
第
二
部　

脳
科
学
の
応
用
と
倫
理
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ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
が

医
療
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
の
倫
理
的
問
題

医
療
化
の
問
題
を
中
心
と
し
て

伊
吹
友
秀

１　

背
景

―
医
療
と
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト

　

今
日
、
う
つ
病
と
診
断
さ
れ
た
人
に
抗
う
つ
薬
が
投
与
さ
れ
る
の
も
、
ナ
ル
コ
レ
プ
シ
ー
の
治
療
に
中
枢
神
経
刺
激
薬
が
用

い
ら
れ
る
の
も
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
精
神
薬
理
学
の
発
展
が
現
代
社
会
に
も
た
ら
し
た
利
益
と
影
響
を
否
定
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
他
方
、
疾
患
の
診
断
が
下
ら
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
日
常
生
活
に
お
い
て
気
分
が
ふ
さ
ぎ
込
ん
だ
り
、

眠
気
が
取
れ
ず
集
中
力
が
低
下
し
た
り
す
る
経
験
は
珍
し
い
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
状
況
が
薬
物
に
よ
っ
て
改
善
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
用
い
た
い
と
願
う
人
も
少
な
く
な
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　

ネ
イ
チ
ャ
ー
誌
が
オ
ン
ラ
イ
ン
で
行
っ
た
調
査
に
よ
る
と
、
回
答
者
の
五
人
に
一
人
が
非
治
療
目
的
で
認
知
能
力
を
強
化
す

る
た
め
に
薬
物
を
利
用
し
た
こ
と
が
あ
る
と
回
答
し
て
い
る
︵M

aher 2008
︶。
他
の
研
究
で
も
、
全
米
の
大
学
生
の
内
七
％
が
、

成
績
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
処
方
箋
の
必
要
な
刺
激
薬
︵
ア
デ
ラ
ル
や
リ
タ
リ
ン
な
ど
︶
を
利
用
し
た
こ
と
が
あ

る
と
見
積
も
っ
て
い
る
︵M

cC
abe et al. 2005

︶。
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脳
や
神
経
系
に
介
入
し
、
そ
の
能
力
改
善
や
性
質
の
改
良
を
目
指
す
介
入
は
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
と
総
称
さ
れ
、

脳
神
経
倫
理
の
中
で
も
特
段
の
検
討
が
必
要
な
課
題
と
さ
れ
る
︵N

icholas 2006

︶。
こ
の
よ
う
な
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン

ト
の
具
体
的
な
例
と
し
て
は
、
薬
物
や
経
頭
蓋
磁
気
刺
激
︵
Ｔ
Ｍ
Ｓ
︶
に
よ
る
気
分
の
改
善
や
脳
深
部
刺
激
︵
Ｄ
Ｂ
Ｓ
︶
に
よ

る
認
知
能
力
の
改
善
︵British M

edical Association 2007

︶、
さ
ら
に
は
、
薬
物
に
よ
る
記
憶
力
の
改
善
や
記
憶
の
操
作
︵Liao 

and Alpert 2008

︶
な
ど
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

上
記
の
ネ
イ
チ
ャ
ー
誌
の
調
査
に
よ
る
と
、
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
を
利
用
し
た
人
の
う
ち
約
半
数
が
医
師
か
ら
の

処
方
を
受
け
て
薬
物
を
入
手
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
が
社
会
に
普
及
し
て
い
く
際
に
、
そ

の
提
供
者
が
医
療
従
事
者
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
。
さ
ら
に
、
将
来
、
Ｔ
Ｍ
Ｓ
や
Ｄ
Ｂ
Ｓ
な
ど
を
用
い
て
の
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ

ン
ス
メ
ン
ト
の
技
術
が
確
立
さ
れ
た
場
合
、
こ
れ
ら
の
高
度
な
技
術
を
用
い
た
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
は
、
薬
物
の
処

方
以
上
に
医
療
の
枠
内
で
人
々
に
提
供
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
鑑
み
て
ク
リ
ッ
ツ
マ
ン
は
、

脳
神
経
倫
理
の
文
脈
に
お
け
る
医
療
従
事
者
と
患
者
の
問
題
を
論
じ
た
論
文
の
中
で
、
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
が
医
療

の
枠
内
で
今
後
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
べ
き
か
、
と
い
う
問
い
が
近
い
将
来
わ
れ
わ
れ
の
喫
緊
の
課
題
と
な
る
と
い
う
こ
と
を

指
摘
し
た
︵K

litzm
an 2006

︶。

　

わ
が
国
に
お
い
て
も
、
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
を
医
療
の
枠
内
で
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
け
ば
よ
い
の
か
と
い
う
問

い
は
、
現
実
的
に
検
討
が
必
要
な
課
題
と
な
り
始
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
二
〇
〇
八
年
二
月
、
リ
タ
リ
ン
の
不
正
処
方
を
指
示

し
た
都
内
の
ク
リ
ニ
ッ
ク
院
長
が
懲
役
一
年
執
行
猶
予
三
年
の
判
決
を
受
け
る
と
い
う
事
件
が
報
道
さ
れ
た
︵﹃
朝
日
新
聞
﹄

二
〇
〇
八
年
二
月
五
日
朝
刊
︶。
こ
の
よ
う
な
不
正
処
方
の
事
件
の
報
道
は
、
近
年
相
次
い
で
紙
面
を
賑
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
が
、
医
療
の
枠
内
で
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
倫
理
的
問
題
が
真
剣
に
議
論
さ
れ

た
こ
と
は
今
ま
で
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
議
論
よ
り
も
、
そ
も
そ
も
の
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
の
是

非
に
関
す
る
議
論
を
す
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︵Parens 1998
︶。
先
述
の
ク
リ
ッ
ツ
マ
ン
も
こ
の
問
題
を
検
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討
す
る
こ
と
の
重
要
性
は
認
め
な
が
ら
も
、
今
後
解
決
さ
れ
る
べ
き
課
題
と
し
て
具
体
的
な
検
討
は
行
っ
て
い
な
い
。

　

し
か
し
、
今
日
、
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
議
論
の
傾
向
は
少
し
ず
つ
変
わ
り
始
め
て
い
る
。
筆
者
は
別
の
論
文
で

こ
の
点
に
つ
い
て
指
摘
し
た
が
、
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
の
全
面
的
な
禁
止
を
主
張
す
る
論
調
は
声
を
ひ
そ
め
始

め
、
そ
れ
よ
り
も
、
十
分
な
リ
ス
ク‒

ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
見
込
み
を
立
て
た
上
で
の
許
容
を
支
持
す
る
声
が
大
き
く
な
り
始

め
て
い
る
︵
伊
吹 
二
〇
〇
九
︶。
さ
ら
に
は
、
安
全
面
の
考
慮
や
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
の
重
要
性
と
い
う
理
由
か
ら
、

ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
を
行
う
の
に
、医
療
の
枠
内
で
実
施
す
る
こ
と
を
推
奨
す
る
論
調
も
現
れ
始
め
て
い
る
︵British 

M
edical Association 2007; Scherm

er et al. 2009

︶。

　

ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
は
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
医
療
の
枠
内
で
扱
わ
れ
る
べ
き
正
当
な
目
的
や
対
象
か
ら
は
外
れ

る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
を
求
め
る
声
は
古
く
か
ら
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
実
現
の
叶
わ

な
い
夢
物
語
で
あ
っ
た

（
（
（

。
翻
っ
て
、
今
日
の
医
学
や
脳
科
学
の
進
歩
は
こ
れ
ら
の
夢
物
語
の
実
現
を
可
能
に
し
よ
う
と
し
て
い

る
し
、
一
部
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
可
能
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
を
医
療
の
枠
内
で
扱

う
べ
き
か
否
か
と
い
う
点
が
現
在
、
そ
し
て
、
近
い
将
来
必
ず
問
題
と
な
る
。

　

従
来
医
療
の
対
象
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
介
入
が
、
新
た
に
そ
の
対
象
と
し
て
捉
え
始
め
ら
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、﹁
従

来
他
の
社
会
領
域

―
宗
教
・
司
法
・
教
育
・
家
族
な
ど

―
に
属
す
る
と
さ
れ
て
き
た
諸
社
会
現
象
が
、
次
第
に
医
療
現
象

と
し
て
再
定
義
さ
れ
る
過
程
﹂︵
進
藤 

一
九
九
〇
、一
七
三
︶
は
医
療
化
︵M

edicalization

︶
と
称
さ
れ
、
批
判
的
に
論
じ
ら
れ

る
こ
と
が
多
い
。
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
の
文
脈
に
お
い
て
も
、
医
療
化
と
い
う
論
点
を
用
い
て
、
こ
れ
を
批
判
す
る

こ
と
が
あ
る
︵Synofzik 2009

︶。
す
な
わ
ち
、﹁
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
は
医
療
化
を
促
進
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
、

許
容
し
が
た
い
﹂
と
い
う
議
論
で
あ
る
︵
松
田 

二
〇
〇
四
、
米
国
大
統
領
生
命
倫
理
評
議
会 

二
〇
〇
五
︶。
し
か
し
、
シ
ノ
フ

ジ
ッ
ク
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
の
是
非
を
問
う
文
脈
に
お
い
て
、
医
療
化
と
い
う
批
判
の
根
拠
が

明
示
さ
れ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
つ
ま
り
、
医
療
化
と
い
う
用
語
に
、
不
正
さ
が
前
提
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
医
療
化
が
必
然
的
に
道
徳
的
に
不
正
で
あ
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
こ
に
は
議
論
の
余
地
が
あ
り
、
必
ず

し
も
思
考
停
止
を
引
き
起
こ
す
用
語
で
あ
る
と
断
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
︵
野
口
・
中
山 

二
〇
〇
一
、
市
野
川 

二
〇
〇
六
︶。

例
え
ば
、
予
防
医
学
や
産
婦
人
科
領
域
で
は
、
医
療
化
の
倫
理
的
な
不
正
さ
が
否
定
さ
れ
、
医
療
化
を
肯
定
的
に
捉
え
る
議
論

が
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る

（
（
（

。

　

シ
ノ
フ
ジ
ッ
ク
の
指
摘
通
り
、
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
の
文
脈
に
お
い
て
医
療
化
を
批
判
的
に
検
討
し
た
論
文
は
現

在
ま
で
の
と
こ
ろ
存
在
し
な
い
。
そ
も
そ
も
現
状
で
は
、
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
が
医
療
の
枠
内
で
行
わ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
一
体
何
が
医
療
化
さ
れ
、
そ
の
こ
と
の
何
が
倫
理
的
に
不
正
な
の
か
に
つ
い
て
の
議
論
す
ら
も
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て

い
な
い
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
を
医
療
の
枠
内
で
行
う
こ
と
の
影
響
や
倫
理
的
な
問
題
点
を
、

特
に
医
療
化
と
い
う
観
点
に
注
目
し
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
為
に
、
ま
ず
第
２
節
に
お
い
て
は
、﹁
医
療
化
﹂
と
い
う

概
念
自
体
を
再
度
確
認
し
、
こ
の
文
脈
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
倫
理
的
な
不
正
さ
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
の
か
を
概
観
す
る
。
そ

の
上
で
、
続
く
第
３
節
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
議
論
を
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
の
個
別
の
事
例
に
即
し
て
検
討
し
て
い

く
。
そ
の
際
の
個
別
の
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
の
事
例
と
し
て
は
、
実
現
可
能
性
と
需
要
の
大
き
さ
の
観
点
か
ら
、
薬

物
ま
た
は
Ｔ
Ｍ
Ｓ
や
Ｄ
Ｂ
Ｓ
な
ど
の
脳
科
学
技
術
を
用
い
て
の
︵
ａ
︶
気
分
の
操
作
・
改
良
、︵
ｂ
︶
計
算
能
力
や
記
憶
能
力

等
の
認
知
能
力
の
改
善
の
二
事
例
と
す
る

（
（
（

。
そ
し
て
最
終
第
４
節
に
お
い
て
は
、
医
療
化
の
議
論
が
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ

ン
ト
の
議
論
に
お
い
て
果
た
す
役
割
と
そ
の
限
界
に
つ
い
て
考
察
し
、
医
療
の
枠
内
で
行
わ
れ
る
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン

ト
の
倫
理
的
な
側
面
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
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２　

医
療
化
概
念
及
び
、
そ
の
倫
理
的
な
不
正
さ
に
つ
い
て

２・１　
二
つ
の
医
療
化
概
念

　
﹁
医
療
化
﹂
概
念
を
論
じ
る
に
際
し
て
は
、﹁
逸
脱
の
医
療
化
︵m

edicalization of deviance

︶﹂
と
﹁
社
会
の
医
療
化

︵m
edicalization of society

︶﹂
と
い
う
二
種
類
の
文
脈
が
あ
る
こ
と
が
広
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
︵
佐
藤 

一
九
九
九
、C

onrad 

2007

︶。
こ
の
分
野
の
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
コ
ン
ラ
ッ
ド
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
医
療
化
と
い
う
枠
組
み
に
お
い
て
議
論

さ
れ
て
き
た
の
は
、﹁
社
会
的
な
逸
脱
が
医
療
の
問
題
と
し
て
再
定
義
さ
れ
る
﹂︵C

onrad 1992

︶
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
逸
脱
の

医
療
化
の
方
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
、
犯
罪
や
同
性
愛
な
ど
の
社
会
的
な
逸
脱
と
さ
れ
て
き
た
行
為
、
す
な
わ
ち
、
道
徳
的
非

難
の
対
象
で
あ
っ
た
も
の
が
医
療
に
よ
る
治
療
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
わ
が
国
の
研
究
で
言
え
ば
、

覚
せ
い
剤
の
使
用
と
い
う
個
人
の
不
道
徳
や
犯
罪
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
た
問
題
が
、
覚
せ
い
剤
依
存
症
と
し
て
医
療
の
問
題

と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
過
程
が
社
会
学
者
の
佐
藤
哲
彦
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
て
い
る
︵
佐
藤 

一
九
九
六
︶。

　

他
方
、﹁
社
会
の
医
療
化
﹂
と
は
、﹁
社
会
に
お
け
る
人
々
の
通
常
の
生
活
が
医
療
の
専
門
用
語
で
記
述
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

こ
と
﹂︵C

onrad 2007

︶
と
定
義
さ
れ
る
。
こ
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
実
に
様
々
な
も
の
が
医
療
化
の
議
論
の
対
象
と
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
今
ま
で
は
産
婆
な
ど
の
非
医
療
従
事
者
に
よ
っ
て
出
産
が
扱
わ
れ
て
い
た
の
に
、
医
療
従
事
者
に

よ
っ
て
取
り
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
そ
れ
は
出
産
が
医
療
化
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
︵Sm

eenk and H
ave 2003

︶。
さ
ら
に
は
、

注
意
欠
陥
多
動
性
障
害
︵
Ａ
Ｄ
Ｈ
Ｄ
︶
に
対
す
る
リ
タ
リ
ン
の
処
方
を
考
え
て
み
れ
ば
、
従
来
親
や
教
師
の
し
つ
け
に
よ
っ
て

改
善
さ
れ
て
い
た
子
供
の
振
る
舞
い
が
リ
タ
リ
ン
に
と
っ
て
替
ら
れ
る
形
で
、
医
療
の
枠
内
で
対
処
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
例

と
も
言
え
る
︵C

onrad 2007

︶。
他
に
も
、
更
年
期
障
害
に
対
す
る
医
学
的
な
処
置
︵M

eyer 2001

︶
や
老
人
介
護
︵G

lover and 

H
arm

an 2000

︶
や
病
院
で
の
終
末
期
の
見
取
り
︵C

onnelly 1998

︶
な
ど
も
、
社
会
の
医
療
化
の
一
例
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い

る
。
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こ
の
二
種
類
の
医
療
化
論
は
、
互
い
に
無
関
係
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
し
、
明
瞭
に
区
分
で
き
る
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
各
々
の
医
療
化
が
批
判
さ
れ
る
際
に
用
い
ら
れ
る
論
点
は
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
た
め
、
注
意
が
必
要
と
な
る
。
と

り
わ
け
、
逸
脱
の
医
療
化
の
場
合
、
す
で
に
倫
理
的
、
法
的
に
不
正
と
さ
れ
る
も
の
を
医
療
が
扱
う
こ
と
で
、
そ
の
不
正
さ
が

不
問
に
さ
れ
る
こ
と
に
伴
う
様
々
な
批
判
が
提
起
さ
れ
る
。

　

た
だ
し
、
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
が
医
療
の
枠
内
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
場
合
に
は
、
実
は
﹁
逸
脱
の
医
療
化
﹂

に
当
た
る
現
象
は
ほ
と
ん
ど
生
じ
ず
、
問
題
と
な
る
の
は
、
む
し
ろ
﹁
社
会
の
医
療
化
﹂
の
方
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な

ぜ
な
ら
ば
、︵
少
な
く
と
も
本
稿
に
お
い
て
取
り
上
げ
る
事
例
の
︶
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
を
求
め
る
人
々
は
、
法
的
、

あ
る
い
は
、
道
徳
的
に
逸
脱
し
て
い
る
人
々
と
い
う
よ
り
も
、
普
通
の
人
々
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
か
ら
で
あ
る
。
普
通
の

人
々
が
よ
り
よ
い
生
活
の
質
や
、
望
む
よ
う
な
自
己
像
を
達
成
す
る
た
め
に
こ
れ
ら
の
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
を
希
求
す
る
。
そ

こ
に
は
、
隠
匿
さ
れ
る
よ
う
な
潜
在
的
な
倫
理
的
、
法
的
不
正
さ
は
存
在
し
な
い
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
主
と
し
て
﹁
社
会
の

医
療
化
﹂
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
倫
理
的
な
不
正
さ
に
つ
い
て
概
観
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

２・２　
医
療
化
の
倫
理
的
な
不
正
さ

　

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
が
医
療
の
枠
内
で
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、﹁
社
会
の
医
療

化
﹂
と
呼
ば
れ
る
類
の
医
療
化
が
生
じ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、﹁
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
は
医
療
化
を
促

進
す
る
が
ゆ
え
に
不
正
で
あ
る
﹂
と
論
じ
ら
れ
る
際
の
﹁
医
療
化
﹂
は
﹁
社
会
の
医
療
化
﹂
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
な
る
。
こ

こ
で
も
う
一
度
留
意
し
た
い
の
が
、
背
景
で
も
述
べ
た
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
医
療
化
が
不
正
で
あ
る
か
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な

い
と
い
う
点
で
あ
る
。
医
療
化
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

佐
藤
哲
彦
は
以
下
の
よ
う
に
、
医
療
化
の
言
説
に
無
批
判
な
前
提
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
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こ
れ
ま
で
の
多
く
の
医
療
化
論
で
は
、﹁
本
来
﹂
医
療
的
な
領
域
と
﹁
本
来
﹂
そ
う
で
な
い
︵
非
医
療
的
︶
領
域
の
境
界

が
仮
定
さ
れ
て
い
る
︹
…
…
︺
こ
の
仮
定
に
よ
っ
て
医
療
化
論
は
、
非
医
療
的
領
域
が
医
療
的
領
域
へ
と
シ
フ
ト
し
て
い
く

様
相
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
﹁
自
然
な
︵natural

︶﹂
領
域
と
﹁
社
会
・
文
化
的
な
︵socio-cultural

︶﹂

な
領
域
と
を
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
素
朴
な
仮
定
な
の
で
あ
る
。︵
佐
藤 

一
九
九
九
、一
三
五
︶

　

今
ま
で
の
医
療
化
に
関
す
る
言
説
で
は
、
確
か
に
規
範
倫
理
学
的
な
問
題
意
識
は
薄
く
、
佐
藤
が
言
う
よ
う
に
医
療
化
さ
れ

る
べ
き
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
が
暗
黙
の
う
ち
に
前
提
さ
れ
議
論
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
医
療

化
批
判
の
言
説
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
き
た
議
論
は
、
意
識
的
に
せ
よ
無
意
識
的
に
せ
よ
、
倫
理
的
な
不
正
さ
の
根
拠
の
一
端

は
提
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
医
療
化
批
判
、
特
に
﹁
社
会
の
医
療
化
﹂
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
批
判
的
に
論
じ
る

文
脈
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
不
正
さ
が
懸
念
さ
れ
て
き
た
の
か
を
規
範
倫
理
学
的
な
観
点
か
ら
再
度
掘
り
起
こ
し
て
、
概
観

し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
社
会
の
医
療
化
は
、
主
に
以
下
の
三
つ
ぐ
ら
い
の
論
点
か
ら
批
判
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
な
る
。

︵
イ
︶
ヘ
ル
ス
ケ
ア
に
か
か
る
コ
ス
ト
や
医
療
費
を
増
大
さ
せ
る
が
ゆ
え
に
不
正
で
あ
る
と
い
う
論
点

︵
ロ
︶
健
康
や
普
通
さ
に
関
す
る
各
人
の
自
律
的
な
判
断
や
考
え
方
を
損
な
う
が
ゆ
え
に
不
正
で
あ
る
と
い
う
論
点

︵
ハ
︶
本
来
社
会
的
・
政
治
的
な
取
り
組
み
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
問
題
が
一
個
人
の
問
題
と
し
て
解
決
が
図
ら
れ
る

べ
き
と
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
不
正
で
あ
る
と
い
う
論
点

　

以
下
、
順
に
説
明
し
て
い
く
。
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（
イ
）
コ
ス
ト
―
医
療
費
の
増
大

　

社
会
の
医
療
化
に
関
す
る
議
論
の
代
表
的
な
文
献
の
一
つ
で
あ
る
﹃
脱
病
院
化
社
会
﹄
に
お
い
て
、
イ
リ
ッ
チ
︵
イ
リ
イ

チ
︶
は
、
医
療
化
が
進
む
こ
と
に
よ
る
弊
害
と
し
て
、
医
原
病
︵iatrogenesis

︶
の
存
在
を
提
示
し
て
い
る
。
医
原
病
と
は
、

﹁
医
師
を
表
す
ギ
リ
シ
ャ
語
の
イ
ア
ト
ロ
ス
、
起
源
を
表
す
ゲ
ネ
シ
ス
が
結
合
し
て
で
き
た
﹂︵
イ
リ
ッ
チ 

一
九
九
八
、一
一
︶

と
さ
れ
る
造
語
で
、
端
的
に
言
え
ば
医
療
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
病
気
の
こ
と
で
あ
る
。
イ
リ
ッ
チ
は
こ
の
医
原
病
を

︵
１
︶
臨
床
的
医
原
病
、︵
２
︶
社
会
的
医
原
病
、︵
３
︶
文
化
的
医
原
病
の
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
て
い
る
。
臨
床
的
医

原
病
と
は
、
副
作
用
や
医
療
過
誤
な
ど
実
際
の
医
療
行
為
に
伴
い
発
生
す
る
疾
患
等
の
こ
と
で
あ
る
。
対
し
て
、
イ
リ
ッ
チ
は

社
会
的
医
原
病
を
制
度
医
療
の
発
達
に
伴
う
﹁
社
会
経
済
的
変
容
に
よ
る
全
て
の
健
康
に
対
す
る
損
害
﹂︵
同
、
三
八
︶
と
定

義
し
、
こ
れ
に
よ
り
、
人
々
の
苦
痛
や
不
快
に
対
す
る
許
容
度
が
低
下
す
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
社
会
の
医
療
化
が
進
行
し
、

伝
統
的
な
文
化
が
備
え
て
い
た
苦
痛
や
不
快
に
対
処
す
る
た
め
の
方
法
が
無
国
籍
な
医
療
企
業
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
れ
ば
、
文

化
ま
で
も
が
医
療
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
な
る
と
医
療
企
業
は
﹁
全
て
の
﹁
受
苦
﹂
に
対
す
る
戦
い
﹂︵
同
、
九
九
︶

を
挑
む
こ
と
と
な
り
、
結
果
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
痛
み
が
医
療
の
対
象
と
な
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
が
文
化
的
医
原
病
で
あ
る
。

　

臨
床
的
医
原
病
の
場
合
、
医
療
費
の
不
必
要
な
増
加
は
も
ち
ろ
ん
懸
念
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
の
増
加
は
、
一
回
一
回
の
疾
患

等
の
発
生
に
か
か
る
コ
ス
ト
だ
け
で
あ
る
。
他
方
、
社
会
的
医
原
病
、
さ
ら
に
は
、
文
化
的
医
原
病
に
ま
で
な
る
と
、
病
気
が

社
会
や
医
療
企
業
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
い
く
仕
組
み
が
作
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
コ
ス
ト
や
医
療
費
の
組
織
的
な
増

産
が
問
題
と
な
る
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
の
医
原
病
に
せ
よ
、
医
原
病
が
創
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
医
療
従
事
者
や
病
院
、

製
薬
企
業
が
経
済
的
に
潤
う
影
で
、
人
々
に
は
診
療
・
治
療
に
伴
う
不
必
要
な
リ
ス
ク
と
コ
ス
ト
が
押
し
付
け
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
。

　

さ
ら
に
は
、
わ
が
国
の
よ
う
な
国
民
皆
保
険
制
度
を
有
す
る
場
合
で
は
、
こ
の
問
題
は
さ
ら
に
深
刻
と
な
る
。
厚
生
労
働
省

の
推
計
に
よ
る
と
、
五
年
前
と
比
較
し
て
医
療
費
は
三
・
三
兆
円
ほ
ど
増
加
し
て
お
り
、
医
療
費
の
削
減
は
国
家
に
と
っ
て
も
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大
き
な
課
題
で
あ
る

（
（
（

。
イ
リ
ッ
チ
の
よ
う
な
見
解
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
医
療
化
に
よ
っ
て
国
家
の
限
り
あ
る
予
算
を
本
来
的

に
は
不
必
要
な
も
の
に
投
資
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
医
療
化
に
よ
る
コ
ス
ト
・
医
療
費
の
増
大

は
、
個
人
レ
ベ
ル
で
も
国
家
や
社
会
レ
ベ
ル
で
も
社
会
の
医
療
化
を
批
判
す
る
根
拠
と
し
て
機
能
す
る
。

（
ロ
）
自
律
―
健
康
や
普
通
さ
に
関
す
る
自
律
の
侵
害

　

社
会
的
医
原
病
が
広
ま
れ
ば
広
ま
る
ほ
ど
、
健
康
に
関
し
て
各
人
が
自
分
で
決
定
で
き
る
領
域
が
縮
小
さ
れ
、
医
療
が
、
各

人
が
健
康
か
否
か
を
決
定
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
問
題
を
厳
し
く
指
摘
し
た
論
者
の
代
表
が
フ
リ
ー
ド
ソ
ン
や
ゾ
ラ
で
あ
る

︵Friedson 1970; 

ゾ
ラ 

一
九
八
四
︶。
彼
ら
は
医
療
の
権
威
的
な
側
面
に
注
目
し
て
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、

医
療
化
の
進
行
に
伴
い
、
専
門
職
に
よ
る
社
会
の
支
配
・
統
制
が
強
ま
り
、
生
活
が
医
療
に
よ
っ
て
侵
食
さ
れ
、﹁
個
人
の
健

康
と
技
術
的
専
門
性
の
名
の
も
と
に
、
自
分
自
身
の
行
動
と
同
胞
の
行
動
と
を
評
価
す
る
権
利
﹂︵Friedson 1970, 250

︶
が
医

療
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。

　

コ
ン
ラ
ッ
ド
は
、
医
療
や
製
薬
企
業
が
﹁
普
通
さ
︵norm

ality

︶﹂
を
自
分
た
ち
の
利
益
に
基
づ
い
て
決
定
し
て
い
る
か
も

し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
問
題
視
し
て
い
る
︵C

onrad 2007

︶。
そ
の
よ
う
な
例
と
し
て
は
、
バ
イ
ア
グ
ラ
の
開
発
と
勃
起
不

全
と
の
関
係
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
問
題
を
社
会
学
的
に
詳
述
し
て
い
る
ル
ー
に
よ
れ
ば
、﹁
バ
イ
ア
グ
ラ
は
勃
起
不
全

と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
り
、
フ
ァ
イ
ザ
ー
は
双
方
の
売
り
込
み
に
精
出
し
た
﹂︵
ル
ー 

二
〇
〇
九
、六
二
︶。
こ
の

フ
ァ
イ
ザ
ー
社
の
営
業
努
力
に
よ
っ
て
、
男
性
の
性
器
が
性
交
時
に
勃
起
し
な
い
こ
と
は
健
康
上
の
問
題
で
あ
る
と
す
る
認
識

が
広
ま
り
、
適
切
な
時
に
勃
起
し
な
い
状
態
は
男
性
に
と
っ
て
改
善
が
要
求
さ
れ
る
﹁
普
通
で
は
な
い
﹂
状
態
と
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
バ
イ
ア
グ
ラ
の
例
は
、
製
薬
企
業
に
よ
っ
て
人
々
︵
と
り
わ
け
、
こ
の
場
合
は
男
性
︶

の
﹁
普
通
さ
﹂
に
関
す
る
新
し
い
規
範
が
創
出
、
流
布
さ
れ
た
例
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
何
が
健
康
な
の
か
、
あ
る
い
は
、
何
が
普
通
な
の
か
に
つ
い
て
の
自
己
決
定
の
領
域
が
狭
め
ら
れ
、
そ
の
規
範
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が
他
人
か
ら
押
し
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
、
自
律
尊
重
原
則
が
重
視
さ
れ
る
昨
今
の
生
命
倫
理
に
お
い
て
は
と
り
わ

け
真
剣
に
懸
念
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
も
、
自
律
尊
重
原
則
を
重
視
す
る
は
ず
の
医
療
従
事
者
が
、
人
々

か
ら
自
律
的
な
決
定
の
領
域
を
奪
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
ま
り
に
も
無
自
覚
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
批
判
さ
れ
て
い
る
︵
ゾ
ラ 

一
九
八
四
︶。

（
ハ
）
被
害
者
非
難
―
問
題
の
個
人
化

　

上
記
で
述
べ
た
よ
う
に
、
今
ま
で
で
あ
れ
ば
健
康
や
普
通
な
状
態
で
あ
っ
た
状
態
が
、
医
療
の
介
入
が
必
要
な
状
態
、
す
な

わ
ち
、
治
療
が
必
要
な
状
態
と
再
定
義
さ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
そ
れ
を
改
善
し
な
い
で
不
利
益
を
被
っ
て
も
そ
れ
は
個
人
の

責
任
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
、
勃
起
不
全
の
例
で
言
え
ば
、
バ
イ
ア
グ
ラ
存
在
以
前
で
あ
れ
ば
勃
起
し
な
い
こ
と
に

個
人
が
咎
め
ら
れ
る
よ
う
な
落
ち
度
は
何
も
な
い
、
な
い
し
は
、
個
人
の
責
任
で
は
な
く
カ
ッ
プ
ル
間
の
関
係
や
忙
し
さ
の
問

題
と
言
え
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
勃
起
不
全
が
、
個
人
が
病
院
に
行
き
さ
え
す
れ
ば
治
る
問
題
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に

な
れ
ば
、
そ
れ
を
治
療
せ
ず
放
置
す
る
こ
と
は
、
改
善
可
能
な
も
の
を
放
置
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
様
な
状
態
に
な
れ
ば
、

勃
起
不
全
を
治
療
せ
ず
に
放
置
す
る
こ
と
は
、
当
人
の
責
任
が
問
わ
れ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
︵C

onrad 2007

︶。

　

こ
の
よ
う
に
、
社
会
の
医
療
化
が
進
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
旧
来
は
社
会
的
、
政
治
的
方
法
を
用
い
て
解
決
が
図
ら
れ
る

べ
き
と
さ
れ
て
き
た
問
題
が
、
個
人
が
病
院
に
行
っ
て
解
決
す
べ
き
問
題
へ
と
転
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︵
ゾ
ラ 

一
九
八
四
︶。

結
果
と
し
て
、
社
会
に
お
け
る
様
々
な
問
題
の
責
任
が
個
人
に
帰
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
最
も
苦
痛
を
感
じ
、
同
情
さ
れ
る
べ

き
当
事
者
自
身
が
非
難
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
社
会
の
医
療
化
に
よ
っ
て
一
種
の
被
害
者
非
難
が
生
じ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。
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３　

ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
を
医
療
の
枠
内
で
行
う
際
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
事
項

―
医
療
化
さ
れ
る
も
の
の
持
つ
生
命
倫
理
上
の
意
義

　

こ
こ
ま
で
、
医
療
化
概
念
、
及
び
、
医
療
化
︵
と
り
わ
け
社
会
の
医
療
化
︶
が
批
判
さ
れ
る
際
の
規
範
倫
理
学
上
の
根
拠
を

概
観
し
て
き
た
。
本
節
で
は
、
こ
れ
ら
を
上
述
の
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
の
個
別
文
脈
に
あ
て
は
め
て
考
え
て
い
く
。

こ
の
際
に
気
分
の
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
と
認
知
能
力
の
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
と
で
は
そ
れ
ら
が
希
求
さ

れ
る
背
景
が
異
な
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
詳
し
く
は
、
以
下
で
触
れ
る
が
、
気
分
の
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト

は
、
そ
れ
自
体
に
よ
さ
が
あ
る
、
あ
る
い
は
、
本
質
的
な
価
値
が
あ
る
と
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
の
に
対
し
て
、
認
知
能
力
の

ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
は
そ
れ
を
用
い
て
何
か
を
達
成
す
る
︵
テ
ス
ト
で
い
い
点
を
取
る
、
語
学
を
習
得
す
る
等
︶
た

め
の
道
具
的
な
価
値
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
為
に
、
認
知
能
力
の
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
で
は
、
気
分
の
そ
れ
以
上

の
文
脈
依
存
的
な
検
討
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
ａ
）
気
分
の
操
作
と
改
良

　

気
分
を
操
作
、
改
良
す
る
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
と
し
て
、
最
も
多
く
の
人
に
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
気
分
が
落

ち
込
ん
だ
状
況
の
改
善
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
は
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
健
康
な
成
人
に
対
す
る
効

果
は
不
明
瞭
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
将
来
的
に
全
く
不
可
能
と
は
言
い
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
上
に
、
そ
の
需
要
も
大
き

い
も
の
と
見
込
ま
れ
る

（
（
（

。
な
ぜ
な
ら
ば
、
気
分
が
よ
い
状
態
は
、
そ
れ
自
体
価
値
の
あ
る
も
の
と
し
て
多
く
の
人
々
に
と
っ
て

受
け
入
れ
や
す
い
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

気
分
が
落
ち
込
ん
だ
場
合
、
現
在
で
あ
れ
ば
、
飲
酒
や
運
動
に
よ
っ
て
気
分
転
換
を
し
た
り
、
休
息
に
よ
っ
て
心
を
落
ち
着

か
せ
た
り
、
そ
の
落
ち
込
み
の
原
因
と
な
る
問
題
の
解
消
を
試
み
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
が
図
ら
れ
る
。
よ
り
、
社
会
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的
、
集
団
的
側
面
に
注
目
す
る
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
気
分
の
落
ち
込
み
は
、
家
族
や
友
人
、
知
人
に
話
を
聞
い
て
も
ら
い
、
こ

れ
に
対
し
て
共
感
し
て
も
ら
う
な
り
、
励
ま
し
て
も
ら
う
な
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
処
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
気
分
を
操
作
、

改
良
す
る
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
に
よ
っ
て
医
療
化
さ
れ
る
も
の
は
、
気
分
の
変
動
に
対
処
す
る
自
己
の
知
恵
や
忍
耐

と
、
家
族
や
社
会
に
お
け
る
共
感
や
連
帯
の
感
覚
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

こ
れ
ら
が
医
療
化
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
上
記
の
社
会
の
医
療
化
が
批
判
さ
れ
る
際
に
懸
念
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
論
点
が

ど
れ
位
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
か
。︵
イ
︶
の
コ
ス
ト
や
医
療
費
の
増
大
と
い
う
懸
念
は
こ
の
医
療
化
に
つ
い
て
十
分
に
問
題
と

な
り
う
る
。
特
に
、
各
人
が
医
療
に
支
払
う
金
額
の
平
均
が
増
加
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
。
そ
の
際
の
一
つ
目
の
問
題

は
、
そ
の
よ
う
な
金
額
の
増
加
と
医
療
化
以
前
の
コ
ス
ト

―
す
な
わ
ち
、
友
人
や
知
人
と
の
対
話
を
通
じ
、
共
感
、
激
励
し

て
も
ら
う
こ
と
に
伴
う
時
間
的
・
人
的
コ
ス
ト

―
と
の
比
較
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
異
な
る
コ
ス
ト
同
士
の
比

較
は
容
易
で
は
な
い
。
た
だ
、
個
人
の
金
銭
的
な
支
出
に
の
み
話
を
限
定
す
れ
ば
、
医
療
化
に
よ
る
コ
ス
ト
の
増
大
は
ほ
ぼ
確

実
と
言
え
る
。
し
か
し
、
た
と
え
、
金
銭
的
な
支
出
に
話
を
限
定
し
た
と
し
て
も
、
問
題
は
残
存
す
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
よ
う

な
増
加
が
本
当
に
不
必
要
か
否
か
で
あ
る
。
各
人
が
十
分
な
費
用
対
効
果
が
あ
る
と
感
じ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
不
必
要
と

断
じ
非
難
す
る
こ
と
は
リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
で
は
困
難
で
あ
る
。

　

次
い
で
、
こ
の
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
が
国
家
の
医
療
費
を
増
加
さ
せ
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
わ
が
国
の
文
脈

で
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
場
合
、
気
分
の
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
に
対
し
て
保
険
適
用
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
が
一
つ

の
争
点
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に
、
こ
れ
に
対
し
て
保
険
適
用
が
認
め
ら
れ
た
場
合
、
国
家
が
負
担
す
る
医
療
費
の
増

加
は
避
け
が
た
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
保
険
適
用
が
正
式
に
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
医
療
費
の
問
題
は
生
じ

う
る
。
な
ぜ
な
ら
、
気
分
の
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
に
用
い
ら
れ
る
薬
物
や
手
法
は
、
気
分
障
害
の
患
者
に
対
し
て
保

険
適
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
の
で
、
気
分
障
害
の
診
断
を
虚
飾
、
拡
張
す
る
形
で
同
目
的
の
た
め
の
薬
物
が
処
方

さ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
に
、
奈
良
県
で
起
き
た
薬
物
の
不
正
処
方
を
巡
る
事
件
で
は
、
知
的
障
害
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者
施
設
で
適
切
な
診
療
を
せ
ず
に
向
精
神
薬
を
処
方
し
た
と
し
て
医
師
が
書
類
送
検
さ
れ
て
い
る
︵﹃
毎
日
新
聞
﹄
二
〇
〇
九

年
八
月
二
八
日
朝
刊
︶。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
鑑
み
る
と
保
険
適
用
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
こ
れ
が
医
療
の
枠
内
で
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
れ
ば
、
国
家
の
医
療
費
に
対
す
る
支
出
の
増
加
は
避
け
が
た
い
。

　

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
不
正
処
方
を
厳
重
に
取
り
締
ま
る
と
い
う
の
も
一
つ
の
手
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
、
リ
タ
リ
ン
は
不

正
処
方
に
関
す
る
報
道
が
相
次
い
だ
後
に
、
そ
の
適
応
か
ら
気
分
障
害
が
削
除
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
、
一
つ
の
薬
物
を

取
り
締
ま
っ
て
も
、
す
ぐ
に
次
の
薬
物
が
登
場
す
る
の
が
現
在
の
医
療
を
取
り
巻
く
現
状
で
あ
り
、
規
制
の
強
化
に
は
そ
の
効

果
に
限
界
が
あ
る
。
従
っ
て
、
個
人
に
お
け
る
負
担
の
増
加
と
同
様
に
こ
こ
で
も
、
わ
れ
わ
れ
が
議
論
す
べ
き
な
の
は
、
医
療

費
を
国
家
が
支
払
う
に
値
す
る
だ
け
の
効
果
が
気
分
の
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
に
対
し
て
期
待
で
き
る
か
と
い
う
点
に

な
る
。
同
時
に
、
と
り
わ
け
現
在
の
わ
が
国
の
よ
う
に
国
家
の
支
出
を
減
ら
そ
う
と
い
う
思
惑
が
働
く
場
合
に
は
、
限
ら
れ
た

予
算
の
中
で
こ
の
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
に
対
し
て
費
用
を
払
う
こ
と
が
配
分
の
正
義
の
観
点
か
ら
正
当
化
さ
れ
う
る
の
か
も
重

要
な
検
討
事
項
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

次
に
、︵
ロ
︶
の
健
康
や
普
通
さ
に
関
す
る
自
律
の
喪
失
に
つ
い
て
考
え
る
。
上
記
の
コ
ス
ト
や
医
療
費
の
増
加
に
関
す
る

議
論
の
中
で
、
個
人
が
気
分
の
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
に
十
分
な
費
用
対
効
果
を
感
じ
る
か
否
か
が
負
担
の
増
加
を
正

当
化
し
う
る
と
述
べ
た
が
、
無
論
、
こ
の
よ
う
な
必
要
性
を
各
人
に
感
じ
さ
せ
る
こ
と
自
体
が
医
療
化
の
問
題
点
で
あ
る
と
捉

え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
︵Szasz 1977

︶。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
を
医
療
の
枠
内
で
提
供
し
て

い
け
ば
、﹁
気
分
の
落
ち
込
み
は
︵
う
つ
病
と
は
言
え
な
い
程
度
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
︶、
薬
に
よ
っ
て
改
善
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
﹂
と
い
う
規
範
的
判
断
が
広
ま
り
、
各
人
の
健
康
に
関
す
る
自
律
的
な
判
断
が
損
な
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
各
人
の
自
律
に
対
す
る
影
響
を
問
題
視
す
る
場
合
、
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
生
活
の
い
く
つ
か
の
領
域
で
は
こ
の

よ
う
な
自
律
へ
の
影
響
を
受
け
入
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
併
せ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
う
つ
病
が
社
会
的
に
認

知
さ
れ
る
以
前
で
あ
れ
ば
、
現
在
う
つ
病
と
の
診
断
が
下
る
人
で
あ
っ
て
も
、
自
身
を
健
康
な
普
通
の
人
と
認
識
し
て
い
た
か
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も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
日
で
は
う
つ
病
と
い
う
診
断
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
は
自
分
が
健
康
で
な

い
こ
と
を
認
識
す
る
︵
ヒ
ー
リ
ー 

二
〇
〇
七
︶。
こ
の
場
合
、
医
療
化
が
進
行
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
健
康
や
普
通
さ
に
関
す
る

自
律
が
一
部
喪
失
し
た
と
言
え
る
が
、
そ
の
よ
う
な
喪
失
は
患
者
本
人
に
さ
え
受
け
入
れ
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言

え
ば
、
う
つ
病
の
診
断
が
下
さ
れ
う
る
人
の
中
に
も
、
自
身
は
健
康
で
あ
る
と
考
え
、
病
院
に
か
か
る
こ
と
を
拒
む
者
も
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
人
が
合
理
的
な
判
断
能
力
を
保
持
し
続
け
て
い
る
と
す
れ
ば
、
自
律
の
縮
減
が
全
て
の
人
に
生
じ
て
い
る
と
は

言
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
う
つ
病
が
医
療
化
さ
れ
て
も
な
お
、
そ
の
状
態
が
健
康
で
あ
る
と
考
え
る

か
否
か
に
は
、
少
な
く
と
も
一
部
は
本
人
の
判
断
の
余
地
が
残
さ
れ
る
と
言
え
る
。
従
っ
て
、
気
分
の
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス

メ
ン
ト
が
医
療
の
枠
内
で
行
わ
れ
る
場
合
で
も
、
そ
の
処
置
を
受
け
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
本
人
の
自
律
的
な
判
断
の
余
地
が

残
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
自
律
的
に
自
己
の
健
康
を
判
断
し
治
療
を
し
な
か
っ
た
人
の
そ
の
後
の
Ｑ
Ｏ
Ｌ
が
、
自

律
を
縮
小
さ
れ
治
療
を
受
け
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
人
よ
り
も
著
し
く
悪
い
場
合
に
は
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
的
な
観
点
か

ら
自
律
の
縮
減
が
正
当
化
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。

　

三
番
目
に
、︵
ハ
︶
の
問
題
の
個
人
化
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
気
分
が
落
ち
込
ん
で
い
る
本
当
の
原
因
の
解
決
を
回
避
し
、

ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と
は
根
本
的
な
解
決
と
は
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ

い
て
、
米
国
大
統
領
生
命
倫
理
諮
問
委
員
会
の
報
告
書
﹃
治
療
を
超
え
て
﹄
で
は
、
気
分
の
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
に

よ
っ
て
当
人
に
降
り
か
か
っ
た
出
来
事
と
、
そ
れ
に
対
す
る
当
人
の
適
切
な
反
応
と
の
乖
離
が
生
じ
る
と
し
て
危
惧
し
て
い

る
︵
米
国
大
統
領
生
命
倫
理
評
議
会 

二
〇
〇
五
︶。
し
か
し
な
が
ら
、
医
療
に
よ
る
解
決
が
非
常
に
効
率
よ
く
安
全
で
、
か
つ
、

問
題
の
根
本
原
因
が
解
決
困
難
な
場
合
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
配
偶
者
と
の
離
別
が
原
因
で
気
分
が
ふ
さ
ぎ
込
む
よ

う
な
場
合
や
、
個
人
的
な
性
格
が
元
で
落
ち
込
み
や
す
い
場
合
な
ど
、
こ
れ
ら
の
根
本
原
因
の
解
決
は
容
易
で
は
な
い
。
そ
こ

で
、
そ
の
よ
う
な
根
本
原
因
が
解
決
で
き
な
く
と
も
当
人
の
受
苦
を
解
決
し
う
る
手
段
を
医
療
が
提
供
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
苦
し
ん
で
い
る
人
に
と
っ
て
福
音
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
そ
の
よ
う
な
処
置
を
全
面
的
に
禁
止
す
る
こ
と
は
、
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解
決
可
能
な
苦
痛
を
あ
え
て
残
存
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
。

　

ま
た
、
家
族
や
社
会
に
お
け
る
共
感
や
連
帯
の
感
覚
が
、
医
療
化
に
よ
っ
て
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
だ
と
す
れ
ば
、
気
分
の
落

ち
込
み
か
ら
の
回
復
は
、
完
全
に
個
人
の
責
任
で
解
決
す
べ
き
問
題
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
先
に
も
述
べ

た
よ
う
に
、
気
分
の
改
良
は
医
療
化
さ
れ
る
以
前
か
ら
多
分
に
個
人
の
責
任
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
と
言
え
る
。
友
人

や
家
族
に
よ
る
連
帯
や
共
感
も
、
結
局
は
個
人
が
そ
の
問
題
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
手
助
け
に
過
ぎ
な
い
し
、
励
ま
す
人
々
自

身
も
そ
れ
以
上
を
期
待
す
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
従
っ
て
、
気
分
の
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
の
場
合
、
こ
れ
を
医

療
の
枠
内
で
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
問
題
の
個
人
化
が
進
行
し
た
と
し
て
も
、
被
害
者
非
難
が
新
た
に
生
じ
る
と
は
考
え
に
く
く
、

こ
の
点
を
以
て
医
療
化
を
批
判
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

　

た
だ
し
、
家
族
や
社
会
の
連
帯
や
共
感
の
重
要
性
自
体
は
多
く
の
者
が
首
肯
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
失
わ
れ
る
こ
と
へ

の
否
定
的
な
意
見
も
根
強
い
。
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
の
議
論
に
お
い
て
も
こ
の
点
は
し
ば
し
ば
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
を
否
定
す

る
根
拠
と
な
っ
て
い
る
︵
松
田 

二
〇
〇
四
、
米
国
大
統
領
生
命
倫
理
評
議
会 

二
〇
〇
五
︶。
た
だ
し
、
ハ
リ
ス
の
よ
う
な
リ
ベ

ラ
ル
に
よ
れ
ば
、
連
帯
や
共
感
能
力
の
よ
う
な
不
確
定
な
も
の
が
損
な
わ
れ
る
と
い
う
理
由
で
、
個
人
の
可
能
な
選
択
肢
を
減

じ
る
こ
と
は
許
容
さ
れ
難
い
︵H

arris 2007

︶。
さ
ら
に
は
、
気
分
の
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
が
普
及
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
医
療
化
が
進
行
し
、
気
分
の
落
ち
込
ん
だ
も
の
に
対
し
共
感
し
、
励
ま
し
合
う
と
い
っ
た
行
為
が
失
わ
れ
て
い
く
の
だ
と
し

て
も
、
そ
れ
ら
は
わ
れ
わ
れ
の
生
活
に
お
け
る
連
帯
や
共
感
の
一
端
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
一
端
が
失
わ
れ
た
だ
け
で
、

わ
れ
わ
れ
の
社
会
に
お
け
る
連
帯
や
共
感
の
全
て
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
か
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
問
題
だ
ろ
う
。

（
ｂ
）
計
算
能
力
や
記
憶
能
力
等
の
認
知
能
力
の
改
善

　

次
い
で
、
気
分
の
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
と
と
も
に
、
今
後
の
検
討
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
計
算
能
力
や
記

憶
能
力
等
の
認
知
能
力
の
改
善
を
目
的
と
し
た
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
が
医
療
の
枠
内
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
検
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討
し
て
い
く
。
こ
の
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
に
よ
っ
て
目
指
さ
れ
る
の
は
、
計
算
能
力
や
記
憶
能
力
の
向
上
で
あ
る
。
計
算
能
力

や
記
憶
能
力
の
低
さ
は
、
通
常
、
本
人
の
努
力
や
教
育
に
よ
り
克
服
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
他
方
で
、
社
会
に
対
し
て
は
、
認

知
能
力
が
高
く
な
い
人
間
を
受
け
入
れ
、
そ
の
よ
う
な
認
知
能
力
の
高
さ
が
影
響
し
な
い
よ
う
な
職
業
の
適
切
な
評
価
が
求
め

ら
れ
る
。
農
業
や
工
業
な
ど
の
社
会
の
基
盤
を
支
え
る
仕
事
の
多
く
は
認
知
能
力
の
高
さ
が
仕
事
の
成
果
に
必
ず
し
も
大
き
く

影
響
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
職
業
の
必
要
性
は
疑
う
べ
く
も
な
く
、
社
会
的
に
も
そ
の
重
要
性
は
評
価
さ
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
は
、
美
し
い
絵
を
描
く
こ
と
や
卓
越
し
た
ス
ポ
ー
ツ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
発
揮
す
る
こ
と
は
、
計
算
能
力
や

記
憶
能
力
よ
り
も
芸
術
的
な
感
受
性
や
身
体
の
操
作
性
が
賞
賛
さ
れ
る
社
会
的
な
実
践
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
時
に
は
認
知
能

力
の
高
さ
を
必
要
と
す
る
職
業
以
上
に
高
い
社
会
的
な
評
価
を
受
け
て
い
る
。

　

で
は
、
上
記
の
よ
う
な
実
践
が
医
療
化
さ
れ
、
医
療
に
よ
っ
て
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ
と
に
、
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
な
批

判
が
当
て
は
ま
る
の
か
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。
た
だ
し
、
前
項
の
気
分
の
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
と
重
複
す
る
点
に

つ
い
て
は
あ
ま
り
触
れ
ず
に
、
特
に
こ
の
認
知
能
力
の
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
で
問
題
と
な
る
点
を
中
心
に
検
討
を
進

め
て
い
く
。
そ
の
際
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
気
分
の
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
は
そ
れ
自
体
が
価
値
を
持
つ
目

的
と
し
て
追
求
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
認
知
能
力
の
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
は
そ
れ
を
利
用
し
て
何
か
他
の
目
的
を
達

成
す
る
︵
テ
ス
ト
で
よ
い
点
を
と
る
、
新
し
い
言
語
を
習
得
す
る
等
︶
為
に
利
用
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
為
、
認
知
能
力
の
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
は
そ
れ
を
用
い
て
何
を
達
成
す
る
の
か
と
い
う
の
も
大
き
な
問
題
と
な

る
の
で
、
気
分
の
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
以
上
に
文
脈
依
存
的
な
判
断
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。

　

ま
ず
は
、︵
イ
︶
コ
ス
ト
や
医
療
費
の
増
加
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
こ
の
際
に
、
気
分
の
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト

と
大
き
く
異
な
る
の
は
、
教
育
や
語
学
習
得
な
ど
へ
の
投
資
は
す
で
に
か
な
り
の
額
が
費
や
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
り
わ
け
、
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
を
用
い
て
ま
で
こ
れ
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
人
々
の
場
合
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
、
第
二
言
語
の
習
得
の
た
め
に
認
知
能
力
の
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
が
利
用
さ
れ
る
場
合
を
考
え
て
み
る
。
現
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段
階
で
利
用
す
る
だ
け
で
言
語
が
習
得
で
き
る
ほ
ど
の
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
は
実
現
が
想
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
あ
く

ま
で
、
記
憶
の
定
着
を
強
化
す
る
な
ど
の
効
果
に
よ
っ
て
言
語
習
得
の
効
率
を
向
上
さ
せ
る
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て

い
る
︵Liao and Alpert 2008

︶。
こ
の
場
合
、
認
知
能
力
の
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
は
、
個
人
に
と
っ
て
医
療
費
の
増

加
を
も
た
ら
す
の
と
引
き
換
え
に
、
教
育
に
投
資
す
る
費
用
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
認

知
能
力
の
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
に
よ
る
個
人
に
と
っ
て
の
医
療
費
の
増
大
を
考
察
す
る
際
に
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
減

少
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
費
用
に
つ
い
て
も
併
せ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

一
方
で
、
国
家
の
支
出
の
増
大
を
考
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
出
費
の
見
返
り
も
期
待
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
認
知
能
力

の
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
は
、
頭
脳
労
働
者
の
仕
事
の
能
率
を
向
上
さ
せ
た
り
、
よ
り
一
般
的
に
労
働
者
の
集
中
力
を

改
善
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
医
療
費
の
増
加
を
越
え
る
利
益
を
国
家
に
も
た
ら
す
可
能
性
も
あ
る
。
も
し
、
そ
れ
だ
け

の
効
果
が
期
待
で
き
る
認
知
能
力
の
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
が
あ
り
え
る
と
す
れ
ば
、
コ
ス
ト
や
医
療
費
の
増
加
は
何

の
問
題
と
も
な
ら
な
い
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
推
奨
さ
れ
る
こ
と
す
ら
あ
り
う
る
。
必
要
な
の
は
そ
れ
を
裏
付
け
る
だ
け
の
研
究
の

成
果
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

次
に
、︵
ロ
︶
の
健
康
や
普
通
さ
に
関
す
る
自
律
の
喪
失
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
認
知
能
力
の
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス

メ
ン
ト
が
医
療
の
枠
内
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
低
い
記
憶
力
や
散
漫
な
集
中
力
が
病
的
な
状
態
と
見
な
さ
れ
る
傾
向
が

生
じ
う
る
。
特
に
、
前
段
落
で
見
た
よ
う
に
認
知
能
力
の
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
が
国
家
に
大
き
な
利
益
を
も
た
ら
し

う
る
場
合
に
は
、
社
会
や
国
家
、
場
合
に
よ
っ
て
は
会
社
や
雇
用
主
か
ら
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
の
利
用
が
強
要
さ
れ

る
こ
と
す
ら
あ
り
う
る
︵
伊
吹 

二
〇
〇
九
︶。

　

前
項
で
見
た
よ
う
に
問
題
は
こ
の
よ
う
な
自
律
へ
の
影
響
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
受
け
入
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
否
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
成
人
の
Ａ
Ｄ
Ｈ
Ｄ
と
い
う
医
学
的
な
診
断
が
誕
生
し
た
背
景
に
は
、
社
会
か
ら
要
求
さ
れ
る
仕
事
量
の
増

加
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
︵C

onrad 2007

︶。
今
日
で
も
わ
れ
わ
れ
は
自
覚
的
に
し
ろ
、
無
自
覚
的
に
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
自
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律
の
喪
失
や
縮
減
を
す
で
に
経
験
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

た
だ
し
、
今
ま
で
も
同
様
の
自
律
的
決
定
範
囲
の
喪
失
や
縮
減
を
受
け
入
れ
て
き
た
か
ら
と
言
っ
て
、
無
条
件
で
さ
ら
な
る

喪
失
や
縮
減
を
許
し
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
喪
失
や
縮
減
の
承
認
は
、
事
実
と
価
値
の
区
別

を
無
視
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
認
知
能
力
の
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
が
医
療
の
枠
内
で
行
わ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
強
制
さ
れ
る
規
範
的
判
断
を
受
け
入
れ
る
べ
き
か
否
か
を
今
一
度
問
う
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
に
は
、

前
項
の
話
の
繰
り
返
し
と
な
る
が
、
認
知
能
力
の
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
に
つ
い
て
も
、
そ
の
処
置
を
受
け
る
か
否
か

に
つ
い
て
は
当
人
の
自
律
的
な
判
断
の
余
地
が
残
さ
れ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

最
後
に
、︵
ハ
︶
の
問
題
の
個
人
化
を
考
え
て
み
る
。
確
か
に
、
現
在
で
あ
れ
ば
、
計
算
能
力
や
記
憶
能
力
等
の
低
さ
は
、

そ
の
全
て
が
個
人
の
責
任
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
、
教
育
の
問
題
や
、
個
人
の
資
質
の
限
界
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ

る
こ
と
も
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
認
知
能
力
の
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
が
医
療
の
枠
内
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ

と
で
、
そ
の
よ
う
な
限
界
は
個
人
が
己
の
責
任
に
お
い
て
解
決
す
る
こ
と
が
可
能
な
問
題
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
な
っ

た
場
合
に
、
解
決
可
能
な
問
題
が
、
解
決
す
べ
き
問
題
へ
と
容
易
に
転
化
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
は
サ
ン
デ
ル
が
エ
ン

ハ
ン
ス
メ
ン
ト
を
批
判
す
る
文
脈
に
お
い
て
﹁
責
任
の
拡
大
﹂︵Sandel 2007

︶
と
し
て
批
判
し
た
論
点
で
あ
る
。
サ
ン
デ
ル

は
以
下
の
よ
う
に
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
の
も
た
ら
す
責
任
の
拡
大
を
批
判
し
て
い
る
。

　

か
つ
て
で
あ
れ
ば
、
打
線
の
援
護
に
恵
ま
れ
ず
に
勝
て
な
か
っ
た
先
発
投
手
は
、
自
身
の
不
運
を
嘆
く
だ
け
で
あ
り
、
何

の
後
腐
れ
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
近
年
で
は
ア
ン
フ
ェ
タ
ミ
ン
や
そ
の
他
の
刺
激
薬
の
利
用
が
広
ま
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

薬
物
を
利
用
せ
ず
に
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
現
れ
る
者
は
﹁
丸
腰
で
プ
レ
ー
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
﹂
と
批
判
さ
れ
る
ほ
ど
に
な
っ

た
。︵Ibid., 88

︶
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こ
の
よ
う
な
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
に
よ
る
責
任
の
拡
大
は
、
医
療
の
枠
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
場
合
に
限
定
さ
れ
る
話
で
は
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
と
り
わ
け
医
療
が
関
与
し
て
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
責
任
の
拡
大
の
傾
向
は
強
く
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

医
療
の
扱
う
べ
き
対
象
と
さ
れ
る
病
気
や
疾
患
と
い
う
概
念
自
体
に
、
治
療
さ
れ
る
べ
き
対
象
と
い
う
規
範
的
判
断
が
含
ま
れ

う
る
か
ら
で
あ
る
︵
ラ
ン
ツ
ェ
ラ
ー
ト 

二
〇
〇
七
︶。
そ
れ
ゆ
え
に
、
問
題
の
個
人
化
と
そ
れ
に
伴
う
個
人
の
責
任
の
拡
大
は
、

エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
が
医
療
の
枠
内
で
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
と
り
わ
け
大
き
な
問
題
と
な
る
。

　

さ
ら
に
、
医
療
化
に
よ
る
問
題
の
個
人
化
に
付
随
す
る
問
題
の
社
会
的
・
政
治
的
解
決
方
法
の
軽
視
と
い
う
点
ま
で
考
察
を

進
め
て
み
よ
う
。
こ
の
場
合
、
認
知
能
力
の
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
が
医
療
の
枠
内
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個

人
の
認
知
能
力
の
低
さ
と
い
う
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
社
会
・
政
治
的
な
方
法
が
何
ら
か
の
影
響
を
被
る
と
は
考
え
に
く
い
。

な
ぜ
な
ら
、
現
段
階
で
も
す
で
に
わ
れ
わ
れ
は
認
知
能
力
の
高
さ
の
重
要
性
を
認
め
な
が
ら
も
、
計
算
能
力
や
記
憶
能
力
の
高

さ
だ
け
で
個
人
の
価
値
の
軽
重
を
判
断
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
認
知
能
力
の
高
さ
が
あ
ま
り

影
響
し
な
い
社
会
の
基
盤
を
支
え
る
よ
う
な
実
践
、
さ
ら
に
は
社
会
的
賞
賛
に
値
す
る
ス
ポ
ー
ツ
や
芸
術
の
よ
う
な
実
践
が
多

数
存
在
す
る
。
こ
の
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
認
知
能
力
の
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
が
医
療
の
枠
内
で
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
依
然
と
し
て
認
知
能
力
の
低
い
者
に
対
し
て
も
社
会
で
活
躍
し
、
賞
賛
さ
れ
う
る
道
を
残
せ

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

４　

結
論
、
及
び
、
今
回
の
検
討
か
ら
浮
か
び
上
が
る
今
後
の
課
題

　

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
を
医
療
の
枠
内
で
行
う
こ
と
に
よ
る
医
療
化
の
進
行
は
、
個

別
の
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
ご
と
に
異
な
る
問
題
の
深
刻
さ
を
提
起
し
う
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
例
で
い
え
ば
、
気

分
の
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
は
、
気
分
を
改
善
す
る
こ
と
自
体
が
ほ
ぼ
普
遍
的
に
価
値
を
も
つ
と
い
う
利
点
が
あ
る
も
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の
の
、
そ
れ
を
医
療
の
枠
内
で
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
莫
大
な
コ
ス
ト
の
増
加
が
個
人
に
も
、
国
家
に
も
背
負
わ
さ
れ
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
た
。
一
方
で
、
認
知
能
力
の
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
の
場
合
、
認
知
能
力
の
低
さ
を
改
善
す
る
こ
と
が
個
人

の
新
た
な
義
務
と
し
て
課
さ
れ
か
ね
な
い
と
い
う
問
題
が
指
摘
さ
れ
た
。
今
後
は
、
今
回
取
り
上
げ
た
実
例
以
外
も
含
め
、
さ

ら
な
る
個
別
の
文
脈
ご
と
の
検
討
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
い
ず
れ
の
批
判
的
論
点
も
そ
れ
だ
け
で
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
が
医
療
の
枠
内
で
行
わ
れ
る
こ
と

を
不
正
で
あ
る
と
断
じ
ら
れ
る
も
の
と
は
言
い
難
か
っ
た
。
そ
れ
ら
の
理
由
の
一
端
は
前
節
に
お
い
て
論
じ
て
き
た
が
、
こ
こ

で
再
度
そ
の
理
由
を
ま
と
め
直
す
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

︵
イ
︶
コ
ス
ト
や
医
療
費
の
増
大
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
、
い
た
ず
ら
な
増
加
や
配
分
的
正
義
に
か
な
わ
な
い
よ
う
な
増
加
が

不
正
な
の
で
あ
っ
て
、
増
大
自
体
が
不
正
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

︵
ロ
︶
健
康
や
普
通
さ
に
関
す
る
自
律
的
決
定
範
囲
の
喪
失
や
縮
減
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
一
部
そ
の
よ
う
な
自

律
へ
の
影
響
を
受
け
入
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
医
療
の
枠
内
で
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
生
じ
る
自
律
へ
の
影
響
が
ど
の
く
ら
い
甚
大
で
あ
れ
ば
不
正
と
言
え
る
の
か
を
今
後
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

︵
ハ
︶
問
題
の
個
人
化
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
、
個
人
に
課
せ
ら
れ
る
責
任
の
増
大
と
い
う
深
刻
な
問
題
は
あ
る
。
し
か
し
、

他
の
手
段
に
よ
る
解
決
が
困
難
で
、
か
つ
、
医
療
が
そ
の
解
決
手
段
を
提
供
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
ニ
ュ
ー
ロ

エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
を
禁
じ
る
こ
と
は
対
処
可
能
な
苦
痛
を
あ
え
て
残
存
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
も
な
っ
て
し
ま
う
。

　

最
後
に
、
こ
こ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
、
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
を
医
療
の
枠
内
で
行
う
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
考

え
た
い
。
そ
れ
に
あ
た
っ
て
、
近
年
の
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
議
論
の
内
、
医
療
の
枠
内
で
こ
れ
を
行
う
こ

と
に
関
連
し
う
る
議
論
を
紹
介
し
て
お
く
。
こ
れ
ら
は
文
献
の
数
は
ま
だ
ま
だ
少
な
い
も
の
の
、
現
実
を
見
据
え
、
医
療
の
枠
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内
で
行
わ
れ
る
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
の
問
題
を
、
部
分
的
に
で
は
あ
る
が
、
取
り
扱
お
う
と
試
み
て
い
る
。
そ
の
際

に
、
論
者
の
多
く
が
着
目
し
て
い
る
の
が
、
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
を
医
療
の
枠
内
で
行
う
こ
と
に
よ
る
医
療
従
事
者

へ
の
影
響
と
い
う
視
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
グ
ラ
ノ
ン
は
、
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
を
医
療
従
事
者
が
提
供
す
る
よ
う

に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
治
療
的
な
医
師‒

患
者
関
係
が
変
容
す
る
こ
と
を
懸
念
し
て
い
る
︵G

lannon 2008

︶。
レ
イ

ヴ
ェ
リ
ン
ジ
ェ
ン
ら
は
、
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
を
医
療
従
事
者
が
提
供
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
に
伴
う
不
正
な
規
範

︵
例
え
ば
、
認
知
能
力
の
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
で
あ
れ
ば
、﹁
頭
の
良
さ
が
個
人
に
と
っ
て
最
重
要
の
価
値
で
あ
る
﹂

と
い
っ
た
規
範
︶
の
流
布
や
固
定
化
に
手
を
貸
す
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
議
論
し
て
い
る

（
（
（

︵R
avelingien et 

al. 2009

︶。
シ
ノ
フ
ジ
ッ
ク
は
、
リ
ス
ク‒

ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
評
価
を
基
盤
に
据
え
、
医
療
従
事
者
が
ど
の
よ
う
に
ニ
ュ
ー
ロ
エ

ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
の
利
用
や
禁
止
を
管
理
し
て
い
く
べ
き
か
の
モ
デ
ル
の
提
唱
を
試
み
て
い
る
︵Synofzik 2009

︶。

　

注
意
が
必
要
な
の
は
、
こ
れ
ら
の
近
年
の
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
議
論
で
は
、
一
般
の
人
々
や
社
会
へ
の

影
響
が
あ
ま
り
視
野
に
は
入
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
、
本
稿
で
こ
こ
ま
で
論
じ
て
き
た
医
療
化
に
関
す
る
議

論
で
は
、
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
を
医
療
の
枠
内
で
行
う
こ
と
に
よ
る
、
利
用
す
る
一
般
の
者
や
、
社
会
一
般
へ
の
影

響
が
懸
念
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
医
療
化
の
文
脈
で
は
、
こ
れ
を
提
供
す
る
医
療
従
事
者
へ
の
影
響
と
い
う
視
点
は
あ
ま
り

検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
前
節
ま
で
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
医
療
従
事
者
は
医
療
費
を
増

加
さ
せ
人
々
を
苦
し
め
る
敵
役
と
し
て
す
ら
描
か
れ
て
き
た
。

　

ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
を
医
療
の
枠
内
で
行
う
べ
き
か
、
否
か
、
と
い
う
判
断
が
、
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
を
利
用
す

る
側
と
そ
れ
を
提
供
す
る
側
の
双
方
に
影
響
し
う
る
の
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
ど
ち
ら
か
一
方
へ
の
影
響
だ
け
を
考

慮
し
て
そ
の
判
断
を
行
う
こ
と
に
は
弊
害
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
利
用
す
る
側
へ
の
影
響
だ
け
を
考
慮
し
強
調
し
す
ぎ
れ
ば
、
提

供
者
で
あ
る
医
療
従
事
者
が
こ
れ
を
提
供
す
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
の
判
断
が
考
慮
の
外
に
置
か
れ
る
。
そ
う
な
れ

ば
、
医
療
従
事
者
は
そ
の
職
業
上
の
倫
理
的
判
断
を
無
視
さ
れ
、
単
な
る
物
言
わ
ぬ
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
へ
と
堕
す
こ
と
に
な
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る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
彼
ら
彼
女
ら
が
保
持
す
る
医
療
の
目
的
や
倫
理
観
を
押
し
殺
さ
せ
て
ま
で
、
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス

メ
ン
ト
の
提
供
を
強
要
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
逆
に
、
提
供
す
る
側
の
倫
理
だ
け
で
こ
れ
を
判
断
す
れ
ば
、
ま
さ

に
医
療
化
の
文
脈
に
お
い
て
サ
ズ
や
ゾ
ラ
が
批
判
し
た
よ
う
に
、
医
療
従
事
者
に
よ
る
社
会
統
制
、
専
門
家
支
配
の
強
化
が
生

じ
て
し
ま
う
︵Szasz 1977; 

ゾ
ラ 

一
九
八
四
︶。
人
々
は
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
自
律
的
な
判
断
を
奪
わ
れ
、
不
必
要
な
費

用
の
増
加
に
苛
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
両
極
端
な
帰
結
は
い
ず
れ
も
回
避
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、

利
用
者
、
提
供
者
双
方
の
視
点
を
組
み
入
れ
、
そ
の
バ
ラ
ン
ス
に
十
分
配
慮
し
、
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
を
医
療
の
枠

内
で
行
う
べ
き
か
否
か
を
議
論
す
る
必
要
が
あ
る
。
近
い
将
来
、
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
の
需
要
、
及
び
、
普
及
が
増

加
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
以
上
、
今
後
は
さ
ら
な
る
議
論
の
活
発
化
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
議
論
の
片
翼
を
担
う
た

め
の
視
座
を
提
供
す
る
形
で
、
議
論
の
活
発
化
に
少
し
で
も
寄
与
で
き
た
と
す
れ
ば
、
本
稿
の
議
論
は
成
功
し
て
い
た
と
言
え

る
だ
ろ
う
。

註︵
１
︶ 　

例
え
ば
、﹃
ア
ル
ジ
ャ
ー
ノ
ン
に
花
束
を
﹄
に
登
場
す
る
知
能
を
改
善
す
る
手
術
や
﹃
素
晴
ら
し
き
新
世
界
﹄
に
登
場
す
る
気
分
の
改
善
薬
な
ど
が
そ
の
好

例
と
言
え
よ
う
。

︵
２
︶ 　

例
え
ば
、
ヴ
ァ
ー
ウ
ェ
イ
ジ
は
、
予
防
医
学
の
医
療
化
は
そ
れ
が
も
た
ら
す
利
益
の
大
き
さ
の
点
か
ら
許
容
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
積
極
的
に
推
進
さ
れ
る

べ
き
と
論
じ
て
い
る
︵Verw

eij 1999

︶。
他
に
も
、
産
婦
人
科
領
域
の
処
置
の
医
療
化
を
肯
定
的
に
論
じ
た
論
文
と
し
て
は
、
パ
ー
デ
ィ
の
論
文
な
ど
が
あ
る

︵Purdy 2001

︶。

︵
３
︶ 　

本
稿
で
は
、
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
の
例
と
し
て
頻
出
で
あ
る
子
供
の
振
る
舞
い
の
改
善
に
つ
い
て
は
取
り
扱
わ
な
い
こ
と
と
し
た
。
子
供
の
振

る
舞
い
の
改
善
、
と
り
わ
け
、
落
ち
着
き
の
な
い
子
供
に
リ
タ
リ
ン
な
ど
を
処
方
す
る
こ
と
は
、
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
の
例
と
し
て
も
、
医
療
化

の
例
と
し
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
は
す
で
に
注
意
欠
陥
多
動
性
障
害
︵
Ａ
Ｄ
Ｈ
Ｄ
︶
と
い
う
診
断
名
を
与
え
ら
れ
、
医

療
の
扱
う
対
象
と
し
て
だ
い
ぶ
定
着
し
て
い
る
。
す
で
に
医
療
の
対
象
と
さ
れ
た
も
の
を
、
再
度
そ
の
対
象
の
外
へ
と
追
い
や
る
﹁
脱
医
療
化
﹂
に
関
す
る
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議
論
は
、
フ
ォ
ッ
ク
ス
が
指
摘
す
る
通
り
、
医
療
化
の
問
題
を
考
え
る
上
で
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
検
討
項
目
で
は
あ
る
︵Fox 1977

︶。
し
か
し
、
本
稿
に
お
い

て
検
討
が
目
指
さ
れ
る
の
は
、
今
ま
さ
に
、
あ
る
い
は
近
い
将
来
に
、
医
療
化
さ
れ
そ
う
な
介
入
の
倫
理
的
な
是
非
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
今
回
取
り
上
げ

る
事
例
が
基
本
的
に
は
自
律
的
で
健
康
な
成
人
に
よ
る
ニ
ュ
ー
ロ
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
の
利
用
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
子
供
の
場
合
に
は
親
や
教
師
に
よ
る

強
制
な
ど
の
別
の
論
点
の
考
量
が
必
要
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
為
、
こ
の
問
題
の
重
要
性
は
高
い
も
の
の
、
今
回
は
考
察
の
対
象
か
ら
は
外
す
こ
と
と
し
た
。

︵
４
︶ 　

厚
生
労
働
省
の
平
成
二
〇
年
度
医
療
費
の
動
向
に
よ
れ
ば
、
国
が
支
出
し
た
医
療
費
は
、
平
成
一
五
年
に
は
三
〇
・
八
兆
円
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
平

成
二
〇
年
で
は
三
四
・
一
兆
円
に
ま
で
増
加
し
た
。

︵
５
︶ 　

レ
パ
ン
テ
ィ
ス
ら
が
行
っ
た
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
レ
ビ
ュ
ー
に
よ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
現
段
階
で
は
健
康
な
成
人
が
抗
う
つ
薬
を
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
的

に
用
い
る
こ
と
の
効
果
は
実
証
さ
れ
て
は
い
な
い
。
但
し
、
こ
れ
に
伴
う
重
篤
な
副
作
用
に
つ
い
て
も
実
証
さ
れ
て
い
な
い
︵Repantis et al. 2009

︶。

︵
６
︶ 　

少
し
補
足
す
る
と
、
レ
イ
ヴ
ェ
リ
ン
ジ
ェ
ン
ら
が
引
用
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
問
題
を
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
の
文
脈
で
大
々
的
に
論
じ
た
の
が
リ
ト

ル
で
あ
る
。
リ
ト
ル
は
美
容
外
科
の
文
脈
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
を
論
じ
た
。
彼
女
は
、
医
療
従
事
者
が
美
容
外
科
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
女
性
の
価

値
は
美
し
さ
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
い
う
道
徳
的
に
疑
わ
し
い
規
範
に
加
担
す
る
こ
と
に
な
る
と
批
判
し
た
︵Little 1998

︶。
こ
の
よ
う
な
論
点
は
共
犯
化

︵com
plicity

︶
と
も
呼
ば
れ
る
︵
Ｄ
Ｒ
Ｚ
Ｅ 

二
〇
〇
七
︶。
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