
は
自
身
を
主
張
せ
ず
︑
部
屋
の
隅
の
屑
籠
の
よ
う
に
目

立
つ
こ
と
な
く
︑
し
か
し
必
要
な
時
に
確
か
に
役
に
立
つ
存
在
と
し
て
仏
教
者
屑
籠
論
を
展
開
し
︑
利
用
者
の
思
い
を
受
け
止
め
る

ビ
ハ
ー
ラ
僧
の
様
子
を
屑
籠
に
例
え
た
︒こ
こ
で
田
宮
仁
は
ビ
ハ
ー
ラ
僧
の
あ
り
方
つ
い
て﹁
何
か
を
し
よ
う
と
思
う
の
で
は
な
く
︑
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何
か
を
し
な
い
で
お
く
こ
と
の
重
要
性
﹂
４
を
説
い
て
い
る
が
︑
こ
れ
に
対
し
臨
床
宗
教
師
の
打
本
弘
祐
は
自
身
の
経
験
を
踏
ま
え

て
︑﹁
明
確
な
役
割
を
持
た
な
い
で
あ
り
続
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
と
も
す
れ
ば
何
を
す
れ
ば
よ
い
の
か
が
わ
か
ら
ず
︑
ビ
ハ
ー

ラ
僧
自
身
が
役
割
の
不
明
瞭
さ
に
悩
み
︑
機
能
不
全
に
陥
る
場
合
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
﹂
５
と
述
べ
て
い
る
︒ 

こ
こ
で
打
本
弘
祐
は
︑
ビ
ハ
ー
ラ
僧
に
よ
る
臨
床
に
お
け
る
理
想
と
現
実
の
差
異
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒
今
後
の
ビ
ハ
ー
ラ
活

動
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
︑
こ
の
よ
う
な
振
り
返
り
は
重
要
な
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
︒ 

 

加
え
て
︑
こ
の
よ
う
に
ビ
ハ
ー
ラ
活
動
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
︑
病
人
に
ま
つ
わ
る
釈
尊
の
説
話
に
触
れ
て
お
き
た
い
︒
釈
尊
が

病
気
に
罹
っ
た
比
丘
を
手
ず
か
ら
看
病
し
た
と
す
る
説
話
が
あ
る
が
︑
こ
の
説
話
の
中
で
釈
尊
が
看
護
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
箇
所

が
あ
る
︒
釈
尊
は
︑
比
丘
に
対
し
て
病
人
ひ
と
り
ひ
と
り
に
合
っ
た
や
り
方
で
説
法
を
す
る
よ
う
に
説
い
た
と
言
わ
れ
て
お
り
︑
こ

の
姿
勢
は
仏
教
社
会
実
践
と
し
て
現
代
の
ビ
ハ
ー
ラ
活
動
に
も
通
ず
る
と
思
わ
れ
る
︒
６ 

  
 

第
二
節 

親
鸞
に
よ
る
現
生
不
退 

す
べ
て
の
人
が
経
験
す
る
﹁
生
き
て
死
ぬ
こ
と
﹂
に
つ
い
て
︑
親
鸞
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
親
鸞
思
想
の
特

色
の
一
つ
で
も
あ
る
現
生
不
退
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
す
る
︒ 

 

現
生
不
退
と
は
︑﹃
浄
土
真
宗
辞
典
﹄
に
て
︑ 

 
 

現
生
に
お
い
て
不
退
の
位
に
つ
く
こ
と
︒
此
土
不
退
・
現
生
正
定
聚
と
も
い
う
︒
７ 

と
説
明
さ
れ
て
い
る
︒
生
き
て
い
る
今
︑
死
後
必
ず
仏
に
成
る
不
退
転
の
位
に
つ
く
こ
と
が
約
束
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒ 
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こ
れ
に
つ
い
て
親
鸞
は
﹃
浄
土
和
讃
﹄
に
︑ 

 
 

真
実
信
心
う
る
ひ
と
は 

す
な
は
ち
定
聚
の
か
ず
に
い
る 

不
退
の
く
ら
ゐ
に
い
り
ぬ
れ
ば 

か
な
ら
ず
滅
度
に
い
た
ら
し
む
８ 

と
記
し
て
い
る
︒
こ
の
和
讃
は
阿
弥
陀
仏
の
第
十
一
願
︑
必
至
滅
度
の
願
に
よ
る
も
の
で
あ
り
︑
現
代
語
で
は
︑ 

 
 

真
実
の
信
心
を
得
た
人
は
︑
た
だ
ち
に
正
定
聚
に
入
る
︒
そ
の
人
は
不
退
転
の
位
に
定
ま
っ
て
い
る
の
で
︑
必
ず
仏
の
さ
と
り

を
開
く
こ
と
と
な
る
９ 

と
訳
さ
れ
て
い
る
︒
親
鸞
は
﹃
浄
土
和
讃
﹄
の
中
で
︑
か
な
ら
ず
救
う
と
い
う
阿
弥
陀
仏
の
願
い
が
届
い
た
人
は
︑
死
後
の
救
い
が

絶
対
の
も
の
と
な
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
︑
親
鸞
聖
人
﹃
御
消
息
﹄
の
﹃
末
灯
鈔
﹄
第
一
通
の
中
で
も
﹁
臨
終
ま
つ
こ
と
な
し
︑
来

迎
た
の
む
こ
と
な
し
︒
信
心
の
定
ま
る
と
き
往
生
ま
た
定
ま
る
﹂
１
０
と
書
か
れ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
親
鸞
は
死
を
た
だ
恐
ろ

し
い
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
︑
確
か
な
救
い
の
形
と
し
て
人
々
に
伝
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
ま
た
︑
臨
終
の
来
迎
に
こ
だ
わ
ら

な
い
こ
と
︑
生
前
の
う
ち
に
往
生
が
定
ま
る
こ
と
か
ら
︑
生
前
と
死
後
を
別
の
世
界
と
し
て
切
り
離
す
の
で
は
な
く
︑
今
の
続
き
に

あ
る
未
来
と
し
て
示
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
︒ 

 

こ
の
救
い
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
つ
い
て
︑
武
田
未
来
雄
は
﹁
親
鸞
に
お
け
る
時
の
転
換
﹂
で
︑ 

 
 

臨
終
か
ら
現
生
と
い
う
の
は
︑
単
に
救
済
の
時
が
未
来
か
ら
現
在
に
移
っ
た
の
で
は
な
く
︑
そ
こ
に
一
つ
の
転
換
が
あ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
つ
ま
り
臨
終
か
ら
現
生
と
い
う
の
は
︑
た
だ
救
済
の
時
が
現
在
に
近
づ
い
た
と
い
う
の
で
は
な
く
︑
臨
終

と
現
生
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
時
間
の
流
れ
の
中
で
捉
え
ら
れ
︑﹁
臨
終
か
ら
現
生
へ
﹂
と
い
う
の
は
そ
こ
に
時
の
転
換
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
１
１ 
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と
述
べ
︑
仏
は
世
俗
の
時
間
の
流
れ
に
は
囚
わ
れ
な
い
も
の
と
し
︑
ま
た
そ
こ
に
囚
わ
れ
て
い
る
衆
生
に
は
限
界
が
あ
る
た
め
︑
時

の
転
換
が
必
要
だ
と
し
て
い
る
︒ 

ま
た
武
田
未
来
雄
は
︑ 

 
 

時
の
転
換
は
︑
日
常
の
時
間
を
離
れ
る
の
で
は
な
く
︑
ど
こ
ま
で
も
衆
生
の
あ
り
方
に
即
し
て
︑
そ
の
時
間
の
内
実
を
対
象
化

し
︑
信
心
の
時
へ
と
転
換
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
１
２ 

と
も
述
べ
て
お
り
︑
親
鸞
は
生
前
の
時
間
と
死
後
の
時
間
を
異
な
る
も
の
と
し
な
が
ら
も
︑
死
後
の
救
い
を
生
前
の
価
値
観
に
当
て

は
め
︑
今
生
き
て
い
る
人
々
が
理
解
し
や
す
い
形
で
往
生
を
表
そ
う
と
し
た
も
の
と
伺
え
る
︒ 

 

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
︑
親
鸞
は
現
生
不
退
を
通
し
て
︑
生
前
の
う
ち
に
死
後
の
救
い
を
確
信
さ
せ
る
こ
と
で
生
前
の
安
心
と
し
︑

よ
り
よ
い
死
の
た
め
の
準
備
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
見
受
け
ら
れ
る
︒
阿
弥
陀
仏
が
す
べ
て
の
衆
生
の
往
生
を
願
っ
た
よ
う
に
︑

現
生
不
退
は
人
々
や
自
身
に
対
す
る
親
鸞
の
︑
ほ
が
ら
か
に
生
き
て
死
ぬ
こ
と
へ
の
願
い
が
込
め
ら
れ
た
思
想
で
あ
る
と
言
え
る
の

で
は
な
い
か
︒
そ
し
て
こ
の
思
想
は
︑
ビ
ハ
ー
ラ
活
動
を
行
う
者
に
と
っ
て
も
︑
自
身
の
軸
を
安
定
さ
せ
る
要
素
と
し
て
捨
て
が
た

い
も
の
と
な
る
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 

  

 

第
二
章 

ビ
ハ
ー
ラ
活
動
の
実
際 

 
 

第
一
節 

長
岡
西
病
院
ビ
ハ
ー
ラ
病
棟 
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ビ
ハ
ー
ラ
活
動
は
ど
の
よ
う
な
現
場
で
行
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
こ
で
は
日
本
で
初
め
て
﹁
ビ
ハ
ー
ラ
﹂
の
呼
び
名
を
使

用
し
病
棟
を
開
い
た
長
岡
西
病
院
の
活
動
を
紹
介
す
る
︒ 

 

長
岡
西
病
院
は
︑
ビ
ハ
ー
ラ
病
棟
の
設
立
の
た
め
に
平
成
四
年
に
開
設
さ
れ
︑
翌
年
の
平
成
五
年
に
厚
生
省
か
ら
緩
和
ケ
ア
病
棟

の
認
可
を
受
け
た
︒﹁
一
宗
一
派
に
偏
ら
な
い
超
宗
派
の
活
動
﹂
１
３
を
念
頭
に
置
い
た
ビ
ハ
ー
ラ
病
棟
の
誕
生
で
あ
る
︒
二
〇
二
三

年
現
在
︑
長
岡
西
病
院
の
ビ
ハ
ー
ラ
病
棟
は
︑﹁
主
と
し
て
苦
痛
の
緩
和
を
必
要
と
す
る
悪
性
腫
瘍
︑
ま
た
は
後
天
性
免
疫
不
全
症
候

群
﹂
１
４
の
患
者
の
受
け
入
れ
を
行
っ
て
い
る
︒
病
床
数
は
全
部
で
二
四
〇
床
︑
そ
の
内
ビ
ハ
ー
ラ
病
棟
の
病
床
は
二
十
九
床
設
置
さ

れ
︑
仏
堂
に
釈
迦
菩
薩
像
が
安
置
さ
れ
て
お
り
︑
ベ
ラ
ン
ダ
か
ら
花
火
を
鑑
賞
す
る
こ
と
も
で
き
る
︒
さ
ら
に
調
理
台
付
き
の
個
室

や
︑付
き
添
う
家
族
が
利
用
す
る
家
族
室
も
用
意
さ
れ
︑利
用
者
が
家
族
と
共
に
過
ご
し
や
す
い
体
制
で
緩
和
ケ
ア
に
臨
ん
で
い
る
︒ 

し
か
し
設
立
当
初
︑
運
営
状
況
は
決
し
て
順
風
満
帆
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
︒
ま
ず
新
し
い
病
院
を
一
か
ら
作
り
あ

げ
る
た
め
︑
建
設
場
所
の
ア
ク
セ
ス
の
良
さ
や
︑
周
辺
の
利
用
者
の
需
要
の
調
査
な
ど
を
行
う
必
要
が
あ
っ
た
︒
長
岡
西
病
院
初
代

事
務
長
の
廣
川
敢
が
設
立
当
初
を
振
り
返
り
︑﹁
当
時
︑
長
岡
エ
リ
ア
は
看
護
師
不
足
が
深
刻
で
︑
特
に
民
間
病
院
は
ど
こ
も
ぴ
り
ぴ

り
し
て
い
ま
し
た
︒﹂
１
５
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑
人
員
の
確
保
も
簡
単
で
は
な
い
中
で
︑
近
隣
の
病
院
と
の
間
に
生
じ
る
摩
擦
に

も
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現
実
が
あ
っ
た
︒ 

 

ま
た
廣
川
敢
に
よ
る
と
︑ 

 
 

二
四
〇
床
の
建
物
は
出
来
た
も
の
の
︑
フ
ル
稼
働
ま
で
一
年
半
か
か
り
︑
開
設
当
初
は
外
来
患
者
が
一
日
二
〇
人
程
度
の
こ
と

も
あ
り
︑
ケ
ア
ハ
ウ
ス
西
長
岡
の
入
居
者
の
中
に
二
階
の
廊
下
の
窓
か
ら
毎
日
駐
車
場
の
車
の
台
数
を
数
え
︑
そ
の
少
な
さ
に
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病
院
の
経
営
を
心
配
し
て
く
だ
さ
る
方
も
い
る
有
様
で
あ
り
ま
し
た
︒
１
６ 

と
︑
ビ
ハ
ー
ラ
病
棟
が
突
出
し
て
目
立
っ
た
こ
と
も
一
因
と
な
り
︑
緩
和
ケ
ア
以
外
の
患
者
数
の
増
加
に
も
時
間
を
要
し
た
︒ 

 

病
院
管
理
の
立
場
か
ら
長
岡
西
病
院
を
支
え
る
関
谷
裕
一
は
︑
県
か
ら
病
院
設
立
の
許
可
を
取
る
際
に
︑
県
の
当
局
か
ら
﹁
行
政

当
局
と
の
協
議
の
中
で
︑
お
た
く
は
布
教
活
動
と
か
お
布
施
を
強
要
し
た
り
と
か
︑
そ
う
い
う
こ
と
を
も
し
か
し
た
ら
す
る
の
で
は

な
い
か
︒﹂
１
７
と
い
う
疑
惑
を
抱
か
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
日
本
で
仏
教
を
中
心
に
据
え
た
新
し
い
医
療

施
設
に
対
す
る
正
し
い
理
解
を
得
る
こ
と
の
難
し
さ
︑
日
本
に
お
い
て
の
宗
教
の
立
ち
位
置
が
伺
え
る
︒
ま
た
︑
看
護
師
か
ら
は
﹁
あ

ん
た
に
騙
さ
れ
て
就
職
し
た
﹂
１
８
と
い
う
声
が
挙
が
る
ほ
ど
︑
病
院
の
中
の
理
想
と
現
実
の
差
異
は
大
き
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒ 

 

初
代
ビ
ハ
ー
ラ
病
棟
婦
長
の
山
口
茂
美
は
︑ 

 
 

心
身
と
も
に
癒
さ
れ
る
空
間
の
中
で
救
い
の
あ
る
時
間
が
持
て
る
よ
う
に
︑
望
ん
だ
時
︑
願
わ
れ
た
時
タ
イ
ム
リ
ー
に
逢
い
た

い
人
や
書
や
話
し
に
触
れ
ら
れ
て
必
要
な
こ
と
が
出
来
る
ケ
ア
の
実
践
と
︑
心
身
の
痛
み
を
緩
和
す
る
専
門
病
棟
と
し
て
﹁
痛

み
を
我
慢
す
る
の
で
は
な
く
痛
み
と
付
き
合
い
な
が
ら
自
分
ら
し
く
生
き
る
方
法
﹂
が
見
つ
か
る
ま
で
︑
付
か
ず
離
れ
ず
寄
り

添
い
な
が
ら
一
緒
に
模
索
す
る
位
置
に
立
て
る
看
護
を
し
よ
う
と
思
い
ま
し
た
︒
１
９ 

 
 

﹁
そ
の
人
が
一
番
願
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
実
現
で
き
る
よ
う
に
私
た
ち
が
お
手
伝
い
す
る
﹂
を
ケ
ア
目
標
に
し
ま
し
た
︒
２
０ 

と
ビ
ハ
ー
ラ
病
棟
の
創
設
期
を
振
り
返
っ
て
い
る
︒ 

 

緩
和
ケ
ア
の
治
療
方
針
と
し
て
︑ 

 
 

闘
い
で
は
無
く
共
存
︑
完
治
で
は
な
く
緩
和
の
治
療
方
針
︑
①
症
状
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
︑
②
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
︑
③
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苦
痛
の
緩
和
︑
④
延
命
で
は
無
く
寿
命
を
全
う
す
る
た
め
に
～Q

O
L

︑D
N

R

︑
尊
厳
死
～
等
を
実
践
２
１ 

こ
れ
ら
を
念
頭
に
置
き
︑
患
者
が
過
度
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
な
く
︑
患
者
本
人
の
希
望
に
沿
う
こ
と
を
大
切
に
し
た
︒
食
事
内
容

や
飲
酒
に
つ
い
て
も
患
者
の
希
望
を
優
先
で
き
る
よ
う
に
支
援
し
︑時
に
は
楽
し
み
を
共
有
し
て
治
療
に
臨
ん
だ
と
い
う
︒し
か
し
︑

仏
教
を
基
盤
と
し
て
患
者
に
寄
り
添
う
姿
勢
を
貫
く
こ
と
と
︑
あ
く
ま
で
も
病
院
施
設
で
あ
り
︑
一
定
の
基
準
に
沿
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
現
実
の
難
し
さ
に
苦
し
む
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒ 

 

ビ
ハ
ー
ラ
僧
の
谷
山
洋
三
は
︑
ビ
ハ
ー
ラ
の
強
み
と
し
て
︑ 

 
 

基
本
的
に
医
療
者
は
科
学
を
根
拠
と
し
て
︑目
標
設
定
を
し
て
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
を
し
て
い
き
ま
す
︒そ
し
て
合
理
性
重
視
で
す
︒

当
た
り
前
で
す
ね
︒
で
も
宗
教
者
は
逆
で
す
ね
︒
お
経
や
聖
書
に
書
い
て
あ
る
よ
う
な
不
思
議
な
物
語
と
そ
れ
を
信
じ
る
共
同

体
を
根
拠
に
し
て
い
る
ん
で
す
︒
科
学
と
は
か
な
り
違
い
ま
す
︒
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
に
は
あ
ま
り
意
味
を
見
い
出
さ
な
い
と
い
う

か
︑
む
し
ろ
今
こ
こ
で
何
が
起
き
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
意
味
を
見
い
出
そ
う
と
す
る
ん
で
す
ね
︒
計
画
し
て
︑
こ
う
す
れ

ば
ケ
ア
で
き
る
と
い
う
ふ
う
に
は
考
え
な
い
︒
非
合
理
性
重
視
で
す
︒
２
２ 

と
︑
科
学
の
視
点
と
宗
教
の
視
点
を
ど
ち
ら
も
認
め
あ
う
こ
と
を
長
岡
西
病
院
で
は
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
こ
の
よ

う
に
科
学
と
宗
教
の
特
性
を
対
比
さ
せ
た
上
で
︑ 

 
 

実
際
人
生
は
︑
時
に
は
計
画
的
に
進
み
ま
す
け
ど
︑
そ
う
じ
ゃ
な
い
時
も
あ
り
ま
す
よ
ね
︒
そ
の
二
つ
の
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
る

と
い
う
こ
と
が
大
事
で
︑
ど
っ
ち
も
必
要
な
ん
で
す
︒
２
３ 

と
述
べ
て
い
る
︒
異
な
る
価
値
観
を
持
つ
者
が
集
ま
り
認
め
合
う
こ
と
か
ら
多
角
的
な
視
点
を
有
す
る
ケ
ア
が
生
ま
れ
︑
患
者
が
安
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心
し
て
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
環
境
づ
く
り
に
繋
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 

 
さ
ら
に
︑
打
本
弘
祐
の
調
査
に
よ
る
と
︑ 

 
 

提
唱
か
ら
三
〇
年
の
節
目
に
長
岡
西
病
院
の
ビ
ハ
ー
ラ
僧
体
制
が
変
化
を
見
せ
た
︒
こ
れ
ま
で
の
常
勤
ビ
ハ
ー
ラ
僧
を
廃
し
︑

新
た
に
地
域
の
仏
教
僧
侶
四
名
を
専
任
ビ
ハ
ー
ラ
僧
に
任
命
し
︑
彼
ら
の
輪
番
制
へ
と
体
制
を
変
更
し
た
の
で
あ
る
︒
２
４ 

と
︑
新
た
な
試
み
を
行
い
︑
ビ
ハ
ー
ラ
病
棟
の
あ
り
方
を
模
索
し
続
け
て
い
る
︒ 

  
 

第
二
節 

あ
そ
か
ビ
ハ
ー
ラ
病
院
緩
和
ケ
ア 

 

あ
そ
か
ビ
ハ
ー
ラ
病
院
は
︑浄
土
真
宗
本
願
寺
派
に
よ
っ
て
二
〇
〇
八
年
に
設
立
さ
れ
た
教
団
主
導
型
の
緩
和
ケ
ア
病
棟
で
あ
る
︒

病
床
は
二
十
八
床
設
置
さ
れ
︑
家
族
室
の
他
に
調
理
器
具
が
揃
っ
た
フ
ァ
ミ
リ
ー
キ
ッ
チ
ン
や
︑
ベ
ッ
ド
の
ま
ま
外
に
出
ら
れ
る
庭

園
な
ど
が
備
わ
っ
て
お
り
︑
開
放
感
の
あ
る
環
境
で
が
ん
患
者
の
受
け
入
れ
を
行
っ
て
い
る
︒ 

 

医
師
の
大
嶋
健
三
郎
は
︑﹃
お
坊
さ
ん
の
い
る
病
院
﹄
の
中
で
︑
あ
そ
か
ビ
ハ
ー
ラ
病
院
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
︒ 

 
 

あ
そ
か
ビ
ハ
ー
ラ
病
院
は
︑
医
療
者
と
仏
教
者
が
協
力
し
て
行
う
ホ
ス
ピ
ス
・
緩
和
ケ
ア
を
目
的
に
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
が
設

立
し
ま
し
た
︒
日
本
で
唯
一
の
︑
仏
教
に
よ
る
完
全
独
立
型
緩
和
ケ
ア
病
棟
で
す
︒
が
ん
の
終
末
期
の
患
者
さ
ん
︑
年
間
１
５

０
か
ら
２
０
０
人
程
度
を
診
て
い
ま
す
︒
特
色
は
常
駐
僧
侶
が
３
名
配
置
さ
れ
て
お
り
︑
質
の
高
い
チ
ー
ム
医
療
を
担
っ
て
い

ま
す
︒
宗
教
者
︑
医
療
者
︑
学
生
︑
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
を
対
象
に
︑
見
学
研
修
は
年
間
︑
約
８
０
０
人
を
受
け
入
れ
て
い
ま

す
︒
な
か
で
も
︑
他
の
病
院
で
は
困
難
と
さ
れ
る
僧
侶
の
臨
床
研
修
を
実
施
し
て
お
り
︑
量
・
質
と
も
に
︑
力
を
入
れ
て
い
ま
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す
︒
２
５ 

常
駐
僧
侶
の
存
在
や
︑
積
極
的
に
外
部
か
ら
宗
教
者
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
招
く
体
制
な
ど
は
︑
あ
そ
か
ビ
ハ
ー
ラ
病
院
の
特
徴
で

あ
る
と
言
え
る
︒
ま
た
︑
当
初
は
チ
ー
ム
医
療
の
難
し
さ
か
ら
退
職
者
も
出
た
が
︑
現
在
は
医
療
ス
タ
ッ
フ
と
僧
侶
に
加
え
て
︑
患

者
の
家
族
も
参
加
す
る
チ
ー
ム
医
療
に
意
識
を
向
け
て
い
る
︒ 

ま
た
︑
打
本
弘
祐
は
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
ビ
ハ
ー
ラ
活
動
の
特
色
と
し
て
︑﹁
田
宮
の
掲
げ
た
ホ
ス
ピ
ス
・
緩
和
ケ
ア
領
域
に
と

ど
ま
ら
ず
︑
医
療
全
般
と
高
齢
者
福
祉
を
射
程
と
し
た
活
動
を
謳
っ
た
点
﹂﹁
教
団
内
の
僧
侶
の
み
な
ら
ず
︑
門
信
徒
も
一
体
と
な
っ

て
行
う
活
動
で
あ
る
点
﹂
２
６
を
挙
げ
て
い
る
︑ 

 

さ
ら
に
︑
院
内
で
は
毎
日
﹁
多
職
種
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
﹂
２
７
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
医
師
の
山
崎
敦
子
に
よ
る
と
︑
こ
れ
は
﹁
病
院

の
全
職
種
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
発
言
し
︑
チ
ー
ム
全
体
の
方
向
性
を
決
定
﹂
２
８
す
る
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
で
あ
り
︑
薬
剤
師
の
稲

田
圭
介
は
こ
の
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
に
つ
い
て
︑ 

 
 

患
者
さ
ん
の
情
報
も
︑
薬
剤
の
情
報
も
共
有
す
る
こ
と
が
容
易
で
す
︒
情
報
を
共
有
す
る
こ
と
で
現
在
の
薬
の
使
い
方
が
適
切

か
ど
う
か
︑
効
果
は
十
分
に
出
て
い
る
の
か
︑
他
に
で
き
る
こ
と
は
な
い
か
︑
副
作
用
が
出
て
い
な
い
か
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
︒
２
９ 

と
述
べ
て
お
り
︑
患
者
の
生
活
を
尊
重
す
る
た
め
に
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒ 

 

こ
の
よ
う
な
医
療
行
為
と
し
て
の
支
援
の
他
に
︑
あ
そ
か
ビ
ハ
ー
ラ
病
院
の
敷
地
内
で
は
︑
散
歩
の
他
に
植
物
の
世
話
も
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
お
り
︑
ま
る
で
自
分
の
家
の
よ
う
に
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
︒
食
事
に
関
し
て
は
特
に
配
慮
さ
れ
て
お
り
︑
管
理
栄
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養
士
の
細
見
陽
子
は
﹁
あ
た
り
ま
え
の
食
﹂
３
０
と
表
現
し
︑﹁
ひ
と
つ
に
は
︑﹁
食
べ
た
い
﹂
と
い
う
思
い
が
満
た
さ
れ
る
﹁
食
べ
た

い
も
の
が
食
べ
ら
れ
る
﹂
こ
と
﹂
３
１
﹁
ふ
た
つ
目
は
︑﹁
食
べ
ら
れ
な
い
﹂
と
い
う
状
態
を
理
解
し
軽
減
す
る
こ
と
﹂
３
２
﹁
み
っ
つ

目
は
︑﹁
食
べ
た
く
な
い
﹂
と
い
う
思
い
を
理
解
す
る
こ
と
﹂
３
３
と
分
析
し
て
い
る
︒ 

あ
そ
か
ビ
ハ
ー
ラ
病
院
で
は
︑
こ
の
三
つ
の
﹁
あ
た
り
ま
え
﹂
が
大
切
に
さ
れ
て
お
り
︑
患
者
が
無
理
な
く
自
分
の
人
生
を
歩
む

こ
と
の
で
き
る
場
所
で
あ
る
こ
と
が
伺
え
る
︒
キ
ッ
チ
ン
で
一
緒
に
料
理
を
作
る
こ
と
や
︑
敷
地
内
の
畑
で
野
菜
や
果
物
を
育
て
て

収
穫
す
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
︒ 

 

で
は
︑
こ
の
よ
う
な
環
境
の
中
で
︑
常
駐
す
る
僧
侶
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
ビ
ハ
ー
ラ
僧
の
花
岡
尚

樹
は
︑
医
療
現
場
に
僧
侶
が
い
る
意
味
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒ 

医
療
現
場
で
の
僧
侶
は
︑
浄
土
真
宗
の
教
え
を
直
ち
に
説
く
立
場
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
し
か
し
︑
と
も
に
阿
弥
陀
さ
ま
か
ら 

 
 

 
 

 
 

願
わ
れ
て
い
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
︑
教
え
を
い
た
だ
く
身
と
し
て
ぶ
れ
る
こ
と
な
く
︑
か
つ
患
者
さ
ん
の
死
へ
の
不

安
に
も
一
緒
に
揺
れ
る
こ
と
の
で
き
る
︑
〝
竹
の
よ
う
な
存
在
〟
が
︑
僧
侶
で
あ
る
こ
と
の
大
き
な
意
味
で
あ
り
ま
す
︒
３
４ 

ま
た
︑﹁
医
療
ス
タ
ッ
フ
は
ど
う
し
て
も
患
者
さ
ん
の
語
り
を
客
観
的
に
捉
え
評
価
し
ま
す
が
︑
僧
侶
は
患
者
さ
ん
の
語
り
に
評
価
を

加
え
ず
に
聴
く
こ
と
に
徹
し
ま
す
﹂
３
５
と
も
述
べ
て
お
り
︑
医
療
ス
タ
ッ
フ
と
僧
侶
の
役
割
の
違
い
を
示
し
て
い
る
︒ 

 

こ
の
よ
う
に
︑
あ
そ
か
ビ
ハ
ー
ラ
病
院
で
は
︑
あ
ら
ゆ
る
立
場
の
人
が
各
々
必
要
と
さ
れ
る
場
所
で
輝
き
照
ら
し
合
い
︑
患
者
を

支
え
る
チ
ー
ム
と
し
て
成
立
し
て
い
る
︒
そ
し
て
い
つ
で
も
︑
そ
の
中
心
に
は
患
者
が
い
る
の
で
あ
る
︒ 
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第
三
節 

病
院
の
中
の
宗
教
的
ケ
ア 

 
第
一
節
と
第
二
節
で
﹁
長
岡
西
病
院
﹂
と
﹁
あ
そ
か
ビ
ハ
ー
ラ
病
棟
﹂
を
例
に
挙
げ
︑
ビ
ハ
ー
ラ
の
現
状
に
つ
い
て
ま
と
め
た
が
︑

現
在
ビ
ハ
ー
ラ
や
ホ
ス
ピ
ス
で
行
わ
れ
る
よ
う
な
宗
教
的
ケ
ア
を
す
べ
て
の
病
院
で
実
施
す
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
︒
も
し
宗
教

者
が
不
在
の
一
般
病
院
で
同
様
の
ケ
ア
を
行
お
う
と
す
る
な
ら
ば
︑
医
療
従
事
者
が
宗
教
者
で
も
あ
る
場
合
︑
医
療
従
事
者
と
の
兼

任
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
が
︑
そ
う
な
っ
た
場
合
︑
本
来
の
職
務
と
の
両
立
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
︒ 

 

看
護
師
で
あ
り
坊
守
の
役
目
も
担
う
福
永
憲
子
は
︑
自
身
の
看
護
師
と
し
て
の
経
験
を
通
し
て
︑ 

 
 

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ペ
イ
ン
が
︑
緩
和
ケ
ア
病
棟
や
終
末
期
に
限
定
し
て
発
生
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
︒

し
か
し
︑
現
在
の
一
般
病
棟
で
は
︑
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ペ
イ
ン
に
十
分
対
応
す
る
こ
と
は
難
し
い
︒
診
療
報
酬
の
内
の
人
員
配

置
で
は
︑
ル
ー
テ
ィ
ン
業
務
で
精
一
杯
な
の
で
あ
る
︒
３
６ 

と
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
理
由
に
つ
い
て
は
︑ 

 
 

政
策
に
よ
っ
て
︑
医
療
機
関
に
対
す
る
看
護
師
の
基
準
配
置
が
決
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
︑
看
護
師
に
求
め
ら
れ
る
業
務
範
囲

の
増
加
な
ど
か
ら
︑
勤
務
時
間
内
で
は
統
一
し
た
標
準
的
な
行
い
で
し
か
対
応
が
で
き
な
い
︒
３
７ 

と
︑
職
業
と
し
て
の
看
護
師
規
定
に
よ
る
対
応
の
限
界
に
つ
い
て
示
し
て
お
り
︑ 

 
 

真
摯
に
向
き
合
う
と
な
る
と
︑
看
護
師
は
勤
務
時
間
外
に
対
応
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
︒
し
か
し
退
勤
時
間
後
の

一
人
の
看
護
師
の
対
応
は
︑
他
の
看
護
師
か
ら
嫌
が
ら
れ
る
行
為
に
な
る
︒
理
由
と
し
て
﹁
あ
の
子
は
残
っ
て
ま
で
聞
い
て
く

れ
る
の
に
︑
あ
の
人
は
し
て
く
れ
な
い
﹂
な
ど
の
患
者
か
ら
の
批
判
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
︒
３
８ 
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と
︑
病
院
全
体
の
質
を
保
持
す
る
た
め
に
看
護
師
は
決
め
ら
れ
た
勤
務
に
専
念
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
︒
ま
た
︑
例

え
善
意
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
時
間
外
労
働
は
大
き
な
問
題
で
あ
り
︑
ま
し
て
給
与
が
発
生
し
な
い
労
働
が
推
奨
︑
称

賛
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
宗
教
的
ケ
ア
は
医
療
従
事
者
に
よ
る
兼
任
で
は
な
く
︑
宗
教
的
ケ
ア
以

外
に
特
定
の
業
務
を
受
け
持
た
な
い
専
任
者
が
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
︒ 

 

宗
教
的
ケ
ア
の
役
割
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
︑ 

 
 

病
院
は
﹁
治
癒
﹂
を
目
指
す
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
検
査
な
ど
は
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
化
さ
れ
︑
患
者
の
体
を
﹁
治
す
﹂
こ
と
は
で

き
て
も
﹁
心
を
癒
す
﹂
こ
と
に
関
し
て
は
︑
残
念
な
が
ら
ほ
ど
遠
い
︒
治
癒
の
﹁
癒
し
﹂
の
部
分
に
関
し
︑
こ
の
仏
堂
や
﹁
常

勤
﹂
ビ
ハ
ー
ラ
僧
の
役
割
は
大
き
く
︑
一
般
病
院
に
も
︑
こ
の
よ
う
な
癒
し
を
提
供
で
き
る
場
や
人
材
が
あ
れ
ば
望
ま
し
い
３
９ 

と
︑
患
者
の
ケ
ア
に
あ
た
っ
て
︑﹁
感
情
を
吐
露
で
き
る
人
材
﹂
４
０
と
し
て
の
ビ
ハ
ー
ラ
僧
が
﹁
い
つ
も
変
わ
ら
ず
そ
こ
に
い
る
こ

と
﹂
４
１
の
重
要
性
に
注
目
し
て
い
る
︒ 

 

さ
ら
に
︑
患
者
の
不
安
や
苦
痛
の
吐
露
に
つ
い
て
は
︑ 

 
 

患
者
か
ら
の﹁
こ
ん
な
風
に
生
き
て
い
て
な
ん
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
﹂﹁
生
き
て
い
る
意
味
っ
て
な
ん
で
す
か
︑わ
か
ら
な
い
﹂

と
い
う
発
言
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
︑﹁
ど
う
に
か
し
て
く
だ
さ
い
﹂
と
い
う
も
の
で
は
な
く
︑
傍
ら
に
い
て
時
間
を
共
有
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
り
︑
答
え
や
結
果
を
求
め
て
い
る
の
で
は
な
い
︒
４
２ 

と
述
べ
て
い
る
︒
こ
こ
で
福
永
憲
子
は
︑﹁
自
身
の
生
き
て
い
る
意
味
﹂
な
ど
解
決
す
る
こ
と
が
難
し
い
問
い
に
対
し
て
宗
教
者
が
働

き
か
け
る
効
果
に
期
待
す
る
と
共
に
︑
患
者
に
対
す
る
宗
教
者
の
働
き
が
診
療
報
酬
に
な
ら
な
い
こ
と
に
よ
る
︑
安
定
し
た
継
続
の
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難
し
さ
に
つ
い
て
も
挙
げ
て
い
る
︒
ま
ず
︑
患
者
の
心
理
的
な
ケ
ア
の
現
状
に
つ
い
て
︑
福
永
憲
子
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒ 

 
 

一
般
の
緩
和
ケ
ア
病
棟
で
は
︑
心
の
ケ
ア
は
精
神
科
の
精
神
腫
瘍
医
や
看
護
師
と
臨
床
心
理
士
が
複
数
で
担
当
す
る
こ
と
で
︑

診
療
報
酬
と
し
て
換
算
で
き
る
︒
し
か
し
条
件
と
し
て
﹁
専
門
医
﹂
が
診
断
名
を
つ
け
る
こ
と
で
︑
報
酬
を
回
収
す
る
こ
と
と

な
り
患
者
の
心
理
を
医
療
化
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
︒
４
３ 

 

こ
こ
で
福
永
憲
子
は
︑
患
者
の
心
理
的
な
問
題
へ
の
対
処
が
医
療
行
為
の
一
部
と
し
て
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
︑﹁
病
的
な

精
神
状
態
で
は
︑
精
神
科
医
師
の
治
療
も
必
要
﹂
４
４
と
し
た
上
で
︑ 

 
 

終
末
期
特
有
の
自
己
の
存
在
消
失
に
関
す
る
恐
怖
や
葛
藤
に
つ
い
て
は
︑
誰
し
も
持
ち
得
る
心
理
状
態
で
あ
り
︑
薬
剤
の
投
与

な
ど
な
く
と
も
︑
生
死
へ
の
問
い
に
関
す
る
こ
と
は
︑
宗
教
者
ら
に
よ
る
対
話
で
軽
減
さ
れ
る
こ
と
も
期
待
で
き
る
︒
４
５ 

と
︑
心
理
的
な
問
題
は
必
ず
し
も
精
神
科
の
治
療
を
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
く
︑
宗
教
的
ケ
ア
の
介
入
に
よ
っ
て
和
ら
ぐ
可
能
性

が
あ
る
と
見
込
ん
で
い
る
︒ 

 

病
院
に
お
け
る
宗
教
的
ケ
ア
の
継
続
に
つ
い
て
は
︑ 

宗
教
者
に
よ
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
・
対
話
は
︑
包
括
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
は
︑
宗
教
者
の
ポ
ラ
ン
テ
ィ
ア
精
神
に
頼
ら
ざ
る

を
得
な
い
︒
一
般
病
院
で
の
宗
教
者
に
よ
る
対
話
な
ど
は
︑
診
療
報
酬
明
細
の
項
目
や
︑D

P
C

︵
診
断
群
分
類
包
括
評
価
︶
に

も
項
目
は
無
い
た
め
に
︑
病
院
経
営
と
し
て
あ
え
て
雇
用
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
︒
宗
教
者
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
も
有
用
で
あ
ろ
う

が
︑
患
者
の
心
を
継
続
的
に
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
ず
︑﹁
そ
の
場
﹂
の
対
応
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
︒
４
６ 

と
述
べ
て
お
り
︑
本
来
な
ら
ば
一
人
の
患
者
に
対
し
て
同
じ
宗
教
者
が
対
応
し
続
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
︑
長
岡
西
病
院
や
あ
そ
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か
ビ
ハ
ー
ラ
病
院
の
よ
う
に
︑僧
侶
が
常
駐
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
病
院
を
除
い
て
︑そ
の
よ
う
な
対
応
は
難
し
い
も
の
と
な
る
︒ 

宗
教
的
ケ
ア
を
診
療
報
酬
に
換
算
す
る
方
法
に
つ
い
て
は
︑﹁
彼
ら
の
活
動
は
計
れ
な
い
し
計
る
も
の
で
は
な
い
﹂
４
７
と
も
述
べ

て
お
り
︑
病
院
の
中
で
の
宗
教
者
の
立
ち
位
置
や
宗
教
的
ケ
ア
の
定
義
が
曖
昧
に
さ
れ
た
ま
ま
解
消
さ
れ
て
い
な
い
現
状
が
あ
る
と

も
言
え
る
︒
ま
た
︑
宗
教
法
人
が
非
営
利
団
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
宗
教
施
設
の
外
で
活
動
す
る
宗
教
者
の
給
与
形
態
に
つ
い
て
の

理
解
を
得
る
こ
と
も
︑
重
要
な
課
題
の
一
つ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 

  

第
三
章 

宗
教
的
ケ
ア
の
役
割 

 
 

第
一
節 

終
末
期
以
外
の
患
者
に
向
け
て 

 

現
在
︑
医
療
の
現
場
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
ビ
ハ
ー
ラ
活
動
は
︑
ま
さ
に
命
を
終
え
よ
う
と
す
る
人
の
尊
厳
あ
る
生
き
方
に
寄
り

添
う
活
動
で
あ
る
と
言
え
る
︒
し
か
し
第
二
章
第
三
節
で
紹
介
し
た
通
り
︑
宗
教
的
ケ
ア
の
対
象
と
な
る
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ペ
イ
ン

が
発
生
す
る
状
況
は
終
末
期
以
外
に
も
広
く
存
在
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
日
本
臨
床
宗
教
師
会
理
事
の
鍋
島
直
樹
は
ス
ピ

リ
チ
ュ
ア
ル
ペ
イ
ン
に
つ
い
て
︑﹁
老
病
死
の
苦
し
み
に
直
面
し
て
︑
心
の
支
え
が
揺
ら
ぎ
︑
思
い
の
ま
ま
に
な
ら
ず
に
生
き
る
意
味

が
見
出
せ
な
く
な
る
苦
痛
﹂
４
８
と
述
べ
て
い
る
︒
終
末
期
を
除
い
て
︑
こ
の
よ
う
な
苦
し
み
が
生
ま
れ
る
場
で
︑
宗
教
的
ケ
ア
は
ど

の
よ
う
な
役
割
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
︒ 

こ
こ
で
は
︑
長
い
闘
病
生
活
を
送
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
︑
慢
性
疾
患
を
抱
え
る
患
者
を
例
に
挙
げ
て
考
察
す
る
︒ 
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東
北
医
科
薬
科
大
学
の
伊
藤
弘
人
は
﹁
慢
性
身
体
疾
患
患
者
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
﹂
の
中
で
︑ 

 
 

世
界
保
健
機
関
︵W

H
O

︶
で
は
︑
慢
性
疾
患
を
非
感
染
性
疾
患
︵noncom

m
unicable diseases

：N
C

D
s

︶
と
呼
ん
で
い
る
︒

N
C

D
s

は
︑
わ
が
国
に
お
け
る
生
活
習
慣
病
に
近
い
疾
患
群
で
あ
り
︑
主
要
疾
患
に
は
︑
循
環
器
病
︵
心
臓
病
︑
脳
卒
中
︶︑
が

ん
︑
慢
性
呼
吸
器
疾
患
︵
慢
性
閉
塞
性
肺
疾
患
︑
喘
息
︶
お
よ
び
糖
尿
病
が
含
ま
れ
る
︒
４
９ 

と
慢
性
疾
患
の
定
義
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
︑ 

 
 

こ
の
よ
う
な
慢
性
︵
身
体
︶
疾
患
を
有
す
る
と
︑
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
上
の
問
題
が
高
頻
度
に
生
じ
る
︒
健
康
状
態
の
変
化
︵
変

調
ま
た
は
病
気
︶
に
よ
り
心
身
機
能
・
身
体
構
造
が
変
化
し
︑
活
動
・
社
会
的
参
加
が
制
限
さ
れ
る
︒
痛
み
に
加
え
︑
慢
性
身

体
疾
患
を
受
け
入
れ
︑
こ
れ
か
ら
の
人
生
の
中
で
病
気
や
障
害
と
付
き
合
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
覚
悟
す
る
こ

と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
︒
５
０ 

と
︑
疾
患
を
抱
え
た
状
態
で
生
活
を
続
け
る
こ
と
の
難
し
さ
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
︒ 

 

慢
性
疾
患
を
抱
え
る
患
者
の
精
神
状
態
に
つ
い
て
は
︑ 

 

﹁
病
気
で
あ
り
治
療
が
必
要
で
あ
る
﹂
と
理
解
し
て
い
る
と
同
時
に
﹁
病
気
で
あ
る
こ
と
を
受
け
入
れ
た
く
な
い
︑
治
療
を
続

け
た
く
な
い
﹂
と
い
う
気
持
ち
が
両
価
的
に
併
存
す
る
こ
と
は
一
般
的
で
あ
る
︒
５
１ 

と
し
て
︑
こ
の
両
価
性
に
対
処
し
治
療
に
取
り
組
む
た
め
の
動
機
づ
け
な
ど
を
課
題
と
し
て
お
り
︑﹁
問
題
は
︑
取
り
組
ん
で
い
る
メ

ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
を
い
か
に
﹁
洗
練
﹂
さ
せ
て
い
く
か
で
あ
る
︒﹂
５
２
と
︑
慢
性
疾
患
を
抱
え
る
患
者
の
メ
ン
タ
ル
ケ
ア
を
さ
ら

に
深
め
る
必
要
性
を
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
患
者
の
メ
ン
タ
ル
ケ
ア
に
︑
ビ
ハ
ー
ラ
活
動
が
参
入
す
る
こ
と
で
治
療
に
貢
献
す
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る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 

ビ
ハ
ー
ラ
活
動
の
活
動
範
囲
と
し
て
は
︑
臨
床
宗
教
師
の
谷
山
洋
三
が
﹁
ビ
ハ
ー
ラ
と
は
何
か
？
﹂
の
中
で
ビ
ハ
ー
ラ
の
定
義
を

次
の
三
つ
に
分
類
し
て
い
る
︒ 

 
 

教
義
﹁
仏
教
を
基
礎
と
し
た
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
活
動
及
び
そ
の
施
設
﹂
５
３ 

 
 

広
義
﹁
老
病
死
を
対
象
と
し
た
︑
医
療
及
び
社
会
福
祉
領
域
で
の
︑
仏
教
者
に
よ
る
活
動
及
び
そ
の
施
設
﹂
５
４ 

 
 

最
広
義
﹁
災
害
援
助
︑
青
少
年
育
成
︑
文
化
事
業
な
ど
﹁
い
の
ち
﹂
を
支
え
る
︑
ま
た
は
﹁
い
の
ち
﹂
に
つ
い
て
の
思
索
の
機

会
を
提
供
す
る
︑
仏
教
者
を
主
体
と
し
た
社
会
活
動
﹂
５
５ 

こ
れ
ら
の
分
類
は
︑
ビ
ハ
ー
ラ
活
動
の
幅
広
い
活
動
内
容
を
元
に
し
た
も
の
で
あ
り
︑
言
葉
の
意
味
そ
の
ま
ま
の
﹁
休
息
の
場
所
﹂

５
６
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
︒
谷
山
洋
三
に
よ
る
ビ
ハ
ー
ラ
の
定
義
な
ら
ば
︑
慢
性
疾
患
を
有
す
る
患
者
に
対
す
る

宗
教
的
ケ
ア
は
︑
こ
の
三
つ
の
定
義
の
中
の
﹁
広
義
﹂
に
当
て
は
ま
る
活
動
で
あ
る
と
言
え
る
︒ 

で
は
チ
ー
ム
医
療
に
お
い
て
︑
患
者
を
中
心
と
し
た
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
︒
名
古
屋
市
立
大
学
の
戸
田

啓
一
は
医
療
従
事
者
と
患
者
の
関
係
に
つ
い
て
︑ 

 
 

か
つ
て
︑
初
診
は
診
療
契
約
を
結
ぶ
場
で
あ
り
︑
検
査
・
診
断
・
治
療
に
対
し
て
厳
密
な
意
味
で
の
同
意
は
不
要
で
︑
す
べ
て

医
師
に
お
任
せ
と
い
う
時
代
も
存
在
し
た
︒
権
威
に
対
す
る
盲
目
的
信
頼
に
よ
り
︑
結
果
が
悪
い
場
合
の
み
医
療
者
側
が
リ
ス

ク
を
負
う
こ
と
も
多
か
っ
た
︒
現
在
で
は
︑
初
診
で
診
療
契
約
を
結
ぶ
こ
と
は
変
わ
り
な
い
が
︑ 

検
査
・
診
断
に
関
し
て
も
︑

個
々
に
同
意
を
得
た
う
え
で
契
約
を
結
ぶ
︒
さ
ら
に
︑
治
療
に
関
し
て
は
︑
そ
の
侵
襲
性
︑
合
併
症
︑
代
替
治
療
な
ど
を
す
べ
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て
提
示
・
説
明
後
︑
納
得
し
て
い
た
だ
き
同
意
取
得
す
る
こ
と
が
必
須
と
な
っ
て
い
る
︒
患
者
側
も
リ
ス
ク
を
理
解
し
た
う
え

で
︑
自
己
決
定
が
求
め
ら
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
医
療
従
事
者
と
患
者
は
リ
ス
ク
を
共
有
す
る
パ
ー
ト
ナ
ー
と
な
る
わ
け
で
あ
る
︒

こ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
確
立
す
る
た
め
に
︑
医
療
従
事
者
は
︑
病
気
に
対
す
る
知
識
は
も
と
よ
り
︑
診
断
能
力
と
治
療
技

術
︵
知
識
と
専
門
的
技
術
︶
が
必
須
で
あ
る
︒IC

＊

 

を
適
切
に
行
う
能
力
を
含
め
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
は
︑
ま
さ
に

こ
の
治
療
技
術
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
︒
５
７ 

と
︑
医
療
従
事
者
と
患
者
が
共
通
の
認
識
を
も
っ
て
治
療
に
臨
む
姿
勢
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
戸
田
啓
一
は

医
療
従
事
者
と
患
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
︑﹁
言
葉
一
つ
ひ
と
つ
の
意
味
を
お
互
い
に
丁
寧
に
確
認
し
な
が
ら
︑
医
療

者
の
話
す
意
味
と
患
者
の
解
釈
を
揃
え
て
い
く
姿
勢
が
大
切
で
あ
る
﹂
５
８
﹁
医
療
者
側
は
︑
ノ
ン
テ
ク
ニ
カ
ル
ス
キ
ル
と
し
て
︑
患

者
が
理
解
で
き
る
よ
う
説
明
す
る
能
力
や
患
者
の
考
え
︑
患
者
背
景
に
共
感
す
る
能
力
が
必
要
と
な
り
︑
～
︵
中
略
︶
～
患
者
側
も
︑

思
い
の
言
語
化
︑
質
問
と
確
認
の
日
常
化
な
ど
う
ま
く
情
報
を
引
き
出
す
工
夫
が
必
要
で
あ
る
︒﹂
５
９
と
も
述
べ
て
お
り
︑
両
者
の

間
の
緻
密
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒ 

し
か
し
︑
厚
生
労
働
省
が
令
和
二
年
に
外
来
患
者
に
対
し
て
行
っ
た
調
査
に
よ
る
と
︑
診
察
時
間
は
五
分
未
満
が
二
七
．
七
％
︑

五
分
～
一
〇
分
未
満
が
四
一
．
二
％
と
︑
半
数
以
上
の
診
察
時
間
が
一
〇
分
以
内
に
収
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
６
０
こ
の
時
間

は
︑
医
師
が
治
療
に
つ
い
て
患
者
に
伝
え
る
時
間
と
し
て
は
十
分
か
も
し
れ
な
い
が
︑
患
者
側
の
情
報
を
引
き
出
し
共
有
す
る
た
め

に
は
短
い
時
間
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
︒
そ
こ
で
︑
傾
聴
を
活
動
の
中
心
に
据
え
る
臨
床
宗
教
師
が
チ
ー
ム
医
療
に
加
わ
る
こ
と
で

医
療
従
事
者
と
患
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
不
足
を
補
い
︑
治
療
を
よ
り
円
滑
で
順
調
な
も
の
に
す
る
た
め
の
助
け
と
な
る
こ
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と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒ま
た
︑独
断
で
通
院
を
や
め
て
し
ま
う
患
者
を
病
院
が
追
う
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
︑

通
院
を
継
続
さ
せ
る
た
め
に
患
者
と
病
院
の
結
び
つ
き
を
強
く
す
る
取
り
組
み
と
し
て
も
有
効
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 

  
 

第
二
節 
宗
教
的
ケ
ア
で
あ
る
意
味 

自
身
の
生
き
る
意
味
な
ど
に
つ
い
て
揺
ら
ぎ
が
生
じ
る
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ペ
イ
ン
の
ケ
ア
に
宗
教
者
が
参
加
す
る
意
味
と
は
何
か
︒

鍋
島
直
樹
は
﹃
親
鸞
の
死
生
観
と
ビ
ハ
ー
ラ
活
動
の
理
念
と
実
践
の
融
合
的
研
究
﹄
の
中
で
︑ 

 
 

人
は
誰
し
も
説
明
の
つ
か
な
い
不
条
理
な
事
態
に
遭
遇
す
る
と
苦
悩
が
わ
き
お
こ
る
︒
援
助
に
あ
た
る
際
に
は
︑
そ
う
し
た
相

手
の
不
合
理
な
経
験
を
よ
く
受
容
し
︑
そ
の
意
味
を
共
に
考
え
る
姿
勢
が
求
め
ら
れ
る
︒
６
１ 

と
︑
臨
床
宗
教
師
が
求
め
ら
れ
る
姿
勢
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
︒
ま
た
﹁﹁
闇
の
中
に
い
る
人
の
そ
ば
に
い
る
﹂
と
い
う
無
条
件
の
慈

悲
を
象
徴
﹂
６
２
す
る
月
愛
三
昧
を
例
に
挙
げ
て
︑ 

 
 

深
い
傾
聴
と
は
︑
師
弟
同
士
︑
あ
る
い
は
看
取
る
も
の
と
患
者
の
間
で
互
い
の
言
葉
を
聞
く
だ
け
で
は
な
く
︑
相
手
が
伝
え
よ

う
と
し
て
い
る
深
い
意
味
を
汲
み
と
り
︑
言
葉
に
は
表
現
し
に
く
い
深
い
真
実
を
受
け
と
め
よ
う
と
す
る
こ
と
６
３ 

と
︑
そ
の
役
割
に
つ
い
て
も
表
し
て
い
る
︒ 

仁
愛
大
学
の
田
代
俊
孝
は
﹃
仏
教
と
ビ
ハ
ー
ラ
運
動
﹄
の
中
で
良
心
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
６
４
︑﹁
知
識
は
︑
近
代
教
育
の
中
で

充
分
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
︒
し
か
し
︑
良
心
を
学
ぶ
場
は
な
い
︒
良
心
は
︑
学
ば
ね
ば
︑
た
ち
ま
ち
麻
痺
し
て
し
ま
う
︒
６
５
﹂
と
︑

課
題
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
て
い
る
︒
さ
ら
に
曇
鸞
が
長
生
不
死
の
法
を
求
め
た
こ
と
を
例
に
出
し
︑ 
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わ
れ
わ
れ
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
さ
し

、

、

、

、
︵
価
値
観
︶
を
持
っ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑
死
に
方
の
好
醜
︑
老
い
方
の
良
し
悪
し
︑

生
を
プ
ラ
ス
と
し
︑
死
を
マ
イ
ナ
ス
と
す
る
こ
と
︑
若
い
こ
と
を
プ
ラ
ス
と
し
︑
老
い
て
い
く
こ
と
を
マ
イ
ナ
ス
と
考
え
る
こ

と
︑
な
ど
で
あ
る
︒
さ
ら
に
は
︑
人
間
を
役
に
立
つ
︑
立
た
な
い
と
い
う
も
の
さ
し
で
測
り
︑
価
値
づ
け
る
︒
役
に
立
つ
も
の

は
生
き
る
価
値
が
あ
り
︑
役
に
立
た
な
い
も
の
は
生
き
る
価
値
が
な
い
と
さ
え
考
え
る
︒
６
６ 

と
︑
人
間
が
持
つ
命
に
関
す
る
価
値
観
を
述
べ
て
い
る
︒
本
人
が
隠
し
て
い
る
つ
も
り
で
も
︑
考
え
が
に
じ
み
出
て
し
ま
う
こ
と
は

決
し
て
珍
し
く
な
い
だ
ろ
う
︒
も
し
ケ
ア
を
施
す
側
が
差
別
的
な
感
覚
を
持
っ
て
い
た
場
合
︑
そ
れ
を
患
者
や
患
者
の
家
族
に
気
取

ら
れ
て
は
︑
チ
ー
ム
医
療
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
成
立
し
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
宗
教
的
ケ
ア
を
施
す
ビ
ハ
ー
ラ
僧
は

仏
教
の
僧
侶
で
あ
る
︒
差
別
的
な
感
覚
か
ら
離
れ
て
お
く
た
め
の
軸
を
持
つ
こ
と
︑
良
心
を
見
失
わ
な
い
姿
勢
を
保
つ
こ
と
︑
そ
し

て
そ
の
よ
う
な
偏
り
の
な
い
状
態
の
人
が
そ
ば
に
い
る
こ
と
で
︑
患
者
の
安
心
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
察
せ
ら
れ
る
︒
田
代
俊
孝
は

﹁﹁
如

あ
り
の
ま
ま

﹂
と
の
出
遇
い
を
と
お
し
て
︑﹁
老
い
な
い
﹂﹁
病
に
な
ら
な
い
﹂﹁
死
な
な
い
﹂
と
い
う
妄
想
が
破
ら
れ
る
と
い
う
﹂
６
７
と

も
述
べ
て
お
り
︑
例
え
直
接
的
に
宗
教
の
教
え
を
説
く
こ
と
が
な
い
と
し
て
も
︑
ケ
ア
を
施
す
側
が
自
身
の
内
に
確
か
な
真
実
を
持

つ
こ
と
は
︑
目
先
の
こ
と
に
動
揺
せ
ず
︑
静
か
な
姿
勢
を
貫
く
助
け
と
な
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒ 

 

こ
れ
ら
の
よ
う
な
経
典
や
聖
典
を
元
に
し
た
思
想
を
現
実
に
反
映
さ
せ
よ
う
と
す
る
行
動
は
宗
教
者
な
ら
で
は
の
も
の
で
あ
り
︑

普
遍
的
な
教
え
を
精
神
の
土
台
に
す
る
こ
と
で
︑
ケ
ア
を
施
す
宗
教
者
自
身
の
足
場
に
揺
ら
ぎ
が
生
じ
に
く
く
な
る
と
思
わ
れ
る
︒

も
ち
ろ
ん
︑
老
病
死
を
通
し
て
患
者
や
そ
の
家
族
が
宗
教
的
な
答
え
を
求
め
た
際
に
︑
す
ぐ
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
も
宗

教
者
が
持
つ
強
み
で
あ
る
︒ 
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し
か
し
︑お
そ
ら
く
日
本
の
多
く
の
医
療
従
事
者
と
患
者
は
︑宗
教
者
が
医
療
の
場
に
介
入
す
る
こ
と
に
慣
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
︒

葬
儀
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
こ
と
か
ら
︑
不
謹
慎
に
思
う
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
︒
世
界
医
師
会
︵W

M
A

: W
orld M

edical 

A
ssociation

︶
が
﹃
患
者
の
権
利
に
関
す
る
リ
ス
ボ
ン
宣
言
﹄
の
原
則
十
一
条
﹁
宗
教
的
支
援
に
対
す
る
権
利
﹂
に
お
い
て
﹁
患
者

は
信
仰
す
る
宗
教
の
聖
職
者
に
よ
る
支
援
を
含
む
︑
精
神
的
︑
道
徳
的
慰
問
を
受
け
る
か
受
け
な
い
か
を
決
め
る
権
利
を
有
す
る
﹂

と
し
た
通
り

６
８
︑
宗
教
的
ケ
ア
を
受
け
る
こ
と
は
患
者
の
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
日
本
で
は
こ
の
当
た
り

前
の
権
利
を
十
分
に
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
が
整
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
︒ 

 

実
際
の
現
場
で
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
︑
臨
床
宗
教
師
の
森
田
敬
史
が
︑ 

 
 

現
代
人
の
宗
教
性
を
考
慮
し
︑
障
壁
と
な
り
得
る
宗
教
者
と
し
て
の
カ
ラ
ー
を
前
面
に
出
し
て
い
く
の
で
は
な
く
︑
宗
教
の
エ

ッ
セ
ン
ス
を
出
し
な
が
ら
人
と
人
と
の
関
わ
り
を
重
要
視
し
︑
融
通
を
利
か
せ
な
が
ら
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
︒
関

わ
り
始
め
て
か
ら
少
し
時
間
が
経
過
し
た
頃
に
︑
患
者
や
家
族
か
ら
の
﹁
そ
う
言
え
ば
︑
僧
侶
︵
お
坊
さ
ん
︶
だ
っ
た
ん
で
す

ね
﹂
と
い
う
一
言
が
理
想
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
︒
６
９ 

と
︑
現
代
日
本
で
の
宗
教
的
ケ
ア
に
お
け
る
患
者
と
の
距
離
の
測
り
方
を
分
析
し
て
い
る
︒
患
者
の
宗
教
観
に
よ
っ
て
は
宗
教
者
が

受
け
入
れ
ら
れ
に
く
い
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
︒
そ
の
た
め
︑﹁
宗
教
者
と
し
て
﹂
よ
り
も
﹁
人
と
し
て
﹂
信
頼
関
係
を
築
く
こ
と
で
︑

患
者
側
の
抵
抗
感
を
少
な
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
︒
そ
の
た
め
に
は
︑
ケ
ア
を
施
す
宗
教
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
能
力
や
︑
接
し
や
す
い
雰
囲
気
づ
く
り
も
重
要
で
あ
る
こ
と
が
伺
え
る
︒ 

ま
た
宗
教
者
と
医
療
従
事
者
の
連
携
に
つ
い
て
︑
チ
ャ
プ
レ
ン
の
沼
野
尚
美
が
﹁
ホ
ス
ピ
ス
チ
ャ
プ
レ
ン
の
役
割
と
心
得
﹂
に
︑ 
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宗
教
家
の
関
与
に
よ
っ
て
︑
宗
教
観
に
よ
る
い
の
ち
の
み
つ
め
方
も
で
き
る
の
で
す
︒
そ
の
た
め
に
︑
宗
教
家
の
関
わ
り
が
日

本
の
現
場
で
も
っ
と
必
要
と
さ
れ
る
た
め
に
︑
宗
教
家
自
身
が
医
療
の
現
場
で
生
き
る
た
め
の
努
力
を
さ
ら
に
し
な
け
れ
ば
な 

り
ま
せ
ん
︒
そ
れ
は
チ
ャ
プ
レ
ン
の
仕
事
を
回
り
の
方
々
に
納
得
・
説
得
さ
せ
る
業
で
は
な
く
︑
チ
ャ
プ
レ
ン
が
チ
ー
ム
の
中

に
い
る
こ
と
を
回
り
の
チ
ー
ム
メ
ン
バ
ー
が
心
地
よ
く
思
う
業
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒
７
０ 

と
︑
チ
ー
ム
医
療
へ
の
関
わ
り
方
を
示
し
て
い
る
︒
チ
ー
ム
の
一
員
と
な
る
か
ら
に
は
︑
他
の
チ
ー
ム
メ
ン
バ
ー
が
仲
間
と
し
て
違

和
感
を
抱
く
よ
う
で
は
立
ち
行
か
な
い
だ
ろ
う
︒
そ
の
た
め
に
は
︑﹁
お
手
伝
い
﹂
で
は
な
く
主
体
性
を
持
つ
必
要
が
あ
り
︑
や
は
り

専
属
の
臨
床
宗
教
師
が
患
者
に
つ
く
こ
と
は
必
要
な
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
推
察
さ
れ
る
︒ 

 

宗
教
者
が
医
療
の
場
に
介
入
す
る
こ
と
は
︑
日
本
で
は
ま
だ
当
た
り
前
の
こ
と
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑
そ
の
意
味
と
価
値
が
広
く

認
め
ら
れ
る
た
め
の
土
台
づ
く
り
と
︑
当
た
り
前
に
な
っ
た
時
の
た
め
の
抜
か
り
な
い
人
材
育
成
教
育
は
欠
か
せ
な
い
だ
ろ
う
︒ 

    

結
論 

 

以
上
︑
ビ
ハ
ー
ラ
活
動
の
は
じ
ま
り
か
ら
現
在
に
至
る
活
動
︑
そ
れ
ら
を
土
台
と
し
た
こ
れ
か
ら
の
展
開
の
可
能
性
を
論
じ
た
︒

こ
の
考
察
を
通
し
て
︑
各
章
に
お
い
て
次
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒ 

 

第
一
章
で
は
︑
田
宮
仁
に
よ
る
ビ
ハ
ー
ラ
の
提
唱
と
ビ
ハ
ー
ラ
活
動
の
理
念
︑
そ
れ
を
社
会
の
中
で
実
践
す
る
た
め
の
理
念
や
︑
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人
材
を
育
成
す
る
た
め
の
教
育
機
関
の
設
立
に
つ
い
て
ま
と
め
︑
ビ
ハ
ー
ラ
活
動
の
基
礎
を
見
つ
め
た
︒
そ
し
て
現
生
不
退
の
思
想

を
元
に
し
た
親
鸞
の
死
生
観
を
︑
ビ
ハ
ー
ラ
活
動
に
重
な
る
も
の
と
し
て
紹
介
し
た
︒ 

 

第
二
章
で
は
︑
ビ
ハ
ー
ラ
発
祥
の
長
岡
西
病
院
と
西
本
願
寺
に
よ
る
あ
そ
か
ビ
ハ
ー
ラ
病
院
を
例
に
︑
チ
ー
ム
医
療
の
中
で
ビ
ハ

ー
ラ
僧
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
立
ち
位
置
で
働
い
て
い
る
の
か
︑
患
者
や
チ
ー
ム
メ
ン
バ
ー
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
調
べ
た
︒
ま
た

看
護
師
の
福
永
憲
子
の
経
験
か
ら
︑
患
者
の
心
理
的
ケ
ア
に
お
け
る
医
療
行
為
と
の
違
い
や
︑
確
実
に
報
酬
を
受
け
取
る
職
業
と
し

て
成
り
立
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
︑
ひ
と
り
の
ビ
ハ
ー
ラ
僧
が
同
じ
場
所
で
長
期
間
働
き
続
け
る
こ
と
の
難
し
さ
も
見
え
た
︒ 

 

第
三
章
で
は
︑
医
療
現
場
に
お
け
る
ビ
ハ
ー
ラ
活
動
の
拡
大
を
視
野
に
入
れ
︑
ビ
ハ
ー
ラ
僧
が
今
後
必
要
と
さ
れ
る
場
に
つ
い
て

考
察
し
た
︒
医
療
施
設
で
の
ビ
ハ
ー
ラ
活
動
の
対
象
は
主
に
終
末
期
医
療
患
者
だ
が
︑
終
末
期
以
外
の
患
者
に
対
す
る
心
理
ケ
ア
と

し
て
も
︑
ビ
ハ
ー
ラ
活
動
に
よ
る
宗
教
的
ケ
ア
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
望
ま
し
い
と
考
え
た
︒
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ペ
イ
ン
に
対
し
て
宗

教
者
が
ケ
ア
に
あ
た
る
意
味
や
そ
の
あ
り
方
︑
実
際
の
患
者
や
医
療
従
事
者
と
の
関
わ
り
方
を
模
索
し
︑
い
か
に
し
て
未
来
に
つ
な

げ
て
い
く
か
は
今
後
の
課
題
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒ 

 

現
代
の
日
本
に
お
い
て
︑
宗
教
者
が
医
療
施
設
に
出
入
り
す
る
こ
と
に
抵
抗
を
持
つ
人
は
決
し
て
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
︒﹁
仏
教
・

僧
侶
﹂
と
﹁
葬
儀
・
死
﹂
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
︑
仏
教
は
生
老
病
死
に
向
き
合
う

宗
教
で
あ
り
︑
生
ま
れ
て
か
ら
死
ぬ
ま
で
の
す
べ
て
の
場
に
僧
侶
が
立
ち
会
う
こ
と
に
何
の
問
題
が
あ
る
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
こ
と
を

踏
ま
え
て
︑
ま
だ
一
般
的
と
は
言
え
な
い
臨
床
宗
教
師
の
働
き
を
広
く
知
っ
て
も
ら
い
︑
臨
床
宗
教
師
を
ど
こ
に
い
て
も
違
和
感
の

な
い
存
在
に
す
る
た
め
に
で
き
る
こ
と
を
考
え
て
い
き
た
い
︒ 
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１ 
田
宮
仁
﹃﹁
ビ
ハ
ー
ラ
﹂
の
提
唱
と
展
開
﹄
株
式
会
社
学
文
社 

二
〇
〇
七
年
三
月
三
一
日 

三
頁 

２ 
前
掲
書 

六
頁 

３ 

前
掲
書 

五
一
頁 

４ 

前
掲
書 
一
三
頁 

５ 

打
本
弘
祐
﹁
医
療
臨
床
に
お
け
る
僧
侶
の
役
割
に
つ
い
て
の
一
試
論
﹂﹃
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
﹄
第
五
十
八
巻
第
一
号 

二
〇
〇

九
年
十
二
月
二
十
日 

五
四
六
頁 

６ 

伊
東
秀
章
﹁
ビ
ハ
ー
ラ
の
歴
史―

釈
尊
の
実
践
と
現
代
の
ビ
ハ
ー
ラ―

﹂﹃
ビ
ハ
ー
ラ
入
門
﹄
本
願
寺
出
版
社 

二
〇
一
八
年 

三
～
六
頁 

７ 

﹃
浄
土
真
宗
辞
典
﹄
本
願
寺
出
版
社 

一
七
三
頁 

８ 

﹃
浄
土
和
讃
﹄﹃
浄
土
真
宗
聖
典―

註
釈
版
第
二
版―

﹄
本
願
寺
出
版
社 

五
六
七
頁 

９ 

﹃
浄
土
真
宗
聖
典 

浄
土
和
讃―
現
代
語
版―

﹄
本
願
寺
出
版
社 

三
七
頁 

１
０
﹃
親
鸞
聖
人
御
消
息
﹄﹃
浄
土
真
宗
聖
典―

註
釈
版
第
二
版―

﹄
本
願
寺
出
版
社 

七
三
五
頁 

１
１ 

武
田
未
来
雄
﹁
親
鸞
に
お
け
る
時
の
転
換―

臨
終
か
ら
現
生
へ―

﹂﹃
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
﹄
第
五
十
四
巻
第
一
号 

二
〇
〇

五
年
十
二
月 

一
九
七
頁 

１
２ 

前
掲
書 

二
〇
〇
頁 

１
３ 

打
本
弘
祐
﹁
ビ
ハ
ー
ラ
活
動
の
現
在
﹂﹃
眞
宗
學
﹄
一
四
一
・
一
四
二 

永
田
文
昌
堂 

二
〇
二
〇
年
三
月
十
二
日 

二
五
〇
頁 

１
４ 

長
岡
西
病
院
﹁
ビ
ハ
ー
ラ
病
棟
﹂https://w

w
w

.sutokukai.or.jp/nagaokanishi-hp/service/vihara.htm
l

︵
二
〇
二
三

年
七
月
十
日
閲
覧
︶ 

１
５ 

柳
本
和
貴
﹃
日
本
的
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
を
問
う 

長
岡
発
ビ
ハ
ー
ラ
・
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
２
０
年
！
﹄
㈱
考
古
堂
書
店 

二
〇

一
四
年
五
月
一
三
日 

一
四
二
頁 

１
６ 

前
掲
書 

一
四
三
頁 

１
７ 

前
掲
書 

七
〇
頁 
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１
８ 
前
掲
書 

七
一
頁 

１
９ 
前
掲
書 

八
七
頁 

２
０ 

前
掲
書 

八
八
頁 

２
１ 

前
掲
書 
一
〇
二
頁 

２
２ 

前
掲
書 
一
二
八
頁 

２
３
前
掲
書 

一
二
八
頁 

２
４ 

打
本
弘
祐
﹁
ビ
ハ
ー
ラ
活
動
の
現
在
﹂﹃
眞
宗
學
﹄
一
四
一
・
一
四
二 

永
田
文
昌
堂 

二
〇
二
〇
年
三
月 

二
四
二
頁 

２
５ 

壇
特
隆
行
﹃
お
坊
さ
ん
の
い
る
病
院—

あ
そ
か
ビ
ハ
ー
ラ
病
院
の
緩
和
ケ
ア—

﹄
自
照
社
出
版 

二
〇
一
七
年
九
月
二
十
日 

十
二
頁 

２
６ 

打
本
弘
祐
﹁
ビ
ハ
ー
ラ
活
動
の
現
在
﹂﹃
眞
宗
學
﹄
一
四
一
・
一
四
二 

永
田
文
昌
堂 

二
〇
二
〇
年
三
月 

二
五
三
頁 

２
７ 

壇
特
隆
行
﹃
お
坊
さ
ん
の
い
る
病
院—

あ
そ
か
ビ
ハ
ー
ラ
病
院
の
緩
和
ケ
ア—

﹄
自
照
社
出
版 

二
〇
一
七
年
九
月
二
十
日 

 

十
六
頁 

２
８ 

前
掲
書 

十
六
頁 

２
９ 

前
掲
書 

五
十
頁 

３
０ 

前
掲
書 

四
三
頁 

３
１ 

前
掲
書 

四
三
頁 

３
２ 

前
掲
書 

四
三
頁 

３
３ 

前
掲
書 

四
四
頁 

３
４ 

前
掲
書 

六
九
頁 

３
５ 

前
掲
書 

七
〇
頁 

３
６ 

福
永
憲
子
﹃
最
期
に
ビ
ハ
ー
ラ
は
何
が
で
き
る
か
﹄
自
照
社
出
版 
平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
一
日 

一
二
八
頁 

３
７ 

前
掲
書 

一
二
八
頁 

３
８ 

前
掲
書 

一
二
八
頁 
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３
９ 
前
掲
書 

一
五
四
頁 

４
０ 
前
掲
書 

一
五
五
頁 

４
１ 

前
掲
書 

一
五
四
頁 

４
２ 

前
掲
書 
一
〇
八
頁 

４
３ 

前
掲
書 
一
〇
七
頁 

４
４ 

前
掲
書 

一
〇
七
頁 

４
５ 

前
掲
書 

一
〇
七
頁 

４
６ 

前
掲
書 

一
〇
八
頁 

４
７ 

前
掲
書 

一
〇
八
頁 

４
８ 

鍋
島
直
樹
﹃
親
鸞
の
死
生
観
と
ビ
ハ
ー
ラ
活
動
の
理
念
と
実
践
の
融
合
的
研
究 

下
﹄
永
田
文
昌
堂 

二
〇
二
三
年
一
月
二
十

二
日 

二
八
七
頁 

４
９ 

伊
藤
弘
人
﹁
慢
性
身
体
疾
患
患
者
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
﹂﹃T

he Japanese Journal of R
ehabilitation M

edicine

﹄
五

四
巻
六
号 

公
益
社
団
法
人
日
本
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
医
学
会 

二
〇
一
七
年
六
月
一
六
日 

四
三
三
頁 

５
０ 

前
掲
書 

四
三
三
頁 

５
１ 

前
掲
書 

四
三
四
頁 

５
２ 

前
掲
書 

四
三
五
頁 

５
３ 

谷
山
洋
三
﹁
ビ
ハ
ー
ラ
と
は
何
か
？
応
用
仏
教
学
の
視
点
か
ら
﹂﹃
パ
ー
リ
学
仏
教
文
化
学
﹄
十
九
巻 

パ
ー
リ
学
仏
教
文
化

学
会 

二
〇
〇
五
年
十
二
月
二
〇
日 

三
九
頁 

５
４ 

前
掲
書 

三
九
頁 

５
５ 

前
掲
書 

四
〇
頁 

５
６ 

前
掲
書 

三
七
頁 

５
７ 

戸
田
啓
一
﹁
医
療
安
全
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
重
要
性
～
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
エ
ラ
ー
を
防
ぐ
た
め
に
～
﹂

﹃
現
代
医
学
﹄
第
六
六
巻
一
号 

公
益
社
団
法
人
愛
知
県
医
師
会 

二
〇
一
八
年
六
月 

四
五
頁 
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５
８ 
前
掲
書 

四
六
頁 

５
９ 
前
掲
書 

四
六
頁 

６
０ 

厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttps://w

w
w

.m
hlw

.go.jp/toukei/saikin/hw
/jyuryo/20/dl/gaikyo-all-g.pdf

︵
二
〇
二

三
年
十
一
月
二
〇
現
在
︶ 

６
１ 

鍋
島
直
樹
﹃
親
鸞
の
死
生
観
と
ビ
ハ
ー
ラ
活
動
の
理
念
と
実
践
の
融
合
的
研
究 

下
﹄
永
田
文
昌
堂 

二
〇
二
三
年
一
月
二
十

二
日 

二
五
八
頁 

６
２ 

三
〇
四
頁 

６
３ 

三
〇
四
頁 

６
４ 

田
代
俊
孝
﹃
仏
教
と
ビ
ハ
ー
ラ
運
動—

死
生
学
入
門—

﹄
法
藏
館 

一
九
九
九
年
一
年
一
〇
日 

一
二
六
頁 

６
５ 

田
代
俊
孝
﹃
仏
教
と
ビ
ハ
ー
ラ
運
動—

死
生
学
入
門—

﹄
法
藏
館 

一
九
九
九
年
一
年
一
〇
日 

一
四
五
頁 

６
６ 

前
掲
書 

一
一
一
～
一
一
二
頁 

６
７ 

前
掲
書 

一
一
二
頁 

６
８ 

世
界
医
師
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttps://w

w
w

.m
ed.or.jp/doctor/international/w

m
a/lisbon.htm

l

︵
二
〇
二
三
年
十
一
月

二
八
日
現
在
︶ 

６
９ 

森
田
敬
史
﹁
ビ
ハ
ー
ラ
僧
の
実
際
﹂﹃
人
間
福
祉
学
研
究
﹄
第
三
巻
第
一
号 

関
西
学
院
大
学
人
間
福
祉
学
部
研
究
会 

二
〇

一
〇
年
十
一
月
二
五
日 

二
八
頁 

７
０ 

沼
野
尚
美
﹁
ホ
ス
ピ
ス
チ
ャ
プ
レ
ン
の
役
割
と
心
得
﹂﹃
生
命
倫
理
﹄
十
四
巻
一
号 

日
本
生
命
倫
理
学
会 

二
〇
〇
四
年
九

月
十
七
日 

四
六
頁 

＊ 

イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
と
は
︑
患
者
・
家
族
が
病
状
や
治
療
に
つ
い
て
十
分
に
理
解
し
︑
ま
た
︑

医
療
職
も
患
者
・
家
族
の
意
向
や
様
々
な
状
況
や
説
明
内
容
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
か
︑
ど
の
よ
う

な
医
療
を
選
択
す
る
か
︑
患
者
・
家
族
︑
医
療
職
︑
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
や
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
な
ど
関

係
者
と
互
い
に
情
報
共
有
し
︑
皆
で
合
意
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
︒

︵h
ttp

s://w
w

w
.n

u
rse

.o
r.jp

/n
u

rsin
g

/rin
ri/te

x
t/b

a
sic

/p
ro

b
le

m
/in

fo
rm

e
d

.h
tm

l

公
益
社
団
法
人
日
本
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看
護
協
会 

二
〇
二
三
年
十
一
月
十
五
日
現
在
︶ 

  

参
考
文
献 

書
籍 ・

小
西
達
也
﹃
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
・
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア 

永
遠
と
対
話
の
根
源
へ
﹄
春
風
社 

二
〇
二
三
年
三
月 

・
田
代
俊
孝
﹃
仏
教
と
ビ
ハ
ー
ラ
運
動—

死
生
学
入
門—

﹄
法
藏
館 

一
九
九
九
年
一
年
一
〇
日 

・
田
宮
仁
﹃﹁
ビ
ハ
ー
ラ
﹂
の
提
唱
と
展
開
﹄
株
式
会
社
学
文
社 

二
〇
〇
七
年
三
月
三
一
日 

 
 

・
壇
特
隆
行
﹃
お
坊
さ
ん
の
い
る
病
院—

あ
そ
か
ビ
ハ
ー
ラ
病
院
の
緩
和
ケ
ア—

﹄
自
照
社
出
版 

二
〇
一
七
年
九
月
二
十
日 

十
二
頁 

・
友
久
久
雄
・
吾
勝
常
行
・
児
玉
龍
治
﹃
ビ
ハ
ー
ラ
入
門 

生
老
病
死
に
寄
り
添
う
た
め
に
﹄
本
願
寺
出
版
社 

二
〇
一
八
年 

・﹃
浄
土
真
宗
辞
典
﹄
本
願
寺
出
版
社 

・﹃
浄
土
真
宗
聖
典―

註
釈
版
第
二
版―
﹄
本
願
寺
出
版
社 

 
 

・﹃
浄
土
真
宗
聖
典 

浄
土
和
讃―

現
代
語
版―

﹄
本
願
寺
出
版
社 

 
 

・
柳
本
和
貴
﹃
日
本
的
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
を
問
う 

長
岡
発
ビ
ハ
ー
ラ
・
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
２
０
年
！
﹄
考
古
堂
書
店 

二
〇

一
四
年
五
月
一
三
日 

   

・
鍋
島
直
樹
﹃
親
鸞
の
死
生
観
と
ビ
ハ
ー
ラ
活
動
の
理
念
と
実
践
の
融
合
的
研
究 

下
﹄
永
田
文
昌
堂 

二
〇
二
三
年
一
月
二

十
二
日 

・
福
永
憲
子
﹃
最
期
に
ビ
ハ
ー
ラ
は
何
が
で
き
る
か
﹄
自
照
社
出
版 

平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
一
日 

 

・
森
田
敬
史
・
打
本
弘
祐
・
山
本
佳
世
子
﹃
宗
教
者
は
病
院
で
何
が
で
き
る
の
か 

非
信
者
へ
の
ケ
ア
の
諸
相
﹄
勁
草
書
房 

二
〇
二
二
年
十
月 
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論
文 ・

伊
藤
弘
人
﹁
慢
性
身
体
疾
患
患
者
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
﹂﹃T

he Japanese Journal of R
ehabilitation M

edicine

﹄

五
四
巻
六
号 

公
益
社
団
法
人
日
本
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
医
学
会 

二
〇
一
七
年
六
月
一
六
日 

・
打
本
弘
祐
﹁
医
療
臨
床
に
お
け
る
僧
侶
の
役
割
に
つ
い
て
の
一
試
論
﹂﹃
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
﹄
第
五
十
八
巻
第
一
号 

二

〇
〇
九
年
十
二
月 

・
打
本
弘
祐
﹁
ビ
ハ
ー
ラ
活
動
の
現
在
﹂﹃
眞
宗
學
﹄
一
四
一
・
一
四
二 

龍
谷
大
学
真
宗
学
会 

二
〇
二
〇
年
三
月 

・
鈴
木
健
太
﹁﹁
律
蔵
﹂
看
病
人
法
に
見
る
死
生
観
﹂﹃
日
本
仏
教
学
会
年
報
﹄
第
七
五
号 

日
本
仏
教
学
会
年
報 

日
本
仏
教

学
会 

二
〇
一
〇
年
八
月
十
日 

・
武
田
未
来
雄
﹁
親
鸞
に
お
け
る
時
の
転
換―

臨
終
か
ら
現
生
へ―

﹂﹃
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
﹄
第
五
十
四
巻
第
一
号 

二
〇

〇
五
年
十
二
月 

・
谷
山
洋
三
﹁
ビ
ハ
ー
ラ
と
は
何
か
？
応
用
仏
教
学
の
視
点
か
ら
﹂﹃
パ
ー
リ
学
仏
教
文
化
学
﹄
十
九
巻 

パ
ー
リ
学
仏
教
文

化
学
会 

二
〇
〇
五
年
十
二
月
二
〇
日 

・
戸
田
啓
一
﹁
医
療
安
全
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
重
要
性
～
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
エ
ラ
ー
を
防
ぐ
た
め
に
～
﹂

﹃
現
代
医
学
﹄
第
六
六
巻
一
号 

公
益
社
団
法
人
愛
知
県
医
師
会 

二
〇
一
八
年
六
月 

・
戸
塚
法
子
﹁
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
実
践
と
仏
教
⑴
﹂﹃
淑
徳
大
学
研
究
紀
要
．
総
合
福
祉
学
部
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
政
策
学

部
﹄
第
五
六
号 

二
〇
二
二
年
三
月
一
日 
二
四
七
頁—

二
六
一
頁 

・
沼
野
尚
美
﹁
ホ
ス
ピ
ス
チ
ャ
プ
レ
ン
の
役
割
と
心
得
﹂﹃
生
命
倫
理
﹄
十
四
巻
一
号 

日
本
生
命
倫
理
学
会 

二
〇
〇
四
年

九
月
十
七
日 

・
日
高
悠
登
﹁
狭
間
の
ケ
ア
提
供
者
：
チ
ャ
プ
レ
ン
と
ビ
ハ
ー
ラ
僧
の
存
在
に
着
目
し
て
﹂﹃
宗
教
と
社
会
貢
献
﹄
六
巻
一
号 

﹁
宗
教
と
社
会
貢
献
﹂
研
究
会 

二
〇
一
六
年
四
月 

・
森
田
敬
史
﹁
ビ
ハ
ー
ラ
僧
の
実
際
﹂﹃
人
間
福
祉
学
研
究
﹄
第
三
巻
第
一
号 

関
西
学
院
大
学
人
間
福
祉
学
部
研
究
会 

二

〇
一
〇
年
十
一
月
二
五
日 
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