
社

会

的
に

み

た

看

護

　

ー
看
護
の
将
来
像
1

伊

　
藤
　
博
　
康

〈
は

じ
め
に
〉

　
医

者
で

も
看
護
婦
で
も
な
s
私
が
、
一
体
ど
う
い
う
立
場
で
看
護
の
問
題
を
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
の
か
を
少
し
述
べ
て
お
き
ま

す
。
ま
ず
第
一
に
、
私
が
生
涯
の
研
究
課
題
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
公
衆
衛
生
学
を
踏
ま
え
た
保
健
学
・
医
療
社
会
学
・
社
会
医

学
の

中
で
「
人
間
」
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
社
会
学
的
に
研
究
し
た
い
と
、
昭
和
四
十
七
年
秋
頃
か
ら
考
え
続
け
て
き
ま
し
た
。

と
い
う
の
は
、
昭
和
四
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
、
国
家
公
務
員
共
済
連
合
会
虎
の
門
病
院
で
、
看
護
助
手
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
は
じ
め
’

医
師
と
看
護
婦
、
看
護
婦
と
患
者
、
そ
の
他
の
パ
ラ
メ
デ
ィ
カ
ル
ス
タ
ッ
フ
等
の
人
間
関
係
と
い
う
も
の
に
興
味
を
覚
え
た
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
論
文
は
「
医
療
社
会
学
」
と
い
う
分
野
の
中
で
視
点
を
し
ぼ
り
、
人
間
の
媒
介
が
不
可
欠
で
あ
る
「
看
護
」
に
つ
い
て

の

研
究

と
将
来
の
予
想
（
予
測
）
を
考
え
て
み
よ
う
と
思
い
、
タ
イ
ト
ル
を
『
社
会
的
に
み
た
看
護
』
と
し
、
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
を

「
看
護
の
将
来
像
」
と
し
ま
し
た
。
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＞

　
q
本
の
看
護
婦
が
日
本
的
精
神
風
土
の
上
に
定
着
し
た
の
は
、
日
清
戦
争
以
後
で
あ
る
。
看
護
婦
養
成
機
関
が
増
加
し
て
、
キ
リ

ス

ト
教
関
係
だ
け
で
も
、
十
二
、
生
徒
数
二
六
三
人
を
数
え
る
が
、
本
郷
の
私
立
博
愛
看
護
会
や
中
央
看
護
婦
会
な
ど
’
1
般
の
私

立
看
護
婦
会
も
増
え
た
の
は
需
要
が
増
え
た
証
拠
で
あ
る
。
明
治
三
十
年
前
後
の
看
護
婦
の
報
酬
は
’
日
当
で
一
等
九
十
銭
・
二
等

五
十

銭
、
三
等
三
十
銭
、
伝
染
病
の
場
合
は
、
一
等
一
円
、
二
等
七
五
銭
、
三
等
五
十
銭
程
度
と
な
っ
て
g
る
。
月
収
は
上
等
二
十



円
、
中
等
十
円
、
下
等
三
円
と
か
な
り
開
き
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
正
規
の
看
護
婦
で
な
い
も
の
を
含
め
た
相
場
ら
し
く
、
看
護
学
校

や

養
成

所

を
出
て
正
規
．
の
．
資
格
を
も
っ
て
い
れ
ぱ
、
女
1
人
で
食
べ
て
ゆ
け
る
職
業
で
あ
っ
た
。

　

日
本
は
’
明
治
十
九
年
十
一
月
、
万
国
赤
十
字
条
約
に
加
盟
、
翌
年
五
月
、
日
本
赤
十
字
社
が
発
足
し
、
赤
十
字
看
護
婦
が
誕
生

し
た
の
は
、
明
治
二
十
三
年
で
あ
る
。
日
本
赤
十
字
社
は
、
こ
の
年
か
ら
看
護
婦
の
養
成
に
の
り
出
し
、
十
五
人
が
巣
立
っ
た
。
彼

女
た

ち
は
、
我
国
で
最
初
に
ス
ヵ
ー
ト
を
は
S
た
職
業
婦
入
で
あ
っ
た
。

　
日
清
戦
争
開
戦
後
間
も
な
く
、
日
本
赤
十
字
社
は
、
戦
時
救
護
要
員
と
し
て
、
　
「
白
衣
の
天
使
」
の
陸
軍
病
院
へ
の
派
遣
を
申
し

入
れ

た

が
、
陸
軍
側
か
ら
こ
と
わ
ら
れ
た
。
再
三
の
交
渉
の
末
、
八
人
の
「
白
衣
の
天
使
」
を
広
島
の
陸
軍
病
院
へ
派
遣
す
る
こ
と

が

許

さ
れ
、
彼
女
た
ち
は
t
戦
地
か
ら
送
還
さ
れ
る
傷
病
者
の
救
護
に
文
字
ど
お
り
、
　
r
仁
と
愛
」
を
そ
そ
g
だ
。
そ
こ
で
は
じ
め

て
、
　
r
白
衣
の
天
使
」
の
真
価
が
、
広
く
認
識
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
明
治
の
看
護
婦
の
歴
史
は
、
一
口
に
言
え
ば
職
業
と
し
て
社
会
的
に
確
立
す
る
ま
で
の
苦
闘
時
代
で
あ
る
。
二
つ
の
戦
争
（
日
清

・

日
露
）
で
イ
メ
ー
ジ
ァ
ッ
プ
さ
れ
た
日
赤
看
護
婦
は
と
も
か
く
と
し
て
、
民
間
で
は
’
1
方
で
献
身
的
活
動
が
当
然
の
よ
う
に
期

待

さ
れ
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
興
味
本
位
の
風
聞
が
ま
き
ち
ら
さ
れ
、
洋
装
に
対
す
る
反
感
が
新
時
代
の
職
業
に
対
す
る
反
感
と

入

り
混
じ
っ
て
彼
女
た
ち
を
苦
し
め
た
。
患
者
と
し
て
手
当
を
受
け
る
と
き
だ
け
は
余
儀
な
く
恩
恵
に
甘
ん
じ
る
が
、
平
生
は
一
家

の

嫁

と
し
て
受
け
容
れ
る
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
よ
う
な
、
独
立
性
を
感
じ
さ
せ
る
目
に
立
つ
職
業
で
あ
っ
た
。
技
術
に
生
き
よ
う

と
す
る
女
の
道
は
常
に
こ
う
し
た
目
で
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
又
、
当
時
一
般
的
だ
っ
た
無
資
格
看
護
婦
に
対
す
る
世
間
の
軽
蔑
や
偏
見
を
打
破
す
る
た
め
に
、
入
格
識
見
の
向
上
を
看
護
婦
の

資
格
の
重
要
な
条
件
と
し
て
揚
け
’
学
術
試
験
だ
け
で
は
不
十
分
で
’
品
格
精
神
の
充
実
が
必
要
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

当
時
の
男
の
社
会
が
ど
ん
な
目
で
看
護
婦
を
見
て
い
た
か
を
知
れ
ぱ
、
主
張
が
現
実
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
偏
見

の

第
一
は
’
女
だ
て
ら
に
見
知
ら
ぬ
男
に
付
添
っ
て
看
護
な
ど
す
る
の
は
ゆ
き
す
ぎ
で
、
大
胆
き
わ
ま
る
行
為
で
あ
り
、
良
家
の
子

女
の
す

べ

き
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
第
二
に
、
教
育
を
受
け
た
看
護
婦
が
巣
立
つ
ま
で
は
、
付
添
婦
、
看
病
人
が
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看
護
婦
の

名
前
で
通
っ
て
い
た
の
で
、
実
際
に
や
っ
て
い
る
こ
と
は
雑
用
に
毛
の
生
え
た
程
度
だ
し
、
職
業
意
識
も
あ
ま
り
な
く
、

態
度
や

振
舞
に
も
欠
け
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
一
般
的
な
看
護
婦
の
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
し
て
世
間
の
尊
敬
を
得

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第

二
次
大
戦
後
、
職
業
人
と
し
て
の
看
護
婦
が
日
本
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
O
、
労
働
者
意
識
（
つ

か
わ

れ

て

い

る
者
の
み
の
考
え
方
）
と
、
o
、
職
業
意
識
（
つ
か
う
者
、
つ
か
わ
れ
る
老
と
の
連
帯
感
）
に
つ
い
て
’
簡
単
に
ま
と

め
、
日
本
人
看
護
婦
の
将
来
像
を
考
え
て
み
た
。
労
働
老
意
識
に
つ
い
て
は
、
北
か
ら
南
へ
と
自
分
の
技
能
を
切
り
売
っ
て
一
年
ご

と
に
移
動
す
る
渡
り
職
人
的
な
看
護
婦
、
女
と
い
う
特
性
で
結
婚
し
た
ら
や
め
る
、
自
分
一
人
の
生
活
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
根
性
（
病

院
ス
ト
）
な
ど
、
悪
し
き
意
味
で
の
労
働
老
意
識
が
強
い
の
で
あ
る
。
良
い
意
味
て
の
労
働
者
意
識
は
、
戦
前
の
万
能
型
看
護
婦
の

職
業
意
識
に
さ
さ
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
職
業
意
識
に
つ
い
て
は
、
専
門
性
が
増
し
、
看
護
婦
に
資
格
（
正
・

准
）
が
で
き
、
自
分
よ
り
代
る
人
が
い
な
い
時
、
一
般
的
に
、
職
業
意
識
が
強
く
出
る
が
、
代
る
人
が
S
る
と
職
業
意
識
が
う
す
v

な
り
’
事
実
、
多
く
看
護
婦
が
い
る
と
さ
ぼ
っ
た
り
、
欠
勤
が
多
く
、
仕
事
に
あ
き
て
く
る
の
て
あ
る
。
故
y
看
護
婦
は
定
員
よ
り

少

な
い
方
が
、
忙
し
す
ぎ
る
と
文
句
を
い
う
が
、
使
命
感
に
か
ら
れ
て
よ
く
働
く
の
で
あ
る
。
戦
前
は
、
女
の
職
業
が
少
な
く
看
護

婦

は
自
分
た
ち
だ
け
し
か
で
き
な
い
と
い
う
職
人
気
質
が
あ
り
、
職
業
意
識
が
強
か
っ
た
の
で
あ
る
。
現
代
の
よ
う
に
数
ケ
月
、
一

年
又
は

二
年
で

や

め

ず
、
十
年
以
上
あ
る
い
は
一
生
を
看
護
婦
で
通
す
人
が
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
’
職
業
意
識
が
、
ア
メ
リ
ヵ

的

で

な
く
、
日
本
的
だ
っ
た
の
で
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
の
看
護
を
い
つ
も
心
の
ど
こ
か
に
お
い
て
、
仕
事
を
し
て

い

た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
看
護
婦
は
、
専
門
性
が
高
い
の
で
職
業
意
識
も
強
い
の
で
あ
る
．
日
本
は
、
ア
メ
リ
カ
の

看
護

婦
を
ま
ね
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
私
は
賛
成
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
四
年
制
の
大
学
お
よ
び
修
士
ま
で
学
ぶ
こ
と
は
い
い
の
だ

が
、
人
間
味
と
い
う
こ
と
に
、
も
の
す
ご
く
欠
け
る
の
で
あ
る
。
ス
ベ
シ
ャ
リ
ス
ト
・
テ
ク
ニ
シ
ャ
ン
と
し
て
、
患
者
を
単
な
る

「
も
の
」
と
し
て
扱
い
、
g
か
に
速
く
仕
事
を
回
転
さ
せ
る
か
で
、
又
、
い
か
に
病
院
の
利
益
が
上
る
か
と
い
う
実
利
的
な
こ
と
に

専
念

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
日
本
の
よ
う
な
人
間
の
看
護
が
ア
メ
リ
ヵ
に
は
少
な
い
の
で
あ
る
。
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以
上
の

こ
と
か
ら
、
日
本
人
の
看
護
婦
に
望
む
こ
と
は
、
四
年
制
の
大
学
な
り
、
大
学
院
を
出
た
と
し
て
も
・
日
本
女
性
と
し
て

の

や

さ
し
さ
と
奥
床
し
さ
を
い
つ
ま
で
も
忘
れ
ず
に
’
〈
リ
コ
ゥ
バ
ヵ
∨
で
あ
っ
て
欲
し
い
と
思
う
o
医
学
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て

い

る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
鼻
に
か
け
る
こ
と
の
な
い
、
奥
床
し
さ
を
持
っ
た
看
護
婦
こ
そ
日
本
人
看
護
婦
の
将
来
像
で
あ
り
、

患
者
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
日
本
国
民
の
す
べ
て
が
望
ん
で
や
ま
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
故
に
、
専
門
職
、
専
門
性
が
確
立
す
れ

ぱ

す
る
ほ
ど
、
看
護
婦
の
自
覚
が
大
切
に
な
る
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
ヵ
の
よ
う
に
専
門
職
に
お
ぼ
れ
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
。
古

い

意

味
で
の
女
ら
し
さ
と
い
う
も
の
を
現
代
女
性
に
ど
う
す
れ
ば
求
め
ら
れ
る
か
と
い
う
と
’
今
、
こ
の
患
者
が
何
を
必
要
と
し
て

い

る
か
を
察
し
、
感
じ
と
る
こ
と
が
何
よ
り
ま
し
て
大
切
な
こ
と
左
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
頭
が
良
い
、
・
悪
い
の
問
題
で
は
な
く
、
古

v
か
ら
伝
わ
る
日
本
人
女
性
と
し
て
の
伝
統
な
の
で
あ
る
。
そ
の
良
い
伝
統
を
自
分
の
中
に
見
出
す
こ
と
こ
そ
、
大
切
な
の
で
あ
る
。

そ
れ

は
、
日
本
人
女
性
な
ら
誰
し
も
が
持
っ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
実
践
に
移
し
て
患
者
を
介
助
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、

人
間
性
を
と
り
も
ど
し
’
か
つ
、
聖
職
意
識
を
も
つ
こ
と
、
こ
れ
が
日
本
人
看
護
婦
の
将
来
像
だ
と
考
え
る
。

〈
む

す
び
∨

　
以

上
、
看
護
婦
と
い
う
も
の
を
通
し
て
医
療
と
い
う
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
・
た
。
　
こ
れ
ま
で
看
護
と
い
う
も
の
を
中
心
に
述

べ
て

き
た
が
ぺ
．
べ
　
こ
れ
か
ら
の
私
の
研
究
は
’
一
般
人
か
ら
み
た
・
1
般
人
を
中
心
と
し
た
・
公
害
に
悩
ま
さ
れ
続
け
る
日
本
人

の

医

療
の
問
題
を
中
心
に
研
究
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
医
療
の
問
題
と
い
っ
て
も
、
社
会
構
造
な
り
、
国
の
文
化
な
ど

を
踏
ま
え
た
、
健
康
問
題
を
中
心
に
、
地
域
医
療
、
公
衆
衛
生
を
考
え
、
日
本
人
の
保
健
観
に
つ
い
て
社
会
学
的
に
考
察
し
よ
う
と

思
っ

て

い

る
の
で
あ
る
。

　
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
か
と
い
う
と
、
病
院
に
勤
務
し
て
い
て
’
す
で
に
病
気
に
か
か
っ
た
人
ば
か
り
見
て
き
た
か

ら
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
の
社
会
（
世
の
中
）
で
は
、
健
康
で
社
会
生
活
を
し
て
い
る
健
康
人
に
立
場
を
お
い
て
、
健
康
人
の
健
康
を

守
る
と
こ
ろ
に
視
点
を
お
か
ね
ば
な
ら
左
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
健
康
左
人
の
健
康
を
守
り
、
さ
ら
に
増
進
す
る
た
め
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に

は
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
と
い
う
方
向
に
研
究
を
発
展
さ
せ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
万
l
病
気
に
な
っ
た

な
ら
ば
、
そ
れ
か
ら
の
回
復
、
社
会
へ
の
復
帰
と
一
貫
し
た
一
連
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
確
立
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
が
’
公
衆
衛
生
学
を
踏
ま
え
た
医
療
社
会
学
で
あ
り
、
社
会
医
学
で
あ
り
、
私
の
生
涯
研
究
課
題
な
の
で
あ
痴
。

〈
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