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下
肢
閉
塞
性
動
脈
硬
化
症
と

は
、
足
の
血
管
が
動
脈
硬
化
に

よ
り
狭
く
な
っ
た
り(

狭
窄)

、

詰
ま
っ
た
り(
閉
塞)

す
る
病
気

で
す
。
動
脈
硬
化
で
足
へ
の
血

流
が
悪
く
な
る
こ
と
で
、
足
に

栄
養
や
酸
素
を
十
分
に
送
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
る
た
め
、
足

が
冷
た
く
、
少
し
歩
い
た
だ
け

で
ふ
く
ら
は
ぎ
や
太
も
も
が
重

く
感
じ
た
り
、
痛
く
な
っ
た
り

し
て
休
み
休
み
し
か
歩
け
な
く

な
り
ま
す(

間
欠
性
跛
行
と
い
い

ま
す)

。
こ
の
疾
患
の
認
知
度
は

心
筋
梗
塞
や
脳
梗
塞
な
ど
の
動

脈
硬
化
性
疾
患
と
比
べ
て
も
ま

だ
ま
だ
低
い
た
め
、
多
く
の
患

者
さ
ん
は
治
療
す
る
こ
と
な
く
、

年
齢
の
せ
い
だ
、
脚
力
が
低
下

し
た
せ
い
だ
と
諦
め
て
過
ご
さ

れ
て
い
る
方
も
多
い
よ
う
で
す
。

過
去
の
研
究
で
は
、
下
肢
動
脈

硬
化
症
の
患
者
さ
ん
100
人
を
５

年
間
調
査
す
る
と
、
足
の
傷
が

治
ら
な
く
な
り
足
の
切
断
が
必

要
に
な
っ
た
の
は
５
人(

５
％)

で
し
た
が
、
30
人(

30
％)

も
の

方
が
亡
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。

亡
く
な
っ
た
方
の
75
％
は
心
筋

梗
塞
・
脳
卒
中
が
原
因
で
し
た
。

ま
た
、
生
存
し
て
い
る
患
者
さ

ん
の
25
％
が
心
筋
梗
塞
・
脳
卒

中
を
発
病
し
て
い
ま
し
た
。
つ

ま
り
、
こ
の
疾
患
が
生
じ
る
と
、

足
が
壊
疽
に
な
っ
て
、
足
を
切

ら
な
い
と
い
け
な
い
こ
と
も
深

刻
で
す
が
、
そ
れ
以
上
に
心
筋

梗
塞
・
脳
卒
中
で
命
を
落
と
す

危
険
が
高
く
な
る
と
い
う
こ
と

が
深
刻
で
す
。

　

治
療
は
、
食
事
・
運
動
・
禁

煙
と
い
っ
た
生
活
習
慣
改
善
や

高
血
圧
、
脂
質
異
常
症
、
糖
尿

病
に
対
す
る
治
療
を
徹
底
し
、

全
身
の
動
脈
硬
化
の
予
防
に
努

め
る
こ
と
が
重
要
に
な
り
ま
す
。

下
肢
冷
感
や
跛
行
な
ど
の
症
状

に
対
し
て
は
、
リ
ス
ク
管
理
に

加
え
て
、
抗
血
小
板
剤
を
内
服

し
、
そ
の
後
の
下
肢
症
状
の
改

善
の
状
況
を
評
価
し
ま
す
。
ま

た
、
運
動
療
法(

跛
行
症
状
を
生

じ
得
る
程
度
で
歩
行
し
、
下
肢

の
疼
痛
が
中
等
度
に
達
し
た
ら

安
静
に
す
る
こ
と
を
繰
り
返
し

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
運
動
を
１

回
30
分
か
ら
60
分
間
、
週
３
回

以
上
行
い
ま
す
。)

を
実
施
す
る

こ
と
に
よ
り
、
治
療
効
果
が
高

ま
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
ま

す
。
適
切
な
運
動
療
法
な
ら
び

に
薬
物
療
法
を
継
続
し
て
も
症

状
が
改
善
し
な
い
場
合
は
、
血

行
再
建
術
を
考
慮
し
ま
す
。
血

行
再
建
術
に
は
、
血
管
内
治
療

と
外
科
的
血
行
再
建
術
が
あ
り

ま
す
。
血
管
内
治
療
は
、
傷
口

が
小
さ
く
、
入
院
期
間
も
短
期

間
で
す
む
こ
と
が
多
い
こ
と
か

ら
、近
年
広
く
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
カ
テ
ー
テ
ル
と

い
う
細
長
い
丈
夫
な
ス
ト
ロ
ー

の
よ
う
な
管
を
足
の
付
け
根
や

腕
か
ら
挿
入
し
、
バ
ル
ー
ン
や

ス
テ
ン
ト
で
病
変
部
を
拡
張
す

る
こ
と
で
血
流
を
改
善
す
る
治

療
法
で
、
当
院
で
も
積
極
的
に

行
っ
て
い
る
治
療
法
で
す
。
外

科
的
血
行
再
建
術
に
は
、
閉
塞

し
た
動
脈
に
迂
回
路
を
作
る
バ

イ
パ
ス
手
術
と
病
変
部
分
を
直

接
取
り
除
く
血
栓
内
膜
摘
除
術

が
あ
り
ま
す
。
一
般
的
に
外
科
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「
オ
ー
ラ
ル
フ
レ
イ
ル
」
と
い

う
言
葉
を
耳
に
し
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
か
？
「
オ
ー
ラ
ル
フ
レ

イ
ル
」
と
は
歯
や
口
の
機
能
が

衰
え
た
状
態
の
こ
と
で
す
。﹇
話

が
し
に
く
い
・
飲
み
こ
み
に
く

い
・
む
せ
る
・
口
か
ら
こ
ぼ
れ

る
﹈
な
ど
が
、
舌
を
含
め
た
口

ま
わ
り
の
筋
肉
の
衰
え
で
お
こ

り
ま
す
。
筋
肉
の
衰
え
の
予
防

は
、
筋
肉
を
動
か
す
こ
と
で
し

か
防
げ
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
フ
レ
イ
ル
予
防
教
室
で
は
、

皆
様
と
一
緒
に
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

を
し
て
い
ま
す
。
皆
様
の
参
加

を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

（
申
込
先
：
地
域
連
携
室

０
８
７
７‐

２
３‐

３
１
１
１

（
代
表))

直
原　

裕
子

摂
食・嚥
下
障
害
看
護
特
定
認
定
看
護
師

フ
レ
イ
ル
予
防
教
室

「
〜
お
口
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
〜
」

的
血
行
再
建
術
は
、
血
管
内
治

療
に
比
べ
て
長
期
の
成
績
は
優

れ
て
い
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
は

あ
る
も
の
の
、
侵
襲
が
大
き
く

入
院
期
間
が
長
い
と
い
う
デ
メ

リ
ッ
ト
も
あ
り
、
い
ず
れ
の
治

療
法
を
選
択
す
る
か
は
患
者
さ

ん
の
全
身
状
態
、
病
変
の
部
位

や
長
さ
、足
病
変
の
重
症
度(

潰

瘍
・
壊
死
の
有
無
・
範
囲)
な
ど

を
考
慮
し
て
決
め
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　

下
肢
閉
塞
性
動
脈
硬
化
症
は
、

足
だ
け
で
は
な
く
命
に
関
わ
る

疾
患
が
隠
れ
て
い
る
可
能
性
も

あ
り
ま
す
の
で
、
何
か
し
ら
足

の
症
状
が
お
あ
り
の
患
者
様
は

一
度
当
院
を
受
診
し
て
頂
け
れ

ば
幸
い
で
す
。

　

香
川
労
災
病
院
脳
神
経
外
科

に
赴
任
と
な
り
ま
し
た
、
畝
田

篤
仁
と
申
し
ま
す
。
広
島
県
出

身
で
岡
山
大
学
医
学
部
卒
業
後
、

岡
山
大
学
病
院
、
香
川
労
災
病

院
、
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー

な
ど
で
勤
務
し
て
お
り
ま
し
た
。

香
川
労
災
病
院
に
は
２
０
１
７

年
３
月
以
来
の
勤
務
と
な
り
ま

す
。
香
川
は
う
ど
ん
や
骨
付
き

鶏
な
ど
が
非
常
に
美
味
し
く
、

自
然
も
豊
か
で
、
過
去
に
３
年

間
勤
務
し
て
慣
れ
親
し
ん
だ
地

で
再
度
勤
務
で
き
る
こ
と
を
非

常
に
あ
り
が
た
く
感
じ
て
お
り

ま
す
。
脳
神
経
外
科
で
は
脳
卒

中
や
頭
部
外
傷
、
脳
腫
瘍
な
ど

を
診
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
。
地
域
の
医
療
に
貢
献
で

き
る
よ
う
頑
張
っ
て
参
り
ま
す

の
で
、
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い

致
し
ま
す
。

　

７
月
か
ら
赴
任
し
ま
し
た
麻

酔
科
の
合
田
か
お
る
で
す
。
名

札
用
写
真
を
撮
る
前
日
に
左
瞼

を
蚊
に
刺
さ
れ
ま
し
た
。
や
た

ら
左
眼
が
腫
れ
て
い
る
の
は
そ

の
た
め
で
す
。
男
児
３
人(

含
双

子)

を
小
学
校
・
幼
稚
園
に
送
り

出
し
て
か
ら
出
勤
し
て
い
る
の

で
、
毎
日
汗
だ
く
で
す
。
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。

脳神経外科副部長

畝田　篤仁
うね だ あつひと

新
任
医
師
紹
介

新
任
医
師
紹
介

麻酔科医師

合田かおる
ごう だ

エゾギク(蝦夷菊）
キク科・
エゾギク属

西4病棟看護師・髙橋希巳江
　名前の由来にもあるように原産
は中国北部です。一重・八重など
品種や色も豊富、花の大きさは3～
15㎝、高さも30～100㎝と様々で
す。花言葉は【追憶・変化・同感・信
じる恋】、4月3・10・22日、8月29日、9
月10日、11月28日の誕生花です。
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江
戸
時
代
初
期
の
寛
永
四
年

(

一
六
二
七)
八
月
か
ら
十
月
に

か
け
て
、
幕
府
の
隠
密
が
四
国

の
七
藩
の
状
況
を
視
察
し
ま
し

た
。
そ
の
と
き
の
報
告
書
「
阿

波
讃
岐
伊
予
土
佐
探
索
書
」
が

残
っ
て
い
ま
す
。
讃
岐
へ
は
、

八
月
十
九
日
に
予
讃
国
境
の
「
よ

き
」(

与
岐)

崎
か
ら
入
っ
て
い
ま

す
。
伊
予
・
讃
岐
の
国
境
で
あ

る
こ
と
か
ら
で
き
た
地
名
で
す
。

国
道
十
一
号
線
を
愛
媛
県
側
へ

越
え
た
す
ぐ
の
と
こ
ろ
の
余
木

崎
で
す
。
大
雨
の
た
め
、
箕
浦

で
し
ば
ら
く
逗
留
し
、
二
十
二

日
に
か
つ
て
の
豊
田
・
三
野
郡

境
の
鳥
坂
を
越
え
て
い
ま
す
。

　

余
談
で
す
が
、
鳥
坂(

と
っ
さ

か)

と
い
う
珍
し
い
地
名
は
、
こ

こ
の
ほ
か
に
県
内
に
二
カ
所
確

認
さ
れ
ま
す
。
一
つ
は
、
高
松

市
高
松
町
の
字
奥
ノ
坊
と
同
牟

礼
町
と
の
境
界
の
鳥
坂
峠
で
す
。

か
つ
て
の
三
木
・
山
田
両
郡
の

境
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
江
戸

時
代
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
『
南
海

通
記
』
に
見
え
る
高
松
市
の
石

清
尾
山
中
の
「
ト
ツ
坂
」
と
い

う
山
越
え
の
道
で
す
。
こ
ち
ら

は
か
つ
て
の
香
東
・
香
西
両
郡

の
境
に
当
た
り
ま
す
。
こ
れ
ら

は
み
な
、
郡
境
に
位
置
し
ま
す

の
で
、
中
山
な
ど
と
同
じ
境
界

地
名
と
判
断
さ
れ
ま
す
。
読
み

の
「
と
っ
」
と
い
う
の
は
、
凹

凸
の
「
と
つ
」
が
詰
ま
っ
た
も

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

本
論
に
戻
り
ま
し
て
、
「
探

索
書
」
の
本
文
の
一
部
を
引
用

し
ま
す
。
な
お
、
現
代
の
読
み

に
直
し
て
い
ま
す
。

　

と
つ
坂
へ
。
家
も
な
く
坂
ノ

名
な
り
。
壱
り(

里)

。

　

金
蔵
寺
へ
。
出
口
に
金
蔵
川

と
言
う
川
あ
り
。
壱
り
。

　

龍
王
へ
。
き
わ(

際)

に
ど
き

川
と
言
う
川
あ
り
。
壱
り
。

　

八
月
二
十
二
日　

泊
ま
り
。

　

い
も
じ
原
へ
。
こ
の
間
に
北

岡
川
と
言
う
川
あ
り
。
壱
里
。

　

右
の
川
、
い
ず
れ
も
水
引
き

候
へ
ど
も
、
末
深
く
、
か
み
下

へ
回
り
よ
う
よ
う
越
し
申
し
候
。

　

二
十
三
日

　

こ
く
分
へ
。
が
く
の
坂
と
言

う
坂
あ
り
。
瀧
の
宮
川
と
言
う

川
あ
り
。
二
り
。

　

二
十
三
日
に
国
分
へ
着
い
た

隠
密
は
、
そ
の
日
の
う
ち
に
高

松
に
入
り
、
二
十
七
日
ま
で
城

と
城
下
町
の
調
査
を
行
い
、
次

の
目
的
地
徳
島
城
へ
向
か
い
ま
す
。

　

右
の
記
事
に
見
え
る
「
ど
き

川
」
は
、
現
在
の
丸
亀
市
河
西

町
北
の
字
龍
王
の
際
に
あ
る
と

書
か
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
現
在

の
土
器
川
の
こ
と
で
す
。
隠
密

は
土
器
川
を
渡
っ
て
「
い
も
じ

原
」(

現
在
の
丸
亀
市
飯
山
町
東

坂
本
の
字
鋳
物
師
原)

で
一
泊
し

て
い
ま
す
が
、
こ
の
間
に
は
「
北

岡
川
」
が
あ
っ
た
と
記
し
て
い

ま
す
。
ど
ち
ら
の
川
も
大
雨
の

水
は
引
い
て
い
ま
し
た
が
、
深

く
て
か
み
し
も
へ
回
っ
て
越
え

た
そ
う
で
す
。
国
分
へ
行
く
の

に
「
が
く
の
坂
」
を
越
え
て
い

ま
す
が
、
こ
の
坂
は
か
つ
て
の

阿
野
・
鵜
足
郡
境
の
額
坂
の
こ

と
で
す
。
近
く
を
流
れ
る
「
瀧

の
宮
川
」
は
綾
川
の
こ
と
で
し

ょ
う
。

　
【
図
７
】
中
筋
大
道
は
、
地
理

院
地
図
を
用
い
て
、
龍
王
か
ら

額
坂
ま
で
の
範
囲
を
示
し
た
も

の
で
す
。
朱
線
は
、
『
香
川
県

歴
史
の
道
調
査
報
告　

第
十
集

　

讃
岐
国
往
還
調
査
報
告
書
』

(

香
川
県
教
育
委
員
会)

の
図
版

の
一
部
を
修
正
し
て
、
江
戸
時

代
の
街
道
の
一
つ
中
筋
大
道
を

示
し
た
も
の
で
す
。
中
筋
大
道

は
、
こ
の
付
近
で
は
古
代
の
国

道
に
当
た
る
官
道
の
南
海
道
の

ル
ー
ト
と
ほ
ぼ
一
致
し
ま
す
。

本
図
か
ら
知
ら
れ
ま
す
よ
う
に
、

龍
王
と
鋳
物
師
原
の
間
を
流
れ

て
い
た
と
い
う
「
北
岡
川
」
は
現

在
の
大
束
川
に
当
た
り
ま
す
。

北
岡
と
い
う
呼
び
名
は
飯
野
山

連
載
❼

田 

中 

健 

二

中
西
讃
の
歴
史
点
描

幕
府
隠
密
の
見
た
土
器
川

香
川
大
学
名
誉
教
授

田中健二氏プロフィール

　

田
中
健
二
さ
ん
は
、香
川

大
学
名
誉
教
授
で
ご
専
門

は
日
本
中
近
世
史
で
す
。

多
年
に
わ
た
っ
て
香
川
県

文
化
財
保
護
審
議
会
の
委

員
を
務
め
ら
れ
、教
育
文

化
功
労
者
と
し
て
令
和
元

年
に
県
知
事
表
彰
を
う
け

て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

図7　中筋大道
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東
麓
の
集
落
北
岡
の
地
名
に
ち
な

む
も
の
で
し
ょ
う
。

　

本
稿
で
取
り
上
げ
ま
し
た
隠

密
の
報
告
書
が
注
目
さ
れ
る
の

は
、
現
在
の
土
器
川
と
い
う
河

川
名
が
初
め
て
見
え
る
史
料
で

あ
る
こ
と
で
す
。
現
在
、
河
川

法
に
よ
り
、
河
川
名
は
基
本
的

に
は
源
流
か
ら
河
口
も
し
く
は

合
流
点
ま
で
同
一
の
名
称
で
統

一
さ
れ
、
国
土
交
通
省
や
自
治

体
に
よ
り
河
川
標
識
で
名
称
が

表
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
か
つ
て

は
、
現
在
と
異
な
る
名
称
や
流

域
ご
と
に
異
な
る
名
称
が
用
い

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
土
器
川
と

大
束
川
に
つ
い
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

【
図
８
】
正
保
国
絵
図
は
、
正

保
元
年(

一
六
四
四)

の
幕
府
の

命
に
よ
り
諸
国
の
大
名
か
ら
提

出
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
正
保

国
絵
図
」
の
模
写
本
の
一
つ
幕

臣
中
川
忠
英
旧
蔵
「
讃
岐
国
絵

図
」(

国
立
公
文
書
館
所
蔵)

か
ら

作
成
し
た
部
分
写
図
で
す
。

　

本
図
で
、
中
筋
大
道
が
越
え

て
い
る
二
本
の
川
に
、
「
二
村

川
」
・
「
坂
本
川
」
と
注
記
さ

れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
川
幅
と
水
深
、

洪
水
時
の
状
況
が
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
二
村
川
は
「
広
二
十
間

(

ほ
ぼ
三
六
メ
ー
ト
ル)

」
と
見

え
ま
す
か
ら
、
け
っ
こ
う
な
川

幅
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
流

域
の
郷
名
に
よ
り
呼
び
名
が
付

け
ら
れ
た
も
の
で
し
ょ
う
。
二

村
郷
は
平
安
時
代
か
ら
の
郷
名

で
し
た
が
、
江
戸
時
代
に
は
東

二
村
と
西
二
村
に
分
か
れ
、
近

代
に
は
大
字
東
二
・
西
二
に
な

り
ま
し
た
。
【
図
７
】
に
飯
野

町
東
二
が
見
え
て
い
ま
す
。
龍

王
は
、
か
つ
て
の
西
二
村(

現
在

の
丸
亀
市
川
西
町
北)

に
含
ま
れ

て
い
ま
し
た
。
坂
本
郷
も
同
じ

く
平
安
時
代
か
ら
の
郷
名
で
す
。

現
在
の
飯
山
町
東
坂
元
・
西
坂

元
一
帯
で
す
。
字
北
岡
は
東
坂

本
に
含
ま
れ
ま
す
。
「
二
村
川
」

は
、「
探
索
書
」
の
土
器
川
、

「
坂
本
川
」
は
同
じ
く
北
岡
川

(

大
束
川)

の
異
な
る
呼
び
名
と

み
ら
れ
ま
す
。

　

最
後
に
、
土
器
川
の
名
前
の

由
来
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。

そ
の
名
が
河
口
に
位
置
す
る
、

江
戸
時
代
の
土
器
村(

現
在
の
丸

亀
市
土
器
町
東
・
同
西)

の
村
名

に
ち
な
む
こ
と
は
疑
う
余
地
が

あ
り
ま
せ
ん
。
中
世
の
讃
岐
国

内
で
「
土
器
」
と
い
う
地
名
が

初
め
て
見
え
る
の
は
、
南
北
朝

時
代
の
貞
和
四
年(

一
三
四
八)

の
文
書
上
で
、
当
時
の
讃
岐
守

護
よ
り
「
讃
岐
国
土
器
保
」
の

田
所
職
が
宇
多
津
宇
夫
階
の
歓

喜
寺
へ
寄
進
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
土
器
保
が
土
器
村
の
前
身

で
す
。
こ
の
「
保
」
と
い
う
の

は
、
平
安
時
代
に
国
司
が
朝
廷

に
納
め
て
い
た
調(

み
つ
ぎ
も
の)

を
特
定
の
土
地
に
充
て
て
成
立

し
た
も
の
で
す
。
土
器
保
で
は

都
に
納
め
る
土
器
の
生
産
が
行

わ
れ
て
い
た
の
で
す
。

　

ち
な
み
に
、
現
在
の
大
字
土

器
町
西
に
川
古(

か
わ
ご)

と
い

う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、
中

世
の
文
書
に
は
「
宇
足
郡
皮
古

保
」
・
「
津
郷
内
か
わ
五
村
」

と
見
え
ま
す
。
こ
ち
ら
は
皮
篭

(

か
わ
ご
、
皮
張
り
の
篭)

を
納

め
て
い
た
保
と
み
ら
れ
ま
す
。

　

か
つ
て
、
土
器
川
は
大
束
川

の
流
路
を
流
れ
て
い
た
と
の
説

を
時
々
見
か
け
ま
す
が
、
「
正

保
国
絵
図
」
で
は
、
別
の
水
源

と
流
域
を
持
つ
川
と
し
て
描
か

れ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
初
め

以
来
、
土
器
川
と
大
束
川
と
は

別
の
川
で
し
た
。

編
集
だ
よ
り徳

本　

明
之

患
者
サ
ー
ビ
ス
向
上
委
員

　

今
回
は
下
肢
閉
塞
性
動

脈
硬
化
症
の
話
題
が
中
心

で
し
た
が
、
も
し
も
読
者

の
方
だ
け
で
な
く
、
ご
家

族
、
ご
友
人
の
中
で
思
い

当
た
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
ら
、
当
院
受
診

を
お
勧
め
し
て
く
だ
さ
い
。

当
院
に
は
専
門
の
医
師
を

中
心
に
経
験
豊
富
な
ス
タ

ッ
フ(

看
護
師
、
薬
剤
師
、

管
理
栄
養
士
を
は
じ
め
、

運
動
を
担
当
す
る
理
学
療

法
士
、
等)

が
患
者
の
皆
様

の
治
療
、
看
護
、
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
担
当
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

図8　正保国絵図

東
５
看
護
師
長

部
署
紹
介
「
東
５
病
棟
」

　

東
５
病
棟
は
、
循
環
器
内
科
、

血
液
内
科
の
患
者
さ
ん
が
入
院

さ
れ
ま
す
。
血
液
内
科
で
は
、

突
然
の
発
症
も
多
く
、
患
者
さ

ん
の
思
い
に
耳
を
傾
け
て
、
不

安
な
こ
と
を
少
し
で
も
軽
減
で

き
る
よ
う
な
関
わ
り
を
大
切
に

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
化
学
療
法

や
放
射
線
の
治
療
中
は
、
副
反

応
を
細
や
か
に
観
察
し
て
、
症

状
が
軽
く
な
る
よ
う
に
、
医
師

と
が
ん
化
学
療
法
や
緩
和
ケ
ア

の
認
定
看
護
師
、
病
棟
薬
剤
師

と
管
理
栄
養
士
な
ど
と
連
携
し

て
多
角
的
な
意
見
を
出
し
合
い
、

「
チ
ー
ム
東
５
」
と
し
て
協
力
し

て
看
護
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。

　

循
環
器
内
科
で
は
、
狭
心
症

や
心
筋
梗
塞
、
心
臓
弁
膜
症
や

不
整
脈
な
ど
心
臓
に
関
す
る
急

な
発
症
か
ら
、
自
宅
に
戻
り
、

自
分
で
病
気
と
付
き
合
う
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
生
活
の
状
況

を
伺
い
、
看
護
に
つ
な
げ
て
い

ま
す
。
特
に
、
心
不
全
は
、
慢

性
疾
患
と
し
て
日
常
生
活
に
お

い
て
、
心
臓
の
調
子
を
ご
自
身

で
理
解
し
て
過
ご
す
必
要
が
あ

り
ま
す
。
再
度
病
気
の
状
態
が

悪
化
し
な
い
よ
う
に
、
自
宅
で

１
日
で
も
長
く
過
ご
せ
る
よ
う

な
方
法
を
、
患
者
さ
ん
や
ご
家

族
と
一
緒
に
考
え
る
こ
と
を
大

切
に
し
て
い
ま
す
。

松
村　

綾
女


