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在
宅
で
の
死
が
望
ま
れ
な
が
ら
、
そ
れ
が
な
か
な
か
進
展
し
な
い
こ
と
の
理
由
の
ひ
と
つ
に
、
死
の
看
取
り
に
対
す
る
家
族
の
不
安
が
あ

る
。
「
容
態
の
急
変
に
ど
う
対
応
し
、
ど
う
看
取
れ
ば
よ
い
の
か
」
と
い
う
こ
と
に
始
ま
り
、
「
死
者
の
目
は
閉
じ
さ
せ
る
の
か
」
「
手
は
組
ま

せ
る
べ
き
な
の
か
」
「
死
後
の
手
続
き
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
」
と
い
っ
た
こ
と
ま
で
数
え
上
げ
た
ら
き
り
が
な
い
。
家
族
の
側
に
急
変
事

へ
の
対
処
や
死
に
対
す
る
不
安
が
高
い
と
、
最
期
の
場
面
で
救
急
車
を
呼
ん
で
入
院
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
る
。
在
宅
死
へ
の
取
組
み

を
考
え
る
な
ら
ば
、
見
失
わ
れ
た
見
取
り
の
文
化
の
再
創
造
が
必
要
で
あ
る
。

見
取
り
の
文
化
の
核
を
な
し
て
い
た
死
の
臨
床
は
す
で
に
平
安
・
鎌
倉
期
の
仏
教
界
に
お
い
て
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は

出
家
・
在
家
の
者
を
問
わ
ず
実
践
さ
れ
、
ま
た
中
世
・
近
世
に
は
一
般
向
け
の
教
訓
害
・
家
政
指
南
書
・
医
書
の
中
に
そ
れ
が
取
り
込
ま
れ
、

よ
り
よ
き
死
を
迎
え
さ
せ
る
た
め
の
作
法
と
し
て
庶
民
の
間
に
定
着
を
み
て
い
る
。
出
家
集
団
に
お
け
る
生
活
規
範
を
定
め
た
「
律
」
に
は
、

看
病
人
戒
・
病
人
戒
と
し
て
平
生
尋
常
の
看
護
の
方
法
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
死
の
臨
床
に
関
し
て
は
平
安
中
期
の
浄
土
教
信
仰
に
負
う
と

こ
ろ
が
大
き
く
、
源
信
の
『
往
生
要
集
」
は
そ
の
ひ
と
つ
の
結
実
で
あ
る
。
往
生
と
い
う
救
い
を
と
も
な
っ
た
死
を
迎
え
る
た
め
の
作
法
と

な
る
臨
終
行
儀
も
、
宗
派
に
よ
っ
て
多
少
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
が
あ
る
が
、
良
忠
の
「
看
病
用
心
紗
』
を
み
る
と
、
今
日
の
ホ
ス
ピ
ス
ケ
ア
と
比

べ
て
い
ろ
い
ろ
な
違
い
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
最
大
の
も
の
は
肉
親
に
よ
る
看
取
り
を
否
定
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
臨
終
正
念
を
得
る
た
め
に

特
別
講
演
２

看
取
り
の
文
化
と
そ
の
歴
史
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一
方
、
親
鶯
か
ら
一
遍
に
至
る
臨
終
観
に
は
臨
終
と
い
う
人
生
の
最
期
に
お
け
る
念
仏
だ
け
を
特
別
視
す
る
よ
う
な
考
え
方
は
な
い
。
人

間
の
弱
さ
、
煩
悩
の
強
さ
を
熟
知
し
て
い
る
親
鶯
は
、
臨
終
正
念
を
得
よ
う
と
す
る
自
力
の
心
を
捨
て
、
信
心
の
心
の
起
こ
っ
た
時
点
で
発

し
た
平
生
の
念
仏
の
中
に
救
い
の
完
結
を
み
よ
う
と
し
て
い
る
。
平
生
の
念
仏
が
強
調
さ
れ
る
な
ら
ば
、
臨
終
の
場
は
た
と
え
ど
の
よ
う
な

状
態
に
あ
っ
て
も
よ
い
こ
と
に
な
り
、
肉
親
に
よ
る
看
取
り
も
許
さ
れ
る
。

立
場
の
違
い
は
あ
っ
て
も
仏
教
を
ベ
ー
ス
に
し
た
看
取
り
の
文
化
は
明
治
を
迎
え
て
大
き
く
変
わ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
背
景
の
第
一
に

は
明
治
初
期
の
廃
仏
殿
釈
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
起
こ
っ
た
人
び
と
の
仏
教
離
れ
が
あ
る
。
仏
教
の
精
神
を
理
念
と
し
た
看
取
り
は
文
明
開

化
の
世
に
は
合
わ
な
い
と
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
第
二
に
は
明
治
政
府
の
富
国
強
兵
・
殖
産
興
業
策
に
関
連
し
て
若
者
が
軍
隊
や
工
場
に
集

め
ら
れ
、
老
若
の
分
離
、
核
家
族
化
が
進
ん
だ
こ
と
。
こ
れ
に
よ
っ
て
看
取
り
の
文
化
の
伝
承
も
途
絶
え
が
ち
と
な
る
。
第
三
に
看
取
り
の

一
半
の
担
い
手
で
あ
っ
た
女
性
が
一
八
九
○
年
代
以
降
、
社
会
的
に
進
出
し
、
都
市
部
の
新
中
間
層
に
お
い
て
は
共
稼
ぎ
が
一
般
化
し
、
看

護
者
不
在
の
状
況
が
広
が
っ
た
こ
と
。
第
四
に
明
治
後
期
に
は
多
く
の
病
院
、
言
い
換
え
れ
ば
新
し
い
看
取
り
の
場
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
。

ま
た
死
は
法
的
に
も
医
師
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
て
、
医
師
や
派
出
看
護
婦
が
看
取
り
の
場
へ
進
出
し
、
家
族
に
と
っ

て
代
わ
る
状
況
が
現
わ
れ
た
こ
と
。
第
五
に
家
庭
看
護
の
あ
り
方
を
説
く
家
政
学
言
に
西
洋
の
医
学
・
看
護
学
書
の
影
響
が
現
わ
れ
、
専
門

家
主
導
の
看
取
り
が
主
張
さ
れ
た
こ
と
な
ど
が
あ
る
。

大
正
期
に
な
る
と
、
大
正
モ
ダ
ン
と
い
わ
れ
る
都
市
的
な
暮
ら
し
方
が
受
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
看
取
り
や
死
の
意
識
を
支
え
て
き
た

民
俗
儀
礼
も
消
失
に
向
か
う
。
昭
和
期
に
は
市
制
町
村
制
の
施
行
に
よ
る
新
し
い
行
政
区
の
誕
生
と
都
市
へ
の
人
口
移
動
が
、
地
域
の
看
取

り
を
支
え
て
き
た
講
組
織
の
機
能
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
小
作
人
の
没
落
と
寄
生
地
主
制
の
進
行
、
冠
婚
葬
祭
の
簡
素
化
を
め

ざ
し
た
生
活
改
善
運
動
、
葬
祭
業
者
の
進
出
が
看
取
り
を
家
族
・
親
族
の
手
か
ら
引
き
離
す
こ
と
に
な
る
。
戦
後
は
国
民
皆
保
険
体
制
の
も

は
愛
執
を
引
き
起
こ
す
端
と
な
る
肉
親
を
遠
ざ
け
よ
、
と
い
う
指
示
は
近
世
の
「
臨
終
用
心
講
説
」
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
書
が
継
承
し

て
い
る
Ｏ

一
方
、
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病
院
死
が
増
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
看
取
り
の
知
識
や
技
術
を
と
り
戻
す
こ
と
は
、
家
で
看
取
る
こ
と
へ
の
不
安
を

解
消
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
そ
れ
が
死
の
準
備
教
育
に
も
な
り
、
さ
ら
に
は
保
健
・
福
祉
を
含
む
地
域
医
療
を
核
と
す
る
看
取
り
の

文
化
の
再
創
造
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
活
性
化
に
つ
な
が
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
一
方
で
、
八
（

策
も
具
体
化
す
る
。

と
で
病
院
医
療
が
飛
躍
的
に
伸
長
し
、
一
九
七
○
年
代
に
は
老
人
医
療
費
の
無
料
化
も
あ
っ
て
病
人
の
病
院
へ
の
取
り
込
み
が
加
速
化
す
る
。

そ
の
一
方
で
、
八
○
年
代
に
は
国
民
医
療
費
の
高
騰
を
抑
え
る
手
立
て
と
し
て
在
宅
医
療
・
在
宅
死
へ
の
回
帰
も
叫
ば
れ
、
そ
の
た
め
の
施

（
京
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）


