
た
。
院
外
治
療
の
紹
介
も
さ
れ
た
。
呉
秀
三
が
巣
鴨
病
院
院
長
と
な
っ

て
か
ら
、
作
業
治
療
は
体
系
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
森
田
正
馬
も
そ
れ

に
た
ず
さ
わ
っ
た
一
人
で
、
彼
の
名
を
冠
さ
れ
た
治
療
法
の
源
の
一
つ

は
こ
の
と
き
の
経
験
で
あ
っ
た
。
一
九
○
○
年
の
精
神
病
者
監
護
法
は

入
院
は
監
禁
で
あ
る
と
し
て
い
た
が
、
一
九
一
九
年
の
精
神
病
院
法
に

よ
っ
て
、
監
禁
的
で
な
い
入
院
治
療
が
公
認
さ
れ
、
作
業
治
療
に
も
あ

た
ら
し
い
地
平
が
ひ
ら
か
れ
た
。
同
年
に
巣
鴨
か
ら
移
転
し
た
松
沢
病

院
で
加
藤
普
佐
次
郎
は
、
み
ず
か
ら
も
モ
ッ
コ
を
か
つ
い
で
作
業
治
療

に
あ
た
っ
た
。
加
藤
は
作
業
治
療
と
と
も
に
開
放
治
療
を
強
調
し
、
ま

た
う
た
い
・
お
ど
っ
て
患
者
を
た
の
し
ま
せ
た
。

加
藤
の
仕
事
は
か
れ
の
学
位
論
文
と
な
っ
た
が
、
同
僚
の
な
か
に
は

「
土
方
医
者
」
と
か
れ
を
さ
げ
す
む
人
の
ほ
う
が
お
お
か
っ
た
。
他
院

で
の
作
業
治
療
は
、
内
職
的
な
も
の
や
農
耕
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。

長
山
は
一
九
一
九
年
に
府
立
大
阪
医
科
大
学
を
卒
業
し
、
神
経
病
理

面
の
仕
事
に
よ
っ
て
学
位
を
え
、
助
教
授
候
補
で
あ
っ
た
。
一
九
二
九

年
に
ド
イ
ツ
に
留
学
し
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
シ
ピ
ー
ル
マ
イ
エ
ル
に
つ
い

た
。
と
こ
ろ
が
同
年
九
月
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
ワ
イ
ガ
ン
ト
教
授
主
宰
の
講

習
会
で
ジ
モ
ン
の
作
業
治
療
、
コ
ル
プ
の
院
外
保
護
の
講
義
を
き
く
に

お
よ
ん
で
、
神
経
病
理
学
を
す
て
た
。
母
校
の
和
田
教
授
は
長
山
の
縁

つ
づ
き
の
人
だ
っ
た
が
、
和
田
は
長
山
に
ひ
ど
く
い
か
っ
た
。

一
九
三
○
年
一
二
月
に
帰
国
し
て
か
ら
長
山
は
中
宮
病
院
医
員
（
の
ち

医
長
）
と
し
て
、
作
業
治
療
に
と
り
く
む
と
と
も
に
、
一
九
三
一
年
か
ら

ョ
－
ロ
ッ
パ
の
精
神
科
作
業
治
療
お
よ
び
院
外
治
療
に
つ
い
て
精
力
的

な
紹
介
を
は
じ
め
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
院
外
保
護
の
試
み
も
し
た
。

樋
口
誠
太
郎

一
、
は
じ
め
に

金
沢
貞
顕
（
弘
安
元
年
・
二
一
七
八
～
元
弘
三
年
・
一
三
三
三
）
は
、
金

沢
北
条
氏
の
四
代
目
と
し
て
、
称
名
寺
や
金
沢
文
庫
を
充
実
さ
せ
る
上

で
功
績
の
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
と
共
に
、
す
ぐ
れ
た
文
人
武
将
で
あ
っ

た
。

し
か
し
、
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
に
あ
た
っ
て
は
、
執
権
北
条
高
時
外
一

族
と
共
に
鎌
倉
葛
西
谷
の
東
勝
寺
で
自
刃
し
て
果
て
た
。

と
い
っ
て
も
、
作
業
治
療
が
制
度
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
た
松
沢
病

院
と
ち
が
っ
て
中
宮
病
院
で
は
、
そ
れ
に
た
ず
さ
わ
る
従
業
員
も
わ
ず

か
で
、
長
山
の
仕
事
は
た
い
へ
ん
に
く
る
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
松
沢

病
院
で
加
藤
の
あ
と
を
う
け
つ
い
だ
菅
修
と
た
ま
に
あ
っ
て
か
た
り
あ

う
こ
と
は
、
七
月
七
日
に
二
星
が
め
ぐ
り
あ
う
思
い
で
あ
っ
た
と
つ
た

え
ら
れ
る
。
院
外
治
療
に
つ
い
て
は
松
沢
病
院
副
院
長
で
あ
っ
た
齋
藤

玉
男
（
冷
泉
禎
太
郎
名
義
の
も
の
も
あ
る
）
も
紹
介
し
は
じ
め
た
。

長
山
は
不
遇
の
う
ち
に
一
九
四
九
年
に
中
宮
病
院
を
退
職
し
、
わ
す

れ
ら
れ
た
存
在
に
な
っ
て
い
た
。

精
神
疾
患
患
者
の
院
外
治
療
が
重
視
さ
れ
て
き
て
い
る
現
在
、
は
や

す
ぎ
た
こ
の
巨
人
の
足
跡
を
た
ど
り
な
お
し
た
い
。（

平
成
五
年
一
月
例
会
）

金
沢
貞
顕
文
書
の
医
史
学
的
研
究
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今
回
発
表
す
る
要
点
は
、
金
沢
貞
顕
が
称
名
寺
二
代
長
老
劔
阿
に
宛

て
た
書
状
が
当
寺
に
残
る
『
宝
寿
抄
」
と
い
う
仏
教
書
の
「
紙
背
文
書
」

と
し
て
残
っ
て
い
た
も
の
が
平
成
三
年
四
月
に
『
金
沢
文
庫
資
料
図
録
」

書
状
編
Ｉ
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
の
で
、
こ
れ
を
中
心
に
、
当
時
の
高
級

武
将
が
病
気
に
対
し
ど
ん
な
医
療
を
行
っ
て
い
た
か
が
判
る
文
書
の
事

例
と
し
て
と
り
あ
げ
て
み
た
。

鎌
倉
武
士
と
い
え
ば
、
質
実
剛
健
、
弓
馬
の
道
に
は
げ
み
病
気
の
方

が
さ
け
て
通
り
そ
う
で
あ
る
が
意
外
に
貞
顕
の
劔
阿
宛
の
書
状
は
自
分

の
病
気
や
家
族
の
病
気
に
悩
み
祈
祷
を
願
っ
た
り
し
て
い
る
も
の
が
目

立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二
、
金
沢
貞
顕
文
書
中
の
医
療
関
係
記
事

こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
か
っ
て
昭
和
四
七
年
に
「
鎌
倉
時
代
医
学

史
の
研
究
』
と
題
し
て
服
部
敏
良
氏
が
と
り
あ
げ
て
お
ら
れ
る
、
当
時

は
現
在
の
様
に
整
理
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
か
、
貞
顕
の
書
状
も
五
通

ほ
ど
し
か
引
用
さ
れ
て
い
な
い
が
同
書
の
第
二
章
第
五
節
の
金
沢
文
庫

古
文
書
の
医
学
的
考
察
は
、
今
回
の
発
表
に
大
い
に
参
考
に
な
っ
た
。

こ
の
文
書
（
宝
寿
抄
の
紙
背
文
庫
）
が
金
沢
貞
顕
か
ら
称
名
寺
二
代
長

老
劔
阿
に
宛
て
た
も
の
で
、
内
容
を
大
別
す
る
と
、
貞
顕
が
劔
阿
の
病

気
見
舞
の
た
め
に
出
し
た
も
の
と
、
貞
顕
が
家
族
や
自
分
の
病
気
に
つ

い
て
劔
阿
に
伝
え
祈
祷
な
ど
を
依
頼
し
た
り
対
策
を
相
談
し
た
り
し
た

も
の
に
分
け
ら
れ
る
。

家
族
と
し
て
出
て
く
る
も
の
は
、
長
男
の
貞
将
、
顕
助
、
貞
将
夫
人

（
出
産
の
こ
と
で
出
て
く
る
）
、
孫
の
忠
時
な
ど
で
あ
る
・
貞
将
は
六
波
羅

探
題
な
ど
に
就
任
す
る
が
貞
顕
の
書
状
を
見
る
と
病
気
を
よ
く
し
て
い

た
よ
う
で
、
箱
根
湯
本
へ
湯
治
に
出
か
け
た
り
し
て
い
る
し
、
貞
顕
の

書
状
中
に
貞
将
の
病
気
を
治
す
た
め
に
祈
祷
を
し
て
ほ
し
い
と
劔
阿
に

依
頼
し
て
い
る
。

病
気
の
表
現
に
は
、
所
労
と
か
違
例
と
い
う
こ
と
ば
が
用
い
ら
れ
た
。

相
手
に
よ
っ
て
「
御
」
を
つ
け
て
い
る
。
例
と
し
て
は
「
御
腹
の
気
」
、

「
御
痢
病
」
、
「
御
目
労
」
な
ど
が
あ
る
。

こ
う
し
た
病
気
に
対
す
る
医
師
は
金
沢
貞
顕
ほ
ど
の
上
級
武
将
に
な

る
と
何
人
も
の
医
師
に
か
か
る
こ
と
が
で
き
た
様
で
「
諸
医
」
な
ど
と

い
う
こ
と
ば
が
見
ら
れ
る
「
医
師
」
は
当
然
の
こ
と
で
「
長
周
朝
臣
」

と
あ
り
、
お
そ
ら
く
丹
波
長
周
の
こ
と
で
当
代
の
超
一
流
の
医
師
で
あ

り
、
一
般
人
で
は
と
て
も
診
て
も
ら
う
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
な
医
師

に
か
か
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

ま
た
見
舞
品
と
し
て
は
「
リ
ン
ゴ
」
な
ど
が
登
場
し
て
い
る
。
現
在

の
西
洋
リ
ン
ゴ
系
の
も
の
と
は
異
な
る
が
、
こ
う
し
た
も
の
が
食
べ
ら

れ
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
よ
う
。

し
か
し
、
当
時
は
病
気
に
か
か
れ
ば
、
ひ
た
す
ら
祈
祷
し
か
な
い
こ

と
も
一
面
の
事
実
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
貞
顕
の
書
状
を
見
る
と
い
ろ

い
ろ
な
病
名
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
し
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

三
、
ま
と
め

今
回
の
発
表
で
は
全
て
の
書
状
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
け
れ
ど
も
鎌
倉
時
代
末
期
の
上
級
武
将
が
ど
の
よ
う
な
生
活
を
し
て

い
た
か
が
わ
か
る
。
当
時
か
な
り
教
養
の
高
い
金
沢
貞
顕
の
よ
う
な
武

将
で
も
病
気
に
か
か
っ
た
り
、
家
族
の
病
気
に
対
し
て
は
医
師
が
大
丈

夫
だ
と
言
っ
て
も
劔
阿
の
よ
う
な
高
僧
に
祈
祷
を
依
頼
し
た
り
、
相
談
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官
尊
民
卑
の
時
代
に
私
立
医
学
校
と
し
て
、
明
治
初
期
か
ら
中
期
に

か
け
て
繁
栄
し
た
済
生
学
舎
、
慶
応
義
塾
医
学
所
、
成
医
会
講
習
所
の

発
展
史
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

一
、
済
生
学
舎

現
在
の
日
本
医
科
大
学
の
源
流
の
「
済
生
学
舎
」
は
、
明
治
九
年
四

月
九
日
、
長
谷
川
泰
に
よ
り
本
郷
元
町
一
丁
目
六
十
六
番
地
（
現
順
天
堂

大
学
裏
）
に
創
立
さ
れ
た
。
初
期
の
教
師
は
、
長
谷
川
泰
（
元
第
一
大
学

区
医
学
校
長
・
三
十
三
歳
）
と
弟
の
長
谷
川
順
次
郎
準
医
学
士
・
同
郷
の

げ
ん
し
ゆ
う

山
崎
元
脩
準
医
学
士
の
三
人
の
教
師
を
中
心
に
開
校
さ
れ
た
。

明
治
十
七
年
に
は
全
国
か
ら
医
学
を
志
す
学
生
が
集
ま
り
、
四
百
八

十
四
名
在
学
し
、
教
師
は
十
六
名
に
達
し
た
。
（
長
谷
川
泰
は
明
治
十
五
年

ゆ
し
ま

に
学
校
を
湯
島
四
丁
目
に
移
転
し
て
い
る
。
）
更
に
明
治
十
七
年
に
「
東
京

医
学
専
門
学
校
・
済
生
学
舎
」
と
称
し
、
東
京
府
知
事
と
文
部
省
に
届

出
て
い
る
。

学
内
も
次
第
に
充
実
し
、
吉
岡
弥
生
が
明
治
二
十
二
年
か
ら
二
十
五

し
た
り
し
て
い
る
。

こ
こ
に
当
時
の
人
び
と
の
生
活
と
宗
教
の
強
い
か
か
わ
り
あ
い
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
平
成
五
年
一
月
例
会
）

明
治
初
年
の
私
立
医
学
校
「
済
生
学
舎
・

慶
応
義
塾
医
学
所
・
成
医
会
講
習
所
」
に
つ
い
て唐

沢
信
安

年
ま
で
在
学
し
て
い
る
。
野
口
英
世
も
明
治
二
十
九
年
十
月
よ
り
三
十

年
八
月
三
十
日
迄
、
約
一
年
間
済
生
学
舎
に
学
ん
で
い
る
。

明
治
三
十
一
年
暮
か
ら
明
治
三
十
二
年
に
か
け
て
「
大
日
本
医
会
」

た
か
き
か
ね
ひ
ろ

（
会
長
高
木
兼
寛
・
会
員
四
万
人
）
か
ら
「
医
師
会
法
案
」
が
国
会
に
提

．
い
り
さ
わ
た
つ
き
ち

出
さ
れ
た
。
こ
の
時
、
東
京
大
学
医
科
大
学
の
教
授
入
沢
達
吉
、
青
山

胤
道
等
六
十
名
は
「
医
師
会
法
案
反
対
同
盟
」
を
造
り
激
し
い
反
対
運

動
を
起
こ
し
た
。
そ
の
結
果
貴
族
院
で
否
決
さ
れ
廃
案
に
持
ち
こ
ま
れ

た
。

反
対
同
盟
は
「
明
治
医
会
」
と
改
称
し
、
私
立
医
学
校
撲
滅
運
動
（
医

学
教
育
の
統
一
論
）
を
起
こ
し
、
済
生
学
舎
の
廃
校
を
目
標
に
し
て
高
等

教
育
会
議
で
協
議
を
し
た
。
明
治
三
十
六
年
三
月
「
専
門
学
校
令
」
を

勅
令
の
型
で
発
布
し
、
済
生
学
舎
の
存
続
を
文
部
省
は
認
め
な
か
っ
た
。

独
り
苦
し
ん
だ
長
谷
川
泰
は
、
つ
い
に
「
廃
校
宣
言
」
を
出
し
た
。

二
、
慶
応
義
塾
医
学
所

現
在
の
信
濃
町
に
あ
る
慶
応
大
学
医
学
部
は
大
正
六
年
に
造
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
。

し
か
し
明
治
六
年
十
月
に
、
福
沢
諭
吉
は
高
弟
の
松
山
棟
庵
と
協
議

の
上
、
慶
応
義
塾
の
一
分
科
と
し
て
、
松
山
棟
庵
の
自
由
裁
量
の
下
で

医
学
科
を
設
け
た
。
修
業
年
限
は
二
ケ
年
で
、
主
と
し
て
ハ
ル
ッ
ホ
ル

ン
の
教
科
書
を
用
い
た
。
医
学
所
は
新
宮
凉
園
、
杉
田
武
、
松
山
誠
二

等
が
助
け
た
。
七
年
間
続
い
た
が
、
明
治
十
三
年
本
校
の
慶
応
義
塾
の

経
営
が
急
激
に
悪
化
し
、
経
営
危
機
に
陥
っ
た
た
め
、
慶
応
医
学
所
は

廃
校
と
な
っ
た
。
そ
の
問
三
百
余
名
の
卒
業
生
を
出
し
た
が
、
西
南
戦

争
後
の
イ
ン
フ
レ
で
学
生
が
減
少
し
、
継
続
不
能
と
な
っ
た
。
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