
い
る
「
戦
後
の
医
療
史
」
な
ど
は
特
に
興
味
深
く
読
ま
せ
て
頂
い
た
。

Ⅲ
部
の
各
論
文
は
、
『
沖
縄
と
い
う
特
殊
性
』
の
テ
ー
マ
が
十
分
吟
味

さ
れ
て
い
て
、
精
神
医
療
、
ハ
ン
セ
ン
病
対
策
、
マ
ラ
リ
ア
、
腸
管
寄

生
虫
対
策
、
歯
科
医
療
の
各
論
は
、
そ
れ
ぞ
れ
発
生
と
蔓
延
、
医
療
と

対
策
に
つ
い
て
、
沖
縄
と
い
う
地
域
の
立
地
条
件
や
気
候
な
ど
環
境
と

の
関
わ
り
合
い
を
示
し
な
が
ら
簡
潔
に
要
領
よ
く
ま
と
め
て
あ
る
。
「
南

西
諸
島
人
の
骨
格
」
と
「
高
嶺
徳
明
と
補
唇
（
兎
唇
）
術
」
に
関
す
る
考

察
も
興
味
深
い
論
文
で
あ
る
。

一
般
に
複
数
の
執
筆
者
に
よ
っ
て
上
梓
さ
れ
て
い
る
場
合
、
内
容
に

よ
っ
て
は
専
門
の
違
い
も
あ
っ
て
か
時
と
し
て
違
和
感
を
感
じ
さ
せ
る

こ
と
が
あ
る
。
本
書
で
も
「
漢
詩
文
」
に
馴
染
み
の
な
い
者
に
と
っ
て

は
、
な
ぜ
「
医
療
史
に
漢
詩
文
」
な
の
か
と
訶
る
向
き
も
な
い
で
も
な

い
が
、
「
沖
縄
（
琉
毬
と
中
国
の
文
化
交
流
史
」
は
、
中
国
へ
留
学
し

た
琉
球
人
の
作
品
に
よ
っ
て
沖
縄
文
化
の
背
景
を
知
る
手
が
か
り
と
な

り
、
そ
の
点
か
ら
も
編
集
に
大
変
配
慮
さ
れ
て
い
る
様
子
が
窺
わ
れ
る
。

ま
た
、
本
書
に
は
所
々
に
「
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
メ
モ
」
と
い
う
欄
が
設

け
ら
れ
て
い
る
。
清
涼
飲
料
水
的
役
割
を
果
た
し
て
い
て
、
気
楽
に
読

め
る
と
こ
ろ
が
い
い
。

紙
面
の
都
合
で
言
い
尽
く
せ
な
か
っ
た
歯
痒
さ
を
感
じ
さ
せ
る
部
分

も
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
章
も
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
分
か
り
や

す
い
の
で
、
医
学
を
専
門
と
し
な
い
郷
土
史
研
究
家
の
人
々
に
と
っ
て

も
貴
重
な
資
料
集
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
蛇
足
だ
が
、

表
紙
も
す
っ
き
り
し
て
品
良
く
仕
上
が
っ
て
い
る
。

（
登
岐
裕
志
）

児
玉
善
仁
著

『
〈
病
気
〉
の
誕
生
ｌ
近
代
医
療
の
起
源
ｌ
」

こ
の
害
を
紹
介
す
る
の
に
、
推
奨
す
る
か
批
判
す
る
か
長
い
間
迷
っ

た
。
そ
の
理
由
は
、
著
者
が
新
し
い
視
点
や
方
法
を
提
示
し
な
が
ら
、

ョ
－
ロ
ッ
パ
の
み
を
考
察
の
対
象
と
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
大
き
な

枠
組
で
は
、
従
来
の
中
世
史
の
、
や
や
古
い
考
え
方
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
た
め
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
著
者
に
対
し
て
多
少
非
礼
に
な
る
か
も

知
れ
な
い
が
、
評
者
が
感
じ
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
の
べ
た
い
・

イ
タ
リ
ア
教
育
史
の
専
門
家
で
あ
る
著
者
は
、
長
年
の
研
究
の
結
果

を
医
療
に
広
げ
、
い
く
つ
か
の
社
会
文
化
史
上
の
事
象
を
指
標
と
し
て
、

医
療
の
中
世
か
ら
近
代
へ
の
転
換
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
単

に
近
代
医
学
の
確
立
と
い
う
内
容
で
は
な
く
、
医
療
の
広
い
範
囲
に
わ

た
っ
て
中
世
的
性
格
と
近
代
的
性
格
を
比
較
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

プ
（
》
Ｏ

出
発
点
と
な
っ
た
の
は
、
治
療
契
約
と
い
う
慣
習
で
あ
っ
た
。
著
者

は
、
教
育
に
お
け
る
教
授
契
約
と
比
較
し
な
が
ら
、
こ
の
慣
習
の
背
後

に
あ
る
観
念
を
検
討
し
、
医
師
に
対
し
て
治
癒
を
要
求
す
る
と
い
う
こ

と
が
中
世
的
心
性
で
あ
る
と
し
た
。
医
学
の
変
貌
に
し
た
が
っ
て
、
治

癒
で
な
く
診
療
を
対
象
と
し
て
報
酬
が
支
払
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ

れ
が
医
師
・
患
者
関
係
の
近
代
的
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
す
る
。

〔
九
州
大
学
出
版
会
”
｜
Ｔ
肥
‐
岬
福
岡
市
東
区
箱
崎
七
’
一
’
一
四
六
、
電

話
○
九
二
’
六
四
一
’
○
五
一
五
、
平
成
十
年
三
月
、
Ｂ
５
判
二
○
六
頁
、

本
体
四
五
○
○
円
〕
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著
者
は
治
療
契
約
と
共
に
、
次
の
よ
う
な
諸
要
因
を
指
標
と
し
て
取

り
上
げ
、
分
析
し
て
い
る
。
（
１
）
修
道
院
医
療
と
世
俗
的
医
療
、
あ
る

い
は
慈
善
と
経
済
的
行
為
、
（
２
）
医
学
教
育
の
徒
弟
制
と
学
校
制
、
あ

る
い
は
経
験
医
と
大
学
出
の
医
師
、
（
３
）
医
師
の
勤
務
形
態
、
雇
い
主
、

（
４
）
技
術
と
し
て
の
医
術
と
学
問
と
し
て
の
医
学
、
（
５
）
病
気
の
イ

メ
ー
ジ
、
中
世
的
病
気
観
と
近
代
的
病
気
観
、
（
６
）
診
療
報
酬
の
理
解
、

（
７
）
学
位
制
度
の
理
解
、
（
８
）
専
門
職
と
し
て
の
医
師
の
出
現
、
（
９
）

医
師
組
合
の
成
立
、
（
皿
）
近
代
的
病
院
の
成
立
な
ど
。

こ
れ
ら
の
項
目
を
見
て
も
、
い
か
に
著
者
が
広
い
観
点
か
ら
医
療
を

見
て
い
る
か
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
著
者
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
取
り
上

げ
る
に
つ
い
て
多
く
の
医
史
学
の
文
献
を
読
破
し
て
お
り
、
そ
の
勉
強

ぶ
り
は
、
不
勉
強
な
評
者
を
恥
じ
入
ら
せ
た
ほ
ど
で
あ
る
。

と
く
に
興
味
深
い
の
は
、
著
者
が
長
年
蓄
積
し
て
来
た
豊
富
な
史
実

で
あ
っ
た
。
イ
タ
リ
ア
を
舞
台
と
し
た
医
療
・
医
学
の
状
況
は
非
常
に

詳
し
く
、
こ
の
面
だ
け
で
も
一
読
に
値
す
る
。
た
と
え
ば
医
学
教
育
を

取
り
上
げ
た
部
分
な
ど
も
、
記
載
が
極
め
て
詳
細
で
、
論
証
も
精
密
で

あ
る
。
こ
れ
は
評
者
の
個
人
的
な
好
み
だ
が
、
地
名
を
聞
く
と
エ
ス
テ

家
や
ル
ク
レ
チ
ア
・
ボ
ル
ジ
ア
を
思
い
出
す
フ
ェ
ラ
ー
ラ
の
大
学
が
、

学
位
取
得
の
容
易
な
大
学
と
し
て
有
名
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
ど
、
非

常
に
面
白
か
っ
た
。

だ
が
著
者
の
視
線
は
常
に
ョ
Ｉ
ロ
ッ
パ
に
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に

評
者
は
こ
の
害
の
限
界
を
感
じ
た
。
今
、
西
洋
中
世
史
あ
る
い
は
西
洋

中
世
医
学
史
（
こ
こ
で
い
う
西
洋
は
、
中
国
を
中
心
と
し
た
文
化
圏
Ⅱ
東
洋

に
対
す
る
も
の
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
い
う
オ
ク
シ
デ
ン
ト
で
は
な
い
）
を
考

え
る
場
合
、
ョ
１
ロ
ッ
パ
だ
け
で
な
く
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
、
ビ
ザ
ン
チ

ン
、
ユ
ダ
ヤ
民
族
な
ど
を
含
め
て
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
著
者

は
、
病
院
が
一
五
、
六
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
で
生
ま
れ
た
と
し
て
い
る
が
、

近
代
的
病
院
は
ア
ラ
ブ
医
学
で
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を

無
視
し
た
病
院
史
は
あ
り
え
な
い
。
ア
ベ
ロ
エ
ス
の
思
想
も
ョ
－
ロ
ッ

パ
人
の
見
た
観
点
か
ら
の
み
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
マ
リ
ク
派
法

学
者
と
し
て
イ
ス
ラ
ム
世
界
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
ア
ベ
ロ
ェ
ス

が
、
後
に
異
端
を
疑
わ
れ
投
獄
さ
れ
た
全
生
涯
と
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
に

お
け
る
そ
の
思
想
の
意
義
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
理
解
は
完
全
と
い
え
な

い
筈
で
あ
る
。
著
者
が
中
世
の
特
徴
と
す
る
医
学
と
宗
教
の
相
克
に
つ

い
て
も
、
ム
ハ
ン
マ
ド
は
医
学
を
神
学
と
な
ら
ぶ
も
の
と
し
て
お
り
、

ア
ラ
ブ
の
医
師
た
ち
は
ョ
－
ロ
ッ
パ
の
医
師
た
ち
よ
り
は
る
か
に
自
由

で
あ
っ
た
。

著
者
は
イ
タ
リ
ア
の
先
進
性
を
強
調
す
る
が
、
医
学
・
科
学
の
真
の

近
代
化
は
、
ロ
ー
マ
教
会
の
呪
縛
か
ら
の
解
放
、
す
な
わ
ち
宗
教
改
革

を
待
っ
て
は
じ
め
て
可
能
で
あ
っ
た
。
評
者
は
、
ガ
リ
レ
オ
の
異
端
審

問
が
、
中
世
と
は
い
え
な
い
一
七
世
紀
の
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
こ
と
を

指
摘
し
た
い
。

し
か
し
こ
の
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
の
問
題
が
あ
る
と
し
て
も
、
医
史
学

研
究
者
が
こ
の
著
作
か
ら
示
唆
を
受
け
る
こ
と
は
多
い
。
評
者
は
ア
ラ

ブ
医
学
・
ユ
ダ
ヤ
医
学
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
た
め
か
、
前
記
の
傾
向

が
非
常
に
気
に
な
っ
て
、
こ
の
害
の
長
所
を
充
分
に
把
握
で
き
な
か
っ

た
。
多
く
の
医
史
学
研
究
者
が
こ
の
書
を
読
み
、
評
者
の
意
見
に
か
か

わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
が
こ
の
書
か
ら
何
か
を
学
ぶ
こ
と
が
評
者
の
願
い
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北
条
元
一
著

「
米
沢
藩
医
史
私
撰
」

著
者
は
昭
和
二
四
年
（
一
九
四
九
）
以
来
、
郷
里
の
山
形
県
米
沢
市
で

耳
鼻
科
を
開
業
す
る
医
師
で
あ
る
。
繁
忙
な
開
業
医
の
か
た
わ
ら
、
長

年
に
わ
た
り
上
杉
謙
信
以
来
の
由
緒
あ
る
米
沢
藩
の
医
史
を
研
究
し
て

い
る
。
昭
和
二
年
（
一
九
三
六
）
に
東
京
慈
恵
会
医
科
大
学
を
卒
業
後

軍
医
と
し
て
応
召
し
、
シ
ベ
リ
ア
抑
留
と
い
う
辛
酸
を
な
め
て
、
開
業

の
前
年
に
帰
国
し
た
。
今
年
八
八
歳
と
い
う
高
齢
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

豐
礫
と
し
て
の
執
筆
生
活
を
お
く
っ
て
い
る
篤
学
の
士
で
あ
る
。

本
書
は
一
九
九
二
年
に
す
で
に
発
行
さ
れ
て
い
る
。
本
来
な
ら
そ
の

期
に
本
欄
で
取
り
あ
げ
れ
て
し
か
る
べ
き
著
書
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
な

に
か
の
行
違
い
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
言
及
さ
れ
る
こ
と
な
く
今

日
ま
で
時
が
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
。
会
員
の
著
書
で
も
あ
り
、
本
書
以
外

に
米
沢
藩
の
医
史
を
あ
つ
か
っ
た
書
物
が
な
い
現
在
、
放
置
す
る
に
忍

び
な
く
新
刊
と
は
い
い
が
た
い
時
期
で
は
あ
る
が
あ
え
て
取
り
あ
げ
た

所
以
で
あ
る
。

米
沢
藩
と
い
え
ば
、
だ
れ
も
が
天
保
期
の
小
児
科
医
堀
内
素
堂
を
思

い
浮
か
べ
る
に
ち
が
い
な
い
。
本
書
も
こ
の
素
堂
を
傑
出
し
た
医
師
と

で
↑
め
る
Ｏ

（
泉
彪
之
助
）

〔
平
凡
社
恥
〒
収
‐
剛
東
京
都
目
黒
区
碑
文
谷
五
’
一
六
’
一
九
、
電
話
○

三
’
五
七
二
一
’
一
二
三
四
、
平
成
十
年
五
月
、
四
六
判
、
二
九
六
頁
、

本
体
二
二
○
○
円
〕
。

し
て
家
系
に
も
つ
、
藩
医
堀
内
（
ほ
り
の
う
ち
）
氏
代
々
の
業
績
を
中
核

に
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
六
六
○
頁
と
い
う
こ
の
大
冊

は
五
五
章
に
わ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
医
師
と
し
て
の
初
代
忠
哲
か
ら
は

じ
ま
り
、
六
代
忠
亮
に
い
た
る
一
五
○
年
の
藺
方
医
家
堀
内
氏
の
歴
史

が
、
三
四
章
・
四
二
○
頁
に
お
よ
ん
で
お
り
、
全
冊
の
三
分
の
二
を
し

め
て
い
る
。

堀
内
氏
を
か
た
る
上
で
ぜ
ひ
と
も
取
り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
「
堀
内
文
書
」
で
あ
ろ
う
。
堀
内
氏
の
後
喬
で
あ
り
、
当
主
に
あ
た

る
堀
内
淳
一
家
に
つ
た
え
ら
れ
た
膨
大
な
文
書
を
整
理
・
解
読
し
た
の

が
「
堀
内
文
書
」
で
あ
る
。
当
時
の
小
川
鼎
三
日
本
医
史
学
会
理
事
長

を
中
心
に
し
て
文
部
省
科
学
研
究
費
に
よ
る
「
江
戸
時
代
後
半
の
蘭
方

医
術
の
発
展
に
関
す
る
研
究
班
」
が
結
成
さ
れ
、
こ
の
研
究
班
に
よ
っ

て
解
読
と
内
容
の
検
討
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
そ
の
成
果
は
「
日
本
医
史

学
雑
誌
』
一
六
巻
三
号
か
ら
一
二
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
て
い
た
の

で
、
お
お
く
の
会
員
の
目
に
ふ
れ
た
こ
と
と
思
う
。

本
書
に
お
い
て
も
こ
の
「
堀
内
文
書
」
を
史
料
と
し
て
縦
横
に
活
用

し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
も
れ
た
お
お
く
の
史
料
を
発
掘
し
て
追
加
し
、

そ
れ
に
も
と
づ
い
て
米
沢
藩
医
堀
内
氏
代
々
の
医
業
を
克
明
に
え
が
く

こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

な
か
で
も
そ
の
主
要
部
分
を
し
め
る
の
は
五
代
素
堂
堀
内
忠
竜
（
忠

寛
）
の
業
績
で
あ
る
。
素
堂
は
米
沢
藩
に
お
け
る
最
も
す
ぐ
れ
た
蘭
学
者

で
あ
っ
た
。
こ
の
藩
に
お
け
る
蘭
学
の
系
譜
は
堀
内
氏
を
中
心
と
し
て

興
隆
し
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
西
洋
小
児
科

医
書
を
最
初
に
和
訳
し
た
『
幼
幼
精
義
」
の
翻
訳
者
で
あ
り
、
歴
史
に

(134) 582


