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どうすれば

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
外
来
の
夜
間
治
療
だ
。

「見
舞
い
に
来
た
会
社
関
係
者
が
、

治
療
中
の
患
者
に
離
職
を
促
し
て
い
る

光
景
を
目
に
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

が
ん
に
な
っ
た
こ
と
を
周
囲
に
悟
ら
れ

な
い
よ
う
に
苦
労
さ
れ
て
い
る
人
も
い

ま
す
。
そ
の
よ
う
な
人
た
ち
に
配
慮
し

た
治
療
が
で
き
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま

し
た
」
。
そ
う
話
す
の
は
、
群
馬
県
高

騨

¨
朧

葬

秘

電

セ
ン
守

同
セ
ン
タ
ー
は
２
０
１
４
年
１
月
か

ら
、
群
罵
大
医
学
部
と
提
携
し
、
就
労

支
援
と
し
て
金
曜
日
の
夜
間

（お
お
む

ね
午
後
５
時
半
～
午
後
９
時
）
の
外
来

化
学
療
法
を
導
入
し
て
い
る
。
が
ん
の

種
類
は
、
消
化
器
が
ん
、
肺
が
ん
な
ど

日
高
病
院
が
診
療
科
を
設
け
て
い
る
も

の
。
現
在
は
病
院
が
実
施
す
る
送
迎
サ

ー
ビ
ス
も
使
い
、
県
内
の
約
２０
人
の
患

者
が
、
夜
間
に
治
療
を
受
け
て
い
る
。

同
病
院
が
、
ス
タ
ー
ト
時
に
夜
間
治

療
を
受
け
た
患
者
２９
人
に
、
選
択
し
た

理
由
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
勤
務
後
の
治

療
を
希
望
し
た
の
が
１９
人
、
付
き
添
い

の
家
族
の
勤
務
後
の
治
療
を
希
望
し
た

の
が
４
人
、
そ
の
他
は

「遠
方
に
住
ん

で
い
る
」

「生
活
時
間
を
変
え
た
く
な

い
」
な
ど
と
い
っ
た
理
由
だ
っ
た
。

夜
間
治
療
の
最
大
の
利
点
は
、
抗
が

ん
剤
を
点
滴
す
る
ま
で
の
待
ち
時
間
が

短
く
な
る
こ
と
だ
。
一
般
的
な
外
来
化

学
療
法
は
次
の
よ
う
に
進
む
。

来
院
後
、
採
血
↓
自
血
球
や
赤
血
球

の
数
な
ど
を
調
べ
る
血
液
検
査
↓
医
師

に
よ
る
診
察
↓
点
滴
す
る
抗
が
ん
剤
の

調
製

（ミ
キ
シ
ン
グ
）
↓
点
滴
を
開
始

―
―
。
大
規
模
な
病
院
の
場
合
、
午
前

の
診
療
開
始
直
後
に
受
け
付
け
を
し
て

も
、
点
滴
終
了
ま
で
数
時
間
に
及
ぶ
こ

と
も
あ
り
、
治
療
が
終
わ
る
の
は
夕
方

に
な
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。

が
ん
患
者
に
と
っ
て
治
療
で
平
日
に

休
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
仕
事

を
続
け
る
上
で
の
高
い
ハ
ー
ド
ル
だ
。

夜
間
な
ら
ば
、
生
活
の
リ
ズ
ム
を
奔
え

ず
に
治
療
を
受
け
や
す
い
し
、
が
ん
患

者
に
限
っ
た
検
査
や
診
察
に
な
る
の
で

治
療
時
間
の
短
縮
に
つ
な
が
る
。

日
高
病
院
が
化
学
療
法
の
点
滴
の
開

始
ま
で
に
か
か
っ
た
日
中
と
夜
間
の
平

均
時
間
を
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
日
中
は

８３
分
だ
っ
た
の
に
対
し
、
夜
間
は
４９
分

だ
っ
た
。
患
者
側
の
負
担
軽
減
だ
け
で

は
な
く
、
病
院
側
に
と
っ
て
は
検
査
や

診
察
に
追
わ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な

り
、
医
療
ミ
ス
が
発
生
し
に
く
く
な
る

メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
と
い
う
。

年
間
約
１
０
０
万
人
が
新
た
に
が
ん

に
な
る
時
代
だ
が
、
働
き
な
が
ら
治
療

を
続
け
ら
れ
る
状
況
と
は
言
い
難
い
。

内
閣
府
が
１
月
に
発
表
し
た
が
ん
対
策

に
関
す
る
世
論
調
査
の
結
果
に
よ
る

と
、
治
療
や
検
査
の
た
め
２
週
間
に
１

回
程
度
通
院
し
な
が
ら
働
く
環
境
が
整

っ
て
い
る
か
を
聞
い
た
と
こ
ろ

「そ
う

思
わ
な
い
」

「ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ

う
思
わ
な
い
」
と
い
う
回
答
が
“
・
５

の
に
上
っ
た
。
さ
ら
に
治
療
と
仕
事
の

両
立
が
難
し
い
理
由
を
導
ね
た
と
こ
ろ

「代
わ
り
に
仕
事
を
す
る
人
が
い
な
い

か
、
頼
み
に
く
い
」
が
２‐
．
７
の
で
最

多
。
続
い
て

「職
場
が
休
み
を
許
す
か

わ
か
ら
な
い
」
が
２‐
．
３
の
だ
っ
た
。

静
岡
県
立
静
岡
が
ん
セ
ン
タ
ー
の
研

究
グ
ル
ー
プ
の
調
査
に
よ
る
と
、
が
ん

患
者
の
３４
％
が
依
願
退
職
や
解
雇
で
仕

事
を
失
い
、
自
営
業
者
の
１７
％
が
廃
業

を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、が
ん

を
患
い
仕
事
が
で
き
な
い
こ
と
に
よ
る

胴

労
働
損
失
が
年
間
最
大
約
１
兆
８
０
０

０
億
円
に
上
る
と
い
う
唯
瞥
も
ぁ
る
。

日
高
病
院
副
院
長
の
成
清
一郎
さ
ん

は
「夜
間
化
学
療
法
の
ス
タ
ー
ト
時
に
、

治
療
で
有
給
休
暇
を
使
い
切
っ
て
し
ま

い
、
こ
れ
以
上
会
社
を
休
む
と
減
給
に

な
る
と
い
う
患
者
さ
ん
が
い
ま
し
た
。

治
療
費
が
掛
か
る
た
め
収
入
を
得
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
人
に
は

夜
間
の
利
点
は
大
き
い
の
で
す
」
と
語

る
。

夜
間
化
学
療
法
に
は
、課
題
も
あ
る
。

徳
満
さ
ん
は

「実
施
で
き
た
の
は
、
こ

の
病
院
が
透
析
施
設
と
し
て
多
く
の
患

者
さ
ん
を
受
け
入
れ
、
夜
間
透
析
も
行

っ
て
い
た
こ
と
が
大
き
い
。
勤
務
体
制

を
ど
う
す
れ
ば
実
施
で
き
る
の
か
。
そ

れ
は
悩
ま
し
い
問
題
で
す
」と
明
か
す
。

同
病
院
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
ほ
か
の

医
療
施
設
か
ら
問
い
合
わ
せ
を
よ
く
受

け
る
が
、
そ
の
多
く
は

「ス
タ
ッ
フ
か

ら
反
対
は
な
か
っ
た
の
か
」
と
い
う
質

理

。
化
学
療
法
を
行
う
に
は
、
医
師
、
看

護
師
の
ほ
か
、
薬
剤
師
や
医
療
事
務
ら

多
く
の
ス
タ
ッ
フ
が
関
わ
る
。
患
者
の

体
調
や
副
作
用
に
よ
っ
て
、
抗
が
ん
剤

の
投
与
が
中
止
に
な
る
こ
と
が
あ
り
、

ス
タ
ッ
フ
の
勤
務
が
無
駄
に
な
る
恐
れ

が
あ
る
。
実
際
に
日
高
病
院
で
は
夜
間

化
学
療
法
が
予
定
さ
れ
て
い
た
患
者
全

員
に
投
与
で
き
な
い
事
態
も
あ
っ
た
。

こ
の
た
め
、
同
病
院
で
は
夕
方
で
勤
務

を
終
え
た
看
護
師
が
超
過
勤
務
で
対
応

し
て
お
り
、
現
状
は
ス
タ
ッ
フ
の

「や

る
気
」
だ
け
で
乗
り
切
っ
て
い
る
側
面

が
あ
る
。
実
際
、
県
内
の
ほ
か
の
医
療

施
設
も
、
夜
間
化
学
療
法
を
検
討
し
た

が
、
勤
務
体
制
の
問
題
が
障
害
と
な
り

実
施
に
至
っ
て
い
な
い
。

が
ん
患
者
の
治
療
を
夜
間
に
行
っ
て

い
る
施
設
は
ほ
か
に
も
あ
る
。
化
学
療

法
で
は
な
い
が
江
戸
川
病
院

（東
京
都

江
戸
川
区
）で
は
、音塁
悪
曇
螢
整
鼈
握
外

装
置

「ト
モ
セ
ラ
ピ
ー
」
を
使
い
、
午

後
１０
時
ま
で
治
療
に
当
た
っ
て
い
る
。

が
ん
治
療
と
就
労
の
問
題
の
解
決
に

向
け
、
昨
年
、
改
正
さ
れ
た
が
ん
対
策

基
本
法
で
は
、
企
業
な
ど
に
が
ん
患
者

の
雇
用
継
続
な
ど
へ
の
配
慮
に
努
め
る

こ
と
が
明
記
さ
れ
た
。
た
だ
、
具
体
的

な
取
り
組
み
が
進
ん
で
い
る
と
は
言
え

な
い
。

日
高
病
院
と
連
携
し
、
夜
間
化
学
療

法
に
取
り
組
む
群
馬
大
大
学
院
が
ん
治

療
臨
床
開
発
学
講
座
特
任
教
授
の
解
良

恭
一
さ
ん
は

「夜
間
化
学
療
法
が
患
者

や
家
族
の
就
労
に
利
点
が
あ
る
こ
と
が

確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
患
者
の
就
労
支

援
の
た
め
に
４７
都
道
府
県
に
１
機
関

は
、
夜
間
化
学
療
法
が
行
わ
れ
る
施
設

が
配
置
さ
れ
る
の
が
望
ま
し
い
。
そ
の

た
め
に
は
医
療
機
関
側
の
努
力
に
頼
る

だ
け
で
は
限
界
が
あ
り
、
行
政
の
支
援

も
必
要
と
な
り
ま
す
」
と
訴
え
る
。

「治
療
と
仕
事
の
両
立
が
困
難
に
な

っ
て
い
る
の
に
医
師
に
打
ち
明
け
ら
れ

な
い
患
者
さ
ん
も
い
ま
す
」

（徳
満
さ

ん
）。ま
ず
は
、
仕
事
を
続
け
ら
れ
る
治

療
が
あ
る
か
ど
う
か
を
医
師
や
看
護
師

ら
に
相
談
し
て
み
る
こ
と
が
大
切
だ
。

夜
間
の
「外
来
が
ん
治
療
」

が
ん
は
日
本
人
の
２
人
に
１
人
が

一
度
は
患
う
と
言
わ
れ
て
い
る
。
治
療
法
が
進
歩
し
、

通
院
し
な
が
ら
抗
が
ん
剤
治
療

（化
学
療
法
）
を
受
け
る
こ
と
は
可
能
に
な

っ
た
。
だ
が
、

長
期
間
に
及
ぶ
た
め
、
仕
事
と
治
療
の
両
立
が
困
難
に
な
り
雛
職
し
て
し
ま
う
患
者
も
多
い
。

【庄
司
哲
也
】

と両立  ち
外来治療の日中と夜間の違い ※tl高病院の辞1を基に作成

ス
タ
ッ
フ
の
確
保
難
し
く

患
者
の
家
族
も
負
担
軽
減

生
活
リ
ズ
ム
変
え
ず
に

ギザ


