
め
だ
け
の
医
学
研
究
で
は
な
く
、
診
療
の
過
程

で
具
体
的
に
は
、
癌
や
そ
の
他
の
い
ま
だ
に
、

未
解
決
の
難
治
疾
患
の
治
療
へ
の
解
明
に
あ
た

る
べ
き
が
、
医
学
研
究
の
本
来
の
姿
の
一
つ
で

あ
る
と
思
う
し
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
未
来
に
つ

な
ぐ
べ
く
、
次
代
の
者
へ
の
教
育
が
あ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
医
学
部
附
属
病
院
の
性
格

は
、
医
育
機
関
で
あ
る
と
同
時
に
、
高
度
の
最

尖
端
を
行
く
べ
き
医
学
研
究
の
場
で
も
あ
る
べ

き
で
あ
る
。

　
横
浜
市
が
大
学
医
学
部
を
所
有
し
て
い
る
と

い
う
の
な
ら
、
医
学
部
病
院
を
大
学
病
院
と
し

て
、
そ
の
性
格
を
明
確
に
規
定
す
べ
き
必
要
が

あ
る
と
思
う
。
そ
の
上
で
、
市
当
局
は
、
市
民

に
対
し
て
大
学
病
院
を
そ
の
性
格
に
適
応
し
た

内
容
に
整
備
す
る
義
務
も
生
じ
る
と
思
わ
れ

る
。
大
学
病
院
は
、
医
育
・
医
学
研
究
の
機
関

で
あ
る
。
教
育
・
研
究
に
た
ず
さ
わ
る
者
は
教

育
職
の
待
遇
で
よ
か
ろ
う
。
修
練
中
の
者
も
生

活
が
あ
る
の
だ
か
ら
助
手
に
準
じ
た
待
遇
に
す

べ
き
で
あ
る
。
同
じ
院
内
の
医
師
で
、
給
与
体

系
上
、
歴
然
た
る
格
差
が
あ
る
の
は
精
神
衛
生

医
療
の
現
場
か
ら
の
レ
ポ
ー
ト

そ
の
Ｉ
　
看
護
婦
と
病
院
の
医
療

は
じ
め
に

上
も
よ
く
な
い
。
〟
貧
し
き
を
憂
え
ず
均
し
か

ら
ざ
る
を
憂
う
″
と
も
あ
る
。
一
通
り
の
医
育

修
練
が
お
わ
り
医
務
吏
員
に
な
っ
た
も
の
は
、

衛
生
局
所
属
に
し
て
、
市
立
各
病
院
に
配
置

し
、
市
民
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
に
当
る
こ
れ
ら
の

病
院
も
拡
張
充
実
す
べ
き
で
あ
る
。
か
く
し
て

〟
三
分
間
診
療
″
〟
長
期
間
入
院
待
ち
″
等
の

苦
情
も
少
し
く
解
消
さ
れ
る
。
救
急
医
療
に
つ

い
て
は
、
大
学
病
院
で
は
救
急
医
療
講
座
を
持

ち
、
ス
タ
ッ
フ
を
そ
ろ
え
、
こ
れ
ら
市
民
病
院

に
設
け
ら
れ
た
救
急
医
療
部
を
担
当
す
る
医
師

中
川
久
美
子
〈
企
画
調
整
局
都
市
科
学
研
究
室
〉

の
レ
ポ
ー
ト
は
、
そ
の
聞
き
と
り
か
ら
構
成
し

た
も
の
で
あ
る
。

　
医
療
問
題
を
特
集
す
る
に
あ
た
っ
て
、
私
た

ち
は
、
医
師
や
看
護
婦
、
保
健
婦
な
ど
、
自
治

休
の
現
場
で
直
接
「
医
療
」
に
携
わ
っ
て
い
る

人
々
が
、
日
頃
、
市
民
と
接
触
す
る
場
面
で
ど

の
よ
う
な
悩
み
や
矛
盾
に
直
面
し
、
そ
れ
を
ど

の
よ
う
に
受
げ
と
め
、
解
決
し
よ
う
と
し
て
い

る
の
か
を
知
る
た
め
に
、
取
材
に
歩
い
た
。
こ

　
と
も
か
く
、
公
立
の
病
院
は
、
い
つ
で
も
か

な
り
混
雑
し
て
い
る
の
が
常
識
で
あ
る
。
市
立

の
市
民
病
院
で
も
、
外
来
患
者
の
数
は
、
一
日

数
百
人
に
の
ぼ
る
こ
と
が
あ
り
、
午
前
九
時
の

受
け
付
け
開
始
時
間
に
行
っ
て
も
、
病
院
を
出

る
の
が
午
後
に
な
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
。

忙
し
い
中
、
勤
め
を
休
ん
で
来
院
し
、
長
時
間

待
だ
さ
れ
た
上
、
医
師
の
親
切
な
説
明
も
受
け

ら
れ
ず
に
、
あ
る
い
ら
だ
ち
を
感
じ
な
が
ら
、

病
院
を
後
に
し
た
経
験
は
、
多
く
の
市
民
が
も

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
受
け
つ
け
て
い
る
病
院
側
で
も
、
一
日
に
来

院
す
る
数
百
人
の
患
者
を
さ
ば
く
た
め
に
忙
殺

の
医
育
に
あ
た
る
べ
き
で
あ
り
、
か
く
て
、
大

学
病
院
の
本
来
の
あ
る
べ
き
姿
に
適
応
し
た
内

容
に
な
れ
ば
、
そ
れ
に
応
じ
た
万
全
の
医
療
が

行
え
る
も
の
と
確
信
さ
れ
る
。

　
沢
潟
氏
は
医
の
学
・
術
・
道
と
い
う
。
現
在

の
わ
れ
わ
れ
の
水
準
で
は
、
ま
ず
″
術
〝
の
確

立
が
市
民
の
た
め
に
は
先
決
で
あ
ろ
う
。

　
神
奈
川
県
唯
一
の
公
立
大
学
医
学
部
の
使

命
、
哲
学
へ
向
け
て
の
医
学
、
道
徳
と
し
て
の

医
道
、
就
中
、
医
師
に
な
る
者
へ
の
資
質
の
問

題
等
、
稿
を
改
め
て
述
べ
た
い
。

さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
の
よ
う
だ
。
た
と
え

ば
、
市
民
病
院
に
勤
務
す
る
あ
る
内
科
の
医
師

が
一
日
に
診
る
平
均
の
外
来
患
者
数
は
約
四
○

人
。
月
曜
日
は
、
五
〇
人
か
ら
六
〇
人
に
も
の

ぼ
る
。
老
人
が
多
く
、
そ
し
て
、
当
然
の
こ
と

な
が
ら
具
合
の
悪
い
人
た
ち
で
あ
る
か
ら
、
服

の
着
脱
に
も
時
間
が
か
か
る
。
九
時
か
ら
診
察

を
始
め
て
、
終
了
す
る
の
は
午
後
の
四
時
～
五

時
に
な
る
こ
と
が
多
い
。
多
す
ぎ
る
患
者
と
病
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院
の
雑
音
の
中
で
は
聴
診
器
の
音
す
ら
よ
く
聞

き
と
れ
な
く
な
る
こ
と
も
時
と
し
て
あ
る
が
、

と
も
か
く
、
医
師
た
ち
は
、
い
か
に
重
い
病
気

を
見
落
さ
な
い
よ
う
に
す
る
か
に
最
大
限
の
注

意
を
傾
け
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。

　
外
来
の
患
者
が
、
病
院
の
施
設
や
人
員
に
対

し
て
多
す
ぎ
る
と
い
う
状
態
を
も
た
ら
し
て
い

る
原
因
は
い
く
つ
か
あ
ろ
う
。
都
市
周
辺
部
の

医
療
施
設
の
不
足
、
大
都
市
に
居
住
し
て
間
も

な
い
市
民
が
、
近
所
に
か
か
り
つ
け
の
医
者
を

も
ち
に
く
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
公
立
の

大
き
な
病
院
へ
の
信
頼
感
や
、
そ
こ
で
の
費
用

が
開
業
医
や
民
間
の
病
院
に
比
べ
て
安
い
と
い

う
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
あ
る
看
護
婦
さ
ん
は
、
こ
の
こ
と

は
「
個
人
衛
生
や
予
防
の
知
識
が
不
足
し
て
い

る
た
め
で
は
な
い
か
」
と
指
摘
す
る
。
昔
は
、

予
防
の
知
識
や
軽
い
病
気
の
手
当
な
ど
親
か
ら

体
験
的
に
受
け
つ
が
れ
て
い
た
が
、
最
近
の
核

家
族
化
の
中
で
こ
れ
が
伝
わ
ら
ず
、
し
か
も
、

マ
ス
コ
ミ
の
多
量
の
情
報
が
流
れ
て
い
る
の
に

身
に
つ
い
た
も
の
に
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
の

で
あ
る
。

　
ま
た
、
今
の
患
者
の
気
持
ち
と
し
て
、
薬
や

注
射
を
し
て
も
ら
わ
な
い
と
気
が
す
ま
な
い
、

治
療
の
効
果
が
な
い
と
思
い
こ
ん
で
い
る
人
が

多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
こ
の
注
射
や
薬

に
は
こ
の
よ
う
な
副
作
用
が
あ
り
ま
す
よ
」
と

い
っ
て
も
納
得
し
て
く
れ
る
患
者
は
少
な
い
。

納
得
し
て
も
ら
う
ま
で
の
手
間
を
考
え
。
る
と
、

苦
労
も
な
く
憎
ま
れ
る
こ
と
も
少
な
い
方
法
を

選
ぶ
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
の
こ

と
が
、
患
者
本
人
の
た
め
に
な
っ
て
い
る
の
か

ど
う
か
は
甚
し
く
疑
わ
し
い
。

　
さ
ら
に
、
ご
れ
を
、
病
院
の
経
営
面
か
ら
み

る
と
、
保
険
診
療
報
酬
の
額
を
具
体
的
に
決
め

て
い
る
〈
点
数
表
〉
の
中
味
の
矛
盾
に
、
大
き

く
左
右
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
薬
や
注
射
を

す
れ
ば
保
険
点
数
に
入
り
、
病
院
の
収
入
に
な

る
が
、
相
談
に
の
っ
た
だ
け
で
患
者
を
か
え
せ

ば
、
い
く
ら
親
切
に
患
者
の
訴
え
を
聞
き
、
指

導
を
し
て
も
、
そ
れ
は
、
点
数
表
の
上
で
評
価

さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
外
来
患

者
が
多
く
、
そ
し
て
薬
と
注
射
が
投
与
さ
れ
れ

ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
病
院
の
収
入
に
な
る
の
で
あ

る
。
素
人
の
患
者
に
と
っ
て
、
薬
の
治
療
的
な

効
果
と
副
作
用
と
の
づ
フ
ソ
ス
の
選
択
は
不
可

能
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
医
師
の
判
断
に

頼
る
以
外
に
な
い
と
い
う
悪
循
環
が
生
じ
る
。

　
ち
な
み
に
、
市
立
の
総
合
病
院
を
み
る
と
、

患
者
の
治
療
に
要
し
た
費
用
（
医
業
収
益
）
の

う
ち
薬
剤
費
の
占
め
る
割
合
は
三
〇
～
三
五
％

で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
薬
の
投
与
の
仕
方
で
あ
る
が
、
慢

性
疾
患
の
患
者
に
対
し
、
本
来
な
ら
三
日
間
ぐ

ら
い
の
単
位
で
与
え
る
べ
き
と
こ
ろ
を
、
十
倍

の
量
に
あ
た
る
四
週
間
分
を
一
回
で
出
す
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
混
雑
し
た
薬
局
で
は
、
薬
の

説
明
が
口
頭
で
で
き
な
く
な
り
、
印
刷
物
に
か

わ
る
。
注
意
書
き
を
細
か
く
読
む
人
は
良
い

が
、
年
寄
り
や
あ
わ
て
も
の
が
ど
ん
な
飲
み
方

を
し
て
い
る
か
ま
で
は
ゆ
き
届
か
な
い
。
「
も

し
、
薬
が
体
に
合
わ
な
い
時
は
、
電
話
を
く
だ

さ
い
」
と
い
う
の
が
せ
い
ぜ
い
で
あ
る
。

の
看
護
婦
さ
ん
は
、
病
院
の
収
益
を
二
の
次
に

し
た
予
防
の
知
識
こ
そ
が
、
も
っ
と
真
剣
に
Ｐ

Ｒ
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
い
た
い
の
で
あ
る
。

　
薬
の
飲
み
み
ち
を
確
認
で
き
な
い
上
に
、
さ

ら
に
、
気
が
か
り
な
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
一

人
の
患
者
―
―
老
人
に
多
い
の
だ
が
―
―
が
数

科
を
ま
わ
り
歩
く
場
合
も
あ
る
。
カ
ル
テ
は
各

科
に
ひ
と
つ
づ
つ
作
成
さ
れ
る
が
、
他
科
の
カ

ル
テ
を
医
師
た
ち
が
み
る
余
裕
が
な
い
。
幾
種

類
も
の
薬
が
重
な
っ
て
投
与
さ
れ
て
い
て
も
、

こ
れ
を
チ
エ
ッ
ク
す
る
場
所
は
ど
こ
に
も
な
い

の
で
あ
る
。
野
川
久
和
氏
が
「
老
人
の
医
療
ケ

ア
に
つ
い
て
の
試
考
」
で
指
摘
し
て
い
る
が

　
（
3
0
頁
）
、
老
人
の
病
気
の
う
ち
。
通
院
に
よ
っ

て
治
療
を
う
け
て
い
る
病
気
群
を
分
類
す
る
と

胃
炎
が
上
位
に
き
て
い
る
と
い
う
。
著
者
は
、

こ
れ
を
「
独
断
に
近
い
が
第
二
次
疾
病
と
呼
ん

だ
。
…
つ
ま
り
商
血
圧
や
動
脈
硬
化
を
な
お
す

た
め
に
医
師
を
訪
れ
、
薬
を
大
量
に
も
ら
い
、

薬
を
飲
ん
で
胃
を
痛
め
、
ま
た
、
そ
の
薬
を
飲

む
と
い
う
工
合
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。
薬

の
飲
み
み
ち
が
確
認
で
き
ず
、
し
か
も
重
複
し

た
薬
が
チ
エ
ッ
ク
で
き
な
い
と
な
れ
ば
、
複
合

的
な
病
気
を
も
っ
て
い
る
こ
と
の
多
い
老
人

に
、
薬
の
副
作
用
が
胃
炎
と
い
う
か
た
ち
で
あ

ら
わ
れ
て
も
不
思
議
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ

　
　
「
個
人
衛
生
や
予
防
医
学
へ
の
認
識
が
不
足

し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
こ

　
こ
の
市
立
病
院
の
あ
る
病
棟
は
五
三
床
。
モ

こ
に
、
二
三
人
の
看
護
婦
が
働
い
て
い
る
。
勤

務
体
制
は
一
日
三
交
代
制
で
、
朝
八
時
～
午
後

四
時
が
日
勤
、
午
後
四
時
～
午
前
○
時
、
午
前

○
時
～
八
時
ま
で
を
夜
勤
と
呼
ぶ
。
夜
勤
は
。

一
病
棟
に
二
人
で
、
一
人
の
看
護
婦
の
夜
勤
の

回
数
は
、
月
八
日
以
内
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る

二
・
八
制
が
と
ら
れ
て
い
る
。
民
間
の
医
療
施

設
に
比
べ
る
と
、
確
か
に
、
こ
の
人
事
院
勧
告

の
基
準
が
守
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
（
昭
和
四

十
八
年
の
日
本
看
護
協
会
の
調
査
に
よ
る
と
、

月
平
均
夜
勤
回
数
は
九
・
二
回
）
、
二
人
だ
け

で
五
三
人
の
患
者
を
見
守
る
こ
と
は
容
易
で
は

な
い
と
い
う
。
一
人
で
も
重
態
の
患
者
が
出
た

り
、
あ
る
い
は
急
患
が
運
び
こ
ま
れ
た
り
す
れ

ば
、
そ
こ
に
つ
き
き
り
と
な
り
、
他
の
患
者
に

手
は
回
わ
ら
な
い
。
病
室
が
離
れ
て
い
た
り
、

同
じ
フ
ロ
ア
ー
に
な
か
っ
た
り
、
建
物
の
小
さ

な
設
計
の
ミ
ス
が
大
き
な
負
担
と
な
る
。
良
心

的
に
仕
事
を
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
手

は
足
り
ず
、
せ
め
て
「
三
人
夜
勤
を
し
た
い
」

と
あ
る
婦
長
さ
ん
は
語
っ
て
い
た
。
余
裕
が
な

け
れ
ば
、
患
者
に
語
り
か
け
る
言
葉
も
「
何
か

お
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
か
ら
「
お
変
わ
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り
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
一
に
か
お
る
と
い
う
。
二

・
八
制
が
守
ら
れ
て
い
る
か
ら
看
護
婦
は
足
り

て
い
る
と
い
う
机
上
の
計
算
に
頼
ら
ず
に
、
と

も
か
く
現
場
を
み
て
、
夜
勤
の
中
味
を
知
っ
て

ほ
し
い
、
と
い
う
希
望
が
多
い
よ
う
だ
。

　
看
護
婦
の
離
職
率
は
高
い
。
こ
の
市
民
病
院

で
は
五
十
年
度
に
全
休
の
看
護
婦
の
約
二
割
が

や
め
て
い
っ
た
。
そ
の
多
く
は
、
二
十
代
の
若

い
人
た
ち
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
病
院
に
勤

め
て
い
る
看
護
婦
の
年
齢
構
成
は
、
補
充
さ
れ

た
若
年
層
と
一
生
独
身
で
通
し
て
き
た
高
齢
の

人
た
ち
が
多
く
な
り
、
中
堅
の
看
護
婦
数
が
極

端
に
少
な
く
な
っ
て
い
る
（
7
6
頁
図
３
参
照
）
。

看
護
と
い
う
仕
事
は
、
長
年
の
経
験
の
積
み
重

ね
が
大
き
く
も
の
を
い
う
。
患
者
を
安
心
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
の
も
経
験
の
力
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
中
堅
の
看
護
婦
の
不
足
に
よ
り
、

た
と
え
ば
、
若
い
人
た
ち
に
看
護
の
経
験
が
伝

お
り
に
く
く
、
ま
た
二
人
夜
勤
の
時
に
、
ベ
テ

ラ
ン
と
若
干
の
組
み
合
わ
せ
が
不
可
能
に
な
る

と
い
う
問
題
が
お
こ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
若
い
人
だ
も
の
離
職
は
、
女
性
の
結

婚
、
出
産
、
育
児
と
い
う
時
期
に
重
な
っ
て
お

り
、
き
び
し
い
労
働
条
件
の
中
で
、
結
婚
生
活

と
の
両
立
が
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
な
っ
て
く
る

た
め
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
壁
を
の
り
こ
え

て
働
き
続
け
て
き
た
あ
る
中
年
の
看
護
婦
さ
ん

は
、
「
昔
と
比
べ
て
、
値
か
に
夜
勤
の
回
数
も

減
り
、
労
働
条
件
も
改
善
さ
れ
た
が
、
保
育
所

数
の
少
な
さ
や
保
頁
侑
に
あ
ず
け
る
時
間
帯
の

問
題
な
ど
か
ら
制
約
を
う
け
、
や
め
て
ゆ
く
人

た
ち
が
後
を
た
た
な
い
」
と
語
っ
て
い
た
。

　
ま
た
、
若
い
看
護
婦
た
ち
が
離
職
し
て
い
く

も
う
一
つ
の
理
由
と
し
て
、
勤
め
て
一
、
二
年

の
う
ち
に
、
当
初
、
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
仕
事

の
中
味
と
現
実
の
仕
事
が
あ
ま
り
に
ち
が
う
た

い
う
。
看
護
と
い
う
生
身
の
人
間
を
相
手
に
し

た
仕
事
の
喜
び
が
一
方
で
看
護
婦
た
ち
を
支
え

な
が
ら
も
、
病
院
内
の
雑
事
に
追
わ
れ
て
、
十

分
に
納
得
の
ゆ
く
看
護
が
で
き
な
い
と
い
う
不

満
が
多
く
の
看
護
婦
た
ち
に
あ
る
よ
う
だ
。

め
魅
力
を
な
く
し
て
や
め
て
い
く
人
も
多
い
人

い
う
。
そ
し
て
こ
の
人
た
ち
は
、
給
料
が
高
く

勉
強
も
し
や
す
い
と
こ
ろ
へ
流
れ
て
い
く
の
で

あ
る
。

　
看
護
婦
の
行
っ
て
い
る
仕
事
の
範
囲
は
か
な

り
広
い
。
患
者
の
洗
顔
、
食
事
を
運
び
食
べ
さ

せ
る
こ
と
、
排
尿
、
排
便
、
衣
服
の
着
が
え
な

ど
日
常
生
活
の
諸
動
作
の
援
助
、
医
師
の
指
示

に
従
っ
て
の
注
射
や
処
置
、
体
温
や
血
圧
の
測

定
、
検
査
結
果
の
収
集
、
患
者
に
頼
ま
れ
た
手

紙
の
投
函
や
食
べ
た
い
も
の
を
売
店
ま
で
買
い

に
行
く
こ
と
な
ど
病
院
内
の
連
絡
役
ま
で
ひ
き

受
け
て
い
る
。
一
人
の
患
者
の
べ
ッ
ド
サ
イ
ド

に
い
る
時
間
は
な
か
な
か
と
れ
な
い
。

　
東
京
都
が
昭
和
四
十
八
年
に
行
な
っ
た
「
看

護
職
員
の
退
職
理
由
調
査
」
に
よ
る
と
、
「
職

場
に
何
ら
か
の
不
満
が
あ
っ
た
人
」
は
七
六
％

に
も
及
び
、
不
満
の
原
因
で
は
、
「
忙
し
い
た

め
、
患
者
さ
ん
の
面
倒
を
十
分
に
み
ら
れ
な
い

こ
と
が
多
く
、
毎
日
心
残
り
だ
っ
た
」
が
上
位

に
き
て
い
る
。

　
看
護
婦
の
仕
事
の
張
り
合
い
は
「
病
気
と
い

う
最
も
人
が
苦
し
く
、
寂
し
い
思
い
を
し
て
い

る
と
こ
ろ
に
手
助
け
で
き
る
喜
び
」
で
あ
る
と

　
こ
の
病
院
の
一
病
棟
に
は
、
五
三
人
の
患
者

が
入
院
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
四
割
に
あ
た

る
二
〇
人
が
六
〇
歳
以
上
で
、
七
〇
歳
以
上
は

七
人
い
る
。
外
来
と
同
じ
く
、
病
棟
に
も
高
齢

化
社
会
は
押
し
寄
せ
て
い
る
。
病
気
は
、
脳
溢

血
、
脳
卒
中
や
肝
臓
病
、
糖
尿
病
な
ど
の
慢
性

疾
患
が
多
い
。
体
に
麻
庫
が
残
っ
て
し
ま
っ
た

老
人
と
家
に
ひ
き
と
り
た
が
ら
な
い
家
族
と
の

関
係
や
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
曰
ソ
施
設
の
不
足
な

ど
の
た
め
、
患
者
の
入
院
期
開
か
長
期
に
わ
た

る
こ
と
も
多
い
。
横
浜
市
の
人
口
に
対
し
て
ペ

ッ
ト
数
の
絶
対
量
が
不
足
し
て
い
る
中
で
〈
5
4

頁
図
１
の
３
参
照
〉
、
こ
の
ペ
ッ
ト
の
回
転
の

悪
さ
は
、
長
期
入
院
待
ち
の
患
者
を
う
み
出
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
時
に
は
、
入
院
待
ち
の
患

者
の
容
態
が
急
変
す
る
こ
と
も
あ
る
し
、
入
院

患
者
に
、
少
し
早
め
だ
が
退
院
し
て
も
ら
う
な

ど
の
事
態
も
で
て
く
る
。

　
病
棟
勤
務
の
あ
る
看
護
婦
さ
ん
は
「
た
と
え

寝
た
き
り
で
あ
っ
て
も
家
族
と
と
も
に
暮
ら
す

こ
と
は
老
人
に
と
っ
て
幸
福
な
の
で
は
」
、
と

感
じ
る
。
し
か
し
、
家
族
に
老
人
を
ひ
き
と
る

だ
け
の
余
裕
が
な
い
場
合
も
多
い
。
一
般
的
に

家
計
に
余
裕
の
な
い
ほ
ど
そ
の
傾
向
は
強
ま
る

と
い
う
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
Ｅ
ソ
施
設
と
の
連
け
い
や
地
域
で
の
在
宅

対
策
な
ど
の
必
要
性
も
で
て
く
る
。
そ
の
意
味

で
地
域
の
保
健
所
や
保
健
婦
さ
ん
の
役
割
に
期

待
す
る
と
こ
ろ
は
大
き
い
。
し
か
し
、
少
数
の

例
を
除
い
て
病
院
の
看
護
婦
が
地
域
の
保
健
婦

さ
ん
と
直
接
連
絡
を
と
る
こ
と
は
、
ま
だ
ご
く

ま
れ
で
あ
る
。

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
外
来
の
診
察
や
検

査
で
多
く
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
失
っ
て
し
ま
う
と

い
う
あ
る
内
科
の
医
師
は
、
こ
の
よ
う
な
状
態

で
、
病
院
の
機
能
が
十
分
に
働
い
て
い
る
と
い

え
る
だ
ろ
う
か
、
と
疑
問
を
な
げ
か
け
て
い

る
。
外
来
患
者
の
量
を
さ
ば
く
た
め
の
医
者
の

技
術
ば
か
り
が
上
達
し
、
病
院
に
勤
務
し
て
い

る
医
者
の
本
来
の
力
が
発
揮
し
に
く
い
と
い
う

の
で
あ
る
。
病
院
（
ｈ
ｏ
ｓ
ｐ
ｉ
ｔ
ａ
ｌ
）
と
は
、
そ
の

語
源
か
ら
み
る
と
、
本
来
は
入
院
と
い
う
意
味

で
あ
る
。
入
院
を
必
要
と
す
る
市
民
の
た
め

に
、
も
う
少
し
比
重
が
か
け
ら
れ
る
こ
と
、
そ

し
て
、
そ
こ
に
働
く
医
師
に
と
っ
て
は
、
「
日

進
月
歩
す
る
医
学
に
お
い
つ
く
た
め
の
勉
強
を

す
る
時
間
や
若
い
医
師
の
教
育
に
あ
て
る
時

間
、
そ
し
て
何
よ
り
も
、
今
、
社
会
に
と
っ
て

何
か
必
要
か
と
い
う
い
わ
ば
医
療
の
社
会
的
責

任
に
目
を
向
け
ら
れ
る
だ
け
の
余
力
が
ほ
し

い
」
と
語
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
医
師
や

看
護
婦
た
ち
の
「
市
立
病
院
の
役
割
を
明
確
に
、
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す
べ
き
だ
」
と
い
う
意
見
は
、
民
間
の
医
療
機

関
と
の
ス
ム
ー
ズ
な
連
携
の
上
に
の
み
成
り
立

つ
の
で
あ
ろ
う
遠
い
道
の
り
で
あ
る
よ
う
だ
。

　
現
在
、
疾
病
の
予
防
か
ら
治
療
、
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
と
い
う
一
連

の
医
療
の
あ
り
方
が
、
考
え
方
と
し
て
提
出
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
発
足
し
た
市
立

の
老
人
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
専
門
の
友
愛
病

院
は
、
三
年
目
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ

の
病
院
は
脳
卒
中
や
脳
血
栓
の
た
め
麻
庫
し
た

機
能
を
回
復
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
施

設
、
つ
ま
り
、
病
院
か
ら
家
庭
、
社
会
を
つ
な

ぐ
中
間
施
設
で
あ
る
。
一
病
棟
は
三
二
床
で
、

そ
こ
に
一
入
名
の
看
護
婦
さ
ん
が
勤
務
し
て
い

る
。
こ
こ
で
は
、
治
療
よ
り
も
看
護
の
仕
事
が

大
切
に
な
っ
て
く
る
。
病
人
の
回
復
へ
の
意
欲

を
お
こ
し
、
日
常
の
諸
動
作
（
歯
を
磨
い
た

り
、
食
事
を
し
た
り
、
着
物
を
着
た
り
脱
い
だ

り
、
靴
を
は
く
な
ど
）
を
自
立
的
に
行
な
う
訓

練
を
す
る
。
時
に
は
、
一
人
の
患
者
の
べ
ッ
ド

サ
イ
ド
に
半
日
つ
き
き
り
に
な
る
こ
と
も
あ

る
。
一
人
の
患
者
の
麻
庫
の
状
態
に
合
わ
せ
て

ど
ん
な
動
作
の
訓
練
が
回
復
に
役
立
つ
か
を
考

え
出
し
実
行
に
移
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
何

と
い
っ
て
も
回
復
に
一
番
大
き
く
影
響
す
る
の

は
い
患
者
本
人
の
意
欲
と
家
族
と
の
関
係
で
あ

る
と
い
う
。
家
族
の
患
者
に
対
す
る
関
係
が
過

保
護
に
な
り
す
ぎ
な
い
よ
う
に
、
あ
る
い
は
冷

た
患
者
の
家
を
訪
問
し
て
く
れ
る
よ
う
に
と
、

そ
の
地
域
の
保
健
婦
に
電
話
を
し
た
り
手
紙
を

書
い
た
り
し
て
い
る
。
ゆ
く
ゆ
く
は
退
院
通
知

と
い
う
連
絡
の
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
っ
て
ゆ
き
た

い
と
語
っ
て
い
た
。

淡
に
な
り
す
ぎ
な
い
よ
う
に
、
看
護
婦
は
家
族

と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
っ
て
ゆ
く
。

家
族
の
と
こ
ろ
へ
帰
る
こ
と
の
で
き
る
老
人

お
わ
り
に

は
、
や
は
り
幸
わ
せ
だ
と
、
こ
こ
の
看
護
婦
た

ち
も
思
う
が
、
し
か
し
、
家
族
の
と
こ
ろ
へ
戻

っ
た
か
ら
と
い
っ
て
安
心
は
で
き
な
い
。
何
力

月
も
か
け
て
回
復
し
た
麻
庫
が
、
家
族
の
無
理

解
や
余
裕
の
な
さ
（
「
寝
て
い
て
く
れ
た
方
が

家
族
に
と
っ
て
楽
」
と
い
う
気
持
ち
が
、
実
は

老
人
を
早
く
寝
た
き
り
に
し
て
し
ま
う
大
き
な

要
因
に
な
る
こ
と
が
多
い
）
の
た
め
、
再
び
元

の
状
態
に
戻
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る

の
だ
。
責
任
あ
る
退
院
後
の
ケ
ア
ー
を
す
る
た

め
に
は
、
地
域
の
保
健
婦
だ
ち
と
連
絡
を
と
る

こ
と
が
ぜ
ひ
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
あ
る
看
護

婦
さ
ん
は
、
個
人
的
な
作
業
と
し
て
、
退
院
し

　
市
民
病
院
に
一
七
年
間
も
勤
務
し
続
け
て
き

た
、
あ
る
婦
長
さ
ん
は
、
病
院
内
の
一
番
深
刻

で
、
し
か
も
日
常
的
な
問
題
と
し
て
、
病
院
内

の
連
絡
の
悪
さ
を
あ
げ
て
い
る
。
人
事
や
会
計

を
扱
っ
て
い
る
事
務
部
門
と
そ
の
他
の
診
療
部

門
、
医
療
関
係
部
門
と
の
間
に
シ
ス
テ
ム
が
ど

う
し
て
も
ひ
け
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

医
療
器
具
ひ
と
つ
買
う
に
し
て
も
、
そ
の
入
札

に
立
ち
会
う
制
度
が
な
い
た
め
、
品
物
が
間
違

っ
て
買
わ
れ
る
こ
と
が
よ
く
お
こ
る
。
ま
だ
病

院
の
規
模
が
小
さ
い
う
ち
は
、
個
人
的
な
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
通
じ
て
い
た
事
柄
が
、
大

き
く
な
る
と
そ
う
は
い
か
な
い
。
そ
れ
は
、
主

と
し
て
、
事
務
部
門
が
衛
生
局
の
単
な
る
出
先

そ
の
二
　
住
民
と
保
健
婦

一

保
健
婦
か
ら
聞
い
た
話
で
あ
る
が
、

　
「
昭
和
三
十
年
頃
に
就
職
し
た
当
時
は
、
ま
だ

横
浜
市
南
部
の
海
の
そ
ば
の
Ｋ
保
健
所
の
Ｋ
　
　
ま
だ
ね
た
き
り
の
結
核
患
者
が
多
く
、
保
健
婦

が
家
庭
訪
問
す
る
と
近
所
に
結
核
患
者
が
い
る

の
が
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
門
口
で
区

役
所
の
者
で
す
と
い
っ
た
り
し
た
。
今
で
は
不

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
た
め
に
、
そ
こ
の
職
員
が

二
・
三
年
で
交
代
し
て
し
ま
う
こ
と
に
あ
る
と

い
う
（
婦
長
さ
ん
が
一
七
年
間
勤
務
し
て
い
る

間
に
係
長
は
七
～
八
人
が
交
代
し
た
）
。
事
務

職
の
側
か
ら
す
れ
ば
病
院
と
い
う
特
殊
な
職
場

で
仕
事
を
す
る
に
し
て
は
、
あ
ま
り
に
医
療
に

つ
い
て
は
素
人
で
あ
り
、
一
か
ら
勉
強
を
始
め

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
や
っ
と
現
場
の

状
況
が
の
み
こ
め
た
こ
ろ
に
ま
た
配
転
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
専
門
職
と
し
て
腰
を
す
え
て
仕

事
を
し
て
い
る
医
師
や
看
護
婦
に
と
っ
て
は
、

現
状
を
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
、
ま
た
一
か

ら
や
り
直
し
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
病
院
の

経
営
上
も
人
事
面
で
も
衛
生
局
自
休
が
素
人
、

病
院
を
担
当
す
る
専
門
の
事
務
職
員
を
養
成
す

る
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
」
と
語
っ
て
い
た
。

病
院
内
の
日
常
的
な
仕
事
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
な

う
た
め
に
は
、
と
も
か
く
も
現
場
を
向
い
た
事

務
部
門
の
姿
勢
が
何
よ
り
も
ほ
し
い
と
、
長
年

の
努
力
を
積
み
重
ね
て
、
し
か
も
実
る
こ
と
の

な
か
っ
た
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
作
り
の
問
題
を
語

っ
て
い
た
。

治
の
病
と
い
わ
れ
た
結
核
は
、
医
療
技
術
の
進

歩
と
患
者
の
管
理
制
度
と
が
組
み
合
さ
れ
て
大

幅
に
減
っ
て
い
る
。
最
近
で
は
、
保
険
外
務
員
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