
　

―
―
時
代
と
と
も
に
歯
科
を
取
り
巻

く
状
況
も
大
き
く
変
化
し
て
い
ま
す

が
、
ま
ず
高
齢
化
対
応
に
つ
い
て
。

　

渡
邉　

超
高
齢
社
会
を
迎
え
て
お
り

ま
す
が
、
元
気
な
高
齢
者
の
方
も
多
く

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら

七
十
歳
以
上
に
な
る
と
、
身
体
の
い
ろ

い
ろ
な
と
こ
ろ
に
問
題
が
起
き
て
く
る

と
思
い
ま
す
。
近
年
で
は
、
歯
科
医
も

か
か
り
つ
け
歯
科
医
と
し
て
赤
ち
ゃ
ん

か
ら
高
齢
者
ま
で
、
各
世
代
の
健
康
に

貢
献
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

高
齢
化
対
応
の
中
で
介
護
や
在
宅
診

療
も
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
二
〇
一

四
年
に
医
療
介
護
総
合
確
保
推
進
法
が

施
行
さ
れ
、
そ
の
基
金
を
活
用
し
て
在

宅
療
養
支
援
歯
科
医
養
成
推
進
事
業
の

一
環
と
し
て
在
宅
歯
科
医
療
学
寄
付
講

座
が
今
年
二
月
に
愛
知
学
院
大
学
歯
学

部
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
在
宅
歯
科
医

療
学
専
門
の
講
座
は
全
国
で
初
め
て
で

す
。
愛
知
県
で
は
在
宅
診
療
に
積
極
的

に
取
り
組
む
歯
科
診
療
所
〈
在
宅
療
養

支
援
歯
科
診
療
所
〉
が
、
二
七
四
カ
所

（
一
五
年
三
月
一
日
現
在
）
あ
り
ま
す
。

歯
科
診
療
所
全
体
の
約
七
％
で
す
が
二

二
年
ま
で
に
一
五
％
ま
で
広
げ
る
こ
と

を
目
標
に
し
て
い
ま
す
。
実
習
、
座
学

を
修
め
専
門
知
識
を
持
っ
た
歯
科
医
が

医
師
、
介
護
職
な
ど
多
職
種
と
連
携
を

取
り
な
が
ら
地
域
医
療
に
貢
献
し
て
い

き
ま
す
。

　

―
―
医
学
と
歯
学
の
連
携
で
す
ね
。

　

渡
邉　

か
か
り
つ
け
医
と
の
連
携
が

必
要
な
事
例
で
す
が
、
例
え
ば
心
臓
病

の
薬
を
飲
ん
で
い
る
人
が
歯
科
で
親
知

ら
ず
な
ど
、
歯
を
抜
く
と
き
は
、
以
前

は
心
臓
病
の
薬
を
飲
む
こ
と
を
止
め
ま

し
た
が
、
今
は
医
師
と
の
連
携
で
止
め

な
く
て
済
む
場
合
も
あ
り
ま
す
。
最
近

で
は
、
医
科
の
四
〇
〇
床
以
上
の
大
規

模
病
院
の
約
七
〇
％
は
電
子
カ
ル
テ
化

が
進
ん
で
お
り
、
中
規
模
や
小
規
模
病

院
に
も
導
入
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

病
歴
や
投
薬
の
状
況
な
ど
が
す
べ
て
分

か
り
、
医
療
連
携
に
重
要
な
役
割
を
果

た
し
ま
す
。
こ
の
先
、
歯
科
に
も
導
入

さ
れ
る
時
が
来
る
と
思
い
ま
す
が
、
個

人
情
報
な
ど
の
問
題
も
あ
り
、
慎
重
に

進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

―
―
歯
科
医
の
業
務
の
将
来
、
課
題

に
つ
い
て
。

　

渡
邉　

平
均
寿
命
も
健
康
寿
命
も
共

に
延
び
て
は
い
ま
す
が
、残
念
な
が
ら
、

そ
の
差
は
開
い
て
、
介
護
が
必
要
な
自

立
で
き
て
い
な
い
期
間
が
長
く
な
っ
て

い
ま
す
。
在
宅
歯
科
医
療
学
寄
附
講
座

を
通
し
て
高
齢
者
の
病
状
を
正
確
に
診

断
し
て
診
療
で
き
る
若
い
歯
科
医
を
育

て
、
高
齢
者
の
口
腔
機
能
の
向
上
と
生

涯
美
味
し
く
食
べ
、
元
気
に
生
活
で
き

る
よ
う
健
康
寿
命
の
延
伸
に
関
わ
っ
て

い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。
今
後
、
歯
科

医
の
業
務
は
診
療
中
心
か
ら
予
防
・
保

健
中
心
に
シ
フ
ト
し
て
い
く
で
し
ょ

う
。
８
０
２
０
（
八
十
歳
で
二
〇
本
以

上
の
歯
を
保
つ
）
運
動
を
進
め
、
少
し

で
も
自
分
の
歯
を
残
し
て
い
け
る
よ
う

啓
発
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
認
知
症
対
策
で
す
。
認

知
症
と
口
腔
と
の
関
係
も
深
い
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
歯
が
二
〇
本
以
上
あ
る

人
と
比
べ
て
、
二
〇
本
な
い
人
で
は
、

認
知
症
に
な
る
確
率
が
一
・
九
倍
高
く

な
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
を

ふ
ま
え
て
、
高
齢
化
に
伴
い
歯
科
医
療

の
形
態
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
く
と
思

い
ま
す
。

　

ま
た
、
歯
ぎ
し
り
や
食
い
し
ば
り
で

悩
ん
で
い
る
方
も
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
。
主
に
寝
て
い
る
と
き
に
無
意
識

の
状
態
で
咀
嚼
筋
が
ス
ト
レ
ス
な
ど
で

愛
知
県
歯
科
医
師
会
　
渡
邉  

正
臣
会
長
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

口
腔
管
理
で
健
康
づ
く
り

医
療
連
携
で
高
齢
化
対
策


