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医
療
倫
理
と
仏
教

─
安
楽
死
・
尊
厳
死
を
焦
点
に

川
田
洋
一

［
Ⅰ
］
序
―
医
学
医
療
と
生
命
倫
理

　

現
代
科
学
と
仏
教
と
の
対
話
を
試
み
る
に
あ
た
っ
て
、
現
代

科
学
医
療
技
術
の
つ
く
り
出
す
生
命
倫
理
の
諸
課
題
は
き
わ
め

て
重
要
な
領
域
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
人
間
の

生
命
観
、
生
死
観
、
そ
し
て
人
間
生
命
の
尊
厳
に
直
接
す
る
分

野
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

医
学
医
療
に
は
、
長
い
伝
統
が
あ
り
、
ま
た
、
東
洋
に
お
け

る
仏
教
医
療
も
そ
れ
に
関
わ
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。
仏
典
に
も

多
く
の
記
載
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
近
代
の
医
学
医
療
は
、

長
足
の
進
歩
を
遂
げ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
仏
典
が
関
わ
っ
て

き
た
時
代
に
は
予
想
も
で
き
な
か
っ
た
ほ
ど
の
変
容
を
遂
げ
て

お
り
ま
す
。

　

そ
れ
は
現
代
医
療
に
、
遺
伝
子
・
発
生
と
い
っ
た
生
命
科
学

と
身
心
関
係
に
深
く
影
響
を
及
ぼ
す
脳
科
学
の
成
果
が
、
す
ば

や
く
導
入
し
続
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
変
容
を
遂
げ
つ
つ
あ
る
生
命
科
学
や
脳
科
学
の

成
果
を
導
入
し
て
発
展
す
る
医
学
医
療
の
つ
く
り
出
す
生
命
倫

理
問
題
に
、
今
日
の
仏
教
は
い
か
に
応
答
す
べ
き
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
設
問
は
、
仏
教
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
宗
教
に
課
せ
ら
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れ
て
い
る
挑
戦
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
そ
の
挑
戦
の
分
野
は
、
き
わ
め
て
多
岐
に
わ
た
っ
て

お
り
ま
す
。
例
え
ば
、
人
間
の
﹁
生
﹂
を
め
ぐ
る
生
命
倫
理
問

題
に
は
、
人
工
妊
娠
中
絶
、
体
外
受
精
、
代
理
母
、
遺
伝
子
治

療
か
ら
、
Ｅ
Ｓ
細
胞
、
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
、
ク
ロ
ー
ン
が
含
ま
れ
て

お
り
ま
す
。
一
方
、
人
間
の
﹁
死
﹂
を
め
ぐ
っ
て
は
、
安
楽
死
、

尊
厳
死
、
持
続
的
植
物
状
態
、
自
殺
、
脳
死
、
臓
器
移
植
、
終

末
期
医
療
と
緩
和
ケ
ア
等
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
諸
問
題
の
な
か
で
、
伝
統
的
仏
教
の
経
典
に
少
し

で
も
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い
え
ば
、
堕
胎
、
安
楽
死
、
自

殺
に
関
す
る
記
述
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
し
か
も
今
日
で
は
、

こ
れ
ら
の
項
目
の
内
容
そ
の
も
の
が
大
き
く
変
化
し
て
き
て
お

り
ま
す
。
例
え
ば
、
本
稿
の
中
心
課
題
で
あ
る
安
楽
死
も
、
す

で
に
尊
厳
死
へ
と
焦
点
が
移
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
人
間
の
尊
厳
性
、
人
間
の
﹁
生
﹂
と
﹁
死
﹂

︵
さ
ら
に
は
生
老
病
死
︶
を
め
ぐ
っ
て
の
今
日
的
医
療
倫
理
が
、
き

わ
め
て
多
岐
に
わ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
充
分
な
考
察
が
必
要
で

あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
人
間
の
尊
厳
性
と
は
何
か
を
問
う
意
味
か

ら
、
安
楽
死
、
尊
厳
死
、
具
体
的
に
は
、
持
続
的
植
物
状
態
を

取
り
上
げ
て
考
察
し
た
い
と
考
え
ま
す
。

［
Ⅱ
］
人
間
の
尊
厳
性
を
求
め
て

―

安
楽
死
か
ら
尊
厳
死
へ

　

安
楽
死
と
尊
厳
死
は
、
と
も
に
末
期
状
態
に
あ
る
患
者
に
対

す
る
医
療
行
為
の
在
り
方
、
限
界
を
問
う
と
い
う
共
通
点
を
も
っ

て
い
る
の
で
す
が
、
次
の
よ
う
な
大
き
な
相
違
点
が
あ
り
ま
す
。

即
ち
、
安
楽
死
に
は
意
識
が
あ
る
た
め
、
肉
体
的
苦
痛
の
緩
和
、

除
去
が
問
題
の
焦
点
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
尊
厳
死
に
は

植
物
状
態
も
そ
の
視
野
に
入
れ
て
、
人
間
の
尊
厳
を
失
っ
た
よ

う
に
見
え
る
状
態
の
患
者
の
延
命
の
問
題
が
焦
点
に
な
っ
て
い

る
わ
け
で
す
。

　

そ
こ
で
安
楽
死
と
尊
厳
死
を
わ
け
、
ま
ず
安
楽
死
に
つ
い
て

の
用
語
を
整
理
し
て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
。
安
楽
死
は
、
患
者

の
自
由
意
思
の
有
無
に
よ
っ
て
は
、﹁
任
意
的
安
楽
死
﹂
と
﹁
非

任
意
的
︵
強
制
的
︶
安
楽
死
﹂
に
わ
か
れ
ま
す
が
、
患
者
本
人
の

自
由
意
思
を
無
視
す
る
と
、
か
つ
て
の
ナ
チ
ス
に
よ
る
﹁
強
制

的
安
楽
死
﹂
へ
と
転
落
し
て
し
ま
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
今

日
の
﹁
安
楽
死
・
尊
厳
死
﹂
論
は
、﹁
任
意
性
﹂
が
大
前
提
と
さ
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れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

次
に
安
楽
死
に
対
し
て
の
関
与
の
在
り
方
に
よ
っ
て
は
、﹁
積

極
的
安
楽
死
﹂
と
﹁
消
極
的
安
楽
死
﹂
に
分
類
で
き
ま
す
。﹁
積

極
的
安
楽
死
﹂
と
は
、﹁
不
治
の
病
に
あ
る
患
者
の
苦
痛
を
除
去

す
る
た
め
に
、
致
死
薬
を
投
与
す
る
と
い
う
よ
う
な
医
師
の
積

極
的
行
為
に
よ
っ
て
、
患
者
の
生
命
を
短
縮
さ
せ
る
こ
と
﹂
で

す
。
こ
の
﹁
任
意
的
積
極
的
安
楽
死
﹂
が
﹁
狭
義
の
安
楽
死
﹂

で
あ
り
、
通
常
﹁
安
楽
死
﹂
と
い
わ
れ
る
も
の
で
す
。
そ
れ
に

対
し
て
、﹁
消
極
的
安
楽
死
﹂
は
﹁
不
治
の
難
病
及
び
意
識
不
明

の
患
者
の
治
療
、
並
び
に
延
命
措
置
を
中
止
す
る
こ
と
﹂
と
さ

れ
、
今
日
の
用
語
で
は
、﹁
尊
厳
死
﹂
の
内
容
に
結
び
つ
い
て
い

き
ま
す
。

　
﹁
積
極
的
安
楽
死
﹂
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
日
本
で
は
、
１
９

４
５
年
に
は
、
横
浜
地
裁
が
﹁
医
師
に
よ
る
積
極
的
安
楽
死
﹂

が
認
め
ら
れ
る
四
つ
の
条
件
を
示
し
て
い
ま
す
。　

︵
１
︶��

患
者
が
耐
え
が
た
い
肉
体
的
苦
痛
に
苦
し
ん
で
い
る
こ

と

︵
２
︶��

患
者
は
死
が
避
け
ら
れ
ず
、
そ
の
死
期
が
迫
っ
て
い
る

こ
と

︵
３
︶��

患
者
の
肉
体
的
苦
痛
を
除
去
・
緩
和
す
る
た
め
に
方
法

を
尽
く
し
、
他
に
代
替
手
段
が
な
い
こ
と

︵
４
︶��

生
命
の
短
縮
を
承
諾
す
る
患
者
の
明
示
の
意
思
表
示
が

あ
る

の
四
項
目
で
あ
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、こ
の
よ
う
な
安
楽
死
論
は
、１
９
７
０
年
頃
か
ら
、

こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
﹁
任
意
的
積
極
的
安
楽
死
﹂
か
ら
人
間

と
し
て
の
尊
厳
を
保
ち
な
が
ら
死
を
迎
え
た
い
と
す
る
﹁
尊
厳

死
﹂
へ
と
大
き
く
変
容
し
て
い
き
ま
す
。

　

そ
の
原
因
と
し
て
は
、
ま
ず
ペ
イ
ン
・
ク
リ
ニ
ッ
ク
の
長
足

の
進
歩
が
あ
り
ま
す
。
ぺ
イ
ン
・
ク
リ
ニ
ッ
ク
の
現
状
に
つ
い

て
、
森
田
修
平
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
り
ま
す
。﹁
現
在
も

痛
み
発
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
痛
覚
神
経
経
路
に
関
し
て
完
全
に

解
明
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
鎮
痛
・
除
痛
に
関
す
る
治
療

法
は
か
な
り
進
歩
し
て
き
た
と
い
え
る
。
従
来
の
疼
痛
除
去
治

療
と
し
て
は
神
経
ブ
ロ
ッ
ク
や
薬
物
療
法
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、

近
年
で
は
、
そ
う
し
た
従
来
の
療
法
の
改
善
の
ほ
か
、
電
気
刺

激
療
法
や
東
洋
医
学
療
法
・
心
療
法
な
ど
も
加
わ
っ
て
き
た
。

た
と
え
ば
、﹃
Ｗ
Ｈ
Ｏ
方
式
ガ
ン
疼
痛
治
療
法
﹄︵
一
九
九
六
年
発



237

「東洋学術研究」第55巻第２号

医療倫理と仏教─安楽死・尊厳死を焦点に

見
︶
が
あ
る
。︵
中
略
︶
そ
う
し
た
ガ
ン
疼
痛
治
療
法
を
用
い
た

場
合
、
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
ぐ
ら
い
ま
で
痛
み
は
緩
和
で
き
る
と

さ
れ
る
。あ﹂

　

つ
ま
り
﹁
患
者
が
耐
え
が
た
い
肉
体
的
苦
痛
に
苦
し
ん
で
い

る
﹂
と
い
う
﹁
積
極
的
安
楽
死
﹂
の
第
一
条
件
そ
の
も
の
が
存

立
し
え
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
む
ろ
ん
、
今
後
の

さ
ら
な
る
進
歩
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

第
二
に
、
現
代
医
学
の
長
足
の
進
歩
に
よ
り
、
生
命
維
持
装

置
が
開
発
さ
れ
、
延
命
医
学
が
可
能
に
な
る
一
方
で
、
脳
死
や

植
物
状
態
患
者
等
の
新
し
い
医
学
的
な
死
へ
の
現
象
が
起
き
る

よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
人
工
呼
吸
器
の
開
発
に
よ
っ
て
脳

死
が
も
た
ら
さ
れ
、
ま
た
高
カ
ロ
リ
ー
輸
液
で
あ
る
中
心
静
脈

栄
養
法
︵
Ｉ
Ｖ
Ｈ
：Intravenous�H

yperalim
entation

︶
の
開
発

に
よ
っ
て
植
物
状
態
患
者
や
ガ
ン
や
難
病
の
末
期
の
患
者
が
生

か
さ
れ
る
と
い
う
状
況
が
起
き
て
き
た
の
で
す
。

　

集
中
治
療
室
の
中
で
、
家
族
と
も
離
れ
た
ベ
ッ
ド
に
横
た
わ

る
姿
で
生
命
維
持
装
置
に
よ
っ
て
延
命
し
て
い
る
患
者
の
状
況

を
見
た
人
々
は
、
は
た
し
て
こ
の
よ
う
な
死
の
迎
え
方
が
、
人

間
と
し
て
の
尊
厳
に
か
な
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
の
懸
念
を
も

ち
は
じ
め
た
わ
け
で
す
。
特
に
植
物
状
態
の
よ
う
に
、﹁
意
識
も

ほ
と
ん
ど
な
く
、
回
復
の
見
込
み
も
う
す
く
、
人
工
呼
吸
器
や

輸
液
チ
ュ
ー
ブ
な
ど
が
取
り
付
け
ら
れ
た
状
態
で
生
き
る
こ
と

は
、
人
間
と
し
て
尊
厳
な
の
か
﹂
と
い
う
問
い
直
し
が
、
生
命

延
長
至
上
主
義
を
批
判
し
つ
つ
﹁
尊
厳
死
﹂
と
い
う
問
い
を
提

起
し
て
き
た
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
こ
の
﹁
尊
厳
死
﹂
は
、
生
命
の
質
︵
Ｑ
Ｏ
Ｌ
：Q

uality�

of�Life

︶
を
問
題
に
し
つ
つ
、
患
者
の
﹁
自
己
決
定
権
﹂
を
提
起

し
は
じ
め
た
の
で
あ
り
ま
す
。
医
師
と
患
者
の
関
係
は
、
か
つ

て
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
、
両
者
が
平
等
の
立
場
で
と
も
に

疾
病
に
立
ち
向
か
う
協
力
者
と
い
う
関
係
に
変
化
し
て
き
ま
し

た
。
し
か
も
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン

セ
ン
ト
、
つ
ま
り
﹁
患
者
の
権
利
﹂
と
し
て
の
﹁
十
分
な
説
明

と
同
意
﹂
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
１
９
７

３
年
の
﹁
患
者
の
権
利
章
典
﹂、
１
９
８
１
年
の
﹁
リ
ス
ボ
ン
宣

言
﹂
に
よ
り
、
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
と
自
己
決
定

権
を
柱
と
す
る
﹁
尊
厳
死
﹂
へ
の
権
利
が
、
明
確
に
な
っ
て
き

た
の
で
あ
り
ま
す
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
肉
体
的
苦
痛
を
克
服
す
る
た
め
の
努
力
が
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続
く
一
方
で
、
生
命
維
持
装
置
や
Ｉ
Ｖ
Ｈ
に
よ
っ
て
脳
死
や
植

物
状
態
ま
で
つ
く
り
出
す
よ
う
に
な
っ
た
、
現
代
医
療
の
場
に

お
い
て
、
人
間
と
し
て
の
尊
厳
性
を
保
ち
つ
つ
、
死
を
選
び
と

り
た
い
と
す
る
患
者
の
﹁
自
己
決
定
権
﹂
が
リ
ビ
ン
グ
・
ウ
ィ

ル
と
結
び
つ
い
て
﹁
尊
厳
死
﹂
へ
と
変
容
し
て
き
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。［

Ⅲ
］
植
物
状
態
の
実
態

　
﹁
尊
厳
死
﹂
に
つ
い
て
考
え
る
時
、
現
実
に
よ
く
出
て
く
る
代

表
的
な
問
題
が
植
物
状
態
と
い
う
病
態
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、

﹁
尊
厳
死
﹂
論
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
正
確
に
は
、﹁
遷
延
性
植

物
状
態
﹂︵Persistent�vegetative�state

︶
の
、
医
療
現
場
に
お

け
る
実
態
を
見
て
お
き
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
病
態
の
定
義
は
﹁
重
篤
な
脳
障
害
を
経
過
し
た
後
、
外

界
の
刺
激
に
対
す
る
反
応
が
非
常
に
乏
し
い
状
態
の
ま
ま
生
存

す
る
病
態
﹂
と
い
う
こ
と
で
、
１
９
７
２
年
、
日
本
の
脳
神
経

外
科
学
会
が
次
の
よ
う
な
項
目
を
あ
げ
て
い
ま
す
。

①
自
力
で
移
動
が
不
可
能

②
自
力
で
摂
取
が
不
可
能

③
屎
尿
失
禁
状
態

④
声
を
出
し
て
も
意
味
の
あ
る
発
言
不
可
能

⑤
目
を
開
け
、
手
を
に
ぎ
れ
と
い
う
簡
単
な
命
令
に
は
か
ろ

う
じ
て
応
ず
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
の
意
思
疎
通

は
不
可
能

⑥
眼
球
は
か
ろ
う
じ
て
も
の
を
追
っ
て
も
認
識
は
で
き
な
い

と
い
う
六
項
目
を
満
た
す
状
態
が
３
か
月
以
上
続
く
場
合
を
い

い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
態
が
持
続
す
る
だ
け
で
な
く
、
次
第
に
悪
化

し
て
い
く
の
が
一
般
的
で
す
。
意
識
が
混
濁
し
た
り
、
自
発
呼

吸
が
不
規
則
に
な
っ
た
り
し
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
人
工
呼
吸

器
が
装
置
さ
れ
た
り
、
栄
養
補
給
の
た
め
の
チ
ュ
ー
ブ
が
と
り

つ
け
ら
れ
た
り
す
る
わ
け
で
す
。

　

木
暮
信
一
氏
は
、
大
脳
生
物
学
の
立
場
か
ら
、
植
物
状
態
に

つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
り
ま
す
。﹁
と
も
か
く
生
命
が

あ
っ
て
生
き
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
原
始
的
な

防
御
反
応
、
姿
勢
の
維
持
、
反
射
、
呼
吸
、
循
環
機
能
、
体
温

調
節
は
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
睡
眠
・
覚

醒
の
サ
イ
ク
ル
も
多
少
の
ズ
レ
は
あ
る
に
し
て
も
認
め
ら
れ
ま
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す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
を
総
合
し
ま
す
と
、
脳
幹
や
脊
髄

の
機
能
は
少
な
く
と
も
残
存
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
逆

に
、
食
欲
や
性
欲
の
発
現
や
そ
れ
に
基
づ
く
本
能
行
動
、
怒
り
・

恐
れ
・
快
・
不
快
と
い
っ
た
情
動
反
応
、
さ
ら
に
は
、
知
覚
や

外
界
の
状
況
に
適
応
す
る
た
め
の
自
発
運
動
、
人
間
と
し
て
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
は
か
る
た
め
の
言
語
活
動
な
ど
、
人

間
と
し
て
の
あ
る
べ
き
高
次
機
能
が
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ

り
、
大
脳
新
皮
質
お
よ
び
大
脳
辺
縁
系
に
重
度
の
機
能
障
害
が

生
じ
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
ま
す
。︵
中
略
︶
し
か
し
、
新
皮

質
や
辺
縁
皮
質
が
広
範
に
損
傷
を
受
け
な
け
れ
ば
植
物
状
態
に

な
ら
な
い
、
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

皮
質
と
脳
幹
を
結
ぶ
白
質
︵
神
経
線
維
の
走
行
部
分
︶
な
ど
に
損
傷

が
あ
っ
て
も
、
同
じ
よ
う
な
症
状
を
呈
す
る
場
合
が
あ
る
か
ら

で
す
。
し
た
が
っ
て
、
一
概
に
、
植
物
状
態
だ
か
ら
と
い
っ
て

脳
内
損
傷
部
位
を
規
定
で
き
る
と
い
う
こ
と
も
、
ま
た
逆
に
、

あ
る
脳
部
位
の
損
傷
で
植
物
状
態
に
な
る
と
決
定
す
る
こ
と
も

困
難
な
こ
と
な
の
で
すい
。﹂

　

植
物
状
態
患
者
の
実
態
に
つ
い
て
は
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
っ

て
い
な
い
の
で
す
。
１
９
７
２
年
か
ら
１
９
７
６
年
に
か
け
て

行
わ
れ
た
日
本
の
厚
生
省
研
修
班
の
調
査う
に
よ
る
と
、
そ
の
原

因
疾
患
は
脳
内
出
血
、
ク
モ
膜
下
出
血
・
脳
梗
塞
を
含
め
た
脳

血
管
障
害
が
多
く
、
約
50
％
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
、
そ
れ
以

外
に
は
、
脳
外
傷
や
脳
腫
瘍
、
薬
物
な
ど
に
よ
る
中
毒
が
あ
げ

ら
れ
ま
す
。
年
齢
分
布
で
は
、
60
歳
か
ら
70
歳
の
壮
年
か
ら
初

老
に
か
け
て
ピ
ー
ク
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
脳

外
傷
に
よ
る
植
物
状
態
に
限
る
と
、
30
歳
か
ら
40
歳
の
と
こ
ろ

に
ピ
ー
ク
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

　

植
物
状
態
の
持
続
時
間
に
関
し
て
は
、
脳
外
傷
後
の
植
物
状

態
に
限
る
と
、
３
个
月
か
ら
１
年
持
続
の
症
例
を
100
％
と
す
る

と
、
２
年
後
で
は
55
％
に
、
３
年
後
で
は
30
％
に
減
少
す
る
と

い
う
結
果
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
減
少
は
大
多
数
が
死
亡
に
よ
る

も
の
で
す
が
、
ま
れ
に
10
年
以
上
生
存
す
る
例
や
、
少
数
な
が

ら
植
物
状
態
か
ら
脱
却
し
、
完
全
と
は
い
か
な
い
け
れ
ど
も
回

復
す
る
例
も
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
回
復
例
は

主
に
若
年
者
の
脳
外
傷
例
に
多
い
と
報
告
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

実
際
、
医
学
の
現
場
に
お
け
る
植
物
状
態
患
者
の
症
状
は
多

様
で
あ
り
、
そ
の
病
態
を
一
義
的
に
定
義
し
た
り
、
予
後
を
推

定
し
た
り
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
植
物
状
態
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は
実
に
幅
広
い
症
状
を
示
し
、
大
脳
皮
質
や
大
脳
辺
縁
皮
質
が

広
範
囲
に
障
害
を
受
け
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
脳
死
の
よ
う

に
不
可
逆
的
機
能
停
止
と
は
い
え
ず
、
回
復
の
可
能
性
も
あ
り

ま
す
。
加
え
て
、
意
識
状
態
や
認
識
能
力
な
ど
、
表
面
的
に
は

検
出
さ
れ
な
い
脳
機
能
も
あ
り
、
そ
う
し
た
潜
在
能
力
や
今
ま

で
﹁
内
的
意
識
﹂
な
ど
と
言
わ
れ
て
き
た
機
能
も
少
な
く
と
も

存
在
す
る
可
能
性
が
、
ご
く
最
近
の
脳
科
学
に
よ
っ
て
示
さ
れ

つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

美
馬
達
也
氏
は
、﹁﹃
尊
厳
死
﹄
の
問
題
と
し
ば
し
ば
結
び
つ

け
ら
れ
て
き
た
慢
性
的
な
意
識
障
害
︵﹁︵
遷
延
性
︶
植
物
状
態
﹂︶

を
め
ぐ
る
医
療
と
エ
シ
ッ
ク
ス
は
、
い
ま
大
き
な
転
換
点
を
迎

え
つ
つ
あ
る
。
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
、
非
侵
襲
的
脳

機
能
イ
メ
ー
ジ
ン
グ
と
総
称
さ
れ
る
技
術
で
あ
るえ﹂
と
し
て
﹁
機

能
的
Ｍ
Ｒ
Ｉ
の
手
法
﹂
を
あ
げ
て
お
り
ま
す
。

　

一
つ
の
研
究
は
、
２
０
０
６
年
の
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
エ

イ
ド
リ
ア
ン
・
オ
ー
ウ
ェ
ン
に
よ
る
研
究
で
あ
り
ま
す
。
そ
の

内
容
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
すお。

　

２
０
０
５
年
７
月
に
交
通
事
故
で
植
物
状
態
と
な
っ
た
25
歳

の
女
性
に
機
能
的
Ｍ
Ｒ
Ｉ
を
行
っ
た
。﹁
テ
ニ
ス
を
し
て
い
る
と

想
像
し
て
く
だ
さ
い
﹂﹁
家
の
自
分
の
部
屋
を
歩
き
回
っ
て
い
る

と
想
像
し
て
く
だ
さ
い
﹂
と
い
う
二
つ
の
運
動
想
像
課
題
を
行
っ

て
い
る
の
と
よ
く
似
た
脳
活
動
パ
タ
ー
ン
︵
テ
ニ
ス
と
部
屋
を
歩

き
回
る
の
で
は
全
く
異
な
る
︶
が
観
察
で
き
た
と
い
う
。
こ
の
結
果

に
対
し
て
美
馬
達
也
氏
は
﹁
意
識
が
な
い
﹃
植
物
状
態
﹄
の
は

ず
の
こ
の
女
性
は
、
実
際
に
は
動
け
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
外

部
か
ら
の
指
示
に
従
っ
て
、
二
種
類
の
異
な
っ
た
運
動
を
心
の

中
で
想
像
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
だ
﹂
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。

つ
ま
り
植
物
状
態
の
人
々
で
あ
っ
て
も
、
部
分
的
に
は
意
識
︵
内

的
意
識
︶
を
保
ち
、
な
ん
ら
か
の
﹁
内
的
経
験
﹂
を
す
る
可
能
性

を
示
す
症
例
で
す
。

　

第
二
の
症
例
と
し
て
美
馬
達
也
氏
は
﹁
最
小
意
識
状
態
︵m

ini-

m
ally�conscious�state�:�M

CSか︶﹂
の
発
見
を
あ
げ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
慢
性
的
意
識
障
害
が
あ
っ
て
も
そ
の
中
で
少
し
で
も

意
識
の
痕
跡
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
可
能
性
が
見
出
さ
れ

る
状
態
で
あ
り
、
診
断
基
準
は
次
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

①
単
純
な
命
令
に
従
う

②
正
誤
に
か
か
わ
ら
ず
、
身
振
り
や
言
語
で
イ
エ
ス
・
ノ
ー

が
表
示
で
き
る
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③
理
解
可
能
な
発
語

④
合
目
的
的
な
行
動
︵
意
味
の
あ
る
状
態
で
の
笑
い
や
泣
き
、
質

問
に
対
す
る
身
振
り
や
発
声
、
物
を
つ
か
も
う
と
す
る
行
為
、
物

を
さ
わ
っ
た
り
握
っ
た
り
す
る
、
何
か
を
見
つ
め
た
り
、
目
で
追
っ

た
り
す
る
、
な
ど
︶

　

こ
れ
ら
の
な
か
の
一
項
目
以
上
が
存
在
す
る
こ
と
と
し
て
い

ま
す
。
な
お
日
本
で
は
、
簡
単
な
命
令
に
従
っ
た
り
、
物
を
追
っ

た
り
す
る
こ
と
は
、
植
物
状
態
の
診
断
に
含
め
て
お
り
ま
す
。

　

美
馬
達
也
氏
は
、
オ
ー
ウ
ェ
ン
の
症
例
に
つ
い
て
、
患
者
の

後
日
談
と
し
て
、
事
故
か
ら
お
よ
そ
一
年
後
に
、
二
回
だ
け
見

せ
ら
れ
た
鏡
の
方
へ
顔
を
向
け
て
じ
っ
と
見
つ
め
た
と
い
う
症

状
を
取
り
上
げ
、
次
の
よ
う
に
い
っ
て
お
り
ま
す
。﹁
患
者
が
﹃
植

物
状
態
﹄
か
ら
最
小
意
識
状
態
へ
と
ゆ
っ
く
り
回
復
す
る
過
程

に
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ハ
イ
テ
ク
な
脳
科
学
機
器
に
よ

る
研
究
の
根
っ
こ
に
は
、﹃
植
物
状
態
﹄
を
意
識
の
な
い
状
態
と

し
て
切
り
捨
て
る
こ
と
な
く
、
そ
こ
で
の
ミ
ニ
マ
ル
な
意
識
を

見
逃
さ
な
い
た
め
の
、
丹
念
で
注
意
深
い
ケ
ア
や
介
護
に
よ
っ

て
与
え
ら
れ
た
臨
床
の
現
場
が
存
在
し
て
い
るき
﹂。
こ
の
よ
う
に

臨
床
の
現
場
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
う
し
て
現
今
の
機
能
的
Ｍ
Ｒ
Ｉ
の
臨
床
応
用
は
、﹁
植
物
状

態
﹂
の
な
か
に
ミ
ニ
マ
ル
な
意
識
を
見
出
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
可
能
性
を
試
み
よ
う
と
す
る
希
望
の
努
力
に
支
え
ら

れ
て
、
症
例
を
積
み
重
ね
る
方
向
へ
と
向
か
っ
て
い
る
よ
う
で

あ
り
ま
す
。

［
Ⅳ
］
仏
教
者
の
見
方
、
関
わ
り
方

（
１
）
安
楽
死
に
つ
い
て

　

ま
ず
、﹁
安
楽
死
﹂︵
任
意
的
積
極
的
安
楽
死
︶
に
関
す
る
仏
教
の

考
え
方
の
基
調
を
知
る
た
め
に
、
原
始
仏
教
の
中
か
ら
関
連
す

る
と
見
ら
れ
る
症
例
を
取
り
出
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
も

ち
ろ
ん
、
そ
こ
に
示
さ
れ
る
症
例
は
、
今
日
の
よ
う
な
西
洋
近

代
に
発
す
る
高
度
な
医
療
技
術
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
医
療

環
境
は
、
今
日
と
は
ま
っ
た
く
様
相
を
異
に
し
て
い
る
わ
け
で

す
。
端
的
に
い
え
ば
、
人
工
呼
吸
器
等
の
生
命
維
持
装
置
も
な

け
れ
ば
、
ペ
イ
ン
・
ク
リ
ニ
ッ
ク
に
よ
る
苦
痛
へ
の
対
処
も
な

い
と
い
う
よ
う
に
、
伝
統
的
な
イ
ン
ド
医
学
︵
ア
ー
ユ
ル
ヴ
ェ
ー

ダ
医
学
︶
に
よ
る
対
応
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
、

＂
病
苦
＂
と
＂
死
苦
＂
へ
の
釈
尊
の
教
示
の
な
か
か
ら
、
仏
教
の
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考
え
方
を
抽
出
し
、
今
日
的
医
療
環
境
の
な
か
に
置
く
試
み
を

し
て
み
た
い
と
考
え
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
れ
ら
の
症
例
は
、
サ
ン
ガ
の
な
か
で
起
き
た
出
来

事
へ
の
対
応
と
し
て
示
さ
れ
た
も
の
で
す
か
ら
、
医
師
が
直
接

的
に
関
与
す
る
症
例
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
比
丘
や
一
般
の
人
々

の
行
動
か
ら
﹁
安
楽
死
﹂
へ
の
在
り
方
は
類
推
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

あ
る
比
丘
が
重
病
に
な
り
、
他
の
比
丘
が
﹁
病
は
い
か
が
で

す
か
、
苦
は
忍
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
か
﹂
と
聞
い
た
と
こ
ろ
、

そ
の
病
気
の
比
丘
は
、﹁
病
の
苦
は
忍
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、

刀
縄
や
毒
薬
等
を
与
え
て
く
だ
さ
い
﹂
と
い
い
ま
す
。
見
舞
い

に
い
っ
た
比
丘
は
、
そ
の
通
り
に
す
る
と
病
比
丘
は
自
ら
生
命

を
断
ち
ま
す
。
比
丘
は
そ
の
死
を
見
て
悔
心
が
生
じ
て
阿
難
と

と
も
に
仏
の
と
こ
ろ
に
行
き
ま
す
。
仏
は
、
次
の
よ
う
に
教
示

し
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、﹁
汝
等
愚
痴
な
り
、
自
ら
人
命
を
断

ず
る
と
刀
を
与
へ
て
死
せ
し
む
る
と
何
等
の
異
あ
り
や
﹂
と
い
っ

て
、
比
丘
に
と
っ
て
戒
律
の
な
か
で
最
も
厳
し
い
刑
罰
と
し
て

の
教
団
追
放
で
あ
る
﹁
波
羅
夷
罪
﹂
に
あ
た
る
と
説
い
て
い
ま

すく。

　

ま
た
、
刀
や
毒
薬
を
求
め
た
重
病
の
比
丘
に
対
し
て
、
一
人

の
猟
師
に
殺
さ
せ
よ
う
と
試
み
た
症
例
も
あ
り
ま
す
。

　

仏
は
﹁
自
ら
殺
す
と
人
を
し
て
殺
さ
し
む
る
と
何
等
の
異
か

あ
ら
ん
﹂
と
い
っ
て
、
こ
れ
も
﹁
波
羅
夷
罪
﹂
に
な
る
と
説
い

て
お
り
ま
すけ
。

　

こ
れ
ら
の
症
例
か
ら
す
る
と
、
例
え
ば
本
人
が
死
を
望
ん
で

も
、
そ
れ
に
対
し
て
安
殺
具
︵
刀
、
毒
薬
、
縄
等
︶
を
与
え
た
り

人
を
し
て
殺
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
は
最
も
重
い
罪
に
あ
た
る
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

釈
尊
の
時
代
と
今
日
の
医
療
環
境
は
大
き
く
変
わ
っ
て
は
い

ま
す
が
、
そ
れ
で
も
仏
教
の
精
神
か
ら
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も

﹁
身
体
的
苦
痛
や
苦
し
み
故
に
死
を
望
む
﹂
と
い
う
﹁
任
意
的
積

極
的
安
楽
死
﹂
に
は
否
定
的
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
す
。
た
と

え
苦
し
み
を
取
り
除
き
安
ら
か
さ
を
も
た
ら
す
た
め
で
あ
っ
て

も
、
死
な
せ
る
こ
と
を
も
っ
て
治
療
行
為
と
す
る
根
拠
は
成
り

立
ち
ま
せ
ん
。

　

仏
教
で
は
、
苦
を
そ
の
性
質
に
よ
っ
て
﹁
苦
苦
﹂﹁
壊
苦
﹂﹁
行

苦
﹂
の
三
苦
と
し
て
表
現
し
て
お
り
ま
す
。﹁
苦
苦
﹂
と
は
身
体

的
な
痛
み
で
あ
り
、﹁
壊
苦
﹂
と
は
心
理
的
、
精
神
的
な
悩
み
に
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相
当
し
ま
す
。
そ
し
て
﹁
行
苦
﹂
と
は
無
常
な
人
間
の
生
の
根

底
に
横
た
わ
る
死
そ
の
も
の
に
対
す
る
実
存
的
な
苦
悩
と
い
え

ま
し
ょ
う
。

　

こ
の
三
種
の
苦
が
安
楽
死
を
望
む
人
間
の
苦
し
み
の
な
か
に

凝
縮
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
耐
え
が
た
い
苦
が
、
人
間

の
尊
厳
性
を
著
し
く
損
な
う
こ
と
は
事
実
で
す
。
し
か
も
、
そ

の
身
体
的
な
痛
み
に
は
、
心
理
的
、
精
神
的
悩
み
が
絡
み
合
い
、

増
幅
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
の
底
流
か
ら
は
﹁
行
苦
﹂
と
し
て
の
実

存
的
な
苦
悩
が
突
き
上
げ
て
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
死
へ
の
不
安
、

恐
怖
と
い
う
実
存
苦
で
す
。

　

こ
の
う
ち
、
今
日
で
は
、
身
体
的
な
痛
み
は
、
ペ
イ
ン
・
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
の
進
歩
に
よ
り
、
寿
命
を
短
縮
す
る
こ
と
な
く
、

除
去
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ

う
し
た
﹁
苦
苦
﹂
を
増
幅
す
る
心
理
的
、
精
神
的
悩
み
の
除
去

に
は
、
医
療
関
係
者
の
手
厚
い
ケ
ア
や
家
族
、
友
人
等
の
関
わ

り
、
さ
ら
に
は
、
充
実
し
た
福
祉
や
医
療
行
政
が
深
く
関
わ
っ

て
き
ま
す
。

　

こ
こ
は
、
仏
教
者
の
知
見
や
ケ
ア
が
生
か
さ
れ
る
と
こ
ろ
で

す
。
事
実
、
後
で
レ
ポ
ー
ト
し
ま
す
が
、
創
価
学
会
の
看
護
グ

ル
ー
プ
︵
白
樺
グ
ル
ー
プ
、
白
樺
会
︶
で
は
、
大
乗
仏
教
の
菩
薩
道

と
し
て
の
慈
悲
と
智
慧
の
看
護
に
尽
く
し
て
お
り
ま
す
。
そ
し

て
﹁
行
苦
﹂
と
も
な
る
と
、
人
間
存
在
そ
の
も
の
に
内
在
す
る

苦
悩
で
す
か
ら
、
ま
さ
し
く
宗
教
の
領
域
で
あ
り
、
仏
教
者
は

そ
れ
ぞ
れ
の
生
死
観
、
幸
福
観
を
も
っ
て
、
患
者
や
家
族
に
応

答
す
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
死
へ
の
不
安
、
恐
怖
を
の
り
こ

え
て
、
安
心
立
命
の
境
地
へ
と
と
も
に
進
む
の
が
仏
教
者
の
役

割
で
あ
り
ま
す
。
今
日
の
終
末
期
医
療
︵
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
︶
の

用
語
で
は
、
Ｑ
Ｏ
Ｌ
の
改
善
向
上
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
仏
教
者

に
は
、
医
療
関
係
者
と
と
も
に
患
者
本
人
や
家
族
の
Ｑ
Ｏ
Ｌ
を

高
め
る
責
務
が
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

（
２
）
持
続
的
植
物
状
態
を
め
ぐ
っ
て

　

次
に
﹁
尊
厳
死
﹂
に
深
く
関
わ
る
持
続
的
植
物
状
態
に
つ
い

て
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
病
態
に
示
唆
を
与
え
る
よ
う
な
仏
典

を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
す
。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
植

物
状
態
や
脳
死
は
人
工
呼
吸
器
や
生
命
維
持
装
置
の
開
発
、
医

学
医
療
へ
の
導
入
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
病
態

で
あ
る
か
ら
で
す
。
最
近
の
医
療
技
術
の
導
入
以
前
に
は
存
在
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し
な
か
っ
た
人
間
生
命
の
末
期
の
病
態
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、

本
稿
で
は
、
持
続
的
植
物
状
態
や
脳
死
と
い
う
病
態
に
対
応
し

う
る
仏
教
の
法
理
と
し
て
、
大
乗
仏
教
の
唯
識
学
派
を
取
り
上

げ
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
世
親
の
﹁
唯
識
三
十
頌こ
﹂
で
は
、

生
命
︵
識
︶
の
内
奥
の
領
域
、
い
わ
ば
﹁
心
的
宇
宙
﹂
を
識
の
三

つ
の
転
変
︵
変
化
︶
と
し
て
記
述
し
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
根

源
の
生
命
流
で
あ
る
﹁
阿
頼
耶
識
﹂
か
ら
﹁
五
識
﹂
と
﹁
六
識
﹂

︵
意
識
︶
と
﹁
末
那
識
﹂
が
顕
在
化
し
て
く
る
と
と
ら
え
て
お
り

ま
す
。
本
稿
の
植
物
状
態
の
考
察
に
あ
た
っ
て
は
﹁
五
識
と
意

識
﹂
と
﹁
末
那
識
﹂
が
相
応
す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

横
山
紘
一
氏
は
、
こ
の
意
識
と
末
那
識
の
働
き
を
次
の
よ
う

に
解
説
し
て
お
り
ま
す
。﹁
五
蘊
の
結
合
体
を
自
己
と
考
え
る
自

我
意
識
に
加
え
て
、
通
常
の
意
識
の
奥
に
あ
る
、
い
わ
ば
潜
在

的
な
自
我
意
識
の
存
在
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
自
我
意

識
と
は
、
前
に
も
述
べ
た
︿
末
那
識
﹀
で
あ
る
。
こ
の
末
那
識

の
根
本
作
用
は
、
末
那
識
が
そ
こ
か
ら
生
じ
き
た
っ
た
も
と
の

阿
頼
耶
識
を
眺
め
て
、
そ
れ
を
︿
自
我
﹀
で
あ
る
と
認
識
し
、

そ
れ
に
執
著
す
る
こ
と
で
あ
る
。︵
中
略
︶
自
分
の
心
、
あ
る
い

は
肉
体
を
眺
め
て
、
こ
れ
は
自
己
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
、
い

わ
ば
、
概
念
を
用
い
た
自
我
意
識
で
あ
り
、
日
頃
﹃
自
分
だ
、

自
分
だ
﹄
と
思
い
つ
づ
け
て
い
る
意
識
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

交
通
事
故
で
植
物
人
間
と
な
っ
た
人
で
も
、
食
事
を
と
り
、
自

己
を
維
持
し
つ
づ
け
よ
う
と
す
る
。
意
識
の
底
で
、
何
ら
か
の

自
我
執
著
心
が
働
い
て
い
る
証
拠
で
あ
る
。
こ
れ
を
唯
識
思
想

で
は
、
第
七
末
那
識
の
働
き
に
帰
せ
し
め
る
。さ﹂

　

要
約
す
る
と
、
概
念
を
用
い
た
意
識
的
な
自
我
意
識
が
、
第

六
意
識
で
あ
り
、
深
層
心
理
に
あ
る
根
本
的
な
自
我
意
識
︵
自
我

執
着
心
︶
が
第
七
末
那
識
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
す
。
そ
し
て
横

山
氏
は
、
植
物
状
態
の
人
間
に
も
、
根
源
的
自
我
意
識
︵
末
那
識
︶

は
働
い
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
唯
識
学
派
の
知
見
を
木
暮
氏
は
、
脳
科
学
者
と

し
て
次
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
ま
す
。﹁
こ
の
立
場
に
立
っ
て
、

植
物
状
態
の
患
者
さ
ん
を
め
ぐ
る
問
題
を
考
え
る
と
き
、
と
く

に
そ
の
意
識
や
認
識
状
態
の
評
価
に
つ
い
て
は
あ
く
ま
で
も
十

分
す
ぎ
る
ほ
ど
の
慎
重
さ
が
求
め
ら
れ
ま
し
ょ
う
。﹃
植
物
状
態

の
概
念
﹄
の
と
こ
ろ
で
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
患
者
さ
ん
に
は

自
発
呼
吸
が
あ
り
、
睡
眠
・
覚
醒
サ
イ
ク
ル
な
ど
脳
幹
機
能
は

十
分
働
い
て
い
ま
す
。
乏
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
種
々
の
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反
応
性
は
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
状
態
は
、
完
全
と
ま
で
は
い

え
ま
せ
ん
が
、
五
識
や
第
六
識
の
認
識
機
能
は
部
分
的
に
は
働

い
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
況
わ
ん
や
内
在
性
や
普

遍
性
と
い
う
特
徴
を
有
す
る
第
七
識
以
上
の�＂
識
＂
が
、
あ
た
か

も
目
や
耳
が
不
自
由
な
人
が
か
え
っ
て
他
の
感
覚
や
知
覚
が
鋭

敏
に
な
る
よ
う
に
、
よ
り
強
く
作
用
す
る
可
能
性
は
十
分
あ
る

も
の
と
想
像
さ
れ
ま
すし
﹂
と
。

　

木
暮
氏
に
よ
れ
ば
、
不
完
全
な
が
ら
も
、
五
識
、
六
識
︵
意
識
︶

レ
ベ
ル
は
機
能
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
第
七

識
︵
末
那
識
︶
が
、
よ
り
強
く
作
用
す
る
可
能
性
も
否
定
し
て
い

ま
せ
ん
。

　

五
識
、
六
識
︵
意
識
︶
レ
ベ
ル
の
機
能
が
さ
ら
に
潜
在
化
し
て

い
っ
た
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
七
識
︵
末
那
識
︶
の
働
き
は
あ

り
、
し
か
も
、
通
常
よ
り
強
く
働
い
て
い
る
と
す
れ
ば
、
植
物

状
態
の
人
間
に
は
、
少
な
く
と
も
、
根
源
的
自
我
︵
末
那
識
︶
が

十
分
に
働
い
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
の
で
す
。
換
言
す

れ
ば
、
植
物
状
態
の
人
間
は
、
根
源
的
自
我
で
生
き
よ
う
と
し

て
い
る
生
命
と
い
え
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
前
章
で
の
べ
た
、

エ
イ
ド
リ
ア
ン
・
オ
ー
ウ
ェ
ン
氏
に
よ
る
症
例
や
最
小
意
識
状

態
は
、
唯
識
学
派
の
言
葉
で
い
え
ば
、
意
識
、
末
那
識
で
生
き

る
植
物
状
態
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

看
護
体
験
の
分
野
か
ら
も
植
物
状
態
に
お
け
る
意
識
や
末
那

識
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
症
例
が
あ
り
ま
す
。
西
村
ユ
ミ
氏

の
関
わ
っ
た
Ａ
さ
ん
と
い
う
看
護
師
の
看
護
経
験
で
す
。﹁
看
護

経
験
の
語
り
手
と
し
て
登
場
す
る
看
護
婦
Ａ
さ
ん
と
患
者
さ
ん

た
ち
が
生
活
す
る
施
設
は
、
植
物
状
態
患
者
を
意
識
障
害
者
と

し
て
で
は
な
く
、
意
識
活
動
を
表
出
す
る
た
め
の
運
動
・
神
経

機
能
に
障
害
を
も
つ
者
と
捉
え
て
、
ケ
ア
を
行
っ
て
い
る
。
も

ち
ろ
ん
、
Ａ
さ
ん
も
こ
う
し
た
考
え
に
賛
同
し
て
い
る
。す﹂

　

つ
ま
り
、
植
物
状
態
の
人
間
は
、
意
識
が
消
失
し
て
い
る
の

で
は
な
く
、
意
識
活
動
を
あ
ら
わ
す
機
能
に
障
害
が
あ
る
と
考

え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
看
護
師
と
患
者
の
プ
ラ

イ
ベ
ー
ト
な
ケ
ア
の
中
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
が
成
り
立
つ
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
西
村
氏
は
、
Ａ
さ
ん

と
住
田
さ
ん
と
い
う
植
物
状
態
の
患
者
さ
ん
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
症
例
を
取
り
上
げ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

例
え
ば
、
住
田
さ
ん
の
視
線
に
つ
い
て
、﹁
Ａ
さ
ん
は
、﹃
目

を
み
た
ら
な
ん
と
な
く
こ
っ
ち
の
目
と
視
線
が
合
う
よ
う
な
気
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が
し
て
い
た
﹄﹃
視
線
が
ピ
ッ
と
絡
む
み
た
い
な
と
こ
ろ
が
あ
る

よ
う
な
気
が
す
る
﹄﹃
目
を
見
な
が
ら
話
し
て
、
や
っ
ぱ
り
目
が

分
か
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
﹄、
こ
の
よ
う
に
﹃
自
分
の
中

で
思
え
た
﹄
と
語
っ
たせ
﹂
と
い
う
の
で
す
。
ま
た
、
Ａ
さ
ん
は

住
田
さ
ん
が
笑
っ
た
と
い
う
体
験
も
、
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て

い
ま
す
。﹁
あ
る
日
、
ち
ょ
う
ど
あ
く
び
を
し
か
か
っ
て
い
た

の
を
見
か
け
た
の
で
大
声
で
名
前
を
呼
ぶ
と
、
住
田
さ
ん
の

﹃
口
の
動
き
が
止
ま
り
﹄、
そ
れ
を
見
て
﹃
驚
い
た
ん
や
ろ
﹄
と

言
う
と
、﹃
口
角
が
僅
か
に
上
が
っ
た
﹄
と
い
う
の
で
あ
る
。
Ａ

さ
ん
は
、
こ
の
口
の
動
き
を
﹃
ニ
ッ
っ
て
笑
っ
た
﹄
と
受
け
と

め
た
。そ﹂

　

ま
た
、
Ａ
さ
ん
が
住
田
さ
ん
か
ら
返
事
が
返
っ
て
き
た
と
受

け
と
め
た
体
験
も
あ
り
ま
す
。﹁
住
田
さ
ん
は
、
自
力
で
端
坐
位

を
保
つ
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
な
住
田
さ
ん
に
﹃
わ
ー
す

ご
い
ス
ー
さ
ん
、ひ
と
り
で
坐
っ
て
る
や
ん
﹄
と
声
を
か
け
る
と
、

住
田
さ
ん
が
﹃
ひ
ゅ
っ
て
首
動
か
し
て
、
キ
ョ
ロ
っ
て
見
る
﹄

と
い
う
動
き
を
み
せ
た
。
そ
し
て
、﹃
声
聞
こ
え
る
人
目
パ
ッ
チ

ン
し
て
﹄
と
言
う
と
、
住
田
さ
ん
が
ま
ば
た
き
で
﹃
パ
チ
ン
﹄

と
返
し
た
と
い
う
。
Ａ
さ
ん
は
こ
れ
を
﹃
返
事
﹄
と
受
け
と
め

たた。﹂

　

こ
れ
ら
の
症
例
は
、
看
護
師
さ
ん
た
ち
が
、
ケ
ア
を
通
し
て
、

明
ら
か
に
、
患
者
の
意
識
や
末
那
識
と
何
ら
か
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
と
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
、ユ
ン
グ
心
理
学
者
の
な
か
に
は
、
患
者
の
末
那
識︵
根

源
的
自
我
意
識
︶
と
直
接
﹁
対
話
﹂
す
る
方
法
を
確
立
し
た
人
が

い
ま
す
。﹁
プ
ロ
セ
ス
指
向
心
理
学
﹂
を
つ
く
り
あ
げ
た
ア
ー
ノ

ル
ド
・
ミ
ン
デ
ル
は
﹁
コ
ー
マ
ワ
ー
ク
︵
昏
睡
状
態
の
人
と
の
ワ
ー

ク
︶﹂
を
開
発
し
、
昏
睡
状
態
の
人
、
つ
ま
り
持
続
的
植
物
状
態

の
人
と
の
﹁
対
話
﹂
を
試
み
て
お
り
ま
すち
。

　

持
続
的
植
物
状
態
で
、
数
週
間
、
ベ
ッ
ド
に
横
た
わ
り
き
り

だ
っ
た
サ
ム
に
対
し
て
、
ミ
ン
デ
ル
夫
妻
は
、
か
す
か
で
は
あ

る
が
、
は
っ
き
り
と
し
た
目
の
動
き
に
よ
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。
ミ
ン
デ

ル
夫
妻
は
、
サ
ム
に
﹁
君
は
生
き
続
け
て
い
た
い
の
か
﹂
と
た

ず
ね
て
、﹁
イ
エ
ス
﹂
と
示
す
サ
イ
ン︵
顔
を
し
か
め
て
、
口
を
い
っ

ぱ
い
に
開
く
︶
を
得
て
い
ま
す
。
ま
た
、
サ
ム
は
夫
妻
か
ら
イ
ン

ナ
ー
ワ
ー
ク
と
い
う
方
法
を
学
ん
で
、
イ
ン
ナ
ー
ト
リ
ッ
プ
の

最
中
に
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
お
り
ま
す
。
彼
は
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
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の
な
か
で
、
山
を
登
ろ
う
と
し
て
お
り
、
未
知
の
女
性
に
出
会

お
う
と
し
て
い
た
と
夫
妻
は
伝
え
て
お
り
ま
す
。

　

以
上
、
植
物
状
態
の
人
々
に
つ
い
て
の
、
脳
科
学
や
ユ
ン
グ

学
派
の
試
み
、
そ
し
て
、
看
護
師
さ
ん
の
看
護
体
験
の
指
し
示

す
と
こ
ろ
は
、
唯
識
学
派
の
い
う
末
那
識
︵
根
源
的
自
我
︶
で
生

き
て
い
る
と
い
う
病
態
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

さ
て
、
次
に
、
こ
の
よ
う
な
病
態
に
あ
る
植
物
状
態
の
患
者

へ
の
治
療
の
在
り
方
に
関
す
る
課
題
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
問
題

が
注
目
を
集
め
た
の
は
、
１
９
７
６
年
の
カ
レ
ン
裁
判つ
に
お
い

て
で
あ
り
ま
す
。
彼
女
の
場
合
は
、
人
工
呼
吸
器
が
は
ず
さ
れ

ま
し
た
が
、
自
発
呼
吸
が
回
復
し
、
植
物
状
態
の
ま
ま
１
９
８

５
年
ま
で
生
き
続
け
、
肺
炎
の
た
め
死
亡
し
て
お
り
ま
す
。
そ

れ
以
後
の
動
向
に
つ
い
て
、
西
村
氏
は
、
次
の
よ
う
な
懸
念
を

表
明
し
て
お
り
ま
す
。﹁
米
国
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
末
期
医

療
の
あ
り
方
に
つ
い
て
多
数
の
重
要
な
判
決
が
下
さ
れ
て
き
た
。

そ
し
て
、
意
思
能
力
の
あ
る
患
者
が
望
ま
な
い
な
ら
ば
、
不
治

の
患
者
の
延
命
処
置
は
人
為
的
な
栄
養
・
水
分
の
補
給
も
含
め

て
中
断
を
認
め
る
と
い
う
方
向
に
あ
る
。て﹂

　

稲
光
礼
子
氏
は
、
終
末
期
医
療
に
お
け
る
﹁
通
常
の
医
療
﹂

と
﹁
特
殊
な
医
療
﹂
の
考
え
方
を
紹
介
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ

に
よ
る
と
、﹁
通
常
の
医
療
﹂
の
な
か
に
﹁
チ
ュ
ー
ブ
を
用
い
た

経
管
栄
養
補
給
﹂
が
含
ま
れ
ま
す
。
そ
れ
の
中
断
は
、
患
者
の

死
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。﹁
特
殊
な
医
療
﹂
に
は
、﹁
抗

生
物
質
﹂
の
投
与
や
人
口
呼
吸
器
の
使
用
等
が
入
っ
て
お
り
ま

す
。
稲
光
氏
は
、
続
け
て
次
の
よ
う
に
い
い
ま
す
。﹁
終
末
期
の

プ
ロ
セ
ス
で
、
そ
う
し
た
﹃
集
中
医
療
措
置
が
患
者
に
と
っ
て

何
ら
か
の
援
助
を
も
意
味
し
な
い
場
合
に
は
、
漸
次
的
か
つ
適

切
な
治
療
解
除
が
指
示
さ
れ
る
﹄
べ
き
と
い
う
考
え
方
の
も
と

に
、
と
く
に
﹃
特
殊
な
医
療
﹄
の
解
除
が
な
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ

た
わ
け
で
す
。と﹂

　

唯
識
学
派
の
知
見
か
ら
す
れ
ば
、
人
工
呼
吸
器
等
の
﹁
特
殊

な
医
療
﹂
を
ほ
ど
こ
す
の
も
、
植
物
状
態
の
根
源
的
自
我
の
意

思
を
援
助
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
病
態
の
推
移
に
よ
っ
て

個
々
の
事
例
に
即
し
て
﹁
特
殊
な
医
療
﹂
の
項
目
は
当
然
選
択

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
選
択
が
﹁
通
常

の
医
療
﹂
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
は
生
命
の
基
盤
の
援
助
を
中
止
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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（
３
）「
尊
厳
な
る
死
」
と
仏
教
看
護

　

創
価
学
会
の
看
護
グ
ル
ー
プ
で
は
、
以
上
に
記
述
し
て
き
た

よ
う
な
仏
教
的
知
見
に
も
と
づ
い
て
、
植
物
状
態
を
含
む
終
末

期
医
療
に
貢
献
し
て
お
り
ま
す
。
多
く
の
看
護
体
験
の
中
か
ら
、

二
症
例
を
取
り
上
げ
ま
す
。

　

一
つ
は
ガ
ン
末
期
の
患
者
で
、
三
苦
を
克
服
し
て
旅
立
っ
た

症
例
で
す
。
76
才
の
女
性
︵
Ｓ
さ
ん
︶
で
、
総
胆
管
ガ
ン
で
転
移

が
あ
り
、
ド
レ
ー
ン
挿
入
の
手
術
を
受
け
ま
す
。
医
師
か
ら
は
、

1
个
月
の
命
と
い
わ
れ
ま
す
。
Ｓ
さ
ん
に
は
後
妻
と
し
て
育
て

た
実
子
で
は
な
い
４
人
の
子
ど
も
が
い
て
、
毎
週
の
よ
う
に
見

舞
い
に
訪
れ
て
い
ま
し
た
。
ド
レ
ー
ン
抜
去
の
た
め
の
手
術
も

成
功
し
、
一
時
、
退
院
し
、
そ
の
間
、
墨
絵
を
描
き
、
市
の
文

化
祭
に
も
出
品
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
や
が
て
再
入
院
と
な
り
、
中
心
静
脈
か
ら
の
点
滴

を
う
け
、
尿
管
も
挿
入
さ
れ
て
、
ベ
ッ
ド
上
で
安
静
の
状
態
を

保
つ
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
う
し
た
状
況
の
時
、
Ｓ
さ
ん
に
は

３
才
で
生
き
別
れ
に
な
っ
た
ま
ま
の
実
の
娘
さ
ん
が
い
る
こ
と

が
わ
か
り
、
親
友
の
努
力
に
よ
っ
て
、
亡
く
な
る
３
日
前
に
再

会
し
て
い
ま
す
。
そ
の
時
の
様
子
を
稲
光
氏
は
、
次
の
よ
う
に

つ
づ
っ
て
い
ま
す
。﹁
し
ば
ら
く
は
互
い
に
沈
黙
、
そ
の
後
は
涙
、

涙
で
く
し
ゃ
く
し
ゃ
の
顔
に
な
り
な
が
ら
、
と
ぎ
れ
と
ぎ
れ
の

声
を
振
り
絞
る
よ
う
に
﹃
よ
う
来
て
く
れ
た
ね
⋮
⋮
。
ご
め
ん

ね
⋮
⋮
。
許
し
て
や
⋮
⋮
。
幸
せ
に
ね
！
﹄
と
話
さ
れ
た
の
で
す
。

50
年
も
会
わ
ず
に
我
慢
し
て
い
た
の
が
、
一
瞬
の
う
ち
に
吹
っ

切
れ
た
か
の
よ
う
で
し
た
。
そ
の
後
も
会
う
べ
き
人
に
会
い
、

凝
縮
し
た
一
日
一
日
を
過
ご
し
な
が
ら
、﹃
も
う
、
言
い
残
し
た

こ
と
な
い
よ
ね
、
な
い
よ
ね
⋮
⋮
﹄
と
周
囲
に
確
認
し
た
後
、

ほ
っ
と
し
た
よ
う
に
安
ら
か
に
永
眠
さ
れ
ま
し
たな
。﹂

　

他
の
例
は
、
植
物
状
態
の
患
者
へ
の
ケ
ア
で
す
。
す
で
に
紹

介
し
た
西
村
さ
ん
の
レ
ポ
ー
ト
に
あ
る
看
護
師
さ
ん
の
経
験
と

同
質
の
も
の
で
す
。
白
樺
グ
ル
ー
プ
の
看
護
師
Ｂ
さ
ん
と
多
発

性
脳
腫
瘍
の
再
発
で
入
院
し
て
き
た
Ｕ
さ
ん
と
の
体
験
で
す
。

　

術
後
、
Ｕ
さ
ん
は
一
日
中
ウ
ト
ウ
ト
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
、

意
識
不
明
の
状
態
が
続
い
て
い
ま
し
た
。
そ
の
Ｕ
さ
ん
に
、
Ｂ

さ
ん
は
ケ
ア
の
と
き
も
﹁
Ｕ
さ
ん
！　

手
術
し
た
ん
だ
か
ら
良

く
な
ろ
う
！　

良
く
な
っ
て
ま
た
話
を
し
ま
し
ょ
う
﹂
と
声
を

か
け
て
い
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、
数
週
間
た
っ
て
も
同
じ
状
態
が
続
き
、
昏
睡
と
傾
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眠
を
く
り
返
し
、
自
力
で
は
体
動
も
な
く
、
や
っ
と
痛
覚
反
応

が
出
て
き
た
状
態
で
し
た
。
し
か
し
、
あ
る
夜
勤
の
日
、
日
勤

の
看
護
師
か
ら
Ｕ
さ
ん
の
状
態
が
良
い
と
し
て
、
次
の
よ
う
な

申
し
送
り
を
受
け
取
り
ま
す
。
そ
の
日
、
Ｕ
さ
ん
は
、
開
眼
し

て
い
て
も
空
を
見
て
い
る
よ
う
な
目
だ
っ
た
の
が
、
視
線
が
合

い
、
言
葉
も
発
し
た
が
、
日
勤
者
の
顔
を
見
て
﹁
あ
ん
た
じ
ゃ

な
い
﹂
と
い
い
、
誰
か
を
探
し
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
の
で
す
。

そ
の
看
護
師
さ
ん
と
交
替
し
て
、
Ｂ
さ
ん
が
体
位
交
換
を
し
よ

う
と
し
て
Ｕ
さ
ん
に
触
れ
る
と
﹁
あ
ん
た
だ
よ
、
あ
ん
た
優
し

く
し
て
く
れ
た
ろ
﹂
と
言
っ
た
の
で
す
。
こ
の
時
の
こ
と
を
Ｂ

さ
ん
は
、
次
の
よ
う
に
つ
づ
っ
て
い
ま
す
。﹁
私
は
び
っ
く
り
し
、

﹃
Ｕ
さ
ん
私
の
こ
と
が
分
か
る
の
？　

私
の
こ
と
を
捜
し
て
く
れ

て
た
の
？
﹄
と
思
わ
ず
叫
ん
で
い
ま
し
た
。
人
の
生
命
っ
て
す

ご
い
と
思
い
、
Ｕ
さ
ん
に
感
謝
の
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
に
な
り

ま
し
たに
。﹂

　

西
村
さ
ん
が
レ
ポ
ー
ト
し
た
Ａ
さ
ん
と
同
じ
体
験
を
、
Ｂ
さ

ん
も
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
末
那
識
ま
た
は
意
識
で
Ｂ

さ
ん
の
言
葉
を
感
受
し
て
い
た
の
で
す
。
し
か
し
Ｕ
さ
ん
は
意

識
の
水
準
が
上
が
る
ま
で
、
そ
の
こ
と
を
表
現
で
き
な
か
っ
た

の
で
す
。

　

Ｕ
さ
ん
の
発
語
は
そ
れ
が
最
後
と
な
り
、
数
日
後
に
は
永
眠

さ
れ
た
そ
う
で
す
。
こ
の
二
つ
の
症
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

人
間
の
尊
厳
性
は
、
人
工
呼
吸
器
や
ド
レ
ー
ン
を
装
置
し
て
い

る
と
か
、
意
識
が
失
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
と
か
い
っ
た

病
態
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、

苦
苦
、
壊
苦
、
行
苦
と
い
う
三
苦
に
さ
い
な
ま
れ
、
心
を
乱
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
良
き
死
﹂﹁
尊
厳
な
る
死
﹂
が
損
な
わ
れ

て
い
く
の
で
す
。

　

稲
光
礼
子
氏
は
、
人
間
の
尊
厳
性
を
保
っ
た
Ｑ
Ｏ
Ｌ
に
は
四

つ
の
観
点
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
ま
すぬ
。

①
肉
体
的
苦
痛
が
緩
和
さ
れ
、
で
き
る
だ
け
身
体
的
活
動
が

で
き
る
こ
と

②
精
神
的
に
充
実
し
、
満
足
で
き
る
こ
と

③
家
族
や
友
人
・
知
人
と
交
流
が
で
き
、
社
会
生
活
が
充
実
・

満
足
で
き
る
こ
と

④
宗
教
的
に
充
実
・
満
足
で
き
る
こ
と

　

こ
の
う
ち
①
は
、
苦
苦
に
あ
た
り
、
今
日
で
は
、
ペ
イ
ン
・

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
は
じ
め
医
療
が
担
当
す
る
部
分
で
す
。
二
つ
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の
症
例
で
も
、
う
ま
く
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
②

と
③
が
壊
苦
に
相
当
し
ま
す
。
次
第
に
社
会
生
活
が
制
限
さ
れ

て
い
き
ま
す
が
、
家
族
や
知
人
、
友
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
が
続
い
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
心
の
中
に
思
い
残
す
こ
と

な
く
、
安
ら
か
で
充
実
し
、
他
者
へ
の
信
と
感
謝
の
心
さ
え
も

つ
よ
う
な
精
神
状
態
で
す
。
最
初
の
症
例
で
は
、
50
年
前
に
生

き
別
れ
た
実
子
に
も
う
一
度
会
い
た
い
と
い
う
欲
求
が
、
周
囲

の
人
た
ち
の
手
助
け
で
、
再
会
と
い
う
形
で
か
な
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
こ
う
し
て
、
壊
苦
が
克
服
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。
植

物
状
態
の
Ｕ
さ
ん
も
、
最
後
に
Ａ
さ
ん
に
お
礼
が
言
え
て
、
心

残
り
─
壊
苦
─
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

④
に
相
当
す
る
の
は
行
苦
で
あ
り
、
そ
の
克
服
こ
そ
、
宗
教

の
役
割
で
す
。
こ
こ
に
あ
げ
た
二
つ
の
症
例
の
患
者
さ
ん
は
、

仏
教
を
信
仰
し
て
お
り
、
死
の
不
安
、
恐
怖
と
い
っ
た
実
存
的

苦
悩
を
乗
り
越
え
て
い
き
ま
し
た
。

　

こ
の
二
つ
の
症
例
が
示
す
よ
う
に
、
植
物
状
態
に
あ
っ
た
り
、

ド
レ
ー
ン
や
栄
養
チ
ュ
ー
ブ
を
つ
け
た
り
し
て
い
て
も
、
お
二

人
と
も
人
間
の
尊
厳
性
を
保
ち
、
輝
か
せ
な
が
ら
、
安
心
立
命

の
死
を
受
容
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

そ
れ
は
こ
の
人
た
ち
が
、
三
苦
を
引
き
起
こ
す
三
毒
︵
貪
欲
、

瞋
恚
、
愚
痴
︶
等
の
煩
悩
を
乗
り
越
え
て
、
菩
提
︵
不
貪
、
不
瞋
、

不
痴
︶
の
善
心
が
心
の
中
─
意
識
と
末
那
識
─
に
輝
い
て
い
た
か

ら
で
あ
り
ま
す
。
仏
教
に
お
い
て
は
、
心
の
中
に
三
毒
が
荒
れ

く
る
い
、
死
を
安
ら
か
に
受
容
で
き
な
い
状
態
を
指
し
て
人
間

の
﹁
尊
厳
性
が
失
わ
れ
て
い
る
﹂
と
考
え
ま
す
。

　

一
方
、
安
ら
か
さ
、
智
慧
、
信
頼
、
感
謝
等
の
善
心
が
、
意

識
や
末
那
識
を
覆
っ
て
い
る
状
態
を
人
間
生
命
の
﹁
尊
厳
な
る

死
﹂
と
と
ら
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

創
価
学
会
の
白
樺
グ
ル
ー
プ
の
行
っ
て
い
る
仏
教
看
護
は
、

ケ
ア
を
通
し
て
、
死
に
ゆ
く
人
々
の
心
の
な
か
に
あ
る
、
不
安
、

恐
怖
、
不
満
、
心
残
り
等
の
煩
悩
を
拭
い
去
り
、
安
心
、
充
足
、

感
謝
、
信
頼
等
の
善
心
に
満
た
さ
れ
る
よ
う
手
助
け
す
る
こ
と

を
目
標
と
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
が
、
Ｑ
Ｏ
Ｌ
を
高
め
、
人
間

生
命
の
尊
厳
性
を
保
ち
、
輝
か
せ
る
看
護
の
在
り
方
と
い
え
ま

し
ょ
う
。

注︵
１
︶﹃
新
た
な
生
死
観
を
求
め
て
・
上

─
大
乗
仏
教
の
挑
戦
４
﹄
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医療倫理と仏教─安楽死・尊厳死を焦点に

東
洋
哲
学
研
究
所
編
、
１
３
３
頁
、
東
洋
哲
学
研
究
所

︵
２
︶﹃
生
と
死
を
め
ぐ
る
生
命
倫
理
３　

安
楽
死
・
尊
厳
死
を
ど
う

み
る
か　

仏
教
の
立
場
か
ら
﹄
創
価
学
会
生
命
倫
理
研
究
会
・

東
洋
哲
学
研
究
所
共
編
、
48
頁
～
49
頁
、
第
三
文
明
社

︵
３
︶
厚
生
省
植
物
状
態
研
究
班
︵
座
長
：
鈴
木
二
郎
︵
当
時
︶
東
北

大
学
教
授
︶
の
調
査

︵
４
︶﹃
脳
の
エ
シ
ッ
ク
ス　

脳
神
経
倫
理
学
入
門
﹄
美
馬
達
哉
著　

１

０
７
～
８
頁
、
人
文
書
院

︵
５
︶
同
書
、
１
１
８
頁
～
１
１
９
頁

︵
６
︶
同
書
、
１
２
２
頁
～
１
２
３
頁

︵
７
︶
同
書
、
１
２
４
頁

︵
８
︶﹃
大
正
新
脩
大
藏
經　

第
二
十
二
巻
﹄、
７
頁

︵
９
︶
同
書
、
８
頁

︵
10
︶
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
名
で
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ウ
︵Vasubandhu

︶

と
い
い
、
新
訳
で
﹁
世
親
﹂、
旧
訳
で
﹁
天
親
﹂
と
い
う
。
釈

尊
滅
後
９
０
０
年
ご
ろ
︵
４
世
紀
︶
北
イ
ン
ド
・
ガ
ン
ダ
ー
ラ

︵G
andhāra

︶
国
の
プ
ル
シ
ャ
プ
ラ
︵Puruṣapura

︶
に
生
ま
れ

た
︵﹃
仏
教
哲
学
大
辞
典
﹄
創
価
学
会
編
、
１
１
０
４
頁
参
照
、

聖
教
新
聞
社
︶。
彼
の
最
後
の
著
作
が
﹃
唯
識
三
十
頌
﹄
で
あ
る
。

こ
こ
に
唯
識
思
想
が
体
系
化
さ
れ
て
い
る
。

︵
11
︶﹃
唯
識
思
想
入
門
﹄
横
山
紘
一
著
、
１
５
８
頁
～
１
５
９
頁
、

第
三
文
明
社

︵
12
︶
前
掲
﹃
生
と
死
を
め
ぐ
る
生
命
倫
理
３
﹄、
61
頁
～
62
頁

︵
13
︶﹃
語
り
か
け
る
身
体　

看
護
ケ
ア
の
現
象
学
﹄
西
村
ユ
ミ
著
、

16
頁
～
17
頁
、
ゆ
み
る
出
版

︵
14
︶
同
書
、
１
５
１
頁

︵
15
︶
同
書
、
１
７
７
頁

︵
16
︶
同
書
、
１
７
７
頁

︵
17
︶﹃
昏
睡
状
態
の
人
と
対
話
す
る　

プ
ロ
セ
ス
指
向
心
理
学
の
新

た
な
試
み
﹄
ア
ー
ノ
ル
ド
・
ミ
ン
デ
ル
著
、
藤
見
幸
雄
・
伊
藤�

雄
二
郎
訳
、
3
頁
～
4
頁
、
日
本
放
送
出
版
協
会

︵
18
︶﹁
カ
レ
ン
裁
判
﹂
に
関
し
て
は
、
唄
孝
一
﹁
続
・
解
題
カ
レ
ン

事
件

─
シ
ュ
プ
リ
ー
ム
・
コ
ー
ト
の
場
合
﹂﹃
ジ
ュ
リ
ス
ト
﹄

第
６
２
２
号
、
１
９
７
６
年
に
詳
し
い
。

︵
19
︶
前
掲
﹃
語
り
か
け
る
身
体
─
看
護
ケ
ア
の
現
象
学
﹄、
18
頁

︵
20
︶
前
掲
﹃
生
と
死
を
め
ぐ
る
生
命
倫
理
３
﹄、
２
０
１
頁
～
２
０

２
頁

︵
21
︶
同
書
、
77
頁
～
79
頁

︵
22
︶﹃
生
命
が
ん
ば
れ
！　

看
護
体
験
集
﹄
白
樺
会
・
白
樺
グ
ル
ー

プ
編
、
22
頁
、
第
三
文
明
社

︵
23
︶
前
掲
﹃
生
と
死
を
め
ぐ
る
生
命
倫
理
３
﹄、
68
頁

︵
か
わ
だ　

よ
う
い
ち
／
東
洋
哲
学
研
究
所
所
長
︶


