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花
火

尾
瀬　

灯
台　

鵜
飼
い

尾
瀬
は
群
馬
、新
潟
、福
島
の
三
県
に
ま
た

が
る
高
層
湿
原
。そ
の
面
積
は
長
さ
六
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
、最
大
幅
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
及

ぶ
湿
原
、尾
瀬
ヶ
原
。そ
し
て
湿
原
を
め
ぐ

る
二
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
級
の
山
々
、そ
の
裾

を
彩
る
ブ
ナ
の
林
。尾
瀬
ヶ
原
か
ら
二
〇
〇

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
登
る
と
昔
の
湖
を
思
わ
せ

る
尾
瀬
沼
。尾
瀬
中
の
水
を
集
め
て
流
れ

落
ち
る
三
条
の
滝
。高
山
植
物
の
宝
庫
、至

仏
山
。人
の
手
の
加
わ
ら
な
い
湿
原
に
自
生

す
る
季
節
の
花
々
。尾
瀬
は
植
物
、動
物
、

地
質
な
ど
の
研
究
の
宝
庫
で
あ
り
そ
の
全

域
が
特
別
天
然
記
念
物
に
指
定
、保
護
さ

れ
て
い
る
。

京
の
北
山
、京
見
峠
を
さ
ら
に
北
へ
向
か
う
と
、

〈
氷
室
〉と
い
う
珍
し
い
地
名
に
出
会
う
。京
都

市
北
区
氷
室
町
。『
氷
室
』と
は
昔
、蒸
し
暑
い

京
の
夏
の
た
め
に
季
冬（
十
二
月
）に
氷
や
雪
を

貯
蔵
し
て
お
く
冷
蔵
庫
で
あ
っ
た
。一
丈
あ
ま
り

土
を
掘
り
、氷
や
雪
を
草
で
覆
い
、中
に
は
厚

く
茅
萩
を
敷
い
て
保
存
す
る
。そ
し
て
夏
、か

ろ
う
じ
て
残
っ
た
氷
を
天
皇
に
献
上
。待
ち
か

ね
た
貴
人
た
ち
は
水
酒
に
ひ
た
し
て
飲
み
、女

官
た
ち
は「
ち
び
た
い
、ち
び
た
い
」と
そ
の
感

触
を
楽
し
ん
だ
と
い
う
。夏
の
氷
は
現
代
で
は

信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
、貴
重
な
産
物
で
あ
っ
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
る
。

日
本
の
打
上
花
火
の
き
っ
か
け
は
今
か
ら

二
七
五
年
前（
享
保
十
六
年
）。そ
の
後
、

明
治
十
年
代
に
は
複
合
の
調
剤
が
工
夫

さ
れ
、色
彩
的
に
も
技
術
的
に
も
革
命
的

進
歩
を
と
げ
る
。特
筆
す
べ
き
は
打
上
花

火
製
造
の
全
工
程
が
現
在
で
も
手
作
業

で
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。世
界
に

誇
る
日
本
独
自
の
火
の
芸
術
を
支
え
る

技
術
の
精
巧
さ
は
、ま
さ
に
驚
異
と
い
う

ほ
か
な
い
。ち
な
み
に
今
年
の
両
国
の
打

上
花
火
は
七
月
二
十
六
日（
土
）。

石
廊
崎
灯
台
は
伊
豆
の
最
南
端
。石
廊
崎

の
海
抜
六
十
メ
ー
ト
ル
の
断
崖
上
に
立
つ

こ
の
灯
台
は
、明
治
四
年
に「
日
本
の
灯
台

の
父
」と
呼
ば
れ
た
英
国
人
ブ
ラ
ン
ト
ン
に

よ
り
建
設
さ
れ
、昭
和
八
年
に
改
築
さ
れ

た
も
の
。内
部
の
見
学
は
で
き
ま
せ
ん
が
、

青
い
海
と
空
に
突
き
出
す
よ
う
に
そ
び
え

る
白
亜
の
姿
は
息
を
の
む
ほ
ど
美
し
い
。

飼
い
な
ら
し
た
鵜
を
使
っ
て
鮎
を
と
る
、夏
の
風
物
詩
で
あ
る
。

月
明
を
嫌
う
の
で
上
弦
の
夜
は
月
の
落
ち
る
の
を
待
ち
、下

弦
の
夜
は
月
の
出
る
前
に
船
を
出
す
。鵜
匠
は
一
度
に
十
二

羽
を
使
い
鵜
縄
を
巧
み
に
さ
ば
い
て
呑
ん
だ
鮎
を
吐
か
せ
、

ま
た
水
へ
追
い
や
る
。鵜
の
種
類
に
は
海
鵜
、川
鵜
、姫
鵜
が

あ
る
が
、こ
と
に
海
鵜
が
良
い
と
さ
れ
て
い
る
。鵜
匠
は
今
な

お
古
風
な
烏
帽
子
、腰
簑
を
ま
と
う
。現
在
、長
良
川
そ
の

他
で
鵜
飼
い
を
見
せ
て
い
る
が
、こ
れ
は
二
、三
里
ば
か
り
上

流
か
ら
本
当
の
鵜
飼
を
や
っ
て
き
た
あ
と
、演
じ
て
見
せ
る
夏

の
夜
の
シ
ョ
ー
で
あ
る
。
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氷

い
ち
じ
ょ
う

し
わ
す

7月1日より特定検診がはじまります。
実施期間　平成20年7月1日（火）～12月27日（土）

実施期間　平成20年7月1日（火）～12月27日（土）

TEL 0774-54-1113　きづ川クリニック

※乳がん検診につきましては、きづ川病院で行います。ご希望の方はきづ川病院までお申し出ください（要予約）。

TEL 0774-54-1111　京都きづ川病院

がん検診・肝炎ウィルス検診のお知らせ

検診名・内容

大腸がん検診 40歳以上の市民（宇治市、城陽市、久御山町） 700円

前立腺がん検診
55歳以上の男性市民（城陽市、久御山町）

肝炎ウィルス検診

乳がん検診

40歳以上の市民（宇治市、城陽市、久御山町）

対　象　者 一部負担金
（一部免除制度あり）

検診名・内容 対　象　者 一部負担金
（一部免除制度あり）

（便潜血反応検査）

（血液検査）
※前立腺がんと診断をうけた方、定期的にPSA値の検査を
　受けている方は検診を受けることはできません。

（事前申込みが必要です。保健センターへ電話または直接申し込んでください。）
※今まで肝炎ウィルス検診を受けたことがない方が対象となります。（血液検査）

宇治市、城陽市、久御山町の国民健康保険加入者で、
受診時に 40歳以上の方、または後期高齢者医療被保険加入者の方

自己負担金 1,000 円（免除制度あり）

城陽市、久御山町については、国民健康保険証または後期高齢者医療被保険者証と受診券をご持参ください。
宇治市については、国民健康保険証または後期高齢者医療被保健者証をご持参ください。
今年度より、予約にて対応させていただきます。ご希望の方はお電話でご連絡ください。

対 象 者

●
●
●

実施期間　平成20年7月1日（火）～12月27日（土）
乳がん検診のお知らせ

城 陽 市
久御山町

300円
200円

城 陽 市
宇 治 市
久御山町

600円
800円
500円

城 陽 市
宇 治 市
久御山町

1000円
1500円
1000円

40 歳以上の女性で元号（明治・大正・昭和）の
偶数年生まれの方

（宇治市、城陽市、久御山町）

実施曜日●月曜日（午前）、火曜日（午後）、金曜日（午後）

要予約

病院内の行事や予定などのお知らせです。
また、病院のホームページでは、最新の情報を掲載してますので、
ぜひご覧ください。
http://keishinkai.dip.jp

き づ 川 病 院

News

〒610-0101　城陽市平川西六反 26-1   TEL 0774-54-1111  FAX 0774-54-1119
URL http://keishinkai.dip.jp

医療法人　啓信会　京都きづ川病院



　中野進先生、お会いするたびに「やあ」と手を挙げて
にこやかにご挨拶してくださる先生の笑顔を、もう見ること
ができないというのを２ヶ月たった今も、まだ信じることはで
きません。社会的な多くの重責を担われ、毎日、本当に
多忙な日々を過ごされながら、患者様のことを第一に考
えられ、そして仕事を楽しみながら毎日過ごされておられ
たお姿を私たちは決して忘れることはありません。
　「救急医療は医療の原点だ」と堂 と々申され、『献身
と信頼』という京都きづ川病院の病院理念に込められた
地域医療に対する熱い熱い思いをこれからも胸に、そし
て忘れることなく、職員一同精進してまいります。
　どうか安らかにお休みください。ありがとうございました。

中野 進 会長
平成20年2月9日  逝去　享年84歳

追 悼

京都きづ川病院　院長　丸山  恭平
　　　　　　　　　　　　　　（4月 11日　中野進を偲ぶ会にて）
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医
療
が
死
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と

中
野 

こ
れ
は
ど
う
話
を
進
め
て
い
い
か
困
り

果
て
て
い
た
ん
で
す
が
、「
死
」
と
い
う
こ
と

で
あ
り
ま
す
が
、
私
が
知
っ
て
い
る
の
は
、
医

者
が
直
接
一
人
一
人
の
患
者
さ
ん
に
相
対
し

て
、
医
療
者
と
し
て
見
た
死
で
あ
り
、
そ
れ
以

上
の
も
の
は
余
り
多
く
見
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
ま
あ
、
一
般
の
人
に
比
べ
る
と
死
の
場
面

に
立
ち
会
う
こ
と
は
相
当
多
か
っ
た
と
は
思
い

ま
す
が
。
先
生
に
は
父
親
が
実
践
で
得
た
「
と

め
る
」「
ほ
め
る
」「
さ
す
る
」
を
お
使
い
い
た

だ
い
て
ま
す
が
。

山
折 

そ
う
で
す
。

中
野 

私
は
人
が
亡
く
な
る
と
き
に
は
本
人
は

も
ち
ろ
ん
、
家
族
が
、
周
辺
の
人
が
ど
う
か
と

い
う
こ
と
は
、
そ
う
で
な
い
人
に
比
べ
た
ら
随

分
経
験
し
て
い
ま
す
し
、
そ
う
い
う
経
験
と
か

知
識
と
い
う
の
は
、
ど
の
よ
う
な
医
者
に
も
必

要
で
あ
る
と
は
思
っ
て
い
ま
す
。
日
本
の
医
療

は
西
洋
医
学
が
入
っ
て
か
ら
病
気
の
治
療
と
い

う
部
分
が
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
現

在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

病
気
の
治
療
を
主
た
る
目
的
に
し
ま
す
と
、

や
は
り
死
と
い
う
の
は
、
敗
北
と
い
う
位
置
づ

け
に
な
る
こ
と
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、

一
方
で
は
誰
で
も
死
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま

す
し
、
片
や
東
洋
医
学
と
い
い
ま
す
か
、
仏
教

思
想
だ
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、「
生
老
病

死
」
を
一
連
の
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
、

医
療
者
の
役
目
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て

も
お
り
ま
す
。

　

た
だ
、
西
洋
医
学
の
流
れ
で
あ
る
今
の
日
本

の
医
療
は
、
生
体
の
機
能
停
止
と
い
う
と
こ
ろ

か
ら
大
き
く
人
生
が
終
了
す
る
と
い
う
と
こ
ろ

に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
生
体
の
機
能
停
止

と
い
う
理
解
以
上
の
も
の
が
あ
ま
り
な
い
と
思

い
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
、
今
の
日
本
の
医
療
は
死

に
つ
い
て
学
ば
な
い
と
い
け
な
い
こ
と
が
多
い

と
自
分
自
身
の
反
省
も
含
め
て
感
じ
て
い
ま
す
。

　

厚
労
省
が
言
っ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
死
ぬ

場
所
が
50
年
ぐ
ら
い
前
は
８
割
ぐ
ら
い
家
で
亡

く
な
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
昭
和
40
年
代
後

半
に
こ
れ
が
ク
ロ
ス
し
ま
し
て
、
現
在
は
８
割

ぐ
ら
い
が
病
院
で
亡
く
な
る
。
家
で
亡
く
な
ら

れ
る
の
は
、
そ
の
他
が
あ
り
ま
す
の
で
１
割

ち
ょ
っ
と
で
あ
る
と
。
場
所
が
な
い
と
い
う
こ

と
も
あ
る
で
し
ょ
う
し
、
同
席
す
る
者
の
中
に

は
医
者
が
い
た
方
が
い
い
と
か
、
あ
る
い
は
病

院
に
、
病
院
に
と
い
う
そ
れ
ま
で
の
治
療
の
流

れ
が
そ
う
さ
せ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

厚
労
省
な
ど
は
、
そ
こ
ま
で
皆
が
病
院
で
死
な

な
く
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
言
っ
て
い
る
の

で
す
が
、
こ
れ
は
医
療
関
係
者
だ
け
で
決
ま
る

話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
う
ち
ょ
っ
と
医
者
だ

け
で
な
く
、
宗
教
関
係
者
と
い
う
か
、
死
に
ま

つ
わ
る
関
係
者
が
い
ろ
い
ろ
意
見
を
出
す
べ
き

だ
と
思
う
の
で
す
が
。

「
と
め
る 

ほ
め
る 

さ
す
る
」

中
野
三
原
則

山
折 

私
は
進
先
生
に
最
初
に
お
目
に
か
か
っ

た
の
は
十
数
年
前
に
な
り
ま
す
。
日
本
生
命
倫

理
学
会
と
い
う
大
き
な
学
会
が
で
き
ま
し
て
、

そ
の
創
立
大
会
が
大
阪
で
あ
っ
た
ん
で
す
。

　

最
終
日
に
懇
親
会
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
と

き
偶
然
、
進
先
生
に
お
目
に
か
か
っ
て
、
た
し

か
ワ
イ
ン
を
飲
み
な
が
ら
話
し
合
っ
た
ん
で
す

ね
。
そ
の
中
で
三
原
則
の
お
話
を
さ
れ
た
、
自

分
は
医
者
を
半
生
や
っ
て
き
て
３
つ
の
原
則
が

必
要
だ
と
思
う
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
を
医
者
と

し
て
の
心
得
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
。

　

１
つ
は
「
と
め
る
」、
痛
み
を
と
め
る
の
は

医
者
の
当
然
の
役
割
。「
ほ
め
る
」
こ
と
も
医

者
の
役
割
だ
と
言
う
ん
で
す
ね
。
患
者
を
ほ
め

る
と
い
う
こ
と
も
大
事
に
し
て
い
く
。
そ
れ
か

ら
、
３
番
目
が
も
う
医
療
の
手
だ
て
が
な
く

な
っ
た
段
階
で
、
こ
れ
は
も
う
「
さ
す
る
」
以

外
に
な
い
ん
だ
と
。
こ
れ
も
自
分
が
心
得
と
し

て
考
え
て
き
た
こ
と
だ
と
、
そ
う
言
わ
れ
た
ん

で
す
。
僕
は
非
常
に
感
動
し
ま
し
て
ね
、「
こ

れ
は
中
野
三
原
則
で
す
ね
」
と
言
い
ま
し
た
。

し
ば
ら
く
考
え
て
か
ら
、「
そ
れ
は
お
医
者
さ

ん
の
三
原
則
で
も
あ
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
同
時
に

人
間
が
人
間
と
つ
き
合
う
上
の
三
原
則
に
も
な
り

ま
す
ね
」
と
言
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。

　

ど
ん
な
人
間
も
痛
み
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
お
医
者
さ
ん
が
治
す
よ
う
な
痛
み
も
も
ち
ろ

ん
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
外
に
心
の
悩
み
と

い
う
痛
み
を
持
っ
て
い
る
、
人
間
関
係
で
は
そ

れ
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
が
１
つ
あ
る
。

特
別
対
談 

連
載
◎
第
３
回

山
折
哲
雄
氏　

中
野
博
美
氏

宗
教
学
者
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
名
誉
教
授

医
療
法
人
啓
信
会　

理
事
長

特別対談　連載◎ 第 3回「これからの日本の医療」

2

こ
れ
か
ら
の
日
本
の
医
療

〜
京
都
か
ら
の
発
信
〜      

山折哲雄氏
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そ
れ
か
ら
、
人
間
関
係
で
つ
き
合
っ
て
い
く
上

で
は
、
や
っ
ぱ
り
ほ
め
る
と
い
う
こ
と
が
非
常

に
重
要
な
ん
だ
よ
と
。
た
だ
、
ほ
め
る
と
い
う

の
は
非
常
に
難
し
い
、
叱
る
よ
り
も
ひ
ょ
っ
と

す
る
と
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
相
手
の
心
に

響
く
よ
う
に
ほ
め
る
と
い
う
の
は
、
や
っ
ぱ
り

人
間
関
係
で
も
非
常
に
大
事
な
こ
と
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
し
た
か
ら
。

　

３
番
目
の
「
さ
す
る
」
と
い
う
の
は
聖
書
と

か
仏
典
を
見
て
い
き
ま
す
と
、
や
っ
ぱ
り
イ
エ

ス
で
も
仏
陀
で
も
体
を
さ
す
る
よ
う
に
相
手
の

心
を
さ
す
っ
て
い
る
ん
で
す
。
言
葉
だ
け
で
は

ど
う
に
も
な
ら
な
い
状
況
が
あ
る
わ
け
で
す
か

ら
。
さ
す
る
と
い
う
の
は
、
や
っ
ぱ
り
人
類

2
0
0
0
年
、
3
0
0
0
年
の
中
で
は
重
要
な

宗
教
的
な
行
為
だ
っ
た
の
だ
と
。
だ
か
ら
、「
先

生
、
中
野
三
原
則
は
人
間
関
係
を
律
す
る
上
で

の
三
原
則
に
な
り
ま
す
ね
」
と
、
そ
れ
で
意
気

投
合
し
て
、
ち
ょ
っ
と
酔
い
過
ぎ
た
と
い
う
記

憶
が
あ
る
ん
で
す
が
。

　

確
か
に
「
と
め
る
」
は
医
者
の
第
一
の
役
目
。

「
ほ
め
る
」
の
は
友
達
と
の
間
で
、
そ
し
て
「
さ

す
る
」
の
は
家
族
間
で
と
く
に
重
要
に
な
る
、

そ
う
い
う
考
え
方
も
あ
る
な
と
。
そ
れ
は
ど
の

よ
う
な
解
釈
を
し
て
も
お
も
し
ろ
い
、
な
か
な

か
味
の
あ
る
中
野
三
原
則
だ
と
思
っ
た
ん
で

す
。
こ
れ
を
皆
さ
ん
に
話
し
ま
す
と
、
ど
こ
で

話
し
て
も
皆
さ
ん
感
動
し
て
き
い
て
く
だ
さ
い

ま
す
よ
、
こ
れ
は
不
思
議
で
す
ね
。

人
生
80
年
時
代
の
人
生
観
と

医
師
の
役
割
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そ
れ
で
、
死
の
問
題
に
な
る
ん
で
す
が
、

私
は
年
来
、
日
本
人
は
つ
い
最
近
ま
で
人
生
50

年
で
き
た
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
今
住
ん
で

い
る
綾
小
路
か
ら
ち
ょ
っ
と
北
に
行
く
と
本
能

小
学
校
跡
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
あ
そ

こ
は
信
長
が
自
刃
し
た
と
こ
ろ
で
す
ね
。
信
長

は
死
ぬ
と
き
、「
人
間
50
年
、
下
天
の
内
を
比

ぶ
れ
ば
」
と
い
う
幸
若
舞
を
舞
っ
て
腹
を
切
っ

た
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
信
長
の
時

代
は
、
既
に
人
生
50
年
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ

の
人
生
50
年
が
恐
ら
く
戦
後
ま
で
続
い
て
い

た
。
そ
の
間
、
な
ん
と
４
世
紀
に
及
ぶ
わ
け
で

す
。
そ
し
て
こ
の
時
代
の
人
生
観
と
い
う
の
は
、

死
生
観
あ
る
い
は
生
死
観
と
い
う
も
の
で
し

た
。
死
と
生
で
人
生
を
説
明
し
て
い
た
わ
け
で

す
。
そ
の
場
合
、
死
の
比
重
と
生
の
比
重
が
同

等
な
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
働
き
詰
め
に
働
い

て
気
が
つ
い
た
ら
も
う
死
が
そ
こ
に
迫
っ
て
い

る
。
そ
れ
で
死
を
受
け
入
れ
た
、
こ
う
い
う
人

生
観
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
先
ほ
ど
お
っ
し
ゃ
っ
た
昭
和
40

年
代
あ
た
り
か
ら
高
齢
化
社
会
が
目
立
つ
よ
う

に
な
っ
て
き
て
人
生
80
年
と
い
う
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
せ
い
ぜ
い
戦
後
30
年
あ
た
り
か
ら

じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
人
生
50
年
時
代
に
は
、

そ
れ
な
り
の
生
き
る
た
め
の
モ
デ
ル
と
い
う
の

が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が

そ
れ
が
一
気
に
80
年
に
な
っ
た
わ
け
で
す
か

ら
、
そ
の
人
生
80
年
を
ど
う
生
き
た
ら
い
い
か

の
モ
デ
ル
が
で
き
て
い
な
い
。
そ
の
う
え
生
と

死
の
間
に
老
・
病
と
い
う
難
し
い
問
題
が
割
り

込
ん
で
き
た
。
老
病
死
と
い
う
長
い
長
い
時
間

が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
ゆ
っ
く
り
そ
れ
が
や
っ

て
く
る
か
ら
、
ゆ
っ
く
り
見
つ
め
ざ
る
を
得
な

い
と
い
う
状
況
が
出
て
く
る
。
そ
う
す
る
と
、

一
方
で
は
だ
ん
だ
ん
死
が
遠
の
い
て
い
く
よ
う

な
感
じ
に
な
る
。
眼
前
に
あ
る
の
は
老
い
と
病

な
ん
で
す
よ
ね
。
そ
れ
に
ど
う
対
応
し
て
い
っ

た
ら
い
い
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
今
大
変
に
困

難
な
問
題
が
出
て
お
り
ま
す
し
、
そ
こ
か
ら
混

乱
も
生
じ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
は
老
人
保
険
、
介
護
保
険
と
い
っ
た

よ
う
な
問
題
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
の
人

生
観
が
ま
だ
定
ま
っ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
そ

れ
に
対
す
る
社
会
的
な
対
応
策
が
定
ま
っ
て
い

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
医
療
の
側
も
そ
れ
に
ど

う
対
応
し
た
ら
い
い
だ
ろ
う
か
と
戸
惑
い
が
あ

る
。
そ
の
場
、
そ
の
場
の
病
気
を
治
す
と
い
う

こ
と
は
か
な
り
技
術
的
に
進
歩
を
遂
げ
て
お
り

ま
す
。
け
れ
ど
も
そ
こ
で
悩
み
始
め
た
人
間
全

体
を
治
す
人
間
の
治
療
と
い
う
側
面
が
非
常
に

お
く
れ
て
い
る
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。

　

そ
の
人
間
の
治
療
の
中
に
、
哲
学
的
な
問
題

と
か
宗
教
的
な
問
題
と
か
、
死
の
問
題
も
入
っ

て
い
る
。
数
は
少
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ

ど
も
、
宗
教
家
の
役
割
に
似
た
よ
う
な
こ
と
を

や
り
な
が
ら
終
末
期
医
療
に
臨
ん
で
い
る
お
医

者
さ
ん
も
私
は
個
人
的
に
何
人
か
知
っ
て
お
り

ま
す
。
人
生
80
年
を
生
き
る
人
々
を
治
療
す
る

お
医
者
さ
ん
が
宗
教
家
の
役
割
を
併
せ
持
た
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
、
実
際
に
そ
れ
を
や

り
始
め
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
死
そ
の
も
の
の

問
題
、
死
後
の
問
題
ま
で
か
か
わ
っ
て
も
い
い

の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

逆
に
宗
教
家
の
方
も
、
死
を
目
前
に
し
て
い

る
人
々
の
悩
み
に
対
し
て
、
先
ほ
ど
言
っ
た

「
と
め
る
」「
ほ
め
る
」「
さ
す
る
」
と
い
う
意

味
の
人
間
的
な
治
療
で
か
か
わ
る
こ
と
が
で
き

る
と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
は
か
な
ら
ず
し
も
医

学
的
な
技
術
に
基
づ
い
た
治
療
で
は
な
い
。
そ

う
考
え
る
と
最
後
の
場
面
で
お
医
者
さ
ん
と
宗

教
家
は
手
を
握
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
う
い
う

点
で
仏
教
国
日
本
よ
り
は
キ
リ
ス
ト
教
国
、
西

洋
の
方
が
進
ん
で
い
る
と
思
い
ま
す
ね
。
病
室

に
お
坊
さ
ん
を
呼
ぶ
こ
と
は
、
日
本
で
は
ま
だ

タ
ブ
ー
視
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
。
病
院
側
が
、

坊
さ
ん
で
も
神
父
さ
ん
で
も
受
け
入
れ
る
と
い
う

ふ
う
に
行
く
の
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
日
本
の
医
学

界
が
ど
う
考
え
る
の
か
と
い
う
問
題
で
す
ね
。

　

そ
れ
か
ら
、
宗
教
家
の
方
も
終
末
期
医
療
と

は
何
か
と
い
う
こ
と
を
、
医
療
の
側
か
ら
で
は

な
し
に
普
通
の
人
間
の
側
と
し
て
考
え
る
こ
と

が
も
っ
と
必
要
に
な
る
。
そ
の
場
面
で
人
間
的

な
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
仕
事
と
い
う
の
は
で
き

る
は
ず
な
ん
で
す
ね
。
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
仕

事
と
い
う
の
は
、
医
学
的
な
治
療
と
重
な
る
と

こ
ろ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
提
携
関

係
を
ど
う
つ
く
っ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
も
こ

れ
か
ら
の
課
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

晩
年
の
心
構
え
―

他
人
を
み
と
る
よ
う
に

自
分
を
み
と
る

山
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も
う
１
つ
、
私
は
さ
き
の
中
野
三
原
則

を
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
き
に
、
こ
れ
は
人

生
80
年
時
代
で
い
う
と
70
代
ぐ
ら
い
ま
で
の
原

則
で
は
な
い
か
と
い
っ
て
い
ま
す
。
80
に
か

か
っ
た
よ
う
な
人
々
は
そ
ろ
そ
ろ
死
に
支
度
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
世
代
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
な
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
今
は
人
生
90

年
だ
、
人
生
1
0
0
年
だ
と
言
っ
て
い
る
。
そ

う
い
う
こ
と
を
社
会
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て

言
っ
て
い
い
の
か
、
そ
こ
は
も
っ
と
も
っ
と
慎

重
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
私

は
思
っ
て
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
1
0
0
年
生
き

て
健
康
な
方
は
お
り
ま
す
。
日
野
原
さ
ん
の
よ

う
な
方
は
そ
の
典
型
で
す
が
。

中
野 

え
え（
笑
）

山
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日
野
原
さ
ん
は
例
外
で
し
て
ね
、
私
は

老
人
だ
と
は
思
っ
て
ま
せ
ん
。
だ
っ
て
、
８
階

ま
で
駆
け
上
が
る
ん
で
す
よ
。
で
す
か
ら
、
日

野
原
さ
ん
は
大
事
な
先
駆
者
、
リ
ー
ド
オ
フ
マ

ン
だ
と
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
一
般
の
日
本
人

の
立
場
か
ら
し
ま
す
と
、
そ
ろ
そ
ろ
80
に
な
っ

た
ら
「
死
に
支
度
」
と
い
う
、
こ
れ
ま
た
い
い

大
和
言
葉
が
あ
る
ん
で
す
よ
、
そ
れ
を
思
い
出

し
た
方
が
い
い
。
死
に
支
度
と
い
う
の
は
自
殺

へ
の
願
望
と
は
違
う
ん
で
す
、
い
ず
れ
人
間
は

死
ん
で
い
く
存
在
な
ん
だ
と
、
そ
れ
に
対
し
て

ど
う
い
う
最
期
、
晩
年
の
心
の
構
え
を
身
に
つ

け
る
か
と
い
う
問
題
で
す
。

　

そ
れ
を
私
は
、
他
人
を
介
護
す
る
よ
う
に
自

分
を
介
護
す
る
。
そ
れ
は
自
分
の
最
後
を
ど
う

み
と
る
か
、
他
人
を
み
と
る
よ
う
に
自
分
を
み

と
る
か
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
中
野
三
原

則
と
、
そ
れ
か
ら
他
人
を
み
と
る
よ
う
に
自
分

を
み
と
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
２
つ
の
問
題
が

人
生
80
年
時
代
に
は
必
要
に
な
る
の
で
は
な
い

か
と
。

　

さ
て
、
他
人
を
み
と
る
と
い
う
の
は
中
野
三

原
則
で
行
く
ん
で
す
。
そ
れ
に
た
い
し
て
自
分

を
み
と
る
場
合
は
ど
う
す
る
か
。
そ
の
最
も
重

要
な
基
本
は
、
日
常
的
な
食
事
の
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
。
か
つ
て
の
我
々
の
知
恵
あ
る
先
人
た
ち
は
、

自
分
の
寿
命
を
悟
っ
た
と
き
、
だ
ん
だ
ん
と
食

事
を
制
限
し
て
い
っ
て
、
精
進
に
入
る
。
最
後

は
断
食
、
そ
し
て
静
か
に
息
を
引
き
取
る
。
そ

れ
を
理
想
と
し
て
い
た
。
こ
れ
が
で
き
れ
ば
完

全
な
リ
ビ
ン
グ
・
ウ
ィ
ル
と
言
い
ま
す
か
自
己

決
定
で
の
最
後
の
迎
え
方
に
な
る
。
私
は
、
こ

れ
を
断
食
往
生
死
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

か
つ
て
多
く
の
修
行
者
た
ち
が
、
平
安
時
代

か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
そ
う
い
う
こ
と
を
修

行
の
一
環
と
し
て
や
っ
て
い
る
。
そ
の
伝
統
は

中
国
、
イ
ン
ド
を
さ
か
の
ぼ
れ
る
ん
で
す
ね
。

日
常
的
な
断
食
と
い
う
の
は
、
ま
た
新
し
く
生

き
返
っ
て
、
新
し
い
生
活
を
始
め
る
、
そ
う
い

う
日
常
的
な
行
で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、

最
後
の
と
き
に
は
、
浄
土
と
い
う
向
こ
う
側
に

着
地
す
る
た
め
の
断
食
に
な
る
。
つ
ま
り
生
と

死
と
、
そ
の
両
方
の
可
能
性
に
開
か
れ
た
も
の

な
ん
で
す
。

　

食
事
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
自
分
の

生
命
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る

し
、
最
後
は
自
分
の
生
命
の
最
後
を
別
の
世
界

に
軟
着
陸
さ
せ
る
た
め
の
技
術
で
も
あ
る
ん
で

す
。
そ
う
い
う
技
術
は
80
代
に
な
っ
た
か
ら
と

い
っ
て
突
然
身
に
つ
く
も
の
で
は
な
い
。
や
っ

ぱ
り
そ
の
た
め
に
は
10
年
、
20
年
な
り
の
準
備

期
間
、
助
走
期
間
が
必
要
な
の
で
す
。
そ
の
助

走
期
間
の
た
め
に
腹
八
分
の
生
活
を
す
る
、
そ

れ
で
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
整
え
る
。
そ
う
い
う

予
防
医
学
に
も
通
ず
る
よ
う
な
生
活
の
仕
方
と

い
う
の
を
、
そ
ろ
そ
ろ
声
を
上
げ
て
い
っ
て
い

い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

緩
和
医
療
と
の
違
い
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も
う
一
方
で
現
代
医
学
が
や
っ
て
い

る
、
最
後
の
死
を
迎
え
る
と
き
の
緩
和
医
療
と

い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
痛
み
を
和
ら
げ
て
最
後

は
安
楽
死
に
導
く
、
こ
れ
は
非
常
に
大
事
な
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
緩
和
医
療

と
い
う
の
は
、
最
後
の
と
こ
ろ
は
お
医
者
さ
ん

の
手
に
ま
か
せ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
こ
れ
は
自

己
決
定
と
は
い
う
も
の
の
、
半
分
の
自
己
決
定

だ
と
言
っ
て
い
る
ん
で
す
。
他
人
の
操
作
が
入

る
わ
け
で
す
か
ら
、
断
食
往
生
と
は
そ
こ
が
違

う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
そ
れ

で
現
代
医
療
の
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
だ
ろ
う
と

思
い
ま
す
ね
。

　

た
だ
、
緩
和
医
療
を
行
う
た
め
に
用
い
ら
れ

る
薬
が
モ
ル
ヒ
ネ
で
す
ね
。
そ
こ
で
、
私
は
モ

ル
ヒ
ネ
安
楽
死
と
断
食
安
楽
死
と
い
う
二
つ
の

方
法
が
あ
る
と
い
っ
て
い
る
ん
で
す
。
一
方
は

西
洋
医
学
、
も
う
一
方
は
東
洋
医
学
の
方
法
と

い
っ
て
も
い
い
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
ま
ず
議

論
を
始
め
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
提
唱
し

て
い
る
ん
で
す
。
そ
れ
が
他
人
を
み
と
る
よ
う

に
自
分
を
み
と
る
、
そ
の
た
め
の
究
極
の
問
題

に
か
か
わ
る
だ
ろ
う
と
。
と
こ
ろ
が
、
医
療
と

宗
教
の
問
題
を
考
え
る
会
な
ん
か
で
モ
ル
ヒ
ネ

安
楽
死
と
い
う
私
の
今
申
し
上
げ
た
よ
う
な
考

え
方
に
真
っ
向
か
ら
反
対
さ
れ
る
方
が
お
ら
れ

ま
す
。
お
ま
え
は
モ
ル
ヒ
ネ
に
対
す
る
考
え
方

が
根
本
的
に
間
違
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
終
末
期
に
な
っ
た
そ
の
状
況
、

生
と
死
の
は
ざ
ま
を
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
い

る
人
に
対
し
て
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
の

は
、
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
そ

の
段
階
に
な
っ
て
断
食
往
生
を
し
た
い
と
言
っ

て
も
、
客
観
的
条
件
が
許
さ
な
い
場
合
も
あ
り

ま
す
。
だ
か
ら
そ
の
と
き
に
な
ら
な
い
と
わ
か

ら
な
い
問
題
だ
と
は
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
。
し

か
し
、
死
を
仲
立
ち
に
し
て
医
療
と
宗
教
と
い

う
こ
と
を
考
え
た
ら
、
い
つ
で
も
そ
の
問
題
が

出
て
く
る
。
自
分
の
生
命
を
ど
う
み
と
る
か
と

い
う
問
題
で
す
ね
。

中
野 

人
工
呼
吸
器
が
装
着
さ
れ
、
ホ
ー
プ
レ

ス
の
よ
う
な
状
態
で
、
家
族
も
あ
る
程
度
疲
れ
、

そ
う
い
う
状
況
が
続
い
た
と
き
に
、
少
し
ず
つ

い
ろ
い
ろ
注
入
し
て
い
る
も
の
を
少
な
く
し
て

い
く
。
点
滴
の
量
を
減
ら
す
、
あ
る
い
は
人
工

呼
吸
器
の
量
を
少
し
ず
つ
落
と
す
と
か
で
す

ね
。
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
ず
っ
と
継
続
す
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暗黒の臓器に光を！

̶カプセル内視鏡とダブルバールン内視鏡̶

　内視鏡検査が普及し、「胃カメラ」や「大腸カメラ」が身近になってきた昨今、それでも「小腸
の内視鏡検査」を受けられた方はほとんどいらっしゃらないのではないでしょうか？胃や大腸に
比べ小腸は外界に遠く、長さが 6～7m にも及び、非常に検査を行いにくい部位でした。それでも
小腸疾患の 9割以上は十二指腸という「胃カメラ」が届く範囲にあるため、その奥の小腸である「空
腸」や「回腸」をわざわざ見る検査はあまり普及しませんでした。一部では小腸内視鏡検査も行
われていましたが、苦痛が強い・検査が煩雑であるなどの理由もあり、医療者側も避けていたの
が現状です。近年この暗黒の臓器＝小腸に対し内視鏡検査を行うことが可能となってきました。
それがカプセル内視鏡とダブルバルーン内視鏡です。

　カプセル内視鏡は内視鏡装置を装着したカプセ
ルを内服し、そのカプセルが消化管を通過してい
く間に消化管の中の写真を細かに撮影しその画像
をコンピューターで解析するものです。これによ
りこれまであまり見ることのできなかった小腸の
内視鏡画像が容易に得られるようになりました。

　ダブルバルーン内視鏡は、内視鏡の先端
とその内視鏡を筒状に包むオーバーチュー
ブというものの先端両方にバルーンと呼ば
れる風船がついており、このバルーンを膨
らませたりしぼませたりしながら、小腸を
尺取り虫のように短縮しながら内視鏡を進
めていきます。

　カプセル内視鏡の利点は何といっても負担が少ないことです。カプセルを飲むだけで、
小腸の写真が撮られていくわけですから。一方ダブルバルーン内視鏡は内視鏡が入って
いくので苦痛を伴うことはありますが、カプセル内視鏡と違って、検査施行者の思い通
りに進んだり戻ったりすることができ、また胃や大腸の内視鏡同様狙撃生検（病理検査）
を行ったり止血術やポリープ切除術などの治療を行うことができます。

　当院ではこれらカプセル内視鏡とダブルバルーン内視鏡を導入し、消化器診療の充実
に努めてまいります。消化管に問題のある方は一度担当医に相談してください。

消化器内科部長　前田利郎

最新小腸検査、きづ川病院で導入最新小腸検査、きづ川病院で導入

カプセル内視鏡

ダブルバルーン内視鏡

カプセル内視鏡 小腸の内視鏡画像

ダブルバルーン内視鏡 ダブルバルーン内視鏡の挿入方法
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る
と
こ
ろ
を
、
私
が
医
者
に
な
っ
て
そ
れ
ほ
ど

た
た
な
い
時
代
は
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
工
夫
や

処
置
を
家
族
も
そ
れ
な
り
の
理
解
を
し
、
最
終

的
に
は
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
と
い
う
感
じ
で

お
帰
り
に
な
ら
れ
た
と
い
う
の
は
幾
つ
も
あ
り

ま
し
た
。

　

そ
の
こ
と
自
体
は
、
今
で
は
少
し
問
題
が
あ
ろ

う
か
と
思
い
ま
す
が
、
断
食
と
い
う
ふ
う
な
自

分
で
も
し
調
節
で
き
る
と
し
た
ら
、
そ
う
い
う

意
味
合
い
な
の
か
と
思
い
出
し
て
い
た
ん
で
す
が
。

山
折 

そ
う
で
す
ね
。

　

そ
の
問
題
で
す
が
、
植
物
人
間
状
態
に
な
っ

て
人
工
呼
吸
器
を
装
着
し
て
、
点
滴
、
栄
養
注

入
に
よ
っ
て
ず
っ
と
生
き
長
ら
え
る
、
そ
れ
は

率
直
に
申
し
ま
し
て
生
け
る
屍
な
ん
で
す
ね
。

当
然
家
族
の
間
に
動
揺
が
起
こ
る
で
し
ょ
う

し
、
お
医
者
さ
ん
も
見
る
に
見
か
ね
る
と
い
う

こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
か
ら
、
そ
れ
が

法
に
触
れ
る
か
触
れ
な
い
か
と
い
う
問
題
も
出

て
く
る
。
そ
れ
で
微
妙
な
と
こ
ろ
で
判
断
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
全
体
の
プ
ロ
セ
ス
を

納
得
さ
せ
る
よ
う
な
最
後
の
み
と
り
の
仕
方
を

お
医
者
さ
ん
と
し
て
や
る
と
す
れ
ば
、
今
お
っ

し
ゃ
っ
た
よ
う
な
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
い

ま
す
ね
。
だ
か
ら
、
規
定
ど
お
り
や
る
と
、
い

つ
ま
で
も
植
物
人
間
で
、
ア
メ
リ
カ
の
あ
の
女

の
子
の
問
題
が
あ
り
ま
し
た
よ
ね
。
裁
判
ま
で

し
て
、
裁
判
の
判
決
に
基
づ
い
て
初
め
て
と
い

う
あ
れ
は
、
ま
こ
と
に
残
酷
な
や
り
方
だ
と
思

い
ま
す
。
合
理
主
義
は
残
酷
に
通
ず
る
と
、
僕

は
そ
う
思
っ
て
い
る
ん
で
す
が
。
そ
う
い
う
点

で
、
や
っ
ぱ
り
話
し
合
い
で
一
番
い
い
と
こ
ろ
、

折
り
合
い
の
つ
く
と
こ
ろ
で
お
っ
し
ゃ
る
よ
う

に
、
外
部
か
ら
注
入
し
た
り
、
操
作
す
る
こ
と

を
だ
ん
だ
ん
少
な
く
し
て
い
く
…
。

殯
と
い
う
風
習

山
折 
伝
統
的
な
考
え
方
か
ら
言
い
ま
す
と
、

既
に
記
紀
万
葉
の
段
階
か
ら
殯（
も
が
り
）と
い

う
風
習
が
あ
り
ま
し
た
。
万
葉
集
に
も
よ
く
出

て
き
ま
す
。
こ
れ
は
人
が
亡
く
な
っ
て
も
、
す

ぐ
そ
の
ま
ま
土
葬
に
し
た
り
火
葬
に
し
た
り
し

な
い
で
地
上
に
安
置
し
て
い
る
ん
で
す
。
死
ん

だ
と
は
認
め
な
い
ん
で
す
ね
、
け
れ
ど
も
明
ら

か
に
呼
吸
は
し
て
い
な
い
、
だ
ん
だ
ん
死
相
が

あ
ら
わ
れ
て
く
る
、
体
も
腐
敗
し
始
め
る
わ
け

で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
の
ま
ま
し
ば
ら
く

安
置
し
て
い
る
。

　

そ
の
安
置
す
る
期
間
と
い
う
の
は
３
日
で

あ
っ
た
り
１
週
間
で
あ
っ
た
り
10
日
で
あ
っ
た

り
１
カ
月
で
あ
っ
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
そ

れ
は
、
死
ん
だ
人
の
社
会
的
身
分
に
応
じ
て
異

な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
普
通
の
人
間
の
場
合

は
３
日
と
か
１
週
間
が
普
通
で
す
。
と
い
う
こ

と
は
、
明
ら
か
に
死
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
体
の

状
態
で
わ
か
る
。
だ
か
ら
安
置
し
て
い
る
と
い

う
の
は
、
生
き
返
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
観

念
が
あ
る
か
ら
な
ん
で
す
。
実
際
に
生
き
返
る

こ
と
が
ま
ま
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
一
見
、
仮
死

状
態
に
な
っ
て
、
そ
れ
を
死
と
認
め
て
も
、
ま

だ
魂
が
戻
っ
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
る

わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
１
週
間
ぐ
ら
い
た
て

ば
、
も
う
大
体
腐
敗
が
進
行
し
て
い
ま
す
か
ら
、

こ
れ
は
死
ん
だ
も
の
と
し
て
、
そ
こ
で
初
め
て

死
を
認
知
す
る
わ
け
で
す
。

　

だ
か
ら
、
日
本
人
の
伝
統
的
な
死
生
観
か
ら

す
る
と
、
死
と
い
う
の
は
プ
ロ
セ
ス
な
ん
だ
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
心
臓
死
、

脳
死
と
い
う
考
え
方
と
は
そ
こ
は
ま
る
で
違
っ

て
い
る
ん
で
す
ね
。
死
と
認
め
る
前
に
、
遺
体

を
一
時
的
に
地
上
に
安
置
す
る
猶
予
期
間
の
こ

と
を
殯
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
対
応
し
て

い
る
わ
け
で
す
ね
、
こ
う
い
う
日
本
人
の
気
持

ち
に
合
う
よ
う
な
臨
終
の
ス
タ
イ
ル
を
つ
く
れ

ば
い
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ
れ
が
法
律
に
触

れ
る
か
触
れ
な
い
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
問
題
が

限
定
さ
れ
て
い
く
と
、
お
医
者
さ
ん
に
は
気
の

毒
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

死
を
迎
え
る
覚
悟

山
折 

や
っ
ぱ
り
人
生
80
年
時
代
は
死
を
覚
悟

す
る
と
い
う
か
、
死
に
支
度
を
す
る
と
い
う
か
、

そ
う
い
う
時
節
な
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
教
育

が
戦
後
の
日
本
で
は
本
当
に
お
ろ
そ
か
に
さ
れ

て
き
ま
し
た
。
文
科
省
の
会
議
な
ん
か
に
行
き

ま
し
て
も
よ
く
言
う
ん
で
す
が
、
教
育
の
基
本

原
則
は
生
き
る
力
を
育
て
る
こ
と
だ
と
、
そ
れ

は
い
い
と
。
だ
け
ど
、
そ
れ
だ
け
で
は
人
間
と

い
う
も
の
は
お
さ
ま
り
が
つ
き
ま
せ
ん
よ
と
。

死
を
迎
え
る
覚
悟
の
よ
う
な
も
の
を
教
育
の
対

象
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す

か
。
最
後
を
ど
う
迎
え
る
か
、
死
を
ど
う
考
え

る
か
と
い
う
こ
と
に
国
民
的
な
レ
ベ
ル
で
関
心

を
寄
せ
る
こ
と
が
今
こ
そ
必
要
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
も
う
１
つ
は
共
生
と
い
う
こ
と

を
言
い
ま
す
が
、
だ
け
ど
、
共
に
生
き
る
人
間

は
、
や
が
て
共
に
死
ぬ
ん
だ
と
。
共
死
と
い
う

こ
と
も
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
思
う
ん

で
す
ね
。

中
野 

生
き
る
こ
と
ば
っ
か
り
教
え
ら
れ
た
人

間
が
自
分
の
ペ
ッ
ト
の
死
を
見
て
、
あ
あ
、
人

生
は
終
わ
る
こ
と
が
あ
る
ん
や
と
い
う
こ
と
を

教
え
て
く
れ
て
い
る
ん
だ
と
い
う
の
を
だ
れ
か

が
、
ど
こ
か
に
書
い
て
あ
っ
た
の
を
思
い
出
し

ま
し
た
。

　

今
後
の
日
本
人
の
生
き
方
そ
し
て
、
そ
の
な

か
に
含
ま
れ
る
医
療
、
に
つ
い
て
含
蓄
の
あ
る

お
話
し
を
お
伺
い
で
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
完
）
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