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特集号（1999)

一
九
九
九
年
四
月
に
行
わ
れ
た
医
学
会
総
会
で
は
、
展
示
会
に
予
想
を
超
え
る
大
勢
の
市
民
の
参
加
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
市
民
が
健
康
に

強
い
関
心
を
持
ち
、
同
時
に
医
学

・
医
療
を
身
近
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
時
代
に
な

っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
に
他
な
ら
な
い
。

ま
た
、
人
々
が
健
康
・
病
気
に
日
常
か
ら
強
い
関
心
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、
各
地
で
健
康
展
や
健
康
教
育
が
行
わ
れ
る
と
、
多
く
の
人

日
本
解
剖
学
会
百
周
年
の
と
き
の
人
体
の
世
界
展
で
、
約
一
月
間
で
六

O
万
人
余
の
人
々
が
集
ま
つ
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が
集
ま
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
事
実
、

た。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
健
康
へ
の
関
心
の
高
ま
り
が
あ
る
の
、
だ
ろ
う
。

一
つ
は
、
健
康
不
安
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
医
療
問
題
は
自
ら
の
健
康
は
自
分
で
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
不
安
が
あ
る
。

ま
た
現
代
医
学
に
お
い
て
は
、
臓
器
移
植
、
遺
伝
子
治
療
な
ど
先
端
医
療
の
研
究
の
在
り
方
や
倫
理
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
昨
今
の
医

学
の
急
速
な
発
展
が
、
誰
に
と
っ
て
も
身
近
で
あ
る
医
療
・
医
学
の
将
来
に
つ

い
て
不
安
を
抱
か
せ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
イ
ン

フ
ォ
ー
ム
ド

コ
ン
セ
ン
ト
、
医
療
者
と
市
民
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
円
滑
化
、

カ
ル
テ
の
開
示
な
ど
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、

医

療
関
係
者
の
聞
に
も
う
ま
く
実
践
す
る
規
範
が
な
い
。
医
療
の
現
場
の
試
行
錯
誤
が
繰
り
返
さ
れ
、
混
乱
が
み
ら
れ
る
の
が
実
状
で
あ
る
。

57 

こ
う
し
た
市
民
や
社
会
的
要
望
に
対
処
す
る
た
め
の
一
つ
の
手
段
と
し
て
医
学
史
・医
療
文
化
博
物
館
設
立
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
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い
わ
ゆ
る
展
示
物
を
工
夫
し
て
興
味
あ
る
も
の
に
す
る
と
同
時
に
、
常
設
展
で
は
絶
え
ず
出
し
物
を
替
え
る
、
健
康
デ
ズ
ニ

1
ラ
ン
ド
（
仮
称
）

を
作
る
こ
と
で
、
市
民
が
楽
し
み
な
が
ら
健
康
教
育
が
で
き
る
の
に
役
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
我
々
の
求
め
て
い
る
医
学
史
・
医
療
文
化
博
物
館
の
役
割
は
た
ん
に
上
記
の
要
望
に
応
え
る
だ
け
で
な
い
。
む
し
ろ
、
以
下
の

特集号 (1999)

問
題
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
。

第
一
は
、
現
代
の
医
療
制
度
で
は
医
療
経
済
の
行
き
詰
ま
り
と
現
状
の
医
療
制
度
の
矛
盾
に
よ
る
破
綻
が
、
そ
う
遠
く
な
い
日
に
露
わ
に

な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
医
療
経
済
の
建
て
直
し
は
、
国
家
的
な
問
題
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
の
解
決
に
は
個
人
的
な
意
識
問
題
を
抜
き

に
対
応
で
き
な
い
。
長
野
県
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
個
人
の
保
健
行
動
が
医
療
経
済
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
医

療
行
動
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
調
べ
、
全
国
的
に
普
及
さ
せ
、
健
康
獲
得
の
意
欲
を
高
め
る
組
織
の
中
核
と
な
る
専
門
の
機
関
は
、
い
ま
N
H
K
な

ど
マ
ス
コ
ミ
な
ど
に
依
存
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
一
過
性
で
あ
る
。
そ
れ
を
継
続
的
に
、
組
織
的
に
活
用
す
る
機
関
と
し
て
役
立
つ
医
学
・
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医
療
博
物
館
が
必
要
で
あ
る
。

第
二
は
、
諸
外
国
で
は
国
立
あ
る
い
は
私
立
の
医
療
博
物
館
や
医
史
学
研
究
所
が
あ
り
、
上
述
の
活
動
を
す
る
た
め
の
人
材
の
養
成
、
資

料
の
保
存
活
用
が
行
わ
れ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ツ
等
で
は
、
そ
こ
の
研
究
者
が
政
府
機
関
に
助
言
し
、
健
康
政
策
の
決

定
、
実
施
に
参
加
し
て
効
果
を
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
わ
が
国
で
は
、
こ
う
し
た
医
療
の
諸
問
題
や
健
康
意
識
の
普
及
に
対
し
て
、
個
人

的
に
研
究
活
動
を
し
て
い
る
人
が
い
る
が
、
結
集
し
た
力
に
な
っ
て
い
な
い
。
大
学
な
ど
研
究
機
関
が
行
政
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
て
組
織
的
に

対
応
す
る
中
核
機
関
が
な
い
。
ま
た
専
門
家
を
養
成
す
る
機
関
が
な
い
。

第
三
は
、
日
本
で
は
、
医
療
者
が
専
門
知
識
に
偏
り
が
ち
で
あ
る
こ
と
が
批
判
さ
れ
、
人
間
味
に
あ
ふ
れ
た
医
療
人
が
求
め
ら
れ
て
い
る

が
、
現
在
の
医
学

・
看
護
教
育
に
お
い
て
は
、
と
く
に
文
部
省
が

一
般
教
育
の
大
綱
化
を
実
施
し
た
後
で
は
、
国
家
試
験
を
目
指
し
た
専
門

科
目
以
外
の

一
般
教
育
や
医
療
文
化
、
医
療
社
会
学
、
医
療
経
済
学
、
医
療
知
識
の
市
民
へ
の
普
及
の
た
め
の
教
育
が
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て

い
な
い
。
行
う
こ
と
が
難
し
い
状
況
に
あ
る
。
そ
れ
は
こ
う
し
た
教
育
を
行
う
専
門
教
員
を
大
学
に
置
く
余
裕
が
な
い
こ
と
も
大
き
な
原
因



の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
こ
で
医
学
史

・
医
療
文
化
博
物
館
に
大
学
院
レ
ベ
ル
の
教
員
養
成
コ

l
ス
を
置
き
、
そ
こ
で
教
育
さ
れ
た
人
、
研
究

に
た
ず
さ
わ
る
人
々
が
上
記
の
教
育
や
市
民
の
健
康
普
及
教
育
の
中
心
に
な
っ
て
活
躍
す
る
。

第
四
は
、
明
治
維
新
直
後
、
西
洋
医
学
を
本
格
的
に
受
容
し
て
か
ら
、
先
人
は
た
え
ず
西
欧
に
追
い
つ
こ
う
と
つ
と
め
、
戦
前
は
ド
イ
ツ

の
医
療
、
医
学
を
追
い
求
め
、
戦
後
は
ア
メ
リ
カ
の
動
向
を
追
い
か
け
て
き
た
。
そ
の
た
め
に
日
本
の
医
学

・
医
療
を
原
点
か
ら
見
据
え
る

こ
と
な
く
、
未
来
を
論
じ
て
き
た
。
し
か
し
、
現
代
の
よ
う
に
、
医
学
は
急
速
に
進
歩
し
て
、
生
殖
医
療
や
臓
器
移
植
の
よ
う
に
、
人
類
が

特集号（1999)

直
面
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
問
題
が
出
て
き
た
。
そ
れ
を
前
に
混
乱
が
生
じ
て
い
る
。
進
む
べ
き
道
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
医
の
原

点
に
立
ち
戻
っ
て
歴
史
を
振
り
返
り
、
指
針
を
探
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

第
五
は
、
歴
史
の
重
要
性
は
認
め
て
も
、
実
状
は
医
療

・
医
学
の
資
料
の
活
用
が
十
分
に
行
え
な
い
状
況
に
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
医
療
文

化
資
料
の
収
集
は
個
人
の
趣
味
と
見
な
さ
れ
、
組
織
的
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
収
集
し
た
個
人
が
な
ん
ら
か
の
理
由
で
資
料

を
手
放
す
と
、
四
散
す
る
と
い
う
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
。
医
療
文
化
資
料
は
、
わ
れ
わ
れ
現
代
人
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
未
来
に
生

き
る
人
た
ち
の
た
め
の
遺
産
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
保
存
し
て
、
受
け
渡
し
て
い
か
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
人
が
残
し
た
医
療
文
化
・

医
学

日本医史学雑誌

資
料
を
保
存
、
整
理
す
る
医
学
博
物
館
を
設
立
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

第
六
は
、
医
学

・
医
療
文
化
資
料
を
管
理
す
る
た
め
の
専
門
の
学
芸
員
の
養
成
が
日
本
で
は
全
く
行
わ
れ
て
い
な
い
。
専
門
性
の
高
い
資

料
で
あ
る
た
め
に
、

一
般
の
学
芸
員
の
片
手
間
で
行
え
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
資
料
を
扱
え
る
専
門
学
芸
員
の
養
成
が
必
要
で
あ
る

が
、
そ
れ
を
医
学
史

・
医
療
博
物
館
で
行
う
。

第
七
は
、
現
在
の
日
本
の
医
学

・
医
療
関
係
資
料
の
実
状
調
査
を
行
っ
た
が
、
貴
重
な
資
料
を
保
存
し
て
い
る
博
物
館
、
資
料
館
が
危
機

的
な
状
況
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
た
く
さ
ん
の
医
療
文
化
資
料
を
保
存
し
て
い
る
医
学
文
化
館
が
経
営
困
難
と
な
り
、
二

年
前
か
ら
閉
館
し
て
い
る
。
ま
た
、
旧
陸
軍
軍
医
関
係
の
資
料
を
保
存
し
て
い
る
自
衛
隊
の
資
料
館
は
予
算
削
減
の
た
め
に
、
近
い
将
来
、

59 

そ
れ
ら
の
資
料
が
ど
う
な
る
か
分
か
ら
な
い
状
況
に
あ
る
。
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ま
た
、
明
治
以
後
の
日
本
の
医
学
の
発
展
を
即
座
に
理
解
さ
せ
る
の
に
、
医
科
機
械
が
役
立
つ
が
、

そ
れ
を
収
集
展
示
し
た
資
料
館
が
十

分
な
予
算
が
な
い
た
め
に
、
逼
塞
し
た
状
況
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
多
く
の
資
料
館
が
維
持
管
理
が
危
機
に
瀕
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
資
料
を
救
い
、
現
在
の
医
療
福
祉
活
動
に
役
立
て
る
と
と
も
に
、
将
来
に
遺
産
と
し
て
残
す
た
め
に
医
学
史
・
医
療
博
物
館
の

設
立
は
急
務
で
あ
る
。

第
八
は
現
在
の
医
学

・
医
療
関
係
の
資
料
を
組
織
的
に
集
め
、
現
場
教
育
に
資
す
る
こ
と
で
あ
る
。
現
在
、
全
国
の
医
療
機
関
の
レ
ベ
ル

が
均

一
で
な
い
。
全
国
の
医
療
の
レ
ベ
ル
を
標
準
化
す
る
た
め
に
現
任
教
育
な
ど
が
必
須
で
あ
る
。
そ
の
役
割
の
一
部
を
博
物
館
が
担
う
べ

特集号 (1999)

き
で
あ
る
。

第
九
は
、
現
状
を
知
る
た
め
に
現
代
の
資
料
を
分
析
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
組
織
的
に
行
う
こ
と
が
博
物
館
の
任
務
で
あ

る
。
現
在
は
研
究
者
の
悲
意
に
任
せ
、
そ
の
研
究
が
終
わ
れ
ば
標
本
類
は
放
置
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
も
将
来
も
貴
重
な
医
学
関
係
資
料
と
な

る
と
分
か
っ
て
い
て
も
、
組
織
的
に
保
存
す
る
と
こ
ろ
が
皆
無
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
収
蔵
す
る
博
物
館
が
必
要
で
あ
る
。

第
十
は
、
い
ま
医
学
図
書
館
の
収
蔵
能
力
の
限
界
か
ら
多
く
の
医
書
や
記
録
類
が
放
棄
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
記
録
類
を
保
管

し
て
い
る
と
こ
ろ
も
、
活
用
の
た
め
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
な
い
た
め
に
十
分
利
用
さ
れ
る
状
況
に
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
こ
う
し
た
資
料
を
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保
管
し
て
、
活
用
す
る
た
め
の
専
門
機
関
の
設
立
が
急
務
で
あ
る
。

第
十
一
は
、
現
在
、
医
学
教
育
の
中
で
、
医
の
倫
理
、
歴
史
の
専
門
家
の
養
成
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し
か
し
、
こ

れ
か
ら
は
哲
学
や
歴
史
学
な
ど
の
片
手
間
で
な
く
、
医
療
専
門
の
倫
理
学
、
歴
史
を
研
究
で
き
る
環
境
を
作
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

以
上
の
他
に
、
医
学
医
療
博
物
館
を
必
要
と
す
る
理
由
が
あ
る
が
、
医
学
史

・
医
療
博
物
館
の
設
立
は
日
本
の
国
民
の
健
康
を
守
り
、
医

療
の
健
全
な
発
展
を
望
む
立
場
か
ら
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
医
療
文
化
史
博
物
館
を
建
設
し
て
、
健
全
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
は
内
需
拡
大

に
も
つ
な
が
る
こ
と
で
あ
る
。



医
学
博
物
館
構
想

設
立
目
的

医
学
史
・
医
療
文
化
資
料
を
収
集
し
、
管
理
、
保
管
し
て
、
広
く
市
民
に
活
用
で
き
る
活
動
を
行
い
、
日
本
の
医
学
医
療
関
係
者
の
み
な
ら

一
般
市
民
の
健
康
教
育
に
寄
与
し
、
医
学

・
医
療
の
健
全
な
発
展
を
助
げ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

ず形
態

特集号 (1999)

国
立
民
族
博
物
館
、
国
立
歴
史
民
族
博
物
館
と
同
様
な
国
立
大
学
共
同
利
用
機
関
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
現
在
の
財
政
状
況
で
は
望

む
べ
く
も
な
い
の
で
、
半
ば
公
的
な
機
関
と
し
て
の
博
物
館
で
あ
る
こ
と
を
望
む
が
、
こ
れ
が
ど
う
い
う
も
の
が
よ
い
か
、
ど
う
し
た
ら
実

現
可
能
か
は
最
重
要
な
研
究
課
題
で
あ
る
。
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運
営

・
組
織

研
究
部
門

管
理
部
門

医
学
研
究
情
報
セ
ン
タ
ー

（
展
示
部
門
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
よ
る
情
報
収
集

・
管
理
発
信
基
地
）

建
物
及
び
敷
地

建
物

一
展
示
館
、
講
堂
、
図
書
館
、
倉
庫
、
研
究
棟
、
（
実
験
動
物
施
設
）
、
管
理
棟
、
外
来
研
究
者
な
ら
び
に
長
期
滞
在
研
究
者
の
た
め
の

宿
舎
、
厚
生
施
設

敷
地
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