
平
成
五
年
（
一
九
九
三
）
五
月
一
五
日
・
六
日
、
金
沢
市
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
第
九
一
四
回
日
本
医
史
学
会
に
お
い
て
、
寺
畑
喜
朔
会
長

は
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム
の
一
つ
と
し
て
「
医
学
教
育
に
お
け
る
医
史
学
の
あ
り
方
」
の
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
た
。
筆
者
も
シ
ン
ポ
ジ
ス
ト
の
一

人
に
指
名
さ
れ
る
栄
に
浴
し
て
、
「
医
学
教
育
に
お
け
る
医
史
学
の
現
状
と
将
来
の
あ
り
方
」
と
題
し
て
発
表
し
た
。
こ
の
テ
ー
マ
に
は
多
く

の
会
員
が
日
頃
か
ら
強
い
関
心
を
寄
せ
、
同
時
に
大
い
に
悩
ん
で
い
る
問
題
で
あ
っ
た
た
め
か
、
会
場
に
は
全
く
空
席
が
な
い
ば
か
り
で
な

く
、
多
数
の
方
々
が
立
っ
て
聴
講
さ
れ
て
い
た
。

筆
者
の
発
言
要
旨
に
も
記
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
従
来
医
学
史
の
研
究
や
そ
の
研
究
者
に
対
し
て
の
部
外
者
か
ら
の
評
価
は
、
単
な
る
郷

土
史
研
究
や
郷
土
史
研
究
者
の
類
と
す
る
の
が
戦
後
の
本
邦
に
お
け
る
共
通
し
た
認
識
で
あ
る
と
し
て
も
差
し
支
え
な
か
ろ
う
と
思
う
。

こ
の
よ
う
な
低
い
評
価
を
受
け
る
原
因
の
一
端
は
、
右
に
述
べ
た
指
摘
通
り
、
こ
れ
ま
で
の
医
学
史
研
究
の
多
く
が
時
間
的
に
も
地
理
的

に
も
極
め
て
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
結
果
が
現
在
の
医
学
や
そ
の
実
践
と
し
て
の
現
在
の
医
療
に
何
ら
反
映
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
に
起
因
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
る
。

一
、
は
じ
め
に

医
学
史
研
究
の
臨
床
医
学
へ
の
応
用

ｌ
医
学
史
研
究
の
よ
り
広
い
理
解
と
実
践
を
求
め
て
Ｉ

擢
謨
選
謹
一
罫
磐
錨
需
平
成
五
年
八
月
二
十
三
日
受
付

松
木
明

知
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シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム
終
了
後
、
司
会
を
務
め
た
順
天
堂
大
学
医
史
学
教
室
の
酒
井
シ
ヅ
教
授
か
ら
、
「
私
た
ち
は
臨
床
か
ら
離
れ
て
い
る
の
で
、

具
体
的
な
情
報
に
乏
し
い
。
医
学
史
研
究
が
臨
床
に
有
用
で
あ
る
と
い
う
デ
ー
タ
を
是
非
教
え
て
欲
し
い
」
と
い
う
要
望
が
あ
っ
た
。

医
学
史
の
研
究
の
成
果
を
医
育
機
関
に
お
け
る
医
学
教
育
以
外
に
実
際
の
臨
床
に
実
践
、
応
用
し
、
そ
れ
な
り
の
臨
床
効
果
を
挙
げ
て
い

る
例
は
多
く
な
い
。
臨
床
家
の
殆
ど
は
医
学
史
の
研
究
を
し
て
お
ら
ず
、
医
学
史
研
究
者
の
多
く
も
臨
床
を
行
っ
て
い
な
い
か
、
臨
床
に
応

用
す
る
努
力
を
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

本
槁
を
執
筆
す
る
理
由
は
、
筆
者
の
考
え
を
御
理
解
戴
く
と
い
う
単
な
る
狭
い
目
的
か
ら
ば
か
り
で
な
く
、
多
く
の
方
々
が
そ
の
専
門
分

野
の
医
学
史
研
究
を
直
接
、
間
接
に
実
際
の
臨
床
つ
ま
り
現
実
の
医
療
に
生
か
し
て
戴
き
た
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

が
、
少
な
く
‐

い
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
原
因
を
深
く
突
き
詰
め
て
考
え
る
と
、
こ
れ
ら
の
研
究
の
多
く
が
殆
ど
臨
床
に
直
接
的
接
点
を
有
し
な
い
研
究
者
に
よ
っ
て
行
わ

れ
て
お
り
、
さ
ら
に
た
と
え
秀
れ
た
研
究
で
あ
っ
て
も
臨
床
的
に
全
く
還
元
利
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
点
を
指
摘
し
な
い
訳
に
は
い
か
な

い
。
誤
解
を
招
か
な
い
よ
う
に
言
っ
て
お
く
が
、
筆
者
は
医
学
史
の
研
究
が
、
医
師
の
み
が
行
う
べ
き
も
の
と
は
毫
も
考
え
て
い
な
い
。
医

学
史
の
研
究
は
多
く
の
専
門
分
野
の
研
究
者
に
よ
っ
て
対
象
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
す
べ
か
ら
く
学
問
は
学
際
的
、
集
学
的
で
あ
る
べ
き

と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
専
門
分
野
が
異
な
る
な
ら
ば
視
点
も
観
方
も
違
う
で
あ
ろ
う
し
、
視
点
を
異
な
る
人
々
の
考
え
に
よ
っ
て
啓

発
さ
れ
研
究
も
進
歩
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

も
う
一
つ
つ
け
加
え
て
お
く
が
、
筆
者
は
従
来
医
師
で
な
い
方
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
医
師
で
あ
っ
て
も
直
接
臨
床
に
関
与
し
な
い
人
々
に

よ
っ
て
な
さ
れ
た
業
績
を
何
ら
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
医
学
の
研
究
す
べ
て
は
最
終
的
に
は
よ
り
良
い
医
療
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
過
去
の
歩
ん
で
き
た
道
を
明
か
に
し
、
も
し

そ
れ
が
誤
っ
て
い
た
な
ら
ば
何
故
誤
っ
て
い
た
か
を
究
明
し
て
将
来
誤
り
の
な
い
進
む
べ
き
道
を
明
か
に
す
る
た
め
に
行
う
医
学
史
の
研
究

が
、
少
な
く
と
も
直
接
的
で
な
く
て
も
、
間
接
的
に
で
も
現
代
や
将
来
の
医
療
に
益
す
る
も
の
で
あ
っ
て
欲
し
い
こ
と
を
だ
れ
も
否
定
し
な
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シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
筆
者
が
最
も
指
摘
し
た
か
っ
た
こ
と
の
一
つ
は
、
ど
う
し
て
臨
床
家
や
医
育
機
関
に
勤
務
す
る
方
々
が
医
学

教
育
に
お
け
る
医
学
史
や
医
学
史
の
研
究
に
関
心
を
持
た
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

筆
者
が
用
い
る
医
学
と
は
狭
義
の
医
学
で
な
く
て
、
医
学
の
実
践
面
を
意
味
す
る
医
療
面
を
も
包
含
す
る
が
、
文
脈
に
よ
っ
て
は
強
調
す

る
た
め
医
学
と
医
療
を
区
別
し
て
記
す
所
も
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。
医
学
史
と
は
現
在
ま
で
の
医
学
、
医
療
の
歩
み
の
こ
と
で
あ
る
。

日
本
の
医
学
史
と
は
、
本
邦
に
お
け
る
先
史
時
代
か
ら
現
代
に
至
る
医
学
、
医
療
の
歩
み
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
歩
み
、
つ
ま
り
歴
史
を
科

学
的
に
研
究
す
る
の
が
医
史
学
で
あ
る
。
医
学
史
で
も
医
史
学
で
も
ど
う
で
も
よ
い
と
す
る
人
も
い
る
が
、
両
者
は
似
て
非
な
る
も
の
で
あ

る
。
繰
り
返
す
が
前
者
は
時
間
的
、
地
理
的
に
眺
め
た
医
学
、
医
療
の
歩
み
そ
の
も
の
で
あ
る
が
、
後
者
つ
ま
り
医
史
学
と
は
、
医
学
の
歩

み
を
時
間
的
、
地
理
的
に
有
機
的
に
秩
序
正
し
く
配
列
し
、
欠
け
て
い
る
部
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
補
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
過
去
と
現
在
の
医
学

を
正
し
く
理
解
し
、
そ
の
利
点
や
欠
点
、
長
所
や
短
所
を
把
握
し
、
そ
れ
を
基
礎
と
し
て
将
来
の
医
学
、
医
療
の
あ
る
べ
き
姿
を
探
求
す
る

と
こ
ろ
が
肝
心
の
医
学
部
、
医
科
大
学
の
医
学
教
育
に
お
い
て
は
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
中
の
医
学
史
で
は
甚
だ
軽
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
め

な
い
。
あ
る
と
し
て
も
医
学
概
論
の
ほ
ん
の
一
部
分
と
し
て
講
義
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
第
一
の
理
由
は
、
カ
ビ
臭
い
医
学
史
の
学
習

や
研
究
は
目
先
の
研
究
や
臨
床
に
は
役
に
立
つ
は
ず
は
な
い
と
す
る
医
学
教
育
、
医
学
研
究
の
責
任
者
の
伝
統
的
考
え
に
あ
り
、
こ
れ
に
加

え
て
こ
れ
ま
で
の
医
学
史
研
究
者
の
殆
ど
が
彼
ら
の
研
究
と
そ
の
時
点
の
医
療
に
接
点
を
求
め
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

学
問
で
あ
る
。

ら
で
あ
ろ
う
。

〆
１
ｊ
、

シ
ン
ポ
ジ
ス
ト
の
一
人
、
蔵
方
氏
の
発
言
で
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
看
護
学
校
や
医
療
短
期
大
学
の
看
護
科
で
は
医
学
史
の
講
義
が
正
式

な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。
看
護
学
な
ど
を
学
ぶ
た
め
に
、
医
学
の
歩
み
を
ど
う
し
て
も
知
る
必
要
が
認
識
さ
れ
て
い
る
か

一
、
ど
う
し
て
医
学
史
に
関
心
が
な
い
の
か

rーr一旬
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第
二
に
、
医
育
機
関
に
よ
っ
て
も
異
な
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
最
近
の
統
計
は
、
医
学
部
、
医
科
大
学
卒
業
者
の
九
五
～
九
七

％
は
臨
床
に
進
む
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
取
り
も
な
お
さ
ず
、
彼
ら
が
臨
床
以
外
に
は
殆
ど
関
心
が
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い

る
。
彼
ら
の
入
学
の
動
機
の
大
半
は
高
収
入
で
あ
り
、
高
収
入
は
臨
床
に
進
む
以
外
に
達
せ
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
臨
床
以

外
に
は
興
味
を
示
さ
な
い
の
も
当
然
で
あ
る
。

し
か
も
医
学
史
の
講
義
は
入
学
し
て
も
未
だ
医
学
や
医
療
の
西
も
東
も
わ
か
ら
な
い
学
生
に
対
し
て
行
わ
れ
る
所
が
多
い
の
で
、
学
生
に

と
っ
て
益
々
医
学
史
は
興
味
、
学
問
の
対
象
と
な
り
に
く
い
。

第
三
に
、
医
学
史
の
問
題
は
医
師
国
家
試
験
に
出
な
い
。
だ
か
ら
勉
強
す
る
必
要
も
な
い
と
彼
ら
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

右
の
三
つ
の
理
由
が
彼
ら
の
医
学
史
に
対
す
る
無
味
乾
燥
と
の
評
価
を
助
長
す
る
。
も
ち
ろ
ん
講
義
の
無
味
乾
燥
さ
は
講
師
の
力
量
如
何

に
よ
る
問
題
が
大
き
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

卒
後
教
育
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
彼
ら
は
日
常
の
臨
床
に
忙
殺
さ
れ
、
カ
ビ
臭
い
と
彼
ら
が
考
え
て
い
る
医
学
史
な
ど
脳
裏
を
か
す

め
る
暇
も
な
い
。
医
学
史
の
本
を
読
ん
だ
り
、
研
究
す
る
こ
と
は
何
ら
臨
床
に
有
益
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
無
駄
な
時
間
を
費
や
す
だ

け
損
を
す
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
現
在
活
躍
し
て
い
る
多
く
の
医
史
学
研
究
者
は
何
と
答
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
日
常

の
医
学
史
の
研
究
を
通
じ
て
、
彼
ら
の
厳
し
い
質
問
に
応
じ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
。

多
く
は
抽
象
的
に
過
去
を
よ
く
知
れ
ば
将
来
進
む
べ
き
道
が
明
確
に
示
さ
れ
る
と
答
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
に
説
明
し
た
と
て
毎

日
毎
日
患
者
の
臨
床
に
追
わ
れ
て
い
る
研
修
医
に
は
、
過
去
を
知
る
こ
と
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
現
在
や
将
来
に
ど
ん
な
利
益
が
あ

る
の
か
全
く
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
関
心
が
な
い
の
み
な
ら
ず
、
医
学
史
の
研
究
に
よ
っ
て
各
自
が
学
ん
で
い
る
現
在
の
医
学
、
医
療
を

よ
り
短
時
間
に
、
そ
し
て
よ
り
深
く
習
得
で
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
病
め
る
人
々
に
よ
り
よ
い
サ
ー
ビ
ス
が
出
来
る
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
を
身
を
も
っ
て
示
す
人
が
果
た
し
て
何
人
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
今
無
用
の
用
を
若
い
人
に
説
い
て
も
説
得
力
は
な
い
。
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学
ぶ
こ
と
は
体
験
す
る
こ
と
で
も
あ
り
、
そ
れ
に
は
二
つ
の
方
法
が
あ
る
。
直
接
体
験
と
間
接
体
験
で
あ
る
。
す
べ
て
の
こ
と
を
直
接
体

験
出
来
れ
ば
こ
れ
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
人
生
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
の
時
間
に
は
限
り
が
あ
り
、
す
べ
て
を
直
接
体
験
す
る
だ
け
の
時
間

を
持
っ
て
い
る
人
は
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
ど
う
し
て
も
大
部
分
を
間
接
体
験
、
つ
ま
り
読
書
、
講
演
の
聴
講
、
テ
ー
プ
、
ビ
デ
オ
に
よ
る

学
習
と
い
っ
た
方
法
に
た
よ
る
こ
と
に
な
る
。
他
人
の
経
験
を
追
接
体
験
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
直
接
体
験
を
補
い
、
そ
の
習
得

を
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
出
来
る
。
筆
者
は
他
人
の
経
験
し
た
こ
と
は
、
す
べ
て
過
去
の
事
柄
で
あ
り
、
そ
れ
を
別
な
言
葉
で
表
現
す
る
と
「
歴

史
」
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
間
接
体
験
と
は
過
去
を
学
ぶ
こ
と
で
あ
り
、
歴
史
を
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
た
め
に
は
、
自
分
の
研
究
テ
ー
マ
に
関
し
て
過
去
に
ど
の
よ
う
な
研
究
が
行
わ
れ
、
ど
の
よ
う
な
論
文
が
執
筆
さ
れ
て
い
る
か
調
べ

る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
研
究
の
常
道
で
あ
り
、
医
学
史
の
研
究
と
て
こ
の
例
に
漏
れ
な
い
。
現
在
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の

発
達
に
よ
っ
て
文
献
の
検
索
は
極
め
て
容
易
に
な
っ
た
し
、
研
究
者
同
志
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
必
要
な
情
報
は
入
手
し
や
す

ま
た
史
料
な
い
し
資
料
に
つ
い
て
は
、
必
ず
自
分
の
目
と
足
で
確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
決
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
時
間

も
金
も
か
か
る
こ
と
で
あ
る
が
、
決
し
て
等
閑
に
付
し
て
は
な
ら
な
い
。
ど
う
し
て
も
自
分
で
実
見
す
る
こ
と
が
出
来
な
け
れ
ば
、
他
人
に

依
頼
し
て
写
真
、
コ
ピ
ー
、
ビ
デ
オ
な
ど
を
入
手
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
機
会
を
見
て
必
ず
こ
れ
を
実
見
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

研
究
者
と
し
て
の
感
を
養
う
た
め
に
も
大
切
な
こ
と
と
思
う
。
俗
に
偽
物
を
見
て
も
本
物
は
分
か
ら
な
い
、
本
物
を
見
て
い
れ
ば
偽
物
は
分

か
る
と
い
う
の
も
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
現
場
に
足
を
運
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
現
実
に
患
者
を
治
療
す
る
こ
と
で
あ
る
。

間
接
体
験
の
第
二
の
方
法
そ
し
て
、
出
来
れ
ば
実
験
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
医
学
史
研
究
の
す
べ
て
に
実
験
を
行
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ

（
２
）

る
が
、
行
う
こ
と
が
出
来
る
の
も
あ
る
。
例
え
ば
筆
者
が
青
洲
の
「
麻
沸
散
」
の
動
物
実
験
、
志
願
実
験
を
行
っ
た
の
が
好
例
で
あ
ろ
う
。

い
○

二
、
研
究
方
法
と
そ
の
対
象
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こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
従
来
解
釈
出
来
な
か
っ
た
こ
と
が
容
易
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
を
実
験
医
史
学
と
称
し
て
い
る
。

（
３
）

筆
者
は
史
学
研
究
の
方
法
論
と
し
て
は
今
で
も
ベ
ル
ン
ハ
イ
ム
の
論
考
は
有
用
で
あ
り
、
多
く
の
方
が
熟
読
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
が
、
さ

ら
に
将
来
的
に
は
総
会
の
前
日
な
ど
に
セ
ミ
ナ
ー
を
開
く
構
想
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
つ
け
加
え
て
お
く
。

（
五
）
新
し
い
コ
ン
セ
プ
ト
の
創
造
が
可
能
で
あ
る
。

（
六
）
医
学
研
究
の
タ
コ
ッ
ボ
化
の
阻
止
が
可
能
で
あ
る
。

詳
し
く
述
べ
る
と
ま
だ
右
以
外
に
も
さ
ら
に
四
、
五
の
効
用
が
あ
る
が
省
略
す
る
。

右
を
簡
単
に
述
べ
る
と
（
一
）
に
つ
い
て
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
疾
病
の
診
断
に
職
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
既
往
歴
（
過
去
）

（
四
）
正
確
な
記
録
の
作
成
と
保
存
の
重
要
性
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
先
輩
を
顕
彰
し
、
正
し
い
医
療
を
後
世
に
伝
え
る
こ
と
も
大
切
で

（
一
）
現
在
の
医
学
、
医
療
を
よ
り
早
く
、
よ
り
正
し
く
、
そ
し
て
よ
り
深
く
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
よ
り
早
く
学
ぶ
こ
と
が
出
来
れ

ば
、
よ
り
多
く
を
学
ぶ
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

（
二
）
現
在
の
医
療
に
対
す
る
「
病
識
」
を
も
つ
こ
と
が
出
来
る
。
現
在
の
医
療
が
す
べ
て
正
し
い
と
は
限
ら
な
い
。
医
療
が
過
去
に
多
く

の
誤
り
を
犯
し
て
き
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
三
）
文
献
や
史
料
を
深
く
読
み
こ
な
す
こ
と
が
出
来
る
。
文
献
を
誤
っ
て
読
ん
で
、
誤
っ
た
医
療
を
行
う
可
能
性
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
が

筆
者
は
医
学
史
研
究
の
利
点
な
い
し
効
用
と
し
て
次
の
六
項
目
を
掲
げ
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
て
い
る
。

四
、
医
学
史
研
究
の
効
用

↑
の
る
。

出
来
る
。
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医
療
に
携
わ
る
多
く
の
人
は
自
分
の
関
与
し
て
い
る
現
在
の
医
療
は
学
会
で
も
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
唯
一
に
し
て
最
善
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
学
会
で
認
め
ら
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
全
く
誤
り
は
な
く
、
最
善
で
あ
る
と
す
る
の
は
大
き
な
誤
解
で
あ
る
。

学
会
の
意
見
と
は
単
に
多
く
の
人
々
が
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
り
、
多
数
決
の
意
見
で
あ
る
。
多
数
決
が
必
ず
し

も
真
実
を
尽
く
し
て
い
な
い
こ
と
は
人
口
に
膳
炎
し
て
い
る
ガ
リ
レ
オ
の
例
を
示
す
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
例
え
学
会
に
お

い
て
、
多
数
の
人
々
に
支
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
も
、
「
医
史
学
」
的
観
点
か
ら
十
二
分
に
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
次
に
具
体

を
十
分
に
知
れ
ば
現
症
（
現
在
）
と
予
後
（
未
来
）
も
よ
く
理
解
で
き
る
。
（
二
）
に
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
こ
と
は
医
学
の

領
域
ば
か
り
で
な
く
他
の
多
く
の
分
野
で
も
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
前
車
の
轍
を
歩
む
」
と
い
う
中
国
の
格
言
で
知
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
過
去
の
誤
り
を
見
て
、
現
在
の
あ
り
方
、
将
来
の
歩
む
道
を
求
め
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
英
国
の
麻
酔
科
医
で
あ
り
、
医
史
学
者
で
も

（
４
）

あ
っ
た
サ
イ
ク
ス
は
実
父
と
義
父
を
手
術
の
ト
ラ
ブ
ル
で
失
っ
た
経
験
か
ら
著
書
を
執
筆
し
た
が
、
そ
の
献
辞
の
中
で

百
号
①
ロ
○
月
昏
禺
讐
尉
君
○
禺
昌
四
目
胃
冒
言
昌
用
ｇ
ご
さ
ぎ
閨
房
の
呉
閏
呂
侭
①
ｑ
，
甸
自
号
①
ぐ
巴
月
旦
三
里
○
ご
馬
の
冒
号
①
註
９

ｓ
胃
弓
①
］
８
ｇ
ご
『
詳
坤
○
日
号
①
目
尉
国
馬
の
９
２
胃
刷
．
Ｐ
３
目
言
、
可
○
日
○
日
○
雪
国
尉
四
巴
○
さ
冒
○
８
胡
．

と
記
し
て
い
る
。
深
く
吟
味
す
る
言
葉
で
あ
ろ
う
。

（
三
）
（
四
）
に
つ
い
て
は
解
説
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
（
五
）
も
大
切
で
あ
る
。
他
の
分
野
に
も
通
ず
る
こ
と
で
あ
る
が
、
医
学
、

医
療
に
最
も
必
要
で
あ
り
、
か
つ
貢
献
出
来
る
の
は
新
し
い
秀
れ
た
コ
ン
セ
プ
ト
を
創
造
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
た
め
に
は
二
つ
の
方
法
が
あ
る
。
一
つ
は
既
存
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
否
定
し
、
破
壊
す
る
こ
と
で
あ
る
。
否
定
し
、
破
壊
し
て
新
し
い

コ
ン
セ
プ
ト
を
創
る
た
め
に
は
旧
い
コ
ン
セ
プ
ト
を
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
身
に
つ
け
な
い
も
の
を
否
定
し
、
破
壊
出
来
な
い
か

ら
で
あ
る
。
創
造
が
難
し
い
の
は
、
身
に
つ
け
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
全
く
異
な
っ
た
コ
ン
セ
プ
ト
を
結
合
し
て
、
新
し
い
コ
ン
セ
プ
ト

を
作
る
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
が
本
稿
で
最
も
強
調
し
た
い
の
は
（
二
）
の
現
在
の
医
学
、
医
療
に
対
し
て
「
病
識
」
を
持
つ
と
い
う
こ
と
と
（
五
）

の
新
し
い
コ
ン
セ
プ
ト
の
創
造
で
あ
る
。
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筆
者
が
イ
ン
タ
ー
ン
を
終
え
入
局
し
た
一
九
六
六
年
当
時
、
手
術
に
際
し
て
二
○
○
グ
ラ
ム
の
出
血
で
も
直
ち
に
輸
血
を
行
う
と
い
う
の

が
一
般
的
な
傾
向
で
あ
っ
た
。
ま
た
術
前
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
値
が
十
二
～
十
三
グ
ラ
ム
／
一
○
○
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
以
下
で
は
必
ず
輸
血
を
行
っ

て
か
ら
手
術
を
行
っ
て
い
た
。
当
時
の
学
会
の
一
般
的
な
風
潮
で
あ
っ
た
。

こ
の
頃
腎
移
植
を
行
っ
て
拒
絶
反
応
に
悩
ん
で
い
た
ポ
ー
ル
寺
崎
ら
は
輸
血
が
手
術
後
に
発
生
す
る
拒
絶
反
応
を
抑
制
す
る
こ
と
つ
ま
り

（
５
）
（
６
）

免
疫
能
を
抑
制
す
る
こ
と
を
見
い
出
し
た
の
で
あ
る
。
免
疫
抑
制
剤
が
ま
だ
開
発
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
の
で
寺
崎
の
考
え
が

普
及
し
て
、
腎
移
植
に
際
し
て
拒
絶
反
応
を
抑
制
し
生
着
率
を
上
げ
る
た
め
輸
血
が
広
く
行
わ
れ
た
。
筆
者
も
し
ば
し
ば
腎
移
植
術
に
際
し

例
を
示
そ
う
。

普
及
し
て
、
腎
移
植
に
際
し
て
仁

て
輸
血
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
悪
性
腫
瘍
を
有
す
る
患
者
に
対
し
て
輸
血
を
す
る
と
腫
瘍
の
成
長
を
促
進
さ
せ
る
可
能
性
を
も
つ
こ
と
は
だ
れ
で
も
思

い
つ
く
。
ど
の
よ
う
な
悪
性
腫
瘍
で
あ
っ
て
も
、
手
術
に
よ
っ
て
肉
眼
的
に
は
切
除
出
来
た
と
し
て
も
、
顕
微
鏡
的
に
は
腫
瘍
細
胞
の
取
り

残
し
が
あ
り
、
ま
た
手
術
の
最
中
に
手
術
操
作
に
よ
っ
て
他
の
組
織
へ
流
出
す
る
こ
と
も
当
然
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
腫
瘍
組
織
を
い
く
ら
丁

寧
に
取
り
扱
っ
て
も
、
外
科
医
の
ゴ
ム
手
袋
に
は
無
数
の
腫
瘍
細
胞
が
付
着
す
る
。
こ
の
よ
う
な
細
胞
が
体
内
の
他
部
へ
移
動
す
る
。
移
動

先
で
そ
の
細
胞
が
生
き
延
び
る
か
否
か
は
、
そ
の
人
の
免
疫
能
に
よ
っ
て
決
定
す
る
。
免
疫
能
が
冗
進
し
て
い
れ
ば
腫
瘍
細
胞
は
死
滅
す
る

が
、
免
疫
能
が
低
下
し
て
い
れ
ば
、
そ
こ
で
生
き
延
び
て
、
い
ず
れ
再
発
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
当
然
周

術
期
に
輸
血
を
行
う
こ
と
は
、
患
者
の
免
疫
能
を
抑
制
し
て
癌
の
再
発
準
備
状
態
を
作
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
こ
と
は
素
人
で
も
分
か
る
こ

と
ヂ
ニ
の
ろ
シ
フ
０

こ
の
他
に
Ｂ
型
、
非
Ｂ
型
肝
炎
（
現
在
で
は
さ
ら
に
多
く
の
型
が
あ
る
）
の
問
題
も
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う

五
、
輸
血
と
悪
性
腫
瘍
の
再
発
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な
簡
単
な
こ
と
に
外
科
医
は
気
が
つ
か
な
か
っ
た
。
目
先
の
手
術
の
成
否
だ
け
を
見
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
筆
者
は
二
十
数
年
前
か
ら
と
く
に
、
悪
性
腫
瘍
手
術
患
者
に
対
し
て
は
可
能
な
限
り
、
周
術
期
の
輸
血
を
し
な
い

よ
う
に
努
力
し
て
き
た
が
、
初
め
の
中
は
教
室
員
の
中
で
も
私
の
考
え
に
反
対
す
る
者
も
い
た
。
ま
た
麻
酔
科
の
方
で
手
術
の
最
中
輸
血
を

し
な
い
よ
う
出
来
る
限
り
努
力
を
し
て
も
、
術
者
側
で
患
者
が
病
棟
に
帰
れ
ば
直
ち
に
輸
血
す
る
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
し
、
手
術
の
最
中

輸
血
を
す
る
よ
う
に
手
術
者
側
か
ら
求
め
ら
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
麻
酔
科
で
は
輸
血
を
し
な
い
で
補
液
ば
か
り
行
っ

て
お
り
、
そ
の
た
め
肺
水
腫
に
な
る
と
い
う
噂
も
た
て
ら
れ
た
。
し
か
し
現
実
に
輸
液
の
過
剰
の
み
に
よ
っ
て
肺
水
腫
に
な
っ
た
例
は
殆
ど

っ
た
自
家
輸
血
（
手
術
前
に
自
己
血

ば
れ
叱
責
を
う
け
た
こ
と
も
あ
る
。

て
お
り
、
そ
の
１

な
い
の
で
あ
る
。

ど
の
よ
う
に
考
え
て
も
、
可
能
な
限
り
輸
血
を
し
な
い
こ
と
は
、
患
者
に
と
っ
て
も
有
益
な
こ
と
で
あ
り
、
費
用
も
少
な
く
す
む
と
考
え
、

こ
の
こ
と
を
私
は
こ
と
あ
る
毎
に
強
調
し
て
き
た
。
例
え
ば
図
１
は
教
室
に
お
け
る
過
去
二
十
年
間
の
胆
嚢
手
術
時
の
術
中
輸
血
率
を
比
較

（
７
）

し
た
も
の
で
あ
る
。
一
目
で
年
々
輸
血
率
が
低
下
し
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
輪
液
量
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
ろ
う
。
図
２
、

（
８
）

３
に
示
す
よ
う
に
腹
部
外
科
の
み
で
な
く
他
科
の
手
術
時
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
、
最
近
と
く
に
エ
イ
ズ
が
日
本
で
も
流
行
し

は
じ
め
て
か
ら
、
筆
者
が
輸
血
に
批
判
的
に
な
っ
た
訳
で
は
な
い
こ
と
を
理
解
し
て
戴
け
る
と
思
う
。

し
か
し
こ
れ
だ
け
の
デ
ー
タ
で
は
説
得
力
に
欠
け
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
た
。
そ
こ
で
某
科
の
三
カ
月
と
い
う
短
期
間
に
行
わ
れ
、
筆
者

自
身
が
麻
酔
を
担
当
し
同
じ
術
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
悪
性
腫
瘍
に
対
す
る
あ
る
手
術
十
三
例
を
対
象
と
し
て
調
査
し
て
み
た
。
期
間
が
多

く
な
る
と
そ
の
間
に
行
わ
れ
る
治
療
内
容
が
大
き
く
変
わ
る
の
で
、
同
じ
母
集
団
と
は
言
え
な
く
、
正
確
に
は
比
較
す
る
こ
と
が
出
来
な
い

の
で
短
期
間
に
限
っ
た
。
十
三
例
中
十
二
例
は
周
術
期
に
輸
血
を
受
け
て
お
り
、
わ
ず
か
一
例
だ
け
が
輸
血
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
。
輸
血

こ
の
よ
う
な
批
判
に
対
し
て
、
筆
者
は
か
な
り
強
く
不
必
要
な
輸
血
を
し
な
い
よ
う
に
説
得
し
た
。
現
在
で
は
広
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

た
自
家
輸
血
（
手
術
前
に
自
己
血
を
採
血
し
、
術
中
、
術
後
に
輸
血
す
る
方
法
）
を
普
進
さ
せ
よ
う
と
試
み
た
が
、
学
内
の
有
力
な
教
授
に
呼
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弘前大学整形外科、耳鼻咽喉科の計'816人についての統計で、整

は整形外科患者、耳は耳鼻咽喉科の患者、全は両者を合わせた全

体を示す。簡明するため平均値のみを黒点で示した。
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弘前大学第2外科教室で胆嚢摘出術を受けた237人の患者についての統計である。
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他
の
分
野
と
同
じ
く
、
医
学
に
お
い
て
も
新
し
い
コ
ン
セ
プ
ト
の
創
造
、
新
し
い
治
療
法
の
確
立
な
ど
が
最
も
望
ま
れ
る
。
医
学
史
の
研

究
に
お
い
て
も
全
く
同
じ
で
あ
る
。
何
も
カ
ビ
臭
い
古
い
こ
と
だ
け
の
探
索
が
目
的
で
な
い
。
新
し
い
コ
ン
セ
プ
ト
を
創
る
に
は
、
既
存
の

コ
ン
セ
プ
ト
を
破
壊
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
破
壊
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
そ
れ
を
自
分
の
物
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
か
な
る
コ
ン

を
受
け
た
十
二
例
の
中
十
一
例
は
手
術
後
二
年
半
ま
で
に
再
発
の
た
め
死
亡
し
て
お
り
、
も
う
一
例
は
調
査
時
再
発
の
た
め
入
院
中
で
あ
っ

た
。
そ
の
後
の
調
査
で
は
死
亡
し
た
。
現
在
で
も
生
存
し
て
い
る
の
は
わ
ず
か
一
例
で
あ
る
。
こ
の
元
気
な
一
例
の
み
が
輸
血
を
受
け
て
い

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
患
者
は
医
療
関
係
者
で
肝
炎
を
恐
れ
て
、
輸
血
を
し
な
い
よ
う
に
筆
者
と
術
者
に
依
頼
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
９
）

日
本
の
外
科
学
会
で
実
際
に
輸
血
の
有
無
に
よ
る
癌
再
発
の
デ
ー
タ
が
発
表
さ
れ
始
め
た
の
は
つ
い
最
近
の
こ
と
で
あ
り
、
米
国
に
お
い

て
も
同
様
で
あ
る
。
手
術
方
法
、
併
用
抗
癌
剤
の
差
な
ど
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
母
集
団
が
同
じ
で
な
く
、
統
計
処
理
が
難
し
い
の
で
あ
る
が
、

結
腸
癌
、
乳
癌
の
み
な
ら
ず
、
肝
癌
で
も
輸
血
例
で
再
発
率
が
高
い
こ
と
が
明
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

本
邦
に
お
い
て
、
二
十
数
年
前
か
ら
肝
炎
の
予
防
と
い
う
見
地
以
外
に
輸
血
が
悪
性
腫
瘍
に
対
し
て
は
悪
い
影
響
が
あ
る
と
い
う
明
確
な

意
識
を
も
っ
て
輸
血
の
制
限
に
取
り
組
ん
で
き
た
施
設
は
殆
ど
な
い
と
い
っ
て
も
よ
い
。
不
要
な
、
そ
し
て
無
用
な
輸
血
し
な
い
こ
と
に
よ

っ
て
筆
者
の
教
室
で
は
少
な
く
と
も
過
去
二
十
数
年
の
間
に
数
千
人
の
患
者
を
癌
の
再
発
や
肝
炎
か
ら
救
い
、
あ
る
い
は
そ
の
リ
ス
ク
を
減

少
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
。
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
あ
び
る
た
め
学
会
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
の
み
を
追
い
求
め
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
地
味
な
、

時
間
を
要
す
る
し
か
も
多
く
の
人
々
の
反
対
す
る
こ
と
を
持
続
出
来
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
幸
い
私
は
学
生
時
代
か
ら
医
学
史
の
研
究
を

開
始
し
て
お
り
、
他
の
人
よ
り
は
少
し
は
文
献
を
読
み
こ
な
し
、
そ
の
持
つ
意
味
を
理
解
し
、
長
い
ス
パ
ン
で
も
の
ご
と
を
観
察
す
る
こ
と

が
出
来
た
た
め
、
輸
血
の
利
点
、
欠
点
を
よ
く
理
解
出
来
た
と
思
う
し
、
医
史
学
の
研
究
、
文
献
の
研
究
を
臨
床
に
応
用
出
来
た
の
で
あ
る

要
つ
と
田
心
っ
。

七
、
既
存
の
コ
ン
セ
プ
ト
の
破
壊
と
新
し
い
コ
ン
セ
プ
ト
の
創
造
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セ
プ
ト
で
も
突
然
変
異
的
に
生
ま
れ
る
こ
と
は
な
く
、
必
ず
や
以
前
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
改
変
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
近
代
ル

ネ
ッ
サ
ン
ス
期
の
万
能
の
天
才
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ピ
ン
チ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
は
徒
弟
時
代
の
師
匠
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
改
変
改
良
し
た
も
の
に

（
Ⅲ
）

他
な
ら
な
い
と
、
ダ
・
ピ
ン
チ
の
研
究
者
斎
藤
泰
弘
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

そ
し
て
彼
の
輝
か
し
い
発
明
品
と
思
わ
れ
て
い
た
も
の
の
多
く
は
、
実
は
彼
が
徒
弟
時
代
に
工
房
で
学
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
当
時
の
フ

ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
科
学
技
術
の
水
準
を
反
映
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
も
分
か
っ
て
き
た
の
で
す
。

も
う
一
つ
の
例
を
示
そ
う
。
従
来
吸
入
麻
酔
の
吸
入
時
に
見
ら
れ
る
興
奮
期
は
吸
入
麻
酔
薬
が
大
脳
皮
質
を
抑
制
し
、
結
果
と
し
て
そ
の

下
位
の
脳
組
織
を
興
奮
さ
せ
る
た
め
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
が
定
説
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
筆
者
は
臨
床
的
に
気
管
切
開
口
か
ら
の
吸
入
麻
酔
を
行
っ
た
際
興
奮
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
従
来
の
説
に
は
ど
こ
か
誤
り
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
文
献
を
調
べ
て
み
る
と
、
大
阪
大
学
の
前
田
正
隆
が
既
に
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
に
動
物
実
験
を
行
っ
て

（
ｕ
）
（
吃
）

興
奮
が
三
叉
神
経
の
刺
激
症
状
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
を
見
い
出
し
た
。
臨
床
的
に
鼻
腔
、
上
咽
頭
の
三
叉
神
経

領
域
粘
膜
を
局
所
麻
酔
薬
リ
ド
カ
イ
ン
で
麻
酔
す
る
と
、
吸
入
麻
酔
薬
イ
ソ
フ
ル
レ
ン
や
セ
ボ
フ
ル
レ
ン
を
用
い
て
も
興
奮
期
は
見
ら
れ
な

い
。
現
在
広
く
普
及
し
て
い
る
コ
ン
セ
プ
ト
を
過
去
の
文
献
と
そ
れ
に
基
づ
く
臨
床
実
験
に
よ
っ
て
訂
正
出
来
、
未
だ
謎
で
あ
る
麻
酔
の
メ

カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
す
る
重
要
な
手
懸
り
を
与
え
て
く
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
先
人
の
業
績
を
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
正
し
い
コ
ン
セ
プ
ト
を
創
り
出
す
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

研
究
の
テ
ー
マ
に
よ
っ
て
は
、
必
ず
し
も
新
し
い
コ
ン
セ
プ
ト
を
創
り
出
す
こ
と
が
容
易
で
な
い
場
合
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
新
し
い
コ
ン

セ
プ
ト
を
創
り
出
す
方
向
へ
持
っ
て
い
く
こ
と
が
、
自
分
の
研
究
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
結
び
つ
く
と
思
う
。
こ
う
し
な
け
れ
ば
研
究
は
進

歩
し
発
展
せ
ず
、
い
た
ず
ら
に
狭
い
範
囲
に
留
ま
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。
こ
の
状
態
が
長
く
続
く
と
各
々
の
考
え
方
も
硬
直
化
し
、
他
人
の
考

（
魁
）

え
も
受
け
付
け
な
く
な
る
。
個
人
だ
け
で
な
く
団
体
と
し
て
も
同
じ
で
あ
る
。
科
学
研
究
の
タ
コ
ッ
ボ
化
で
あ
る
。
日
本
医
史
学
会
だ
け
は

タ
コ
ッ
ボ
化
を
未
然
に
防
い
で
欲
し
い
と
思
う
。
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医
学
史
の
研
究
と
て
研
究
の
た
め
の
研
究
で
は
な
い
・
先
人
の
業
績
を
広
く
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
医
学
、
医
療
の
歩
み
を
正
し
く
理
解
し
、

最
終
的
に
は
よ
り
良
い
医
療
を
よ
り
効
果
的
に
よ
り
安
全
に
人
々
に
提
供
す
る
こ
と
に
あ
ろ
う
と
思
う
。
個
人
個
人
の
能
力
に
は
限
界
が
あ

る
の
で
、
多
く
の
人
か
ら
効
率
よ
く
学
ぼ
う
と
す
る
の
が
医
学
史
の
研
究
の
態
度
で
も
あ
る
。
ま
た
客
観
的
に
見
つ
め
て
、
誤
っ
て
い
る
医

療
を
正
し
い
方
向
に
導
く
の
も
医
学
史
研
究
者
の
責
務
で
も
あ
る
。
い
た
ず
ら
に
古
い
史
料
の
み
を
求
め
た
り
、
中
央
の
医
事
の
み
を
正
統

と
す
る
の
は
決
し
て
正
し
く
な
い
。
医
学
史
研
究
者
の
目
指
す
べ
き
最
終
的
な
目
標
を
し
っ
か
り
把
握
理
解
し
て
行
っ
て
こ
そ
秀
れ
た
研
究

と
田
心
つ
。
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つ
ト
ぬAnApplicationofaStudyofMedicalHistorytoClinicalMedicine

-forBetterUnderstandingofMedicalHistoryanditsApplicationtoClinicalMedicine-

byAkitomoMATSUKI

Astudyofmedicalhistoryaimstocorrectlyunderstandtheprogressinbasicandclinicalmedical

scienceandtoeffectivelyofferbettermedicalservicetoourpatients.

Thestudyofmedicalhistoryhasseveralimportantadvantages,suchas;l)tounderstandthe

presentmedicalscienceindepthandtoshortenthedurationoftimeneededtounderstandthepresent

medicine,2)tounderstandthedisadvantagesofthepresentmedicalsciencesrealizingthattheyarenot

perfect,3)tocorrectlyunderstandliteratureandhistoricaldocumentsonmedicalscience,4)tomake
andmaintainaccuratemedicalrecordsanddocuments,5)tocreatenewconceptsand6)topreventus

fromdevelopingarigidwayofthinking.

Twocasesoftheapplicationofmedicalhistorytoclinicalmedicineareshown・Thefirstisin

regardtoperioperativebloodtransfusion.Asitwassuggestedtomebyareportthatpreoperative

bloodtransfusioncausedsuppressionofimmuneresponseinkidneytransplantation,Ithoughtaroutine

useofbloodtransfusionforsurgicalpatientswithmalignanttumorswouldleadtoahighpost-

operativerecurrencerateofmalignancy.Therefore,sucharoutineuseofbloodhasbeenavoidedin

ourinstitutionforthesetwentyyears.

Thesecondcaseisinregardtoexcitementduringtheinductionofinhaledanesthetics.Atpresent

（
Ｃ
［
［
）



theexcitementisconsideredtobecausedbyinhibitionofthecerebralcorticalfunction.However,our

recentclinicalstudybasedonDr.Maeda'sreportpublishedinl935hasrevealedthattheexcitement

observedduringtheinductionofinhaledanesthesiaiscausedmainlybystimulationofthetrigeminal

nerves･

Theimportanceofmedicalhistoryshouldbemuchmorestressedformedicaltrainingofstudents

andresidentsaswellasphysicians.Itshouldbewidelyanddeeplyappliedtotheclinicalpracticeof

medicine,thoughitisnotsoeasytodothis.Otherwise,thestudyofmedicalhistorymaybeconsidered

asonlyahobbyforretiredphysicians.
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