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1
緩
和
ケ
ア
が
中
心
と
な
る
医
療
へ
（
ギ
ア
・
チ
ェ
ン
ジ
）

　

現
在
小
児
が
ん
は
、
七
、
八
割
が
治ち

癒ゆ

を
得
ら
れ
る
時
代
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
こ
に
到
る
ま
で
の
間
、

特
に
化
学
療
法
に
よ
っ
て
小
児
が
ん
が
治
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
ま
で
は
、
痛
み
を
と
っ
た
り
苦
し
く
な
い
よ

う
に
し
た
り
、
良
い
時
間
を
で
き
る
だ
け
長
く
す
る
緩か

ん

和わ

的
医
療
が
小
児
が
ん
治
療
の
本
流
で
し
た
。
ト
ー
タ
ル

ケ
ア
が
昔
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
理
由
で
す
。
今
で
は
多
く
の
小
児
が
ん
の
子
ど
も
た
ち
が
治
癒
を
目
指
し
て
初
め

か
ら
厳
し
い
治
療
を
受
け
ま
す
。
し
か
し
、
最
終
的
に
治
療
に
難な

ん

渋じ
ゆ
うし

、
再
発
を
繰
り
返
し
、
治
癒
の
見
込
み
は

難
し
く
、
結
局
死
を
避
け
ら
れ
な
い
現
実
と
し
て
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
た
ち
い
た
る
と
い
う
こ
と
が

ま
だ
ま
だ
起
こ
り
う
る
の
で
す
。

　
“
タ
ー
ミ
ナ
ル
（
終
末
期
）”
と
い
う
の
は
、
そ
の
子
の
病
気
を
治
す
す
べ
が
な
く
な
り
、
残
さ
れ
た
時
間
を
い

か
に
そ
の
子
ら
し
く
す
ご
す
か
を
考
え
る
時
期
の
こ
と
で
す
。
よ
り
よ
い
終
末
期
を
す
ご
す
た
め
に
は
、
治
癒
の

見
込
み
が
な
く
な
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
プ
レ
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
時
期
か
ら
の
準
備
が
必
要
で
す
。
積
極
的
に
治
癒
を
目

指
し
た
治
療
か
ら
、
辛
い
症
状
を
緩
和
さ
せ
、
精
神
的
サ
ポ
ー
ト
を
中
心
に
し
た
ケ
ア
へ
と
ギ
ア
・
チ
ェ
ン
ジ
す
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る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
以
上
に
医
療
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
密
に
し
た
デ
リ
ケ
ー
ト
な
関
わ
り

が
重
要
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

実
験
的
治
療
法
に
望
み
を
つ
な
い
で
試
み
る
の
か
、
よ
り
よ
い
時
間
を
増
や
す
た
め
の
症
状
緩
和
を
中
心
の
ケ

ア
に
切
り
替
え
る
か
は
、
専
門
医
と
ゆ
っ
く
り
十
分
な
時
間
を
か
け
て
相
談
し
て
み
る
の
が
良
い
で
し
ょ
う
。
ど

の
よ
う
な
過
ご
し
方
が
、
お
子
さ
ん
に
と
っ
て
最
良
か
を
、
で
き
る
だ
け
お
子
さ
ん
の
希
望
を
聞
き
な
が
ら
、
家

族
で
し
っ
か
り
考
え
て
、
医
療
者
側
と
話
し
合
い
ま
し
ょ
う
。

2
患
児
、
両
親
お
よ
び
家
族
と
医
療
者
側
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

　

病
気
の
子
ど
も
が
取
り
残
さ
れ
な
い
よ
う
な
関
係
を
築
い
て
お
く
こ
と
は
大
切
で
す
。
体
調
の
変
化
に
一
番
気

を
つ
か
っ
て
い
る
子
ど
も
自
身
が
自
分
の
容
態
に
疑
問
を
持
っ
た
時
、
ひ
と
り
で
悩
ま
ず
誰
か
に
た
ず
ね
る
こ
と

が
で
き
る
関
係
が
必
要
で
す
。

　

子
ど
も
た
ち
は
と
て
も
敏
感
で
す
か
ら
、
大
人
た
ち
が
聞
い
て
ほ
し
く
な
い
と
思
っ
て
い
る
事
柄
を
感
じ
取
り
、

大
人
を
気
遣
い
、
そ
の
後
は
そ
の
話
題
を
避
け
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
ひ
と
り
で
い
ろ
い
ろ
考
え
は
じ
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め
る
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
孤
独
の
中
に
お
子
さ
ん
を
置
き
去
り
に
し
な
い
よ
う
に
、
お
子
さ
ん
と
の
間
に
秘
密

を
つ
く
ら
ず
、
で
き
る
だ
け
子
ど
も
が
理
解
で
き
る
よ
う
な
説
明
を
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

タ
ー
ミ
ナ
ル
に
近
づ
く
と
、
あ
る
程
度
の
年
齢
の
子
ど
も
な
ら
ば
、
自
然
に
死
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

子
ど
も
の
性
格
を
考
え
、
あ
る
程
度
以
上
は
隠
し
て
お
き
た
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
お
持
ち
の
御
両
親
も
い
ら
っ

し
ゃ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
子
ど
も
が
質
問
し
て
き
た
時
に
は
、
子
ど
も
と
正
直
に
向
き
合
う
こ
と
が
と
て
も

大
切
で
す
。
こ
の
時
に
、
う
そ
が
な
い
話
が
で
き
る
よ
う
に
準
備
を
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

そ
し
て
、
子
ど
も
の
状
態
が
悪
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
相
互
の
連
絡
を
密
に
す
る
よ
う
心
が
け
る
こ
と
が
、
家

族
の
不
安
や
子
ど
も
の
症
状
軽
減
に
役
立
ち
ま
す
。

3
苦
痛
の
軽
減

　

身
体
的
苦
痛
、
精
神
的
苦
痛
を
軽
減
す
る
努
力
は
、
緩
和
ケ
ア
が
中
心
に
な
っ
た
時
期
に
は
、
も
っ
と
も
大
切

な
こ
と
で
す
。
こ
の
時
期
、
身
体
的
苦
痛
で
も
っ
と
も
多
い
症
状
は
、
痛
み
で
す
。
痛
み
の
軽
減
に
は
、
複
数
の

薬
が
必
要
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
心
は
、
モ
ル
ヒ
ネ
や
フ
ェ
ン
タ
ニ
ー
ル
、
オ
キ
シ
コ
ン
チ
ン
と
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い
う
薬
で
す
。
こ
れ
ら
を
十
分
量
使
用
す
る
こ
と
で
、
痛
み
は
か
な
り
軽
減
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

　

一
方
、
不
安
は
痛
み
を
増
悪
さ
せ
ま
す
し
、
楽
し
い
気
分
は
痛
み
を
忘
れ
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。
お
子
さ
ん
の
望

み
を
で
き
る
だ
け
か
な
え
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
。
会
い
た
い
人
と
自
由
に
一
緒
に
過
ご
す
こ
と
や
、
好
き
な
食
べ
物

を
希
望
す
る
こ
と
が
多
い
で
し
ょ
う
。
面
会
時
間
や
面
会
者
の
年
齢
制
限
、
食
物
の
持
ち
込
み
の
禁
止
な
ど
、
病

棟
の
規
則
の
た
め
に
困
難
な
こ
と
で
し
た
ら
、
チ
ー
ム
全
体
で
融ゆ

う

通ず
う

を
き
か
せ
る
よ
う
に
話
し
合
い
を
根
気
よ
く

つ
づ
け
、
一
時
的
に
で
も
規
則
を
緩
和
す
る
工
夫
を
し
ま
す
。

　

ま
た
、
何
か
を
一
人
で
悩
ん
で
い
る
様
子
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
、
身
体
症
状
を
悪
化
さ
せ
る
要
因
で

も
あ
り
ま
す
し
、
精
神
的
苦
痛
の
最
た
る
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
ど
の
時
期
で
あ
っ
て
も
、
遅
い
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
か
ら
、
子
ど
も
の
問
い
か
け
に
正
直
に
向
き
合
い
、
子
ど
も
と
の
信
頼
関
係
を
失
わ
な
い
よ
う
に
心
が
け
、

子
ど
も
が
取
り
残
さ
れ
な
い
よ
う
に
配
慮
し
ま
し
ょ
う
。
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4
外
泊
、
外
出
の
す
す
め
、
と
き
に
は
在
宅
の
ケ
ア

　

入
院
し
て
い
る
子
ど
も
た
ち
の
最
大
の
欲
求
は
家
に
帰
り
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
子
ど
も
に
と
っ
て
自
宅
は
、

居
る
だ
け
で
食
欲
が
わ
き
、
安
心
し
て
眠
り
に
つ
け
る
、
一
番
落
ち
着
け
る
場
所
で
し
ょ
う
。
子
ど
も
が
自
宅
で

過
ご
す
こ
と
を
望
ん
だ
場
合
、
身
体
症
状
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
あ
る
程
度
つ
い
て
い
れ
ば
、
ぜ
ひ
在
宅
ケ
ア
の
可

能
性
を
考
え
ま
し
ょ
う
。
住
宅
事
情
（
広
さ
や
病
院
か
ら
の
距
離
）
に
問
題
が
な
く
、
家
族
の
充
分
な
理
解
が
得

ら
れ
れ
ば
、
家
で
の
暮
ら
し
も
無
理
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
在
宅
ケ
ア
は
で
き
な
く
て
も
、
外
出
や
外
泊
を
で
き

る
だ
け
多
く
し
て
あ
げ
る
こ
と
は
、
お
子
さ
ん
の
精
神
的
安
定
に
と
て
も
役
立
ち
ま
す
。
そ
し
て
、
残
っ
て
い
た

身
体
症
状
さ
え
も
、
軽
減
し
て
く
れ
る
効
果
が
あ
り
ま
す
。

　

終
末
期
の
お
子
さ
ん
を
家
に
つ
れ
て
帰
る
こ
と
は
、
両
親
に
と
っ
て
と
て
も
不
安
な
こ
と
と
思
い
ま
す
。
し
か

し
、
家
族
が
そ
ろ
っ
て
自
宅
で
過
ご
す
時
間
は
、
お
子
さ
ん
に
と
っ
て
も
、
家
族
に
と
っ
て
も
、
ど
れ
ほ
ど
か
け

が
え
の
な
い
も
の
で
あ
る
か
を
考
え
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
自
宅
で
、
大
切
な
人
た
ち
に
囲
ま
れ
て
の
お
子
さ
ん

と
の
別
れ
は
、
静
か
な
時
の
流
れ
の
中
で
の
日
常
の
ひ
と
こ
ま
と
し
て
経
験
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
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お
い
て
く
だ
さ
い
。

5
両
親
、
家
族
の
問
題

　

お
子
さ
ん
の
容
態
が
、
緩
和
ケ
ア
中
心
の
時
期
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
以
上
に
母
親
に
側
に
居
て
ほ
し
い
と
望

む
よ
う
に
な
り
ま
す
。
母
親
も
子
ど
も
の
看
護
に
で
き
る
だ
け
時
間
を
さ
き
た
い
と
思
い
な
が
ら
も
、
妻
と
し
て
、

病
気
の
子
ど
も
の
き
ょ
う
だ
い
の
母
と
し
て
の
仕
事
も
抱
え
、
疲
れ
切
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。
ま

た
、
治
癒
を
目
指
し
て
結
束
し
て
い
た
仲
間
と
は
め
ざ
す
方
向
が
異
な
っ
て
き
た
こ
と
を
自
覚
し
て
、
孤
立
し
て

し
ま
う
こ
と
に
苦
し
む
母
親
も
い
ま
す
。

　

一
方
、
父
親
は
、
経
済
的
に
家
族
を
支
え
る
た
め
の
仕
事
を
続
け
ね
ば
な
ら
ず
、
子
ど
も
と
過
ご
せ
る
時
間
に

限
り
が
あ
る
た
め
に
、
子
ど
も
の
ケ
ア
に
関
す
る
結
束
か
ら
少
し
外
れ
て
し
ま
う
感
が
あ
り
ま
す
。

　

加
え
て
、
病
気
の
子
ど
も
の
き
ょ
う
だ
い
た
ち
も
、
緩
和
ケ
ア
チ
ー
ム
に
包ほ

う

含が
ん

さ
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
病

状
を
理
解
し
た
上
で
、
で
き
る
だ
け
一
緒
に
過
ご
す
よ
う
に
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
す
。
し
か
し
、
お
子
さ

ん
の
現
状
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
精
一
杯
の
ご
両
親
に
は
、
き
ょ
う
だ
い
に
ま
で
配
慮
す
る
の
は
な
か
な
か
難
し
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い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
あ
た
り
を
良
く
わ
き
ま
え
て
、
医
療
チ
ー
ム
は
適
切
に
ご
家
族
を
支
援
し
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
相
談

を
し
や
す
い
医
師
、
看
護
師
は
い
ま
せ
ん
か
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
が
い
れ
ば
、
な
お
理
想
的
な
相
談
者
だ
と

思
い
ま
す
。
医
療
チ
ー
ム
の
誰
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
、
良
い
関
係
が
つ
く
れ
れ
ば
、
も
し
万
が
一
の
こ
と
が
あ
っ

た
場
合
、
そ
の
後
も
い
ろ
い
ろ
な
力
に
な
っ
て
く
れ
る
は
ず
で
す
。

6
子
ど
も
と
死
別
後
の
悲
し
み

　

子
ど
も
が
、
両
親
よ
り
も
先
に
逝
く
と
い
う
事
実
は
、
耐
え
難
い
体
験
で
す
。
こ
の
こ
と
は
家
族
の
均
衡
を
乱

し
、
病
的
な
反
応
を
も
引
き
起
こ
す
こ
と
さ
え
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
喪
失
体
験
を
す
る
者
が
、
き
ょ
う
だ

い
や
親
し
い
友
だ
ち
な
ど
年
齢
の
近
い
子
ど
も
で
あ
る
と
な
る
と
、
非
常
に
特
殊
な
状
況
と
な
り
ま
す
。

　

両
親
の
情
緒
的
反
応
に
は
、
無
力
感
、
失
望
感
、
喪
失
感
、
強
い
不
安
、
過
敏
な
反
応
や
反
対
に
無
感
覚
、
悪

夢
な
ど
多
く
の
症
状
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
が
強
く
で
て
い
る
と
感
じ
る
場
合
に
は
、
専
門
家
の
助
け
が
役
立
ち

ま
す
の
で
、
ま
ず
は
、
受
診
が
必
要
か
ど
う
か
医
療
チ
ー
ム
に
相
談
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
結
論
は
で
な
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い
ま
で
も
、
最
後
の
時
間
を
共
有
し
た
仲
間
と
振
り
返
っ
て
、
思
い
出
を
話
す
こ
と
で
、
少
し
ず
つ
気
持
ち
の
整

理
が
つ
き
ま
す
。

　

き
ょ
う
だ
い
の
場
合
の
反
応
に
は
、
罪
悪
感
、
睡
眠
障
害
、
悪
夢
、
過
剰
適
応
や
孤
立
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
子

ど
も
に
関
わ
る
医
療
者
は
、
で
き
る
だ
け
彼
ら
の
手
助
け
を
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
か
ら
、
遺
さ
れ
た
ご
き
ょ

う
だ
い
の
様
子
が
気
に
な
っ
た
ら
、
い
つ
で
も
ご
相
談
く
だ
さ
い
。�

　
（
小
澤
美
和
）
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