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は
じ
め
に

　

終
末
ケ
ア
に
お
け
る
課
題
の
多
く
は
、
種
々
の
医
学
的
治
療
法
は

も
と
よ
り
、
人
間
関
係
の
構
築
手
段
や
対
応
方
法
な
ど
も
含
め
て
技

術
的
課
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な

技
術
論
的
対
処
法
が
今
日
的
傾
向
で
あ
る
と
い
う
べ
き
な
の
だ
ろ
う

か
。
し
か
し
、
宗
教
や
哲
学
の
観
点
か
ら
の
関
与
可
能
性
は
軽
視
さ

れ
て
は
な
ら
な
い
し
、
そ
の
必
要
性
が
益
々
期
待
さ
れ
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
の
が
筆
者
の
予
測
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
人
生
の
終
末

に
お
い
て
自
分
が
何
を
思
い
か
つ
如
何
に
振
舞
う
べ
き
か
を
考
え
な

い
人
間
は
、
そ
れ
ら
の
こ
と
を
す
で
に
充
分
に
考
え
ぬ
い
て
い
て
、

後
は
予
定
通
り
に
計
画
を
実
行
す
る
ば
か
り
と
い
っ
た
用
意
周
到
な

人
物
か
、
あ
る
い
は
予
め
考
え
る
こ
と
を
放
棄
し
よ
う
と
意
志
決
定

し
て
い
る
人
々
な
ど
を
除
け
ば
ご
く
稀
で
あ
っ
て
、
多
く
の
普
通
の

人
び
と
は
、
私
自
身
も
含
め
て
、
そ
の
時
が
相
当
に
近
づ
い
て
か
ら

狼
狽
し
な
が
ら
そ
う
い
う
根
源
的
問
い
を
思
い
出
す
の
で
あ
る
が
、

自
分
自
身
に
そ
れ
ら
へ
の
納
得
の
い
く
回
答
が
準
備
さ
れ
て
い
な
い

限
り
、
他
者
の
生
き
方
や
歴
史
上
に
残
さ
れ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
人

生
訓
な
ど
と
い
っ
た
も
の
に
回
答
の
手
掛
か
り
を
求
め
た
り
す
る
と

考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

本
論
で
は
特
定
の
宗
教
の
教
義
や
教
祖
と
言
わ
れ
る
人
物
の
言
葉

か
ら
終
末
期
の
ケ
ア
へ
の
助
言
を
見
つ
け
出
す
よ
う
な
試
み
は
行
わ

な
い
。
し
か
し
、
思
惟
す
る
も
の
と
し
て
の
人
間
が
最
後
の
時
間
を

ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
生
き
た
ら
よ
い
の
か
と
い
う
課
題
に
つ
い

終
末
期
の
生
き
方

│
│
宗
教
・
哲
学
か
ら
の
発
言
│
│

岡　
　

島　
　

秀　
　

隆
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て
、
幾
許
か
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
想
わ
れ
る

思
想
家
の
考
え
を
紹
介
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
は
や
が
て
自

分
に
も
必
ず
訪
れ
る
で
あ
ろ
う
終
末
を
人
生
の
中
の
ド
リ
ー
ム
タ
イ

ム
に
す
る
た
め
に
、
今
か
ら
考
え
て
お
い
て
も
い
い
の
で
は
な
い

か
、
む
し
ろ
今
だ
か
ら
考
え
て
お
く
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う

個
人
的
で
漠
然
と
し
た
動
機
に
も
少
し
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
議
論
を
す
る
場
合
、
と
も
す
る
と
結
論

を
急
ぎ
過
ぎ
る
こ
と
が
あ
る
。
確
か
に
終
末
期
の
自
分
を
想
像
し
て

み
る
と
、
一
時
一
時
が
遥
か
に
貴
重
な
も
の
と
感
じ
ら
れ
、
わ
ず
か

で
も
無
駄
に
で
き
な
い
と
思
え
る
だ
ろ
う
か
ら
、
気
が
は
や
る
の
も

止
む
を
得
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
今
は
じ
っ
く
り
と
考
え
る
時

間
が
あ
る
の
だ
か
ら
着
実
に
議
論
を
重
ね
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
だ

が
、
こ
の
現
時
点
で
も
わ
れ
わ
れ
は
議
論
に
お
い
て
誤
る
恐
れ
が
あ

る
。
と
い
う
の
も
、
我
々
は
議
論
の
中
で
相
手
よ
り
も
優
れ
た
意
見

を
述
べ
て
相
手
を
打
ち
負
か
し
た
い
と
か
凌
駕
し
た
い
と
思
う
傾
向

も
し
く
は
本
能
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
で
き
な
い
場
合
に
は
恥
の

気
持
ち
や
劣
等
感
に
陥
る
こ
と
が
あ
る
が
、
議
論
本
来
の
あ
り
方
を

考
え
て
み
る
と
、
む
し
ろ
議
論
が
よ
い
方
向
に
絶
え
ず
進
展
し
て
ゆ

く
こ
と
や
、
そ
れ
が
よ
い
展
開
か
ど
う
か
は
判
断
が
難
し
い
と
し
て

も
、
何
ら
か
の
新
し
い
変
化
が
継
続
し
て
い
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
る

よ
う
な
状
態
こ
そ
望
ま
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
相
手

に
良
い
結
論
を
早
急
に
求
め
た
り
、
自
分
に
そ
う
し
た
結
論
を
期
待

し
す
ぎ
た
り
す
る
と
浅
薄
な
議
論
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
議
論
が
未

だ
過
程
に
あ
っ
て
自
分
に
暫
定
的
な
結
論
し
か
用
意
で
き
て
い
な
い

と
し
て
も
、
ま
た
は
そ
れ
さ
え
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
と
し
て
も
何

ら
恥
と
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
そ
の
こ
と
を
堂
々
と
公
言

し
て
こ
れ
か
ら
の
議
論
の
経
緯
に
期
待
す
る
よ
う
な
態
度
が
な
け
れ

ば
、
建
設
的
な
良
い
議
論
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
本
論
の
考
察

も
ま
た
決
定
的
結
論
で
は
な
い
。
む
し
ろ
議
論
の
導
入
部
の
問
題
提

起
で
あ
る
。
終
末
の
迎
え
方
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
そ
の
迎
え
方

に
つ
い
て
の
議
論
も
そ
の
過
程
に
あ
る
の
が
実
状
で
あ
る
。

一
　
宗
教
・
哲
学
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
を
持
て
る
の
か

　

宗
教
が
終
末
期
の
人
間
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
れ
る
か
を
考
え
て
み

る
に
、
欧
米
で
は
既
に
宗
教
家
・
聖
職
者
が
終
末
・
緩
和
ケ
ア
の
現

場
に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
る
と
聞
か
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ

る
。
だ
が
、
社
会
に
お
け
る
宗
教
的
影
響
の
度
合
や
位
置
づ
け
は
文
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化
的
地
域
的
伝
統
な
ど
の
相
違
に
よ
っ
て
多
様
性
が
見
ら
れ
る
の

で
、
一
概
に
欧
米
型
の
モ
デ
ル
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

近
年
の
日
本
社
会
と
日
本
人
の
意
識
傾
向
を
み
て
い
る
と
、
い
ろ
い

ろ
な
意
味
で
「
宗
教
離
れ
」
と
い
う
用
語
が
当
て
は
ま
る
と
こ
ろ
が

あ
り
、
宗
教
が
医
療
の
現
場
に
違
和
感
な
く
関
与
し
て
い
く
こ
と
に

は
宗
教
側
に
も
患
者
や
医
療
従
事
者
の
側
に
も
、
そ
し
て
社
会
全
般

に
も
い
ま
だ
大
き
な
抵
抗
が
あ
る
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
そ
う
し
た
制
度
的
慣
習
的
問
題
と
は
別
に
、
人
間
的
情

愛
（
温
か
み
）
や
人
間
的
意
志
力
、
人
間
的
信
頼
感
を
感
じ
さ
せ
る

宗
教
的
人
格
が
日
常
生
活
の
種
々
の
場
面
で
精
神
的
支
え
に
な
る
こ

と
は
あ
り
え
る
し
、
む
し
ろ
待
望
さ
れ
る
側
面
も
あ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
宗
教
や
宗
教
関
係
者
に
関
す
る
負
の
イ
メ
ー
ジ
は
多
く
の

現
代
人
の
深
層
心
理
に
強
く
刻
印
さ
れ
て
お
り
、
完
全
に
そ
れ
を
払

拭
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
終
末
ケ
ア
の
時
期
に
お
い
て
も
本
物

の
人
格
者
と
の
接
触
は
患
者
に
好
ま
し
い
感
化
を
与
え
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら
は
ま
た
、
医
療
従
事
者
と
は
全
く
異
質

な
視
点
を
持
つ
者
と
し
て
、
患
者
の
立
場
に
寄
り
添
い
、
時
に
は
医

療
関
係
者
と
対
決
し
な
が
ら
、
終
末
ケ
ア
と
い
う
場
に
新
鮮
さ
や
真

摯
な
雰
囲
気
を
醸
成
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま

た
、
人
生
の
終
末
に
立
ち
会
う
者
と
し
て
、
患
者
お
よ
び
そ
う
し
た

場
に
関
与
す
る
全
て
の
人
々
と
共
に
人
生
の
深
み
や
妙
味
を
創
生
す

る
役
割
を
担
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

だ
が
、
一
般
に
著
名
な
宗
教
者
や
哲
学
者
は
そ
の
言
動
に
お
い
て

比
類
が
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
孤
高
性
や
独
自
性
が
そ
の
人
格
へ
の

崇
敬
さ
ら
に
信
仰
を
成
立
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
う
す
る

と
、
そ
の
行
い
は
わ
れ
わ
れ
一
般
の
人
間
が
見
習
う
こ
と
の
で
き
る

実
践
可
能
な
指
標
と
な
り
え
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
て

く
る
。
彼
ら
が
過
去
の
存
在
で
あ
ろ
う
と
現
在
の
カ
リ
ス
マ
的
人
物

で
あ
ろ
う
と
、
い
わ
ば
近
づ
き
難
い
雰
囲
気
が
そ
こ
に
現
わ
れ
た

時
、
そ
れ
が
大
き
な
壁
に
な
っ
て
働
く
こ
と
が
な
い
と
は
言
え
な

い
。
さ
ま
ざ
ま
の
意
味
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
ケ
ア
の
現
場
の

生
命
線
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
宗
教
的
人
格
の
関
わ
り
も
そ
う

し
た
接
点
を
保
持
で
き
る
こ
と
が
重
要
な
条
件
と
な
る
の
で
あ
ろ

う
。

　

宗
教
的
人
格
の
関
与
の
他
に
、
宗
教
的
倫
理
観
や
価
値
観
の
終
末

ケ
ア
へ
の
影
響
も
重
要
で
あ
る
。
医
療
従
事
者
の
行
動
理
念
や
患
者

の
生
き
方
の
指
針
と
し
て
、
そ
れ
ら
は
積
極
的
な
役
割
を
果
た
す
可

能
性
を
持
っ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
的
愛
の
精
神
と
同
様
、
仏
教
に
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お
け
る
慈
悲
の
教
え
や
利
他
の
精
神
（
思
い
や
り
）
は
医
療
従
事
者

の
患
者
に
対
す
る
基
本
的
態
度
を
示
す
も
の
と
し
て
有
効
で
あ
ろ
う

し
、
こ
の
「
誰
か
の
た
め
に
生
き
る
と
い
う
生
き
方
」
は
患
者
の
終

末
期
の
生
き
方
の
モ
デ
ル
と
し
て
も
大
切
な
示
唆
を
含
ん
で
い
る
。

他
に
も
仏
教
の
教
え
の
中
に
は
「
あ
り
の
ま
ま
に
自
然
に
生
き
る
と

い
う
こ
と
」「
潔
く
生
き
る
と
い
う
こ
と
」「
今
を
生
き
る
と
い
う
こ

と
」「
拘
り
を
捨
て
て
生
き
切
る
と
い
う
こ
と
」
な
ど
に
繋
が
る
箴

言
が
無
数
に
存
在
し
、
患
者
を
勇
気
付
け
導
い
て
く
れ
る
潜
勢
力
を

秘
め
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、「
生
き
方
」
と
い
う
言
葉
は
広
い
意
味
内
容
を
想
起

さ
せ
る
曖
昧
さ
を
含
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
生
活
の
中

で
閉
塞
し
た
感
覚
を
抱
い
た
と
き
に
は
実
に
魅
力
的
な
魔
法
の
呪
文

の
よ
う
に
聞
こ
え
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
が
生
き
死
に

を
真
剣
に
考
え
な
け
れ
ば
い
ら
れ
な
い
状
況
に
立
ち
至
っ
た
と
き

も
、
こ
の
言
葉
は
何
か
重
要
な
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
一
歩
近
づ
き
口
ず
さ
む
ご
と
に
、

そ
の
曖
昧
模
糊
と
し
た
様
態
も
露
わ
に
な
っ
て
き
て
し
ま
う
。
と
は

い
え
、
わ
れ
わ
れ
が
生
き
方
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
こ
ん
な
自
問
を

し
て
み
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
「
わ
れ
わ
れ
は
全
て
の
人
々
に
賞
賛

さ
れ
る
生
き
方
を
目
指
す
べ
き
か
、
誰
に
も
非
難
さ
れ
な
い
生
き
方

を
求
め
る
べ
き
な
の
か
？
」
と
。
前
者
の
実
例
は
過
去
の
聖
者
た
ち

や
偉
人
た
ち
の
生
涯
に
見
る
事
が
で
き
る
が
、
そ
れ
ら
の
偉
大
な

人
々
が
、
初
め
か
ら
そ
う
い
う
目
標
を
掲
げ
て
人
生
を
送
っ
た
か
は

わ
か
ら
な
い
。
む
し
ろ
そ
こ
に
は
大
き
な
人
生
の
転
換
点
が
あ
っ
て

の
こ
と
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
方
が
自
然
な
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
一
方
、
後
者
は
「
人
様
に
後
ろ
指
を
刺
さ
れ
な
い
よ
う
に
」
な

ど
と
、
世
間
体
を
気
に
か
け
る
と
い
っ
た
形
で
、
い
わ
ば
社
会
倫

理
・
社
会
道
徳
の
よ
う
な
形
式
と
結
び
つ
き
な
が
ら
社
会
と
い
う
共

同
生
活
に
必
要
な
暗
黙
の
契
約
と
し
て
語
り
継
が
れ
て
き
た
感
が
あ

る
。
た
だ
、
そ
れ
を
実
行
に
移
す
と
な
る
と
、
両
者
と
も
ひ
ど
く
堅

苦
し
く
困
難
な
道
で
あ
る
。
こ
う
し
た
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
て
み

る
こ
と
は
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
終
末
を
生
き
る
人
々
に
は
重
す
ぎ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
終
末
期
の
人
々
は
頻
繁
に
そ
れ
ま
で
の
人
生
を

振
り
返
る
機
会
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
う
し
た
と
き
の
生
き
方
論
議

が
少
な
か
ら
ぬ
後
悔
や
自
責
の
念
を
患
者
に
与
え
る
と
す
る
な
ら

ば
、
果
た
し
て
そ
れ
は
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た

「
生
き
方
論
」
の
示
す
人
間
像
が
理
想
主
義
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ

ど
、
そ
の
実
現
は
時
間
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
終
末
期
の
人
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び
と
に
は
充
分
な
時
間
の
確
保
こ
そ
が
困
難
な
問
題
な
の
で
あ
る
。

宗
教
的
人
格
や
宗
教
的
教
示
が
患
者
に
与
え
る
影
響
を
考
え
て
み
る

と
こ
の
よ
う
な
難
し
さ
が
あ
る
。

　

そ
こ
に
は
ま
た
、
宗
教
に
つ
い
て
の
充
分
な
理
解
の
欠
如
か
ら
く

る
誤
解
も
加
算
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
あ
ま
た
の
宗
教
の

修
練
や
儀
礼
に
は
過
去
の
自
己
の
生
き
方
を
振
り
返
っ
て
告
白
し
た

り
懺
悔
し
た
り
と
い
う
過
程
が
し
ば
し
ば
含
ま
れ
て
い
る
。
本
来
そ

れ
ら
は
単
に
自
責
の
念
を
増
長
さ
せ
た
り
後
悔
の
念
に
捕
ら
わ
れ
る

こ
と
を
求
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
、
そ
う
し
た
ネ

ガ
テ
ィ
ブ
な
重
荷
を
捨
離
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
の
で
あ
り
、
そ

の
う
え
で
新
た
な
心
境
へ
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
、
つ
ま
り
人
間
が

一
つ
の
人
格
的
飛
躍
な
い
し
は
超
越
性
の
獲
得
に
到
る
こ
と
を
目
指

す
も
の
で
あ
る
か
ら
実
は
積
極
的
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
が
、
宗

教
的
回
心
と
い
う
事
態
と
密
接
に
関
連
す
る
こ
れ
ら
の
事
柄
は
、
ど

こ
か
内
向
的
な
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
こ
う
し
た

内
向
性
や
堅
苦
し
く
深
刻
で
暗
い
イ
メ
ー
ジ
は
宗
教
に
付
き
ま
と
っ

て
い
る
。
終
末
期
の
患
者
の
生
き
方
に
与
え
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
影

響
は
最
終
的
に
患
者
自
身
の
受
け
と
め
方
に
よ
る
と
い
う
の
で
あ
れ

ば
、
こ
う
し
た
誤
解
を
解
消
し
な
い
限
り
、
宗
教
や
宗
教
家
の
言
葉

に
現
代
社
会
の
終
末
期
の
人
々
の
多
く
が
耳
を
傾
け
る
と
は
限
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。

二
　
理
性
的
に
死
を
考
え
る

　
「
考
え
て
し
ま
う
存
在
」
と
し
て
の
人
間
か
ら
出
発
す
る
と
、
こ

こ
で
「
考
え
る
」
と
い
う
の
は
先
ず
論
理
的
思
考
と
い
う
意
味
で
あ

る
が
、
さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
が
感
性
的
に
「
感
じ
て
し
ま
う
」「
思
っ

て
し
ま
う
」
と
い
う
あ
り
方
も
広
義
に
は
含
む
べ
き
だ
と
思
う
の
だ

が
、
そ
う
す
る
と
人
間
は
「
死
」
と
い
う
事
態
に
つ
い
て
も
ど
う
し

て
も
考
え
て
し
ま
う
存
在
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
は
、

一
度
は
じ
っ
く
り
と
死
を
理
性
的
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
、

そ
こ
に
は
真
に
確
実
と
い
え
る
結
論
と
い
う
も
の
が
な
い
の
で
あ
っ

て
、
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
あ
る
種
の
不
可
解
さ
が
停
滞
す
る
し
、
そ

の
不
可
解
さ
は
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
ま
で
の
「
生
」
│
│
過
去
の
生
に

満
足
し
き
っ
て
い
な
い
未
だ
未
熟
な
進
行
形
の
自
分
と
い
う
意
識
を

持
ち
続
け
る
存
在
で
い
る
限
り
、
そ
れ
を
考
え
よ
う
と
し
て
し
ま
う

傾
向
が
死
ぬ
ま
で
続
く
こ
と
だ
け
は
確
実
で
あ
る
と
い
う
皮
肉
な
状

況
に
人
間
存
在
は
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
終
末

の
時
期
に
立
ち
至
っ
た
個
々
の
人
間
に
と
っ
て
、
死
を
考
え
る
と
い
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う
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
、
こ
の
進
行
形
の
意
識
に
ど
こ
で
ど
の
よ

う
に
決
着
を
つ
け
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
決
着
に
は
決

ま
っ
た
解
答
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
を
「
諦
め
る
」
と
い

う
表
現
で
受
け
と
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
掛
替
え
の

な
い
自
己
の
生
に
唐
突
な
幕
引
き
を
目
論
む
死
へ
の
不
満
を
ど
の
よ

う
に
解
消
す
る
の
か
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
、
そ
れ
を
一
種
の
積
極

的
諦
観
と
い
う
心
境
に
導
く
術
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。

　

死
を
理
性
的
に
追
い
詰
め
る
こ
と
は
先
人
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に

試
み
ら
れ
て
き
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
現
存
在
（
人
間
を
表
わ

す
彼
の
用
語
）
の
あ
り
方
を
「
終
わ
り
へ
の
存
在
」
ま
た
は
「
死
へ

の
存
在
」
と
表
現
し
、
現
存
在
は
「
死
に
向
か
っ
て
存
在
し
て
い

る
」
と
い
う
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
死
は
他
と
無
関
係
な
追
い
越
し

え
な
い
可
能
性
、
つ
ま
り
個
別
的
で
交
換
不
能
で
、
ア
キ
レ
ス
に

と
っ
て
い
つ
ま
で
も
追
い
つ
け
な
い
亀
（
ゼ
ノ
ン
の
パ
ラ
ド
ク
ス
）

の
よ
う
な
何
か
で
あ
る
と
い
う
。
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
人
間
は
、
全
て

の
存
在
者
の
中
で
恐
ら
く
唯
一
、
死
を
来
る
べ
き
将
来
と
し
て
客
観

的
に
（
冷
静
に
）
捉
え
て
、
そ
れ
は
実
際
に
は
死
を
抽
象
的
に
し
か

捉
え
て
い
な
い
の
だ
が
、
あ
る
意
味
で
計
画
的
に
捉
え
返
す
こ
と
が

で
き
る
種
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
死
へ
の

先
駆
」
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
そ
し
て
、
生
ま
れ
て
死
に
到
る
全
体

性
と
し
て
自
己
を
捉
え
返
し
て
生
き
る
こ
と
こ
そ
現
存
在
の
本
来
性

を
回
復
す
る
契
機
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
死
に
直
面
し
て
い
る
時
点
で
は
む
し
ろ
、
死
は
ど
こ
ま

で
も
突
発
的
に
人
間
存
在
を
襲
う
非
日
常
的
事
件
、
つ
ま
り
自
己
の

諸
々
の
可
能
性
の
外
か
ら
訪
れ
る
全
く
予
見
で
き
な
い
偶
然
性
と
見

做
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
は
サ
ル
ト
ル
の
死
の
捉
え
方
の
内
に

あ
る
。
両
者
の
捉
え
方
に
は
相
違
が
あ
る
が
、
死
を
現
実
の
中
で
即

ち
実
存
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
、
そ

れ
で
も
ど
こ
か
で
死
と
い
う
出
来
事
を
理
屈
で
取
り
上
げ
て
い
る
面

が
あ
る
こ
と
で
は
共
通
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
確
か
に
ハ
イ

デ
ガ
ー
と
サ
ル
ト
ル
の
死
の
追
い
詰
め
方
は
、
い
ず
れ
も
死
の
真
実

の
一
面
を
言
い
当
て
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、
終
末
を
自
覚
す

る
人
間
に
は
死
の
訪
れ
を
未
来
に
仮
定
し
て
、
の
ん
び
り
と
構
え
て

い
る
時
間
的
余
裕
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
一
方
で
、
終
末

期
の
人
は
自
己
の
死
を
目
前
に
意
識
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
じ
っ
と
待

ち
受
け
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
実
際
に
は
限
ら
れ
た
時

間
で
あ
ろ
う
が
、
主
観
的
に
は
永
遠
に
続
く
よ
う
な
錯
覚
を
起
こ
さ
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せ
る
よ
う
な
辛
く
苦
し
い
時
間
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
こ

の
「
な
か
な
か
お
迎
え
の
来
な
い
苦
し
さ
」
を
想
像
す
る
と
き
、
死

を
意
識
的
に
自
己
の
世
界
に
取
り
込
ん
で
し
ま
い
、「
自
己
に
取
り

込
ま
れ
た
死
」
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
考

は
終
末
に
直
面
す
る
人
々
で
は
妥
当
性
を
確
保
で
き
な
い
か
も
し
れ

な
い
。
む
し
ろ
、
サ
ル
ト
ル
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
終
末
期
の
限
ら

れ
た
時
間
の
中
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
ど
こ
ま
で
も
自
己
に
と
っ
て
想

定
外
の
何
時
訪
れ
る
か
も
知
れ
な
い
「
外
な
る
も
の
」
と
し
て
死
は

受
け
取
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
で
は
、
死
が
直
近
に

迫
っ
た
状
況
の
中
で
、
人
間
は
ど
の
よ
う
に
生
き
れ
ば
よ
い
の
か
、

こ
こ
で
は
死
を
理
性
的
に
考
え
抜
く
と
い
う
余
暇
も
見
出
し
に
く
い

か
も
し
れ
な
い
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
平
易
な
表
現
で
こ
う
助
言
す
る

し
か
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。「
自
分
が
し
た
い
こ
と
で
で
き
る
こ

と
を
し
な
さ
い
。
そ
の
中
で
心
地
よ
い
こ
と
、
納
得
で
き
る
こ
と
に

時
間
を
使
い
な
さ
い
。
そ
れ
が
充
実
感
に
充
た
さ
れ
た
幸
福
な
時
間

と
思
え
る
時
を
過
ご
し
な
さ
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
自
分
ひ
と
り
の

時
で
あ
る
か
、
多
く
の
人
び
と
と
共
有
す
る
こ
と
で
生
み
出
さ
れ
る

時
で
あ
る
の
か
は
そ
れ
ぞ
れ
で
す
」
と
。

　

そ
れ
で
は
、
死
が
わ
れ
わ
れ
の
理
性
に
と
っ
て
ど
こ
ま
で
も
不
可

知
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
死
に
対
し
て
結
局
受
動

的
で
あ
る
し
か
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
理
性
に
よ
る
死
へ
の
ア

プ
ロ
ー
チ
は
終
焉
を
迎
え
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
に
新
た
な
出
発
点
を
見
出
し
た
者
も
い
た
。
彼
ら
は
こ
う
考
え

る
。「
理
性
に
よ
っ
て
死
を
見
つ
め
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
が
、

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
を
理
性
に
よ
る
死
の
探
求
の
未

決
性
の
確
知
へ
と
導
く
と
い
う
意
味
で
そ
う
な
の
で
あ
る
」
と
。

　

ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
『
死
』
の
な
か
で
、
死
は
「
一
つ
の
神

秘
で
あ
り
な
が
ら
実
際
の
出
来
事
で
あ
り
、
越
経
験
的
な
な
に
も
の

か
で
あ
り
な
が
ら
経
験
界
の
た
だ
中
で
身
近
に
到
来
す
る
」
も
の
で

あ
り
、「
此
岸
と
彼
岸
と
を
隔
て
る
半
透
明
な
膜
」
で
あ
り
、「
越
経

験
な
神
秘
と
自
然
現
象
と
の
接
点
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら

に
、「
死
の
沈
黙
」
と
「
神
の
沈
黙
」
を
比
較
し
て
、
そ
れ
ら
は
暗

黒
と
光
明
の
雑
婚
・
昼
と
夜
の
総
合
・
不
明
白
な
明
白
と
い
っ
た
表

現
が
ど
ち
ら
で
も
よ
く
感
じ
ら
れ
る
神
秘
を
前
に
し
て
現
出
す
る
と

い
う
の
だ
が
（
そ
れ
ら
の
沈
黙
と
は
そ
れ
ら
に
対
す
る
沈
黙
と
重
な

り
合
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
死
や
神
そ
の
も
の
の
示
す
沈
黙
状
況
と

死
や
神
に
対
し
た
場
合
の
私
の
沈
黙
が
不
可
分
に
現
出
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
）、
両
者
は
ま
た
「
な
に
も
言
え
な
い
も
の
」
と
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「
筆
舌
に
尽
く
し
え
な
い
も
の
」
の
よ
う
な
異
質
の
内
容
を
所
持
す

る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
語
る
べ
き
も
の
が
無
尽
蔵
に
あ
る
故
の
躊
躇

の
内
に
現
れ
る
表
現
不
可
能
状
態
と
、
そ
う
し
た
「
潜
勢
態
」
と
は

正
反
対
の
何
も
表
現
し
え
な
い
「
欠
如
態
」、
尽
く
せ
ぬ
創
造
の
源

た
る
沈
黙
と
死
者
の
最
後
の
吐
息
の
よ
う
な
も
の
で
全
く
対
照
的
で

あ
る
と
い
う
。
言
葉
が
存
在
と
生
を
肯
定
す
る
一
つ
の
形
だ
と
す
る

と
死
の
沈
黙
は
そ
の
完
璧
な
否
定
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
別
の
箇
所

で
は
「
声
な
き
答
で
あ
る
筆
舌
に
尽
く
し
え
な
い
沈
黙
は
、
な
に
か

崇
高
な
も
の
を
も
っ
て
い
る
が
、
な
に
も
言
い
え
な
い
沈
黙
は
、
わ

れ
わ
れ
に
恐
怖
と
煩
悶
を
吹
き
込
む
だ
け
だ
」
と
述
べ
、「
汲
め
ど

も
尽
き
ぬ
沈
黙
の
深
み
」
と
「
虚
無
の
城
壁
に
ぶ
つ
か
る
感
じ
」
は

ま
っ
た
く
異
な
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

　

超
本
質
の
方
へ
上
昇
す
る
に
つ
れ
論
述
の
量
は
減
少
し
魂
の
高
揚

が
頂
点
に
達
す
る
と
き
論
述
は
究
極
の
一
点
に
到
達
す
る
。
こ
れ
が

筆
舌
に
尽
く
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
こ
は
「
知
識
豊

か
な
非
知
の
頂
点
」「
涸
れ
る
こ
と
の
な
い
吐
露
の
源
」「
こ
と
ば
の

流
出
の
出
発
点
た
る
至
上
の
沈
黙
の
氷
河
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
至

上
の
神
の
座
が
あ
る
。
こ
う
し
た
「
筆
舌
に
尽
し
え
な
い
も
の
」
の

類
型
に
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
神
以
外
に
「
自
由
」
と
「
愛
」
を

付
け
加
え
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
あ
る
意
味
で
、
全
て
が
詩
〈
創
作

（
ポ
エ
ー
シ
ス
）〉
に
関
係
し
て
い
る
と
も
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
源
た
る
筆
舌
に
尽
し
え
な
い
も
の
と
は
「
秘
密
」
で
あ
り
「
暗

示
」
で
あ
り
「
深
遠
」
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
そ
れ
は
非
合

理
的
な
も
の
、
直
観
に
よ
る
神
秘
の
か
い
ま
見
の
形
で
し
か
示
唆
さ

れ
受
容
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
死
の
沈
黙
は
直
観
の
対
象
で
す
ら
な
く
、
い
か
な
る
比
類

も
絶
し
て
い
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
な
に
も
の
に
も
関
与
・
関
係
が
な

く
、
い
か
な
る
有
限
な
経
験
と
も
共
通
の
尺
度
が
な
い
。
ま
っ
た
く

こ
れ
で
は
取
り
つ
く
島
も
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
比
類
を
絶
し

た
死
は
反
復
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ゆ
え
に
、
思
い
出
す
こ
と
も
、

そ
れ
に
浸
る
こ
と
味
わ
う
こ
と
も
不
可
能
な
非
日
常
的
事
件
と
い
え

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
死
は
い
か
な
る
「
回
顧
・
回
想
」、「
予
見
・
予

測
」
を
も
排
除
す
る
。
さ
ら
に
死
の
観
念
は
他
人
へ
伝
達
す
る
こ
と

が
不
可
能
で
あ
る
ば
か
り
か
自
身
で
観
念
を
抱
く
こ
と
さ
え
不
可
能

で
あ
る
。
そ
う
し
た
死
を
表
示
し
よ
う
と
す
る
と
き
わ
れ
わ
れ
に
立

ち
は
だ
か
る
「
死
の
沈
黙
」
と
は
、
ま
っ
た
く
筆
舌
に
尽
し
え
な
い

も
の
と
異
な
る
。
そ
れ
は
人
々
を
口
ご
も
ら
せ
る
が
、
死
の
沈
黙

は
、「
そ
の
空
虚
な
単
調
さ
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
人
び
と
に
同
じ
こ
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と
を
く
ど
く
ど
言
わ
し
め
る
」
と
い
う
。

　

前
者
が
「
素
材
が
あ
り
あ
ま
っ
て
選
択
に
困
難
な
こ
と
に
よ
る
喜

ば
し
い
金
縛
り
（
ア
ポ
リ
ア
）」
で
あ
る
の
に
対
峙
し
て
、
後
者
は

「
結
実
の
可
能
性
を
奪
う
不
毛
」
で
あ
り
、「
怪
物
ゴ
ル
ゴ
ン
の
よ
う

に
、
精
神
を
石
と
化
し
、
麻
痺
せ
し
め
る
」。
両
者
の
間
に
は
、
魅

惑
と
呪
縛
、
神
秘
と
呪
術
、
愛
の
魅
力
と
死
の
呪
い
、
魅
惑
す
る
認

識
不
可
能
な
も
の
の
知
識
豊
か
な
非
知
と
希
望
な
き
無
知
お
よ
び
言

う
こ
と
の
絶
望
と
い
っ
た
様
々
な
対
比
が
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

な
に
も
言
い
得
な
い
も
の
│
│
死
の
沈
黙
は
、
ま
っ
た
く
の
欠
乏
、

絶
対
的
な
貧
困
、
救
い
な
き
不
毛
さ
、
反‒
詩
の
麻
痺
せ
し
め
る
魅

了
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、「
死
の
哲
学
は
停
滞
す
る
同
義
語
反

復
に
還
元
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
」
と
い
う
表
現
自
体
す
で
に
空
し

い
。「
死
の
哲
学
」
は
あ
ら
ゆ
る
展
開
、
弁
証
法
的
進
展
を
排
除
す

る
も
の
と
な
り
か
ね
な
い
。
死
を
問
題
と
す
る
と
き
は
α
は
ω
で
あ

り
、
最
初
の
こ
と
ば
は
そ
の
ま
ま
最
後
の
こ
と
ば
と
な
る
。
死
は
否

（
ノ
ン
）
と
言
う
。
死
は
答
え
な
い
。
そ
の
否
に
は
暗
示
も
陰
影
も

な
く
希
望
も
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
は
同
範
疇
反
復
で
非
弁
証
法
的
で

語
り
え
な
い
絶
対
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
語
り
え

る
こ
と
、
思
考
し
理
解
し
解
釈
し
認
識
す
る
こ
と
が
生
命
力
を
開
示

す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
死
の
哲
学
と
は
、
端
的
純
粋
な

「
否
定
の
哲
学
」
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
死
に
つ
い
て
分
析

し
え
る
こ
と
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
死
の
否
は
論
述
に
終
止
符
を
打

ち
、
弁
舌
を
麻
痺
し
氷
結
せ
し
め
る
。
範
疇
と
い
う
言
葉
が
述
語
機

能
の
状
況
補
語
的
形
式
を
示
す
の
で
あ
れ
ば
、
死
は
神
と
同
じ
く
述

語
で
表
現
し
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
死
は
範
疇
外
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。
そ
れ
は
生
の
内
に
い
か
な
る
同
類
も
異
種
（
区
別
し
え
る
他
）

も
持
た
な
い
。
一
つ
の
先
在
す
る
抽
象
的
範
疇
に
も
入
ら
ず
、
連
続

す
る
経
験
的
出
来
事
と
共
通
の
尺
度
も
な
い
。
抽
象
的
概
念
と
具
体

的
生
成
と
の
間
に
は
、
例
え
ば
場
の
概
念
が
具
体
的
な
内
容
で
埋
め

ら
れ
た
一
空
間
と
し
て
、
時
が
生
き
ら
れ
た
出
来
事
で
肉
付
け
さ
れ

た
持
続
と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
あ
る
関
係
を
取
り
結
ぶ
こ
と

が
で
き
る
が
、
死
は
い
か
な
る
生
の
内
と
も
ま
っ
た
く
別
の
次
元
・

尺
度
の
も
と
に
あ
る
。
存
在
に
対
す
る
虚
無
、
連
続
に
対
す
る
停
止

で
あ
る
死
の
生
に
対
す
る
関
係
は
正
数
に
対
す
る
負
数
の
関
係
だ
と

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
思
惟
は
、
サ

ル
ト
ル
の
思
惟
に
類
似
し
た
点
を
持
つ
が
、
死
を
理
性
的
に
追
求
し

た
場
合
の
一
つ
の
帰
結
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
死
後
の
世
界
に
つ
い
て
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
見
解
と
さ
れ
る
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も
の
も
、
到
っ
て
理
性
的
論
理
的
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
『
ソ
ク
ラ

テ
ス
の
弁
明
』
に
は
、
投
獄
さ
れ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
自
己
の
死
生
観

を
論
じ
る
有
名
な
箇
所
が
あ
る
。
そ
こ
で
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
死
後
の

世
界
を
全
く
恐
れ
て
お
ら
ず
、
逆
に
そ
れ
は
喜
ば
し
い
も
の
と
受
け

取
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
死
後
の
世
界
を
全
く
感
覚
の
な
い
世
界
（
夢

を
見
な
い
眠
り
の
よ
う
な
も
の
）
か
、
言
い
伝
え
の
よ
う
な
何
ら
か

の
転
生
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
と
考
え
、
前
者
の
経
験
は
熟
睡
で
き

た
夜
の
よ
う
に
も
う
け
物
で
あ
ろ
う
し
、
後
者
の
生
活
は
伝
説
の
半

神
や
古
の
賢
者
に
あ
う
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
彼
ら
の
中
の
誰
が
真

の
知
者
か
を
こ
こ
ろ
お
き
な
く
吟
味
で
き
る
刺
激
的
な
別
世
界
の
生

活
だ
ろ
う
と
捉
え
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、『
パ
イ
ド

ン
』
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
の
魂
が
最
も
望
む
も
の
は
真
の
知
恵
で

あ
る
が
、
魂
が
肉
体
の
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
て
本
当
の
自
由
を
獲
得

し
な
け
れ
ば
そ
れ
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
死
が
魂
の

肉
体
か
ら
の
解
放
で
あ
る
な
ら
ば
、
純
粋
な
知
恵
の
獲
得
を
目
的
と

し
た
場
合
、
死
は
む
し
ろ
願
わ
し
い
も
の
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。

材
料
は
如
何
に
も
前
近
代
的
だ
が
、
そ
の
論
法
は
仮
定
法
を
使
用
し

た
り
し
て
大
変
論
理
的
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
理
性
で
考
え
ら
れ
た

死
後
の
世
界
の
追
い
詰
め
方
で
あ
る
。
だ
が
、
見
え
ざ
る
世
界
へ
の

探
求
法
は
理
性
的
推
論
ば
か
り
で
は
な
い
。

三
　
幸
福
と
は
何
か
を
考
え
る

　

そ
れ
で
は
終
末
に
臨
ん
だ
人
は
ど
の
よ
う
に
過
ご
し
た
ら
よ
い
の

だ
ろ
う
か
。
バ
ー
ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
は
『
幸
福
論
』
の
中
で
、

極
め
て
興
味
深
い
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
彼
は
先
ず
「
不
幸
の
原

因
」
に
言
及
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
不
幸
の
原
因
は
「
一
部
は

社
会
制
度
の
中
に
、
一
部
は
個
人
の
心
理
の
中
に
あ
る
」
と
い
う
。

そ
こ
で
彼
は
個
人
の
心
理
が
多
分
に
社
会
制
度
の
所
産
で
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
つ
つ
、
個
人
の
心
理
的
側
面
に
お
け
る
不
幸
の
原
因
に
つ

い
て
、
三
つ
の
「
自
己
没
頭
」
の
タ
イ
プ
を
挙
げ
て
い
る
。「
罪
び

と
」「
ナ
ル
シ
ス
ト
」「
誇
大
妄
想
狂
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
罪
び
と
と

は
自
己
の
内
部
に
罪
の
意
識
を
持
つ
者
、
そ
う
し
た
意
識
に
と
り
憑

か
れ
て
い
る
者
の
意
で
、
社
会
一
般
に
言
わ
れ
る
犯
罪
者
の
こ
と
で

は
な
い
。
ナ
ル
シ
ス
ト
は
罪
の
意
識
の
裏
返
し
に
自
己
自
身
を
賛
美

し
、
他
人
か
ら
も
大
い
に
賛
美
さ
れ
た
い
と
願
う
習
慣
を
持
つ
者
で

あ
る
。
ま
た
、
誇
大
妄
想
狂
は
「
魅
力
的
で
あ
る
よ
り
も
権
力
を
持

つ
こ
と
を
望
み
、
愛
さ
れ
る
よ
り
も
恐
れ
ら
れ
る
こ
と
を
求
め
る
」

よ
う
な
性
質
を
有
す
る
人
間
で
あ
る
と
い
う
。
い
ず
れ
も
正
常
な
人
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間
に
内
在
す
る
心
理
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
し
か
る
べ
き
限
度
を
超

え
る
場
合
が
問
題
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ど
れ
も
、
そ
の
傾

向
が
突
出
し
て
人
間
性
の
他
の
要
素
を
全
て
犠
牲
に
し
て
し
ま
う
ほ

ど
に
膨
張
し
て
し
ま
う
と
、
そ
う
し
た
心
理
の
所
有
者
は
他
者
に
受

け
入
れ
ら
れ
な
く
な
る
し
、
内
面
的
に
も
自
己
崩
壊
を
来
た
す
こ
と

に
な
る
。
如
何
な
る
人
間
も
自
分
に
非
難
を
浴
び
せ
続
け
る
こ
と
は

で
き
な
い
し
、
自
己
中
心
的
で
あ
り
続
け
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る

し
、
自
我
の
拡
大
を
無
際
限
に
継
続
す
る
こ
と
に
無
力
感
を
覚
え
ず

に
い
る
こ
と
も
不
可
能
な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
不
可
能
な
こ

と
を
可
能
に
し
よ
う
と
試
み
る
努
力
の
不
毛
さ
に
気
づ
い
て
し
ま
う

こ
と
が
心
理
的
に
見
ら
れ
た
不
幸
の
原
因
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る

（
だ
が
、
努
力
の
不
毛
さ
、
無
意
味
さ
に
気
づ
か
な
け
れ
ば
幸
福
だ

と
い
う
の
な
ら
、
自
己
没
頭
型
の
三
種
の
タ
イ
プ
の
人
は
気
づ
か
な

い
う
ち
は
幸
せ
で
は
な
か
ろ
う
か
）。
さ
ら
に
、
ラ
ッ
セ
ル
は
心
理

的
志
向
の
極
端
な
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
不
幸
の
原
因
の
一
つ
と
見
な
し

て
お
り
、
中
庸
の
美
徳
を
主
張
す
る
古
の
見
識
を
評
価
す
る
。
ま

た
、
こ
う
し
た
自
我
の
極
端
な
拡
大
や
変
調
以
外
に
、
自
我
の
硬
直

化
も
問
題
と
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

　
　

恋
愛
は
、
自
我
の
固
い
殻
を
打
ち
く
だ
く
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な

ら
、
恋
愛
は
生
物
学
的
な
協
力
の
一
つ
の
形
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
、

め
い
め
い
の
情
感
が
、
お
互
い
の
本
能
的
な
目
的
を
成
就
す
る
の
に
不

可
欠
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

恋
愛
に
限
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
の
愛
を
知
る
人
び
と
は
人
間

が
「
協
力
」
に
依
存
し
て
お
り
、
自
己
の
最
高
の
幸
福
が
愛
す
る
他

者
の
幸
福
と
無
縁
に
成
立
す
る
と
考
え
る
よ
う
な
思
索
に
は
満
足
で

き
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
幸
福
が
ど
こ
か
で
自
己
を

超
越
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
真
の
自
由
の
獲
得
を
求
め
る
人
間
の
本
質

に
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
自
由
の
希

求
は
理
性
を
は
じ
め
と
し
た
人
間
の
諸
能
力
の
最
大
限
の
発
揮
と
そ

れ
に
基
づ
い
た
知
の
獲
得
と
い
う
事
態
と
も
密
接
に
関
係
し
て
い

る
。

　
　

最
も
強
烈
な
喜
び
を
味
わ
え
る
の
は
、
精
神
が
最
も
活
発
で
、
も
の

忘
れ
の
最
も
少
な
い
瞬
間
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
、
ま
さ
に
、
幸
福
の
最

上
の
試
金
石
の
一
つ
で
あ
る
。
ど
ん
な
種
類
で
あ
れ
、
陶
酔
を
必
要
と

す
る
よ
う
な
幸
福
は
、
い
ん
ち
き
で
不
満
足
な
も
の
だ
。
本
当
に
満
足

で
き
る
幸
福
は
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、
私
た
ち
の
諸
能
力
が
最
大
限
に
行

使
さ
れ
、
私
た
ち
の
生
き
て
い
る
世
界
を
最
大
限
に
理
解
さ
せ
て
く
れ
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る
も
の
で
あ
る
。

　

ラ
ッ
セ
ル
の
幸
福
論
は
し
か
し
、
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ

は
幸
福
の
捉
え
方
が
実
に
多
様
で
あ
る
こ
と
を
彼
が
明
晰
に
認
識
し

て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
こ
と
は
彼
が
「
熱
意
」
や
「
家
族
」
や

「
仕
事
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
を
幸
福
な
人
生
の
必
須
条
件
に
数

え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
容
易
に
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら

に
、
終
盤
で
は
「
幸
福
な
人
」
の
条
件
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、

次
の
よ
う
な
文
が
興
味
を
引
く
。

　
　

自
己
中
心
的
な
情
念
の
大
き
な
欠
点
の
一
つ
は
、
生
活
に
ほ
と
ん
ど

多
様
性
を
も
た
ら
さ
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
自
分
自
身
し
か
愛
さ

な
い
人
は
、
確
か
に
、
愛
情
に
お
い
て
八
方
美
人
的
で
あ
る
と
い
っ
て

非
難
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
熱
愛
の
対
象
が
い
つ
も
同
じ
な

の
で
、
結
局
は
耐
え
が
た
い
退
屈
に
苦
し
む
に
き
ま
っ
て
い
る
。
罪
の

意
識
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
人
は
、
特
殊
な
自
己
愛
に
悩
ん
で
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
広
大
な
宇
宙
の
中
で
彼
に
と
っ
て
最
も
重
要
だ
と
思
わ
れ

る
の
は
、
彼
自
身
が
道
徳
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
う
い
っ
た
特

殊
な
自
己
没
頭
を
奨
励
し
て
き
た
の
は
、
一
部
の
伝
統
的
宗
教
の
重
大

な
欠
点
で
あ
る
。

　
　

幸
福
な
人
と
は
、
客
観
的
な
生
き
方
を
し
、
自
由
な
愛
情
と
広
い
興

味
を
持
っ
て
い
る
人
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
い
う
興
味
と
愛
情
を
通
し

て
、
そ
し
て
今
度
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
自
分
が
ほ
か
の
多
く
の
人
び
と
の

興
味
と
愛
情
の
対
象
に
さ
れ
る
と
い
う
事
実
を
通
し
て
、
幸
福
を
し
か

と
つ
か
み
と
る
人
で
あ
る
。
愛
情
の
受
け
手
に
な
る
こ
と
は
、
幸
福
の

強
い
原
因
で
あ
る
。
し
か
し
、
愛
情
を
要
求
す
る
人
は
、
愛
情
が
与
え

ら
れ
る
人
で
は
な
い
。
愛
情
を
受
け
る
人
は
、
大
ま
か
に
言
え
ば
、
愛

情
を
与
え
る
人
で
も
あ
る
。

　
　

幸
福
な
人
生
は
、
不
思
議
な
ま
で
に
、
よ
い
人
生
と
同
じ
で
あ
る
。

職
業
的
な
道
徳
家
は
、
従
来
、
自
己
否
定
を
重
ん
じ
す
ぎ
て
き
た
。
そ

し
て
、
重
ん
じ
す
ぎ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
強
調
の
置
き
ど
こ
ろ
を
ま
ち

が
え
て
き
た
。
意
識
的
な
自
己
否
定
は
、
人
を
自
己
に
没
頭
さ
せ
、
自

分
が
犠
牲
に
し
た
も
の
を
ま
ざ
ま
ざ
と
意
識
さ
せ
る
。
そ
の
結
果
、
自

己
否
定
は
、
往
々
そ
の
当
面
の
目
的
を
達
成
し
え
な
い
ば
か
り
か
、
必

ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
究
極
の
目
的
も
達
し
え
な
い
。
必
要
な
の
は
、

自
己
否
定
で
は
な
く
、
興
味
を
外
へ
向
け
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
れ

ば
、
お
の
ず
と
、
自
然
発
生
的
に
、
お
の
れ
の
美
点
の
追
及
に
専
念
し

て
い
る
人
な
ら
意
識
的
な
自
己
否
定
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
実
行
で
き
る

よ
う
な
行
為
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
愛
は
非
利
己
的
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
が
、
そ
れ
も
限
度

を
超
え
て
利
己
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
っ
た
程
度
に
考
え
る
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べ
き
で
、「
お
の
れ
の
幸
福
が
愛
の
成
就
と
固
く
結
び
つ
い
て
い
る

と
い
っ
た
性
質
の
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
。
つ
ま

り
、
愛
が
愛
の
行
為
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
場
合
に
、
そ
れ
が
相

手
の
た
め
に
な
さ
れ
る
行
為
に
見
え
る
と
き
で
も
、
そ
こ
に
自
己
の

打
算
が
入
り
込
ん
で
い
る
う
ち
は
、
そ
の
行
為
が
純
粋
な
愛
の
行
為

と
言
え
な
い
こ
と
は
当
然
だ
が
、
さ
ら
に
、
相
手
を
思
い
や
る
行
為

が
自
己
に
何
ら
か
の
満
足
感
を
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
、
そ
の
行
為
が
相
手
へ
の
無
償
の
愛
の
結
果
で
あ
る
と
同
時
に
、

相
手
へ
の
自
己
の
愛
の
成
就
に
必
要
な
不
可
欠
の
ワ
ン
ピ
ー
ス
と
し

て
、
そ
れ
を
あ
る
べ
き
場
所
に
納
め
る
行
為
の
最
中
に
覚
え
る
充
足

感
を
生
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　

実
は
、
自
己
否
定
の
教
義
に
含
ま
れ
て
い
る
、
自
己
と
そ
の
他
の
世

界
と
の
対
立
は
、
私
た
ち
が
外
部
の
人
び
と
や
物
に
本
物
の
関
心
を
寄

せ
る
よ
う
に
な
る
と
、
た
ち
ま
ち
、
こ
と
ご
と
く
消
散
す
る
の
で
あ

る
。
そ
う
い
う
関
心
を
通
し
て
、
人
は
、
自
己
が
生
命
の
流
れ
の
一
部

で
あ
っ
て
、
衝
突
す
る
以
外
に
は
ほ
か
の
実
体
と
関
係
を
持
ち
え
な

い
、
ビ
リ
ヤ
ー
ド
の
球
の
よ
う
な
固
い
孤
立
し
た
実
体
で
は
な
い
、
と

い
う
こ
と
を
実
感
す
る
よ
う
に
な
る
。
す
べ
て
の
不
幸
は
、
あ
る
種
の

分
裂
あ
る
い
は
統
合
の
欠
如
に
起
因
す
る
の
で
あ
る
。

　
　

幸
福
な
人
と
は
、
こ
う
し
た
統
一
の
ど
ち
ら
に
も
失
敗
し
て
い
な
い

人
の
こ
と
で
あ
る
。
…
…
中
略
…
…
そ
の
よ
う
な
人
は
、
自
分
は
宇
宙

の
市
民
だ
と
感
じ
、
宇
宙
が
差
し
出
す
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
や
、
宇
宙
が
与

え
る
喜
び
を
存
分
に
エ
ン
ジ
ョ
イ
す
る
。
ま
た
、
自
分
の
あ
と
に
く
る

子
孫
と
自
分
は
本
当
に
別
個
な
存
在
だ
と
は
感
じ
な
い
の
で
、
死
を

思
っ
て
悩
む
こ
と
も
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
生
命
の
流
れ
と
深
く
本
能

的
に
結
合
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
最
も
大
き
な
歓
喜
が
見
い
だ
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

　

ラ
ッ
セ
ル
の
言
葉
に
は
、
宗
教
や
職
業
的
道
徳
家
へ
の
批
判
が
込

め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
批
判
の
核
心
は
自
己
否
定
的
生
き
方
に
向

け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
生
き
方
が
自
己
満
足
的
で
あ
る
こ

と
、
自
己
完
結
あ
る
い
は
自
己
中
心
的
生
き
方
に
組
み
込
ま
れ
て
い

る
場
合
が
問
題
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
彼
は
そ
れ
ら
の

生
き
方
に
は
否
定
的
で
あ
る
。
た
だ
、
宗
教
的
自
己
否
定
と
い
う
考

え
に
は
、
逆
に
自
己
中
心
的
あ
り
方
か
ら
の
解
放
・
超
越
を
目
指
す

と
い
う
志
向
が
あ
る
の
で
検
討
を
要
す
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
「
幸
福
」
に
関
す
る
分
析
と
助
言

に
耳
を
傾
け
る
こ
と
は
日
常
的
生
活
に
お
い
て
も
有
意
義
で
あ
る

が
、
終
末
の
生
き
方
に
も
何
ら
か
の
指
針
を
与
え
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
終
末
的
Ｑ
Ｏ
Ｌ
が
問
題
と
な
る
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
の
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「
充
実
感
」
が
問
わ
れ
る
。
充
実
感
の
所
在
は
各
人
各
様
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
何
も
か
も
全
て
が
自
己
に
と
っ
て
楽
し
く
、
役
立
っ
て

い
る
と
い
う
感
じ
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
自
己
の
選
択
し
た
目
標

を
ひ
と
つ
達
成
で
き
た
と
い
う
達
成
感
で
あ
っ
た
り
さ
ま
ざ
ま
で
あ

る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
充
実
感
は
個
々
の
内
面
の
静
か
な
充
実
で
あ

る
こ
と
も
あ
る
し
、
複
数
の
人
間
関
係
の
中
で
醸
成
さ
れ
る
「
和

合
」
の
充
実
の
こ
と
も
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
そ
う
し
た
充
実
感
の

「
極
み
」
は
も
の
の
見
方
や
人
生
観
の
大
き
な
転
換
に
よ
っ
て
開
顕

す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
宗
教
的
な
も
の
で
な
く
て
も

よ
い
が
、
そ
れ
が
何
ら
か
の
宗
教
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
持
っ
た
り
す

る
場
合
が
あ
り
、
そ
の
中
に
は
「
回
心
」
と
呼
ば
れ
る
事
態
も
含
ま

れ
る
で
あ
ろ
う
。
宗
教
と
関
わ
り
の
な
い
日
常
的
意
識
や
価
値
観
の

転
換
に
も
、
個
人
的
に
生
じ
る
ケ
ー
ス
と
他
者
と
の
関
わ
り
の
中
で

生
じ
る
場
合
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
他
者
と
の
間
で
共

有
さ
れ
る
局
面
を
持
つ
場
合
は
そ
の
充
実
感
は
一
層
自
覚
的
と
な
り

倍
増
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
方
宗
教
的
回
心
の
場
合
は
、
同
様

の
信
仰
を
持
つ
同
朋
と
の
間
で
、
そ
う
し
た
充
実
感
の
共
有
が
自
覚

で
き
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
神
仏
と
共
に
あ
る
と
い
う
充
足
感

と
と
も
に
そ
れ
は
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
人
間
を
超
え
た
完
全

で
絶
対
的
な
も
の
の
内
に
抱
か
れ
る
充
足
感
と
は
正
に
至
高
の
も
の

と
推
定
で
き
る
。

　

し
か
し
、
至
高
と
ま
で
は
行
か
な
い
と
し
て
も
、
一
定
の
充
実
感

が
非
宗
教
的
脈
絡
に
お
い
て
も
感
得
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
非
宗

教
的
現
実
の
価
値
観
に
捉
え
ら
れ
て
生
活
す
る
現
代
人
に
と
っ
て
は

朗
報
の
ひ
と
つ
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
逆
に
そ
の
こ
と
は

宗
教
的
な
回
心
の
中
で
、
あ
る
い
は
回
心
の
後
に
感
受
さ
れ
る
充
足

感
の
深
さ
と
豊
か
さ
こ
そ
充
足
感
の
究
極
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う

憧
憬
を
ひ
そ
か
に
抱
か
せ
て
く
れ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
生
の
充
実
感
・
充
足
感
と
は
確
実
に
人
間
の
幸
福
感

と
重
な
り
合
っ
て
い
る
が
、
終
末
期
の
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
躊
躇

な
く
効
率
的
に
幸
福
な
生
を
全
う
す
る
た
め
に
、
ラ
ッ
セ
ル
の
行
っ

た
よ
う
な
幸
福
に
つ
い
て
の
考
察
は
有
用
で
あ
る
。

四
　
根
源
的
な
問
い
か
け
に
再
会
す
る

　

最
後
に
、
終
末
期
の
人
々
の
心
境
と
人
間
関
係
お
よ
び
生
き
方
に

つ
い
て
、
語
り
え
な
か
っ
た
い
く
つ
か
の
観
点
に
つ
い
て
述
べ
て
お

こ
う
。

　

わ
れ
わ
れ
は
全
て
の
状
況
、
全
て
の
個
別
的
時
空
間
で
自
己
の
意
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志
に
随
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
自
己
意
識
の
管
理
下
に
い
る

わ
け
で
も
な
い
。
多
く
の
場
合
、
人
間
は
周
囲
の
状
況
に
牽
引
さ

れ
、
そ
の
影
響
に
引
き
摺
ら
れ
な
が
ら
生
き
て
い
る
。
そ
の
ほ
う
が

気
楽
で
ス
ト
レ
ス
も
少
な
い
と
感
じ
て
お
り
、
そ
う
し
た
状
況
を
甘

受
し
て
い
る
感
さ
え
あ
る
。
と
こ
ろ
が
死
を
目
前
に
し
た
時
、
限
ら

れ
た
時
間
の
中
で
、
わ
れ
わ
れ
は
意
識
と
意
志
の
面
で
強
い
自
覚
的

態
度
に
目
覚
め
る
こ
と
が
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
世
界
を
再
び
新
鮮
に

感
じ
取
り
思
惟
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
自
分
と
い
う
人

間
が
こ
の
世
界
を
初
め
て
感
じ
た
時
以
来
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
よ

う
な
、
懐
か
し
く
も
鮮
や
か
な
経
験
的
充
足
感
を
味
わ
う
機
会
に
恵

ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
一
方
、
こ
う
し
た
外
部
世
界
と
の
純
粋
に

近
い
接
触
以
外
に
、
人
間
は
自
己
の
所
有
す
る
内
部
世
界
、
そ
こ
は

時
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
精
神
的
避
難
場
所
と
な
る
こ
と
も
あ
る
が
、

そ
の
美
し
い
記
憶
の
内
に
静
か
に
遊
ぶ
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
当
然
、
終
末
期
の
生
き
方
と
し
て
こ
う
し
た
自
己
の
内
面
へ

の
沈
潜
と
い
う
の
も
有
力
な
選
択
肢
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
場
合
は
記

憶
の
堂
々
巡
り
の
退
屈
さ
を
辛
抱
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
条
件
と
な

る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
は
言
っ
て
み
た
も
の
の
、
終
末
期
に
外
部

世
界
の
純
粋
経
験
に
充
足
（
生
き
が
い
）
を
求
め
る
か
、
内
部
世
界

へ
の
潜
行
に
安
ら
ぎ
を
感
じ
る
か
と
い
う
選
択
は
個
々
人
の
気
質
や

人
生
観
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
終
末
期
は
人
間
の
一

生
に
お
い
て
最
後
の
自
覚
的
契
機
を
生
む
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
い
う
自
覚
と
は
、
自
分
や
世
界
に
対
す
る
見
方
が
変
わ
っ
て

文
字
通
り
わ
れ
わ
れ
の
意
識
の
質
が
変
化
す
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
で

生
き
方
が
変
わ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
の
宗
教
や

哲
学
が
指
摘
し
て
い
る
人
間
性
や
人
間
の
価
値
観
の
変
容
で
あ
り
、

そ
れ
は
人
間
の
本
来
性
の
回
復
と
か
、
あ
る
べ
き
姿
へ
の
回
帰
と

か
、
超
越
と
か
、
生
命
の
飛
躍
と
か
、
神
と
の
合
一
と
か
、
成
仏
な

ど
と
説
か
れ
て
き
た
出
来
事
に
関
連
し
て
い
る
。
結
局
、
死
を
目
前

に
し
て
自
己
や
世
界
や
存
在
な
ど
と
い
っ
た
最
も
根
源
的
な
問
い
を

発
し
て
し
ま
う
の
が
人
間
で
あ
る
。
そ
れ
が
そ
も
そ
も
セ
ン
チ
メ
ン

タ
ル
な
感
傷
に
す
ぎ
ず
、
結
論
な
ど
出
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て

も
で
あ
る
。
そ
う
い
う
自
然
な
衝
動
を
素
直
に
受
け
入
れ
る
こ
と
は

大
切
で
あ
る
。

　

次
に
、
終
末
ケ
ア
に
お
い
て
「
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
」
と
い
う
言
葉
が
用

い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
患
者
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
刻
ん
で
き
た
人
生

と
い
う
物
語
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
伴
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
観

が
あ
る
。
他
方
で
ケ
ア
に
関
わ
る
家
族
や
医
療
従
事
者
、
患
者
の
交
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友
関
係
な
ど
に
も
同
様
に
個
々
の
物
語
が
あ
る
。
終
末
期
に
は
こ
う

し
た
濃
密
な
人
間
関
係
が
活
発
化
し
て
複
数
の
物
語
が
交
錯
す
る
事

態
の
中
で
、
患
者
の
新
し
い
物
語
が
語
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
終
末
期
に
は
複
雑
な
因
果
連
鎖
が
現
実
的
に
濃
縮
し
た
形
で

立
ち
現
わ
れ
る
の
も
事
実
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
一
人
の
終
末

患
者
に
関
わ
る
多
重
的
人
間
関
係
が
相
互
的
因
果
関
係
の
渦
に
巻
き

込
ま
れ
て
行
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
緒
的
連

鎖
が
露
呈
す
る
の
で
あ
る
。
最
早
そ
う
し
た
連
鎖
は
一
個
人
の
枠
を

超
え
た
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
中
に
あ
る
。
そ
の
渦
中
で
麗
し
い
人
間
関

係
が
現
出
す
る
よ
う
に
全
て
の
人
が
努
力
す
る
と
い
う
の
が
理
想
で

あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
そ
の
重
層
的
物
語
が
質
の
高
い
有
意
義
な
も

の
と
し
て
患
者
お
よ
び
全
て
の
関
与
者
の
心
に
映
し
出
さ
れ
る
た
め

に
宗
教
や
哲
学
を
語
り
問
い
か
け
る
局
面
が
共
同
の
ス
テ
ー
ジ
の
上

で
起
こ
っ
て
し
ま
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
終
末
期
に
お

い
て
人
が
他
者
と
の
繋
が
り
を
意
識
し
、
時
に
は
そ
れ
を
回
復
し

て
、
相
互
に
高
め
あ
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
信
仰
を
持
つ
者
の
終
末
期
は
幸
福
で
あ
る
場
合
が
多
い

と
い
う
見
解
に
つ
い
て
、
疑
問
を
呈
す
る
人
が
い
る
。
信
仰
や
信
念

が
相
対
化
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
う
し
た
信
仰
・
信
念
に
対
す
る
科

学
的
批
判
や
反
駁
が
盛
ん
な
現
今
に
あ
っ
て
、
確
か
に
人
々
に
は
そ

う
し
た
傾
向
が
増
し
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
裏
を
返
せ

ば
、
現
代
人
が
確
固
と
し
た
信
仰
体
験
か
ら
か
け
離
れ
て
い
る
か
ら

抱
く
こ
と
に
な
っ
た
当
然
の
気
持
ち
な
の
だ
と
い
う
こ
と
も
で
き

る
。
わ
れ
わ
れ
現
代
の
日
本
社
会
に
暮
ら
す
人
間
に
は
本
物
の
信
仰

経
験
が
少
な
い
の
だ
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
大
き

な
偏
見
で
あ
り
最
大
の
不
幸
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
終
末
の
時
期
に

何
も
英
雄
的
行
為
を
行
う
必
要
も
何
か
を
成
し
遂
げ
よ
う
と
焦
る
必

要
も
な
い
け
れ
ど
、
信
仰
や
信
念
に
対
す
る
あ
の
一
方
的
な
捉
え
方

の
よ
う
な
、
多
く
の
先
入
観
か
ら
自
身
を
解
き
放
っ
て
、
自
由
に
世

界
を
、
そ
し
て
世
界
と
自
己
の
関
係
を
看
破
す
る
こ
と
に
努
め
て
み

る
の
が
い
い
と
思
わ
れ
る
。
終
末
期
を
一
切
の
偏
見
の
な
い
自
由
の

境
地
を
会
得
す
る
た
め
の
チ
ャ
ン
ス
と
捉
え
て
卑
屈
に
な
ら
ず
に
っ

こ
り
笑
っ
て
生
き
る
と
い
う
の
が
よ
い
。
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