
日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
八
号

一
一
八

日
本
に
お
け
る
「
看
護
の
哲
学
」
の
展
開
と
現
状

―
―
看
護
大
学
の
哲
学
教
員
と
し
て
―

浅

見
　

洋

は
じ
め
に

　

筆
者
が
新
設
の
石
川
県
立
看
護
大
学
の
哲
学
担
当
の
教
員
に
な
っ
た
の
は
二
〇
〇
〇
（
平
成
一
二
）
年
四
月
で
あ
る
。
そ
れ
以
来
、
西

田
幾
多
郎
記
念
哲
学
館
長
と
看
護
大
学
特
任
教
授
の
二
足
の
草
鞋
を
履
く
現
在
ま
で
、「
看
護
と
哲
学
」
と
い
う
テ
ー
マ
は
所
与
（G

abe

）

の
課
題（A

ufgabe

）で
あ
り
続
け
て
い
る
。
し
か
し
、「
看
護
の
哲
学
」な
い
し
は「
看
護
哲
学
」を
主
題
的
に
論
じ
る
こ
と
に
は
躊
躇
が
あ
っ

た
。
そ
う
し
た
あ
る
種
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
思
い
は
、
医
療
専
門
職
を
養
成
す
る
大
学
の
哲
学
教
員
が
共
通
し
て
も
っ
て
い
る
思
い
で
あ

る
よ
う
に
も
思
う
。
例
え
ば
、
日
本
で
最
初
の
看
護
系
大
学
の
哲
学
教
員
で
あ
り
、
初
め
て
『
看
護
哲
学
』（
一
九
七
二
年
）
と
い
う
表
題

の
著
書
を
上
梓
し
た
芝
田
不
二
男
は
、
そ
の
著
の
「
序
」
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

絵
の
か
け
な
い
美
術
評
論
家
の
よ
う
に
、
い
や
そ
れ
以
上
に
、
本
書
の
内
容
に
は
重
大
な
欠
陥
を
含
ん
で
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
は
お
そ
ら
く
絵
の
か
け
る
人
、
つ
ま
り
看
護
の
実
践
者
に
よ
っ
て
厳
し
く
批
判
を
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
そ

う
し
た
批
判
を
集
め
て
、
近
い
将
来
に
、
看
護
者
に
よ
る
看
護
哲
学
が
書
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。（

1
）



一
一
九

日
本
に
お
け
る
「
看
護
の
哲
学
」
の
展
開
と
現
状
　〔
浅
見
〕

　

さ
ら
に
、「
あ
と
が
き
」で
自
著
を「
抽
象
的
論
議
」で
あ
る
と
評
し
た
上
で
、「
具
体
的
現
実
と
か
か
わ
ら
せ
て
説
明
す
る
と
い
う
仕
事
は
、

若
い
看
護
師
の
研
究
に
期
待
し
た
い
と
思
う
」
と
結
ん
で
い
る
。
そ
う
し
た
芝
田
の
願
い
が
実
を
結
ん
だ
か
の
よ
う
に
、
一
九
七
〇
年
代

半
ば
か
ら
看
護
雑
誌
に
「
看
護
の
哲
学
」「
看
護
哲
学
」
や
そ
れ
に
類
す
る
言
葉
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
九
〇
年
代
に
は
哲
学
、
特

に
現
象
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
銘
打
っ
た
看
護
論
文
が
増
加
し
て
い
る（

2
）。
そ
し
て
、
二
十
一
世
紀
に
は
哲
学
、
現
象
学
等
を
テ
ー
マ
に

し
た
看
護
雑
誌
の
特
集
号
が
組
ま
れ
る
な
ど
、
看
護
研
究
者
の
哲
学
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、
哲
学
研
究
者
の
看
護
雑
誌
へ
の
寄
稿
も
頻
繁

に
見
い
だ
さ
れ
る（

3
）。

　

こ
れ
ま
で
、「
看
護
の
哲
学
」
を
論
じ
た
人
々
の
大
半
は
看
護
系
大
学
の
創
設
期
に
中
心
的
に
関
わ
っ
た
看
護
教
員
や
看
護
基
礎
教
育

の
場
で
哲
学
教
員
と
し
て
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
事
情 

―
―
特
に
親
族
の
療
養
―
―
で
医
療
と
関
り
を
も
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
哲
学

研
究
者
た
ち
で
あ
る
。
西
田
幾
多
郎
は
「
我
々
の
最
も
平
凡
な
日
常
の
生
活
が
何
で
あ
る
か
を
最
も
深
く
掴
む
こ
と
に
よ
つ
て
最
も
深
い

哲
学
が
生
ま
れ
る
」（
⑫
三
四
五
）
と
記
し
た
が
、
深
浅
は
別
に
し
て
も
哲
学
が
日
々
の
営
み
や
働
き
の
場
で
、
そ
の
依
っ
て
立
つ
根
源
を

把
握
し
よ
う
と
す
る
知
的
な
努
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
証
左
で
あ
ろ
う
。

　

本
稿
の
意
図
は
、
筆
者
に
与
え
ら
れ
た
紙
幅
の
中
で
、
日
本
に
お
け
る
「
看
護
の
哲
学
」
の
史
的
な
展
開
を
概
説
す
る
こ
と
に
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ま
で
蓄
積
さ
れ
て
き
た
豊
か
な
研
究
内
容
の
ほ
と
ん
ど
を
等
閑
視
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
最
初
に
お
断
り
し
て
お
き

た
い
。



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
八
号

一
二
〇

一　

看
護
系
大
学
の
拡
大
と
看
護
の
哲
学

　

看
護
系
大
学
（
学
部
、
学
科
を
含
む
）
は
一
九
九
一
年
に
は
十
大
学
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
石
川
県
立
看
護
大
学

を
含
ん
で
十
大
学
が
新
設
さ
れ
八
四
（
国
立
三
〇
、
公
立
二
九
、
私
立
二
五
）
大
学
に
な
っ
た
。
後
も
新
設
ラ
ッ
シ
ュ
が
続
き
、
そ
の

二
〇
一
〇
年
に
は
一
八
八
大
学
、
二
〇
年
に
は
二
七
四
大
学
に
達
し
た
。
社
会
的
要
請
と
は
い
え
、
雨
後
の
筍
の
よ
う
な
看
護
系
大
学
設

置
で
あ
り
、
看
護
教
員
と
看
護
研
究
者
の
育
成
が
急
務
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
二
十
一
世
紀
初
頭
ま
で
に
新
設
さ
れ
た
看
護
系
大
学
の

多
く
は
大
学
完
成
年
度
と
同
時
に
大
学
院
設
置
を
求
め
ら
れ
た
。

　

石
川
県
立
看
護
大
学
で
は
開
学
二
年
後
の
二
〇
〇
二
（
平
成
十
四
）
年
四
月
に
大
学
院
設
置
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
門
外
漢
の
筆
者
が

委
員
長
と
し
て
看
護
学
研
究
科
の
創
設
に
携
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
か
な
り
頻
繁
に
先
行
の
大
学
院
を
視
察
し
、
文
部
科
学
、

厚
生
労
働
両
省
の
担
当
者
と
交
渉
を
重
ね
、
正
式
に
大
学
院
設
置
認
可
申
請
を
行
っ
た
の
は
〇
三
年
六
月
で
あ
っ
た 

。
そ
の
前
月
五
月

二
九
日
の
第
四
回
石
川
県
立
看
護
大
学
開
学
記
念
日
に
当
時
日
赤
看
護
大
学
長
で
あ
っ
た
樋
口
康
子
氏
に
講
演
を
お
願
い
し
た
。
そ
れ
は

氏
が
日
本
で
二
つ
目
の
単
科
大
学
（
日
赤
看
護
大
学
）
を
一
九
八
六
年
に
、
九
三
年
に
大
学
院
を
新
設
す
る
際
の
実
質
上
の
責
任
者
だ
っ

た
か
ら
で
あ
る（

5
）。
そ
の
講
演
記
録
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、一
九
九
八
年
度
に
開
学
し
た
大
分
県
立
看
護
大
学
の
記
念
講
演
会
（
九
八

年
一
〇
月
）
の
樋
口
に
よ
る
同
一
テ
ー
マ
「
21
世
紀
の
看
護
を
め
ざ
し
て
」
と
い
う
講
演
記
録
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
末
尾
「
看
護
学

と
医
学
と
の
関
係
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　

医
学
と
看
護
学
は
上
下
関
係
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
両
者
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
生
か
し
て
患
者
の
自
己
実
現
の
た
め
の
支
援
を



一
二
一

日
本
に
お
け
る
「
看
護
の
哲
学
」
の
展
開
と
現
状
　〔
浅
見
〕

し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

　

医
学
は
、
十
八
世
紀
以
降
、
近
代
科
学
の
ポ
リ
シ
ー
を
受
け
継
い
で
、
基
本
的
に
は
部
分
集
合
的
、
分
析
的
な
研
究
手
法
の
も
と

に
発
展
し
て
き
た
学
問
で
あ
る
。
一
方
、
看
護
学
は
、
医
学
の
客
観
的
、
還
元
的
な
人
間
に
対
す
る
取
り
組
み
に
対
し
て
疑
問
を
投

げ
か
け
て
い
る
。

　

人
間
は
、
部
分
の
集
合
体
で
は
な
く
独
自
の
個
性
を
有
す
る
存
在
で
あ
る
。
感
情
や
価
値
観
を
持
ち
、
健
康
上
の
問
題
を
抱
え
て

い
る
一
人
ひ
と
り
の
人
間
を
対
象
と
し
て
組
み
立
て
て
い
く
学
問
で
あ
る
。
看
護
学
は
、
還
元
論
的
な
思
考
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
注

意
し
つ
つ
、
人
間
の
自
己
創
出
、
自
立
性
を
尊
重
し
た
学
問
の
体
系
化
を
め
ざ
す
必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
に
、
患
者
の
価
値
観
、

習
慣
、
生
き
甲
斐
、
人
生
観
、
社
会
的
な
活
動
の
状
態
、
環
境
の
諸
要
因
、
病
気
に
つ
い
て
の
患
者
の
受
け
止
め
方
、
医
療
従
事
者

に
対
す
る
信
頼
感
な
ど
を
総
合
的
に
判
断
し
て
い
る
よ
う
な
学
際
的
で
、
看
護
の
哲
学
に
そ
っ
た
解
釈
を
取
り
入
れ
た
学
問
を
め
ざ

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

看
護
学
の
よ
う
な
学
際
的
な
学
問
分
野
が
独
自
性
を
も
っ
て
発
展
し
て
い
く
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
支
援
は
不
可
欠
で

あ
る
が
、
他
の
分
野
の
人
々
、
特
に
医
学
分
野
の
人
々
が
主
役
に
な
る
よ
う
な
状
況
は
つ
く
っ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
こ
の
た
め

に
も
、
看
護
系
大
学
の
人
々
に
は
大
き
な
期
待
が
か
か
っ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
欲
し
い
。（

6
）　

　

こ
こ
に
は
二
十
一
世
紀
の
看
護
学
が
医
科
学
か
ら
自
立
し
、
体
系
化
さ
れ
る
た
め
に
は
そ
の
基
盤
と
し
て
「
看
護
の
哲
学

0

0

0

0

0

」
が
必
要
で

あ
る
と
明
言
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
課
題
を
具
現
化
す
る
た
め
に
、
講
演
が
な
さ
れ
た
頃
、
樋
口
を
中
心
と
す
る
日
赤
看
護
大
学
の

教
員
た
ち
は
、
全
学
を
挙
げ
て
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
を
取
得
し
、
共
同
研
究
「
看
護
哲
学
の
確
立
に
向
け
て
の
基
礎
的

研
究
」（
以
下
、「
看
護
哲
学
の
基
礎
的
研
究
」
と
略
記
）
に
取
り
組
ん
で
い
た（

7
）。
そ
の
研
究
概
要
に
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
八
号

一
二
二

　

本
研
究
は
、
看
護
学
の
体
系
化
に
向
け
て
最
も
重
要
な
学
的
基
盤
と
し
て
の
看
護
哲
学
の
確
立
を
め
ざ
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
。

こ
こ
数
十
年
の
間
に
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
看
護
の
研
究
論
文
は
増
え
、
新
た
な
看
護
の
知
も
蓄
積
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

　

看
護
と
い
う
現
象
が
、
経
験
の
中
に
う
ず
も
れ
、
学
的
な
体
系
と
し
て
整
理
さ
れ
に
く
か
っ
た
大
き
な
理
由
は
、
看
護
と
い
う
現

象
の
複
雑
さ
や
深
み
と
い
う
も
の
が
、
既
存
の
理
論
や
従
来
の
科
学
的
学
問
観
で
捉
え
、
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
に
困
難
さ
を
伴

う
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
違
和
感
を
問
う
こ
と
に
看
護
の
学
的
基
盤
を
創
る
エ
ッ
セ
ン
ス
が
あ
り
、「
看

護
と
は
一
体
何
な
の
か
、
ど
の
よ
う
な
現
象
な
の
か
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
の
か
」
と
い
っ
た
問
い
を
追
究
す
る
こ
と
が
必
要

な
の
で
あ
る（

8
）。

　
「
看
護
哲
学
の
基
礎
的
研
究
」
を
樋
口
ら
は
学
内
だ
け
で
は
な
く
、
看
護
界
全
体
を
視
野
に
収
め
て
発
信
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
、

一
九
九
七
年
か
ら
三
箇
年
に
わ
た
り
、
日
本
看
護
科
学
学
会
学
術
集
会
に
お
い
て
、
樋
口
が
代
表
を
務
め
て
い
た
看
護
科
学
論
研
究
会
主

催
で
、「
看
護
哲
学
の
基
礎
的
研
究
」
の
成
果
発
表
を
行
っ
て
い
る（

9
）。「
看
護
哲
学
の
基
礎
的
研
究
」
は
、
日
本
の
看
護
学
研
究
者
た

ち
が
主
体
的
組
織
的
に
実
施
し
た
最
初
の
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
唯
一
の
「
看
護
の
哲
学
」
構
築
の
試
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
研
究
班
の
『
報

告
書
』
が
今
後
の
「
看
護
哲
学
の
課
題
」
と
し
て
取
り
上
げ
た
重
要
な
論
点
は
【「
看
護
哲
学
」
と
は
「
看
護
学

0

0

0

の
哲
学
」
な
の
か
、「
看0

護
実
践

0

0

0

の
哲
学
」
な
の
か
】
と
【
日
本
独
自
の
看
護
哲
学
が
可
能
か
】
と
い
う
二
点
で
あ
っ
た（
10
）。
前
者
の
「
看
護
の
哲
学
」
の
対
象

の
二
重
性
は
、
Ｆ
・
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
の
「
看
護
は
サ
イ
エ
ン
ス
で
あ
り
、
ア
ー
ト
で
あ
る
」
や
Ｍ
・
ロ
ジ
ャ
ー
ス
の
看
護
理
解
の
中
に

も
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。



一
二
三

日
本
に
お
け
る
「
看
護
の
哲
学
」
の
展
開
と
現
状
　〔
浅
見
〕

　

看
護
は
一
つ
の
科
学
で
あ
り
、
特
殊
な
技
術
で
あ
る
。
看
護
学
と
は
、
科
学
的
研
究
と
理
論
的
分
析
に
よ
っ
て
到
達
し
た
一
群
の

抽
象
的
知
識
で
、
そ
の
抽
象
的
知
識
の
専
門
的
な
看
護
実
践
に
欠
か
せ
な
い
記
述
的
・
説
明
的
・
予
備
的
原
理
が
含
ま
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
看
護
実
践
と
は
、
看
護
の
技
術
的
側
面
の
こ
と
で
、
科
学
の
抽
象
的
知
識
を
利
用
し
て
人
間
に
奉
仕
す
る
こ
と
を
言
う
。

し
た
が
っ
て
、
看
護
学
を
実
践
に
取
り
入
れ
て
い
っ
て
初
め
て
、
新
し
い
次
元
の
看
護
技
術
が
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

看
護
の
社
会
的
目
的
は
、
理
論
と
実
践
が
統
一
さ
れ
て
初
め
て
実
現
す
る
わ
け
だ
か
ら
、
理
論
と
実
践
が
明
ら
か
に
別
物
で
あ
る

こ
と
に
留
意
し
て
、
両
者
を
混
同
し
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
11
）

　

そ
こ
で
、「
看
護
と
は
何
か
」
と
い
う
哲
学
的
問
い
を
「
看
護
学
と
は
何
か
」
と
い
う
看
護
系
大
学
の
教
員
た
ち
の
問
い
と
「
看
護
実

践
と
は
何
か
」
と
い
う
臨
床
の
場
に
あ
る
看
護
者
た
ち
の
問
い
に
分
け
、
そ
れ
ら
各
々
の
展
開
を
辿
る
こ
と
と
す
る
。

二　
「
看
護
学
の
哲
学
」
の
始
ま
り
と
そ
の
展
開

　

二
〇
〇
三
年
五
月
の
創
立
記
念
講
演
の
後
、
講
演
者
で
あ
っ
た
樋
口
の
希
望
で
そ
の
前
年
（
〇
二
年
六
月
）
に
創
設
さ
れ
た
石
川
県
西

田
幾
多
郎
記
念
哲
学
館
を
案
内
し
た
。
そ
の
際
、
樋
口
は
哲
学
館
を
観
覧
し
た
い
と
思
い
立
っ
た
動
機
を
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
説
明
し

た
、
と
記
憶
し
て
い
る
。

　

日
赤
看
護
大
学
設
置
申
請
の
事
前
相
談
で
、
文
部
省
の
担
当
者
か
ら
最
初
に
問
わ
れ
た
の
は
「
看
護
教
育
と
い
う
が
、
看
護
学

0

0

0

と



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
八
号

一
二
四

は
何
で
す
か
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
こ
で
、
私
が
ま
ず
読
み
始
め
た
の
は
田
辺
元
『
科
学
概
論
』（
12
）
で
し
た
。
そ
の
本
の
序

に
は
西
田
幾
多
郎
先
生
の
学
恩
に
対
す
る
田
辺
先
生
の
感
謝
の
言
葉
が
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。
是
非
、
西
田
先
生
の
記
念
哲
学
館
を

ご
案
内
い
た
だ
け
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
「
看
護
学

0

0

0

と
は
何
で
す
か
」
と
問
わ
れ
た
樋
口
が
田
辺
の
『
科
学
概
論
』
を
手
に
取
っ
た
の
は
、
偶
然
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が（
13
）、「
医

学
の
哲
学
」
に
関
心
を
も
つ
人
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
日
本
に
お
け
る
「
医
学
概
論
（
＝
医
学
の
哲
学
）」
の
創
始
者
・
澤
瀉
久
敬（
14
）
の

次
の
よ
う
な
記
述
を
連
想
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

私
は
大
阪
大
学
医
学
部
か
ら
医
学
概
論
の
講
義
を
求
め
ら
れ
た
と
き
、
そ
の
医
学
概
論
を
医
学
の
哲
学
と
し
て
捉
え
た
。
そ
れ
は

恩
師
田
辺
元
博
士
が
名
著
『
科
学
概
論
』
を
科
学
の
哲
学

0

0

0

0

0

と
し
て
論
じ
ら
れ
た
の
に
従
っ
た（
15
）。

　

澤
瀉
は
「
医
学
の
哲
学
と
は
…
…
医
学
と
い
う
学
問
は
ど
う
い
う
学
問
で
あ
る
か
を
原
理
的
根
本
的
に
論
ず
る
学
問
で
あ
る
」（
16
）、「
哲

学
が
反
省
の
学
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、「
医
学
の
哲
学
」
と
は
「
医
学
と
は
何
で
あ
る
か
」
を
反
省
す
る
学
問
で
あ
る
。
そ
れ
は
医
学

が
自
己
反
省
す
る
学
問
で
あ
る
」（
17
）
と
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
医
学
概
論
の
存
在
理
由
を
「
骨
の
名
前
や
、
臓
器
の
動
き
や
、
病
気

の
種
類
や
、
治
療
の
方
法
の
み
を
教
え
て
、
一
番
肝
心
な
医
学
と
は
何
か
、
を
教
え
ず
に
学
生
を
社
会
に
送
り
出
す
の
で
は
、
医
学
教
育

を
社
会
か
ら
託
さ
れ
て
い
る
医
科
大
学
や
医
学
部
と
し
て
は
、
そ
の
責
任
を
十
分
に
果
た
し
て
い
な
い
と
非
難
さ
れ
て
も
仕
方
な
い
」
と

記
し
て
い
る（
18
）。
そ
の
上
で
、
澤
瀉
は
「
医
学
概
論
」
に
三
つ
の
教
育
的
課
題
を
設
け
、
そ
れ
ら
に
対
応
し
て
科
学
論
（
第
一
部
）、
生

命
論
（
第
二
部
）、
医
学
論
（
第
三
部
）
の
三
部
構
成
と
し
た
。（
19
）



一
二
五

日
本
に
お
け
る
「
看
護
の
哲
学
」
の
展
開
と
現
状
　〔
浅
見
〕

　

そ
の
澤
瀉
が
一
九
六
八
年
の
第
十
七
回
看
護
研
究
学
会
で
「
看
護
の
理
念
」
と
題
す
る
特
別
講
演
を
行
っ
て
い
る（
20
）。
そ
こ
で
は
看

護
婦
が
医
師
と
患
者
と
と
も
に
医
療
を
構
成
す
る
三
因
子
だ
と
述
べ
、
医
師
に
対
す
る
看
護
婦
の
独
自
性
、
積
極
的
意
義
、
使
命
に
言
及

し
た
後
で
、
次
の
よ
う
に
語
り
か
け
て
い
る
。

　

看
護
と
は
な
に
か
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
深
い
省
察
が
、
日
本
だ
け
で
は
な
く
米
国
そ
の
他
の
外
国
に
お
い
て
も
、
意
外
に
少
な

い
と
い
う
事
で
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
の
研
究
が
全
く
な
い
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
多
く
の
も
の
は
看
護

の
概
念
や
看
護
の
定
義
を
一
応
問
題
に
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
深
く
追
求
せ
ず
、
看
護
計
画
や
看
護
技
術
や
看
護
教
育
へ
と
話
が
移
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
…
…
し
か
し
看
護
計
画
や
看
護
技
術
や
看
護
教
育
を
論
ず
る
た
め
に
は
ま
ず
看
護
と
は
何
で
あ

る
か
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
す
。
…
…
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
私
の
よ
う
な
門
外
漢
が
な
す
べ
き
こ
と
で

は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
実
際
に
看
護
を
行
っ
て
お
ら
れ
る
皆
さ
ま
こ
そ
そ
れ
を
な
さ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。（
21
）

　

そ
う
し
た
澤
瀉
の
講
演
に
触
発
さ
れ
て
、
そ
の
後
の
看
護
雑
誌
で
は
「
看
護
の
哲
学
」
の
必
要
性
を
説
く
論
考
が
幾
つ
か
見
い
だ
さ
れ

る
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　

澤
瀉
先
生
の
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
前
提
に
、「
看
護
と
は
何
か
」
に
つ
い
て
、
つ
ま
り
看
護
の
哲
学
と
し
て
の
看
護
学
そ
の
も

の
を
探
求
す
る
（
そ
れ
は
看
護
学
概
論
と
し
て
も
看
護
原
論
と
し
て
も
よ
い
）
部
門
が
あ
り
、
研
究
が
進
め
ら
れ
る
な
ら
、
今
後
の

看
護
の
発
展
に
一
層
貢
献
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
思
う
。（
22
）



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
八
号

一
二
六

　

そ
し
て
、
わ
が
国
最
初
の
看
護
の
哲
学
（
芝
田
不
二
男
『
看
護
哲
学
』）
は
、
上
記
引
用
文
の
筆
者
が
記
し
た
よ
う
に
、
澤
瀉
の
「
医

学
の
哲
学
」
を
前
提
し
、
そ
の
延
長
線
上
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
乱
暴
な
言
い
方
を
す
れ
ば
」
と
断
り
書
き
を
付
け
た
上
で
は
あ

る
が
、「
芝
田
の
述
べ
た
看
護
哲
学
の
全
体
像
は
、
澤
瀉
が
と
な
え
た
こ
の
医
学
哲
学
に
お
け
る
〈
医
学
〉
の
文
字
を
〈
看
護
〉
に
置
換

し
て
捉
え
れ
ば
、
よ
り
明
確
に
把
握
で
き
る
。『
医
学
の
哲
学
』
を
読
め
ば
、
芝
田
が
澤
瀉
に
刺
激
さ
れ
、
こ
れ
を
基
に
自
ら
も
『
看
護

哲
学
』
を
著
そ
う
と
し
た
こ
と
が
容
易
に
推
測
で
き
る
」
と
記
し
た
論
考
も
あ
る（
23
）。 

　

し
か
し
、
そ
の
内
容
が
斬
新
さ
に
欠
け
、
不
明
瞭
さ
が
拭
え
な
い
と
し
て
も
、
芝
田
が
「
看
護
哲
学
が
必
要
な
理
由
と
し
て
、
看
護
が

人
間
の
福
祉
実
現
、
健
康
の
回
復
の
援
助
と
い
う
価
値
実
現
の
仕
事
で
あ
る
…
…
。
看
護
が
こ
う
し
た
明
白
な
目
的
を
も
つ
社
会
活
動
で

あ
り
、
そ
の
目
的
を
実
現
す
る
具
体
的
方
法
の
究
明
こ
そ
が
看
護
学
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
看
護
学
の
研
究
に
は
、
当
然
看
護
が
何
の
た
め

に
行
わ
れ
る
の
か
を
問
う
、
目
的
論
の
研
究
が
ふ
く
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
24
）
と
記
し
た
上
で
、「
全
体
と
し
て
あ
る
べ
き
看
護
を

考
え
、
そ
の
上
で
看
護
に
対
し
て
一
つ
の
態
度
を
と
ら
せ
よ
う
と
す
る
仕
事
」（
25
）
を
「
看
護
哲
学
」
と
命
名
し
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
刊

行
し
た
姿
勢
は
評
価
す
べ
き
と
考
え
る
。「
こ
の
看
護
哲
学
を
、
基
礎
看
護
の
学
習
が
終
わ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
自
分
の
看
護
論
と
そ
の
実

践
と
の
つ
な
が
り
を
つ
く
っ
て
い
こ
う
と
す
る
若
い
看
護
者
に
捧
げ
た
い
の
で
あ
る
」（
26
）
と
記
し
た
よ
う
に
、
看
護
教
育
の
場
に
あ
る

哲
学
教
員
と
し
て
、
看
護
学
生
に
既
存
の
看
護
理
論
を
無
批
判
に
受
容
す
る
の
で
は
な
く
、
看
護
実
践
を
経
て
各
自
の
看
護
観

0

0

0

を
育
む
よ

う
に
と
い
う
願
い
を
こ
め
て
『
看
護
哲
学
』
を
上
梓
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
芝
田
は
西
田
幾
多
郎
が
「
哲
学
が
明
か
に
し
得
る
の

は
実
践
的
認
識
で
あ
り
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
実
践
的
行
為
と
は
云
ひ
得
な
い
」（
⑭
一
六
八
）
と
語
っ
た
よ
う
な
「
哲
学
と
実
践
」
の
関
係

を
わ
き
ま
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
先
に
記
し
た
よ
う
に
看
護
の
門
外
漢
が
「
看
護
哲
学
」
を
記
し
た
こ
と
に
自
戒
を
こ
め
て
、
後
世
に
は

看
護
実
践
家
に
よ
っ
て
看
護
哲
学
が
書
か
れ
る
よ
う
に
と
重
ね
て
記
し
た
。
そ
の
姿
は
、
ま
る
で
マ
ラ
ソ
ン
ラ
ン
ナ
ー
を
先
導
す
る
ペ
ー



一
二
七

日
本
に
お
け
る
「
看
護
の
哲
学
」
の
展
開
と
現
状
　〔
浅
見
〕

ス
メ
ー
カ
ー
の
よ
う
で
あ
る
。

　

芝
田
の
書
が
刊
行
さ
れ
た
四
年
後
（
一
九
七
六
年
）、
教
育
哲
学
者
・
岸
信
行
は
日
本
看
護
協
会
主
催
の
講
演
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て

い
る
。

　

看
護
を
哲
学
的
に
解
釈
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
直
さ
ず
、
看
護
を
支
え
る
根
本
原
理
、
そ
の
中
心
的
本
質
と
課
題
に
つ
い
、

体
系
的
に
考
察
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
〈
看
護
〉
が
支
障
な
く
行
わ
れ
る
諸
条
件
の
吟
味
・
探
究
で
あ
る

と
言
え
よ
う
。

　
〈
看
護
〉
を
哲
学
的
に
と
ら
え
る
場
合
、
忘
れ
て
な
ら
な
い
視
点
が
2
つ
あ
る
。
そ
の
1
つ
は
〈
看
護
〉
を
個
人
的
側
面
か
ら
と

ら
え
る
視
点
で
あ
り
、
も
う
1
つ
は
、
も
っ
と
大
き
な
人
類
の
歴
史
・
文
化
と
い
う
よ
う
な
〈
時
間
的
な
流
れ
〉
と
〈
空
間
的
な
広

が
り
〉
の
中
で
と
ら
え
る
視
点
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
2
つ
は
、
は
っ
き
り
と
区
切
る
こ
と
で
き
、
互
い
に
密
接
に
か
か
わ
り

合
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、〈
人
間
〉
と
い
う
存
在
が
、
個
人
的
な
在
り
方
を
し
て
い
る
と
同
時
に
、
社
会
的
・
歴
史
的
な
在
り

方
を
し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
基
づ
い
て
い
る
。（
27
）

　

さ
ら
に
そ
の
末
尾
に
は
「
実
り
あ
る
看
護
学
の
た
め
に
は
〈
看
護
の
概
念
〉
を
、
従
来
の
狭
い
医
療
概
念
か
ら
解
き
放
ち
、
広
く
一

般
的
な
人
間
生
活
と
〈
歴
史
〉
の
中
で
捉
え
る
視
点
が
ま
す
ま
す
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る（
28
）」
と
も
記
し
て
い
る
。

岸
が
具
体
的
に
そ
う
し
た
視
点
で
論
じ
た
文
献
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
こ
の
指
摘
は
、
現
在
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
い
う
世
界
的
な
社
会
的
、

歴
史
的
事
象
に
よ
っ
て
、
医
療
が
翻
弄
さ
れ
、
対
応
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
状
況
の
中
で
は
一
考
に
値
す
る
と
考
え
る
。
そ
れ
に
つ
い

て
は
後
に
い
く
ら
か
言
及
す
る
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
日
本
の
「
看
護
の
哲
学
」
の
も
う
一
つ
の
側
面
、「
看
護
実
践
の
哲
学
」
の
展



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
八
号

一
二
八

開
に
つ
い
て
概
説
す
る
。　

三　
「
看
護
実
践
の
哲
学
」
の
展
開

　

二
〇
〇
三
年
五
月
に
樋
口
を
西
田
幾
多
郎
記
念
哲
学
館
へ
案
内
し
た
折
、
二
冊
の
書
物
を
紹
介
さ
れ
た
。
西
村
ユ
ミ
『
語
り
か
け
る
身

体
―
看
護
ケ
ア
の
現
象
学
』（
二
〇
〇
一
年
）（
29
）と
谷
津
裕
子『
看
護
の
ア
ー
ト
に
お
け
る
表
現
―
熟
練
助
産
師
の
ケ
ア
実
践
に
基
づ
い
て
』

（
二
〇
〇
二
年
）（
30
）
の
二
冊
で
あ
る
。
両
書
は
い
ず
れ
も
日
赤
看
護
大
学
大
学
院
看
護
学
研
究
科
へ
一
九
九
九
年
、
二
〇
〇
一
年
に
提
出

さ
れ
た
博
士
論
文
に
加
筆
、
修
正
し
た
も
の
で
あ
り
、
研
究
指
導
教
員
は
と
も
に
樋
口
で
あ
る
。
ま
た
、
著
者
の
二
人
は
科
研
「
看
護
哲

学
の
基
礎
付
け
」
の
研
究
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た（
31
）。
西
村
の
著
書
は
「
植
物
状
態
患
者
の
専
門
病
院
で
の
臨
床
経
験
を
、
メ
ル
ロ
＝
ポ

ン
テ
ィ
の
現
象
学
の
概
念
を
援
用
し
て
記
述
し
た
研
究
書
」
で
あ
り
、谷
津
の
著
書
は
「
助
産
師
と
し
て
の
臨
床
経
験
か
ら
西
田
幾
多
郎
、

木
村
素
衛
の
表
現
論
に
基
づ
い
て
、
看
護
に
お
け
る
ア
ー
ト
（art

）
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
論
稿
集
成
」
で
あ
る
。

　

上
掲
の
二
冊
は
「
看
護
哲
学
の
基
礎
付
け
」
と
言
え
な
く
は
な
い
が
、
科
研
で
樋
口
た
ち
が
当
初
構
想
し
よ
う
と
し
て
い
た
看
護
哲
学

と
は
い
く
ら
か
内
容
を
異
に
し
て
い
る
。
科
研
の
出
発
点
は
、
大
学
の
設
置
準
備
に
お
け
る
樋
口
へ
の
「『
看
護
学
』
と
は
何
で
す
か
」

と
い
う
問
い
で
あ
り
、そ
こ
で
は
「
看
護
学

0

0

0

の
哲
学
」
が
問
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
比
し
て
二
冊
の
書
物
の
内
実
は
「
看
護
実
践

0

0

0

0

の
哲
学
」

で
あ
る
。
そ
し
て
、
両
書
の
「
あ
と
が
き
」
と
「
は
し
が
き
」
に
は
指
導
教
員
樋
口
へ
の
感
謝
の
言
葉
と
と
も
に
、
西
村
は
「
本
書
に
お

言
葉
を
い
た
だ
い
た
鷲
田
清
一
先
生
に
は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
思
想
の
豊
か
さ
と
味
い
深
さ
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
、
と
い
う
よ
り

さ
り
げ
な
く
感
じ
と
れ
る
よ
う
に
伝
え
て
い
た
だ
い
た
」（
32
）、
谷
津
は
「
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授
の
中
岡
成
文
先
生
に
は
、

西
田
哲
学
の
解
釈
に
関
し
て
多
く
の
ご
示
唆
を
い
た
だ
い
た
」（
33
）
と
い
う
謝
辞
を
記
し
て
い
る
。
鷲
田
、
中
岡
の
二
人
は
一
九
九
八
年



一
二
九

日
本
に
お
け
る
「
看
護
の
哲
学
」
の
展
開
と
現
状
　〔
浅
見
〕

に
大
阪
大
学
大
学
院
の
倫
理
学
講
座
を
臨
床
哲
学
（clinical philosophy

）
に
名
称
変
更
し
、
医
療
の
み
な
ら
ず
教
育
や
福
祉
等
、
ケ

ア
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
臨
床
の
場
で
哲
学
す
る
道
を
切
り
拓
い
た
臨
床
哲
学
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
る
。
そ
し
て
今
や
、看
護
実
践（
臨

床
）
を
哲
学
の
語
り
に
依
拠
し
て
記
述
す
る
と
い
う
研
究
手
法
、
看
護
研
究
者
と
哲
学
研
究
者
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
日
本
に
お
け

る
「
看
護
実
践
の
哲
学
」
の
主
調
音
で
さ
え
あ
る
。
日
本
の
臨
床
哲
学
の
創
成
期
に
お
け
る
少
壮
の
日
本
人
看
護
研
究
者
と
臨
床
哲
学
者

の
出
会
い
に
は
ま
さ
に
啐
啄
同
時
の
趣
が
あ
る
。

三
―
一　

看
護
の
現
象
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
（
フ
ッ
サ
ー
ル
の
系
譜
）

　

鷲
田
が
協
力
し
た
西
村
『
語
り
か
け
る
身
体
』
は
、
日
本
に
お
け
る
現
象
学
的
看
護
研
究
と
し
て
最
も
評
価
が
高
い
も
の
で
あ
る
。
た

だ
し
、
日
本
に
お
け
る
現
象
学
を
用
い
た
看
護
研
究
を
リ
ー
ド
し
た
の
は
Ｍ
・
ロ
ジ
ャ
ー
ス
、
Ｐ
・
ベ
ナ
ー
、Ｊ
・
ワ
ト
ソ
ン
、
Ｒ
・
パ
ー
ス
ィ

な
ど
、
ア
メ
リ
カ
の
看
護
理
論
家
た
ち
で
あ
っ
た
。
一
九
八
〇
年
代
に
入
っ
て
彼
ら
の
看
護
論
が
翻
訳
、
紹
介
さ
れ
る
に
伴
っ
て
、
日
本

で
は
九
〇
年
代
に
現
象
学
的
手
法
を
用
い
た
看
護
論
文
が
急
増
し
た（
34
）。
近
年
、
西
村
ら
と
コ
ラ
ボ
レ
ー
ト
し
な
が
ら
看
護
ケ
ア
の
現

象
学
的
・
応
用
哲
学
的
研
究
に
成
果
を
残
し
て
い
る
榊
原
哲
也
は
、
看
護
の
現
象
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
二
つ
の
方
向
が
あ
る
と
指
摘
し

て
い
る
。

　

看
護
ケ
ア
理
論
に
お
け
る
現
象
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
、
大
き
く
分
け
て
、
① 〈
患
者
の
病
気
体
験
な
い
し
そ
の
意
味
を
そ
の
人

が
体
験
し
て
い
る
が
ま
ま
に
あ
り
の
ま
ま
に
理
解
し
認
識

0

0

し
よ
う
と
す
る
た
め
に
現
象
学
的
還
元
の
遂
行
や
現
象
学
的
態
度
を
求
め

る
も
の
〉
と
、
②
〈
病
気
を
体
験
し
て
い
る
患
者
や
そ
の
家
族
、
そ
し
て
彼
ら
に
ケ
ア
と
い
う
仕
方
で
関
わ
る
看
護
師
の
在
り
方

0

0

0

を



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
八
号

一
三
〇

理
解
し
解
釈
す
る
た
め
に
そ
も
そ
も
人
間
と
い
う
存
在
者
が
ど
の
よ
う
な
在
り
方
を
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
現
象
学
に
知
見
を
求

め
る
も
の
〉
と
い
う
、
二
つ
の
系
統
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
前
者
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
的
認
識
論
の
精
神
を
受
け
継
い

だ
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
や
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
現
象
学
的
存
在
論
の
知
見
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て

よ
い
。（
35
）

　

最
近
の
現
象
学
的
看
護
研
究
を
二
つ
の
系
統
に
判
然
と
区
分
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
が
、
日
本
の
看
護
研
究
で
は
①
の
フ
ッ
サ
ー
ル

の
現
象
学
的
認
識
論
の
受
容
が
先
行
し
た
。
看
護
界
へ
の
現
象
学
の
導
入
を
最
初
に
試
み
た
の
は
、
人
間
関
係
論
の
心
理
学
者
・
早
坂
泰

次
郎
「
病
気
と
人
間 

―
現
象
学
的
試
論
」（
一
九
六
六
年
）
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る（
36
）。
早
坂
に
学
ん
だ
大
学
院
生
、
あ
る
い
は
主
催
し
た

日
本
Ｉ
Ｐ
Ｒ
（Inter Personal R

elation
）
研
究
会
に
参
加
し
た
看
護
者
た
ち
の
中
か
ら
、
現
象
学
的
手
法
で
臨
床
の
「
患
者
―
看
護
婦

関
係
」
を
捉
え
よ
う
と
す
る
看
護
研
究
者
た
ち
が
育
っ
て
い
っ
た（
37
）。
特
に
早
坂
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
「
ナ
ー
ス
の
た
め
の
現
象
学 

―
『
あ

る
が
ま
ま
』
の
患
者
理
解
の
た
め
に
」
と
題
さ
れ
た
雑
誌
『
臨
床
看
護
』
の
十
三
回
に
及
ぶ
連
載
が
、
わ
が
国
の
現
象
学
的
看
護
研
究
の

展
開
に
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い（
38
）。
二
〇
〇
四
年
五
月
ま
で
に
公
表
さ
れ
た
現
象
学
的
研
究
方
法
を
用
い
た
看
護
論
文
に
お
い
て「
最

も
多
く
使
わ
れ
て
い
る
」
の
は
、
早
坂
が
紹
介
し
た
現
象
学
的
心
理
学
者
ア
メ
デ
オ
・
ジ
オ
ル
ジ
（A

m
edeo P. G

iorgi,1931-2011

）

の
研
究
方
法
で
あ
っ
た（
39
）。
そ
の
ジ
オ
ル
ジ
の
現
象
学
に
つ
い
て
榊
原
は
、
以
下
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。

　
（
ジ
オ
ル
ジ
は
）
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
的
認
識
論
の
精
神
を
受
け
継
い
だ
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
「
心
理
学
者
」

と
し
て
、
現
象
学
を
「
現
象
学
的
心
理
学
」
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
受
け
と
め
、「
人
間
の
意
識
」
を
、
し
か
も
そ
の
「
心
理
学
的
な
本
質
」

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
そ
し
て
、「
他
者
」
す
な
わ
ち
「
被
験
者
」
な
い
し
「
参
加
者
」
か
ら
ま
ず
「
記
述
」
を
得
た



一
三
一

日
本
に
お
け
る
「
看
護
の
哲
学
」
の
展
開
と
現
状
　〔
浅
見
〕

う
え
で
、そ
れ
に
対
し
て
心
理
学
的
な
「
前
–
超
越
論
的
還
元(pre-transcendental reduction)

」
な
い
し
「
学
的
還
元(scientific 

reduction)

」
を
行
い
な
が
ら 

―
―
と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
「
所
与
」
と
し
て
の
「
現
象
」
の
う
ち
に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
「
仮
説
」

や
「
仮
定
」
や
「
理
論
」
な
ど
を
持
ち
込
ま
ず
に
―
―
そ
こ
に
潜
む
「
心
理
学
的
な
本
質
」
を
「
記
述
」
し
、「
経
験
の
志
向
的
対

象
を
分
節
化
」
し
よ
う
と
す
る
。（
40
）

　

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
が
日
本
の
看
護
界
に
与
え
た
影
響
を
何
よ
り
も
物
語
っ
て
い
る
の
は
、
二
〇
〇
〇
年
四
月
の
愛
知
医
科
大
学
看

護
学
研
究
科
の
開
設
と
そ
の
記
念
講
演
を
中
心
に
編
ま
れ
た
雑
誌
『
看
護
研
究
』
増
刊
号
の
「
看
護
研
究
と
現
象
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」

（
二
〇
〇
四
年
九
月
）
で
あ
ろ
う
。
愛
知
医
科
大
学
の
看
護
学
研
究
科
設
置
の
中
心
に
な
っ
た
の
は
早
坂
の
教
え
子
で
、
日
本
Ｉ
Ｐ
Ｒ
の

中
心
メ
ン
バ
ー
・
高
橋
照
子
（
当
時
学
部
長
）
で
あ
り
、
新
設
の
研
究
科
の
共
通
科
目
に
は
「
現
象
学
看
護
」
が
配
当
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

増
刊
号
の
「
冒
頭
の
言
葉
」
に
は
早
坂
ら
が
学
ん
だ
精
神
病
理
学
者
ヴ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ベ
ル
ク
（Jan H

endrik van den B
erg, 1914 

–2012

）
の
「
現
象
学
者
か
ら
日
本
の
ナ
ー
ス
た
ち
へ
の
こ
と
づ
け
」
が
、
次
い
で
ジ
オ
ル
ジ
と
パ
ー
ス
ィ
の
講
演
記
録
、
そ
し
て
鷲
田

の
論
考
な
ど
が
掲
載
さ
れ
て
い
る（
41
）。

　

二
十
一
世
紀
初
頭
に
は
「
現
象
学
的
看
護
研
究
」
と
い
う
用
語
は
、
日
本
の
看
護
研
究
者
の
間
で
は
定
着
し
て
き
て
い
る
が
、
そ
の
際
、

前
期
の
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
が
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
系
譜
に
お
い
て
、
現
在
、
看
護
や
ケ
ア
研
究
に
最
も
生
産
的

な
成
果
を
残
し
て
い
る
哲
学
研
究
者
は
浜
渦
辰
二
で
あ
ろ
う
。
浜
渦
の
出
発
は
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
（
と
り
わ
け
「
間
主
観
性
」）
の
研

究
で
あ
る
が
、
親
族
の
闘
病
を
き
っ
か
け
に
、
看
護
者
と
の
研
究
会
を
経
て
「
ケ
ア
の
人
間
学
」
の
考
察
に
着
手
し
始
め
る
。
そ
し
て
、

二
〇
〇
八
年
に
大
阪
大
学
臨
床
哲
学
講
座
に
着
任
し
て
か
ら
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
と
ケ
ア
の
人
間
学
を
つ
な
ぐ
試
み
と
し
て
「
ケ

ア
の
現
象
学
」、
さ
ら
に
「
ケ
ア
の
臨
床
哲
学
」
を
展
開
し
た（
42
）。
ま
た
、
現
象
学
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
学
、
在
宅
看
護
学
、
教



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
八
号

一
三
二

育
学
な
ど
の
研
究
者
と
共
同
し
て
、
後
期
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
生
活
世
界
」
と
い
う
概
念
に
導
か
れ
な
が
ら
、
患
者
中
心
の
ケ
ア
（person-

centered-care

）
を
超
え
る
現
象
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
「
生
活
世
界
ケ
ア
（lifew

orld-led-care

）」
の
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
る（
43
）。

そ
こ
に
は
地
域
包
括
ケ
ア
や
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
呼
応
す
る
、
新
た
な
看
護
ケ
ア
の
臨
床
（
臨
地
）
哲
学
的
研
究
の
地
平
を
切
り

拓
く
可
能
性
が
秘
め
ら
れ
て
い
る（
44
）。

三
―
二　

ハ
イ
デ
ガ
ー
、
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
の
系
譜

　

榊
原
の
区
分
②
の
系
統
が
日
本
に
展
開
す
る
際
に
、
最
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
Ｐ
・
ベ
ナ
ー(Patricia Saw

yer B
enner, 

1942)

の
諸
著
作
で
あ
ろ
う
。
特
に
、『
ア
メ
リ
カ
看
護
学
会
誌
』
で
「
看
護
教
育
と
看
護
研
究
に
お
け
る
一
九
八
四
年
の
こ
の
一
冊
」

に
挙
げ
ら
れ
た
『
初
心
者
か
ら
熟
練
者
へ
（From

 N
ovice to Expert, Excellence and Pow

er in C
linical N

ursing Practice,1984 

）』
の
日
本
語
訳
『
ベ
ナ
ー
看
護
論 

―
達
人
ナ
ー
ス
の
卓
越
性
と
パ
ワ
ー
』（
一
九
九
二
年
）
の
刊
行
が
与
え
た
影
響
は
大
き
か
っ
た（
45
）。

こ
の
訳
書
の
刊
行
を
機
に
、
多
く
の
日
本
人
看
護
研
究
者
が
臨
床
に
お
け
る
熟
練
ナ
ー
ス
の
看
護
実
践
を
記
述
す
る
と
い
う
研
究
手
法

を
採
用
し
た
。
さ
ら
に
、
ベ
ナ
ー
が
Ｊ
・
ル
ー
ベ
ル(Judith W

rubel,1945-2005)

と
共
同
執
筆
し
た
『
現
象
学
的
人
間
論
と
看
護
』

（
一
九
八
九
）（
46
）
で
は
「
本
書
で
と
る
理
論
的
視
角
は
、
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
モ
ー
リ
ス
・
メ
ル
ロ
ポ
ン
テ
ィ
の
現
象
学
、
そ

れ
か
ら
著
者
二
人
の
母
校
で
あ
る
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
で
の
Ｌ
・
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
と
Ｓ
・
ラ
ザ
ラ
ス
の
講
義
に
基
礎
を
持
つ
」（
47
）、「
こ

こ
で
私
た
ち
が
依
拠
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
現
象
学
的
人
間
論
に
よ
れ
ば
、
認
識
論
的
な
問
い
よ
り
も
存
在
論
的
な
問
い
の
方
が
先
行
す

る
」（
48
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
主
と
し
て
『
存
在
と
時
間
』
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
展
開
し
た
基
礎
的
存
在
論
に
依
拠
し
、
メ
ル
ロ

＝ 

ポ
ン
テ
ィ
の
身
体
の
現
象
学
を
取
り
入
れ
な
が
ら
「
現
象
学
的
人
間
観
」
を
描
い
た
上
で
、看
護
実
践
の
在
り
方
が
探
求
さ
れ
て
い
る
。



一
三
三

日
本
に
お
け
る
「
看
護
の
哲
学
」
の
展
開
と
現
状
　〔
浅
見
〕

　

そ
う
し
た
二
つ
目
の
系
統
の
日
本
に
お
け
る
最
も
優
れ
た
研
究
と
し
て
榊
原
が
紹
介
し
て
い
る
の
が
西
村
『
語
り
か
け
る
身
体
』
で
あ

り
、
そ
の
「
解
説
」（
49
）
で
鷲
田
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

西
村
ユ
ミ
さ
ん
の
博
士
論
文
の
執
筆
過
程
に
さ
さ
や
か
に
関
わ
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
の
は
、
西
村
さ
ん
に
お
い
て
は
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
の
現
象
学
的
な
発
想
法
が
ほ
ん
と
う
に
身
に
沁
み
込
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
…
…
長
田
弘
と
い
う
詩
人
に
こ
ん

な
言
葉
が
あ
る
。「
み
え
て
は
い
る
が
誰
も
み
て
い
な
い
も
の
を
み
え
る
よ
う
に
す
る
の
が
詩
だ
」。
わ
た
し
は
こ
れ
こ
そ
現
象
学
の

定
義
だ
と
考
え
て
き
た
も
の
だ
が
、
こ
の
定
義
は
西
村
さ
ん
の

0

0

0

0

0

現
象
学
の
な
か
で
何
よ
り
も
生
か
さ
れ
て
い
る
と
お
も
う
。「
手
が

か
り
」
と
か
「
捉
え
な
お
し
」
と
い
っ
た
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
の
普
通
は
注
目
さ
れ
な
い
が
き
わ
め
て
重
要
な
方
法
概
念
が
、
西

村
さ
ん
の
具
体
的
な
分
析
の
な
か
で
た
し
か
に
働
い
て
い
る
の
に
も
、
正
直
な
と
こ
ろ
お
ど
ろ
か
さ
れ
た
。（
50
）

　

臨
床
哲
学
者
た
ち
に
強
烈
な
印
象
を
与
え
た
西
村
ユ
ミ
の
現
象
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
そ
の
後
の
現
象
学
者
た
ち
と
の
共
同
研
究
と
共

著
な
ど
を
通
し
て（
51
）、
日
本
の
「
看
護
実
践
の
研
究
」
の
滔
々
と
し
た
流
れ
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
二
〇
一
五
年
に
は
「
臨
床
実

践
の
現
象
学
会
」
が
設
立
さ
れ
、
そ
の
設
立
「
趣
旨
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　

人
々
の
経
験
や
実
践
に
関
心
を
向
け
、
そ
れ
を
捉
え
直
す
こ
と
を
目
指
し
た
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
日
常
的

に
行
っ
て
い
る
援
助
や
ケ
ア
と
呼
ば
れ
る
実
践
、
教
育
に
関
わ
る
実
践
、
あ
る
い
は
、
病
い
や
何
ら
か
の
困
難
を
抱
え
つ
つ
生
活
す

る
人
々
の
経
験
な
ど
が
相
当
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
実
践
や
経
験
に
は
、
そ
の
当
事
者
で
さ
え
は
っ
き
り
自
覚
し
て
い
な
い
事
柄
が
内

包
さ
れ
て
お
り
、
既
存
の
理
論
や
概
念
を
用
い
て
説
明
す
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
私
た
ち
は
、
一
旦
既
存
の
理
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論
や
概
念
を
棚
上
げ
し
、
事
象
そ
の
も
の
へ
と
立
ち
返
る
こ
と
を
要
請
す
る
現
象
学
を
手
が
か
り
に
、
諸
経
験
や
実
践
の
成
り
立
ち

に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
を
試
み
て
き
ま
し
た
。（
52
）

　

こ
の
学
会
の
前
身
は
二
〇
〇
九
年
二
月
一
日
に
始
ま
っ
た
「
臨
床
実
践
の
現
象
学
研
究
会
」
で
あ
り
、
学
会
へ
と
名
称
が
変
わ
り
、
大

会
開
催
と
学
会
誌
『
臨
床
実
践
の
現
象
学
』
発
行
以
降
も
、
驚
く
こ
と
に
毎
月
一
回
の
ベ
ー
ス
で
研
究
会
が
開
催
さ
れ
続
け
て
い
る
。

三
―
三　

看
護
実
践
の
哲
学
と
日
本
哲
学

　

科
研
「
看
護
哲
学
の
基
礎
付
け
」
の
『
報
告
書
』
の
中
に
、
日
本
人
の
哲
学
研
究
者
に
は
耳
の
痛
い
、
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。

　

わ
が
国
の
哲
学
の
歴
史
を
振
り
返
る
と
、「
哲
学
を
す
る
」と
い
う
土
壌
が
育
っ
て
い
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
っ
た
。
か
と
い
っ
て
、

看
護
哲
学
も
欧
米
の
哲
学
を
輸
入
し
て
あ
て
は
め
る
だ
け
で
は
、
看
護
者
が
一
人
ひ
と
り
納
得
し
受
け
入
れ
ら
れ
る
哲
学
と
し
て
は

十
分
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
わ
が
国
の
歴
史
、
思
想
、
人
間
観
を
十
分
吟
味
し
、
既
存
の
看
護
論
を
丹
念
に
評
価
し
た
上
で
「
看
護
哲

学
」
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。（
53
）

　

わ
が
国
の
看
護
教
育
の
高
等
教
育
化
に
関
す
る
牽
引
者
の
一
人
で
あ
っ
た
日
野
原
重
明
が
、
日
本
の
看
護
は
「
ア
メ
リ
カ
の
看
護
理
論

に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
て
い
る
」（
54
）
と
語
っ
た
よ
う
に
、
二
〇
世
紀
後
半
の
わ
が
国
の
看
護
研
究
、
看
護
教
育
は
ア
メ
リ
カ
の
看
護
理
論
家

の
著
作
に
依
拠
し
て
い
る
場
合
が
多
か
っ
た
。
こ
う
し
た
欧
米
の
基
礎
科
学
、
理
論
、
哲
学
の
移
植
と
い
う
現
象
は
、
わ
が
国
の
諸
学
問
、



一
三
五

日
本
に
お
け
る
「
看
護
の
哲
学
」
の
展
開
と
現
状
　〔
浅
見
〕

諸
科
学
が
近
代
化
の
途
上
に
お
い
て
辿
っ
て
き
た
道
程
で
あ
っ
て
、
歴
史
の
浅
い
日
本
の
看
護
教
育
界
に
と
っ
て
も
避
け
て
通
る
こ
と
の

で
き
な
い
発
展
の
一
コ
マ
だ
っ
た
と
い
う
事
は
で
き
る
。

　

し
か
し
、
実
践
の
学
で
あ
る
看
護
学
の
対
象
は
特
殊
な
文
化
、
社
会
的
背
景
を
も
っ
た
個
人
と
集
団
で
あ
り
、
臨
床
、
臨
地
に
お
け
る

看
護
実
践
は
特
殊
な
文
化
的
、
社
会
的
背
景
を
有
す
る
看
護
主
体
と
対
象
と
の
相
互
行
為
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
本
の
看
護
哲
学
や
看

護
理
論
は
そ
の
伝
統
的
な
人
間
理
解
を
踏
ま
え
た
文
化
諸
学
や
社
会
科
学
、
特
に
哲
学
、
宗
教
学
、
民
俗
学
等
の
成
果
を
踏
ま
え
て
形
成

さ
れ
な
け
れ
ば
、
十
全
な
臨
床
の
知
、
実
践
知
と
し
て
の
特
質
を
持
ち
得
な
い
と
す
る
指
摘
が
あ
る（
55
）。
だ
と
す
る
と
、
谷
津
の
『
看

護
の
ア
ー
ト
に
お
け
る
表
現
』
は
、
西
村
の
著
書
ほ
ど
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
も
た
な
か
っ
た
が
、
本
格
的
に
日
本
哲
学
と
関
わ
っ
て
な
さ
れ

た
看
護
研
究
と
し
て
再
評
価
さ
れ
て
も
よ
い
と
考
え
る（
56
）。
著
者
が
ど
こ
ま
で
そ
の
こ
と
に
自
覚
的
で
あ
っ
た
か
は
解
ら
な
い
が
、
日

本
社
会
の
た
だ
中
で
実
践
さ
れ
る
看
護
実
践
を
日
本
哲
学
の
行
為
論
、
身
体
論
に
基
づ
い
て
記
述
し
よ
う
と
し
た
、
お
そ
ら
く
最
初
の
本

格
的
な
看
護
研
究
者
の
手
に
な
る
「
看
護
実
践
の
哲
学
」
の
試
み
で
あ
る
。

　

谷
津
の
著
書
が
刊
行
さ
れ
る
前
年
十
一
月
、
長
野
県
立
看
護
大
学
で
な
さ
れ
た
特
別
講
演
「G

ood N
ursing, N

ursing the G
ood: 

K
itaro N

ishida and the Philosophy of C
are

」
で
、
英
国
の
生
命
倫
理
学
者
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
ハ
ン
ト
（G

eoffrey H
unt, 1936- 

）
は
、

日
本
の
看
護
研
究
者
に
向
け
て
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。

　

も
し
東
洋
（
日
本
が
）
が
西
洋
を
盲
目
的
に
追
い
続
け
て
い
く
こ
と
を
止
め
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
時
は
、
西
田
を
は
じ
め
と

す
る
人
間
の
蒙
を
啓
い
て
き
た
長
い
伝
統
に
お
け
る
哲
人
た
ち
の
論
考
を
読
み
直
し
、
そ
の
哲
学
に
学
ぶ
必
要
が
生
じ
る
の
で
は
な

い
か
。（
57
）

　

ハ
ン
ト
の
講
演
は
前
期
西
田
の
純
粋
経
験
論
に
照
ら
し
て
、
現
代
医
療
や
看
護
に
巣
く
う
西
洋
の
科
学
主
義
、
産
業
社
会
型
の
価
値
観
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か
ら
の
脱
却
を
日
本
の
看
護
研
究
に
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
谷
津
は
博
士
論
文
執
筆
の
時
期
に
は
ま
だ
ハ
ン
ト
の
主
張
に
接
し
て
い
な

か
っ
た
よ
う
だ
が（
58
）、
谷
津
が
指
導
を
仰
い
だ
中
岡
の
『
私
と
出
会
う
た
め
の
西
田
幾
多
郎
』（
一
九
九
九
年
）
の
冒
頭
に
は
、
西
田
の

純
粋
経
験
論
か
ら
患
者
―
看
護
者
関
係
を
説
明
す
る
記
述
が
存
在
す
る
。

　

村
田
久
行
と
い
う
人
は
、
幾
多
郎
の
純
粋
経
験
の
思
想
を
看
護
や
介
護
な
ど
の
対
人
援
助
に
あ
て
は
め
て
、
こ
う
い
っ
て
い
ま
す
。

「
援
助
者
あ
っ
て
援
助
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
援
助
が
あ
っ
て
援
助
者
が
あ
る
」（『
ケ
ア
の
思
想
と
対
人
援
助
―
終
末
期
医
療
と
福
祉

の
現
場
か
ら
』）。「
個
人
あ
っ
て
経
験
あ
る
の
で
は
な
く
、
経
験
あ
っ
て
個
人
あ
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
先
（
西
田
）
の
文
句
を
見

事
に
も
じ
っ
て
い
ま
す
ね
。

　

ケ
ア
の
現
場
で
は
、
患
者
で
あ
る
Ａ
さ
ん
と
看
護
婦
の
Ｂ
さ
ん
が
別
々
の
人
格
と
し
て
向
か
い
合
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
…
…

二
人
の
真
剣
な
出
会
い
か
ら
、
機
械
的
な
繰
り
返
し
や
ま
ね
ご
と
で
な
い
援
助
が
創
出
さ
れ
る
の
で
す
。
そ
う
し
て
、
こ
の
ケ
ア
の

関
係
性
が
看
護
婦
を
成
長
さ
せ
、
患
者
に
新
し
い
生
き
る
気
力
を
与
え
る
の
で
す
。（
59
）

　

上
述
の
記
述
で
は
、
前
期
西
田
の
純
粋
経
験
に
お
い
て
個
が
成
立
す
る
プ
ロ
セ
ス
と
看
護
実
践
に
お
け
る
患
者
―
看
護
婦
の
相
互
関
係

の
親
近
性
が
取
り
上
げ
ら
え
て
い
る
が
、
谷
津
が
自
身
の
著
書
の
中
で
引
用
し
た
中
心
的
な
箇
所
は
後
期
西
田
の
表
現
論
、
行
為
的
直
観

に
関
す
る
中
岡
の
「
解
説
」
で
あ
る（
60
）。

　

谷
津
の
「
看
護
の
ア
ー
ト
の
表
現
に
関
す
る
研
究
」
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
助
産
婦
と
し
て
の
臨
床
体
験
と
脳
幹
梗
塞
を
患
っ

た
患
者
家
族
と
し
て
の
体
験
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
体
験
を
踏
ま
え
て
「
看
護
の
ア
ー
ト
の
実
践
と
、
看
護
者
と
患
者
の
表
現
（
看
護
者
と

患
者
が
交
わ
し
合
う
言
葉
、
動
作
、
表
情
、
口
調
な
ど
）
と
の
関
係
に
注
目
し
」、「
表
現
を
介
し
て
双
方
が
何
を
感
じ
、
何
を
体
験
し
て



一
三
七

日
本
に
お
け
る
「
看
護
の
哲
学
」
の
展
開
と
現
状
　〔
浅
見
〕

い
る
の
か
、
双
方
の
間
に
何
が
起
こ
っ
て
い
る
か
を
明
る
み
に
し
、
看
護
の
ア
ー
ト
の
現
象
に
潜
む
表
現
の
本
質
的
特
徴
を
探
求
し
、
意

味
づ
け
て
み
た
い
と
考
え
た
」、
そ
し
て
、
そ
れ
は
「
人
間
を
中
心
と
し
た
看
護
本
来
の
あ
り
方
を
探
る
一
つ
の
手
立
て
に
な
る
だ
ろ
う
」

と
記
し
て
い
る（
61
）。
そ
の
研
究
目
的
実
現
の
た
め
に
着
目
し
た
西
田
・
木
村
の
表
現
論
の
特
色
を
「
人
間
を
「
形
成
的
自
覚
的
存
在
」、

す
な
わ
ち
、
も
の
を
作
り
現
す
と
い
う
行
為
を
通
し
て
自
己
及
び
他
者
と
の
関
係
の
な
か
で
自
己
を
形
成
し
、
自
覚
し
て
く
存
在
と
し
て

把
握
す
る
点
で
あ
る
」
と
解
し
た
上
で
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

西
田
・
木
村
の
著
作
を
貫
く
「
形
成
」「
表
現
」
を
中
心
と
す
る
モ
チ
ー
フ
は
、決
し
て
芸
術
作
品
に
限
ら
れ
た
問
題
で
は
な
く
、個
々

の
か
け
が
え
の
な
い
人
間
は
そ
も
そ
も
「
つ
く
る
」「
あ
ら
わ
す
」
と
い
う
行
為
の
中
で
生
き
て
お
り
、
そ
の
都
度
、
自
己
へ
の
不
満

を
定
立
さ
せ
な
が
ら
、
さ
ら
に
「
つ
く
る
」「
あ
ら
わ
す
」
と
い
う
行
為
へ
と
進
む
と
い
う
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の

よ
う
な
意
味
に
お
い
て
表
現
は
「
単
に
内
的
生
命
の
身
体
に
於
け
る
直
接
の
発
動
や
或
い
は
言
表
に
限
ら
ず
、
ま
た
作
り
現
わ
さ
れ

た
も
の
と
し
て
の
様
々
な
制
作
物
や
所
産
に
限
ら
ず
、
こ
れ
を
含
み
入
れ
て
更
に
一
層
具
体
的
包
括
的
に
、
凡
そ
何
も
の
か
を
つ

く
り
あ
ら
わ
す
こ
と
に
於
い
て
自
ら
の
存
在
を
具
体
的
に
維
持
し
て
い
く
よ
う
な
生
命
の
は
た
ら
き
」（
木
村
、1937/1997, p. 8

）

で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
表
現
の
意
味
づ
け
は
、
本
研
究
に
於
い
て
、
看
護
者
と
患
者
個
々
の
存
在
の
意
味
、
そ
し
て
双
方
が

ど
の
よ
う
な
諸
関
係
の
中
で
存
在
し
自
己
実
現
を
果
た
し
て
い
く
の
か
を
問
い
直
す
視
座
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。（
62
）

　

そ
う
し
た
視
座
に
基
づ
い
て
「
西
田
・
木
村
の
表
現
論
に
基
づ
く
現
象
へ
の
接
近
」
と
し
て
、
四
四
事
例
（
実
際
に
著
述
で
紹
介
さ
れ

て
い
る
の
は
五
事
例
）
の
助
産
師
活
動
へ
の
参
加
観
察
を
通
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
結
論
を
導
い
て
い
る
。
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本
研
究
で
は
、
哲
学
者
西
田
幾
多
郎
と
木
村
素
衛
の
表
現
論
に
基
づ
き
、
表
現
と
い
う
も
の
を
、
看
護
者
と
対
象
者
が
相
手
と
共

に
何
も
の
か
を
作
り
現
す
こ
と
に
よ
っ
て
互
い
の
存
在
、
関
係
世
界
を
維
持
、
発
展
し
て
い
く
よ
う
な
働
き
と
し
て
捉
え
た
。（
63
）

　

紙
幅
内
で
谷
津
、
西
村
の
著
作
の
内
容
を
詳
述
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
彼
ら
の
著
作
は
「
看
護
実
践
の
哲
学
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ

し
い
レ
ベ
ル
に
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
哲
学
と
呼
べ
る
内
実
を
備
え
て
い
る
の
は
、
彼
ら
が
臨
床
哲
学
た
ち
の
紹
介
し
た

メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
や
西
田
幾
多
郎
な
ど
の
哲
学
に
基
づ
い
て
、
看
護
実
践
を
記
述
し
よ
う
と
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
、
中

世
哲
学
研
究
か
ら
出
発
し
た
清
水
哲
郎
が
『
医
療
現
場
に
臨
む
哲
学
』（
一
九
九
七
年
）
に
お
い
て
、
哲
学
研
究
者
と
し
て
の
自
ら
の
立
ち

位
置
を
「
実
践
家
に
付
き
添
う
書
記
」「
現
場
を
写
す
鏡
」
と
記
し
て
い
る
が（
64
）、「
看
護
実
践
の
哲
学
」
を
記
し
た
看
護
研
究
者
に
寄
り

添
っ
た
臨
床
哲
学
者
た
ち
は
む
し
ろ
「
実
践
家
の
よ
き
伴
走
者
」
に
な
り
得
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

四　
「
看
護
の
哲
学
」
の
も
う
一
つ
の
ス
タ
ン
ス

　

日
本
の
「
看
護
の
哲
学
」
は
こ
れ
ま
で
「
看
護
学
の
哲
学
」「
看
護
実
践
の
哲
学
」
と
し
て
展
開
し
て
き
て
お
り
、
そ
こ
で
の
哲
学
研
究

者
の
ス
タ
ン
ス
は
教
育
哲
学
的
、
臨
床
哲
学
的
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
た
だ
し
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
や
気
候
変
動
に
よ
る
世
界
規
模
の
災
禍
、

災
害
の
発
生
と
い
う
グ
ロ
ー
バ
ル
な
歴
史
的
出
来
事
の
発
生
に
際
し
て
、
現
今
の
「
看
護
の
哲
学
」
に
は
今
一
つ
の
ス
タ
ン
ス
が
要
請
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
岸
信
行
が
提
起
し
て
い
た
よ
う
な
文
化
、
歴
史
の
中
で
看
護
を
考
え
る
と
い
う
歴
史

哲
学
的
な
ス
タ
ン
ス
、
換
言
す
れ
ば
看
護
概
念
の
史
的
変
化
を
辿
り
な
が
ら
、
そ
の
歴
史
的
課
題
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
哲
学
的
視
座
で

あ
ろ
う
。
西
田
幾
多
郎
が
遺
稿
論
文
で
世
界
と
自
己
の
破
局
を
予
感
し
な
が
ら
「
か
ゝ
る
世
界
に
沈
心
し
て
、
そ
の
歴
史
的
課
題
を
把
握



一
三
九

日
本
に
お
け
る
「
看
護
の
哲
学
」
の
展
開
と
現
状
　〔
浅
見
〕

す
る
の
が
、
真
の
哲
学
者
の
任
で
あ
ら
う
」（
⑩
三
五
〇
）
と
書
い
た
よ
う
な
哲
学
研
究
、
な
い
し
は
「
看
護
の
哲
学
」
の
視
座
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
ま
ず
近
現
代
の
看
護
の
概
念
の
史
的
変
遷
を
大
雑
把
に
辿
っ
て
み
た
い
。
狭
義
の
看
護
職
は
近
代
に
お
い
て
対
人
（
主

に
病
人
）
援
助
が
社
会
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
専
門
職
で
あ
る
。
近
代
看
護
の
母
Ｆ
・
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
（Florence 

N
ightingale:1820-1910

）
が
そ
の
基
礎
を
築
い
た
後
も
、か
な
り
の
期
間
、看
護
職
は
医
師
の
補
助
者
と
し
て
の
立
場
を
脱
し
得
な
か
っ

た
。
そ
う
し
た
状
況
下
で
、
看
護
職
が
職
業
的
に
自
立
す
る
た
め
に
、
医
療
に
お
け
る
看
護
独
自
の
機
能
と
役
割
を
明
確
に
し
、
自
覚
的

に
看
護
理
論
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
人
々
が
、
一
九
五
〇
年
代
か
ら
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
活
躍
し
始
め
た
。
そ
の
多
く
は
新
設
さ
れ
た
看

護
系
大
学
の
教
員
で
あ
り
、看
護
教
育
の
医
学
モ
デ
ル
か
ら
の
脱
却
を
図
っ
た
人
々
で
も
あ
っ
た
。そ
う
し
た
看
護
理
論
家
の
一
人
で
あ
っ

た
Ｖ
・
ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン
（V

irginia Avenel H
enderson:1897-1996

）
は
、
一
九
六
〇
年
に
国
際
看
護
協
会
（International C

ouncil 
of N

urses

＝IC
N

）
の
要
請
を
受
け
て
書
い
た
『
看
護
の
基
本
と
な
る
も
の
（B

asic Principles of N
ursing C

are,1960

）』
で
、
次

の
よ
う
に
記
し
た
。

　

看
護
師
の
独
自
の
機
能
と
は
、
健
康
な
人
で
あ
れ
病
人
で
あ
れ
各
人
（the individual

）
が
、
健
康
あ
る
い
は
健
康
回
復
（
あ
る

い
は
平
和
な
死
）
に
資
す
る
よ
う
な
行
動
を
す
る
の
を
援
助
す
る
（assist

）
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
人
が
必
要
な
だ
け
の
体
力
と
意

志
力
と
知
識
と
を
も
っ
て
い
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
行
動
は
他
者
の
援
助
を
得
な
く
て
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
援
助
は
、
そ
の
人
が
で

き
る
だ
け
早
く
自
立
で
き
る
よ
う
に
し
む
け
る
や
り
方
で
行
う
。（
65
）

　

こ
の
看
護
理
解
は
日
本
語
を
は
じ
め
と
す
る
二
〇
ヶ
国
以
上
の
言
語
に
翻
訳
さ
れ
、
Ｉ
Ｃ
Ｎ
の
公
式
な
看
護
定
義
と
な
っ
た
。
そ
れ
に

よ
っ
て
看
護
職
者
は
医
師
の
補
助
者
か
ら
協
働
者
に
、
看
護
教
育
は
医
学
モ
デ
ル
か
ら
看
護
独
自
の
モ
デ
ル
（
看
護
科
学
）
へ
と
変
わ
り
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〇

始
め
た
。
ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン
よ
る
看
護
定
義
の
特
徴
の
一
つ
は
看
護
の
役
割
を
「
各
人
の
健
康
あ
る
い
は
健
康
回
復
に
役
立
つ
よ
う
な
行
動

を
援
助
す
る
」
と
明
確
に
規
定
し
た
こ
と
で
あ
り
、
今
一
つ
は
看
護
の
対
象
が
病
人
に
限
定
さ
れ
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
一
九
六
〇
年
代
の
看
護
定
義
は
、
そ
の
後
さ
ま
ざ
ま
な
看
護
理
論
家
た
ち
に
よ
る
思
索
を
経
て
、
二
〇
二
一
年
現
在
、
次
の
よ
う
な
公

式
定
義
へ
と
展
開
し
て
い
る
。

　

看
護
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
場
で
あ
ら
ゆ
る
年
代
の
個
人
お
よ
び
家
族
、
集
団
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
対
象
に
、
対
象
が
ど
の
よ
う
な
健

康
状
態
で
あ
っ
て
も
、
独
自
に
ま
た
は
他
と
協
働
し
て
行
わ
れ
る
ケ
ア
（care

）
の
総
体
で
あ
る
。
看
護
に
は
、
健
康
増
進
お
よ
び

疾
病
予
防
、病
気
や
障
害
を
有
す
る
人
々
あ
る
い
は
死
に
臨
む
人
（々dying people

）の
ケ
ア
が
含
ま
れ
る
。
ま
た
、ア
ド
ボ
カ
シ
ー

や
環
境
安
全
の
促
進
、
研
究
、
教
育
、
健
康
政
策
策
定
へ
の
参
画
、
患
者･

保
健
医
療
シ
ス
テ
ム
の
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
へ
の
参
与
も
、

看
護
が
果
た
す
べ
き
重
要
な
役
割
で
あ
る
。（
看
護
協
会
訳
、
二
〇
〇
二
年
）（
66
）　

　

現
在
の
「
看
護
定
義
」
で
は
、看
護
者
は
他
の
医
療
職
者
と
協
働
に
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
健
康
状
態
に
あ
る
人
々
の
ヘ
ル
ス
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ

ン
を
実
践
す
る
と
と
も
に
、
健
康
回
復
、
健
康
増
進
お
よ
び
疾
病
予
防
の
実
現
に
関
わ
る
倫
理
、
安
全
、
研
究
、
教
育
、
政
策
、
管
理
に

も
参
与
す
る
専
門
職
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。
看
護
の
対
象
、
な
い
し
は
看
護
実
践
の
場
が
院
内
の
患
者
か
ら
あ
ら
ゆ
る
健
康
状
態
の

個
人
（individuals

）、
お
よ
び
家
族
（fam

ilies

）、
集
団
（groups
）、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
（com

m
unities

）
へ
と
拡
大
し
て
い
る
こ
と

が
明
示
さ
れ
て
い
る（
67
）。
そ
う
し
た
個
人
、
家
族
、
地
域
は
単
に
並
列
的
な
関
係
で
は
な
く
、
包
摂
的
関
係
（
〈
個
人
〈
家
族
〈
集
団
・

地
域
）
で
あ
り
、
個
人
は
家
族
と
い
う
場
所
、
そ
の
家
族
は
地
域
と
い
う
場
所
に
於
い
て
あ
る
存
在
、
社
会
的
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
て

い
る（
68
）。
ま
た
、一
九
六
〇
年
代
の
看
護
定
義
が
看
護
の
独
自
機
能
を
言
い
表
す
た
め
に
用
い
た
タ
ー
ム
が
援
助
す
る(assist

）
で
あ
っ



一
四
一

日
本
に
お
け
る
「
看
護
の
哲
学
」
の
展
開
と
現
状
　〔
浅
見
〕

た
の
に
比
し
て
、
現
在
の
公
式
定
義
で
は
ケ
ア
（care

）
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
用
語
変
化
に
は
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
か
ら
展
開

さ
れ
は
じ
め
た
「
看
護
の
本
質
は
ケ
ア
の
実
践
で
あ
る
」
と
い
う
「
ケ
ア
リ
ン
グ
（caring

）
論
」
の
影
響
が
反
映
し
て
い
る（
69
）。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
対
し
て
医
療
が
不
可
避
に
対
応
を
迫
ら
れ
た
の
は
個
人
、
家
族
、
地
域
社
会
、
あ
る
い
は

国
家
を
超
え
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
健
康
問
題
あ
り
、
現
在
臨
床
に
あ
る
看
護
者
た
ち
が
直
面
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
の
ア
ポ
リ
ア
は
、
非
常
時

の
差
し
迫
っ
た
ヘ
ル
ス
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
感
染
管
理
と
平
常
時
に
な
さ
れ
て
い
た
看
護
ケ
ア
と
の
狭
間
に
生
じ
た
ジ
レ
ン
マ
で
あ

り
、
そ
れ
ら
は
看
護
に
課
さ
れ
た
歴
史
的
課
題
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
個
々
の
人
間
存
在
を
歴
史
、
社
会
に
お

い
て
限
定
さ
れ
、
制
約
さ
れ
る
「
歴
史
的
・
社
会
的
存
在
」
で
あ
り
つ
つ
も
、
絶
え
ず
新
た
な
世
界
を
形
成
す
る
行
為
的
存
在
、「
創
造

的
世
界
の
創
造
的
要
素
」
と
し
て
捉
え
る
西
田
幾
多
郎
の
場
所
論
的
哲
学
は
、
袋
小
路
の
先
に
新
た
な
道
を
開
拓
し
よ
う
と
す
る
看
護
者

た
ち
の
拠
っ
て
立
つ
視
座
と
な
り
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

例
え
ば
、
二
〇
二
〇
年
代
に
入
っ
て
日
本
の
厚
生
労
働
省
が
、
特
に
高
齢
者
医
療
、
人
生
最
終
段
階
の
医
療
に
お
い
て
推
進
し

て
い
る
地
域
包
括
ケ
ア
の
英
語
名
はcom

m
unity-based integrated care

で
あ
る
。
確
か
に
、
平
常
時
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で

（com
m

unity-based

）、
地
域
が
も
つ
医
療
、
保
健
、
介
護
資
源
な
ど
を
統
合
（integrate

）
し
て
高
齢
者
医
療
、
人
生
最
終
段
階
の
医

療
を
構
築
、
実
践
は
す
る
こ
と
は
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
お
け
る
看
護
診
断
で
は
、
歴
史
的
世
界
に
於
い

0

0

0

0

0

0

0

0

て
あ
る
全
て
の
地
域
と
そ
こ
に
住
む
人
々

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
「
感
染
リ
ス
ク
状
態
」
に
あ
る
い
え
る（
70
）。
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
現
代
医
療
の
最
前
線
に

あ
る
人
々
は
「
真
の
現
実
の
世
界
は
我
々
が
そ
れ
に
於
て
生
れ
そ
れ
に
於
て
働
き
そ
れ
に
於
て
死
に
ゆ
く
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

社
会
的
・
歴
史
的
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
⑥
一
八
三
―
四
）
と
い
う
西
田
の
世
界
観
を
前
提
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
は
変
異
し
な
が
ら
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
と
ケ
ア
を
翻
弄
し
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
が
歴
史
的
世
界
に
生
起
す
る
不
可
避

な
出
来
事
に
限
定
さ
れ
、
制
約
さ
れ
ざ
る
を
得
な
こ
と
を
開
示
し
て
い
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
も
、
臨
床
、
臨
地
に
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あ
る
多
く
の
看
護
者
た
ち
は
、「
創
造
的
世
界
の
創
造
的
要
素
」
と
し
て
弛
む
こ
と
な
く
感
染
管
理
を
踏
ま
え
た
新
た
な
ケ
ア
を
創
造
し

よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
看
護
者
た
ち
の
歴
史
的
か
つ
制
作
的
な
実
践
は
、
西
田
の
場
所
論
的
哲
学
の
世
界
観
と
人
間
観
の
例
証
の

よ
う
に
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

ま
と
め

　

西
田
幾
多
郎
だ
け
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
フ
ラ
ン
ス
哲
学
の
論
文
を
書
い
て
い
た
京
大
文
学
部
講
師
・
澤
瀉
久
敬
が（
71
）、
大
阪
大
学

医
学
部
に
転
じ
て
『
医
学
概
論
』
を
構
想
し
た
時
、そ
の
モ
デ
ル
に
し
た
の
は
田
辺
の
『
科
学
概
論
』
で
あ
っ
た
。
ま
た
、「
医
学
の
哲
学
」

の
根
底
に
あ
る
フ
ラ
ン
ス
哲
学
研
究
は
西
田
の
助
言
に
始
ま
り
、
九
鬼
周
造
に
よ
っ
て
洗
練
さ
れ
た
。
だ
と
す
れ
ば
、「
看
護
学
の
哲
学
」

の
先
駆
者
で
あ
っ
た
澤
瀉
の
「
医
学
の
哲
学
」
は
西
田
を
嚆
矢
と
す
る
京
都
学
派
の
系
譜
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
日
本
の
「
看
護
実
践
の
哲
学
」
に
そ
の
出
発
点
か
ら
影
響
を
与
え
続
け
て
き
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
日
本
へ
の
導
入
者
は
西
田
幾
多

郎
で
あ
る
。
野
家
啓
一
は
「『
善
の
研
究
』
に
お
け
る
純
粋
経
験
か
ら
出
発
し
て
行
為
的
直
観
と
歴
史
的
身
体
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ
る
「
歴

史
的
世
界
」
に
至
っ
た
西
田
の
歩
み
と
、『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
純
粋
意
識
の
立
場
か
ら
身
体
と
間
主
観
性
と
を
軸
と

す
る
「
生
活
世
界
」
の
現
象
学
へ
と
至
っ
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
歩
み
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
同
じ
一
つ
の
軌
跡
を
描
い
た
の
で
あ
る
」
と
指
摘

し
て
い
る
。
さ
ら
に
、野
家
の
「
西
田
幾
多
郎
と
フ
ッ
サ
ー
ル
と
は
、と
も
に
世
紀
末
か
ら
一
九
三
〇
年
代
に
至
る
〈
危
機
と
不
安
の
時
代
〉

を
思
索
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
凛
呼
と
し
て
生
き
ぬ
い
た
哲
学
者
」（
72
）
だ
と
い
う
今
一
つ
の
主
張
を
も
首
肯
す
る
な
ら
ば
、
パ
ン
デ
ミ
ッ

ク
と
い
う
歴
史
的
危
機
と
不
安
の
時
代
に
あ
っ
て
、
歴
史
哲
学
的
に
看
護
の
現
在
と
そ
の
課
題
を
探
る
と
い
う
「
看
護
の
哲
学
」
の
視
座

も
ま
た
、
日
本
哲
学
の
系
譜
に
棹
差
す
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。



一
四
三

日
本
に
お
け
る
「
看
護
の
哲
学
」
の
展
開
と
現
状
　〔
浅
見
〕

　

看
護
大
学
の
哲
学
教
師
の
働
き
を
終
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
の
時
期
に
な
っ
て
、「
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
の
ふ
く
ろ
う
は
、
た
そ
が
れ
が
や
っ

て
く
る
と
は
じ
め
て
飛
び
始
め
る
」（
73
）
と
い
う
、
五
〇
年
も
前
に
読
ん
だ
ヘ
ー
ゲ
ル
『
法
の
哲
学
』
序
文
の
言
葉
を
悔
恨
の
情
を
も
っ

て
想
起
し
て
い
る
。
哲
学
が
、
看
護
と
い
う
実
践
が
な
け
れ
ば
そ
の
存
在
意
義
を
も
た
な
い
よ
う
な
分
野
に
関
わ
る
際
に
も
、
そ
の
基
盤

に
な
る
の
は
あ
く
ま
で
も
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
先
達
の
哲
学
者
た
ち
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
り
、
看
護
を
実
践
す
る
人
々
の
傍
ら
で
そ
れ
ら
を

読
み
解
こ
う
と
す
る
哲
学
研
究
者
の
探
求
心
な
の
だ
、
と
い
う
思
い
を
深
く
し
て
い
る
。

＊
西
田
幾
多
郎
の
引
用
は
新
版『
西
田
幾
多
郎
全
集
』に
よ
る
。
例
え
ば
、（
⑩
三
五
〇
）は
第
十
巻
三
五
〇
か
ら
の
引
用
を
示
す
。

注（
1
） 

芝
田
不
二
男『
看
護
哲
学
』
医
学
書
院
、
一
九
七
二
年
、
二
頁
。

芝
田
は
広
島
文
理
科
大
学
哲
学
科
を
卒
業
し
、
高
知
県
教
育
委
員
会
指

導
主
事
を
経
て
、
一
九
五
四（
昭
和
二
九
）
年
四
月
、
日
本
最
初
の
四

年
制
看
護
系
大
学（
高
知
女
子
大
学
家
政
学
部
衛
生
看
護
学
科
）
講
師

に
就
任
し
て
い
る
。『
看
護
哲
学
』の
改
訂
版
に『
看
護
哲
学
入
門
―
若

き
ナ
ー
ス
の
た
め
の
看
護
論
』医
学
書
院
、
一
九
八
三
年
が
あ
る
。

（
2
） 

渡
邊
美
千
代
、
渡
邊
智
子
、
高
橋
照
子「
看
護
に
お
け
る
現
象
学

の
活
用
」『
看
護
研
究
』（
増
刊
号
）、第
三
七
巻
五
号
、二
〇
〇
四
年
九
月
、

五
九
頁
参
照
。

（
3
） 

例
え
ば
、「
焦
点　

看
護
研
究
と
現
象
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」『
看
護

研
究
』（
増
刊
号
）、
第
三
七
巻
五
号
、
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
、『
特
集　

看
護
と
哲
学　

共
同
が
も
た
ら
す
新
た
な
知
』
看
護
研
究
、
第
四
九
巻

四
号
、
二
〇
一
六
年
七
月
な
ど
。

（
4
） 

金
川
克
子
、
浅
見
洋「
石
川
県
立
看
護
大
学
大
学
院
看
護
学
研
究

科
の
現
状
と
希
望
」『
石
川
看
護
雑
誌
』第
三
巻
二
号
、
二
〇
〇
六
年
二

月
、
七
―
一
二
頁
。

（
5
） 
日
本
で
最
初
の
単
科
の
四
年
制
看
護
大
学（
当
時
、
聖
路
加
看
護

大
学
）
は
一
九
六
四
年
に
、
大
学
院
博
士
課
程
前
期
課
程（
全
国
二
番



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
八
号

一
四
四

目
）
は
八
〇
年
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。
日
赤
看
護
大
学
は
一
九
八
六
年

に
、
大
学
院
研
究
科
は
九
三
年
に
設
立
さ
れ
た
。
樋
口
康
子
は
日
赤
女

子
看
護
専
門
学
校
卒
、
看
護
免
許
取
得
後
、
短
大
教
員
、
ア
メ
リ
カ
で

看
護
臨
床
と
研
究（
一
六
年
間
）
に
従
事
し
た
後
、
八
六
年
日
本
赤
十

字
看
護
大
学
初
代
学
部
長
、
二
〇
〇
〇
年
に
石
川
県
立
看
護
大
学
ア
カ

デ
ミ
ッ
ク
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
、
〇
五
年
に
は
第
四
〇
回
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
・

ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
記
章
を
受
賞
し
た
。
ア
メ
リ
カ
の
看
護
理
論
の
紹
介

者
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。

（
6
） 「
21
世
紀
の
看
護
を
め
ざ
し
て
」『
大
分
看
護
科
学
研
究
』
第
一
巻

第
一
号
、
一
九
九
九
年
、
二
―
三
頁
。
本
稿
は
大
分
看
護
科
学
大
学
開

学
記
念
講
演
の
概
要
で
あ
り
、
筆
記
者
は
当
時
の
大
分
県
立
看
護
科
学

大
学
長
・
草
間
朋
子
で
あ
る

（
7
） 

日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究（
Ｃ
）「
看

護
哲
学
の
確
立
に
向
け
て
の
基
礎
的
研
究
」（
一
九
九
八
―
二
〇
〇
〇
）

代
表
者
：
守
田
美
奈
子
、
分
担
者
：
吉
田
み
つ
子
、
川
原
由
佳
里
、
樋

口
康
子
、
吾
妻
知
美
、
西
村
ユ
ミ
、
池
川
清
子
、
稲
岡
文
昭
、
坂
本

成
美（
科
学
研
究
費
助
成
事
業
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、https://kaken.nii.

ac.jp/ja/ grant/K
A

K
EN

H
I-PR

O
JEC

T-10672223/ 

ア
ク
セ
ス

2021/8/8

）、
研
究
協
力
者
に
は
当
時
大
学
院
生
で
あ
っ
た
谷
津
裕
子
、

津
田
恭
子
、
花
出
正
美
が
い
た
。

（
8
） 

引
用
文
に
続
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
具
体
的
な
課
題
が
次
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
。（
科
学
研
究
費
助
成
事
業
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、https://

kaken.nii.ac.jp/ja/grant/K
A

K
EN

H
I-PR

O
JEC

T-10672223/

ア

ク
セ
ス2021/8/8

）

　

本
研
究
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
始
ま
り
、
こ
れ
ま
で
の

看
護
理
論
家
の
思
索
の
足
跡
を
た
ど
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
問
い
直

し
、
対
話
を
は
か
る
こ
と
に
よ
っ
て
次
の
各
課
題
に
つ
い
て
考
察
し

た
。1　

看
護
哲
学
の
必
要
性（
看
護
哲
学
の
課
題
、
わ
が
国
の
看
護

哲
学
に
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
）

2　

看
護
の
ア
ー
ト（「
看
護
の
ア
ー
ト
」
と
は
何
か
、
看
護
の

ア
ー
ト
に
お
け
る「
技
術
」
の
概
念
、
看
護
に
お
け
る
全
体

性
の
概
念
、
患
者
理
解
に
お
け
る
直
観
概
念
の
意
義
）

3　

看
護
学
の
知
の
ス
タ
イ
ル（
看
護
の
リ
ア
リ
テ
ィ
、
看
護
に

お
け
る
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
）

4　

看
護
の
科
学
と
哲
学（
複
雑
系
の
科
学
の
可
能
性
、
カ
オ
ス

理
論
と
看
護
研
究
）

（
9
） 

第
一
七
回
日
本
看
護
学
会
学
術
集
会
交
流
集
会（
平
成
九
年
）

「
カ
オ
ス
は
看
護
に
何
を
も
た
ら
す
か
―Part1

」、
第
一
八
回
同（
平
成

一
〇
年
）「
カ
オ
ス
は
看
護
に
何
を
も
た
ら
す
か
―Part2

」、
第
一
九
回



一
四
五

日
本
に
お
け
る
「
看
護
の
哲
学
」
の
展
開
と
現
状
　〔
浅
見
〕

同（
平
成
一
一
年
）「
看
護
学
の
学
的
基
盤
の
確
立
に
向
け
て
―
看
護
の

科
学
と
哲
学
」

（
10
） 

吾
妻
知
美「
わ
が
国
に
お
け
る
看
護
哲
学
に
求
め
ら
れ
て
い
る
も

の
―
日
本
に
お
け
る
哲
学
、
医
学
哲
学
、
看
護
哲
学
の
歴
史
か
ら
の
考

察
―
」、『
看
護
哲
学
の
確
立
に
向
け
て
の
基
礎
的
研
究
』（
課
題
番
号

10672223　

平
成
一
〇
年
―
一
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研

究
Ｃ（
2
） 

研
究
成
果
報
告
書
』）

（
11
） 

マ
ー
サ・ロ
ジ
ャ
ー
ス
著
、
樋
口
康
子
、
中
西
睦
子
訳『
ロ
ジ
ャ
ー

ス
看
護
論
』
医
学
書
院
、
一
九
七
九
年
、
一
四
七
頁
。M

artha E. 
R

ogers, An Introduction to The Theoretical Basis of N
ursing, 

F. A
. D

avis, Philandelohia, 1970.

（
12
） 

田
辺
元『
科
学
概
論
』一
九
一
八
年
五
月
、『
田
邊
元
全
集
』第
二

巻
、
一
九
六
三
年
、
一
五
七
―
三
六
〇
頁
。
樋
口
が
田
辺
元『
科
学
論
』

を
読
ん
だ
き
っ
か
け
、
そ
こ
か
ら
学
ん
だ
事
柄
に
つ
い
て
は『
看
護
哲

学
の
基
礎
的
研
究
』二
二
―
二
三
頁
を
参
照
。

（
13
） 『
報
告
書
』二
三
頁
。

（
14
） 

京
都
帝
国
大
学
文
学
部
講
師
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
哲
学
に
本
腰
を

入
れ
よ
う
と
し
て
い
た
澤
瀉
久
敬 （
一
九
〇
四
―
一
九
九
五
）
が
大
阪

帝
国
大
学
医
学
部
の
新
設
講
義「
医
学
概
論
」（
一
九
四
一
年
四
月
開

講
）
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
留
学
時
に
知
り

合
っ
た
生
理
学
者
で
大
阪
帝
国
大
学
医
学
部
教
授
で
あ
っ
た
久
保
秀
雄

（
一
九
〇
二
―
一
九
八
五
）の
勧
め
で
あ
っ
た
。

（
15
） 

澤
瀉
久
敬「
医
学
の
哲
学
―
医
学
概
論
開
講
四
十
年
を
迎
え
て

―
」『
医
学
概
論
と
は
』誠
信
書
房
、
一
九
八
七
年
、
三
一
頁
。

（
16
） 

同
右
三
五
頁
。

（
17
） 

同
右
三
六
頁
。
そ
の
た
め
に
、
澤
瀉
は
自
ら
医
学
を
学
び
、
医

学
の
博
士
号
を
取
得
し
て
い
る
。

（
18
） 

同
右
一
五
頁
。
そ
れ
に
続
い
て「「
医
学
概
論
」
は
医
学
、
医
学

教
育
、
そ
し
て
国
民
の
生
活
に
と
っ
て
必
要
だ
」と
述
べ
て
い
る
。

（
19
） 

澤
瀉
久
敬『
医
学
概
論
』
誠
信
書
房
、
一
九
九
五
年
は『
第
一
部　

科
学
に
つ
い
て
』、『
第
二
部　

生
命
に
つ
い
て
』『
第
三
部　

医
学
に

つ
い
て
』か
ら
な
る
。

（
20
） 

澤
瀉
久
敬「
看
護
の
理
念
」『
医
の
倫
理（
医
学
講
演
集
）』誠
信
書

房
、
一
九
七
一
年
、
七
五
―
一
〇
一
頁
。
本
講
演
は
第
十
七
回
看
護
研

究
学
会
、
一
九
六
八
年
十
月
三
十
一
日
に
西
京
極
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

（
京
都
市
）
で
行
わ
れ
、『
第
十
七
回
看
護
研
究
学
会
集
録
』
に
収
録
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
澤
瀉
は
度
々
、
当
時
の
看
護
学
会
で
講
演
し

「
看
護
の
理
念（
看
護
と
は
何
か
）」を
問
う
よ
う
に
促
し
て
い
る
。

（
21
） 
澤
瀉
久
敬『
医
の
倫
理（
医
学
講
演
集
）』一
〇
〇
―
一
〇
一
頁
。

（
22
） 

丸
岡
隆
二「
看
護
の
理
念
・
概
念
を
考
え
る　

大
阪
大
学
名
誉
教



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
八
号

一
四
六

授
・
文
学
博
士
・
医
学
博
士　

澤
瀉
久
敬
氏
の
講
演
よ
り
」『
看
護
雑

誌
』
五
二
号
六
巻
、
一
九
八
八
年
六
月
、
五
八
四
―
五
八
七
頁
。
丸
岡

は
一
九
六
六
年
に
大
阪
の
衛
生
看
護
科
高
校
設
立
準
備
室
長
を
担
当
、

六
七
年
か
ら
大
阪
府
立
白
菊
高
校（
西
日
本
最
初
の
看
護
学
科
を
持
つ

高
校
）校
長
、
大
阪
府
立
看
護
短
期
大
学
教
授
を
歴
任
し
て
い
る
。

（
23
） 

永
田
ま
な
み「
芝
田
不
二
男
の『
看
護
哲
学
』
の
今
日
的
意
味
―

日
本
に
お
け
る
看
護
哲
学
の
源
泉
を
辿
る
」
熊
本
大
学
医
学
部
保
健
学

科
紀
要
、
第
三
号
、
二
〇
〇
七
年
、
九
二
頁
。

（
24
） 

芝
田
不
二
男『
看
護
哲
学
』一
七
頁
。

（
25
） 

同
右
九
頁
。

（
26
） 

同
右
一
頁
。

（
27
） 

岸
信
行「
看
護
哲
学
」『
看
護
教
育
』一
九
巻
一
一
号
、
一
九
七
八

年
一
一
月
、
六
七
九
頁
。

（
28
） 

同
右
六
八
八
頁
。

（
29
） 

西
村
ユ
ミ『
語
り
か
け
る
身
体　

看
護
ケ
ア
の
現
象
学
』
ゆ
み
る

出
版
、
二
〇
〇
一
年

（
30
） 

谷
津
裕
子『
看
護
の
ア
ー
ト
に
お
け
る
表
現
―
熟
練
助
産
師
の
ケ

ア
実
践
に
基
づ
い
て
』風
間
書
房
、
二
〇
〇
二
年
。

（
31
） 

日
赤
看
護
大
学
講
師
の
西
村
は
研
究
分
担
者
と
し
て
、
当
時
大

学
院
生
で
あ
っ
た
谷
津
は
研
究
協
力
者
と
し
て
研
究
組
織
に
加
わ
っ
て

お
り
、
両
者
と
も
博
士
論
文
の
基
盤
と
な
る
よ
う
な
研
究
報
告
を
行
っ

て
い
る
。『
報
告
書
』に
は
、
谷
津
裕
子「
看
護
の
ア
ー
ト
の
概
念
の
文

献
的
考
察（
第
1
報
）〜〈
看
護
の
ア
ー
ト
〉と
は
何
か
〜
」、「
看
護
の

ア
ー
ト
の
概
念
の
文
献
的
考
察（
第
2
報
）
〜
看
護
の
ア
ー
ト
と
芸
術

に
お
け
る
ア
ー
ト
の
接
点
〜
」、「
看
護
の
ア
ー
ト
の〈
技
術
〉
概
念
の

文
献
的
考
察
」、
西
村
ユ
ミ
、
花
出
正
美「
看
護
に
お
け
る
全
体
性
の

概
念
」な
ど
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
32
） 

西
村
ユ
ミ「
語
り
か
け
る
身
体　

看
護
ケ
ア
の
現
象
学
」
講
談
社

学
術
文
庫
、
二
〇
一
八
年
、
二
六
二
頁
。

（
33
） 

谷
津
裕
子『
看
護
の
ア
ー
ト
に
お
け
る
表
現
』「
は
し
が
き
」ⅱ
頁
。

（
34
） 

渡
邊
美
千
代
、
渡
邊
智
子
、
高
橋
照
子「
看
護
に
お
け
る
現
象
学

の
活
用
」五
九
―
六
九
頁
。

（
35
） 

榊
原
哲
也「
看
護
ケ
ア
理
論
に
お
け
る
現
象
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ 

―
そ
の
概
観
と
批
判
的
コ
メ
ン
ト
―
」『
フ
ッ
サ
ー
ル
研
究
』
第
六
号
、

フ
ッ
サ
ー
ル
研
究
会
、
二
〇
〇
八
年
、
九
七
頁
。

（
36
） 

渡
邊
美
千
代
他「
看
護
に
お
け
る
現
象
学
の
活
用
」五
九
頁
。

（
37
） 

鈴
木
正
子『
看
護
す
る
こ
と
の
哲
学　

看
護
臨
床
の
身
体
関
係

論
』
医
学
書
院
、
一
九
九
六
年
の
早
坂「
序
」
三
―
六
頁
、
鈴
木「
あ

と
が
き
」
一
五
五
―
一
五
七
頁
等
参
照
。
早
坂
泰
次
郎（
一
九
二
三
―

二
〇
〇
一
）
は
当
時
立
教
大
学
教
授
で
あ
り
、
専
攻
は
人
間
関
係
の
心



一
四
七

日
本
に
お
け
る
「
看
護
の
哲
学
」
の
展
開
と
現
状
　〔
浅
見
〕

理
学
で
あ
っ
た
。
日
本
Ｉ
Ｐ
Ｒ
研
究
会
は
一
九
七
〇 

年
に
早
坂
を
中

心
に
創
設
さ
れ
た
人
間
関
係
学
の
研
究
会
で
、
真
の
人
間
関
係
を
人
格

関
係（Inter Personal R

elationship)

と
な
し
、
体
験
学
習
と
し
て

Ｉ
Ｐ
Ｒ
ト
レ
イ
ニ
ン
グ
を
実
施
し
て
い
る
。

（
38
） 「
ナ
ー
ス
の
た
め
の
現
象
学
―
「
あ
る
が
ま
ま
」
の
患
者
理

解
の
た
め
に
：
現
象
学
的
方
法
」
は『
臨
床
看
護
』
第
一
六
巻
一
号
、

一
九
九
〇
年
〜
第
一
七
巻
三
号
、
一
九
九
一
年
で
十
三
回
に
わ
た
っ
て

連
載
さ
れ
た
。
第
一
回
早
坂「
現
象
学
と
は
何
か
」
に
始
ま
り
、
最
終

回
は
早
坂「
現
象
学
の
難
し
さ
―
連
載
を
終
わ
る
に
当
た
っ
て
」
で
終

わ
っ
て
い
る
。

（
39
） 

渡
邊
美
千
代
他「
看
護
に
お
け
る
現
象
学
の
活
用
」
六
五
頁
左
段

参
照
。
Ａ
・
ジ
オ
ル
ジ
著
、
早
坂
泰
次
郎
監
訳『
現
象
学
的
心
理
学
の

系
譜
』、
勁
草
書
房
、
一
九
八
一
年
。
原
著
はA

m
edeo G

iorgi, Psy-
chology as a H

um
an Science. A Phenom

enologically Based 
Approach, H

arper &
 R

ow, 1970

。

（
40
） 

榊
原
哲
也「
看
護
ケ
ア
理
論
に
お
け
る
現
象
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ 

―
そ
の
概
観
と
批
判
的
コ
メ
ン
ト
―
」九
七
―
一
〇
九
頁
。

（
41
） 

ヴ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ベ
ル
ク
以
外
の
講
演
テ
ー
マ
は
、
ジ
オ
ル
ジ

「
現
象
学
的
運
動
」、
パ
ー
ス
ィ「
看
護
と
現
象
学
―
人
間
生
成
理
論
か

ら
み
たQ

O
L

」、
鷲
田
清
一「
看
護
と
哲
学
を
つ
な
ぐ
も
の
」で
あ
る
。

（
42
） 

浜
渦
辰
二『
ケ
ア
の
臨
床
哲
学
へ
の
道
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
九

年
三
月
の「
あ
と
が
き
」三
四
九
―
三
五
四
頁
。

（
43
） 

浜
渦
辰
二「
浜
渦
信
二「
看
護
の
原
点
を
見
つ
め
て
―
臨
床
看
護

の
視
点
か
ら
」『
日
赤
看
学
誌
』第
一
八
巻
一
号
六
六
頁

（
44
） 

浜
渦
辰
二
編
著『
北
欧
ケ
ア
の
思
想
的
基
盤
を
掘
り
起
こ
す
』
大

阪
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
八
年
。

（
45
） 

パ
ト
リ
シ
ア
・
ベ
ナ
ー
著
、
伊
部
俊
子
、
井
村
真
澄
、
上
泉
和

子
共
訳『
ベ
ナ
ー
看
護
論
―
―
達
人
ナ
ー
ス
の
卓
越
性
と
パ
ワ
ー
』
医

学
書
院
、
一
九
九
二
年
。
原
著
はPatricia Benner, From

 N
ovice 

to Expert, Excellence and Power in C
linical N

ursing Practice, 
M

enlo Park, Calif.: A
ddison-W

esley, 1984.

（
46
） 

ベ
ナ
ー
、
ル
ー
ベ
ル
共
著
、
難
波
卓
志
訳『
現
象
学
的
人
間
論
と

看
護
』医
学
書
院
、
一
九
九
八
年
。
原
著
はPatricia B

enner, Judith 
W

rubel, The Prim
acy of C

aring; Stress and C
oping in H

ealth 
and Illness, A

ddison-W
esley, 1989.

（
47
） 

同
右「
序
」ⅸ
頁
。

（
48
） 

ベ
ナ
ー
、
ル
ー
ベ
ル
共
著『
現
象
学
的
人
間
論
と
看
護
』四
七
頁
。

（
49
） 
鷲
田
清
一「
解
説　

臨
床
の
ま
な
ざ
し　

現
象
学
の
思
考
」、
西

村
ユ
ミ『
語
り
か
け
る
身
体　

看
護
ケ
ア
の
現
象
学
』
講
談
社
学
術
文

庫
、
二
〇
一
八
年
、
二
七
三
―
二
八
三
頁
。



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
八
号

一
四
八

（
50
） 
同
上
二
七
七
頁

（
51
） 
代
表
的
な
共
同
研
究
と
し
て
は
鷲
田
清
一「
看
護
の
臨
床
哲
学
的

研
究
」、
榊
原
哲
也「
ケ
ア
の
現
象
学
の
具
体
的
展
開
と
組
織
化
」、
松

葉
洋
一「
現
象
学
的
看
護
研
究
方
法
の
確
立
」
な
ど
。
研
究
組
織
に
は

看
護
研
究
者
と
と
も
に
、
臨
床
哲
学
、
現
象
学
を
専
門
と
す
る
本
間
直

樹
、
河
野
哲
也
、
村
上
靖
彦
、
浜
渦
辰
二
、
西
村
高
広
な
ど
の
名
前
が

見
ら
れ
る
。
ま
た
、
代
表
的
な
共
著
に
は
松
葉
洋
一
、
西
村
ユ
ミ『
現

象
学
看
護
研
究　

理
論
と
分
析
の
実
際
』
医
学
書
院
、
二
〇
一
四
年
、

西
村
ユ
ミ
、
榊
原
哲
也『
ケ
ア
の
実
践
と
は
何
か　

現
象
学
か
ら
の
質

的
研
究
ア
プ
ロ
ー
チ
』ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
七
年
な
ど
が
あ
る
。

（
52
） 

臨
床
実
践
の
現
象
学
研
究
会
Ｈ
Ｐ clinical-phenom

enology.
com

（2021/9/21

ア
ク
セ
ス
）

（
53
） 

吾
妻
知
美「
わ
が
国
の
看
護
哲
学
に
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
―
日

本
に
お
け
る
哲
学
、医
学
哲
学
、看
護
哲
学
の
歴
史
か
ら
の
考
察
」、『
看

護
哲
学
の
基
礎
付
け
』一
九
頁
。

（
54
） 

日
野
原
重
明『
現
代
医
療
の
提
言
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
、

一
一
二
―
一
一
四
頁
。

（
55
） 

二
〇
世
紀
に
お
け
る
日
本
的
な
看
護
モ
デ
ル
の
形
成
と
そ
の
試

み
に
つ
い
て
は
次
の
二
冊
が
参
考
に
な
る
。
久
間
圭
子『
日
本
の
看
護

論　

比
較
文
化
的
考
察
』
日
本
看
護
協
会
出
版
会
、
一
九
九
八
年
、
坂

田
三
允『
日
本
人
の
生
活
と
看
護
』中
央
法
規
出
版
、
一
九
九
八
年
。

（
56
） 

谷
津
に
先
立
っ
て
西
田
哲
学
に
言
及
し
た
日
本
人
看
護
研
究
者

の
論
文
と
し
て
、
野
島
良
子「
看
護
学
の
根
本
問
題
―
実
在
す
る
も
の

と
知
識
の
起
源
に
つ
い
て
」『
日
本
看
護
科
学
学
会
誌
』第
一
二
巻
四
号
、

一
九
九
二
年
、
一
―
八
頁
が
あ
る
。
こ
の
論
文
で
野
澤
は
、
実
在
す
る

も
の（R

eality

）の
典
例
と
し
て
西
田
の「
純
粋
経
験
」を
挙
げ
、
そ
こ

に
看
護
の
知
の
起
源
を
求
め
よ
う
と
試
み
て
い
る
。

（
57
） 

Ｇ
・
ハ
ン
ト
、
江
藤
裕
之
訳「
看
護
の
た
め
の
看
護
を
目
指
し

て
―
西
田
幾
多
郎
の『
善
の
研
究
』
と
看
護
倫
理
―
（
原
題
：G

ood 
N

ursing, N
ursing the G

ood: K
itaro N

ishida and the Philoso-
phy of C

are

）、Guality N
ursing

、第
九
巻
一
号
、二
〇
〇
三
年
一
月
、

六
九
頁
。

　
「
よ
い
看
護（good nursing

）」と「
善
を
は
ぐ
く
み
、
そ
れ
を
大
切

に
扱
う
こ
と（nursing the good

）」
と
い
う
二
つ
の
言
葉
を
カ
ン
マ

で
結
ん
だ
ハ
ン
ト
の
論
文
の
表
題
は『
善
の
研
究
』
の
善
理
解
＝
自
己

実
現
説
に
媒
介
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
よ
い
看
護
と
は
、
善
を
は

ぐ
く
み
、
そ
れ
を
大
切
に
扱
う
こ
と
」
で
あ
る
と
い
う
日
本
文
に
翻
訳

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。（
浅
見
洋「
西
田
哲
学
と
看
護
学
の
対
話
に
向

け
て
」『
場
所
』第
五
号
、
二
〇
〇
六
年
四
月
、
二
―
一
〇
頁
参
照
）

（
58
） 
谷
津
は
後
に
グ
ラ
ス
ゴ
ー
大
学
に
留
学
し
、
Ｇ
・
ハ
ン
ト
に
師



一
四
九

日
本
に
お
け
る
「
看
護
の
哲
学
」
の
展
開
と
現
状
　〔
浅
見
〕

事
し
て
い
る
。

（
59
） 
中
岡
成
文『
私
と
出
会
う
た
め
の
西
田
幾
多
郎
』
出
窓
社
、

一
九
九
〇
年
一
〇
月
、
一
一
頁
。（
西
田
）
は
筆
者
挿
入
。
こ
こ
で
中

岡
は
村
田
久
行『
ケ
ア
の
思
想
と
対
人
援
助
―
終
末
期
医
療
と
福
祉
の

現
場
か
ら
』
紀
ノ
国
屋
書
店
、
一
九
九
八
年
に
言
及
し
て
い
る
。
村
田

は
現
象
学
を
基
盤
と
し
て
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
を
含
む
対
人
援
助

の
考
え
方
と
方
法（
村
田
理
論
）、傾
聴
な
ど
に
関
す
る
著
作
を
通
し
て
、

医
療
、
福
祉
関
係
者
、
特
に
緩
和
ケ
ア
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
に
関

わ
る
医
療
専
門
職
者
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
哲
学
研
究
者
で
あ
る
。

（
60
） 

谷
津
裕
子『
看
護
の
ア
ー
ト
に
お
け
る
表
現
』
一
九
〇
頁
。
中
岡

成
文『
私
と
出
会
う
た
め
の
西
田
幾
多
郎
』九
九
―
一
〇
〇
頁
。

（
61
） 

谷
津
裕
子『
看
護
の
ア
ー
ト
に
お
け
る
表
現
』一
〇
―
一
一
頁
。

（
62
） 

同
右
一
二
―
一
三
頁
。

（
63
） 

同
右
一
七
九
頁
。

（
64
） 

清
水
哲
郎『
医
療
現
場
に
臨
む
哲
学
』勁
草
書
房
、
一
九
九
七
年
、

一
―
一
一
頁
。

（
65
） 

ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン
著
、
湯
槇
ま
す
、
小
玉

香
津
子
訳『
看
護
の
基
本
と
な
る
も
の
』
日
本
看
護
協
会
出
版
社
、

一
九
九
五
年
、
一
一
頁
。
原
著
はV

irginia H
enderson, Basic 

Principles of N
ursing C

are, International C
ouncil of N

urses, 

G
eneba,1991.

（
66
） 「
Ｉ
Ｃ
Ｎ
看
護
の
定
義（
簡
約
版
）」
日
本
看
護
協
会
訳
、

二
〇
〇
二
年
。
こ
の
国
際
看
護
協
会
の
看
護
定
義
は
現
在
の
日
本
看
護

協
会
の
Ｈ
Ｐ
に
も
そ
の
ま
ま
搭
載
さ
れ
て
い
る
。http://w

w
w.nurce.

or.jp/nursing/International/icn/docum
ent/definition/index.

htm
l/(2021/7/14

ア
ク
セ
ス
）

（
67
） 

筆
者
は
二
〇
二
〇
年
九
月
に
看
護
管
理
学
会
の
教
育
講
演「
看
護

管
理
を
哲
学
す
る
―
西
田
哲
学
視
座
か
ら
―
」、
二
〇
二
一
年
七
月
に

第
二
七
回
看
護
診
断
学
会
の
特
別
講
演「
看
護
と
哲
学
―
看
護
診
断
と

は
何
か
」
等
を
な
す
際
、
看
護
諸
分
野
の
概
念
が
、
現
在
の
公
式
看
護

定
義
と
同
じ
よ
う
に
、
各
々
の
看
護
分
野
に
お
け
る
ケ
ア
の
対
象
が

人
々
を
包
摂
す
る
場
へ
と
拡
大
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
た
。

（
68
） 

現
在
の
看
護
定
義
は
、
現
在
、
厚
生
労
働
省
が
高
齢
社
会
に
対

応
し
て
構
築
を
推
進
し
て
い
る「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」
の
理
念

と
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
69
） 

ケ
ア
を
看
護
の
本
質
と
し
て
と
ら
え
た
代
表
的
な
ケ
ア

リ
ン
グ
の
看
護
理
論
家
に
は
Ｍ
・
レ
イ
ニ
ン
ガ
ー（M

adeleine 
Leininger:1925

―2012

）、
Ｊ
・
ワ
ト
ソ
ン（Jean W

atson: 1940

―
）、
Ｐ
・
ベ
ナ
ー（Patricia B

enner:1942

―
）ら
が
い
る
。
レ
イ
ニ



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
八
号

一
五
〇

ン
ガ
ー
は
文
化
人
類
学
的
視
点
か
ら
、
ワ
ト
ソ
ン
と
ベ
ナ
ー
は
実
存
的

現
象
学
、解
釈
学
的
現
象
学
の
視
点
か
ら
ケ
ア
リ
ン
グ
論
を
展
開
し
た
。

後
者
の
二
人
が
日
本
の
看
護
研
究
に
与
え
た
影
響
が
大
き
い
。
レ
イ
ニ

ン
ガ
ー
の
文
化
看
護
、
超
文
化
看
護
は
看
護
ケ
ア
の
場
の
文
化
性
、
地

域
性
を
指
摘
し
、
日
本
の
地
域
看
護（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ケ
ア
）
に
も
そ

の
理
念
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

（
70
） 

Ｔ
・
ヘ
ザ
ー
・
ハ
ー
ド
マ
ン
、
上
鶴
重
美『N

A
N

D
A

 I 

看
護
診

断 

定
義
と
分
類 2018

―2020
』医
学
書
院
、二
〇
一
八
年
、四
八
四
頁
。

（
71
） 

澤
瀉
久
敬『
わ
が
師
わ
が
友　

そ
の
思
想
と
生
き
方
』
経
済
往
来

社
、
一
九
八
四
年
に
は「
私
は
論
文
を
書
く
と
き
に
は
西
田
先
生
お
一

人
を
頭
に
置
い
て
い
た
。
…
…
拙
文
を
読
ん
で
下
さ
る
他
の
方
々
の
こ

と
は
全
く
念
頭
に
置
か
ず
、
た
だ
西
田
先
生
に
見
て
い
た
だ
け
る
も
の

を
書
く
こ
と
に
全
力
を
尽
く
し
た
の
で
あ
る
」（
一
九
七
頁
以
下
）、「「
医

学
概
論
の
進
む
道
」
と
い
う
小
文
を
書
い
た
と
き
、
先
生
に
そ
れ
を
拝

呈
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
大
変
よ
ろ
こ
ん
で
下
さ
っ
て
、
そ
の
拙
文
中

先
生（
西
田
）
が
同
感
さ
れ
た
箇
所
に
線
を
引
い
て
御
返
送
く
だ
さ
っ

た
」（
一
八
頁
）と
あ
る
。

（
72
） 

同
右
九
九
頁
。

（
73
） 

Ｇ
・
Ｗ
・
Ｆ
・
ヘ
ー
ゲ
ル
著
、
岩
崎
武
雄
責
任
編
集
、
藤
野
渉
、

赤
澤
正
敏
訳『
法
哲
学
』中
央
公
論
社
、
一
九
六
七
年
、
一
七
四
頁
。




