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序　

章　

医
学
が
子
ど
も
を
見
出
す
と
き

野
々
村
淑
子

一　

医
療
救
済
と
子
ど
も

医
学
史
家
の
ウ
ッ
ド
ワ
ー
ド
（John W

oodw
ard

）
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
ホ
ス
ピ
タ
ル
史
の
冒
頭
を
こ
の
よ
う
に
始
め
て
い
る
。

西
暦
九
四
七
年
、
ヨ
ー
ク
大
聖
堂
の
聖
職
者
た
ち
は
、
聖
ペ
テ
ロ
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
を
設
立
し
た
。
こ
れ
が
、
英
国
で
最
も
初
期

に
正
式
に
認
定
さ
れ
た
ホ
ス
ピ
タ
ル
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
施
設
は
、
病
人
を
ケ
ア
す
る
施
設
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
旅
人

や
巡
礼
の
宿
（hostel

）
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
後
に
ホ
ス
ピ
タ
ル
は
、
医
者
を
雇
用
し
、
病
人
を
治
療
し
始
め
た
。

と
い
う
の
も
、
病
気
は
、
神
の
意
思
の
結
果
で
あ
り
、
そ
の
対
応
は
教
会
メ
ン
バ
ー
の
責
任
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
…
…
（
中

略
）
…
…
教
会
付
属
の
ホ
ス
ピ
タ
ル
は
、
治
療
（cure
）
よ
り
も
介
助
や
世
話
（care

）
の
た
め
に
あ
っ
た
。
可
能
な
時
に
は
身

体
の
救
済
（the relief of the body

）
の
た
め
に
も
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、
主
と
し
て
は
魂
の
快
復
（the refreshm

ent of the 

soul

）
の
た
め
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
…
…
（
中
略
）
…
…
そ
の
後
、
私
た
ち
が
今
日
知
っ
て
い
る
よ
う
な
ホ
ス
ピ
タ
ル
の
実
践

を
満
た
し
て
い
る
施
設
の
嚆
矢
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
聖
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
で
あ
り
、
一
一
二
三
年
に
ラ
ー
ヘ
レ
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
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た
。
そ
れ
は
孤
児
や
棄
児
を
含
む
困
窮
民
や
貧
者
へ
の
援
助
、
病
人
や
旅
行
者
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
援
助
を
提
供
し
た
［W

ood-

w
ard 1974:  1

］。

ホ
ス
ピ
タ
ル
は
、
一
二
世
紀
の
そ
の
始
ま
り
か
ら
、
孤
児
、
棄
児
等
の
子
ど
も
を
含
む
貧
民
の
医
療
救
済
を
そ
の
主
た
る
役
割
と
し
た

施
設
と
し
て
設
立
さ
れ
た
。
医
の
世
界
は
こ
の
時
期
か
ら
子
ど
も
に
出
会
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
起
源
は
、
寄
る
辺
な
い

人
々
の
た
め
の
休
息
の
場
で
あ
る
と
と
も
に
、
魂
の
快
復
の
た
め
の
場
所
で
あ
っ
た
。
医
療
の
基
層
は
、
人
々
の
心
身
へ
の
配
慮
を
通

し
た
司
牧
の
重
要
な
機
能
と
し
て
位
置
づ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
医
食
を
通
じ
人
々
を
養
い
治
め
る
こ
と
は
、
教
会
、
修
道
会
の
信
徒

へ
の
指
導
、
管
理
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
本
書
に
お
い
て
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
、
一
八
世
紀
以
降
の
医
療
、

医
学
が
子
ど
も
と
関
わ
る
と
き
に
、
必
ず
し
も
上
記
の
よ
う
な
ホ
ス
ピ
タ
ル
か
ら
の
系
譜
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
で
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
連
続
性
、
継
承
性
で
は
な
く
、
各
々
の
社
会
的
な
文
脈
に
お
い
て
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
立
ち
現
れ
た
の
か
、
を
明
ら
か
に
す
る

必
要
が
あ
る
。

本
書
は
、『
孤
児
と
救
済
の
エ
ポ
ッ
ク
―
―
一
六
〜
二
〇
世
紀
に
み
る
子
ど
も
・
家
族
規
範
の
多
層
性
』（
土
屋
敦
・
野
々
村
淑
子
編
、

勁
草
書
房
、
二
〇
一
九
年
）
の
後
継
書
と
し
て
取
り
組
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
前
書
に
お
い
て
、
全
体
と
し
て
念
頭
に
お
か
れ
た
の
は
、

子
ど
も
、
特
に
貧
し
い
子
ど
も
に
つ
い
て
の
「
物
語
」
批
判
で
あ
っ
た
。
カ
ニ
ン
ガ
ム
（H

ugh Cunningham

）［Cunningham
 

1991

］
に
依
拠
し
つ
つ
、
産
業
化
と
過
酷
な
児
童
労
働
の
進
展
、
科
学
や
啓
蒙
に
よ
る
そ
の
状
態
か
ら
の
救
済
と
い
っ
た
「
物
語
」
が

子
ど
も
史
の
語
り
と
し
て
位
置
づ
い
て
き
た
こ
と
へ
の
批
判
的
検
討
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
医
学
は
、
な
か
で
も
子
ど
も
の
生
命
や
健

康
に
配
慮
し
た
救
済
の
「
物
語
」
の
立
役
者
と
し
て
も
位
置
付
け
ら
れ
得
る
だ
ろ
う
。
い
か
に
子
ど
も
は
死
な
な
く
な
っ
た
か
、
健
康
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に
な
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
、
そ
れ
に
関
わ
っ
た
医
者
の
努
力
へ
の
顕
彰
と
と
も
に
発
展
史
と
し
て
語
る
「
物
語
」
は
、
非
常
に
強

力
に
存
在
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
逆
に
、
近
代
西
洋
医
学
の
権
力
性
、
生
命
へ
の
介
入
を
批
判
し
、
近
代
以
前
の
医
学
知
を
称
え
る
郷

愁
的
歴
史
観
の
「
物
語
」
も
同
様
に
、
も
う
ひ
と
つ
の
「
物
語
」
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
本
書
は
、
そ
の
よ
う
な
強
力
な
「
物
語
」
か

ら
離
れ
、
医
学
知
が
子
ど
も
を
見
出
し
て
い
く
過
程
と
そ
の
多
層
性
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
困
難
に
挑
む
。

『
医
学
が
子
ど
も
を
見
出
す
と
き
―
―
孤
児
、
貧
困
児
、
施
設
児
と
医
学
を
め
ぐ
る
子
ど
も
史
』
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
よ
う

に
、
医
学
が
、
そ
の
社
会
に
お
か
れ
た
文
脈
に
お
い
て
、
孤
児
や
棄
児
、
貧
困
児
な
ど
の
救
済
事
業
に
関
与
し
た
（
関
与
せ
し
め
ら
れ

た
）
経
緯
、
そ
の
具
体
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
注
力
し
て
い
る
。
身
体
や
精
神
に
関
す
る
専

門
家
で
あ
る
医
者
や
産
婆
（
産
科
医
）、
看
護
者
、
精
神
医
学
者
、
心
理
学
者
た
ち
は
、
そ
の
専
門
知
の
精
緻
化
、
真
理
化
へ
の
志
向

性
を
、
子
ど
も
の
生
命
や
精
神
の
保
護
、
救
済
に
重
ね
た
。
子
ど
も
、
特
に
貧
し
い
子
ど
も
の
生
命
、
健
康
が
彼
ら
の
関
心
の
的
と
な

っ
た
経
緯
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
神
の
領
域
、
超
自
然
的
な
領
域
に
あ
っ
た
病
の
領
域
が
、
世
俗
の
医
療
人
た
ち
の
実
践

と
探
究
の
対
象
と
な
り
、
な
か
で
も
救
済
の
対
象
と
し
て
子
ど
も
が
注
目
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
は
何
か
。
子
ど
も
を
媒
介
と
し
て
、
そ

の
専
門
知
を
練
り
上
げ
る
た
め
に
、
彼
ら
は
何
を
思
考
し
、
行
動
し
た
の
か
。
行
政
は
、
研
究
機
関
は
、
教
会
や
慈
善
団
体
は
、
あ
る

い
は
周
囲
の
人
々
は
、
そ
の
よ
う
な
う
ね
り
に
ど
う
反
応
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
逆
に
誘
因
と
な
っ
た
の
か
。

前
書
と
同
様
、
本
書
は
、
あ
る
一
定
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
も
っ
て
編
ま
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
医
の
世
界
と
子
ど
も
と
の
出

会
い
方
の
多
様
性
、
多
層
性
こ
そ
が
こ
こ
で
の
主
眼
で
あ
る
。
連
続
性
、
継
承
性
で
は
な
く
、
各
々
の
章
に
お
か
れ
た
事
象
の
固
有
性
、

特
有
性
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
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二　

家
族
、
子
ど
も
を
介
し
た
統
治
と
医
学

本
書
は
、
医
学
に
よ
る
子
ど
も
へ
の
関
与
の
歴
史
を
対
象
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
け
る
小
児
科
学
の
系
譜
、

そ
の
展
開
の
歴
史
、
あ
る
い
は
そ
の
一
部
を
論
じ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
医
学
の
子
ど
も
へ

の
関
与
を
通
し
て
、
子
ど
も
や
家
族
に
関
す
る
規
範
が
い
か
に
し
て
つ
く
ら
れ
た
の
か
、
と
い
う
前
書
の
問
い
を
引
き
継
い
で
い
る
。

す
な
わ
ち
、
子
ど
も
の
救
済
、
保
護
事
業
の
展
開
、
福
祉
制
度
、
子
ど
も
を
取
り
巻
く
救
済
、
保
護
、
支
援
、
福
祉
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、

保
護
や
福
祉
の
複
合
体
の
な
か
で
、
医
学
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
た
の
か
、
そ
し
て
子
ど
も
や
家
族
の
価
値
観
、
そ
の
規
範
や
分
類
の

基
準
を
提
供
し
て
き
た
の
か
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
本
書
の
趣
旨
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
こ
の
趣
旨
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
に
、
子
ど
も
、
家
族
に
関
す
る
社
会
史
研
究
に
お
い
て
重
要
な
ド
ン
ズ
ロ

（Jacques D
onzelot, 1943-

）
の
言
葉
を
改
め
て
参
照
す
る
こ
と
に
す
る
。
ド
ン
ズ
ロ
に
よ
る
一
九
八
〇
年
代
に
発
表
さ
れ
た
研
究

『
社
会
的
な
も
の
の
発
明
』［
ド
ン
ズ
ロ 2020
］
が
、
近
年
翻
訳
刊
行
さ
れ
た
。
こ
の
書
は
『
家
族
に
介
入
す
る
社
会
』［
ド
ン
ズ
ロ 

1

1

991

］
に
お
い
て
も
議
論
さ
れ
て
い
た
「
社
会
的
な
る
も
の
」
に
つ
い
て
の
論
考
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
フ
ラ
ン
ス
で
「
福

祉
国
家
」
の
名
に
よ
り
展
開
し
た
一
連
の
統
治
実
践
を
め
ぐ
る
思
想
史
的
考
察
と
し
て
、
す
で
に
古
典
の
位
置
を
占
め
て
」
い
る
も
の

で
あ
る
［
ド
ン
ズ
ロ 2020: 314

］。
こ
の
翻
訳
書
の
巻
末
に
収
め
ら
れ
て
い
る
、
真
島
一
郎
に
よ
る
「
ド
ン
ズ
ロ
の
問
い
を
ひ
ら
く
た

め
に
―
訳
者
解
説
に
代
え
て
」
に
は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
等
を
参
照
し
な
が
ら
、
フ
ー
コ
ー
と
の
関
係
が
、
そ
の
影
響
や
確
執
な
ど
を
含

め
て
論
じ
ら
れ
る
。
下
記
は
、
ド
ン
ズ
ロ
自
身
の
発
言
か
ら
の
紹
介
部
分
で
あ
る
。
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自
分
の
博
士
論
文
の
こ
と
で
は
、
フ
ー
コ
ー
に
質
問
さ
え
し
な
か
っ
た
。
か
れ
と
は
じ
つ
に
親
し
い
間
柄
に
あ
っ
た
か
ら
、
む

し
ろ
自
分
は
自
分
で
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
探
さ
な
く
て
は
と
い
う
気
に
な
っ
て
い
た
。
じ
っ
さ
い
わ
た
し
は
、
か
れ
の
思
考
の
シ

ス
テ
ム
に
賛
同
す
る
よ
り
、
そ
の
欠
落
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
さ
ぐ
っ
て
い
た
。
そ
し
て
家
族
と
い
う
領
域
こ
そ
、
フ
ー
コ
ー
の
論

証
が
危
う
く
な
る
当
の
欠
落
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
監
獄
を
社
会
の
規
律
化
に
と
っ
て
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
と
み
な
す
『
監
獄
と

処
罰
』
の
論
理
に
し
た
が
え
ば
、
ま
る
で
学
校
や
病
院
や
工
場
と
お
な
じ
く
家
族
も
ま
た
、
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
を
差
し
向
け
る
べ

き
影
の
よ
う
な
場
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
家
族
は
た
と
え
外
部
か
ら
規
律
に
貫
か
れ
た
と
し
て
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
み

ず
か
ら
に
内
在
す
る
諸
権
限
ま
で
失
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。「
家
族
の
統
治
」
と
い
う
ア
ン
シ
ア
ン
・
レ
ジ
ー
ム
期
の
定
型
句
の

か
わ
り
に
、
こ
う
し
て
わ
た
し
は
「
家
族
を
つ
う
じ
た
統
治
」
と
い
う
表
現
に
思
い
至
っ
た
［
ド
ン
ズ
ロ 2020: 325

］。

真
島
は
、
そ
の
上
で
、
フ
ー
コ
ー
（M

ichel Foucault, 1926-1984

）
の
「
生
政
治
」
の
議
論
と
対
比
し
つ
つ
、
ド
ン
ズ
ロ
の
「
内

政
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
少
し
長
い
が
、
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
。

そ
の
点
、
家
族
に
対
す
る
一
九
世
紀
の
介
入
的
統
治
を
め
ぐ
っ
て
、
ド
ン
ズ
ロ
が
フ
ー
コ
ー
の
名
を
直
接
あ
げ
な
が
ら
言
及
す

る
「
内
政
」
は
、
一
八
世
紀
以
後
に
出
現
し
た
生
政
治
の
そ
れ
、
い
い
か
え
れ
ば
「
人
口
の
質
と
国
民
の
力
の
成
長
に
む
け
た
あ

ら
ゆ
る
手
法
を
ふ
く
み
こ
む
、
き
わ
め
て
広
い
語
義
」
に
お
け
る
内
政
の
ほ
う
で
あ
っ
た
。
家
族
に
対
す
る
一
九
世
紀
の
統
治
実

1　

真
島
は
、
こ
の
書
を
『
家
族
へ
の
内
政
』
と
訳
し
直
し
て
い
る
［
ド
ン
ズ
ロ 2020: 322

］。
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践
を
こ
の
意
味
で
の
内
政
と
し
て
捉
え
返
す
な
ら
、
生
政
治
の
客
体
＝
主
体
と
し
て
の
「
家
族
」
の
背
後
に
は
、
親
密
圏
を
こ
え

た
統
治
の
問
い
と
し
て
一
九
世
紀
に
出
来
す
る
社
会
的
な
も
の
の
姿
が
望
見
さ
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。
―
―
「
家
族
は
、
社
会
的
な

も
の
の
女
王
で
あ
り
か
つ
囚
人
で
あ
る
」。

ド
ン
ズ
ロ
は
、
社
会
的
な
も
の
を
統
治
の
系
譜
学
の
う
ち
へ
と
具
体
的
に
位
置
づ
け
る
う
え
で
、
も
は
や
露
骨
な
規
律
を
労
働

者
階
級
に
強
い
る
の
で
は
な
く
効
果
的
な
助
言
を
通
じ
て
柔
軟
に
介
入
し
て
い
く
一
九
世
紀
流
「
博
愛
」
の
戦
略
、
ま
た
ソ
ー
シ

ャ
ル
ワ
ー
ク
／
社
会
調
査
に
代
表
さ
れ
る
、
特
定
の
「
モ
ラ
ル
」
を
ふ
ま
え
た
後
見
的
な
実
践
に
目
を
向
け
る
。
政
治
的
意
図
を

表
向
き
漂
白
し
た
こ
れ
ら
の
領
域
で
は
、
国
家
に
要
求
す
べ
き
扶
助
の
「
権
利
」
に
代
え
て
、
節
約
と
貯
蓄
の
モ
ラ
ル
が
家
族
に

向
け
て
説
か
れ
、
さ
ら
に
か
れ
ら
の
貯
蓄
行
動
を
間
接
的
に
う
な
が
す
公
役
務
／
公
共
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
の
労
働
者
用
団
地
（
社

会
住
宅
）
が
用
意
さ
れ
る
こ
と
で
、
来
た
る
べ
き
社
会
的
な
も
の
の
基
盤
が
固
め
ら
れ
る
。
貯
蓄
を
奨
励
し
、
衛
生
と
教
育
の
規

範
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
で
最
終
的
に
め
ざ
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
ゆ
え
家
族
の
「
危
機
」
と
は
ほ
ど
遠
い
事
態
、
家
父
長
的
な
依
存

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
女
性
や
子
ど
も
を
解
き
放
ち
、
家
族
を
主
体
と
し
て
機
能
さ
せ
る
た
め
の
効
果
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

家
父
長
権
力
の
排
除
か
ら
成
立
す
る
新
た
な
実
践
の
装
置
と
し
て
み
ず
か
ら
が
名
づ
け
た
「
後
見
の
複
合
体
」
の
典
型
を
、
ド
ン

ズ
ロ
は
特
に
一
九
世
紀
末
以
降
の
少
年
裁
判
所
に
見
出
し
て
い
た
。
そ
こ
で
は
当
時
の
精
神
医
学
、
精
神
分
析
、
社
会
学
の
知
を

ふ
ま
え
た
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
が
、
法
と
刑
罰
か
ら
な
る
司
法
的
な
も
の
を
教
育
的
な
も
の
で
代
置
し
て
い
く
過
程
が
確
認
さ
れ

る
。
…
…
［
ド
ン
ズ
ロ 2020: 328-329

］。

明
示
的
で
暴
力
的
な
規
律
化
で
は
な
く
、
家
族
や
子
ど
も
が
自
律
的
に
社
会
規
範
に
相
応
し
い
生
き
方
を
し
、
そ
の
こ
と
自
体
に
よ
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っ
て
社
会
を
統
御
す
る
近
代
統
治
技
法
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
の
ド
ン
ズ
ロ
の
議
論
は
、
改
め
て
強
調
す
る
ま
で
も
な

い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
内
政
」
お
よ
び
そ
れ
以
降
の
ド
ン
ズ
ロ
に
よ
る
「
社
会
的
な
も
の
」
あ
る

い
は
「
社
会
の
動
員
」
を
軸
に
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
福
祉
国
家
制
度
に
関
す
る
問
い
は
、
自
由
主
義
、
民
主
主
義
国
家
に
お
け
る
福
祉
の

課
題
、
あ
る
い
は
そ
の
な
か
に
埋
め
込
ま
れ
た
貧
困
や
格
差
、
分
断
の
問
題
と
子
ど
も
に
つ
い
て
の
考
察
に
、
今
な
お
示
唆
に
富
む
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
ド
ン
ズ
ロ
が
フ
ラ
ン
ス
史
に
即
し
て
辿
っ
て
い
る
よ
う
な
「
内
政
」
に
つ
い
て
の
経
緯
や
、
家
族
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
、

そ
れ
を
通
し
た
社
会
統
治
の
仕
組
み
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
立
ち
現
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
仕
組
み

が
う
ま
く
機
能
す
る
に
は
、
個
々
の
子
ど
も
や
家
族
が
自
ら
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
沿
う
よ
う
に
規
範
的
に
振
る
舞
う
か
、
あ
る
い
は
そ

れ
が
不
可
能
だ
っ
た
と
き
に
は
自
ら
が
誤
っ
て
い
る
か
、
正
常
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
社
会
に
浸
透
し
、
共
有
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
か
に
し
て
可
能
と
な
っ
た
の
か
。

三　

本
書
の
構
成

本
書
の
構
成
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
第
Ⅰ
部
「「
医
学
」
に
よ
る
「
子
ど
も
」
の
発
見
」
に
お
い
て
は
、
一
八
世
紀
を
起
点
に

前
項
で
述
べ
た
よ
う
な
「
家
族
を
通
じ
た
統
治
」
の
網
の
目
を
構
成
し
始
め
た
時
と
場
に
注
目
し
、
医
学
、
医
療
が
子
ど
も
を
見
出
し

て
い
く
具
体
に
せ
ま
る
。
第
Ⅱ
部
「
医
学
調
査
と
衛
生
管
理
」
で
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
「
社
会
問
題
」
の
医
学
的
解
決
を
構
想
し
た

社
会
医
学
が
、
子
ど
も
を
直
接
的
に
調
査
し
、
診
断
し
、
治
療
や
管
理
の
在
り
方
を
規
定
し
て
い
く
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。
さ
ら
に
、

第
Ⅲ
部
「
発
達
心
理
学
・
児
童
精
神
医
学
」
で
は
、
子
ど
も
の
知
能
、
欲
求
、
情
動
と
い
っ
た
心
理
や
精
神
に
関
す
る
科
学
が
、
子
ど
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も
自
体
や
、
子
ど
も
の
養
育
関
係
を
理
論
化
し
、
そ
の
適
用
を
通
し
て
、「
非
行
」、「
逸
脱
」、「
精
神
薄
弱
」、「
虐
待
」
な
ど
を
定
義

づ
け
、
対
応
、
養
育
、
養
護
に
つ
い
て
の
価
値
観
を
普
及
し
、
定
着
さ
せ
て
い
く
場
に
焦
点
を
あ
て
る
。

ま
ず
、
第
Ⅰ
部
「「
医
学
」
に
よ
る
「
子
ど
も
」
の
発
見
」
は
次
の
三
章
か
ら
成
る
。

第
一
章
の
乙
須
翼
「
一
八
世
紀
末
ア
メ
リ
カ
の
医
学
と
子
ど
も
・
家
族
の
交
差
―
―
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
ラ
ッ
シ
ュ
の
医
学
理
論
と
社

会
改
革
思
想
、
家
庭
生
活
の
連
関
に
着
目
し
て
」
は
、
ア
メ
リ
カ
建
国
期
の
代
表
的
医
者
で
あ
り
、
独
立
宣
言
署
名
者
で
あ
り
、
共
和

主
義
思
想
、
教
育
構
想
の
担
い
手
で
も
あ
っ
た
ラ
ッ
シ
ュ
の
医
学
理
論
と
社
会
改
革
思
想
、
さ
ら
に
社
会
改
革
の
要
と
し
て
の
家
庭
像

の
連
関
を
、『
書
簡
集
』
に
よ
る
ラ
ッ
シ
ュ
自
身
の
家
庭
生
活
に
対
す
る
叙
述
を
含
め
て
考
察
す
る
。
そ
の
上
で
、
家
族
に
関
わ
る
ラ

ッ
シ
ュ
の
理
論
や
思
想
が
、
彼
自
身
の
家
庭
生
活
と
往
還
し
な
が
ら
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

近
代
医
学
の
揺
籃
期
、
養
生
論
的
な
身
体
観
を
残
存
し
つ
つ
展
開
さ
れ
た
ラ
ッ
シ
ュ
の
医
学
理
論
と
、
産
業
化
の
な
か
で
こ
ち
ら
も

成
立
期
に
あ
っ
た
家
族
論
、
家
庭
生
活
の
考
え
方
、
そ
し
て
新
し
い
共
和
主
義
社
会
で
期
待
さ
れ
た
家
族
の
役
割
は
、
内
的
に
連
動
し

て
い
た
と
い
う
。
衣
食
や
気
候
な
ど
の
生
活
習
慣
や
環
境
、
慣
習
、
職
業
等
も
含
め
た
物
質
要
因
や
刺
激
、
環
境
が
、
身
体
や
精
神
の

不
調
あ
る
い
は
全
体
の
均
衡
の
崩
れ
を
も
た
ら
す
、
と
い
う
ラ
ッ
シ
ュ
の
養
生
論
的
な
身
体
観
と
、
生
活
環
境
や
環
境
を
整
え
、
心
身

の
健
全
を
維
持
す
る
場
は
家
庭
で
あ
り
、
女
性
が
そ
の
役
割
を
担
い
、
男
性
は
家
長
と
し
て
家
族
の
統
治
を
担
う
、
と
い
う
近
代
的
家

族
イ
メ
ー
ジ
の
連
関
が
こ
こ
に
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
社
会
が
改
良
さ
れ
る
、
と
い
う
「
内
政
」、「
家
族
を
通
し
た
統
治
」

の
形
の
萌
芽
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

第
二
章
の
野
々
村
淑
子
「
一
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
助
産
救
貧
を
め
ぐ
る
産
み
育
て
る
身
体
の
科
学
化
―
―
子
ど
も
の
生
命
へ
の
配
慮

と
女
性
産
婆
」
は
、
生
命
の
始
ま
り
へ
の
配
慮
が
社
会
的
関
心
の
的
と
な
り
、
男
性
産
婆
／
医
師
に
よ
る
医
学
的
な
知
や
実
践
が
権
威
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を
も
ち
始
め
た
時
期
の
、
出
産
の
世
界
と
女
性
産
婆
に
焦
点
を
あ
て
る
。

死
産
な
ど
危
険
な
出
産
へ
の
鉗
子
等
の
道
具
に
よ
る
介
入
を
除
き
女
性
産
婆
が
担
っ
て
い
た
出
産
領
域
に
、
実
習
や
解
剖
が
可
能
な

救
貧
医
療
の
場
を
足
掛
か
り
に
し
つ
つ
、
男
性
が
、
そ
の
責
任
者
、
後
継
者
養
成
の
担
い
手
と
し
て
位
置
づ
き
始
め
た
。
そ
し
て
、
子

ど
も
の
生
命
保
護
を
争
点
と
し
な
が
ら
、
男
女
ど
ち
ら
が
出
産
の
場
に
相
応
し
い
か
と
い
う
論
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
そ
の
前
後
の

時
期
に
書
か
れ
た
女
性
に
よ
る
産
婆
術
書
の
語
り
口
か
ら
、
出
産
を
超
自
然
的
な
も
の
で
は
な
く
自
然
と
し
て
捉
え
、
産
み
育
て
る
身

体
の
器
官
と
機
能
を
科
学
と
し
て
習
得
す
る
こ
と
を
後
押
し
す
る
文
脈
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
健
康
な
子
ど
も
の
養
育
環
境
を

整
え
る
の
み
な
ら
ず
、
孕
み
育
て
、
胎
外
に
産
み
だ
す
ま
で
の
環
境
と
し
て
の
自
身
の
身
体
を
維
持
管
理
す
る
知
識
を
得
る
こ
と
が
女

性
の
役
割
で
あ
る
と
い
う
自
負
の
言
葉
が
、
そ
し
て
、
そ
の
自
覚
を
女
性
た
ち
に
促
す
言
葉
が
、
女
性
向
け
の
助
言
書
に
、
女
性
に
よ

っ
て
書
か
れ
る
の
で
あ
る
。「
家
族
を
通
し
た
統
治
」
を
女
性
が
動
か
し
て
い
く
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
生
成
す
る
モ
ー
メ
ン
ト
で
あ
る
。

第
三
章
の
稲
井
智
義
「
一
九
〇
〇
年
前
後
の
岡
山
孤
児
院
に
お
け
る
看
護
と
病
気
―
―
看
護
婦
の
経
歴
と
仕
事
に
注
目
し
て
」
は
、

明
治
期
日
本
に
お
け
る
最
初
の
孤
児
院
で
あ
る
岡
山
孤
児
院
に
お
い
て
看
護
婦
と
し
て
働
い
た
女
性
た
ち
の
経
歴
、
職
務
、
養
成
所
で

の
学
び
、
さ
ら
に
岡
山
孤
児
院
に
設
立
さ
れ
た
看
護
科
の
概
要
を
明
ら
か
に
す
る
。
日
本
に
お
け
る
家
族
制
、
小
舎
制
を
採
用
し
、
家

庭
的
モ
デ
ル
に
よ
る
施
設
養
護
の
先
駆
で
あ
る
岡
山
孤
児
院
に
お
い
て
、
子
ど
も
た
ち
の
看
病
や
世
話
を
す
る
女
性
が
、
看
護
婦
養
成

学
校
に
通
い
資
格
を
取
得
し
て
配
置
さ
れ
た
こ
と
は
、
当
孤
児
院
の
「
家
族
生
活
」
に
お
け
る
女
性
（
母
）
役
割
へ
の
期
待
と
み
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

重
病
で
入
院
治
療
が
必
要
な
場
合
は
近
隣
の
病
院
に
入
院
し
て
い
た
こ
と
や
、
看
護
に
つ
い
て
の
専
門
的
な
知
識
と
技
能
を
身
に
つ

け
た
看
護
婦
が
、
具
合
の
悪
い
子
ど
も
た
ち
を
、
他
の
子
ど
も
と
は
離
れ
た
別
室
で
面
倒
を
み
て
、
元
気
に
な
っ
た
ら
戻
し
て
い
た
こ
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と
、
病
室
は
、
む
し
ろ
養
生
室
と
い
う
ほ
う
が
適
当
で
あ
る
と
さ
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
院
内
の
「
家
族
生
活
」
の
一
部
に
組
み
込

ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
日
本
初
の
施
設
看
護
婦
で
あ
り
、
岡
山
孤
児
院
創
設
者
石
井
十
次
の
後
妻
と
な
っ
た
吉
田
辰
喜
は
著
名

で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
孤
児
院
で
育
ち
、
働
い
た
女
性
た
ち
の
経
歴
な
ど
の
具
体
に
つ
い
て
、
著
者
が
長
年
そ
の
整
理
に
関
与
し
て
き

た
岡
山
孤
児
院
の
資
料
に
寄
り
添
い
、
光
を
あ
て
た
こ
と
は
意
義
深
い
。

次
に
、
第
Ⅱ
部
「
医
学
調
査
と
衛
生
管
理
」
は
以
下
の
三
章
か
ら
成
る
。

第
四
章
の
杉
原
薫
「
二
〇
世
紀
初
頭
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
子
ど
も
た
ち
」
の
保
護
と
医
療
の
介
入
―
―
「
ド
イ

ツ
児
童
保
護
セ
ン
タ
ー
」
で
の
取
り
組
み
を
中
心
に
」
は
、
一
九
〇
七
年
に
ベ
ル
リ
ン
に
設
置
さ
れ
た
機
関
に
着
目
す
る
。
セ
ン
タ
ー

は
、
援
助
を
必
要
と
し
て
い
る
子
ど
も
た
ち
が
お
か
れ
た
状
況
を
調
査
し
、
そ
の
状
況
に
あ
わ
せ
て
適
切
な
機
関
・
個
人
に
支
援
を
要

請
す
る
調
査
・
判
断
・
仲
介
役
割
を
負
っ
て
い
た
。
医
師
は
、
セ
ン
タ
ー
が
行
う
各
事
案
の
個
別
調
査
に
お
い
て
重
要
な
医
学
的
診
断

を
し
、
対
応
に
つ
い
て
の
助
言
を
す
る
。

援
助
申
請
の
内
容
に
は
、
怠
惰
な
生
活
、
病
気
や
障
害
と
い
っ
た
子
ど
も
側
の
事
情
も
あ
っ
た
が
、
両
親
に
よ
る
子
ど
も
の
虐
待
や

搾
取
、
ネ
グ
レ
ク
ト
、
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
や
投
獄
、
貧
困
や
病
気
、
死
と
い
っ
た
親
側
の
事
情
、
な
か
で
も
親
の
貧
困
、
病
気
、
ア
ル

コ
ー
ル
中
毒
が
多
く
、
小
児
科
で
は
な
く
精
神
科
医
に
よ
る
対
応
が
主
だ
っ
た
と
い
う
。
精
神
医
学
に
よ
る
基
準
、
指
標
、
そ
れ
に
よ

る
診
断
が
、
支
援
の
前
提
と
さ
れ
て
い
く
。
医
者
に
よ
る
個
別
の
診
断
が
積
み
重
ね
ら
れ
、
子
ど
も
に
支
援
が
必
要
か
ど
う
か
、
危
険

に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
の
基
準
線
を
引
い
て
い
く
。
児
童
保
護
を
目
的
と
し
た
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
が
、
医
師
は
、
子
ど
も
の
診

断
や
治
療
だ
け
で
は
な
く
、
親
、
特
に
母
親
の
心
身
へ
の
配
慮
と
、
両
親
の
収
入
源
の
補
完
な
ど
の
対
応
を
助
言
し
た
。
子
ど
も
を
通

じ
た
家
族
の
規
範
化
の
文
脈
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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第
五
章
の
草
野
舞
「
二
〇
世
紀
転
換
期
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
子
ど
も
の
栄
養
を
め
ぐ
る
「
科
学
的
」
な
議
論
―
―
学
校
給
食
実
施
過

程
に
焦
点
を
あ
て
て
」
は
、
一
九
〇
六
年
に
制
定
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
学
校
給
食
法
の
実
施
過
程
で
医
師
や
医
療
検
査
官
等
に
よ
っ
て
論

じ
ら
れ
た
子
ど
も
の
体
力
衰
退
、
栄
養
不
良
問
題
、
そ
の
解
決
の
た
め
の
食
事
の
量
や
栄
養
素
な
ど
に
関
す
る
議
論
を
追
う
。
栄
養
状

態
を
判
断
す
る
指
標
、
つ
ま
り
身
長
と
体
重
、
皮
膚
や
顔
の
表
情
、
髪
や
歯
の
状
態
な
ど
、
さ
ら
に
体
格
に
よ
っ
て
給
食
で
提
供
す
る

食
事
の
量
と
栄
養
素
、
メ
ニ
ュ
ー
例
な
ど
が
、
医
者
や
医
療
調
査
官
ら
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

給
食
の
導
入
に
際
し
、
親
役
割
を
奪
っ
て
し
ま
い
親
の
自
覚
を
削
い
で
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
知

ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
家
庭
で
与
え
ら
れ
る
食
事
が
、
議
論
の
対
象
と
な
る
。
あ
く
ま
で
学
校
給
食
は
、
家
庭
で
の
食
事
の
不
足

分
を
補
う
た
め
の
も
の
だ
と
い
う
前
提
か
ら
、
食
事
の
提
供
に
あ
た
っ
て
は
、
各
家
庭
で
の
食
事
の
状
況
、
経
済
的
事
情
が
考
慮
さ
れ

た
と
い
う
。
日
本
の
学
校
給
食
制
度
は
こ
の
イ
ギ
リ
ス
の
学
校
給
食
法
か
ら
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
学
校
給
食
が
開
始
さ
れ
て

い
く
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
子
ど
も
に
ど
う
い
う
条
件
で
学
校
で
食
事
を
供
す
る
か
と
い
う
議
論
を
重
ね
る
な
か
で
、
各

家
庭
が
配
慮
す
べ
き
子
ど
も
の
栄
養
状
態
、
食
事
の
提
供
の
量
や
方
法
、
マ
ナ
ー
な
ど
に
関
す
る
規
範
が
つ
く
ら
れ
て
い
く
、
重
要
な

道
筋
で
あ
る
。

第
六
章
の
田
中
友
佳
子
「
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
都
市
細
民
「
土
幕
民
」
の
社
会
医
学
的
調
査
―
―
「
生
れ
な
が
ら
の
土
幕
民
」
の

発
見
」
は
、
一
九
二
〇
〜
三
〇
年
代
植
民
地
朝
鮮
に
お
い
て
農
村
か
ら
都
市
に
流
入
し
て
河
川
敷
や
丘
陵
に
貧
民
街
を
形
成
し
た
土
幕

民
に
関
し
て
、
京
城
帝
国
大
学
医
学
部
衛
生
学
・
予
防
医
学
研
究
室
を
中
心
に
実
施
さ
れ
た
調
査
を
中
心
に
、
特
に
子
ど
も
に
関
す
る

衛
生
調
査
に
着
目
す
る
。

土
幕
民
に
「
特
異
」
な
点
が
、
調
査
官
が
予
想
し
て
い
た
ほ
ど
に
は
衛
生
調
査
に
お
い
て
も
生
活
調
査
に
お
い
て
も
現
れ
な
か
っ
た
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こ
と
に
つ
い
て
、
調
査
を
忌
避
す
る
人
々
の
存
在
な
ど
、
調
査
の
曖
昧
さ
が
当
時
指
摘
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
の
一
方
で
、
子
ど
も
の
体

格
に
お
い
て
特
徴
が
見
出
さ
れ
た
。
そ
こ
か
ら
称
さ
れ
た
「
生
れ
な
が
ら
の
土
幕
民
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
は
、
太
平
洋
戦
争
下
に
お
い

て
都
市
郊
外
に
強
制
移
住
さ
せ
た
土
幕
民
の
統
制
、
管
理
の
前
提
と
さ
れ
て
い
く
。
調
査
者
の
予
想
を
裏
切
る
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い

え
、
土
幕
民
の
生
活
や
衛
生
の
状
況
、
家
族
の
生
活
や
子
ど
も
の
育
ち
の
実
態
が
、
企
業
の
経
費
援
助
の
も
と
で
帝
大
医
学
生
に
よ
っ

て
調
査
さ
れ
、
数
量
的
な
結
果
と
共
に
、
土
幕
民
に
つ
い
て
の
記
述
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
調
査
の
植
民
地
統
治
に
お
け
る
目
的
や
利
用

の
仕
方
と
と
も
に
、
こ
の
調
査
を
通
し
て
、
一
般
民
、
一
般
朝
鮮
人
と
の
違
い
が
前
提
と
さ
れ
、
そ
の
特
徴
が
想
起
、
想
定
さ
れ
て
い

く
こ
と
も
興
味
深
い
。

最
後
に
、
第
Ⅲ
部
「
発
達
心
理
学
・
児
童
精
神
医
学
」
は
下
記
の
四
章
か
ら
成
る
。

第
七
章
の
松
本
由
起
子
「
保
護
複
合
体
と
愛
着
理
論
―
―
「
論
争
」
期
の
精
神
分
析
的
子
ど
も
像
を
め
ぐ
っ
て
」
は
、
ジ
ョ
ン
・
ボ

ウ
ル
ビ
ィ
が
提
唱
し
た
「
愛
着
理
論
」
の
展
開
を
、
二
〇
世
紀
前
半
か
ら
半
ば
に
か
け
て
の
イ
ギ
リ
ス
で
福
祉
に
関
わ
る
多
様
な
専
門

家
に
よ
る
「
保
護
複
合
体
」
を
軸
に
追
い
つ
つ
、
フ
ロ
イ
ト
の
継
承
を
め
ぐ
っ
て
生
じ
た
論
争
に
お
け
る
子
ど
も
像
と
の
対
比
を
試
み

る
。ボ

ウ
ル
ビ
ィ
が
国
際
精
神
分
析
誌
に
研
究
を
発
表
し
た
一
九
四
〇
年
代
か
ら
、
愛
着
理
論
と
ホ
ス
ピ
タ
リ
ズ
ム
論
と
の
乖
離
を
指
摘

し
つ
つ
、
ロ
ン
ド
ン
児
童
相
談
ク
リ
ニ
ッ
ク
、
非
行
の
科
学
的
治
療
の
た
め
の
研
究
所
、
あ
る
い
は
ハ
ム
ス
テ
ッ
ド
戦
時
保
育
所
等
の

「
保
護
複
合
体
」
に
お
い
て
、
中
産
階
級
型
の
望
ま
し
い
母
親
像
と
し
て
受
容
し
や
す
い
形
の
愛
着
理
論
が
拡
散
さ
れ
た
こ
と
を
確
認

し
て
い
く
。
子
ど
も
の
相
談
、
診
断
、
治
療
が
、
専
門
家
チ
ー
ム
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
対
応
さ
れ
る
な
か
で
、
愛
着
理
論
は
、

階
層
性
や
経
済
的
環
境
の
影
響
を
曖
昧
に
し
、
普
遍
的
な
母
子
の
心
理
的
関
係
と
し
て
定
着
し
て
い
く
と
い
う
。
病
的
な
子
ど
も
で
も
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な
く
病
的
な
家
庭
の
子
ど
も
で
も
な
く
、
正
常
な
子
ど
も
の
壊
れ
や
す
い
感
情
生
活
と
い
う
認
識
が
構
築
さ
れ
、
子
ど
も
の
感
情
を
守

る
た
め
の
家
庭
生
活
を
規
範
化
し
て
い
く
。
愛
着
理
論
が
、
精
神
分
析
の
一
部
の
概
念
を
保
護
複
合
体
の
動
き
に
沿
っ
て
普
及
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
精
神
分
析
に
関
す
る
当
時
の
先
端
的
研
究
は
、
子
ど
も
の
精
神
分
析
に
距
離
を
と
る
か
、
子
ど
も
の
も

つ
関
係
性
の
複
雑
さ
に
向
き
あ
う
か
、
と
い
う
点
で
論
争
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
は
、
非
常
に
重
要
な
知
見
で
あ
る
。

第
八
章
の
大
森
万
理
子
「
ア
メ
リ
カ
少
年
司
法
に
お
け
る
医
学
の
導
入
と
展
開
―
―
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
市
立
裁
判
所
の
医
療
活
動

（
一
九
一
四
年
〜
一
九
二
七
年
）
に
着
目
し
て
」
は
、
全
米
保
護
観
察
協
会
に
お
け
る
議
論
と
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
州
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア

市
立
裁
判
所
の
事
例
を
も
と
に
、
医
学
、
精
神
医
学
、
心
理
学
が
い
か
に
少
年
司
法
の
非
行
児
童
対
策
に
受
容
さ
れ
た
か
を
検
討
す
る
。

全
米
保
護
観
察
協
会
の
議
論
か
ら
は
、
少
年
非
行
に
つ
い
て
の
考
え
方
が
、
遺
伝
的
要
因
に
よ
る
も
の
か
ら
矯
正
、
治
療
可
能
性
の

あ
る
も
の
に
、
そ
し
て
保
護
観
察
官
の
役
割
が
保
護
対
象
者
に
対
す
る
積
極
的
関
与
へ
と
変
化
し
た
こ
と
に
、
精
神
科
医
や
心
理
学
者

が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
精
神
科
医
や
心
理
学
者
が
、
非
行
に
繋
が
る
要
因
と
し
て
、
遺
伝
や
過

去
の
病
気
や
永
久
的
な
心
身
の
悪
化
と
共
に
、
因
果
関
係
を
変
え
る
こ
と
の
で
き
る
要
因
と
し
て
、
家
庭
環
境
を
挙
げ
た
こ
と
で
あ
る
。

実
際
に
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
で
は
少
年
裁
判
所
外
部
局
を
設
置
し
、
保
護
観
察
中
の
者
に
つ
い
て
の
調
査
、
診
察
を
行
う
保
護
観
察

官
と
し
て
医
者
を
採
用
、
家
庭
訪
問
と
治
療
助
言
を
担
っ
た
。
さ
ら
に
、
一
般
医
、
心
理
学
者
、
精
神
科
医
、
婦
人
科
医
に
加
え
、
医

学
的
観
点
か
ら
保
護
観
察
を
実
施
す
る
た
め
に
医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
サ
ー
ビ
ス
部
局
（
の
ち
に
医
療
部
局
）
が
設
置
さ
れ
た
。
非
行
問
題

へ
の
医
学
的
対
応
は
、
刑
罰
で
は
な
く
矯
正
、
治
療
モ
デ
ル
へ
と
少
年
司
法
の
態
度
を
変
え
て
い
く
。
家
庭
環
境
は
、
少
年
非
行
の
要

因
と
し
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
九
章
の
野
崎
祐
人
「「
戦
災
孤
児
」
へ
の
心
理
学
的
関
心
―
―
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
近
江
学
園
に
お
け
る
知
能
検
査
と
教
育
実
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践
に
着
目
し
て
」
は
、
終
戦
後
一
九
四
六
年
に
滋
賀
県
大
津
市
に
戦
災
孤
児
、
生
活
困
窮
児
、
精
神
薄
弱
児
の
収
容
お
よ
び
教
育
を
目

的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
児
童
福
祉
法
施
行
に
よ
り
養
護
施
設
兼
精
神
薄
弱
児
施
設
と
し
て
認
可
さ
れ
た
近
江
学
園
に
注
目
す
る
。

心
理
学
者
に
よ
る
知
能
検
査
の
実
施
に
よ
っ
て
、
戦
災
孤
児
の
知
能
の
問
題
が
発
見
さ
れ
、
そ
の
後
の
対
応
が
変
化
せ
し
め
ら
れ
た

経
緯
に
つ
い
て
、
近
江
学
園
の
刊
行
物
や
初
代
園
長
、
糸
賀
一
雄
ら
三
人
の
主
要
人
物
の
著
作
集
等
か
ら
読
み
解
く
。
知
能
検
査
の
実

施
は
、
徐
々
に
そ
の
数
値
を
施
設
運
営
者
た
ち
に
正
確
で
正
当
な
基
準
と
し
て
認
識
さ
れ
始
め
、
施
設
養
護
児
童
、
孤
児
や
生
活
困
難

児
た
ち
の
な
か
に
精
神
薄
弱
児
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
が
気
づ
か
れ
て
い
く
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
学
級
編
成
な
ど
教
育
現
場
で
の
対
応

や
施
設
の
役
割
が
見
直
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
孤
児
、
浮
浪
児
、
生
活
困
窮
児
と
、
精
神
薄
弱
児
の
区
分
が
、
知
能
検
査
と
い
う
心
理

学
ツ
ー
ル
に
よ
っ
て
再
編
成
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
近
江
学
園
の
歴
史
に
お
い
て
は
、
前
史
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
創
設
期

か
ら
一
九
五
〇
年
代
初
頭
の
「
戦
災
孤
児
の
時
代
」
に
注
目
し
、
知
能
検
査
導
入
と
共
に
、
子
ど
も
へ
の
ま
な
ざ
し
が
交
錯
し
た
様
相

を
解
明
す
る
論
考
で
あ
る
。

第
一
〇
章
の
土
屋
敦
「
愛
着
理
論
の
再
浮
上
と
施
設
養
護
の
「
家
庭
化
」
―
―
一
九
九
〇
〜
二
〇
〇
〇
年
代
に
お
け
る
乳
児
院
の
変

遷
を
中
心
に
」
は
、
社
会
的
養
護
、
施
設
養
護
に
お
い
て
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
二
〇
〇
〇
年
代
前
後
に
お
い
て
、
乳
児
院
に
く
ら
す

子
ど
も
に
対
す
る
病
理
概
念
の
形
成
を
、
近
代
家
族
規
範
か
ら
の
「
偏
差
」
の
病
理
化
と
い
う
視
座
を
軸
に
明
ら
か
に
す
る
。
第
七
章

で
イ
ギ
リ
ス
で
の
展
開
が
論
じ
ら
れ
た
愛
着
理
論
の
、
日
本
で
の
近
年
の
動
き
で
あ
る
。

一
九
九
〇
年
代
以
降
、
児
童
虐
待
問
題
の
構
築
と
連
動
し
て
再
浮
上
し
た
母
性
的
養
育
の
剝
奪
論
／
愛
着
理
論
に
つ
い
て
の
議
論
の

後
、
乳
児
院
の
児
童
の
な
か
に
「
愛
着
障
害
」
が
読
み
込
ま
れ
て
い
く
と
共
に
、
養
育
者
―
子
ど
も
関
係
、
特
に
母
子
関
係
が
医
療
化

し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
愛
着
理
論
は
、
国
連
子
ど
も
の
人
権
委
員
会
か
ら
の
勧
告
と
い
う
「
外
圧
」
を
受
け
た
、
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里
親
委
託
推
進
や
施
設
の
小
規
模
化
／
「
家
庭
化
」
と
と
も
に
、
近
代
家
族
の
規
範
を
両
サ
イ
ド
か
ら
補
強
し
た
。
一
方
で
は
、「
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
家
族
」
へ
の
問
題
視
を
強
調
し
つ
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
方
で
は
、
家
庭
的
な
養
育
が
、
子
ど
も
の
人
権
に
応

え
る
世
界
水
準
で
あ
り
、
望
ま
し
い
も
の
だ
と
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
で
あ
る
。
ま
た
、
よ
り
多
様
な
愛
着
対
象
者
が
位
置
付
け

ら
れ
る
欧
米
圏
の
愛
着
理
論
と
は
異
な
り
、
従
来
型
の
近
代
家
族
規
範
に
閉
じ
た
愛
着
理
論
が
日
本
の
社
会
的
養
護
行
政
に
お
い
て
前

提
と
さ
れ
て
い
る
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
外
圧
に
よ
る
家
庭
的
養
護
の
推
進
と
併
せ
て
み
る
と
、
非
常
に
ア
イ
ロ
ニ

カ
ル
な
状
況
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
書
で
は
、
医
学
が
子
ど
も
へ
の
関
心
を
高
め
、
調
査
、
診
察
、
治
療
の
対
象
と
し
て
の
子
ど
も
が
、
そ
の
調
査
、

診
察
、
治
療
の
行
為
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
分
類
、
区
分
さ
れ
、
治
療
や
配
慮
の
必
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
く
様
相
が
描
か
れ
る
。
ま
た

同
時
に
、
子
ど
も
の
健
康
、
衛
生
や
栄
養
な
ど
の
管
理
、
精
神
や
心
理
に
配
慮
し
た
養
育
を
行
う
場
と
し
て
の
家
庭
が
、
あ
る
い
は
そ

れ
を
主
に
担
う
女
性
た
ち
の
生
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
規
範
化
さ
れ
て
い
く
様
相
が
確
認
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
医
学
、
医
療
が
、
か
つ

て
教
会
の
領
分
で
あ
っ
た
身
体
の
救
済
と
魂
の
快
復
に
お
い
て
、
家
族
を
い
わ
ば
理
想
化
、
神
格
化
し
な
が
ら
、
そ
の
子
ど
も
へ
の
配

慮
の
知
や
技
術
を
司
る
正
統
性
を
獲
得
す
る
経
緯
の
断
片
で
あ
る
。

従
来
、
子
ど
も
へ
の
医
療
、
医
学
の
関
心
と
そ
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
に
つ
い
て
看
過
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
各
章
に
、
そ
れ
ぞ

れ
の
論
考
の
前
提
と
な
る
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
、
本
書
の
私
た
ち
の
問
い
に
繋
が
る
、
複
数
の

国
や
地
域
の
歴
史
研
究
を
重
ね
合
わ
せ
る
形
で
、
比
較
史
的
に
ま
と
め
ら
れ
た
重
要
な
諸
研
究
書
類
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
は
、

比
較
教
育
社
会
史
の
シ
リ
ー
ズ
が
あ
る
。『
身
体
と
医
療
の
教
育
社
会
史
』［
望
田
、
田
村 2003

］
は
、
医
療
に
よ
る
子
ど
も
や
教
育
、

出
産
へ
の
関
与
に
関
す
る
論
考
集
で
あ
る
。
ま
た
、『
福
祉
国
家
と
教
育
』［
広
田
、
橋
本
、
岩
下 2013

］、『
保
護
と
遺
棄
の
子
ど
も
史
』 
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［
橋
本
、
沢
山 2014

］、『
教
育
支
援
と
排
除
の
比
較
社
会
史
』［
三
時
、
岩
下
、
江
口
、
河
合
、
北
村 2016

］
に
は
、
子
ど
も
の
生
命
に
関

わ
る
政
策
、
制
度
、
支
援
団
体
や
事
業
な
ど
に
関
す
る
非
常
に
重
要
な
モ
ノ
グ
ラ
フ
が
多
く
収
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
別
の
共
同

研
究
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
文
献
で
は
、
人
々
の
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
に
お
け
る
生
命
リ
ス
ク
へ
の
医
療
戦
略
を
軸
に
、
二
〇
世
紀
の
日
本
、
ド

イ
ツ
、
イ
ギ
リ
ス
の
疾
病
構
造
の
変
化
、
病
院
化
過
程
、
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
医
療
や
精
神
疾
患
等
を
事
例
に
そ
の
歴
史
的
展
開
を
追
っ

た
、『
分
別
さ
れ
る
生
命
―
―
二
〇
世
紀
社
会
の
医
療
戦
略
』［
川
越
・
鈴
木 2008

］
が
あ
る
。
人
生
過
程
に
視
野
を
広
げ
て
い
る
が
、

医
療
戦
略
と
い
う
文
脈
で
は
本
書
の
試
み
に
深
い
示
唆
を
与
え
て
い
る
。
同
書
の
姉
妹
書
で
あ
る
『
生
命
と
い
う
リ
ス
ク
―
―
二
〇
世

紀
社
会
の
再
生
産
戦
略
』［
川
越
・
友
部 2008

］
は
妊
娠
・
出
産
、
乳
幼
児
死
亡
と
い
っ
た
生
命
の
再
生
産
と
そ
こ
に
派
生
す
る
衛
生

政
策
、
人
口
政
策
、
家
族
政
策
な
ど
に
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
に
つ
い
て
の
日
本
と
ド
イ
ツ
を
対
象
と
し
た
比
較
史
的
考
察
で
あ
る
。
子
ど
も

の
生
命
へ
の
関
与
と
い
う
文
脈
で
は
、
後
者
に
収
め
ら
れ
て
い
る
諸
論
考
は
、
本
書
の
関
心
に
近
い
。
ま
た
、『
身
体
と
環
境
を
め
ぐ

る
世
界
史
』［
服
部 2021

］
も
食
や
衛
生
、
健
康
に
関
わ
る
医
療
の
介
入
に
関
す
る
、
日
本
、
ド
イ
ツ
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
ス

イ
ス
等
の
諸
国
に
わ
た
る
研
究
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

本
書
は
、
な
か
で
も
医
学
、
医
療
が
、
子
ど
も
の
生
命
、
身
体
や
精
神
の
健
康
、
衛
生
に
近
づ
き
、
調
査
、
診
断
、
治
療
の
た
め
の

正
統
化
さ
れ
た
知
と
そ
の
権
限
を
も
っ
て
、
子
ど
も
と
子
ど
も
の
育
ち
の
た
め
の
関
係
性
や
環
境
に
つ
い
て
の
規
範
を
普
及
し
、
真
理

と
し
て
定
着
さ
せ
て
い
く
具
体
に
迫
る
複
数
の
試
み
で
あ
る
。
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
全
体
と
し
て
子
ど
も
史
、
医
療
史
の
流
れ
が

語
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
章
に
よ
る
断
片
が
、
歴
史
叙
述
の
流
れ
に
対
し
、
そ
の
流
れ
を
よ
り
速
く
滑
ら
か
に
す
る
と

い
う
よ
り
は
、
小
さ
な
堰
と
な
る
か
、
あ
る
い
は
少
し
で
も
波
紋
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
、

本
書
の
「
物
語
」
批
判
と
し
て
の
意
義
で
あ
る
と
同
時
に
、「
右
側
に
「
作
製
段
階
の
科
学
」、
左
側
に
「
完
全
に
で
き
あ
が
っ
た
科
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学
」
あ
る
い
は
「
既
製
の
科
学
」
と
い
う
「
双
面
を
有
し
た
」
ヤ
ヌ
ス
」［
ラ
ト
ゥ
ー
ル 1999:  7

］
を
意
識
し
た
メ
タ
の
視
線
に
接
近

す
る
試
み
と
し
て
の
証
左
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
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