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現
代
医
療
の
課
題

　

─
医
師
・
科
学
者
・
仏
教
徒
の
立
場
か
ら

中
泉
　
明
彦

　

本
日
は
、
私
の
歩
ん
で
き
た
道
を
通
し
て
、
医
療
に
関
し
て

感
じ
た
こ
と
や
考
え
て
い
る
こ
と
を
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

私
の
一
家
は
、
兄
の
病
気
︵
先
天
性
心
疾
患
・
フ
ァ
ロ
ー
四
徴
症
︶

が
き
っ
か
け
で
創
価
学
会
に
入
会
し
ま
し
た
。
私
は
創
価
高
校

を
卒
業
し
て
東
京
大
学
で
物
理
学
を
専
攻
し
、
大
学
院
修
士
課

程
ま
で
進
み
ま
し
た
が
、
も
う
少
し
直
接
的
に
社
会
の
役
に
立

つ
仕
事
に
従
事
し
た
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
大
阪
大
学
の

医
学
部
に
編
入
学
し
ま
し
た
。
30
歳
で
医
師
と
な
り
、
大
阪
府

立
成
人
病
セ
ン
タ
ー
で
消
化
器
内
科
医
と
し
て
22
年
間
、
膵
が

ん
の
診
療
に
携
わ
り
ま
し
た
。

オ
ー
ダ
ー
メ
ー
ド
医
療
へ
の
動
き

　

物
理
学
と
医
学
を
対
比
し
て
、
医
学
と
く
に
臨
床
医
学
の
特

徴
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
そ
の
不
確
実
性
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

同
じ
病
気
に
対
し
て
同
じ
治
療
を
し
て
も
そ
の
効
果
が
一
定
し

な
い
、
再
現
性
が
低
い
の
で
す
。
こ
れ
は
人
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性

と
も
言
え
ま
す
が
、
多
様
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
ヒ
ト
と
い
う
種



96

全
体
と
し
て
は
多
く
の
感
染
症
の
攻
撃
や
疾
病
か
ら
生
き
延
び

て
き
た
と
も
言
え
ま
す
。
病
原
体
Ａ
を
認
識
し
や
す
い
個
性
を

も
っ
た
人
・
Ｘ
は
、
免
疫
系
が
そ
の
病
原
体
を
攻
撃
し
や
す
く
、

病
原
体
Ａ
を
認
識
す
る
能
力
の
劣
っ
た
人
・
Ｙ
は
、
病
原
体
Ａ

に
感
染
し
重
症
に
な
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
こ
の
性
質
は
病

原
体
の
種
類
に
よ
っ
て
異
な
り
、
病
原
体
Ｂ
に
対
し
て
は
逆
に
、

Ｙ
の
ほ
う
が
Ｘ
よ
り
も
強
い
免
疫
力
を
示
す
こ
と
も
多
い
の

で
す
。

　

こ
う
し
た
人
の
個
性
を
決
定
す
る
重
要
な
要
素
の
一
つ
に
﹁
主

要
組
織
適
合
遺
伝
子
複
合
体
︵m

ajor histocom
patibility com

plex; 

M
H

C

︶﹂
が
あ
り
ま
す
。
２
０
１
２
年
４
月
時
点
で
、
Ｍ
Ｈ
Ｃ
に

は
７
５
０
０
種
類
以
上
の
多
型
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

多
型
が
疾
患
感
受
性
︵
そ
の
病
気
に
か
か
り
や
す
い
か
否
か
︶
を
決

め
る
要
因
の
一
つ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
抗
が
ん
剤
治
療
に
は
効
果
と
副
作
用
が
あ
り
ま

す
が
、﹁
す
べ
て
の
人
に
効
果
が
あ
り
、
副
作
用
は
な
い
抗
が
ん

剤
﹂
は
開
発
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
単
純
化
す
る
と
、

が
ん
治
療
を
受
け
る
人
は
４
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

効
果
が
あ
り
副
作
用
が
な
い
グ
ル
ー
プ
、
効
果
も
副
作
用
も
あ

る
グ
ル
ー
プ
、
効
果
も
副
作
用
も
な
い
グ
ル
ー
プ
、
効
果
は
な

く
副
作
用
が
あ
る
グ
ル
ー
プ
で
す
。

　

効
果
が
あ
り
副
作
用
が
な
い
グ
ル
ー
プ
に
は
積
極
的
に
そ
の

抗
が
ん
剤
治
療
を
す
べ
き
で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
患
者
さ
ん
を

選
択
す
る
方
法
が
少
し
ず
つ
進
歩
し
て
き
て
い
ま
す
。
た
と
え

ば
、
大
腸
が
ん
の
分
子
標
的
治
療
薬
︵
が
ん
細
胞
の
特
定
の
分
子
を

タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
て
、
そ
の
機
能
を
抑
制
す
る
薬
︶
が
開
発
さ
れ
て
い

ま
す
。
大
腸
が
ん
の
増
殖
に
は
、
上
皮
細
胞
増
殖
因
子
受
容
体

︵
Ｅ
Ｇ
Ｆ
Ｒ
︶
と
い
う
タ
ン
パ
ク
質
が
関
与
し
て
い
ま
す
。
Ｅ
Ｇ

Ｆ
Ｒ
の
働
き
を
抑
え
て
、
細
胞
増
殖
の
ス
イ
ッ
チ
が
入
ら
な
い

よ
う
に
す
る
の
が
抗
Ｅ
Ｇ
Ｆ
Ｒ
抗
体
薬
で
、
分
子
標
的
治
療
薬

の
一
種
で
す
。
Ｅ
Ｇ
Ｆ
Ｒ
か
ら
は
、
が
ん
を
増
や
す
信
号
が
出

ま
す
が
、
そ
の
信
号
の
伝
わ
る
下
流
に
Ｋ-

ｒ
ａ
ｓ
と
呼
ば
れ
る

遺
伝
子
が
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
Ｋ-

ｒ
ａ
ｓ
遺
伝
子
に
は
変
異
型

と
正
常
型
が
あ
り
、
日
本
人
の
60
％
が
正
常
型
で
す
が
、
変
異

型
を
示
す
人
に
は
こ
の
抗
Ｅ
Ｇ
Ｆ
Ｒ
抗
体
薬
は
効
果
が
な
い
の

で
す
。
変
異
型
Ｋ-

ｒ
ａ
ｓ
に
よ
っ
て
細
胞
増
殖
の
信
号
が
常
に

オ
ン
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
上
流
の
Ｅ
Ｇ
Ｆ
Ｒ
を
ブ
ロ
ッ
ク
し

て
も
効
果
が
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
大
腸
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が
ん
患
者
の
が
ん
組
織
の
Ｋ-

ｒ
ａ
ｓ
遺
伝
子
を
調
べ
る
こ
と

で
、
効
果
が
期
待
で
き
な
い
患
者
さ
ん
を
除
外
し
、
無
益
な
治

療
を
し
な
い
で
す
む
わ
け
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
が
ん
の
個
性
を
知
る
こ
と
で
、
個
性
に
合
っ

た
治
療
を
行
う
個
別
化
医
療
︵
オ
ー
ダ
ー
メ
ー
ド
医
療
︶
が
始
ま
っ

て
い
る
の
で
す
。
た
だ
し
、
こ
の
選
択
も
ま
だ
不
完
全
で
、
Ｋ-

ｒ
ａ
ｓ
が
正
常
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
分
子
標
的
治
療
薬
の
効

果
の
な
い
患
者
さ
ん
が
い
ま
す
。

「
人
間
ら
し
く
生
き
る
」
を
重
視
す
る
治
療

　

現
在
、
膵
が
ん
の
標
準
治
療
薬
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
ゲ
ム

シ
タ
ビ
ン
︵gem

citabine

︶
は
、
臨
床
試
験
で
腫
瘍
縮
小
効
果
の

認
め
ら
れ
な
い
症
例
に
お
い
て
も
、﹁
疼
痛
﹂﹁
一
般
状
態

perform
ance status; PS

﹂﹁
体
重
﹂
な
ど
の
﹁
腫
瘍
関
連
症
状
﹂

の
改
善
︵
症
状
緩
和
効
果clinical benefit response; C

B
R

︶
が
認
め

ら
れ
、
症
状
緩
和
効
果
の
有
効
例
で
は
無
効
例
に
比
べ
生
存
期

間
が
延
長
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。
抗
が
ん
剤

の
主
要
評
価
項
目
と
し
て
症
状
緩
和
効
果
を
初
め
て
適
用
し
て

承
認
さ
れ
た
抗
が
ん
剤
と
し
て
有
名
で
す
。
以
前
は
腫
瘍
縮
小

効
果
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
い
っ
た
ん

腫
瘍
が
縮
小
し
て
も
、
薬
剤
耐
性
が
生
じ
て
腫
瘍
が
増
大
し
た

り
、
免
疫
力
が
低
下
し
感
染
症
で
亡
く
な
っ
た
り
し
て
、
結
局
、

生
存
期
間
の
延
長
に
寄
与
し
な
い
こ
と
も
多
か
っ
た
の
で
す
。

極
端
な
場
合
に
は
、﹁
が
ん
は
消
え
た
が
、
患
者
は
死
ん
だ
﹂
な

ど
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
、
Ｐ
Ｓ
の
改
善
を

重
視
し
、
生
活
の
質
︵quality of life; Q

O
L

︶
の
維
持
改
善
を
重

視
す
る
と
い
う
本
来
あ
る
べ
き
治
療
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
て
い
ま
す
。

　

長
期
療
養
を
要
す
る
疾
患
、
な
ら
び
に
消
耗
の
激
し
い
疾
患

や
進
行
性
の
疾
患
で
は
、
い
た
ず
ら
な
延
命
治
療
や
、
患
者
へ

の
侵
襲
が
激
し
い
治
療
を
継
続
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
患
者
が

自
ら
の
理
想
と
す
る
生
き
方
、
も
し
く
は
社
会
的
に
み
て
﹁
人

間
ら
し
い
﹂
と
い
え
る
生
活
が
実
現
で
き
な
い
︵
Ｑ
Ｏ
Ｌ
の
低
下
︶

場
合
が
多
い
。
患
者
自
身
が
、
よ
り
尊
厳
性
を
保
つ
生
活
が
で

き
る
︵
Ｑ
Ｏ
Ｌ
の
維
持
、
向
上
︶
よ
う
、
援
助
を
与
え
る
こ
と
が
必

要
な
わ
け
で
す
。﹁
病
を
も
ち
な
が
ら
、
よ
り
よ
く
生
き
る
﹂
と

い
う
考
え
方
で
す
。﹁
南
無
妙
法
蓮
華
経
は
師
子
吼
の
如
し
・
い

か
な
る
病
さ
は
︵
障
︶
り
を
な
す
べ
き
や
﹂︵﹃
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
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集
﹄
１
１
２
４
頁
︶
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
強
い

生
命
力
で
病
に
打
ち
勝
つ
の
み
で
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
病

を
も
ち
な
が
ら
も
病
に
左
右
さ
れ
な
い
充
実
し
た
生
き
方
を
す

る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
方

は
実
際
に
た
く
さ
ん
お
ら
れ
ま
す
。
仏
教
に
も
﹁
健
病
不
二
﹂

と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。

　
﹃
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
集
﹄
に
は
﹁
病
に
よ
り
て
道
心
は
を
こ

り
候
な
り
﹂︵
１
４
８
０
頁
︶
と
も
あ
り
ま
す
。
生
老
病
死
は
生
命

の
当
然
の
変
化
相
で
あ
り
、
病
に
よ
っ
て
、
よ
り
深
い
人
生
を

味
わ
え
る
と
も
い
え
ま
す
。
難
聴
の
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
や
結
核

の
正
岡
子
規
が
偉
大
な
芸
術
を
創
作
で
き
た
の
も
そ
の
表
れ
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
病
気
を
機
に
生
活
習
慣
を
改
め
る
こ

と
で
よ
り
健
康
に
な
る
例
や
、
若
い
時
に
病
を
得
た
人
が
、
か

え
っ
て
長
生
き
す
る
例
が
み
ら
れ
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
静
的
な
完
全
な
健
康
は
あ
り
え
ず
、
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
な
生
命
活
動
の
中
で
健
康
は
保
た
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
免
疫
系
が
、
瞬
間
瞬
間
、
常
に
外
敵
と
闘
っ
て
い

る
か
ら
こ
そ
、
我
々
が
日
々
元
気
に
生
き
て
い
け
る
の
で
す
。

「
天
寿
が
ん
」
の
概
念

　

こ
こ
で
、
が
ん
研
究
会
・
が
ん
研
究
所
元
所
長
の
北
川
知
行

先
生
が
提
唱
さ
れ
た
﹁
天
寿
が
ん
﹂
と
い
う
考
え
方
を
紹
介
し

た
い
と
思
い
ま
す
。
天
寿
が
ん
と
は
﹁
さ
し
た
る
苦
痛
も
な
く
、

あ
た
か
も
天
寿
を
全
う
し
た
よ
う
に
人
を
死
に
導
く
超
高
齢
者

の
が
ん
﹂
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。
人
の
死
は
悲
し
む
べ
き
も
の

で
す
が
、
超
高
齢
者

─
男
性
83
歳
、
女
性
90
歳
以
上
と
言
わ

れ
て
い
ま
す

─
の
安
ら
か
な
死
に
つ
い
て
は
、
日
本
人
は
﹁
天

寿
を
全
う
し
た
﹂
と
し
て
、﹁
大
往
生
﹂
な
ど
と
表
現
し
て
き
ま

し
た
。
長
い
人
生
を
存
分
に
謳
歌
し
た
後
、
苦
痛
も
な
く
、
家

族
に
見
守
ら
れ
な
が
ら
死
に
ゆ
く
こ
と
が
本
人
に
と
っ
て
も
幸

せ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
医
学
、
医
療
の
究
極
の
目
標
は
、
人
が

事
故
や
病
気
で
不
本
意
な
死
を
遂
げ
る
の
で
は
な
く
、
寿
命
が

尽
き
た
と
き
枯
れ
る
よ
う
に
安
ら
か
に
死
な
せ
た
い
、
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
病
気
や
事
故
で
亡
く
な
っ
た
80

歳
以
上
の
人
を
解
剖
す
る
と
、
が
ん
が
死
亡
原
因
で
な
い
の
に
、

が
ん
細
胞
が
見
つ
か
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
高
齢
に
な
る
に
つ

れ
て
、
体
細
胞
の
老
化
現
象
の
一
種
で
あ
る
、
が
ん
は
増
え
る
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と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
か
ら
当
然
の
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

高
齢
化
社
会
が
進
む
と
、
が
ん
は
ま
す
ま
す
増
え
て
い
く
と
考

え
ら
れ
、
医
学
が
い
か
に
進
歩
し
て
も
、
が
ん
が
完
全
に
な
く

な
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
す
。
そ
こ
で
今
後
は
、
が
ん

に
な
る
年
齢
を
も
っ
と
後
の
方
に
ま
で
ず
ら
し
、
が
ん
に
か
か

る
こ
と
、
ま
た
は
が
ん
で
亡
く
な
る
こ
と
を
遅
ら
せ
て
、
身
体

の
自
然
な
寿
命
す
な
わ
ち
天
寿
を
全
う
さ
せ
る
こ
と
が
、
が
ん

対
策
と
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
根
治
で
き
な
い
が
ん
で
は
、

進
行
を
遅
ら
せ
、
生
活
の
質
を
保
ち
つ
つ
共
存
す
る
治
療
も
大

切
と
思
わ
れ
ま
す
。
天
寿
が
ん
で
は
、
疼
痛
が
あ
れ
ば
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
し
、
侵
襲
的
治
療
や
無
意
味
な
延
命
措
置
を
し
な
い
の

が
最
良
の
治
療
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

医
療
者
に
求
め
ら
れ
る

　「
生
命
観
」
と
「
知
情
意
の
バ
ラ
ン
ス
」

　

最
近
、
日
本
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
高
齢
者
に
対
す

る
胃
瘻
︵
い
ろ
う
／G

astrostom
y

︶
造
設
の
是
非
で
す
。
胃
瘻
と
は
、

経
口
摂
取
が
困
難
な
患
者
に
対
し
、
人
為
的
に
皮
膚
と
胃
に
瘻

孔
を
作
製
し
、
腹
部
の
皮
膚
の
穴
か
ら
瘻
孔
内
を
通
し
た
チ
ュ
ー

ブ
に
よ
っ
て
水
分
・
栄
養
を
直
接
、
胃
へ
流
入
さ
せ
る
た
め
の

処
置
で
す
。
多
く
の
高
齢
者
は
認
知
症
を
合
併
し
て
お
り
、
多

く
の
胃
瘻
造
設
が
患
者
自
身
の
選
択
で
は
な
く
、
家
族
の
選
択

で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
問
題
で
す
。
認
知
症
患
者
で
は
記
憶

力
の
低
下
が
目
立
ち
ま
す
が
、
感
情
や
意
志
の
能
力
は
保
た
れ

て
い
る
よ
う
で
す
。
胃
瘻
を
受
け
る
か
ど
う
か
の
判
断
も
認
知

症
患
者
で
も
で
き
る
は
ず
だ
と
の
意
見
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
介

護
老
人
保
健
施
設
で
は
、
大
半
の
軽
度
認
知
症
の
方
が
胃
瘻
造

設
を
希
望
し
な
か
っ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

認
知
能
力
・
感
情
・
意
志
と
自
己
決
定
権
を
め
ぐ
る
難
し
い

課
題
で
す
が
、
根
本
的
に
は
、
何
を
﹁
知
﹂
と
考
え
る
か
と
い

う
問
題
と
も
関
係
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
知
識
中
心
、
知
的
能

力
に
偏
っ
た
人
間
観
で
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
主
知
主
義
を
批
判
し
、
知
︵
純
粋

理
性
︶
の
限
界
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
知
性
万
能
主
義
の
誤
り

と
、
意
志
と
感
情
、
信
仰
な
ど
の
重
要
性
を
主
張
し
た
の
で
す
。

　

ま
た
、
心
と
身
体
の
関
連
に
つ
い
て
、
脳
科
学
者
で
あ
る
カ

リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
の
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ダ
マ
シ
オ
氏
は
、
こ
れ

ま
で
の
脳
科
学
研
究
に
よ
れ
ば
﹁
意
識
と
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
︵
情
動
︶



100

と
は
分
離
し
が
た
く
、
脳
と
身
体
も
分
離
し
が
た
い
﹂
と
述
べ

て
い
ま
す
︵﹃
無
意
識
の
脳　

自
己
意
識
の
脳
﹄
講
談
社
か
ら
。
趣
意
︶。

高
次
脳
機
能
障
害
が
専
門
の
神
経
内
科
医
・
山
鳥
重
氏
は
﹁
脳

が
心
を
生
み
出
す
と
い
う
の
は
動
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
事
実

で
す
。
し
か
し
、
そ
の
脳
か
ら
心
へ
の
橋
が
ど
の
よ
う
に
架
か

っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
現
代
の
最
先
端
の
研
究
を
も
っ
て

し
て
も
、
な
か
な
か
す
っ
き
り
と
は
説
明
し
に
く
い
の
で
す
﹂

︵﹃
言
葉
と
脳
と
心　

失
語
症
と
は
何
か
﹄
講
談
社
現
代
新
書
︶
と
述
べ

て
い
ま
す
。

　

心
理
学
者
の
春
木
豊
氏
は
﹁
人
間
を
心
の
み
の
存
在
と
は
考

え
な
い
。
身
体
が
あ
っ
て
心
が
成
り
立
つ
と
考
え
る
。
し
か
も

そ
の
身
体
と
は
、
従
来
か
ら
無
視
さ
れ
て
き
た
身
体
の
動
き
︵
行

動
︶
に
焦
点
を
当
て
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
心
は
身
体
の

動
き
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
﹂︵﹃
動
き
が
心

を
つ
く
る

─
身
体
心
理
学
へ
の
招
待
﹄
講
談
社
現
代
新
書
︶
と
述
べ
、

身
体
の
動
き
、
感
覚
が
、
心
︵
気
分
や
感
情
︶
に
大
き
な
影
響
を

与
え
て
い
る
と
し
て
い
ま
す
。
仏
教
の
﹁
色
心
不
二
﹂
の
哲
学

を
想
起
さ
せ
る
主
張
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

と
も
あ
れ
、
医
療
従
事
者
自
身
の
生
命
観
・
人
間
観
が
重
要

に
な
り
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
医
療
従
事
者
に

知
識
、
知
力
が
必
要
な
の
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
知

情
意
の
中
の
知
の
偏
重
の
問
題
点
が
こ
こ
に
も
あ
り
ま
す
。
医

療
現
場
に
、
利
己
的
な
医
師
た
ち
が
い
る
こ
と
も
事
実
で
す
。

た
と
え
ば
、
患
者
を
血
の
通
っ
た
人
間
と
い
う
よ
り
も
、
臨
床

試
験
の
対
象
と
し
か
見
て
い
な
い
よ
う
な
医
師
も
い
ま
す
。
患

者
の
気
持
ち
に
寄
り
添
う
こ
と
が
な
く
、
客
観
的
事
実
を
知
的

に
伝
え
る
だ
け
の
医
師
も
い
ま
す
。
医
師
の
説
明
不
足
に
対
す

る
患
者
か
ら
の
不
満
も
、
よ
く
聞
き
ま
す
。
医
療
従
事
者
に
こ

そ
知
情
意
の
バ
ラ
ン
ス
が
重
要
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
と
く
に

医
師
は
、
人
間
の
中
で
も
ま
れ
る

0

0

0

0

経
験
が
少
な
い
の
で
、
そ
う

い
う
人
格
を
ど
う
形
成
す
る
か
が
問
題
だ
と
考
え
ま
す
。

　

私
も
、
こ
れ
ま
で
の
経
験
か
ら
、
医
療
者
が
健
康
観
、
生
死

観
を
も
つ
こ
と
の
重
要
性
を
痛
感
し
て
い
ま
す
。
医
療
者
が
、

自
分
や
家
族
の
病
気
や
死
に
直
面
す
る
と
狼
狽
し
て
し
ま
う
例

も
少
な
く
な
い
の
で
す
。

　

医
学
・
福
祉
に
従
事
す
る
者
は
、﹁
健
康
﹂
を
医
科
学
的
側
面

と
価
値
観
的
側
面
の
両
面
か
ら
考
察
し
、
身
に
つ
け
る
こ
と
が

重
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
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世
界
保
健
機
関
に
よ
る
健
康
の
定
義
は
有
名
で
す
。
１
９
４

８
年
の
憲
章
前
文
で
は
﹁
健
康
と
は
、
病
気
で
な
い
と
か
、
弱

っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
肉
体
的
に
も
、
精
神
的

に
も
、
そ
し
て
社
会
的
に
も
、
す
べ
て
が
満
た
さ
れ
た
状
態
に

あ
る
こ
と
﹂︵
日
本
Ｗ
Ｈ
Ｏ
協
会
訳
︶
と
謳
わ
れ
て
お
り
、
１
９
９

９
年
の
総
会
に
向
け
て
、
こ
れ
を
﹁
身
体
的
、
精
神
的
、
霊
的
、

社
会
的
に
完
全
に
良
好
な
動
的
状
態
﹂
と
改
訂
す
る
提
案
が
な

さ
れ
ま
し
た
。﹁
霊
的
︵
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
︶﹂
と
﹁
動
的
﹂
を
加

え
よ
う
と
い
う
わ
け
で
す
︵
現
在
の
と
こ
ろ
未
改
訂
︶。

　

こ
の
う
ち
身
体
的
な
健
康
︵physical health
︶
と
は
、
恒
常
性

︵
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
︶
が
維
持
さ
れ
て
い
る
状
態
で
す
。
つ
ま
り
、

身
体
に
は
起
こ
っ
た
状
態
の
変
化
を
打
ち
消
す
生
理
作
用
が
あ

り
ま
す
が
、
こ
の
仕
組
み
が
破
綻
し
た
り
、
許
容
量
を
超
え
る

変
化
が
起
こ
っ
た
場
合
が
、﹁
健
康
で
な
い
﹂
状
態
で
あ
る
と
解

釈
で
き
ま
す
。
社
会
的
な
健
康
︵social health

︶
と
は
、
戦
争
や

飢
餓
の
な
い
状
態
で
す
。
政
治
・
経
済
の
状
況
や
公
衆
衛
生
な

ど
が
大
き
な
要
素
と
な
り
ま
す
。
精
神
的
健
康
︵m

ental health

︶

と
は
、
思
考
が
安
定
し
て
、
喜
怒
哀
楽
が
普
通
に
表
現
で
き
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

新
た
に
提
案
さ
れ
た
霊
的
健
康
︵spiritual health

︶
と
は
、
た

ん
な
る
精
神
的
健
康
よ
り
も
、
さ
ら
に
レ
ベ
ル
の
高
い
精
神
状

態
で
す
。
人
生
の
目
的
や
意
義
を
見
出
し
て
、
自
己
実
現
を
目

指
し
、
人
生
を
主
体
的
・
前
向
き
に
生
き
て
い
る
状
態
と
い
え

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
霊
的
健
康
が
妨
げ
ら
れ
る
と
感
じ
る
の

が
、
霊
的
痛
み
︵spiritual pain

︶
で
す
。
自
己
の
存
在
と
人
生
が

無
意
味
、
無
目
的
、
無
価
値
に
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
＂
存
在
の

痛
み
＂
で
す
。
こ
う
し
た
実
存
的
・
哲
学
的
な
側
面
ま
で
﹁
健
康
﹂

の
定
義
に
含
め
よ
う
と
い
う
動
き
が
あ
る
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
新
し
い
潮
流
か
ら
も
、﹁
医
療
従
事
者
自
身
が
健
康

観
を
学
び
、
知
情
意
の
バ
ラ
ン
ス
を
磨
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
﹂

と
重
ね
て
申
し
上
げ
、
結
論
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

︵
な
か
い
ず
み　

あ
き
ひ
こ
／
京
都
大
学
大
学
院
医
学
研
究
科
教
授
︶


