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杉
田
暉
通

今
日
の
医
学
は
分
析
的
な
思
考
方
法
に
よ
る
治
療
が
主
流
を
占
め
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
煩
悩
と
疾
病
と
の
関
連
に
つ
い
て
の

研
究
は
極
め
て
少
な
い
。
こ
の
観
点
か
ら
演
者
は
中
国
の
天
台
大
師
智

例
会
記
録
一

六
月
例
会
平
成
十
五
年
六
月
二
十
八
日

順
天
堂
大
学
九
号
館
二
階
八
番
教
室

一
、
「
医
学
館
に
お
け
る
医
学
考
試
に
つ
い
て
」

戸
出
一
郎

一
、
「
『
本
草
品
彙
精
要
」
ロ
ー
マ
本
・
大
塚
本
・
ベ
ル
リ
ン
本
の
成
立

関
係
」

真
柳
誠

七
月
、
八
月
休
会

夫
恭
龍
記
事
糸
弗
弗
糸
悲
滞
夫
詣
珠
劣
茨
弗
弗
恭
悲
滞
劣
倒
滞

例
会
抄
録

天
台
大
師
の
医
学

と
く
に
十
乗
観
法
に
つ
い
て

顎
（
五
三
八
’
五
九
七
）
に
よ
っ
て
撰
述
さ
れ
、
仏
教
史
上
最
高
の
座

禅
作
法
の
害
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
『
摩
訶
止
観
」
の
第
七
章
第
三

節
「
病
患
を
観
ぜ
よ
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
、
「
止
観
（
十
乗
観
法
）
を

修
せ
」
に
注
目
し
、
以
下
述
べ
る
検
討
を
行
っ
た
。
と
こ
ろ
で
こ
こ
に

説
か
れ
て
い
る
要
点
は
、
修
行
を
行
っ
て
い
る
と
き
に
疾
病
に
か
か
る

の
は
、
煩
悩
が
わ
ざ
わ
い
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
し
、
し
た
が
っ
て

こ
れ
を
徹
底
的
に
除
去
す
る
方
法
を
説
い
て
い
る
。

そ
れ
で
は
本
法
に
つ
い
て
概
説
し
よ
う
。
先
ず
心
の
状
態
を
陰
入
界

境
、
煩
悩
境
、
病
患
境
、
業
相
境
…
…
菩
薩
境
と
十
境
に
分
け
、
そ
れ

ぞ
れ
の
心
境
に
お
い
て
、
一
、
観
不
思
議
境
二
、
起
慈
悲
心
三
、

安
心
四
、
破
法
遍
五
、
識
通
塞
六
、
道
品
調
達
七
、
助
道
八
、

知
次
位
九
、
安
忍
十
、
無
法
愛
の
十
種
類
の
観
察
法
を
行
う
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
病
患
境
の
十
乗
観
法
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

先
ず
「
観
不
思
議
境
」
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
人
生
は
刻
々
と
変
化
し

て
一
刻
も
固
定
し
て
い
な
い
。
こ
れ
を
素
直
に
受
入
れ
て
観
察
で
き
れ

ば
、
清
浄
な
悟
り
の
世
界
に
到
達
で
き
、
疾
病
も
治
る
と
説
い
た
。

『
起
慈
悲
心
」
と
は
、
十
乗
観
法
の
中
で
は
特
異
な
章
で
、
看
護
の
心

得
を
説
い
て
い
る
。
そ
の
方
法
に
は
一
、
空
観
に
よ
る
方
法
二
、
仮

の
観
に
よ
る
方
法
三
、
中
道
観
に
よ
る
方
法
が
あ
る
。
一
、
空
観
に

よ
る
方
法
と
は
、
体
の
健
康
状
態
は
良
い
と
き
も
あ
り
、
悪
い
と
き
も

あ
っ
て
常
に
変
動
す
る
か
ら
、
疾
病
に
か
か
っ
て
も
そ
れ
が
ほ
ん
と
う

の
疾
病
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
気
に
し
な
い
で
素
直
に
疾
病
を

受
入
れ
て
静
か
な
気
持
ち
で
療
養
す
る
よ
う
に
、
看
護
人
は
仮
に
子
供

と
同
じ
疾
病
に
か
か
っ
た
親
が
子
供
に
さ
と
す
よ
う
に
、
患
者
に
上
手
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に
説
く
こ
と
を
さ
し
、
二
、
仮
の
観
に
よ
る
方
法
と
は
、
患
者
の
疾
病

は
ほ
ん
と
う
の
疾
病
で
は
な
く
、
煩
悩
を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
そ
れ

に
わ
ざ
わ
い
さ
れ
て
疾
病
に
か
か
っ
た
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
と
考
え
、
早
く
煩
悩
を
取
り
去
っ
て
清
い
心
で
療
養
す
る
よ
う

に
、
看
護
人
は
仮
に
子
供
と
同
じ
疾
病
に
か
か
っ
た
親
が
子
供
に
さ
と

す
よ
う
に
、
患
者
に
上
手
に
説
く
こ
と
を
さ
し
、
三
、
中
道
観
に
よ
る

方
法
と
は
、
煩
悩
の
根
元
を
取
り
去
り
、
清
い
心
で
疾
病
の
実
体
を
観

察
し
、
素
直
に
疾
病
を
受
入
れ
、
悟
り
の
境
地
を
体
得
す
れ
ば
疾
病
は

治
る
と
い
う
こ
と
を
、
看
護
人
は
仮
に
子
供
と
同
じ
疾
病
に
か
か
っ
た

親
が
子
供
に
さ
と
す
よ
う
に
、
患
者
に
上
手
に
説
く
こ
と
を
さ
す
の
で

あ
る
。
さ
て
現
在
医
療
お
よ
び
看
護
の
あ
り
方
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
と

論
議
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
説
い
て
い
る
内
容
は
こ
の
問
題
に
つ
い

て
十
分
に
適
確
な
答
え
を
し
め
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

「
安
心
』
と
は
修
行
を
し
て
い
て
疾
病
に
か
か
っ
た
と
き
体
を
リ
ラ

ッ
ク
ス
し
て
身
体
を
正
し
く
保
ち
、
心
を
安
定
さ
せ
て
清
い
心
で
疾
病

を
観
察
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
疾
病
は
直
ち
に
治
る
こ
と
を
い
う
。
こ

の
方
法
で
疾
病
が
治
ら
な
い
と
き
は
、
「
破
法
遍
」
の
方
法
で
観
察
を

行
う
。
こ
れ
に
は
従
仮
入
空
観
、
従
空
入
仮
観
、
中
道
正
観
の
三
種
類

の
方
法
が
あ
る
。
従
仮
入
空
観
と
は
、
感
冒
を
例
に
と
っ
て
説
明
す
る

と
、
感
冒
の
症
状
に
は
多
く
の
種
類
が
あ
り
、
現
わ
れ
る
時
期
に
も
バ

ラ
ツ
キ
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
正
し
く
観
察
し
て
認
識
す
る
こ
と
を
仏
教

的
に
は
仮
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
症
状
に
は
種
類
が
多
く
、
変
動
を
示

し
固
定
し
て
い
な
い
が
、
症
状
そ
の
も
の
は
存
在
す
る
。
こ
れ
を
認
識

す
る
こ
と
を
仏
教
的
に
は
空
と
い
う
。
す
な
わ
ち
仮
か
ら
空
の
認
識
に

入
る
か
ら
、
従
仮
入
空
観
で
あ
る
。
従
空
入
仮
観
と
は
感
冒
に
か
か
る

と
症
状
が
現
わ
れ
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
を
仏
教
的
に
空
と
い
い
、

そ
の
症
状
に
は
多
く
の
種
類
が
あ
り
、
出
現
の
時
期
も
一
定
し
な
い
こ

と
を
認
識
す
る
こ
と
を
、
仏
教
的
に
は
仮
と
い
う
。
す
な
わ
ち
感
冒
で

は
症
状
が
出
現
す
る
と
い
う
空
の
認
識
か
ら
仮
の
認
識
に
入
る
か
ら
従

空
入
仮
観
で
あ
る
。
こ
の
思
想
は
、
疾
病
を
診
断
す
る
の
に
症
状
と
疾

病
の
実
体
と
の
関
連
を
適
切
に
表
現
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
従
仮
入
空
観
は
症
状
か
ら
疾
病
の
実
体
を
把
握
す
る
方
法
で
あ

り
、
従
空
入
仮
観
は
実
体
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
症
状
を
詳
し
く
検

討
す
る
方
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
診
断
学
の
面
か
ら
み
て
極
め
て
有

用
な
観
察
方
法
で
あ
る
。
中
道
正
観
と
は
、
空
の
方
に
の
み
、
ま
た
は

仮
の
方
に
の
み
に
観
察
が
か
た
よ
ら
な
い
で
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
観

察
の
修
行
を
行
い
、
正
し
い
悟
り
を
得
て
病
気
も
恢
復
す
る
こ
と
を
さ

す
。

こ
れ
で
ま
だ
疾
病
が
ま
だ
治
ら
な
い
と
き
は
『
識
通
塞
』
を
説
き
、

こ
れ
で
も
効
果
が
な
い
と
き
は
『
道
品
調
達
」
を
説
く
の
で
あ
る
。
こ

れ
で
も
治
ら
な
い
と
き
は
「
助
道
』
の
方
法
を
行
う
。
こ
れ
は
該
当
の

僧
は
知
能
々
力
が
正
常
よ
り
劣
っ
て
い
る
の
で
、
今
ま
で
の
修
行
に
別

の
修
行
を
加
え
て
観
察
の
修
行
を
行
う
方
法
で
あ
る
。
か
く
し
て
疾
病

の
治
癒
過
程
を
正
し
く
判
断
す
る
こ
と
を
『
知
次
性
」
と
い
い
、
ま
だ

悪
い
誘
惑
が
あ
る
の
で
そ
れ
を
排
除
し
て
修
行
す
る
こ
と
を
「
安
忍
」

と
い
う
。
さ
い
ご
に
悟
り
の
境
地
に
達
し
、
疾
病
も
ほ
と
ん
ど
治
っ
た

が
、
ま
だ
か
す
か
な
気
が
が
り
が
残
る
の
で
、
こ
れ
を
完
全
に
除
去
し

て
清
浄
な
悟
り
を
得
、
疾
病
も
全
快
し
た
状
態
を
『
無
法
愛
」
と
い
う
。
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「
歯
科
保
健
医
療
小
史
』

「
こ
ん
な
に
わ
か
り
や
す
い
歯
科
の
歴
史
書
は
初
め
て
だ
」

本
書
を
一
読
し
た
時
の
感
想
で
あ
っ
た
。

わ
が
国
の
歯
科
の
歴
史
研
究
は
、
昭
和
十
一
年
十
一
月
に
、
明
治
二

九
年
の
歯
科
医
師
法
公
布
三
十
年
記
念
事
業
と
し
て
の
「
歯
科
医
事
衛

生
史
」
の
編
蟇
か
ら
は
じ
ま
っ
た
。
そ
の
後
も
歯
科
資
料
の
収
集
、
出

版
が
進
め
ら
れ
て
い
た
が
、
第
二
次
大
戦
の
激
化
と
敗
戦
に
よ
る
混
乱

の
た
め
に
中
断
し
て
い
た
。

再
開
は
、
昭
和
四
一
年
十
一
月
の
「
歯
学
史
集
談
会
」
の
発
足
か
ら

は
じ
ま
っ
た
。
そ
し
て
現
在
の
「
日
本
歯
科
医
史
学
会
」
に
成
長
し
た
。

筆
者
は
「
集
談
会
」
の
発
足
時
か
ら
の
委
員
で
、
以
後
、
数
々
の
研

究
成
果
を
発
表
さ
れ
、
現
在
は
、
学
会
運
営
の
最
長
老
と
し
て
後
進
の

指
導
に
あ
た
ら
れ
て
い
る
。

本
書
は
、
筆
者
が
歯
科
界
に
入
っ
て
か
ら
収
集
さ
れ
た
膨
大
な
資
料

珠
ま
糸
紹
介
弗
携
糸
弗
糸
恭
弗
恭
監
夫
糸
恭
携
諜
弗
糸
失
弗

以
上
、
十
乗
観
法
を
読
ん
で
と
く
に
注
目
し
た
い
の
は
『
起
慈
悲
心
』

お
よ
び
『
破
法
遍
」
に
説
か
れ
て
い
る
観
察
の
思
想
が
現
代
の
医
療
に

極
め
て
有
益
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
平
成
十
五
年
五
月
例
会
）

榊
原
悠
紀
田
郎
著

を
も
と
に
大
学
で
の
授
業
に
使
わ
れ
た
講
義
録
の
集
大
成
で
あ
る
。
し

か
も
、
こ
れ
は
三
十
数
年
間
、
毎
年
新
し
く
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
内
容
の
豊
富
さ
は
も
と
よ
り
、
随
所
に
新
し
い
試
み
が

見
ら
れ
る
。

本
書
は
、
七
章
よ
り
な
る
。
古
代
、
中
世
、
近
世
の
章
の
後
半
に
は
、

西
洋
、
日
本
、
東
洋
の
医
事
の
比
較
年
表
が
付
け
ら
れ
、
四
章
の
明
治

以
降
の
章
に
は
、
日
本
と
諸
外
国
の
比
較
年
表
が
つ
い
て
い
る
。
そ
の

た
め
に
、
日
本
の
医
療
の
歩
み
と
、
諸
外
国
の
そ
れ
と
の
相
互
関
係
が
、

混
乱
な
く
理
解
で
き
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。

第
一
章
の
古
代
の
項
に
は
、
紀
元
前
二
千
年
こ
ろ
ペ
ル
ー
の
開
頭
術

や
古
代
フ
ェ
ニ
キ
ア
の
ブ
リ
ッ
ジ
な
ど
興
味
あ
る
写
真
が
載
っ
て
い

る
。

第
二
章
の
中
世
で
は
、
五
世
紀
に
伝
来
し
た
中
国
医
学
が
充
実
し
た

九
世
紀
こ
ろ
の
「
医
心
方
」
な
ど
に
見
ら
れ
る
口
歯
病
の
記
述
が
あ
る
。

こ
の
宮
廷
社
会
中
心
の
社
会
は
や
が
て
武
家
、
庶
民
の
時
代
と
な
る
十

世
紀
ご
ろ
に
は
「
絵
巻
」
が
独
自
の
発
展
を
す
る
。
「
病
の
草
子
」
に
描

か
れ
て
い
る
歯
疾
患
に
悩
む
人
々
の
姿
な
ど
が
載
っ
て
い
る
。

第
三
章
の
近
世
で
は
、
ョ
－
ロ
ッ
パ
で
の
近
代
歯
科
の
誕
生
と
、
江

戸
時
代
の
日
本
の
歯
科
療
法
事
情
を
詳
述
し
て
い
る
。
特
に
わ
が
国
固

有
の
木
床
義
歯
と
米
国
の
初
代
大
統
領
ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
の
義

歯
や
東
西
の
抜
歯
風
景
を
図
で
比
較
し
て
い
る
の
も
興
味
深
い
。

第
四
章
の
近
代
で
は
、
幕
末
の
オ
ラ
ン
ダ
医
学
の
浸
透
か
ら
、
変
化

し
て
い
く
わ
が
国
の
医
療
の
推
移
に
触
れ
、
一
方
、
歯
科
領
域
で
は
、

発
展
す
る
米
国
の
歯
科
事
情
と
、
こ
れ
が
わ
が
国
の
歯
科
医
療
の
近
代


