
家
族
志
向
ケ
ア
は
、
全
人
的
医
療
の

第
一
歩
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
全
人
的
医

療
で
は
患
者
を
生
物
学
的
側
面（
疾
患

disease

）
だ
け
で
な
く
、
家
族
背
景

や
社
会
背
景
を
持
っ
た
心
理
社
会
的
存

在（
病
いillness
）
と
し
て
理
解
・
共

感
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
家
族

志
向
ケ
ア
で
は
、
家
族
を
結
婚
で
生
ま

れ
る
一
つ
の
生
命
体
の
よ
う
な
も
の
と

し
て
捉
え
ま
す
。
家
族
と
い
う
生
命
体

は
、
子
育
て
・
子
ど
も
の
独
立
・
親
の

介
護
・
配
偶
者
の
死
・
介
護
な
ど
の
発

達
課
題
を
乗
り
越
え
る
こ
と
で
成
長
し

ま
す
。
そ
の
移
行
期
に
は
ス
ト
レ
ス
が

つ
き
も
の
で
あ
り
、
精
神
的
も
し
く
は

身
体
的
な「
病
い
」
が
発
生
し
や
す
く

な
り
ま
す
。
し
か
し
、
家
族
の
一
人
一

人
が
自
分
の
役
割
や
考
え
方
を
変
え
る

こ
と
で
、
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
つ
こ

と
が
で
き
る
の
で
す
。
こ
れ
を
家
族
の

セ
ル
フ
ケ
ア
機
能
と
呼
び
、
そ
の
機
能

が
発
揮
で
き
る
よ
う
支
援
す
る
の
が
家

族
志
向
ケ
ア
で
す
。

近
年
、
家
族
の
小
規
模
化
に
加
え
、

家
族
へ
の
従
属
よ
り
自
立
生
活
を
重
ん

じ
る
個
人
主
義
的
な
家
族
規
範
が
広

ま
っ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
が
い
て
も
遠

隔
地
に
家
を
建
て
て
お
り
、
戻
っ
て
こ

な
い
の
は
む
し
ろ
普
通
の
こ
と
で
す
。

晩
婚
化
・
未
婚
化
に
よ
り
、
老
親
と
未

婚
の
子
の
み
の
家
族
も
珍
し
い
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
家
族
セ
ル
フ
ケ
ア
機

能
の
弱
体
化
に
伴
い
、
家
族
志
向
ケ
ア

の
主
な
対
象
は
小
児
虐
待
や
不
登
校
等

か
ら
脆
弱
高
齢
者
へ
と
変
化
し
て
い
ま

す
。現

在
、
構
築
が
進
め
ら
れ
て
い
る
地

域
包
括
ケ
ア
と
は
、
医
療
と
介
護
等
が

連
携
す
る
こ
と
で
住
み
慣
れ
た
地
域
で

の
生
活
を
維
持
す
る
仕
組
み
で
す
。
家

族
の
セ
ル
フ
ケ
ア
機
能（
以
前
な
ら
配

偶
者
や
子
ど
も
）
に
頼
れ
な
い
分
を
、

地
域
の
公
的
・
非
公
的
資
源
で
補
完
す

る
目
的
で
整
備
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え

る
で
し
ょ
う
。
確
か
に
家
族
介
護
の
た

め
に
結
婚
・
出
産
等
が
制
限
さ
れ
る
の

は
理
不
尽
で
あ
り
、
公
的
な
介
護
や
高

齢
者
医
療
の
充
実
が
不
可
欠
で
す
。
し

か
し
、
高
齢
者
自
身
を
援
助
す
る
だ
け

で
は
な
く
、
家
族
の
高
齢
者
支
援
を
援

助
す
る
視
点
も
必
要
で
す
。
家
族
の
一

人
ひ
と
り
の
立
場
に
も
共
感
し
、
一
人

ひ
と
り
に
無
理
な
い
範
囲
で
協
力
し
て

も
ら
う
妥
協
点
を
見
つ
け
出
し
ま
す
。

地
域
包
括
ケ
ア
は
家
族
ケ
ア
の
補
完
に

過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
医
療
・
介

護
ス
タ
ッ
フ
は
自
覚
す
る
べ
き
で
す
。

家
族
と
い
う
生
命
体
の
中
で
相
互
支
援

す
る
家
族
セ
ル
フ
ケ
ア
機
能
こ
そ
が
、

家
族
の
持
つ
精
神
的
安
ら
ぎ
の
源
泉
な

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

家
族
志
向
で
行
う
地
域
包
括
ケ
ア

　
　
　

―
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―
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小
原
は
、「
常
陸
風
土
記
」
の
那

珂
郡
の
条
に
あ
る
「
茨
城
の
里
」
で
、

茨い
ば
ら城
が
な
ま
っ
て
小お

ば
ら原
と
な
り
、
茨

城
の
名
の
発
祥
の
地
と
も
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、

小
原
地
内
に
は
、
原
始
か
ら
古
代
に

か
け
て
継
続
す
る
遺
跡
が
多
く
、
か

な
り
栄
え
た
地
で
あ
っ
た
と
推
定
さ

れ
ま
す
。

昭
和
五
十
年
（
一
九
七
五
）
小
原
古

宿
の
広こ

う
け
い
じ

慶
寺
墓
地
造
成
中
に
、
高
寺

古
墳
群
二
号
墳
の
石
室
が
露
出
し
た

こ
と
か
ら
、
古
墳
の
調
査
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
主
に
埋
葬
施
設
の
み
の
調

査
で
し
た
が
、
石
室
は
、
花か

こ
う崗
岩
の

大
き
な
割
石
を
用
い
た
片
袖
式
の
横

穴
で
、
内
部
か
ら
直
刀
七
振
、
鉄て

つ
ぞ
く鏃

二
十
三
点
、
刀と

う
す子
、
つ
ば
等
の
鉄
製

品
、
銀
環
、
切
子
玉
、
管
玉
、
ガ

ラ
ス
製
小
玉
等
や
残
さ
れ
た
墳
丘

か
ら
、
武
人
埴
輪
片
、
円
筒
埴
輪

片
、
提て

い
へ
い瓶
一
個
が
検
出
さ
れ
ま
し
た
。

被ひ
そ
う葬
者
は
、
七
世
紀
ご
ろ
の
有
力
氏

族
で
、
小
原
が
旧
茨
城
国
の
中
心
で

も
あ
っ
た
と
す
る
説
を
裏
付
け
る
と

と
も
に
、
古
代
氏
族
の
解
明
に
一
石

を
投
じ
る
意
義
深
い
調
査
で
し
た
。

笠
間
市
で
は
、
こ
の
二
号
墳
を
市

指
定
文
化
財
【
史
跡
】
と
し
て
復
元

し
、
保
存
状
態
の
よ
い
出
土
品
は
市

指
定
文
化
財
【
考
古
資
料
】
に
指
定
し

て
、
笠
間
市
立
歴
史
民
俗
資
料
館
で

保
存
、
展
示
し
て
い
ま
す
。
古
墳
と

あ
わ
せ
て
出
土
品
を
鑑
賞
し
、
古
代

の
文
化
に
ふ
れ
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

（
市
史
研
究
員　

能
島　

清
光
）

小
原
地
区
の
古
墳
の
調
査

高寺二号墳出土遺物
（笠間市立歴史民俗資料館）

高寺二号墳
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