
の
日
本
人
患
者
が
病
死
し
た
と
き
、
同
病
院
で
は
、
奉
行
の
許
可
な

く
、
一
方
的
に
病
理
解
剖
を
行
っ
た
事
実
が
、
遺
族
の
届
け
出
に
よ

っ
て
判
明
し
、
こ
れ
が
幕
末
の
記
録
に
残
る
解
剖
例
と
な
っ
た
。
箱

館
奉
行
・
小
出
秀
實
は
、
刑
死
者
以
外
は
認
め
な
い
解
剖
を
、
無
断

で
実
施
し
た
の
は
、
日
本
人
の
慣
習
を
無
視
す
る
行
為
で
あ
る
と
警

告
し
、
事
後
、
斯
様
な
解
剖
は
認
め
ず
と
の
方
針
を
ロ
シ
ア
領
事
に

伝
え
た
。

慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
三
月
廿
日
夜
、
ロ
シ
ア
病
院
が
類
焼
し

た
。
此
頃
、
滝
野
衝
雲
が
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
に
師
事
し
て
お
り
、
そ
の

下
限
は
慶
応
三
年
四
月
で
あ
る
。
こ
の
前
後
、
交
替
の
医
師
ウ
エ
ン

ス
ト
リ
が
着
任
し
、
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
は
、
任
期
を
終
え
帰
国
し
た
も

の
と
推
測
さ
れ
る
。

ゥ
エ
ン
ス
ト
リ
の
医
療
状
況
に
つ
い
て
は
、
未
だ
こ
れ
を
明
ら
か

に
で
き
な
い
が
、
そ
の
任
期
は
僅
か
一
年
余
に
過
ぎ
ず
、
彼
は
、
明

治
元
年
十
二
月
朔
日
（
一
八
六
九
・
一
・
一
）
箱
館
に
お
い
て
病
死
し

た
。
享
年
二
九
歳
で
あ
る
。
そ
の
葬
儀
に
当
り
、
日
本
側
で
は
半
旗

を
掲
げ
、
弔
意
を
表
し
た
の
で
、
領
事
ビ
ュ
ッ
オ
フ
は
、
十
二
月
六

日
附
の
謝
状
を
、
箱
館
奉
行
・
永
井
尚
志
に
贈
っ
て
い
る
。

（
札
幌
市
・
島
田
整
形
外
科
）
（
世
田
谷
）

古
方
派
の
最
右
翼
で
あ
る
吉
益
東
洞
の
独
特
な
医
説
は
広
く
知
ら

れ
て
い
る
。
医
師
を
三
分
し
て
自
ら
は
「
疾
医
」
を
以
て
任
じ
、
万

病
一
毒
と
唱
え
て
攻
撃
的
治
療
を
專
ら
に
し
た
東
洞
は
、
仲
景
の
法

に
基
づ
く
と
い
う
処
方
運
用
の
簡
便
化
を
図
り
、
漢
方
界
に
実
証
主

義
的
精
神
を
一
段
と
高
揚
せ
し
め
る
と
同
時
に
、
形
式
主
義
を
も
も

た
ら
し
た
。
さ
ら
に
彼
は
、
人
の
死
生
を
天
命
と
み
る
斬
新
な
医
道

論
を
唱
導
し
、
当
時
の
医
家
の
間
に
、
医
の
倫
理
を
め
ぐ
る
寛
童
た

る
論
争
を
引
き
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。

東
洞
の
天
命
観
及
び
そ
の
所
説
を
め
ぐ
る
論
争
に
つ
い
て
は
、
既

に
大
塚
敬
節
氏
の
か
な
り
詳
し
い
論
考
が
本
学
会
誌
に
見
え
る
（
『
日

本
医
史
学
雑
誌
』
十
六
巻
三
号
、
一
九
七
○
）
。
今
回
の
私
の
発
表
は
、

東
洞
の
死
生
観
（
天
命
観
）
の
構
造
を
よ
り
明
確
に
し
、
そ
こ
か
ら

生
ず
る
医
の
倫
理
に
関
す
る
問
題
を
副
出
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

吉
益
東
洞
の
死
生
観
と
医
の
倫
理

に
つ
い
て

丸
山
敏
秋
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東
洞
の
基
本
姿
勢
は
、
形
而
上
な
る
も
の
（
五
官
で
と
ら
え
ら
れ
な

い
）
と
形
而
下
な
る
も
の
（
五
官
で
と
ら
え
ら
れ
る
）
を
峻
別
し
、
形

而
上
な
る
も
の
に
対
し
て
は
不
可
知
論
の
立
場
を
貫
き
通
し
た
こ
と

に
あ
る
。
か
か
る
不
可
知
論
の
対
象
と
さ
れ
た
の
は
、
理
・
気
・
陰

陽
・
五
行
・
運
気
な
ど
で
あ
っ
た
。
万
病
一
毒
説
の
背
景
に
も
、
こ

の
姿
勢
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
天
を
知
の
対
象
で
な
く
敬
の

対
象
と
し
た
荻
生
沮
侠
の
立
場
と
の
共
通
性
も
、
そ
こ
に
認
め
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。

東
洞
の
不
可
知
論
は
、
人
の
死
生
に
対
し
て
も
む
け
ら
れ
た
。
彼

な

は
言
う
、
「
死
生
は
命
な
り
。
天
よ
り
之
を
作
す
。
其
れ
唯
だ
天
よ

い
ず
く
よ

り
之
を
作
す
。
医
、
焉
ん
ぞ
能
く
之
を
死
生
せ
ん
や
。
…
：
蓋
し
死

あ
ず

生
は
医
の
与
か
ら
ざ
る
所
な
り
」
（
『
医
断
』
）
と
。
同
様
の
言
葉
は
自

著
の
あ
ち
こ
ち
に
見
え
る
。
医
師
の
対
象
と
す
べ
き
は
、
あ
く
ま
で

現
実
の
疾
病
を
治
癒
せ
し
め
る
こ
と
以
外
の
何
物
で
も
な
く
、
病
毒

を
除
き
さ
え
す
れ
ば
病
は
癒
え
る
。
そ
の
際
、
病
人
の
体
質
や
年
齢

・
性
別
を
考
慮
す
る
必
要
は
な
く
、
患
者
の
死
生
を
考
え
る
こ
と

は
、
却
っ
て
正
し
い
医
療
を
施
す
上
で
害
を
及
ぼ
す
。
人
事
を
尽
く

し
て
天
命
を
俟
つ
覚
悟
で
治
療
に
専
心
す
れ
ば
よ
く
、
張
仲
景
の
法

る
0

に
合
し
た
治
療
を
行
っ
て
患
者
が
死
ん
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
天
命

で
あ
り
、
医
師
の
関
与
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
東
洞
の
溢
ん
れ
ば
か
り
の
自
信
に
裏
づ
け
ら
れ
た
死

生
観
・
天
命
観
は
、
極
め
て
自
己
完
結
的
で
あ
る
。
医
師
が
「
司
命
」

の
職
で
あ
る
こ
と
は
古
く
か
ら
言
わ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
そ

れ
に
敢
え
て
異
を
唱
え
る
彼
の
主
張
は
、
前
述
の
如
き
独
特
な
医
説

か
ら
自
然
に
帰
結
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
厳
し

い
批
判
・
反
論
が
続
出
し
、
医
史
学
上
に
か
つ
て
な
い
医
の
倫
理
を

め
ぐ
る
論
争
が
展
開
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
論
争
は
、
東
洞
の
医
療
観
を
承
認
す
る
か
否
か
で
、
賛
否
が

真
二
つ
に
分
か
れ
、
平
行
線
を
た
ど
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
東
洞

の
立
場
か
ら
す
る
と
、
致
死
の
危
険
が
あ
る
薬
物
で
も
、
病
気
を
癒

す
、
す
な
わ
ち
毒
を
除
く
古
代
の
仲
景
の
法
に
叶
っ
た
も
の
で
あ
れ

ば
、
積
極
的
に
用
い
ね
ば
な
ら
な
い
。
逆
仲
景
の
法
（
東
洞
自
身
が

そ
う
認
め
た
も
の
で
あ
る
が
）
に
些
か
で
も
疑
問
が
も
た
れ
れ
ば
、
死

生
を
天
命
と
見
て
不
可
知
と
極
論
す
る
東
洞
の
主
張
は
成
立
し
な

い
。
仲
景
の
法
に
絶
対
の
信
を
お
き
、
病
人
よ
り
病
気
を
診
る
こ
と

を
医
師
の
務
め
と
し
た
東
洞
流
の
姿
勢
は
、
８
局
よ
り
ｏ
匡
吊
を
重

視
す
る
現
代
医
療
に
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
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教
育
を
施
し
て
、

企
図
し
た
の
で
あ

東
洞
の
死
生
Ⅱ
天
命
観
が
極
め
て
自
己
完
結
的
で
あ
り
、
彼
の
死

後
に
は
そ
の
医
説
を
強
烈
に
推
進
す
る
者
が
現
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と

京
都
に
医
学
院
を
設
立
し
、
東
洞
の
『
医
断
』
が
刊
行
さ
れ
る

や
、
批
判
の
急
先
鋒
と
な
っ
た
畑
黄
山
は
、
『
斥
医
断
』
の
中
で
「
世

ま
ど

医
専
ら
死
生
を
以
て
己
が
任
と
す
る
者
は
、
仁
に
疑
う
。
其
の
失
、

あ
ず

愚
な
り
。
死
生
は
医
与
か
ら
ず
と
言
う
者
は
、
知
に
疑
う
。
其
の

失
、
賊
な
り
」
と
言
っ
て
い
る
。
儒
教
的
な
医
道
論
に
基
づ
く
医
学

教
育
を
施
し
て
、
畑
黄
山
は
「
世
医
の
愚
」
を
救
う
徳
性
の
酒
養
を

こ
こ
で
注
意
を
要
し
た
い
の
は
諺
治
療
至
上
主
義
に
基
づ
く
東
洞

の
死
生
観
及
び
医
道
論
か
ら
は
、
医
師
の
徳
性
の
酒
養
と
い
っ
た
道

徳
的
問
題
が
生
じ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
医
師
が
「
司
命
」
の
職
で
あ

る
な
ら
ば
、
治
療
の
際
に
死
生
に
と
ら
わ
れ
、
患
者
の
身
分
や
貧
富

に
心
が
動
い
て
私
心
が
混
入
し
や
す
く
、
平
等
か
つ
正
当
な
医
療
の

妨
げ
に
な
る
と
い
う
東
洞
の
主
張
に
は
、
確
か
に
説
得
力
が
あ
る
。

し
か
し
だ
か
ら
こ
そ
、
医
師
に
は
す
ぐ
れ
た
医
療
技
術
と
共
に
人

格
・
徳
性
の
酒
養
が
必
要
と
さ
れ
る
の
だ
と
批
判
者
は
言
い
、
治
療

主
義
に
徹
し
て
倫
理
性
・
道
徳
性
の
欠
如
し
た
東
洞
の
説
を
攻
撃
し

た
の
で
あ
る
。

ｰつ

た
0

も
あ
っ
て
、
こ
の
論
争
は
第
二
次
・
第
三
次
と
大
き
く
発
展
す
る
に

は
至
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
東
洞
の
特
異
な
死
生
観
が
衆
人

の
眠
り
を
醒
ま
せ
、
医
道
論
に
関
す
る
物
議
を
か
も
し
た
こ
と
は
、

日
本
の
医
学
史
上
特
筆
す
や
へ
き
出
来
事
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま

た
そ
こ
に
我
々
は
、
現
代
の
医
の
倫
理
に
通
ず
る
問
題
を
垣
間
見
る

こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

（
北
里
研
究
所
附
属
東
洋
医
学
総
合
研
究
所
医
史
学
研
究
室
）
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