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堀
江 

宗
正

死
を
受
容
さ
せ
る
死
生
学
か
ら
、
死
を
抱
え
た
生
を
受
容
す
る
死
生
学
へ

─
理
論
的
素
描1

死
生
学
は
、
死
と
生
の
あ
り
方
を
探
求
す
る
学
問
と
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
る
べ
き
死
の
姿
を
描
き
出
す
こ
と
を
通
し

て
、
特
定
の
理
想
化
さ
れ
た
死
の
あ
り
方
を
押
し
付
け
る
危
険
を
は
ら
む
。
と
り
わ
け
「
死
の
受
容
」
は
当
初
は
経
験
的
な
記
述

で
あ
っ
た
の
に
、
い
つ
の
間
に
か
規
範
的
な
モ
デ
ル
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た 2
。
死
生
学
者
は
、
こ
の
よ
う
な
陥
穽

を
避
け
る
こ
と
を
、
常
に
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
論
考
で
は
、
死
生
学
史
を
「
死
を
受
容
さ
せ
る
死
生
学
」
か
ら
「
死
を
抱
え
た
生
を
受
容
す
る
死
生
学
」
へ
の
展
開
と
し
て

理
解
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
ま
ず
、
死
生
学
の
展
開
を
学
問
分
野
に
注
目
し
て
記
述
し
（
第
一
節
）、
そ
れ
を
死
の
医
療
化
と
脱

医
療
化
の
動
き
と
し
て
記
述
し
（
第
二
節
）、
そ
の
中
で
右
記
の
死
生
学
の
二
つ
の
潮
流
を
描
き
出
し
（
第
三
節
）、
最
後
に
そ
れ

を
図
式
的
に
ま
と
め
る
（
結
論
）。
本
論
考
の
目
標
は
、
死
生
学
の
二
つ
の
類
型
を
理
論
的
に
素
描
し
、
死
生
学
史
に
一
つ
の
見

通
し
を
与
え
る
こ
と
に
あ
る
。
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一
　
死
生
学
の
展
開

死
の
受
容
に
至
る
段
階

死
生
学
に
お
い
て
は
、
死
に
ゆ
く
人
の
心
理
を
い
く
つ
か
の
段
階
に
分
け
て
理
解
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば

Ｅ
・
キ
ュ
ー
ブ
ラ
ー
＝

ロ
ス
は
、
死
に
ゆ
く
患
者
が
、
最
初
は
死
を
否
認
し
つ
つ
も
最
終
的
に
は
死
の
受
容
に
向
か
う
五
つ
の
段

階
を
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
基
づ
い
て
記
述
し
た
。
そ
れ
に
対
処
す
る
医
療
者
や
家
族
は
、
た
と
え
治
療
が
困
難
だ
と
し
て
も
、
死

に
ゆ
く
患
者
の
そ
の
時
々
の
ニ
ー
ズ
に
応
答
し
、
死
へ
と
向
か
う
人
の
存
在
を
無
条
件
に
受
容
す
る
こ
と
は
可
能
だ
と
さ
れ
た 3
。

ホ
ス
ピ
ス
ケ
ア
・
緩
和
ケ
ア

治
療
が
功
を
奏
さ
な
い
末
期
患
者
に
、
身
体
的
な
疼
痛
の
緩
和
だ
け
で
な
く
、
心
理
面
、
そ
し
て
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
面
で
の

ケ
ア
を
提
供
す
る
全
人
的
ケ
ア
は
、
ホ
ス
ピ
ス
ケ
ア
・
緩
和
ケ
ア
の
枠
内
で
提
供
さ
れ
て
き
た
。「
緩
和
ケ
ア
」
は
現
在
で
は
身

体
的
な
疼
痛
の
緩
和
と
混
同
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
元
々
は
ホ
ス
ピ
ス
ケ
ア
と
同
義
で
あ
っ
た
（
キ
リ
ス
ト
教
色
の
あ
る
「
ホ

ス
ピ
ス
」
と
い
う
言
葉
を
公
立
病
院
な
ど
で
避
け
る
た
め
の
語
で
あ
る
） 4
。「care

」
と
い
う
英
語
の
単
語
は
、
日
本
語
で
は
「
介

護
」
と
訳
す
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
ホ
ス
ピ
ス
ケ
ア
・
緩
和
ケ
ア
の
枠
組
で
は
、
治
療
が
不
可
能
な
患
者

で
あ
っ
て
も
、
そ
の
ペ
イ
ン
や
ニ
ー
ズ
へ
の
応
答
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
応
答
を
「
ケ
ア
」
と
呼
ぶ
た
め
、

日
本
語
の
「
介
護
」
に
は
収
ま
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
カ
タ
カ
ナ
の
ま
ま
「
ケ
ア
」
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

T
hanatology

と
し
て
の
臨
床
系
死
生
学

こ
の
よ
う
な
死
生
学
の
系
譜
は
、
臨
床
系
の
死
生
学
と
言
え
る
。
看
護
学
、
精
神
医
学
、
臨
床
心
理
学
に
属
す
る
研
究
者
と
実
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践
者
が
関
わ
っ
て
き
た
が
、そ
の
知
見
は
死
と
直
面
す
る
医
療
者
全
体
に
共
有
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
英
語
で
は「thanatology

」

と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
く
、
主
に
米
国
で
発
展
し
て
き
た
（
な
お
右
記
の
ホ
ス
ピ
ス
は
英
国
由
来
で
あ
る
）。

学
際
的death studies

と
し
て
の
人
文
社
会
系
の
死
生
学

そ
れ
に
対
し
て
、
人
文
社
会
系
の
死
生
学
で
も
、
知
見
が
着
実
に
積
み
上
が
っ
て
い
る
。
哲
学
は
例
え
ば
プ
ラ
ト
ン
か
ら
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
至
る
ま
で
死
の
問
題
を
考
察
し
て
き
た 5
。
死
と
葬
送
に
関
す
る
歴
史
学
・
人
類
学
・
民
俗

学
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
日
本
で
も
盛
ん
で
あ
る 6
。
こ
れ
ら
の
人
文
社
会
系
の
死
生
学
は
、
大
づ
か
み
に
言
え
ば
、
死
と
生
に
つ

い
て
の
観
念
、
つ
ま
り
死
生
観
に
つ
い
て
の
研
究
を
主
と
す
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
死
生
観
は
宗
教
に
よ
っ
て
育
ま
れ
る
死

後
観
を
含
む
こ
と
が
多
い
た
め
、
宗
教
学
も
死
生
学
の
一
翼
を
担
う
。
日
本
の
二
一
世
紀
以
降
の
死
生
学
は
特
に
宗
教
学
者
に

よ
っ
て
牽
引
さ
れ
て
き
た 7
。

心
理
学
系
の
悲
嘆
研
究

親
し
い
人
を
亡
く
し
た
後
に
起
こ
る
悲
嘆
の
反
応
も
、
死
生
学
の
重
要
な
ト
ピ
ッ
ク
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
葬
送
に
関
す
る
研
究

と
関
連
す
る
は
ず
だ
が
、
葬
送
儀
礼
が
簡
素
化
さ
れ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
文
化
圏
（
英
米
な
ど
）
で
は
、
悲
嘆
感
情
の
心
理
学
的

な
研
究
と
ケ
ア
実
践
が
発
展
し
た
。
日
本
で
は
、
特
に
東
日
本
大
震
災
後
に
宗
教
者
に
よ
る
悲
嘆
の
ケ
ア
（
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
）
が

注
目
さ
れ
、
そ
れ
と
関
連
し
て
、
特
定
の
宗
教
的
教
義
の
宣
伝
を
目
的
と
し
な
い
臨
床
宗
教
師
の
実
践
も
注
目
さ
れ
た 8
。
そ
の
結

果
、
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
と
宗
教
文
化
、
葬
送
文
化
の
つ
な
が
り
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
文
化
圏
よ
り
も
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
か
も

し
れ
な
い 9
。
宗
教
者
と
非
宗
教
者
を
も
含
む
、
死
に
ゆ
く
人
と
悲
嘆
す
る
人
へ
の
ケ
ア
に
関
し
て
は
、
日
本
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ

ア
学
会
を
中
心
に
、
資
格
制
度
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
従
来
な
ら
宗
教
が
担
っ
て
き
た
「
生
き
る
意
味
」
や
「
死
後
の
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ゆ
く
え
」
な
ど
の
問
い
に
、
宗
教
的
教
義
を
押
し
付
け
ず
に
応
答
で
き
る
よ
う
な
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
が
探
究
さ
れ
て
い
る 10
。

批
判
的
死
生
学
、
死
の
社
会
学

ま
た
、
近
代
以
後
の
死
生
観
は
医
療
と
の
関
わ
り
が
大
き
く
な
る
た
め
、
医
療
社
会
学 11
を
中
心
に
、
医
療
を
通
じ
て
構
成
さ
れ

る
死
生
観
が
、
ど
の
よ
う
な
政
治
経
済
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
影
響
を
受
け
て
い
る
か
を
批
判
的
に
考
察
す
る
死
の
社
会
学 12
が
発
達

し
て
き
た
。
こ
れ
を
私
は
批
判
的
死
生
学
と
呼
ん
で
い
る 13
。

二
　
死
の
医
療
化
と
脱
医
療
化

死
の
医
療
化

と
り
わ
け
、
英
国
で
は
死
の
医
療
化
を
め
ぐ
る
議
論
が
盛
ん
で
あ
る
。
死
の
医
療
化
と
は
、
死
に
ゆ
く
過
程
が
医
療
に
よ
っ
て

管
理
さ
れ
、
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
指
す
。
そ
れ
は
単
純
に
理
解
さ
れ
た
場
合
、
病
院
死
の
増
加
と
、
延
命
の
た
め
の

医
療
技
術
の
発
展
を
指
す 14
。

死
の
脱
医
療
化

─
死
の
認
知
運
動
、
在
宅
死
運
動

そ
れ
に
対
し
て
、
死
の
脱
医
療
化
が
盛
ん
に
唱
え
ら
れ
、
死
生
学
の
一
翼
を
担
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
病
院
死
の
増
加
に
よ
っ

て
、
死
が
日
常
生
活
か
ら
隠
蔽
さ
れ
、
死
に
関
す
る
こ
と
が
タ
ブ
ー
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
論
じ 15
、
死
を
真
正
面
か
ら
認
め

て
、
語
る
よ
う
に
し
よ
う
と
い
う
「
死
の
認
知
運
動
」
と
関
連
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た 16
。
米
国
で
は
公
民
権
運
動
の
一
部
で
あ
る

患
者
の
権
利
運
動
の
結
果
、「
患
者
の
権
利
章
典
」
に
関
す
る
宣
言
が
一
九
七
三
年
に
出
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
診
断
・
治
療
・
予
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後
に
関
し
て
、
患
者
は
理
解
可
能
な
言
葉
で
知
ら
さ
れ
る
権
利
を
持
つ
と
さ
れ
る 17
。
ま
た
、
死
の
医
療
化
を
病
院
死
の
増
加
に

よ
っ
て
測
る
と
い
う
観
点
に
立
て
ば
、
逆
に
減
少
し
て
き
た
在
宅
死
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
死
の
脱
医
療
化
を
意
味
す
る
こ
と
に

な
る
。
米
国
で
の
ホ
ス
ピ
ス
・
緩
和
ケ
ア
は
、
施
設
よ
り
在
宅
で
の
ケ
ア
に
力
を
入
れ
て
い
る 18
。

安
楽
死
関
連
の
実
践

ま
た
、
死
が
間
近
な
人
へ
、
苦
痛
が
多
い
の
に
無
益
な
延
命
治
療
を
お
こ
な
う
よ
り
も
、
安
楽
死
、
延
命
治
療
の
中
止
（
終

了
）・
差
し
控
え
、
自
殺
幇
助
・
幇
助
自
殺
・
幇
助
死
を
お
こ
な
え
る
よ
う
に
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
、
死
の
医
療
化
へ
の
反
対
、

死
ぬ
権
利
の
主
張
と
と
も
に
、
様
々
な
国
で
進
展
し
て
い
る 19
。

死
の
脱
医
療
化
は
第
二
の
医
療
化
か

だ
が
、
こ
う
し
た
「
死
の
脱
医
療
化
」
の
動
き
は
、
結
局
は
医
療
関
係
者
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
、
国
に
よ
っ
て
は
医
療
政
策
と

連
動
し
て
い
る
の
で
、
む
し
ろ
「
死
の
医
療
化
」
の
第
二
段
階
と
言
え
る 20
。
つ
ま
り
第
一
段
階
が
、
死
に
ゆ
く
過
程
を
医
学
的
に

管
理
し
、
患
者
の
生
命
を
長
ら
え
さ
せ
る
も
の
（
延
命
）
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
第
二
段
階
は
超
高
齢
社
会
に
お
け
る
医
療
費
増
加

を
抑
え
る
た
め
、
入
院
期
間
を
短
縮
し
た
り
、
病
床
数
を
制
限
し
た
り
、
在
宅
死
を
奨
励
し
た
り
し
て
、
延
命
治
療
を
お
こ
な
わ

な
い
選
択
を
事
前
に
お
こ
な
わ
せ
（
縮
命
）、
元
々
は
自
然
に
起
こ
る
は
ず
の
死
の
受
容
を
、
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
の
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
に
沿
っ
て
計
画
的
に
う
な
が
す
と
い
う
形
を
と
る
。
リ
ヴ
ィ
ン
グ
・
ウ
ィ
ル
（
生
前
意
思
）
や
Ａ
Ｃ
Ｐ
（
ア
ド
バ
ン
ス
・
ケ

ア
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
）
は
、
形
式
上
は
延
命
で
も
縮
命
で
も
な
く
中
立
に
、
本
人
の
意
思
や
話
し
合
い
を
重
視
す
る
も
の
だ
が
、

治
療
を
し
な
い
と
い
う
選
択
肢
を
予
め
考
慮
に
入
れ
さ
せ
る
。
日
本
で
は
、
安
楽
死
・
尊
厳
死
は
法
制
化
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ

れ
ら
の
言
葉
を
使
わ
ず
に
、「
人
生
の
最
終
段
階
に
お
け
る
医
療
・
ケ
ア
」
の
選
択
と
い
う
形
で
、
死
の
受
容
を
計
画
的
に
う
な
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が
す
実
践
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た 21
。

癌
モ
デ
ル
を
超
え
た
死
の
脱
医
療
化

死
の
脱
医
療
化
は
、
現
在
さ
ら
に
新
し
い
段
階
に
来
て
い
る
。
清
明
な
意
識
を
保
っ
た
ま
ま
、
自
己
の
死
に
つ
い
て
思
い
を
め

ぐ
ら
せ
、
人
生
最
終
段
階
の
治
療
を
選
択
で
き
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
病
状
発
覚
か
ら
死
に
至
る
ま
で
に
あ
る
程
度
の
期
間
が

生
じ
る
癌
患
者
に
、
よ
り
適
合
的
で
あ
る
。
認
知
症
患
者
の
場
合
は
、
リ
ヴ
ィ
ン
グ
・
ウ
ィ
ル
を
文
書
の
形
で
残
せ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
を
書
い
た
時
点
と
最
終
的
な
死
の
時
点
と
に
は
隔
た
り
が
あ
る
。
ま
た
、
様
々
な
疾
患
を
経
な
が
ら
、
少
し
ず
つ
身
体
的
障

害
が
重
く
な
っ
て
ゆ
く
虚
弱
（
フ
レ
イ
ル
テ
ィ
の
高
い
）
患
者
の
場
合
、
自
律
的
選
択
の
で
き
る
患
者
と
い
う
よ
り
、
障
害
者
と

し
て
ケ
ア
す
る
べ
き
で
あ
り
、
す
で
に
歴
史
の
あ
る
障
害
者
福
祉
の
考
え
方
や
実
践
の
方
が
参
考
に
な
る 22
。

障
害
の
社
会
モ
デ
ル

現
在
の
障
害
者
福
祉
は
、「
障
害
の
社
会
モ
デ
ル
」
に
依
拠
し
て
い
る
。
国
連
の
『
障
害
者
権
利
条
約
』
に
も
そ
の
考
え
方
は

浸
透
し
、
日
本
政
府
も
そ
れ
に
批
准
し
て
い
る 23
。
障
害
の
社
会
モ
デ
ル
は
、
障
害
を
個
人
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
ず
、
そ
れ
を
障

害
と
し
て
成
り
立
た
せ
て
し
ま
う
社
会
の
側
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
「
障
害
者
差
別
解
消
法
」
に
明
記

さ
れ
て
い
る
「
合
理
的
配
慮
」
は
、
健
常
者
が
享
受
し
て
い
る
権
利
を
障
害
者
が
行
使
で
き
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
社
会
の
側
の

バ
リ
ア
（
障
壁
）
を
取
り
除
く
た
め
に
必
要
か
つ
適
切
な
配
慮
を
指
す
。
そ
の
負
担
は
社
会
の
側
が
持
つ
べ
き
も
の
と
さ
れ
る 24
。

地
域
共
同
体
で
死
に
ゆ
く
人
を
支
え
る

今
日
の
社
会
に
お
け
る
「
人
生
の
最
終
段
階
」
と
は
、
死
の
前
の
数
日
間
や
数
時
間
で
は
な
く
、
障
害
を
抱
え
な
が
ら
生
き
て
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ゆ
く
年
単
位
の
期
間
を
指
す
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
そ
れ
を
支
え
る
に
は
、
家
族
と
医
療
者
と
い
う
従
来
の
ア
ク
タ
ー
だ

け
で
な
く
、
幅
広
い
地
域
社
会
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
近
隣
住
民
も
動
員
す
る
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
理
念
は
、
認
知

症
フ
レ
ン
ド
リ
ー
社
会
、
慈
悲
共
同
体
、
コ
ン
パ
ッ
シ
ョ
ン
都
市
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る 25
。
そ
の
成
功
事
例
と
し
て
は
、
イ
ン
ド

の
ケ
ラ
ラ
州
が
挙
げ
ら
れ
る
。
日
本
で
も
理
念
的
に
近
い
も
の
と
し
て
「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
政
策
が
打
ち
出
さ

れ
て
い
る 26
。
し
か
し
、
日
本
の
場
合
、
人
口
減
少
社
会
と
医
療
費
削
減
へ
の
圧
力
と
い
う
現
実
か
ら
、
地
域
住
民
へ
の
丸
投
げ
に

な
り
か
ね
な
い
。

三
　
死
生
学
の
二
つ
の
潮
流

以
上
、
臨
床
系
の
死
生
学
を
中
心
に
、
死
生
学
の
展
開
を
追
っ
て
き
た
。
私
は
こ
こ
か
ら
、
二
つ
の
潮
流
を
取
り
出
す
こ
と
が

で
き
る
と
見
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
死
を
受
容
さ
せ
る
死
生
学
」
と
「
死
を
抱
え
た
生
を
受
容
す
る
死
生
学
」
の
二
つ
で
あ
る
。

単
純
化
す
る
と
、
安
楽
死
関
連
実
践
（
延
命
治
療
の
中
止
・
差
し
控
え
、
自
殺
幇
助
・
幇
助
自
殺
・
幇
助
死
、「
尊
厳
死
」
な
ど
）

を
押
し
進
め
る
潮
流
と
、
死
の
手
前
で
様
々
な
苦
痛
を
抱
え
る
人
の
支
援
と
ケ
ア
を
充
実
さ
せ
よ
う
と
す
る
潮
流
で
あ
る
。
極
端

に
単
純
化
す
る
と
、「
安
楽
死
か
ケ
ア
か
」
と
ま
と
め
ら
れ
る
。

医
学
的
無
益
性

前
者
は
治
療
が
無
益
か
患
者
の
利
益
に
か
な
っ
て
い
る
か
を
区
別
し
、
無
益
な
延
命
を
避
け
る
こ
と
を
目
指
す 27
。
か
つ
て
の
治

療
モ
デ
ル
は
病
気
を
死
ぬ
ま
で
治
療
し
、
救
命
し
よ
う
と
し
て
き
た
が
、
死
を
受
容
さ
せ
る
死
生
学
は
、
ど
の
治
療
を
ど
の
タ
イ

ミ
ン
グ
で
や
め
る
か
、
ま
た
仮
に
患
者
の
救
命
の
可
能
性
が
あ
っ
て
も
差
し
控
え
る
か
ど
う
か
、
そ
の
妥
当
性
に
つ
い
て
の
議
論
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を
精
緻
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。「
治
療
」
を
引
き
続
き
重
要
な
論
点
と
し
て
議
論
を
進
め
る
様
は
、
治
療
モ
デ
ル
の
残
響
を
思

わ
せ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
最
終
的
な
判
断
を
患
者
本
人
の
自
己
決
定
に
求
め
る
。

疼
痛
緩
和
と
持
続
的
鎮
静

こ
れ
が
成
り
立
つ
の
は
、
予
後
が
見
通
し
や
す
く
、
患
者
の
意
識
が
死
の
間
際
ま
で
ク
リ
ア
で
、
認
知
機
能
が
衰
え
て
い
な
い

よ
う
な
比
較
的
若
い
末
期
癌
患
者
で
あ
る
。
ま
た
、
か
つ
て
に
比
べ
て
疼
痛
緩
和
の
技
術
が
浸
透
し
、
最
終
的
な
持
続
的
鎮
静
が

登
場
し
た
こ
と
で
、
安
楽
死
の
要
件
に
数
え
ら
れ
て
い
た
「
耐
え
が
た
い
肉
体
的
苦
痛
」 28

は
典
型
的
と
言
え
な
く
な
っ
て
き
た
。

し
か
し
、
意
識
の
消
失
に
至
る
よ
う
な
持
続
的
鎮
静
は
、
仮
に
安
楽
死
の
形
を
と
っ
て
い
な
く
て
も
、
意
識
の
消
失
の
時
点
を
自

分
（
ま
た
は
近
親
者
等
）
で
決
定
で
き
る
と
い
う
点
で
、
安
楽
死
に
か
な
り
接
近
す
る 29
。
安
楽
死
・
幇
助
死
が
法
制
化
さ
れ
て
い

る
国
で
は
、
肉
体
的
苦
痛
だ
け
で
な
く
精
神
的
苦
痛
を
理
由
に
縮
命
を
選
択
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た 30
。
そ
れ
は
、
肉
体
的
に
耐
え

が
た
い
苦
痛
が
生
じ
て
い
な
く
て
も
、
生
き
る
こ
と
を
や
め
る
選
択
を
患
者
が
お
こ
な
え
、
医
療
者
が
そ
れ
を
助
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

滑
り
坂
論
法

こ
の
よ
う
に
、
延
命
を
避
け
る
こ
と
を
目
指
す
安
楽
死
類
似
の
実
践
が
、
そ
の
決
断
の
時
期
の
前
倒
し
に
つ
な
が
る
と
い
う
懸

念
は
、「
滑
り
坂
」
論
法
と
呼
ば
れ
て
き
た
。
滑
り
坂
論
法slippery slope argum

ent

は
、
生
命
倫
理
学
に
お
い
て
は
誤
謬
論
理

の
一
つ
と
し
て
考
察
さ
れ
て
き
た 31
。
し
か
し
、
一
般
的
妥
当
性
を
持
つ
論
証
と
し
て
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
経
験
的
事
実

を
説
明
す
る
た
め
の
「
理
論
」
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
る
。
そ
れ
が
現
実
に
起
き
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
、
い
か
な
る
場

面
で
滑
り
坂
論
法
を
適
用
す
る
こ
と
が
有
効
な
の
か
、
ま
た
逆
に
有
効
で
な
い
か
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る 32
。
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死
を
抱
え
た
生
を
受
容
す
る
死
生
学

こ
の
よ
う
な
「
死
を
受
容
さ
せ
る
死
生
学
」
に
対
し
て
、「
死
を
抱
え
た
生
を
受
容
す
る
死
生
学
」
は
、
苦
痛
を
縮
命
に
よ
っ

て
終
わ
ら
せ
る
こ
と
よ
り
、
苦
痛
を
緩
和
し
、
ケ
ア
す
る
こ
と
に
重
き
を
置
く
。
つ
ま
り
身
体
的
苦
痛
を
緩
和
し
な
が
ら
、
そ
れ

以
外
の
精
神
的
な
苦
痛
（
心
理
的
苦
痛
と
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
苦
痛
に
分
か
れ
る
）
を
ケ
ア
す
る
。
そ
れ
は
死
が
必
ず
し
も
近
く

は
な
い
、
慢
性
疾
患
や
障
害
者
の
ケ
ア
や
介
護
に
近
づ
い
て
ゆ
く
。「
障
害
の
社
会
モ
デ
ル
」
に
も
と
づ
く
地
域
社
会
レ
ベ
ル
で

の
取
り
組
み
と
合
流
す
る
。

良
い
死
の
ス
ク
リ
プ
ト

臨
床
系
の
死
生
学
は
、
死
の
受
容
に
至
る
心
理
的
な
諸
段
階
の
研
究
か
ら
始
ま
っ
た
。
こ
れ
は
、「
死
の
心
理
学
」
に
特
有
の

発
想
と
言
え
る
。
一
方
、「
死
の
社
会
学
」
で
は
、
個
人
の
選
好
だ
け
で
な
く
文
化
に
根
ざ
し
た
「
良
い
死
」
の
ス
ク
リ
プ
ト
が

あ
り
、
そ
れ
が
社
会
の
な
か
で
も
複
数
あ
り
、
個
人
の
な
か
で
も
状
況
に
応
じ
て
使
い
分
け
ら
れ
た
り
、
混
在
し
た
り
す
る
と
い

う
、
ス
ク
リ
プ
ト
理
論
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
特
に
一
九
九
〇
年
代
の
日
米
に
お
け
る
医
療
者
へ
の
調
査
か
ら
両
国
に
お
け
る
良

い
死
の
ス
ク
リ
プ
ト
を
比
較
し
た
ロ
ン
グ
の
研
究
は
重
要
で
あ
る 33
。

日
本
人
に
見
ら
れ
る
宗
教
的
・
霊
的
な
ス
ク
リ
プ
ト
と
医
学
的
ス
ク
リ
プ
ト

私
は
二
〇
一
九
年
の
死
生
観
調
査
（
死
生
学
・
応
用
倫
理
セ
ン
タ
ー
）
の
分
析
か
ら
、
日
本
人
の
考
え
る
良
い
死
の
ス
ク
リ
プ

ト
は
、（
１
）
死
後
の
安
楽
な
世
界
に
向
か
う
通
過
点
と
し
て
の
死
と
い
う
宗
教
的
・
霊
的
な
ス
ク
リ
プ
ト
と
、（
２
）
死
後
の
遺

体
処
理
や
葬
儀
は
気
に
せ
ず
、
人
に
迷
惑
を
か
け
ず
に
医
療
に
よ
っ
て
早
く
安
ら
か
に
死
に
た
い
と
考
え
る
非
宗
教
的
な
医
学
的

ス
ク
リ
プ
ト
に
分
か
れ
る
と
結
論
し
た
。
自
殺
許
容
の
傾
向
と
延
命
拒
否
や
安
楽
死
は
有
意
に
相
関
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
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ら
に
つ
い
て
（
１
）
は
反
対
し
、（
２
）
は
容
認
す
る
傾
向
が
あ
る 34
。

〈
反
延
命
〉
主
義
の
時
代

日
本
社
会
は
長
年
、
高
い
自
殺
率
に
悩
ん
で
き
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
社
会
的
背
景
の
中
で
、「
人
に
迷
惑
を
か
け
ず
に
医
療

に
よ
っ
て
早
く
安
ら
か
に
死
に
た
い
」
と
考
え
る
人
々
が
一
定
数
い
る
こ
と
は
、
重
く
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
希
死

念
慮
の
強
い
人
ほ
ど
、
延
命
拒
否
傾
向
が
あ
る
が
、
安
楽
死
関
連
の
実
践
は
、
そ
う
し
た
人
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
可
能
性

が
あ
る
。
私
は
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
、
意
味
も
な
く
長
く
生
き
て
い
た
く
な
い
と
い
う
「〈
反
延
命
〉
主
義
」
の
潮
流
と
し
て

理
解
し
て
い
る
。
論
者
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
と
ナ
チ
ズ
ム
の
優
生
思
想
と
の
共
通
点
を
指
摘
し
て
い
る 35
。

宗
教
と
死
の
受
容
と
の
関
係

こ
の
（
２
）
の
医
学
的
ス
ク
リ
プ
ト
は
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
「
死
を
受
容
さ
せ
る
死
生
学
」
に
明
ら
か
に
対
応
す
る
。

（
１
）
の
宗
教
的
・
霊
的
な
ス
ク
リ
プ
ト
は
、
宗
教
的
信
仰
の
要
素
が
入
る
た
め
、「
死
を
抱
え
た
生
を
受
容
す
る
死
生
学
」
と
完

全
に
重
な
る
と
は
言
え
な
い
。

デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
『
自
殺
論
』
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
多
い
国
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
多
い
国
と
で
は
、
後
者
の
方
が
、
そ
の
個

人
主
義
的
傾
向
ゆ
え
に
自
殺
率
が
高
い
こ
と
を
示
し
た
。
近
代
社
会
に
お
け
る
自
己
本
位
的
自
殺
に
関
し
て
は
、
集
団
主
義
的
な

カ
ト
リ
ッ
ク
が
保
護
因
子
に
な
る
。
だ
が
、
前
近
代
的
な
社
会
で
は
宗
教
的
規
範
に
よ
っ
て
他
者
本
位
的
自
殺
が
強
制
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
（
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
社
会
に
お
け
る
寡
婦
自
殺
） 36
。

つ
ま
り
、
宗
教
的
ス
ク
リ
プ
ト
が
現
代
日
本
で
は
た
ま
た
ま
自
殺
や
安
楽
死
関
連
実
践
を
抑
止
す
る
傾
向
を
示
す
も
の
の
、
潜

在
的
に
は
宗
教
的
規
範
が
「
死
を
受
容
さ
せ
る
」
圧
力
を
発
揮
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
は
自
殺
を
禁
止
す
る
た
め
、
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ム
ス
リ
ム
社
会
の
自
殺
率
は
極
端
に
低
い
。
だ
が
ジ
ハ
ー
ド
で
の
殉
教
が
来
世
で
の
幸
福
を
約
束
す
る
と
い
う
教
義
も
あ
り
、
過

激
派
の
「
自
爆
テ
ロ
」
を
正
当
化
す
る
根
拠
と
な
っ
て
い
る 37
。

私
の
日
本
人
対
象
の
調
査
で
は
、
宗
教
的
信
仰
と
自
殺
許
容
と
の
間
に
負
の
相
関
が
見
ら
れ
た
。
そ
れ
を
つ
な
い
で
い
た
の
が
、

自
殺
者
は
死
後
も
苦
し
み
続
け
る
と
い
う
観
念
で
あ
っ
た 38
。
こ
の
観
念
は
、
自
殺
し
た
人
に
ス
テ
ィ
グ
マ
を
貼
る
こ
と
を
意
味
し
、

自
死
遺
族
を
苦
し
め
て
い
る
。
逆
に
、
仏
教
は
必
ず
し
も
自
殺
を
禁
止
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
と
い
う
論
調
も
現
れ
て
い
る 39
。

仏
教
は
自
殺
（
じ
せ
つ
）
を
殺
生
の
一
つ
と
し
て
禁
止
し
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
釈
迦
は
病
苦
を
抱
え
る
人
の
自
死
に
理
解
を
示

し
た
と
さ
れ
る
。
後
者
は
、
自
殺
を
正
当
化
す
る
根
拠
に
利
用
さ
れ
る
危
険
も
は
ら
む
。
仏
教
評
論
家
の
中
に
は
、
断
食
の
末
に

餓
死
す
る
断
食
往
生
死
を
死
の
作
法
の
出
発
点
と
し
て
称
揚
し
、
延
命
治
療
と
対
比
さ
せ
る
人
も
い
る 40
。「
ポ
ッ
ク
リ
寺
」
の
よ

う
に
、
死
ぬ
間
際
ま
で
元
気
で
い
て
、
死
ぬ
と
き
は
寝
た
き
り
や
認
知
症
に
な
ら
ず
短
期
間
で
亡
く
な
る
こ
と
を
祈
願
す
る
習
俗

も
一
九
七
〇
年
代
か
ら
あ
る 41
。
教
義
的
に
は
仏
教
か
ら
「
死
を
受
容
さ
せ
る
死
生
学
」
を
引
き
出
す
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
。

だ
が
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
現
代
日
本
人
に
お
け
る
宗
教
的
・
霊
的
な
ス
ク
リ
プ
ト
は
、
医
学
的
ス
ク
リ
プ
ト
と
異
な
り
、

「
早
く
安
ら
か
に
死
に
た
い
」
と
い
う
願
望
に
は
傾
か
な
い
。
む
し
ろ
現
代
日
本
人
で
仏
教
を
信
仰
し
て
い
る
人
は
、
死
期
を
自

分
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
せ
ず
に
、
い
ず
れ
は
死
ぬ
の
だ
か
ら
そ
れ
を
待
て
ば
よ
い
と
考
え
る
傾
向
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
日
本

撰
述
の
偽
経
と
さ
れ
る
延
命
地
蔵
経
で
は
、
延
命
が
地
蔵
の
ご
利
益
の
一
つ
と
し
て
説
か
れ
て
き
た
。
密
教
に
は
延
命
尊
に
向

か
っ
て
延
命
を
願
う
「
延
命
法
」
と
い
う
修
法
も
あ
る 42
。
つ
ま
り
、
延
命
は
概
し
て
日
本
仏
教
で
は
良
い
こ
と
と
し
て
願
わ
れ
て

き
た
の
で
あ
る
。

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
の
可
能
性

い
ず
れ
に
せ
よ
、
人
文
社
会
系
の
死
生
学
に
お
け
る
死
生
観
の
研
究
を
、
死
の
臨
床
に
単
純
に
応
用
す
る
こ
と
に
は
、
慎
重
さ
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が
求
め
ら
れ
る
。
死
に
関
わ
る
宗
教
的
規
範
は
強
制
力
が
あ
り
、
時
代
や
地
域
に
よ
っ
て
、
異
な
る
現
れ
方
を
す
る
。
死
に
ゆ
く

自
己
の
存
在
や
失
わ
れ
た
他
者
の
存
在
を
受
容
し
が
た
い
と
い
う
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ペ
イ
ン
に
対
応
す
る
の
が
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア

ル
ケ
ア
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
特
定
の
宗
教
的
死
生
観
を
ケ
ア
対
象
者
に
押
し
付
け
る
こ
と
を
倫
理
規
範
な
ど
で
禁
止
し
て
い
る
。

今
日
、
そ
こ
に
は
海
外
の
チ
ャ
プ
レ
ン
に
近
い
宗
教
者
（
臨
床
宗
教
師
）
だ
け
で
な
く
、
非
宗
教
者
も
多
く
関
与
す
る
よ
う
に

な
っ
て
き
て
い
る 43
。
医
療
行
政
や
特
定
教
団
か
ら
自
由
に
、
か
つ
複
雑
で
多
様
な
現
代
日
本
人
の
死
生
観
の
研
究
も
取
り
入
れ
な

が
ら
、
地
域
社
会
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
つ
な
が
る
よ
う
な
実
践
と
な
る
こ
と
で
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
は
、
宗
教
的
・
霊
的
な

ス
ク
リ
プ
ト
を
持
つ
人
々
だ
け
で
な
く
、
非
宗
教
的
で
医
療
に
よ
っ
て
早
く
楽
に
死
に
た
い
と
思
う
人
の
背
後
に
隠
さ
れ
て
い
る

希
望
を
も
、
す
く
い
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

葬
送
研
究
と
悲
嘆
研
究
の
接
続

こ
こ
ま
で
臨
床
系
の
死
生
学
を
中
心
に
見
て
き
た
が
、
死
生
学
の
な
か
で
無
視
で
き
な
い
の
が
葬
送
研
究
で
あ
る
。
悲
嘆
研
究

お
よ
び
悲
嘆
ケ
ア
で
は
、
故
人
へ
の
追
慕
の
念
か
ら
離
れ
、
故
人
と
の
絆
を
切
断
し
、
故
人
の
い
な
い
新
た
な
社
会
的
状
況
に
適

応
す
る
こ
と
が
、
悲
嘆
に
苦
し
む
人
の
目
指
す
べ
き
ゴ
ー
ル
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
故
人
へ
の
愛
着
や
内
的

表
象
、
す
な
わ
ち
故
人
と
の
絆
を
保
ち
続
け
な
が
ら
も
、
社
会
的
に
適
応
し
た
健
康
な
状
態
を
維
持
し
て
い
る
事
例
が
存
在
す
る

こ
と
が
、
専
門
家
の
間
で
も
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
「
継
続
す
る
絆
（
絆
の
継
続
）continuing bonds

」
と

呼
ば
れ
る
。
ど
の
よ
う
な
も
の
が
継
続
す
る
絆
に
当
た
る
の
か
、
ま
た
そ
れ
が
病
的
に
な
る
場
合
と
な
ら
な
い
場
合
と
の
違
い
は

何
な
の
か
が
研
究
さ
れ
て
い
る 44
。

そ
の
な
か
で
弔
い
や
服
喪
の
行
為
が
、
悲
嘆
の
苦
痛
を
緩
和
す
る
の
に
役
立
つ
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
継
続
す
る
絆
は
、

西
洋
の
悲
嘆
研
究
者
の
間
で
提
示
さ
れ
た
概
念
だ
が
、
そ
の
背
景
に
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
文
化
圏
で
葬
送
儀
礼
が
大
幅
に
簡
素
化



死生学・応用倫理研究 29 号

18

さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
結
果
、
死
別
後
に
様
々
な
症
状
が
現
れ
、
専
門
家
に
よ
る
悲
嘆
ケ
ア
が
必
要
に
な
る
。
シ
ョ
ッ
キ
ン

グ
な
死
別
に
伴
う
「
遷
延
性
悲
嘆
障
害
」
は
、『
精
神
疾
患
の
診
断
・
統
計
マ
ニ
ュ
ア
ル
　
第
五
版
』
に
含
め
ら
れ
た
。
こ
う
し

て
死
別
と
悲
嘆
の
過
程
の
医
療
化
が
進
ん
だ 45
。

継
続
す
る
絆
の
理
論
は
、
故
人
と
の
絆
を
継
続
さ
せ
る
た
め
の
新
た
な
方
法
の
発
見
に
つ
な
が
っ
た
。
だ
が
、
儀
礼
的
な
服
喪

行
為
を
通
じ
て
悲
嘆
を
癒
す
こ
と
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
文
化
圏
の
外
で
は
今
日
で
も
普
通
に
観
察
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、

「
継
続
す
る
絆
」
の
着
想
源
の
一
つ
に
は
、
日
本
の
先
祖
祭
祀
が
あ
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
文
化
圏
や
先
祖
祭
祀
の
根
強
い
ア
ジ
ア

で
は
、
ま
っ
た
く
新
し
い
形
態
の
服
喪
が
提
案
さ
れ
る
に
は
至
ら
ず
、
既
存
の
葬
送
儀
礼
を
現
代
的
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
て
ア
ッ
プ

デ
ー
ト
す
る
形
に
な
る
か
も
し
れ
な
い 46
。
そ
の
よ
う
な
地
域
で
の
最
新
の
葬
送
研
究
は
、
悲
嘆
の
医
療
化
に
対
し
て
、
文
化
的
な

代
替
手
段
の
可
能
性
を
示
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

お
迎
え
研
究
の
示
唆
す
る
も
の

故
人
の
内
的
表
象
を
保
持
す
る
こ
と
は
、
自
分
自
身
の
死
と
も
関
係
す
る
。
そ
の
こ
と
を
示
唆
し
た
の
が
「
お
迎
え
」
の
研
究

で
あ
る
。
お
迎
え
と
は
、
死
が
近
づ
い
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
た
人
が
、
す
で
に
亡
く
な
っ
て
い
る
親
し
い
故
人
の
姿
を
幻
視
し

た
り
、
夢
に
見
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
。
せ
ん
妄
の
一
種
と
し
て
薬
物
治
療
な
ど
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。
だ
が
、

傾
聴
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
自
分
自
身
の
死
を
受
容
し
や
す
く
な
る
と
も
さ
れ
る 47
。「
お
迎
え
」
と
い
う
の
は
日
本
に
お
け
る
表

現
だ
が
、
故
人
が
あ
の
世
に
迎
え
入
れ
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
を
含
意
す
る
。
日
本
人
高
齢
者
の
間
で
、
故
人
と
あ
の
世
で
再
会

す
る
こ
と
を
願
う
気
持
ち
は
小
さ
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
故
人
の
表
象
が
可
能
に
な
る
の
は
、
そ
し
て
そ
れ
が
自
己

の
死
の
受
容
に
ま
で
影
響
を
も
た
ら
す
の
は
、
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
故
人
を
何
ら
か
の
形
で
追
悼
し
続
け
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
継
続
す
る
絆
が
介
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
服
喪
を
通
じ
て
の
他
者
の
死
の
受
容
は
、
自
己
の
死
の
受
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容
と
関
連
し
て
い
る
と
言
え
る
。

し
か
し
、
服
喪
行
為
の
将
来
に
わ
た
る
持
続
可
能
性
を
自
明
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
単
身
者
が
増
え
、
孤
立
死
・
孤
独
死

や
「
無
縁
社
会
」
が
問
題
視
さ
れ
る
一
方
で
、
葬
送
儀
礼
を
簡
素
化
、
ま
た
は
省
略
す
る
こ
と
が
遺
さ
れ
た
者
に
迷
惑
を
か
け
な

い
た
め
に
も
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
経
済
的
な
原
因
か
ら
や
む
を
え
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
宗
教
式
の
葬
送
を
忌

避
し
、
散
骨
や
樹
木
葬
、
あ
る
い
は
単
な
る
廃
棄
処
分
を
求
め
る
人
々
も
出
て
き
て
い
る 48
。
そ
れ
自
体
は
社
会
の
変
化
で
あ
り
、

死
生
学
が
価
値
判
断
を
下
す
べ
き
で
は
な
い
し
、
価
値
判
断
を
示
し
た
と
こ
ろ
で
趨
勢
に
影
響
を
与
え
る
に
は
至
ら
な
い
だ
ろ
う
。

だ
が
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
知
見
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
「
死
を
受
容
さ
せ
る
死
生
学
」
の
社
会
的
帰
結
で
あ
る
可
能
性

が
あ
る
。
死
の
自
己
決
定
の
み
な
ら
ず
、
葬
送
の
自
己
決
定
を
推
進
し
、
自
己
の
死
へ
の
悲
嘆
を
遺
さ
れ
た
人
に
負
わ
せ
な
い
こ

と
を
先
回
り
し
て
確
証
し
よ
う
と
す
る
動
き
は
、
葬
送
の
簡
素
化
に
向
か
う
。
葬
送
が
簡
素
化
さ
れ
る
と
、
上
手
く
処
理
さ
れ
な

い
悲
嘆
反
応
が
残
り
、
病
理
化
、
医
療
化
が
深
ま
る
。
他
者
の
死
の
受
容
が
自
己
の
死
の
受
容
と
関
連
す
る
な
ら
、
次
世
代
に
お

け
る
悲
嘆
の
失
敗
は
、
や
が
て
次
世
代
の
人
々
の
自
己
の
死
の
受
容
を
困
難
に
す
る
。
そ
れ
も
心
理
学
的
・
医
学
的
な
治
療
の
対

象
と
な
る
だ
ろ
う
。
地
域
に
よ
っ
て
は
、
文
化
的
・
社
会
的
に
そ
れ
を
補
う
た
め
の
新
し
い
言
説
や
慣
行
が
登
場
す
る
か
も
し
れ

な
い
。

だ
が
、
服
喪
や
追
悼
の
行
為
を
、
他
者
の
死
の
受
容
、
自
己
の
死
の
受
容
を
効
率
よ
く
ス
ム
ー
ズ
に
お
こ
な
う
た
め
に
利
用
す

る
と
い
う
功
利
主
義
的
、
機
能
主
義
的
な
態
度
は
、
服
喪
や
追
悼
に
関
わ
る
当
事
者
の
心
情
と
か
け
離
れ
て
い
る
。
当
事
者
は
、

故
人
の
実
在
性
を
（
程
度
の
差
は
あ
れ
）
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
服
喪
に
関
わ
っ
て
い
る
。
死
後
生
を
信
じ
る
人
に
と
っ
て
も
信

じ
な
い
人
に
と
っ
て
も
通
じ
る
よ
う
な
、「
死
後
」
に
つ
い
て
の
語
り
が
、
無
宗
教
者
が
多
い
と
言
わ
れ
る
日
本
で
も
共
有
さ
れ

て
い
る 49
。

「
故
人
の
死
を
心
理
学
的
・
精
神
医
学
的
な
技
法
を
用
い
て
受
容
さ
せ
る
死
生
学
」
は
、
様
々
な
形
で
「
死
者
を
抱
え
た
生
」
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（
儀
礼
や
記
憶
を
通
じ
て
の
故
人
と
の
交
流
）
を
是
認
し
て
き
た
文
化
的
背
景
に
お
い
て
は
不
適
切
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
宗

教
学
や
文
化
人
類
学
の
知
を
援
用
し
、「
死
者
を
抱
え
た
生
を
文
化
的
・
社
会
的
に
受
容
す
る
あ
り
方
を
考
え
る
死
生
学
」
が
、

よ
り
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。

結
論

本
論
考
で
は
、
死
生
学
の
展
開
を
概
観
し
な
が
ら
、「
死
を
受
容
さ
せ
る
死
生
学
」
と
「
死
を
抱
え
た
生
を
受
容
す
る
死
生
学
」

と
を
対
比
し
て
き
た
。
そ
れ
を
図
式
化
す
る
と
し
た
ら
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

死
を
受
容
さ
せ
る
死
生
学

治
療
モ
デ
ル
、
死
に
方
は
自
己
決
定
事
項
（
家
族
と
医
療
者
に
よ
っ
て
代
理
可
能
）、
癌
が
モ
デ
ル
、
死
後
生
観
念
は
死
の

直
視
を
妨
げ
る
、
死
は
終
焉
、
良
い
死
の
理
想
化
、〈
反
延
命
〉
主
義
社
会
（
安
楽
死
・
自
殺
幇
助
の
条
件
を
探
る
、
延
命

の
否
定
、
優
生
思
想
の
傾
向
）、
故
人
と
の
絆
の
切
断
と
そ
の
死
の
受
容
に
よ
る
社
会
的
適
応

死
を
抱
え
た
生
を
受
容
す
る
死
生
学

ケ
ア
モ
デ
ル
、
身
体
的
ケ
ア
に
留
ま
ら
な
い
ト
ー
タ
ル
ケ
ア
、
障
害
の
社
会
モ
デ
ル
、
慢
性
疾
患
に
対
応
、
死
を
超
え
た

生
の
観
念
の
是
認
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
、
慈
悲
共
同
体
の
再
構
築
、
故
人
と
の
絆
を
継
続
し
た
ま
ま
で
の
生
の
あ
り
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方
の
探
究

仮
に
、「
死
を
受
容
さ
せ
る
死
生
学
」
を
死
生
学
Ａ
、「
死
を
抱
え
た
生
を
受
容
す
る
死
生
学
」
を
死
生
学
Ｂ
と
し
よ
う
。
以
下
、

論
点
ご
と
に
両
者
を
対
比
さ
せ
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
記
述
し
直
す
。

死
生
学
Ａ
は
、
治
療
が
功
を
奏
さ
な
い
人
生
の
最
終
段
階
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
治
療
を
選
択
す
る
か
、
あ
る
い
は
治
療
を

し
な
い
こ
と
を
決
定
す
る
か
、
ど
の
よ
う
な
と
き
に
治
療
を
や
め
る
べ
き
か
な
ど
、
治
療
に
関
心
を
寄
せ
る
。
医
学
的
に
無
益
な

治
療
に
批
判
的
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
脱
医
療
化
に
見
え
る
が
、
医
療
者
を
総
動
員
し
て
治
療
終
結
の
精
緻
な
正
当
化
を
目
指

す
の
で
、
再
医
療
化
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
患
者
の
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
が
重
視
さ
れ
る
と
は
い
え
、
イ
ン

フ
ォ
ー
ム
す
る
（
情
報
を
提
供
す
る
）
医
療
者
の
存
在
は
大
き
い
。
そ
こ
で
は
、
治
療
の
選
択
や
自
己
決
定
（
な
い
し
共
同
決

定
）
が
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
沿
っ
て
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
、
す
な
わ
ち
医
療
者
が
戸
惑
う
こ
と
な
く
、
医
療
者
に
責
任
が
負
わ
さ

れ
る
こ
と
な
く
、
円
滑
に
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
が
理
想
と
さ
れ
る
。

死
生
学
Ｂ
は
、
治
療
と
ケ
ア
を
対
比
し
、
治
療
が
功
を
奏
さ
な
い
場
合
で
も
ケ
ア
は
で
き
る
と
い
う
立
場
を
と
る
。
こ
れ
は
単

に
身
体
的
治
療
を
せ
ず
に
痛
み
や
容
態
を
管
理
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
身
体
的
な
疼
痛
緩
和
を
し
つ
つ
、
そ
れ
だ
け
で
な

く
心
理
面
や
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
面
で
の
ケ
ア
を
お
こ
な
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
死
生
学
Ａ
が
、
患
者
個
人
の
治
療
の
決
定
に

焦
点
を
当
て
て
い
た
背
景
に
は
、
死
期
に
比
較
的
近
い
時
期
に
自
己
決
定
す
る
こ
と
が
可
能
な
癌
患
者
の
存
在
が
あ
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
高
齢
化
の
進
ん
だ
今
日
で
は
、
癌
だ
け
で
な
く
他
の
様
々
な
慢
性
疾
患
、
認
知
症
を
抱
え
な
が
ら
死
に
至
る

高
齢
者
が
少
な
く
な
い
。
つ
ま
り
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
人
生
の
最
後
に
は
障
害
を
抱
え
な
が
ら
死
を
迎
え
る
人
々
が
増
加
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
死
生
学
Ｂ
は
障
害
の
社
会
モ
デ
ル
に
立
ち
、
死
に
至
る
要
素
を
抱
え
な
が
ら
生
き
る
日
々
を
支
え
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
を
障
害
と
し
て
成
り
立
た
せ
、
障
害
と
し
て
認
知
さ
せ
る
社
会
の
あ
り
方
を
問
う
。
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死
生
学
Ａ
の
一
部
は
、
宗
教
的
な
死
後
生
観
念
が
死
の
直
視
を
妨
げ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
死
は
終
焉
で
あ
り
、
い
ず
れ
死
ぬ

の
で
あ
れ
ば
、
い
た
ず
ら
に
延
命
を
せ
ず
に
、
心
身
の
状
態
が
ま
だ
正
常
さ
を
残
し
て
い
る
う
ち
に
、
自
ら
死
を
決
定
し
、
死
を

受
容
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
す
る
。
そ
の
意
味
で
、「
良
い
死
」
の
理
想
化
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
希
死
念
慮
と
の
つ
な
が
り

を
持
つ
。
望
ま
し
い
生
産
的
な
生
の
あ
り
方
が
あ
り
、
高
齢
化
も
、
健
康
寿
命
が
長
い
の
で
あ
れ
ば
よ
い
が
、
虚
弱
な
状
態
で
生

き
続
け
る
こ
と
は
望
ま
し
く
な
い
と
考
え
る
。
こ
の
点
で
、
優
生
思
想
と
の
類
似
性
が
認
め
ら
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
死
生
学
Ｂ
は
、
死
を
超
え
た
生
の
観
念
を
是
認
す
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
あ
の
世
」
だ
け
で
な
く
、「
死

後
の
こ
の
世
」
を
も
包
括
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
死
後
の
魂
を
否
定
す
る
人
を
も
排
除
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
死
後
の
魂
の
存
続

を
否
定
す
る
人
も
、
自
分
の
死
後
に
こ
の
世
界
が
続
い
て
ゆ
く
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
死
と
生
を
包
摂
す
る
「
い

の
ち
」
の
働
き
を
支
え
る
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
の
実
践
が
、
死
生
学
Ｂ
で
は
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
。
現
状
の
ス
ピ
リ
チ
ュ

ア
ル
ケ
ア
は
、
個
人
に
対
す
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
面
も
な
お
残
し
て
い
る
が
、
障
害
を
抱
え
た
人
々
を
社

会
で
支
え
る
必
要
性
が
増
し
て
い
る
た
め
、
慈
悲
共
同
体
な
ど
の
新
し
い
ケ
ア
の
モ
デ
ル
も
模
索
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
葬
送
研
究
な
ど
で
提
示
さ
れ
て
い
る
「
死
者
の
社
会
性
」「
死
者
と
生
者
の
共
同
性
」
な
ど
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
と
接

続
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
死
生
学
Ａ
は
、
故
人
の
喪
失
を
受
容
し
、
故
人
と
の
絆
を
切
断
し
、
故
人
が
不
在
で
あ
る
社
会
に
適
応

す
る
こ
と
を
目
指
す
。
そ
れ
に
対
し
て
死
生
学
Ｂ
は
、
故
人
と
の
絆
を
抱
え
な
が
ら
生
き
る
こ
と
が
可
能
だ
と
す
る
。
そ
う
し
た

死
者
と
生
者
の
共
同
性
の
な
か
に
、
や
が
て
は
自
ら
の
死
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
希
望
が
、
遺
さ
れ
た
者
の
生
を
支
え
る
。

実
際
に
は
、
こ
の
よ
う
に
死
生
学
Ａ
と
死
生
学
Ｂ
が
、
ク
リ
ア
カ
ッ
ト
に
分
か
れ
て
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
Ａ
か

ら
Ｂ
へ
と
い
う
一
方
向
的
な
展
開
で
は
な
く
、
当
初
は
Ｂ
が
目
指
さ
れ
て
い
た
の
に
、
Ａ
が
突
出
し
、
そ
の
後
ま
た
Ｂ
に
回
帰
す

る
と
い
う
展
開
だ
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
Ｂ
は
Ａ
を
包
括
す
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
い
や
Ａ
に
Ｂ
は
吸
収

さ
れ
る
の
だ
と
主
張
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
英
国
の
よ
う
に
両
者
の
対
立
が
比
較
的
見
え
や
す
い
社
会
も
あ
れ
ば
、
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日
本
の
よ
う
に
、
こ
の
対
立
自
体
が
あ
ま
り
意
識
さ
れ
て
い
な
い
社
会
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

死
生
学
の
展
開
を
振
り
返
り
、
今
後
を
考
え
る
た
め
の
視
座
、
ま
た
国
や
地
域
の
違
い
を
分
析
す
る
た
め
の
概
念
と
し
て
、
こ

れ
ら
二
つ
の
類
型
を
活
用
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

■
註

1 

本
稿
は
下
記
の
発
表
を
も
と
に
し
て
い
る
。「
死
生
学
か
ら
見
た
腎
不
全
医
療

―
学
際
的
議
論
を
開
く
」、
第
七
回 

城
西
Ｃ
Ｋ
Ｄ
懇

話
会
（
オ
ン
ラ
イ
ン
、
二
〇
二
三
年
一
〇
月
一
八
日
）。
原
稿
は
下
記
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
。https://w

w
w

.academ
ia.edu/112608628

、

二
〇
二
四
年
一
月
九
日
ア
ク
セ
ス
確
認
。
こ
の
発
表
の
後
半
で
は
腎
不
全
治
療
が
、
本
稿
で
示
す
二
つ
の
死
生
学
の
中
間
に
位
置
し
て
お

り
、
近
年
重
要
性
の
高
ま
っ
て
い
る
「
障
害
の
社
会
モ
デ
ル
」
を
先
取
り
し
て
き
た
と
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
二
つ
の
死

生
学
を
理
論
的
に
提
示
す
る
に
留
め
る
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
は
、
腎
不
全
医
療
以
外
に
も
死
生
学
に
関
心
の
あ
る
研
究
者
に
広
く
読
ん
で

も
ら
い
た
い
と
い
う
意
図
か
ら
で
あ
る
。
腎
不
全
医
療
へ
の
含
意
に
つ
い
て
関
心
が
あ
る
人
は
、
発
表
原
稿
を
読
ん
で
ほ
し
い
。
ま
た
発

表
は
、
医
療
者
を
対
象
と
す
る
懇
話
会
で
な
さ
れ
た
た
め
、
悲
嘆
研
究
や
葬
送
研
究
に
つ
い
て
の
論
究
は
十
分
で
は
な
か
っ
た
。
本
稿
で

は
、
そ
れ
を
補
足
し
て
い
る
。

2 

堀
江
宗
正
「
死
に
ゆ
く
人
が
目
指
す
べ
き
「
モ
デ
ル
」
な
ど
な
い

─
キ
ュ
ー
ブ
ラ
ー
＝

ロ
ス
に
お
け
る
「
受
容
」
と
「
正
直
さ
」」、
清

水
哲
郎
・
島
薗
進
（
編
著
）『
ケ
ア
従
事
者
の
た
め
の
死
生
学
』
ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
ヒ
ロ
カ
ワ
、
二
〇
一
〇
年
、
三
一
七
～
三
三
四
頁

：
三
二
四
頁
。
堀
江
宗
正
「
キ
ュ
ー
ブ
ラ
ー
＝

ロ
ス
に
お
け
る
「
死
の
受
容
」

―
今
、
ど
う
読
む
か
」、『
老
年
精
神
医
学
雑
誌
』
二
三
巻

一
〇
号
（
二
〇
一
二
年
一
〇
月
）、
一
一
八
七
～
一
一
九
三
頁
。

3 

堀
江
「
死
に
ゆ
く
人
が
目
指
す
べ
き
「
モ
デ
ル
」
な
ど
な
い
」

：

三
一
七
頁
。

4 
C

icely Saunders et al. eds., H
ospice: T

he living Idea , London: E
dw

ard A
rnold, 1981. 

ソ
ン
ダ
ー
ス
他
、
岡
村
昭
彦
監
訳
『
ホ
ス
ピ
ス

―
そ
の
理
念
と
運
動
』
雲
母
書
房
、
二
〇
〇
六
年
。
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5 

プ
ラ
ト
ン
、
岩
田
靖
夫
訳
『
パ
イ
ド
ン

─
魂
の
不
死
に
つ
い
て
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
。M

artin H
eidegger, Sein und Z

eit 

(G
esam

tausgabe, A
bt. 1. V

eröffentlichte Schriften 1914-1970; B
d. 2), Frankfurt am

 M
ain: V

. K
losterm

ann, c1977. 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、

細
谷
貞
雄
訳
『
存
在
と
時
間
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
四
年
。V

ladim
ir Jankélévitch, L

a m
ort , P

aris: Flam
m

arion, 1977. 

ジ
ャ
ン
ケ
レ

ヴ
ィ
ッ
チ
、
仲
澤
紀
雄
訳
『
死
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
八
年
。

6 

代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、P

hilippe A
riès, E

ssais sur l’histoire de la m
ort en O

ccident du M
oyen-A

ge à nos jours , P
aris: É

ditions du Seuil, 

1975. 

ア
リ
エ
ス
、
伊
藤
晃
・
成
瀬
駒
男
（
訳
）『
死
と
歴
史

―
西
欧
中
世
か
ら
現
代
へ
』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
二
二
年
。

7 

東
京
大
学
の
研
究
者
を
中
心
と
す
る
死
生
学
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
宗
教
学
者
の
島
薗
進
に
よ
っ
て
牽
引
さ
れ
た
。
そ
の
成
果
物
と
し
て
は

『
死
生
学
一
～
五
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
。

8 

藤
山
み
ど
り
『
臨
床
宗
教
師

―
死
の
伴
走
者
』
高
文
研
、
二
〇
二
〇
年
。

9 

島
薗
進
・
鎌
田
東
二
・
佐
久
間
庸
和
（
共
著
）『
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の
時
代

―
「
喪
失
の
悲
し
み
」
に
寄
り
添
う
』
弘
文
堂
、
二
〇
一
九

年
。

10 

鎌
田
東
二
編
著
『
講
座
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
学 

第
一
巻
　
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
』
ビ
イ
ン
グ
ネ
ッ
ト
プ
レ
ス
、
二
〇
一
四
年
。

11 
B

arney G
. G

laser and A
nselm

 L. Strauss, A
w

areness of D
ying , N

.Y
.: A

ldine P
ublishing, 1965. 

グ
レ
イ
ザ
ー
と
ス
ト
ラ
ウ
ス
、
木
下
康

仁
訳
『「
死
の
ア
ウ
ェ
ア
ネ
ス
理
論
」
と
看
護

―
死
の
認
識
と
終
末
期
ケ
ア
』
医
学
書
院
、
一
九
八
八
年
。

12 
T

ony W
alter, W

hat D
eath M

eans N
ow

: T
hinking C

ritically about D
ying and G

rieving , B
ristol: P

olicy P
ress, 2017. 

ウ
ォ
ル
タ
ー
、
堀
江

宗
正
訳
『
い
ま
死
の
意
味
と
は
』
岩
波
書
店
、
二
〇
二
〇
年
。

13 

日
本
で
は
特
に
哲
学
と
生
命
倫
理
学
に
依
拠
す
る
小
松
美
彦
の
仕
事
が
目
立
っ
て
い
る
。
小
松
美
彦
『
生
権
力
の
歴
史

―
脳
死
・
尊
厳

死
・
人
間
の
尊
厳
を
め
ぐ
っ
て
』
青
土
社
、
二
〇
一
二
年
。

14 
D

avid C
lark, “B

etw
een H

ope and A
cceptance: T

he M
edicalisation of D

ying,” B
M

J , 2002 A
pr 13; 324(7342): 905- 907. https://doi.

org/10.1136/bm
j.324.7342.905

、
二
〇
二
四
年
一
月
一
一
日
ア
ク
セ
ス
確
認

15 
G

eoffrey G
orer, D

eath, G
rief, and M

ourning in C
ontem

porary B
ritain , Salem

, N
.H

.: A
yer, 1987. 

ゴ
ー
ラ
ー
、
宇
都
宮
輝
夫
訳
『
死
と
悲

し
み
の
社
会
学
』
ヨ
ル
ダ
ン
社
、
一
九
九
四
年
。
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16 
Lucy B

regm
an, “T

he D
eath A

w
areness M

ovem
ent,” T

he R
outledge C

om
panion to D

eath and D
ying  (edited by C

hristopher M
. M

orem
an), 

London: R
outledge, 2017.

17 
“A

H
A

 P
atient’s B

ill of R
ights,” A

P
R

A
 (A

m
erican P

atient R
ights A

ssociation). https://w
w

w
.am

ericanpatient.org/aha-patients-bill-

of-rights/

、
二
〇
二
四
年
一
月
一
一
日
ア
ク
セ
ス
確
認

18 
D

ana K
. C

assell, R
obert C

. Salinas and P
eter A

. S. W
inn, T

he E
ncyclopedia of D

eath and D
ying , N

.Y
.: Facts on Fire, 2005: p. 142.

19 
松
田
純
『
安
楽
死
・
尊
厳
死
の
現
在

―
最
終
段
階
の
医
療
と
自
己
決
定
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
八
年
。

20 

前
出
『
い
ま
死
の
意
味
と
は
』
第
三
章
。

21 

厚
生
労
働
省
「「
人
生
の
最
終
段
階
に
お
け
る
医
療
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
改
訂
に
つ
い
て
」
二
〇
一
八
年
。

https://w
w

w
.m

hlw
.go.jp/stf/houdou/0000197665.htm

l

、
二
〇
二
四
年
一
月
九
日
ア
ク
セ
ス
確
認

22 

前
出
『
い
ま
死
の
意
味
と
は
』
第
三
章
の
結
論
部
分
。

23 

外
務
省
『
障
害
者
権
利
条
約
』、
二
〇
一
八
年
改
訂
。https://w

w
w

.m
ofa.go.jp/m

ofaj/fp/hr_ha/page25_000772.htm
l

、
二
〇
二
四
年
一

月
一
一
日
ア
ク
セ
ス
確
認

24 

内
閣
府
『
障
害
者
差
別
解
消
法
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
』。https://w

w
w

8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet.htm
l

、
二
〇
二
四
年
一
月

一
一
日
ア
ク
セ
ス
確
認

25 
A

llan K
ellehear, C

om
passionate C

ities: P
ublic H

ealth and E
nd-of-L

ife C
are , London: R

outledge, 2005. 

ケ
レ
ハ
ー
、
竹
之
内
裕
文
・
堀
田

聰
子
（
訳
）『
コ
ン
パ
ッ
シ
ョ
ン
都
市

―
公
衆
衛
生
と
終
末
期
ケ
ア
の
融
合
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
二
年
。

26 

厚
生
労
働
省
「
地
域
包
括
ケ
ア
」。https://w

w
w

.m
hlw

.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-

houkatsu/

、
二
〇
二
四
年
一
月
一
一
日
ア
ク
セ
ス
確
認

27 
Law

rence J. Schneiderm
an and N

ancy S. Jecker, W
rong M

edicine: D
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atients, and F
utile T
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ent , B

altim
ore: Johns H
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niversity P

ress, 1995. 
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ュ
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ダ
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マ
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と
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ェ
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、
林
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奈
訳
・
赤
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朗
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違
っ
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医
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―
医
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か
』
勁
草
書
房
、
二
〇
二
一
年
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り
批
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的
な
も
の
と
し
て
は
、
櫻
井
浩
子
・
加
藤
太
喜
子
・
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部
一
彦
『「
医
学
的
無
益
性
」
の

生
命
倫
理
』
山
代
印
刷
株
式
会
社
出
版
部
、
二
〇
一
六
年
。
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恩
田
裕
之
「
安
楽
死
と
末
期
医
療
」、
国
立
国
会
図
書
館
『Issues B

rief

』
四
七
二
、
二
〇
〇
五
年
。https://dl.ndl.go.jp/view

/dow
nload/
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