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「
ど
こ
で
、
ど
ん
な
鰻
期
を
迎
え
た
い
か
」。

茄
齢
化

．
家
族
の
理
想
の
最
期
を
巡
る
蟻
論
が
静
か
に
広
が
っ
て
い

の
辿
展
で
亡
く
な
る
人
の
数
が
2
0
1
1
年
に
は
1
2
0

る
。
実
現
す
る
た
め
に
は
医
窯
や
介
護
、
み
と
る
家
族
ら

ガ
人
を
突
破
す
る
な
ど
年
々
増
加
。
そ
れ
に
伴
い
自
分
や
に
何
が
必
要
な
の
か
。
現
場
を
追
っ
た
。

関
東
地
方
で
夫
と
暮
ら
す
太

田
紀
子
さ
ん
（
仮
名
）
は
80歳
を

過
ぎ
た
5
年
前
、
検
診
で
肺
が

ん
が
見
つ
か
っ
た
。
自
覚
症
状

も
な
い
小
さ
な
が
ん
だ
っ
た
こ

と
か
ら
、
医
師
は
手
術
で
取
る

こ
と
を
勧
め
た
。
「
あ
と
10年

は
生
き
ら
れ
る
」
と
い
う
。
た

だ
し
窪
た
き
り
に
な
る
恐
れ
も

あ
る
。
ほ
か
に
切
蔚
練
治
療
や

特
に
治
療
は
し
な
い
と
い
う
手

も
あ
っ
た
。

そ
れ
ぞ
れ
余
命
は

2
年、

1
年
ほ
ど
と
の
説
明
。

紀
子
さ
ん
は

「
90織
過
ぎ
て

寝
た
き
り
に
な
っ
て
ま
で
生
き

て
い
た
く
は
な
い
一
と
手
術
を

唇

。屈

鱗

温

笞

選

ん

だ
。

約
1
カ
月
の
通
院
治
療
の
浚
、

普
段
通
り
の
生
活
に
戻
る
。

4
年
後
の
昨
年
、
が
ん
は
再

玲
こ
の
レ
至
ぷ

X
院
し
て
治

療
す
る
か
、
薬
で
痛
み
を
取
り

な
が
ら
自
宅
で
過
ご
す
か
の
選

択
と
な
っ
た
。
人
院
す
れ
ば
半

年
っ
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ

の
ま
ま
病
院
で
亡
く
な
る
可
能

性
が
高
い
。
在
宅
な
ら
余
命
3

カ
月
か
も
し
れ
な
い
。

紀
子
さ
ん
は
家
で
過
ご
す
と

決
め
、
ち
ょ
う
ど
3
カ
月
ほ
ど

で
亡
く
な
っ
た
。
在
宅
療
養
の

みとりの場所の遷惣と環冥の国震比較
［還想は自宅Jとの回笞割合

！畏冥にも自宅となるJとの回笞割合
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想

日
本
は
理
想
の
最
期
が
実
現
し
に

定者

く
い
国
。
少
子
高
齢
化
問
疇
を
研
究

,'・ 
患

ノ
ダ

ん

し
て
い
る
国
際
長
野
セ
ン
タ
ー

（東

がIUI
京・
港
）
が
こ
の
ほ
ど
実
施
し
た
「理

,＇オラ・
未

「
自
宅
」
の
希
望

の
想
の
み
と
り
」

に

高

関
す
る
国
際
比
較

□

カ
IJ

梵
齢

現
実
と
大
差

英

国

圧

調
在
で
出
た
結
果

ゲ

だ
。
末
期
が
ん
患

＇ 
ー

フ
ラ
ン
ス

、ウ
＿
者
が

「
最
期
を
迎

尋

え
る
の
に
理
想
的
な
場
所
」
と

し

て

調

査

は

10111年
に
欧
州
や
日
韓

q
 

長

＊

鰈

「
自
宅
」
を
あ
げ
る
人
の
割
合
が
高
の
医
療

・
介
護
関
係
者
ら
に
聞
く
形

Ill 
・日門阿
彦
か
っ
た
が
、

「実
歴

棗

で

実

施

し

た

。
重
度
の
認
知
症
末
期

゜
＇ー

期

席

を

で

あ

ろ

う

盟

」
は

各

患

者

へ
の
対
応
裏
め
る

g
、

一視

国 理想0最期かなえるには・.. 

国
と
も

「
自
宅
」
が
減
り
、
病
院
、

ホ
ス
ピ
ス
な
ど
が
目
立
つ
。
中
で
も

日
本
は
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
大
き
か
っ

た
。

す
る
点
と
し
て
欧
州
で
は

「患
者
本

人
の
尊
厳
の
保
持
」
と
の
答
え
が
最

も
多
か
っ
た
が
、
日
本
で
は

「生
存

時
間
」
「
家
族
の
意
向
」
が
重
視
さ

れ
て
い
た
。
ま
た
、
欧
州
に
は
終
末

期
の
定
汲
や
そ
の
際
の
意
忠
決
定
干

続
き
蓋
律
や
条
例
で
定
め
る
国
が

あ
る
こ
と
な
ど
も
閃
ぺ
て
い
る
。

閲
在
に
か
か
わ
っ
た
辻
医
師
は

「
時
間
を
か
け
て
議
論
し
て
成
熟
社

会
を
つ
く
っ
て
き
た
欧
州
と
急
速
に

尺
刀
困
と
な
っ
た
日
本
の
迎
い
が
結

果
に
表
れ
て
い
る
J

と
分
析
す
る
。

本
人
の
選
択
を
尊
重

在
宅
療
養
を
支
え
る
会
員
制

組
轡
ラ
イ
フ
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」

（

東

・
千
代
田
）
で
多
く
の

ロ

ロ

後
半
は
寝
て
い
る
こ
と
が
多
か

っ
た
が
、
亡
く
な
る
四
前
ま
で

自
分
で
ト
イ
レ
に
立
ち
、
水
を

飲
む
こ
と
も
で
き
た
。
動
け
る

問
に
忠
い
出
の
品
を
整
理
し
、

葬
の
段
取
り
ま
で
決
め
た
。

息
子
は

「
母
ら
し
い
、
い
い
最

期
だ
っ
た
」
と
限
り
返
る
。

患
者
を
み
と
っ
て
き
た
辻
彼
南

雄
医
師
は

「家
で
死
ぬ
こ
と
が

だ
れ
に
と
っ
て
も
理
想
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
。
十
分
な
情
報

に
話
づ
い
て
本
人
が
選
択
す
る

こ
と
が
理
想
の
最
期
」
と
考
え

る
。
だ
か
ら
紀
子
さ
ん
の
ケ
ー

ス
は
理
想
に
近
い
と
見
る
。

た
だ
、
現
状
は
だ
れ
も
が
十

分
な
情
報
を
得
ら
れ
る
わ
け
で

は
な
い
。
紺
院
の
医
師
は
忙
し

く
、
選
択
肢
を
丁
寧
に
説
明
す

る
余
裕
が
な
い
。
患
者
が
医
師

十分な情報提供必須／専門家重要に
と
対
守
な
立
場
で
話
し
合
う
こ

と
も
肇
し
い
。
在
宅
双
簑
を
選

ん
だ
と
き
、
ど
こ
に
で
も
支
え

て
く
れ
る
医
療

・
介
顆
の
専
門

家
が
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

辻
医
師
は

「医
師
が
患
者
と

十
分
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
な
医
療
制
度
の
改
革
や
、

医
師
と
患
古
の
問
に
立
ち
、
患

者
に
最
期
ま
で
の
行
程
を
わ
か

り
や
す
く
示
し
て
く
れ
る
専
門

家
が
、
今
後
も
っ
と
必
要
に
な

る
」
と
い
う
。
在
宅
疇
涵
K

の
基

盤
整
鋼
も
欠
か
せ
な
い
。

本
人
が
望
む
最
期
の
た
め
に

は
家
族
の
協
力
も
必
須
だ
。

東
京
都
在
住
の
山
田
僭
二
さ

ん
（
仮
名
、
70代）
は
今
年
初
め
、

末
期
の
膵
臓
（
す
い
ぞ
う
）
が

ん
で
入
院
。
「
余
命
半
年」

と

診
断
さ
れ
た
。
僭
二
さ
ん
は
家

に
帰
り
た
が
っ
た
が
、
饗
の
置

子
さ
ん
（仮
名
）
は
自
分
の
体
調

も
あ
り
、
た
め
ら
っ
た
。

そ
ん
な
と
き
、

家
族
の
一
人

が
医
療
相
談
な
ど
を
坦
つ
医
療

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
ジ
ャ
パ
ン

（東
京
◆

工
＇代
田
）
と
い
＿
つ
会

社
を
知
り
、
社
長
で
『
護
師
の

堀
エ
リ
カ
さ
ん
に
相
談
し
た
。

堀
さ
ん
は
在
宅
療
養
に
関
す
る

山
口
聡
）

不
安
な
ど
を
丁
寧
に
聞
き
、
ア

ド
パ
イ
ス
を
し
た
。

阪
子
さ
ん
は

「
つ
ら
く
な
っ

た
ら
も
う
一
度
人
院
す
る
こ
と

も
で
き
る
な
ど
と
聞
き
、

気
持

ち
が
楽
に
な
っ
て
党
悟
が
で
き

た
」
と
話
す
。
信
二
さ
ん
は
最

期
ま
で
お
む
つ
を
拒
否
す
る
な

ど
の
意
志
を
U
き
、
今
杏
、
家

で
亡
く
な
っ
た
。

「
お
父
さ
ん

ら
し
い
愚
期
だ
っ
た
」
と
遺
族

は
納
得
の
表
惰
だ
。

讐

ん

は

「家
族
に

照

し

て
も
ら
う
た
め
に
は
、
元
気
な

う
ち
か
ら
ど
ん
な
ふ
う
に
み
と

っ
て
も
ら
い
た
い
か
を
機
会
あ

る
た
び
に
話
し
合
っ
て
お
く
こ

と
が
大
切
」
と
話
す
。
常
日
「
J

ろ
自
分
の
最
期
に
つ
い
て
話
し

て
お
く
こ
と
は
、
認
知
症
な
ど

で
意
思
を
伝
え
ら
れ
な
く
な
っ

た
と
き
に
も
生
き
て
く
る
。
さ

ら
に
遺
宦
や
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ

ー
ト
な
ど
に
書
い
て
お
く
と
い

う
方
法
も
あ
る
。

国
会
で
は
終
末
期
医
療
に
関

連
し
て
、
本
人
の
意
思
を
尊
重

す
る
た
め
に
、
医
師
が
延
命
措

置
を
し
な
か
っ
た
場
合
で
も
賣

任
は
問
わ
な
い
な
ど
と
す
る
尊

厳
死
法
制
定
の
動
き
が
あ
る
。

こ
れ
に
は

「医
師
が
必
要
な
治

療
ま
で
し
な
く
な
り
か
ね
な

い
」
な
ど
の
批
判
も
根
弦
い
。

辻
医
師
は

「
こ
れ
ま
で
医
療

も
介
護
も
生
き
る
こ
と
を
前
提

と
し
て
お
り
、
死
と
只
剣
に
向

か
い
合
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
急

に

『
理
想
の
み
と
り
』
な
ど
と

言
わ
れ
て
戸
惑
っ
て
い
る
の
が

現
状
だ
。
ま
ず
は
亡
く
な
る
人

の
尊
厳
が
重
硯
さ
れ
、
そ
の
た

め
に
十
分
な
情
較
が
開
示
さ
れ

る
ぺ
き
で
あ
る
こ
と
を
定
め
た

基
本
法
が
必
要
で
は
な
い
か
」

と
指
摘
し
て
い
る
。

（編
渠
委
員
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