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医
療
倫
理
の
視
点
か
ら
生
と
死
を
考
え
る

　
　
　
　
　
　
―
―
『
看
病
用
心
鈔
』
を
中
心
に

鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
所
員　
　

関
根
　
透

　
　
一
、
ま
ず
、
自
分
の
体
験
か
ら

平
成
二
十
四
年
六
月
九
日
（
土
）
の
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
、
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
を
用
い
て
鎌
倉
時
代
の
ビ
ハ
ー
ラ
の
指
南
書

と
い
わ
れ
る
然
阿
良
忠
上
人
の
『
看
病
用
心
鈔
』
を
題
材
に
、
現
在
の
医
療
倫
理
観
を
念
頭
に
置
い
て
説
明
し
た
。

私
は
平
成
六
年
九
月
二
十
六
日
に
当
時
鶴
見
大
学
歯
学
部
の
先
生
の
結
婚
式
に
招
待
さ
れ
て
、
式
が
開
始
さ
れ
る
直
前
に
心
筋
梗
塞
に

見
舞
わ
れ
、
タ
ク
シ
ー
で
最
も
近
い
東
京
女
子
医
大
病
院
に
緊
急
入
院
し
た
。
若
い
三
人
の
先
生
が
突
然
に
心
電
図
に
釘
付
け
に
な
り
、

式
服
の
ま
ま
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
に
載
せ
ら
れ
手
術
室
に
運
ば
れ
た
。
私
自
身
も
た
だ
事
で
な
い
こ
と
に
気
づ
き
、
や
は
り
父
親
が
心
筋
梗

塞
で
急
死
し
た
時
を
想
い
出
し
た
。
三
日
後
Ｃ
Ｃ
Ｕ
を
出
る
時
に
、
当
時
の
病
院
長
の
優
し
い
細
田
嵯
一
先
生
が
「
こ
れ
か
ら
の
あ
な
た

の
命
を
補
償
し
ま
す
」
と
い
っ
た
言
葉
が
強
く
印
象
に
残
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
生
と
死
が
紙
一
重
で
あ
る
こ
と
を
実
感
し
、
死
の
不
安

と
心
の
悩
み
が
続
い
た
。「
朝
起
き
る
と
、
今
日
も
目
が
開
い
た
」
と
想
い
、
今
日
一
日
を
大
切
に
し
よ
う
と
考
え
た
。
死
を
直
前
に
し

て
こ
そ
生
の
貴
重
さ
が
実
感
で
き
た
と
思
う
。
以
後
、
神
か
ら
贈
ら
れ
た
自
分
の
命
を
大
切
に
し
よ
う
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

現
在
、
東
京
女
子
医
科
大
学
や
横
浜
市
立
大
学
医
学
部
で
死
の
問
題
を
含
め
て
「
医
療
倫
理
」
の
講
義
を
し
て
い
る
。
死
の
問
題
に
つ

い
て
真
剣
に
考
え
た
の
は
、
あ
の
死
を
直
前
に
し
た
時
で
あ
り
、
生
の
大
切
さ
を
医
学
部
の
学
生
に
今
も
説
い
て
い
る
。
か
つ
て
私
は
死

を
前
向
き
に
は
捉
え
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
で
、
医
学
系
の
学
生
に
は
他
人
で
あ
る
患
者
の
心
を
気
づ
か
い
真
摯
に
生
と
対
峙
し
て
欲
し

い
と
教
育
し
て
い
る
。
現
在
で
は
、
日
常
に
追
わ
れ
、
あ
の
時
の
人
生
の
危
機
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
感
が
あ
る
が
、
今
で
も
自
分
の
命
を

「
神
か
ら
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
」
と
し
て
大
切
に
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
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二
、
死
を
前
向
き
説
い
た
書
物

退
院
後
、
死
を
前
向
き
に
捉
え
て
い
る
本
を
読
み
、
印
象
に
残
っ
た
書
物
を
紹
介
し
た
い
と
思
う
。

ま
ず
、
ビ
ー
ト
た
け
し
著
の
『
死
ぬ
た
め
の
生
き
方
』
は
ビ
ー
ト
た
け
し
さ
ん
が
平
成
六
年
に
バ
イ
ク
事
故
で
九
死
に
一
生
を
得
た
と

き
の
心
境
を
病
床
で
語
っ
た
本
で
あ
る
。
死
の
準
備
教
育
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
が
、
病
床
で
は
「
死
の
こ
と
だ
け
を
考
え
て
い
た
」

と
述
懐
し
て
い
る
。私
も
た
け
し
さ
ん
と
同
じ
よ
う
に
死
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
で
、こ
の
本
を
感
動
を
も
っ
て
読
ん
だ
こ
と
を
思
い
出
す
。

永
六
輔
さ
ん
の
『
大
往
生
』
も
死
を
前
向
き
に
捉
え
た
ユ
ニ
ー
ク
な
書
物
で
あ
る
。
タ
ブ
ー
視
さ
れ
て
い
る
死
が
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
て

書
か
れ
て
い
る
。「
何
か
言
い
残
す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
自
分
で
ご
臨
終
で
す
と
い
っ
て
亡
く
な
っ
た
」
と
か
、「
七
十
歳
を
過
ぎ
た

ら
医
者
の
扱
い
が
可
笑
し
い
。
死
ん
だ
っ
て
文
句
の
い
え
な
い
歳
だ
も
の
」
な
ど
で
あ
る
。

水
上
勉
さ
ん
の
『
骨
壷
の
話
』
は
、
彼
が
天
安
門
事
件
の
直
後
に
帰
国
し
よ
う
と
し
た
が
帰
れ
ず
、
北
京
で
心
筋
梗
塞
に
な
り
、
や
っ

と
羽
田
空
港
に
着
い
た
。
そ
こ
か
ら
救
急
車
で
病
院
に
直
行
し
た
時
の
話
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
彼
の
心
臓
は
三
分
の
二
が
壊
死
し
て
し

ま
い
、死
を
見
つ
め
つ
つ
骨
壷
作
り
を
始
め
た
。「
集
中
治
療
室
の
思
い
出
」
は
私
自
身
が
体
験
し
た
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
書
物
な
の
で
、

あ
の
時
の
こ
と
を
思
い
つ
つ
読
ん
だ
記
憶
が
あ
る
。

最
後
に
、
Ａ
デ
ー
ケ
ン
先
生
の
『
ユ
ー
モ
ア
は
老
い
と
死
の
妙
薬
』
も
題
名
の
よ
う
に
死
を
前
向
き
に
説
い
た
面
白
い
本
で
あ
る
。
そ
こ

に
は
デ
ー
ケ
ン
先
生
自
身
が
大
腸
が
ん
と
闘
う
病
院
生
活
、
入
院
中
の
患
者
の
心
理
、
医
師
や
看
護
師
と
の
対
応
の
困
難
さ
が
ユ
ー
モ
ア
を

交
え
て
語
ら
れ
、
死
を
前
向
き
に
描
い
て
い
る
。
人
生
の
危
機
か
ら
安
ら
か
な
死
を
迎
え
る
た
め
の
準
備
教
育
の
必
要
性
も
説
い
て
い
る
。

ま
た
、
キ
ュ
ブ
ラ
ー
・
ロ
ス
氏
の
『
死
ぬ
瞬
間
』
の
著
作
も
臨
死
者
の
心
理
を
よ
く
著
わ
し
た
含
蓄
の
あ
る
名
著
で
あ
る
。

　
　
三
、
医
師
国
家
試
験
か
ら
最
近
の
死
に
関
す
る
医
療
倫
理
教
育
を
考
え
る

医
師
国
家
試
験
に
お
け
る
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
の
問
題
に
キ
ュ
ブ
ラ
ー
・
ロ
ス
氏
の
『
死
ぬ
瞬
間
』
が
選
択
肢
を
含
め
数
回
出
題
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
『
死
ぬ
瞬
間
』
は
現
在
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
教
育
に
影
響
を
与
え
た
書
物
と
し
て
よ
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
内
容
は
告
知
さ
れ
た
臨
死
者
が
シ
ョ
ッ
ク
の
体
験
か
ら
死
を
受
容
す
る
ま
で
の
五
段
階
の
反
応
経
過
を
説
明
し
た
も
の
で
、
示
唆
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に
富
ん
だ
内
容
で
あ
る
。
ま
ず
、
死
が
近
い
こ
と
を
告
知
さ
れ
た
患
者
は
①
厳
し
い
事
態
を
打
ち
消
そ
う
と
す
る
拒
否
の
態
度
が
見
ら
れ

る
。
②
す
べ
て
に
怒
り
を
示
す
態
度
に
変
わ
り
、
③
回
復
へ
の
生
命
延
長
の
願
い
を
求
め
る
よ
う
に
な
り
、
取
引
を
す
る
態
度
に
な
る
。

更
に
④
喪
失
の
悲
し
み
か
ら
抑
う
つ
状
態
に
進
み
、
⑤
遂
に
、
事
態
の
重
大
さ
を
自
覚
し
て
死
を
受
容
す
る
段
階
に
至
る
、
と
い
う
。
そ

こ
に
は
死
の
受
容
を
周
囲
の
人
々
が
如
何
に
援
助
で
き
る
か
を
真
剣
に
考
え
さ
せ
る
記
述
が
沢
山
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
内
村
鑑
三

に
師
事
し
、
清
廉
で
善
意
に
満
ち
た
キ
リ
ス
ト
者
・
八
木
重
吉
の
『
秋
の
瞳
』
や
『
貧
し
き
信
徒
』
に
は
、
こ
の
『
死
ぬ
瞬
間
』
と
同
じ

よ
う
な
死
の
受
容
経
過
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
柳
田
邦
男
氏
の
西
川
喜
作
氏
を
モ
デ
ル
に
し
た
『
死
の
序
章
』
も
『
死
ぬ
瞬
間
』
と
同
様

な
死
の
反
応
経
過
が
示
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
医
師
国
家
試
験
で
は
具
体
的
に
次
の
よ
う
な
問
題
が
出
題
さ
れ
て
い
る
。

ス
ラ
イ
ド
で
示
し
た
問
題
は
「
死
に
ゆ
く
人
の
心
の
動
き
を
五
段
階
で
表
し
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
の
在
り
方
に
影
響
を
与
え
た
『
死
ぬ

瞬
間
』
の
著
者
は
だ
れ
か
。
ⓐ
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
、
ⓑ
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
オ
ス
ラ
ー
、
ⓒ
ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
ー
、
ⓓ
シ
ュ
バ
イ
ツ
ァ
ー
、
ⓔ
キ
ュ

ブ
ラ
ー
・
ロ
ス
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
他
に
も
、
選
択
肢
の
中
で
『
死
ぬ
瞬
間
』
の
書
名
や
キ
ュ
ブ
ラ
ー･

ロ
ス
の
名
前
が
出
題
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
の
問
題
で
は
、「
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
に
つ
い
て
正
し
い
の
は
ど
れ
か
。
ⓐ
患
者
の
延
命
治
療
を
最
優

先
さ
せ
る
。
ⓑ
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
は
避
け
る
。
ⓒ
患
者
の
Ｑ
Ｏ
Ｌ
を
重
視
す
る
。
ⓓ
疼
痛
の
緩
和
は
死
期
を
早
め
る
の
で
し
な
い
。
ⓔ
死
に

つ
い
て
の
話
は
し
な
い
。」
で
あ
る
が
、
臨
死
者
を
思
い
や
る
心
や
患
者
の
人
権
や
家
族
を
尊
重
す
る
倫
理
的
な
問
題
が
問
わ
れ
て
い
る

場
合
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

　
　
四
、『
看
病
用
心
鈔
』
が
示
す
看
取
り
の
医
療
倫
理

さ
て
、
私
の
発
表
の
中
心
は
『
看
病
用
心
鈔
』
が
示
す
先
人
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
に
つ
い
て
の
叡
智
で
あ
る
。

か
つ
て
多
く
の
日
本
人
は
平
生
「
死
に
つ
い
て
」
考
え
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
解
決
不
可
能
な
不
知
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、

タ
ブ
ー
視
し
て
い
た
。
し
か
し
、
死
は
必
ず
自
分
が
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
で
あ
る
こ
と
も
知
っ
て
い
る
の
で
、
現
在
の
日

本
人
は
死
を
前
向
き
に
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
だ
が
、現
実
に
は
核
家
族
の
生
活
で
あ
り
、肉
親
の
死
に
立
ち
会
う
こ
と
が
少
な
く
な
っ
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て
い
る
。
多
く
の
日
本
人
が
病
院
で
死
を
迎
え
て
お
り
、
生
と
死
が
生
活
か
ら
分
離
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
死
を

前
向
き
に
捉
え
た
先
人
の
叡
智
と
し
て
『
看
病
用
心
鈔
』
を
紹
介
し
た
い
と
思
う
。『
看
病
用
心
鈔
』
に
は
看
取
る
者
と
看
取
ら
れ
る
者

の
知
恵
が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
現
代
人
に
も
有
益
な
先
人
の
叡
智
で
あ
り
、
時
代
を
超
え
て
通
用
す
る
と
思
わ
れ
る
遺
産

で
も
あ
る
。
特
に
、
鎌
倉
時
代
は
現
在
に
酷
似
し
て
い
て
「
錯
綜
の
時
代
」
と
か
「
混
沌
の
時
代
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
、
現
代
の
終

末
期
医
療
に
も
有
効
な
叡
智
に
な
る
と
思
う
。

『
看
病
用
心
鈔
』
と
は
、鎌
倉
光
明
寺
の
開
山
・
然
阿
良
忠
上
人
（
一
一
九
九
～
一
二
八
七
）
が
一
二
四
〇
年
頃
に
著
し
た
と
さ
れ
る
タ
ー

ミ
ナ
ル
ケ
ア
の
書
物
（
一
巻
）
で
あ
る
。
し
か
し
、『
看
病
用
心
鈔
』
を
良
忠
上
人
が
著
し
た
と
さ
れ
る
証
拠
は
な
い
が
、
先
人
の
鷲
尾
教

導
氏
や
鈴
木
成
元
氏
や
伊
藤
真
徹
氏
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
、著
者
は「
然
阿
良
忠
上
人
」で
あ
る
と
推
測
し
て
い
る
。
そ
の
構
成
方
法
は「
前

書
き
」、「
一
九
カ
条
の
条
文
」、「
後
書
き
」の
三
部
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
内
容
は
仏
教
の
立
場
か
ら
の
看
取
り
の
方
法
が
説
か
れ
て
い
る
。

特
色
と
し
て
『
往
生
要
集
』
や
『
臨
終
正
念
訣
』
を
基
に
鎌
倉
時
代
の
臨
終
の
看
取
り
作
法
が
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
書
物
で
あ
る
。

現
在
三
種
の
『
看
病
用
心
鈔
』
の
写
本
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
多
少
そ
の
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
ま
ず
、
安
土
・
浄
厳
院
に
保
存
さ
れ

て
い
る
『
看
病
用
心
鈔
』
は
表
紙
が
藍
で
染
め
ら
れ
て
お
り
、
内
部
も
黄
檗
で
染
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
虫
食
い
も
な
く
、
保
存
状
態
が

大
変
良
好
な
写
本
で
あ
る
。
漢
字
と
平
仮
名
で
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
写
本
は
応
永
二
〇
年
（
一
四
一
三
）
に
隆
暁
が
筆
写
し
て
も
の

で
あ
る
。
巻
末
の
書
誌
的
な
事
項
に
は
、「
此
用
心
書
案
悟
真
寺
上
人
作
也
云
々
」
と
あ
り
、
隆
暁
が
推
測
す
る
の
に
悟
真
寺
を
創
設
し

た
然
阿
良
忠
上
人
が
著
し
た
も
の
で
あ
る
と
記
る
さ
れ
て
い
る
。
第
二
の
写
本
は
京
都
・
常
楽
台
寺
に
保
存
さ
れ
て
い
る『
看
病
用
心
鈔
』

で
、
正
応
三
年
（
一
二
九
一
）
に
存
覚
上
人
に
よ
っ
て
筆
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
破
損
や
汚
れ
た
部
分
が
多
く
、
漢
字
と
片
仮
名
で
記

さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
鎌
倉
上
人
御
作　

私
云
然
阿
弥
陀
仏
良
忠
也
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
存
覚
上
人
は
「
鎌
倉
上
人
を
然
阿
良
忠

上
人
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
第
三
の
写
本
は
横
浜
・
金
沢
文
庫
所
蔵
の
『
看
病
用
心
鈔
』
で
あ
る
。
昭
和
二
十
八
年
に
金
沢
文
庫
長
の
熊

原
政
男
氏
が
原
稿
用
紙
に
ペ
ン
で
写
さ
れ
た
写
本
で
、
漢
字
と
平
仮
名
で
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
写
本
の
原
本
は
東
京
大
崎
・
専
修
寺
の

も
の
を
戦
前
に
石
井
教
導
氏
が
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
大
戦
後
に
熊
原
氏
が
筆
写
し
た
写
本
が
金
沢
文
庫
本
で
あ
る
。
現
在
、
大

崎
・
専
修
寺
の
原
本
は
先
の
大
戦
で
焼
失
し
て
し
ま
い
、
ま
た
石
井
教
導
氏
の
写
本
も
戦
後
の
混
乱
期
に
大
正
大
学
図
書
館
か
ら
紛
失
し
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ま
っ
て
現
存
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
金
沢
文
庫
の
熊
原
氏
の
写
本
の
み
が
現
存
し
て
い
る
。
な
お
、
他
の
二
種
の
写
本
よ
り
条
文
が
三

条
ほ
ど
多
く
、
記
載
内
容
も
多
少
異
な
っ
て
い
る
が
、
内
容
は
ほ
ぼ
前
二
種
の
写
本
と
同
様
で
あ
る
。

『
看
病
用
心
鈔
』の
内
容
を
概
略
す
る
と
、基
本
的
に
は
宗
教
的
な「
臨
終
念
仏
」を
唱
え
て
、臨
死
者
を
浄
土
に
送
る
こ
と
が
目
的
に
な
っ

て
い
る
。
そ
の
た
め
に
臨
死
者
に
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
を
信
じ
さ
せ
る
こ
と
が
随
所
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
看
病
僧
の
た
め
の
看
取
り
の

書
物
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
は
①
看
取
る
者
に
対
す
る
看
病
人
の
数
、
②
看
取
る
た
め
の
適
切
な
場
所
、
③
面
会
人

の
制
限
、
④
生
へ
の
貪
り
や
欲
望
を
排
除
さ
せ
る
こ
と
、
⑤
臨
死
者
の
観
察
方
法
、
⑥
臨
死
者
に
接
す
る
態
度
、
⑦
臨
死
者
を
往
生
さ
せ

る
た
め
の
方
法
、
⑧
死
へ
の
準
備
教
育
な
ど
の
終
末
期
医
療
に
関
す
る
叡
智
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
五
、『
看
病
用
心
鈔
』
の
内
容

ま
ず
、
前
書
き
の
冒
頭
で
は
「
敬
知
識
看
病
の
人
に
申
上
げ
候
。
往
生
極
楽
ハ
こ
れ
一
大
事
の
因
縁
な
り
。
も
し
知
識
の
慈
悲
勧
誘
の

ち
か
ら
に
あ
ら
す
よ
り
は　

こ
の
一
大
事
を
成
就
す
る
事
あ
ら
む
や
。
こ
れ
に
よ
り
て　

病
者
ハ
知
識
に
を
き
て
仏
の
思
い
を
な
し　

知

識
ハ
病
者
に
を
き
て　

一
子
の
慈
悲
を
た
る
へ
し
と
い
へ
り
」
で
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
文
章
は
安
土
・
浄
厳
院
本
の
引
用
で
あ
る
が
、

京
都
・
常
楽
台
寺
本
と
内
容
は
全
く
同
じ
で
あ
る
。
両
者
の
相
違
は
平
仮
名
と
片
仮
名
の
文
字
が
異
な
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、

横
浜
・
金
沢
文
庫
本
の
「
前
書
き
」
は
「
善
導
大
師
の
曰
ハ
く
、
凡
世
の
一
大
事
ハ
生
死
に
過
き
た
る
ハ
な
し
」
と
異
な
っ
て
い
る
。
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
浄
厳
院
本
と
常
楽
台
寺
本
を
適
宜
使
用
し
て
説
明
し
た
が
、
こ
こ
で
は
安
土
・
浄
厳
院
本
の
み
を
資
料
と
し
て
引
用
す

る
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
は
浄
厳
院
本
に
は
全
く
欠
落
が
な
く
、保
存
状
態
も
極
め
て
良
好
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
作
者
の
良
忠
上
人
は「
前

書
き
」
で
、
看
病
僧
と
臨
死
者
の
関
係
は
親
子
の
よ
う
な
、
仏
と
僧
の
よ
う
な
親
密
な
関
係
が
適
切
で
あ
る
と
説
き
、
両
者
の
強
い
信
頼

関
係
の
大
切
さ
を
教
え
て
い
る
。
更
に
、「
病
に
ふ
さ
ん
は
し
め
よ
り　

命
の
つ
き
む
お
は
り
ま
て　

御
用
心
候
へ
き
事
と
も
を　

し
る

し
申
し
を
き
候
」
と
述
べ
て
、
病
気
に
な
っ
た
ら
、
ま
ず
死
の
こ
と
ま
で
考
え
て
置
く
よ
う
に
用
心
し
て
お
き
な
さ
い
。

次
い
で
各
条
文
に
つ
い
て
説
明
す
る
と
、
ま
ず
、
第
一
条
で
は
「
一
、
先
道
場
を
か
さ
り　

本
尊
を
む
か
へ
奉
て　

仏
の
御
手
に
五
色
の

幡
を
つ
け
て　

病
者
の
手
に
ひ
か
ふ
へ
き
様
に
…
…
。
仏
と
病
者
の
あ
ひ
た
は　

す
こ
し
ち
か
か
ら
ん
か　

よ
く
候
ぬ
へ
き
な
り
。
道
場
ハ
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別
の
所
に
し
つ
ら
ひ　

わ
た
す
へ
し
」と
述
べ
、臨
終
の
場
所
は
普
段
使
わ
な
い
場
所
を
選
ん
で
、仏
像
を
安
置
し
な
さ
い
と
、説
い
て
い
る
。

「
一
、酒
肉
五
辛　

こ
の
く
さ
く
け
か
ら
ハ
し
き
物
く
ひ
た
ら
ん
人
を
ハ　

病
者
の
あ
た
り
に　

ゆ
め
ゆ
め
よ
す
へ
か
ら
す
」
と
述
べ
、

仏
教
で
禁
止
し
て
い
る
物
を
食
べ
た
人
が
臨
死
者
に
近
づ
く
と
、
臨
死
者
は
狂
い
死
に
し
て
三
悪
道
に
落
ち
る
と
善
導
大
師
も
教
え
て
い

る
、
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
現
在
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、「
妻
子
な
む
と
は　

ゆ
め
ゆ
め
ち
か
つ
け
給
ふ
ま
し
く
候
」

と
説
い
て
い
る
。
そ
れ
は
自
分
の
死
後
に
妻
子
の
悲
し
み
、
家
族
の
苦
労
が
偲
ば
れ
て
、
心
安
ら
か
に
浄
土
に
往
生
で
き
な
い
か
ら
、
会

わ
せ
て
は
い
け
な
い
と
教
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
更
に
、「
知
識
看
病
の
両
三
人
の
外
に　

親
も
疎
も　

人
を
よ
せ
給
ふ
ま
し
く
候
」

と
述
べ
、
臨
終
の
場
で
は
三
人
の
看
病
僧
が
最
適
で
あ
る
。
も
し
、
人
数
が
多
く
な
る
と
騒
が
し
く
な
り
、
臨
死
者
が
落
ち
着
か
な
く
な

る
の
で
、
良
く
な
い
と
説
い
て
い
る
。

「
一
、
目
に
た
ち　

心
と
と
め
ぬ
へ
き
物
を
ハ　

病
者
の
あ
た
り
に　

ゆ
め
ゆ
め
こ
れ
を　

お
く
こ
と
な
か
れ
」
と
述
べ
、
臨
死
者
に

関
心
の
あ
る
も
の
も
置
い
て
は
い
け
な
い
。「
香
を
た
き　

花
を
ち
ら
し
て　

常
に
病
床
を
か
さ
り
給
ふ
へ
し
」。
更
に
、「
人
の
命
の
お

は
る
事
ハ　

刹
那
の
あ
ひ
た
な
り
。
ゆ
め
ゆ
め
御
目
を
は
な
つ
ま
し
く
候
」。
ま
た
、「
病
の
な
ら
ひ
ハ　

夜
ハ
か
な
ら
す　

お
も
く
な
る

も
の
な
り
」
と
述
べ
、
看
病
僧
は
臨
死
者
か
ら
い
つ
も
目
を
離
さ
ず
、
特
に
夜
中
に
は
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

第
四
条
で
は
、「
一
、
知
識
三
人
よ
き
ほ
と
と
申
し
た
り
。
一
人
ハ
枕
に
ゐ
て　

鐘
を
う
ち
て
念
仏
を
す
す
め　

一
人
ハ
は
し
に
ゐ
て

雑
事
を
い
ひ
つ
き
へ
し
。・
・
又
知
識
一
人
ハ
常
に
病
者
の
ま
な
こ
の
気
色　

い
き
の
出
て
に
目
を
は
な
た
す　

念
仏
の
声
ハ
高
か
ら
す

ひ
き
か
ら
す　

病
者
の
み
み
に
き
こ
ゆ
る
ほ
と
な
り
」
と
示
し
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
三
人
の
看
病
僧
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
語
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
、
念
仏
の
声
も
高
か
ら
ず
低
く
か
ら
ず
が
よ
い
と
述
べ
、
臨
死
者
の
こ
と
を
配
慮
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

第
五
番
目
の
条
文
で
は
、「
療
治
灸
治
の
事
ハ　

こ
れ
命
を
の
ふ
る
事
な
ら
す
。
た
た
病
苦
を
の
そ
く
ハ
か
り
也
」
と
述
べ
、
医
療
は

延
命
で
は
な
く
、
苦
痛
の
除
去
に
あ
る
と
述
べ
、
現
代
医
療
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
の
目
的
と
一
致
し
て
い
る
。
現
代
で
も
昭
和
時
代
ま

で
は
、
む
し
ろ
延
命
医
療
が
専
ら
で
あ
っ
た
。
最
近
に
な
っ
て
苦
痛
の
除
去
が
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
の
目
的
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
考
え

方
が
鎌
倉
時
代
に
も
あ
っ
た
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。「
往
生
の
さ
ハ
り
に
は　

生
を
む
さ
ほ
り　

死
を
お
そ
る
る
を　

見
な
も
と
と
す
。

…
…
こ
れ
ら
の
進
退
ハ　

善
導
和
尚　

臨
終
要
訣
を
も
て　

よ
く
よ
く
御
心
え
あ
る
へ
く
候
」
と
述
べ
、
生
に
執
着
す
る
よ
り
必
ず
誰
に
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で
も
死
が
訪
れ
る
か
ら
、
死
へ
の
準
備
が
必
要
で
あ
る
と
も
説
い
て
い
る
。

次
に
、
人
の
死
に
方
は
様
々
で
あ
る
こ
と
を
「
衆
生
の
業
因
ま
ち
ま
ち
に
し
て　

死
縁
一
に
あ
ら
す
」
と
述
べ
、
看
病
僧
は
念
仏
往
生

を
臨
死
者
に
説
く
べ
し
と
教
え
て
い
る
。
そ
れ
は
「
慈
悲
加
祐
の
護
念
力
に
よ
り
て　

正
念
往
生
疑
へ
か
ら
す
」
と
述
べ
、臨
死
者
に
「
た

た
一
す
ち
に
来
迎
を
ま
つ
心
地
に
す
す
め
な
さ
せ
給
へ
く
候
」
と
教
え
て
い
る
。

「
病
者
、
食
物
を
ね
か
ひ
と
め
て
、
ま
め
や
か
に
執
念
を
も
と
め
」
て
い
る
の
で
、「
臨
終
病
床
に
の
そ
む
て
ハ
、
殊
更
ニ
仏
の
制
止
給

へ
る
事
也
」
と
臨
死
者
に
説
い
て
聞
か
せ
、
欲
心
を
起
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
臨
死
者
に
「
何
か
食
べ
た
い
も
の
が

あ
る
か
」
と
か
、「
遺
言
が
あ
る
か
」
も
聞
い
て
も
い
け
な
い
。
そ
れ
は
臨
死
者
の
「
心
の
み
た
る
る
故
な
り
」
と
し
て
戒
め
て
い
る
。

「
一
、
死
後
の
事
ハ
兼
ね
て
し
る
し
お
き
て
候
へ
ハ
」
と
、
最
期
の
臨
終
に
お
い
て
も
臨
死
者
が
「
念
仏
往
生
こ
そ
た
い
せ
つ
に
候
へ
」

と
分
か
る
も
の
で
あ
る
。そ
れ
は「
ひ
と
へ
に
欣
求
の
お
も
ひ
に
住
し
、来
迎
を
の
そ
む
心
に
、住
せ
し
め
ん
か
た
め
な
り
」と
説
い
て
い
る
。

大
小
便
や
吐
瀉
は
屏
風
や
障
子
で
隔
て
た
場
所
で
さ
せ
、
病
人
が
可
能
な
ら
ば
「
お
き
て
し
つ
へ
く
」
さ
せ
、
重
病
に
な
っ
た
ら
寝
た

ま
ま
大
小
便
を
さ
せ
て
も
よ
い
と
、「
く
る
し
く
ハ
た
た
臥
し
な
か
ら
せ
よ
」
と
述
べ
て
い
る
。
更
に
、
次
の
条
で
も
、
不
浄
の
大
小
便

に
つ
い
て
述
べ
、
本
来
仏
前
か
ら
離
れ
た
場
所
を
選
ん
で
用
を
足
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
、
臨
終
近
く
に
な
っ
た
ら
、
臨
死
者
に
は
「
常
に

紙
を
水
に
そ
め
て
喉
を
う
る
ほ
し
て
、
念
仏
を
す
す
め
給
へ
く
候
」
と
結
ん
で
い
る
。

次
に
、
看
病
僧
は
「
大
慈
悲
を
お
こ
し
て　

こ
し
ら
へ
さ
せ
給
へ
」
と
大
慈
大
悲
を
も
っ
て
臨
死
者
に
極
楽
浄
土
を
説
き
、
臨
終
の
際

に
は
「
ヒ
ト
を
う
ら
み　

人
を
い
か
る
事
ハ　

生
涯
の
あ
ひ
た　

な
お
し
是
を
い
ま
し
む
へ
し
。
穢
土
を
い
と
ひ　

浄
土
を
ね
か
ふ
心
を

い
よ
い
よ
す
す
め
給
ひ
て　

仏
の
ち
か
ひ
を
た
の
み　

名
号
を
唱
へ
給
ふ
へ
し
」
と
穢
土
を
厭
い
て
浄
土
を
願
う
心
を
励
ま
す
よ
う
に
さ

せ
な
さ
い
。
更
に
、
看
病
僧
は
臨
死
者
が
怒
っ
て
も
決
し
て
恨
ん
で
は
い
け
な
い
、
と
戒
め
て
い
る
。

ま
た
、
看
病
僧
は
臨
死
者
の
夢
を
聞
き
、「
罪
の
相
な
ら
は
懺
悔
さ
せ
、
念
仏
し
て
罪
を
滅
す
ヘ
し
。
善
の
相
な
ら
は　

い
よ
い
よ
す

す
め
は
け
ま
さ
せ
候
給
へ
し
」
と
説
き
、
臨
死
者
も
看
病
僧
も
そ
の
夢
を
聞
い
て
も
「
ゆ
め
ゆ
め
こ
れ
を
人
に
知
ら
せ
給
へ
か
ら
す
」
と

臨
死
者
の
秘
密
保
持
を
遵
守
さ
せ
て
い
る
。

「
一
、
聞
法
ハ
常
に
臨
終
講
式
と
往
生
要
集
の
十
楽
と
を
よ
み
き
か
せ
給
へ
く
候
。
十
楽
の
中
に
も　

こ
と
に
第
二
段
を　

よ
ま
せ
給
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へ
」
と
述
べ
、
臨
死
者
が
「
臨
命
終
の
時　

浄
土
に
往
生
す
る
事
を
え
さ
れ
」
と
看
病
僧
も
浄
土
に
至
る
よ
う
に
『
往
生
要
集
』
な
ど
を

読
み
聞
か
せ
な
さ
い
と
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
浄
土
に
往
生
で
き
れ
ば
、
無
上
の
快
楽
が
得
ら
れ
る
こ
と
も
臨
死
者
に
説
き
な
さ
い
。

「
浄
土
に
往
生
す
る
事
を
え
つ
れ
ハ　

無
量
の
快
楽
を
受
け
、見
仏
聞
法　

離
苦
解
脱
せ
し
む
」こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

「
無
常
を
念
し
て
一
心
に
死
を
ま
つ
へ
し
」。
看
病
僧
に
は
「
専
ら
阿
弥
陀
仏
を
ね
ん
し
て
心
に
相
応
し　

声
に
た
ゆ
る
事
な
か
れ
」
と

教
え
て
い
る
。

「
一
、
説
法
の
お
も
む
き
ハ　

す
へ
て
厭
理
穢
土　

欣
求
浄
土
の
理　

本
願
の
引
接　

此
時
に
あ
る
へ
く
候
。
…
…
ゆ
め
ゆ
め
本
望
を

失
す
る
事
な
か
れ
。
返
　々

用
心
怠
る
へ
か
ら
す
」
と
説
き
、
説
法
の
目
的
を
日
頃
か
ら
決
し
て
忘
れ
て
は
い
け
な
い
と
教
え
て
い
る
。

臨
終
の
際
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
仏
の
慈
悲
に
よ
る
救
い
を
期
待
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
我
等
ハ
ふ
か
く
ち
か
ひ
を
た
の
見
て　

来
迎

を
ま
つ
。
…
…
阿
弥
陀
仏
と
お
も
ひ
て
称
念
を
は
け
む
へ
し
。
是
を
最
要
と
し
て
す
す
め
給
へ
」
と
述
べ
て
、
臨
終
の
際
に
は
看
取
る
者

も
看
取
ら
れ
る
者
も
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
を
信
じ
る
こ
と
の
重
要
さ
を
説
い
て
い
る
。

「
一
、
も
し
業
障
に
よ
り　

苦
痛
に
も
責
め
ら
れ
て　

物
く
る
し
く
な
り
」
し
時
は
、
念
仏
を
高
く
唱
え
て
、
耳
に
あ
て
て
聞
こ
え
る

よ
う
に
唱
え
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。「
も
し
又
苦
痛
き
ハ
ま
り
て　

失
念
に
も
お
よ
ひ　

か
な
は
ぬ
候
と
も
、
た
た
耳
に
念
仏　

た
か

く
申
き
か
せ
給
ふ
へ
く
候
」
と
述
べ
、
念
仏
を
続
け
る
こ
と
の
重
要
さ
を
看
病
僧
に
説
き
、
臨
死
者
が
浄
土
に
往
生
で
き
る
よ
う
に
努
め

な
さ
い
と
説
い
て
い
る
。

「
一
、
苦
痛
顛
倒
し
て　

物
に
く
る
ひ　

失
念
無
記
に
も
成
り
て　

ち
か
ら
お
よ
は
さ
れ
ハ
と
て　

い
ま
ハ
か
な
ハ
し　

と
思
食
て　

す
て
は
つ
る
事
ハ　

ゆ
め
ゆ
め
あ
る
ま
し
く
候
」。
苦
痛
で
意
識
が
な
く
な
っ
て
も
倒
れ
て
も
、
臨
死
者
を
決
し
て
見
は
な
し
て
は
い
け

な
い
。
看
病
僧
は
「
慈
悲
を
も
て
救
護
し
給
ふ
へ
し
」
と
述
べ
、
看
取
り
の
最
期
と
し
て
「
断
息
の
き
さ
み
を
見
お
は
る
事
に
て
候
」
と

述
べ
て
い
る
。
遂
に
は
「
苦
痛
も
な
く
な
り
て　

し
ぬ
る
事
の
候
」。

人
間
の
生
き
ざ
ま
に
は
種
々
あ
る
よ
う
に
死
に
方
も
い
ろ
い
ろ
で
あ
る
。「
は
や
く
な
り
て
お
は
る
も
候
。
又
次
第
に
ゆ
る
く
成
て　

お
は
る
も
候
」
と
あ
る
。「
生
死
を
す
つ
る
お
は
り　

菩
提
に
い
た
る
は
し
め　

こ
の
一
刹
那
に
候
」
と
死
の
瞬
間
を
看
取
る
こ
と
の
重

要
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。
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最
後
の
十
九
条
目
で
は
、
命
が
尽
き
た
臨
死
者
は
決
し
て
触
っ
た
り
、
動
か
し
て
は
い
け
な
い
。「
最
後
の
時
ハ
い
さ
さ
か
の
事
も　

し
つ
ら
ひ
と
な
り
て　

心
念
み
た
れ
候
へ
き
ゆ
え
な
り
」
と
述
べ
、
動
か
し
た
ら
往
生
で
き
な
い
か
ら
と
教
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま

た
、「
心
澄
ま
し
念
仏
を
申
さ
せ
給
ひ
て　

一
二
時
の
程
も
す
こ
さ
せ
給
へ
」
と
、
命
絶
え
た
後
で
も
一
、二
時
間
念
仏
を
唱
え
静
か
に
し

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
後
書
き
」
に
は
、
今
ま
で
の
条
文
は
概
略
を
示
し
た
の
で
、
看
病
僧
は
臨
死
者
に
よ
き
生
き
方
も
死
に
方
も
様
々
で
あ
る
よ
う
に
、

臨
死
者
に
よ
っ
て
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
で
対
処
し
な
さ
い
と
説
い
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
御
用
心
の
た
め
に　

あ
ら
あ
ら
記
シ
申
候
。

こ
れ
を
大
概
と
し
て　

そ
の
外
の
事
ハ　

と
き
に
の
そ
み　

お
り
に
し
た
か
ひ
て　

よ
き
や
う
に
御
は
か
ら
ひ
候
へ
く
候
」
と
述
べ
、
最

期
に
「
要
を
と
り
て　

願
く
ハ
ほ
と
け　

と
く
む
か
へ
給
へ
と
思
ひ
て
念
仏
せ
よ
」
と
説
い
て
お
り
、
当
時
の
仏
教
に
お
け
る
死
生
観
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
有
用
な
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
の
叡
智
で
あ
る
。

以
上
、
然
阿
良
忠
上
人
が
著
し
た
と
さ
れ
る
『
看
病
用
心
鈔
』
の
詳
細
な
内
容
で
あ
る
。

　
　
六
、『
看
病
用
心
鈔
』
の
感
想
を
含
め
て
の
ま
と
め

『
看
病
用
心
鈔
』
は
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
に
お
け
る
看
取
る
者
と
看
取
ら
れ
る
者
の
関
係
が
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、

先
人
の
叡
智
が
示
さ
れ
、現
在
で
も
通
用
す
る
知
恵
が
満
載
さ
れ
て
い
る
。
仏
と
僧
の
宗
教
的
関
係
、親
と
子
の
肉
親
の
関
係
が
示
さ
れ
、

最
も
絆
の
強
い
信
頼
関
係
こ
そ
が
大
切
で
あ
る
と
教
え
て
い
る
。
場
所
に
つ
い
て
は
花
を
飾
り
、
香
を
焚
き
、
清
潔
さ
の
保
持
に
努
め
、

屏
風
な
ど
に
よ
る
環
境
の
整
備
が
示
め
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
看
病
僧
の
人
数
や
面
会
人
に
つ
い
て
の
配
慮
も
見
ら
れ
る
。
特
に
、
最
近

は
延
命
が
批
判
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
『
看
病
用
心
鈔
』
で
は
、
医
療
と
は
延
命
よ
り
苦
痛
の
緩
和
に
あ
る
と
説
い
て
い
る
点
も
重
要
で
あ

る
。
更
に
、
臨
死
者
へ
の
食
べ
物
や
遺
言
に
つ
い
て
も
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
と
異
な
る
点
で
は
、
臨
死
者
の
最
期
に
は
妻
子
や

親
族
な
ど
の
親
し
い
人
に
は
合
わ
せ
な
い
方
が
良
い
と
説
い
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
肉
親
な
ど
を
臨
死
者
に
会
わ
せ
る
と
心
が
乱
れ
、
極

楽
往
生
で
き
な
い
か
ら
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
『
看
病
用
心
鈔
』
は
、
如
何
に
臨
死
者
を
往
生
さ
せ
る
か
を
説
い
た
仏
教
的
な
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
の
指
南
書
で
あ
る
。
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そ
の
た
め
に
看
取
る
者
は
宗
教
的
な
配
慮
で
あ
る
慈
悲
の
心
を
顕
現
す
る
必
要
が
あ
る
。
従
っ
て
、
看
病
僧
は
臨
死
者
に
対
し
て
仏
の
来

迎
を
信
じ
さ
せ
、
念
仏
称
名
を
唱
え
、
極
楽
往
生
さ
せ
る
よ
う
に
導
く
こ
と
が
終
末
期
医
療
の
目
的
に
な
っ
て
い
る
。

鎌
倉
時
代
に
お
い
て
武
士
は
闘
い
に
お
け
る
死
や
負
傷
は
時
の
運
と
捉
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
庶
民
は
死
を
恐
れ
、
死
や
病
を
忌

嫌
っ
て
い
た
。
苦
し
い
生
活
を
強
い
ら
れ
た
庶
民
に
と
っ
て
極
楽
往
生
す
る
こ
と
が
大
き
な
目
標
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
時
代
は
寺
院
に

看
取
り
の
施
設
が
多
く
設
け
ら
れ
た
時
代
で
も
あ
り
、
例
え
ば
、
鎌
倉
の
建
長
寺
に
は
「
済
苦
院
」、
円
覚
寺
に
は
「
延
寿
堂
」、
称
名
寺

に
は
「
無
常
院
」
な
ど
が
建
立
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
看
取
り
の
『
看
病
用
心
鈔
』
は
江
戸
時
代
の
可
円
の
『
臨
終
用
心
』
へ
と
引
き
継
が
れ
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
看
取
り
の

モ
デ
ル
に
も
な
り
、
念
仏
の
大
切
さ
、
看
取
る
者
の
心
得
に
発
展
し
た
。
そ
の
意
味
で
も
、
こ
の
『
看
病
用
心
鈔
』
は
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア

に
お
け
る
名
著
と
し
て
時
代
を
超
え
て
現
代
の
医
療
倫
理
観
に
も
看
取
り
の
知
恵
を
提
供
し
て
い
る
と
思
う
。

　
　
七
、
お
わ
り
に

孔
子
は
「
我
未
だ
生
を
知
ら
ず
、
安
ん
ぞ
死
を
知
ら
ん
」
と
説
い
て
い
る
が
、
我
々
に
と
っ
て
死
は
最
も
知
り
た
い
事
態
で
あ
る
が
、

絶
対
に
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
態
で
あ
る
こ
と
も
知
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
死
が
不
安
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
私
た
ち
は
死
を
タ

ブ
ー
視
し
て
考
え
な
い
よ
う
に
し
て
き
た
。
し
か
し
、
今
や
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
態
で
あ
る
な
ら
ば
、
死
の
準
備
教
育
を
真
剣
に

前
向
き
に
考
え
よ
う
と
す
る
動
き
が
起
っ
て
い
る
。
そ
の
叡
智
と
し
て
鎌
倉
時
代
の
『
看
病
用
心
鈔
』
は
看
取
る
者
と
看
取
ら
れ
る
者
の

叡
智
を
展
開
し
て
い
る
た
め
に
、
現
代
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
を
考
え
る
契
機
に
も
な
る
と
思
っ
た
の
で
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
取
り
上

げ
た
次
第
で
あ
る
。


