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『
医
学
哲
学
は
な
ぜ
必
要
な
の
か
」

本
書
は
『
医
学
哲
学
は
な
ぜ
必
要
な
の
か
』
と
い
う
極
め
て
啓
発
的

な
題
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
総
括
的
な
医
学
哲
学
論
、
あ
る
い
は
、

医
学
哲
学
の
必
要
性
と
い
う
テ
ー
マ
に
絞
っ
て
新
た
に
書
き
下
ろ
さ
れ

た
も
の
で
は
な
い
。

本
書
は
、
一
九
八
六
年
よ
り
十
年
近
く
に
わ
た
っ
て
日
本
医
学
哲
学

倫
理
学
会
の
会
長
を
つ
と
め
て
こ
ら
れ
た
岩
手
医
科
大
学
石
渡
隆
司
教

授
の
退
官
を
機
会
に
編
ま
れ
た
著
作
集
で
あ
り
、
著
者
自
身
の
言
葉
を

借
り
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
「
各
種
の
雑
誌
や
年
報
等
に
書
い
て
き
た
く
医

学
と
哲
学
の
接
点
〉
に
関
す
る
小
論
の
う
ち
、
現
に
市
販
さ
れ
て
い
る

書
物
や
、
専
門
の
学
会
誌
等
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
を
除
い
た
論
槁
の
な

か
か
ら
、
比
較
的
一
般
読
者
の
関
心
に
も
応
え
ら
れ
そ
う
な
も
の
を
選

ん
で
一
本
に
纏
め
た
も
の
で
あ
る
」
。

著
者
の
医
学
哲
学
論
を
評
す
る
こ
と
な
ど
浅
学
の
紹
介
者
に
は
で
き

よ
う
は
ず
も
な
く
、
書
評
と
聞
い
て
し
ば
ら
く
蹟
路
し
た
の
だ
が
、
本

書
自
体
、
そ
う
し
た
対
象
と
し
て
は
編
ま
れ
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
医
史
学
に
関
心
の
あ
る
方
々
、
医
療
の
現
場
に
携
わ
っ
て
い
ら

っ
し
ゃ
る
方
々
に
も
興
味
深
い
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
こ
で
は
『
医
史
学
雑
誌
』
の
読
者
に
向
け
て
の
内
容
の
紹
介
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司
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を
中
心
に
、
些
か
の
読
後
感
を
加
え
て
い
き
た
い
。

本
書
は
三
部
に
分
け
て
構
成
さ
れ
、
医
学
と
哲
学
の
さ
ま
ざ
ま
な
形

で
の
相
互
関
連
を
読
者
に
紹
介
し
、
「
医
学
哲
学
と
は
何
か
。
な
ぜ
必

要
な
の
か
」
と
い
う
問
い
か
け
を
自
ら
に
、
あ
る
い
は
、
医
学
概
論
、

哲
学
、
医
療
人
間
学
を
履
修
す
る
医
学
生
た
ち
に
向
か
っ
て
真
筆
に
求

め
続
け
て
こ
ら
れ
た
著
者
の
歩
み
を
部
分
的
に
概
観
で
き
る
よ
う
な
構

成
に
な
っ
て
い
る
。

著
者
に
よ
れ
ば
、
「
医
学
哲
学
と
は
、
医
学
の
理
論
や
実
践
に
見
ら

れ
る
基
本
的
構
図
の
批
判
的
吟
味
」
で
あ
る
。
今
日
に
お
い
て
、
科
学

哲
学
は
科
学
史
と
の
密
接
な
相
互
浸
透
と
、
ア
ク
チ
ュ
ァ
リ
テ
ィ
ヘ
の

問
い
を
無
視
し
て
は
成
り
立
ち
え
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
医
学
哲

学
を
扱
う
本
書
に
も
、
同
様
の
意
識
が
窺
わ
れ
る
。

ま
ず
、
第
一
部
「
医
学
史
か
ら
医
学
の
哲
学
へ
」
に
は
、
著
者
が
特

に
専
門
と
さ
れ
る
ギ
リ
シ
ャ
、
ロ
ー
マ
時
代
の
医
学
・
医
療
に
関
す
る

論
稿
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
常
に
、
医
療
観
、
自
然
観
と

い
っ
た
哲
学
的
側
面
と
の
関
連
が
問
い
か
け
ら
れ
、
深
み
の
あ
る
記
述

が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

「
医
学
の
哲
学
は
可
能
か
」
と
題
さ
れ
た
第
二
部
に
は
、
現
代
医
学

の
批
判
的
吟
味
を
濃
厚
に
織
り
込
ん
だ
論
稿
が
八
本
纏
め
ら
れ
て
い

る
。
「
正
常
と
病
理
の
問
」
「
医
学
の
哲
学
は
可
能
か
」
「
慢
性
疾
患
と

医
療
の
限
界
」
で
は
、
フ
ー
コ
ー
、
カ
ン
ギ
レ
ム
、
ブ
ー
ル
ス
の
論
を

援
用
し
つ
つ
、
「
現
代
医
学
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
批
判
が
展
開
さ
れ
て
い

る
。
「
死
の
イ
メ
ー
ジ
の
変
遷
に
見
る
医
学
と
哲
学
の
接
点
と
乖
離
」

で
は
、
著
者
の
言
う
「
語
ら
れ
た
死
」
、
な
い
し
は
、
「
記
録
さ
れ
た
死
」
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か
ら
見
た
死
の
イ
メ
ー
ジ
の
変
遷
が
、
古
代
か
ら
現
代
を
傭
撤
す
る
視

角
で
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
現
代
医
学
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
あ
る

い
は
「
近
代
に
お
け
る
死
の
イ
メ
ー
ジ
」
を
規
定
し
た
と
さ
れ
る
一
七

’
一
九
世
紀
に
至
る
部
分
の
医
学
史
記
述
は
、
紙
幅
も
狭
く
不
十
分
な

も
の
に
感
じ
ら
れ
、
物
足
り
な
さ
を
覚
え
た
。

「
健
全
と
不
健
全
」
で
は
、
ユ
ベ
リ
ー
ナ
ス
の
「
健
全
な
精
神
は
健
全

な
身
体
に
宿
る
」
と
い
う
語
が
、
原
典
に
基
づ
き
厳
密
な
再
吟
味
に
か

け
ら
れ
、
時
と
す
る
と
「
評
価
者
の
帰
属
す
る
体
制
に
順
応
す
る
こ
と

だ
け
が
「
健
全
」
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
」
、
人
格

の
全
体
の
評
価
に
関
わ
り
が
ち
な
「
健
全
」
と
い
う
語
の
思
想
性
に
対

す
る
鋭
い
警
鐘
が
鳴
ら
さ
れ
て
い
る
。

「
近
代
科
学
の
揺
藍
期
に
お
け
る
医
学
の
一
側
面
」
で
は
、
こ
れ
ま

で
、
医
化
学
者
と
し
て
の
側
面
か
ら
研
究
さ
れ
て
き
た
ョ
ハ
ン
・
ョ
ア

ヒ
ム
・
ベ
ッ
ヒ
ャ
ー
の
多
面
的
な
活
動
が
紹
介
さ
れ
て
い
て
、
興
味
深

く
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
た
。

第
三
部
は
、
「
医
学
哲
学
小
論
翻
訳
」
と
し
て
、
い
ず
れ
も
重
要
な
五

つ
の
論
文
の
翻
訳
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。
順
不
同
で
紹
介
し
た
い
。
ま

ず
、
ガ
レ
ノ
ス
の
「
最
良
の
医
師
は
哲
学
者
で
も
あ
る
こ
と
に
つ
い

て
」
。
こ
な
れ
た
日
本
語
で
、
こ
う
し
た
重
要
な
著
作
を
読
む
こ
と
が

で
き
る
こ
と
を
、
改
め
て
石
渡
氏
と
小
林
晶
子
氏
に
感
謝
し
た
い
。

他
に
、
岩
手
医
大
で
教
鞭
を
と
ら
れ
た
故
パ
オ
ロ
・
ベ
ル
ナ
ル
デ
ィ

教
授
の
論
槁
が
二
本
と
、
オ
ラ
ン
ダ
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
若
手
医
学
倫
理

学
者
の
小
論
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
本
ず
つ
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
残
念
な
の

は
、
こ
う
し
た
翻
訳
の
元
論
文
の
書
誌
的
デ
ー
タ
が
載
せ
ら
れ
て
い
な

い
こ
と
だ
が
、
編
集
者
に
問
い
合
わ
せ
て
み
た
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
も
講

演
原
稿
で
あ
り
、
こ
れ
を
直
接
、
石
渡
教
授
が
和
訳
さ
れ
た
と
の
こ
と

で
あ
る
。
ま
た
、
本
書
初
版
第
一
刷
り
に
は
誤
植
が
散
見
さ
れ
る
が
、
こ

れ
も
第
二
刷
り
で
は
、
大
幅
に
訂
正
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
著
者
は
「
あ
と
が
き
」
で
、
「
私
の
問
題
意
識
の
中
心

に
あ
っ
た
も
の
は
、
・
・
・
パ
ラ
ダ
イ
ム
論
に
関
わ
る
問
題
で
あ
っ
た
」

と
し
て
い
る
。
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、
著
者
も
書
い
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、

ト
マ
ス
・
ク
ー
ン
が
一
九
六
二
年
に
『
科
学
革
命
の
構
造
」
で
提
起
し

た
概
念
だ
が
、
主
と
し
て
科
学
哲
学
者
た
ち
か
ら
、
そ
の
概
念
規
定
の

暖
昧
さ
を
追
及
さ
れ
、
一
九
六
九
年
に
ク
ー
ン
自
身
が
撤
回
を
宣
言
し

た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
科
学
史
家
は
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
い
う
語
を

使
用
し
て
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
非
常
に
慎
重
な
態
度
を
と
る
こ
と
が

多
く
な
っ
て
い
る
。

本
書
に
収
め
ら
れ
た
論
文
は
、
い
ず
れ
も
短
く
、
著
者
の
パ
ラ
ダ
イ

ム
概
念
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
著
者
は
、
「
他
の
理
論

体
系
と
の
共
存
を
受
け
入
れ
な
い
完
結
的
な
理
論
的
枠
組
み
（
一
五
二

頁
こ
を
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
と
い
う
語
で
示
し
て
お
ら
れ
る
の
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
と
も
、
ク
ー
ン
の
最
初
の
定
義
に
し
た
が
っ
て
、
「
心
身
の
理

解
に
関
し
て
精
神
と
身
体
に
二
分
化
し
た
（
二
四
九
頁
匡
デ
カ
ル
ト

の
「
業
績
」
を
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
と
表
現
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

も
し
、
前
者
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
医
学
も
共
存
不
可
能
な
理
論
体
系

ど
う
し
の
「
革
命
」
的
な
転
換
に
よ
っ
て
展
開
し
て
き
た
こ
と
に
な
る

が
、
紹
介
者
に
は
、
医
学
の
歴
史
は
、
よ
り
蓄
積
的
要
素
の
強
い
も
の

に
思
わ
れ
、
こ
の
主
張
に
与
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
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「
結
核
Ｉ
日
本
近
代
史
の
裏
側
』

我
が
国
の
結
核
患
者
の
新
発
生
数
も
罹
患
率
（
人
口
一
○
万
あ
た
り
の

年
間
新
発
生
患
者
数
）
も
、
最
近
減
少
速
度
が
鈍
化
し
て
き
た
と
は
い

え
、
と
も
か
く
減
少
し
続
け
て
き
た
。
し
か
し
、
一
九
九
七
、
九
八
、

九
九
年
の
三
年
連
続
し
て
増
加
に
転
じ
、
学
校
・
病
院
・
高
齢
者
施
設
．

事
業
所
な
ど
で
結
核
の
集
団
感
染
・
集
団
発
生
が
頻
発
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
状
況
の
も
と
、
厚
生
省
は
一
九
九
九
年
七
月
「
結
核
非
常
事

態
宣
言
」
を
発
表
し
、
国
民
全
般
お
よ
び
関
係
諸
団
体
に
「
結
核
の
問

題
を
再
認
識
し
、
対
策
の
推
進
に
取
り
組
む
よ
う
」
要
請
し
た
。
こ
の

よ
う
に
「
結
核
の
再
興
」
が
論
議
さ
れ
て
い
る
と
き
、
小
松
良
夫
氏
に

よ
っ
て
『
結
核
Ｉ
日
本
近
代
史
の
裏
側
』
が
出
版
さ
れ
た
。
時
宜
を

得
た
出
版
で
あ
り
、
広
く
読
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

副
題
の
『
日
本
近
代
史
の
裏
側
」
に
こ
め
ら
れ
た
小
松
氏
の
意
企
あ

売
上
０

以
上
、
不
十
分
な
が
ら
紹
介
と
、
感
想
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い

提
Ｌ
ｏ

（
月
澤
美
代
子
）

〔
時
空
出
版
、
東
京
都
文
京
区
小
石
川
四
’
一
八
’
三
、
電
話
○
三
’
三

八
一
二
’
五
三
一
三
、
二
○
○
○
年
三
月
二
八
日
発
行
、
菊
判
、
二
五

二
頁
、
定
価
三
四
○
○
円
〕

小
松
良
夫
著

る
い
は
心
情
は
、
小
松
氏
の
自
序
に
よ
っ
て
明
確
に
知
る
こ
と
が
で
き

る
。
「
明
治
新
政
府
が
樹
立
さ
れ
た
の
は
一
八
六
八
年
で
、
一
三
○
年
あ

ま
り
が
経
っ
て
い
る
。
こ
の
間
、
二
つ
の
大
き
な
出
来
事
が
あ
っ
た
。

一
つ
は
『
戦
争
」
で
、
一
つ
は
「
結
核
」
で
あ
る
」
と
言
い
切
る
小
松

氏
の
言
葉
は
鮮
烈
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
も
「
結
核
は
社
会
病
で
あ

る
」
と
か
「
結
核
は
資
本
主
義
を
象
徴
す
る
病
気
で
あ
る
」
な
ど
の
表

現
は
、
半
ば
決
ま
り
文
句
の
よ
う
に
多
く
の
人
に
よ
っ
て
使
わ
れ
て
き

た
が
、
明
治
以
降
一
三
○
年
の
日
本
近
代
史
を
「
戦
争
」
と
「
結
核
」

と
い
う
二
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
裁
断
し
た
の
は
小
松
氏
を
も
っ
て
噴
矢

と
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
小
松
氏
の
史
観
は
、
殆
ど
独
力
で
収
集
さ
れ

た
学
術
書
か
ら
啓
蒙
用
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・
患
者
の
病
床
記
に
い
た
る
豊

富
な
資
料
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
他
方
、
「
若
い
人
々
が
逝
く

な
り
、
傷
つ
き
、
人
生
を
大
き
く
変
え
て
し
ま
う
」
原
因
と
な
っ
た

「
戦
争
」
と
「
結
核
」
に
対
す
る
激
し
い
怒
り
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。
「
戦
争
」
と
「
結
核
」
に
よ
っ
て
生
命
を
奪
わ
れ
た
若
者
た
ち

へ
の
哀
惜
の
念
は
、
御
次
男
を
失
わ
れ
た
小
松
氏
の
鎮
魂
の
情
と
結
び

つ
い
て
、
こ
の
著
書
に
結
晶
し
た
と
拝
察
で
き
る
。

経
済
的
先
進
諸
国
の
う
ち
で
、
第
一
次
ま
た
は
第
二
次
世
界
大
戦
後

減
少
し
続
け
て
き
た
結
核
が
再
び
増
加
し
始
め
、
「
結
核
の
再
興
」
を

経
験
し
た
の
は
日
本
が
最
初
で
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
も
一
九

八
五
年
か
ら
結
核
罹
患
率
の
逆
転
・
再
上
昇
が
み
ら
れ
た
。
ア
メ
リ
カ

の
場
合
、
責
任
行
政
組
織
で
あ
る
Ｃ
Ｄ
Ｃ
が
「
結
核
再
興
の
最
大
の
原

因
は
、
結
核
問
題
の
軽
視
か
ら
く
る
予
算
の
削
減
と
そ
れ
に
伴
う
公
衆

衛
生
下
部
組
織
の
崩
壊
で
あ
る
」
と
率
直
な
自
己
批
判
を
行
い
、
結
核


