
雪
永
政
枝
著
「
最
新
看
護
学
全
書
別
巻
」
に
．
八
八
四
（
明
治

一
七
）
年
同
志
社
大
学
の
教
授
ド
ク
タ
ー
．
、
ヘ
リ
ー
は
病
院
お
よ
び

看
護
婦
学
校
創
立
の
た
め
に
米
英
日
に
募
金
を
開
始
し
た
」
と
あ

り
、
ま
た
、
石
原
、
杉
田
、
長
門
谷
共
著
「
看
護
史
」
の
京
都
看
病

婦
学
校
の
項
に
「
当
時
来
日
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
人
宣
教
医
、
、
ヘ
リ

ー
に
相
談
し
た
結
果
」
と
あ
る
。
そ
こ
で
ベ
リ
ー
が
京
都
看
病
婦
学

校
設
立
に
対
し
ど
の
よ
う
な
考
え
を
持
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
「
京

都
看
病
婦
学
校
設
立
ノ
演
説
」
（
明
治
十
九
年
十
月
、
西
京
同
志
社
）

を
資
料
と
し
て
述
べ
る
。
本
小
冊
子
は
明
治
十
九
年
九
月
廿
日
大
日

本
私
立
衛
生
會
京
都
支
會
で
ベ
リ
ー
が
京
都
看
病
婦
学
校
設
立
の
儀

に
つ
い
て
演
説
し
た
も
の
を
西
京
同
志
社
が
印
刷
（
一
八
×
一
三

「
京
都
看
病
婦
學
校
設
立
の

演
説
」
に
つ
い
て

谷
津
三
雄
、
渋
谷
鉱

四
一
五
・
ヘ
ー
ジ
）
し
た
も
の
で
あ
る
。
。
ヘ
リ
ー
は
「
十
五
年
の
間

日
本
の
醤
師
諸
君
と
肩
を
並
べ
て
或
は
病
院
或
は
一
家
の
内
に
あ
り

て
病
人
を
療
治
し
た
る
經
験
の
餘
り
余
は
人
類
の
為
に
斯
く
は
日
本

病
院
の
看
護
法
に
就
て
痛
く
断
言
を
な
す
者
な
り
」
と
述
べ
、
「
看

護
菖
法
」
に
つ
い
て
「
看
病
人
等
の
極
め
て
無
識
に
し
て
貧
し
き
病

人
に
不
注
意
の
甚
し
き
を
發
見
せ
ら
る
可
し
此
看
病
婦
等
は
一
切
人

体
の
解
剖
及
び
生
理
空
氣
流
通
の
理
法
及
び
必
要
又
た
病
人
に
與
ふ

る
食
物
の
調
理
法
藥
剤
を
給
與
し
て
其
効
験
を
査
察
す
る
等
の
事
を

知
ら
ず
甚
し
き
は
其
既
に
知
る
所
の
事
を
も
十
分
に
行
は
ん
と
欲
す

る
の
心
掛
な
き
者
多
し
と
す
」
と
し
、
こ
れ
を
改
め
、
現
在
と
ほ
と

ん
ど
変
わ
ら
な
い
「
看
護
新
法
」
を
教
え
る
こ
と
の
必
要
性
を
説
き

「
左
れ
ぱ
今
京
都
に
於
て
設
立
せ
ん
と
す
る
看
病
婦
學
校
よ
り
生
ず

る
所
の
利
益
は
如
何
と
云
ふ
に
其
利
益
數
多
あ
り
。
第
一
、
蕾
法
の

弊
害
を
除
去
し
之
に
代
ふ
る
に
深
く
念
を
入
て
撰
び
た
る
熟
練
の
婦

人
を
以
て
看
病
婦
に
用
い
る
が
故
に
此
地
方
に
あ
る
人
口
一
千
二
百

万
餘
中
の
病
者
は
大
に
其
恩
澤
を
被
む
る
事
な
り
。
第
二
、
筈
学
の

進
歩
す
る
事
是
な
り
蓋
し
熟
練
な
る
看
病
婦
は
菅
に
其
力
に
因
ら
す

し
て
出
来
が
た
き
療
治
を
も
書
者
に
な
す
こ
と
を
得
さ
し
む
る
の
み

な
ら
す
病
院
又
は
家
内
の
治
療
上
に
於
て
病
に
關
す
る
數
多
の
大
切
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な
る
事
實
を
聚
め
種
々
の
病
件
に
就
て
深
く
徴
候
を
比
較
す
る
の
方

法
を
立
る
こ
と
を
得
せ
し
む
是
故
に
筈
師
た
る
者
病
因
學
を
究
め
且

つ
其
治
術
を
精
確
な
ら
し
め
ん
と
勉
む
る
に
當
り
日
本
に
於
て
も
他

國
に
あ
り
し
如
く
熟
練
な
る
看
病
婦
の
才
智
あ
り
又
忠
誠
あ
り
助
力

に
因
て
大
に
其
利
益
を
得
る
に
至
る
べ
し
。
第
三
、
此
學
校
は
品
格

備
は
り
且
つ
才
智
を
有
す
る
婦
人
に
し
て
災
難
に
罹
り
止
む
を
得
ず

其
身
或
は
又
其
親
族
の
為
に
生
活
の
道
を
要
ず
る
者
に
貴
き
職
業
を

授
く
る
の
利
益
あ
り
凡
そ
基
督
教
の
愛
を
心
に
懐
き
て
眞
實
人
類
の

苦
を
救
ふ
の
志
望
あ
り
又
病
室
内
の
難
行
に
堪
う
べ
き
必
要
の
勇
氣

と
肉
体
の
健
力
と
を
兼
備
す
る
婦
人
の
為
に
は
廣
く
有
益
に
し
て
且

つ
高
貴
な
る
職
業
を
螢
む
可
き
新
地
を
日
本
に
發
見
し
た
る
も
の
と

言
つ
可
し
夫
れ
看
病
婦
は
之
を
下
脾
と
同
視
す
べ
き
者
に
あ
ら
ず
即

ち
之
を
重
要
貴
尊
の
事
業
を
螢
む
者
と
思
は
ざ
る
可
か
ら
ず
。
第

四
、
一
家
ノ
内
に
て
此
學
校
の
卒
業
生
を
用
ひ
る
者
は
善
く
熟
練
し

て
信
任
す
べ
き
看
病
婦
を
得
た
り
と
の
安
あ
り
。
第
五
、
此
學
校
は

他
の
學
校
の
為
に
其
監
督
と
な
る
可
き
者
を
養
成
す
べ
し
病
人
看
護

の
必
用
に
し
て
今
の
日
本
に
於
て
之
を
改
良
す
る
の
最
も
急
務
な
る

事
又
た
新
法
の
全
く
日
本
人
民
の
精
神
と
願
望
と
に
符
合
す
る
事
を

思
へ
ぼ
余
は
數
年
な
ら
ず
し
て
凡
そ
此
帝
國
内
の
重
立
た
る
都
邑
に

は
必
ず
看
病
婦
學
校
の
設
あ
る
に
至
る
べ
し
と
確
信
す
る
な
り
而
し

て
善
良
な
る
管
理
の
下
に
あ
る
諸
病
院
は
看
病
婦
を
養
成
す
る
に
適

當
し
た
る
自
然
の
場
所
な
れ
ば
筍
も
日
本
に
あ
り
て
善
く
整
頓
し
た

る
病
院
に
は
各
灸
斯
る
學
校
を
附
属
せ
し
む
可
き
も
の
と
す
然
り
而

し
て
斯
る
事
業
を
起
す
に
は
熟
練
し
て
事
務
に
當
る
べ
き
監
督
を
得

ざ
る
可
か
ら
ず
看
病
婦
學
校
の
一
大
義
務
は
ま
さ
に
他
府
縣
に
於
て

此
業
に
従
事
す
べ
き
才
智
あ
る
婦
人
を
養
成
す
る
に
在
る
可
し
。
第

六
、
又
た
本
校
の
事
業
に
於
て
他
の
重
立
た
る
大
切
の
一
点
は
基
督

教
の
愛
に
感
動
せ
ら
れ
十
分
に
看
病
の
術
を
知
り
地
方
貧
民
救
済
の

組
織
法
に
通
暁
し
其
住
居
す
る
所
の
府
縣
に
あ
り
て
病
に
罹
り
た
る

人
民
の
家
に
就
き
自
か
ら
看
病
に
従
事
せ
ん
と
す
る
婦
人
を
養
成
す

る
事
是
な
り
抑
も
日
本
の
人
は
貧
苦
の
民
を
憐
む
の
情
鋭
敏
に
し
て

之
を
救
ふ
の
慈
善
に
厚
け
れ
ば
凡
そ
國
中
の
眞
心
あ
る
男
女
は
憐
む

可
き
家
内
に
希
望
、
安
慰
、
快
活
と
を
與
ふ
る
此
事
業
を
大
に
嘉
承

し
て
深
く
賛
成
せ
ら
る
る
事
な
ら
ん
。
過
る
十
五
年
の
間
此
國
に
て

病
人
を
療
治
す
る
の
術
は
大
に
漢
法
の
迷
信
と
手
術
と
を
脱
し
て
文

明
世
界
の
苦
學
と
細
密
に
記
載
し
た
る
經
験
と
に
因
て
成
就
し
た
る

道
理
上
の
基
礎
に
置
か
れ
た
り
希
く
は
我
償
今
日
本
看
病
術
の
為
に

同
様
の
事
業
を
な
し
度
き
者
な
り
然
ら
ば
日
々
數
数
千
の
家
壷
に
て
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難
め
る
者
の
苦
を
輕
く
し
數
多
の
貴
重
な
る
人
命
を
救
ひ
慈
善
の
實

、
、
、
、
、
、
、

行
と
基
督
教
の
摸
範
と
を
亜
細
亜
洲
に
表
彰
し
て
イ
エ
ス
キ
リ
ス
ト

が
地
上
に
来
り
て
樹
立
せ
ん
と
な
し
た
る
彼
の
「
人
を
愛
せ
」
と
の

道
に
一
歩
を
進
む
る
こ
と
を
得
た
る
も
の
と
言
ふ
く
し
。
」
と
結
ん

で
い
る
。
な
お
、
次
の
一
文
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
「
右
ノ
ー
篇
ヲ

一
覧
ア
リ
テ
此
學
ヲ
翼
賛
シ
多
少
ノ
義
損
ヲ
賜
フ
ノ
諸
士
ア
ラ
バ
幸

二
左
記
ノ
所
マ
テ
御
一
報
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
乞
う
。
京
都
上
京
区
寺
町

通
丸
太
町
上
ル
、
本
校
創
立
事
務
假
本
部
新
島
襄
」

（
日
本
大
学
松
戸
歯
学
部
）

明
治
四
年
、
廃
藩
置
県
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
陸
軍
は
常
備
兵

を
国
内
各
地
に
配
置
す
る
政
策
を
進
め
た
。
鎮
台
や
屯
営
等
の
整
備

で
あ
る
。

鎮
台
や
屯
営
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
病
院
や
病
室
が
設
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
か
ら
、
そ
れ
ら
施
設
で
働
く
医
師
、
薬
剤
師
、
看
護
員
が

必
要
に
な
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
軍
は
平
時
の
勤
務
だ
け
で
は
な
く
、
有
時
、
野

戦
に
お
い
て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
衛
生
要
員
も
そ
れ

に
対
応
で
き
る
特
性
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
衛
生

要
員
の
勤
務
す
る
機
関
等
は
大
別
し
て
次
の
三
つ
が
あ
っ
た
。

○
平
時
、
編
制
さ
れ
て
い
て
、
有
時
に
は
出
動
す
る
も
の
。
例
“

歩
兵
連
隊
（
以
下
「
部
隊
」
と
い
う
。
）

陸
軍
看
病
人
に
つ
い
て

黒
澤
嘉
幸
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