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本
書
﹃
医
の
変
革
﹄
は
、
二
〇
二
三︵
令
和
五
︶年
四
月
に
東
京
で
開
催
さ
れ
る
第
三
一
回
日
本
医
学
会
総
会

を
記
念
し
て
企
画
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

日
本
医
学
会
総
会
は
一
九
〇
二︵
明
治
三
五
︶年
に
そ
の
傘
下
の
一
六
学
会
の
集
い
と
し
て
第
一
回
が
開
催
さ

れ
、
以
後
四
年
ご
と
に
開
催
さ
れ
て
き
た
一
二
〇
年
の
歴
史
を
誇
る
学
術
集
会
で
す
。
当
初
の
医
学
会
総
会
は
、

そ
の
時
代
の
最
も
優
れ
た
医
学
研
究
を
紹
介
す
る
も
の
で
し
た
が
、
日
本
医
学
会
に
加
盟
す
る
学
会
が
増
え
る

に
従
い
、
医
学
・
医
療
の
進
歩
を
修
得
し
、
学
会
の
枠
を
超
え
て
そ
れ
ら
に
つ
い
て
討
論
す
る
場
と
し
て
、
ま

た
そ
れ
ら
を
社
会
に
広
く
発
信
す
る
か
た
ち
で
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
現
在
、
日
本
医
学
会

に
加
盟
し
て
い
る
学
会
は
一
四
一
に
至
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
流
れ
の
な
か
で
、
一
九
九
九
年
に
東
京
で
開
催
し
た
第
二
五
回
日
本
医
学
会
総
会
は
﹁
社
会
と

と
も
に
あ
ゆ
む
医
学
﹂
を
テ
ー
マ
に
か
か
げ
、
そ
れ
を
記
念
し
て
当
時
の
医
学
・
医
療
の
現
状
分
析
と
将
来
の
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展
望
を
反
映
し
た
﹃
医
の
現
在
﹄︵
高
久
史
麿
編
︶が
岩
波
新
書
と
し
て
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、

第
二
八
回
を
記
念
し
て
﹃
医
の
未
来
﹄︵
矢
﨑
義
雄
編
︶が
、
第
二
九
回
を
記
念
し
て
﹃
医
と
人
間
﹄︵
井
村
裕
夫
編
︶

が
、
第
三
〇
回
を
記
念
し
て
﹃
医
の
希
望
﹄︵
齋
藤
英
彦
編
︶が
刊
行
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　　

第
三
一
回
日
本
医
学
会
総
会
は
﹁
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
が
拓
く
未
来
の
医
学
と
医
療
〜
豊
か
な
人
生
100
年
時
代
を

求
め
て
〜
﹂
を
テ
ー
マ
と
し
て
開
催
し
ま
す
。
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
に
体
現
さ
れ
る
Ａ
Ｉ
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
、
ロ
ボ
テ
ィ
ク

ス
な
ど
の
技
術
革
新
を
核
と
し
た
デ
ジ
タ
ル
革
命
は
、
社
会
の
あ
り
方
、
と
り
わ
け
医
学
・
医
療
の
あ
り
方
に

根
本
的
な
変
革
を
も
た
ら
す
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

　

コ
ロ
ナ
禍
を
経
験
し
、
少
子
超
高
齢
社
会
を
迎
え
て
い
る
日
本
で
は
医
学
・
医
療
に
お
い
て
様
々
な
課
題
を

か
か
え
て
い
ま
す
。
本
総
会
で
は
こ
れ
ら
の
技
術
革
新
が
医
学
・
医
療
に
ど
の
よ
う
な
進
歩
を
も
た
ら
す
の
か
、

そ
し
て
、
現
在
か
か
え
て
い
る
諸
課
題
の
克
服
に
向
け
て
ど
の
よ
う
に
活
用
で
き
る
の
か
、
さ
ら
に
、
こ
れ
ら

の
技
術
革
新
を
医
療
と
し
て
社
会
に
実
装
す
る
際
に
生
じ
る
各
種
の
問
題
に
つ
い
て
、
参
加
者
が
そ
れ
ら
の
最

新
の
情
報
を
共
有
し
、
豊
か
な
人
生
100
年
時
代
を
め
ざ
す
医
学
・
医
療
を
考
え
る
機
会
に
な
る
こ
と
を
望
ん
で

い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
第
三
一
回
日
本
医
学
会
総
会
の
テ
ー
マ
を
背
景
と
し
て
本
書
を
企
画
し
、
Ⅰ
部
は
﹁
医
学
・
医
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療
を
変
え
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
﹂
と
題
し
て
、
Ａ
Ｉ
、
ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
・
デ
バ
イ
ス
、
遺
伝
子
治
療
を
取
り
あ
げ
、

そ
の
現
状
と
将
来
に
つ
い
て
解
説
し
ま
し
た
。

　

Ⅱ
部
﹁
未
解
決
の
健
康
課
題
﹂
で
は
、
が
ん
、
新
興
・
再
興
感
染
症
、
生
活
習
慣
病
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
過
去
、
現
在
、
未
来
に
つ
い
て
語
り
ま
し
た
。

　

Ⅲ
部
は
﹁
医
療
は
社
会
を
ど
う
変
え
る
か
﹂
で
す
。
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
社
会
に
お
け
る
医
療
、
科
学
の
進
歩
と

倫
理
、
コ
ロ
ナ
へ
の
対
応
と
地
域
医
療
に
つ
い
て
論
じ
ま
し
た
。

　

そ
し
て
最
後
に
、
Ⅰ
部
か
ら
Ⅲ
部
で
は
取
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
領
域
、
例
え
ば
脳
科
学
な
ど
を

含
め
、
い
く
つ
か
の
観
点
か
ら
意
見
を
交
換
し
た
座
談
会
を
掲
載
し
ま
し
た
。

　　

こ
れ
か
ら
は
、
医
療
を
提
供
す
る
側
と
受
け
る
側
と
の
間
に
あ
る
医
療
情
報
の
非
対
称
性
を
是
正
し
、
医
療

従
事
者
と
患
者
が
協
働
し
て
治
療
に
関
す
る
意
思
決
定
を
し
て
い
く
時
代
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
意
味
で

も
、
こ
の
本
は
医
療
従
事
者
の
み
な
ら
ず
一
般
の
方
々
に
も
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
ま
し
た
。

　

専
門
的
な
内
容
を
よ
り
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
書
き
起
こ
し
て
加
筆
す
る
と
い

う
手
法
を
と
り
ま
し
た
。
ご
尽
力
い
た
だ
い
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
の
元
読
売
新
聞
編
集
委
員
前
野
一
雄
さ
ん
、

な
ら
び
に
岩
波
書
店
新
書
編
集
部
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。
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こ
の
本
が
未
来
の
医
学
、
医
療
を
考
え
る
一
歩
と
し
て
多
く
の
人
に
読
ん
で
い
た
だ
け
る
こ
と
を
期
待
し
て

い
ま
す
。

二
〇
二
二
年
一
二
月　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
第
八
波
の
中
で

春
日
雅
人
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い
ま
、
医
療
に
Ａ
Ｉ（
人
工
知
能
）が
活
用
さ
れ
る
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
Ａ
Ｉ
医
療
と
言
っ
て
も
、

「
Ａ
Ｉ
」
と
い
う
言
葉
に
何
を
思
い
浮
か
べ
る
か
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
か
な
り
違
う
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
章
で
は
、
様
々
な
医
療
現
場
に
お
け
る
Ａ
Ｉ
を
活
用
し
た
事
例
を
紹
介
し
な
が
ら
、
そ
の
可
能
性
と
課

題
を
述
べ
て
い
き
ま
す
。

戦
略
的
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
造
プ
ロ
グ
ラ
ム

　

私
は
三
五
年
以
上
、
ゲ
ノ
ム
と
が
ん
を
研
究
し
て
き
ま
し
た
。
ゲ
ノ
ム
を
使
っ
た
医
療
は
、
Ａ
Ｉ
、
あ
る
い

は
、
バ
イ
オ
イ
ン
フ
ォ
マ
テ
ィ
ク
ス（bioinform

atics

：
生
命
情
報
科
学
）が
な
け
れ
ば
何
も
進
み
ま
せ
ん
。

　

Ａ
Ｉ
を
用
い
た
医
療
は
、
人
間
で
な
く
と
も
い
い
部
分
を
Ａ
Ｉ
や
ロ
ボ
ッ
ト
に
置
き
換
え
る
も
の
で
す
。
そ

れ
に
よ
っ
て
医
療
関
係
者
に
時
間
的
な
ゆ
と
り
が
う
ま
れ
、
心
の
ゆ
と
り
に
つ
な
が
り
ま
す
。
心
の
ゆ
と
り
が

生
ま
れ
る
と
、
も
っ
と
患
者
さ
ん
と
目
と
目
を
合
わ
せ
る
心
が
通
っ
た
医
療
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

医
療
に
と
っ
て
一
番
大
事
な
の
は
思
い
や
り
で
す
。
そ
の
思
い
や
り
を
取
り
戻
す
た
め
に
、
Ａ
Ｉ
や
ロ
ボ
ッ

ト
が
必
要
で
す
。
思
い
や
り
の
あ
る
医
療
を
取
り
戻
す
こ
と
を
基
本
的
な
精
神
と
し
て
、「
戦
略
的
イ
ノ
ベ
ー
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シ
ョ
ン
創
造
プ
ロ
グ
ラ
ム（
Ｓ
Ｉ
Ｐ
：C

ross-m
inisterial Strategic Innovation Prom

otion Program

）」
の
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

Ｓ
Ｉ
Ｐ
は
、
内
閣
府
総
合
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
会
議（
Ｃ
Ｓ
Ｔ
Ｉ
）が
司
令
塔
機
能
を
発
揮
し
て
、

府
省
の
枠
や
旧
来
の
分
野
を
超
え
た
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
よ
り
、
科
学
技
術
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
実
現
の
た
め
に
創

設
し
た
国
家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
。
重
要
な
社
会
的
課
題
の
解
決
や
日
本
経
済
再
生
に
貢
献
す
る
こ
と
を
め
ざ

し
て
、
世
界
を
リ
ー
ド
で
き
る
よ
う
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
二
〇
一
四
年
度
か
ら
は
第
一
期
11
課
題
、
二
〇

一
八
年
度
か
ら
は
第
二
期
の
12
課
題（
そ
れ
ぞ
れ
五
年
計
画
）が
採
択
さ
れ
て
い
ま
す
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
デ
ィ
レ
ク

タ
ー（
Ｐ
Ｄ
）を
中
心
に
産
学
官
連
携
を
図
り
、
各
テ
ー
マ
の
実
装
化
を
視
野
に
入
れ
て
研
究
開
発
を
推
進
し
て

い
ま
す
。

　

私
は
「
Ａ
Ｉ
ホ
ス
ピ
タ
ル
に
よ
る
高
度
診
断
・
治
療
シ
ス
テ
ム
」
の
Ｐ
Ｄ
と
し
て
、
Ａ
Ｉ
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
、
ビ
ッ

グ
デ
ー
タ
技
術
を
用
い
た
Ａ
Ｉ
ホ
ス
ピ
タ
ル
シ
ス
テ
ム
の
開
発
、
構
築
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。
高
度
で
先
進
的

な
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
つ
つ
、
医
療
機
関
に
お
け
る
効
率
化
を
図
っ
て
、
医
師
、
看
護
師
の
根
本
的
な
負

担
軽
減
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
標
に
社
会
実
装
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

　

例
え
ば
、
Ａ
Ｉ
ア
バ
タ
ー
を
用
い
た
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
際
の
説
明
も
二
〇
二
〇
年
に
つ
く
り
上
げ
て
い
ま
す
。

接
種
を
希
望
さ
れ
る
方
に
音
声
を
聞
い
て
も
ら
っ
て
、
イ
エ
ス
、
ノ
ー
と
進
み
、
疑
問
の
あ
る
人
だ
け
医
師
に
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質
問
す
れ
ば
い
い
の
で
す
。
こ
れ
は
男
性
版
と
女
性
版
が
あ
っ
て
、
説
明
が
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
副
反
応
情

報
も
収
集
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

複
雑
化
す
る
医
療
の
な
か
で

　

医
療
は
医
学
、
工
学
、
薬
学
、
ゲ
ノ
ム
研
究
な
ど
の
急
速
な
進
歩
に
伴
っ
て
高
度
化
、
先
端
化
し
て
、
個
々

の
患
者
の
多
様
化
に
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
複
雑
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
の
反
面
、
医
療
従
事
者

の
負
担
は
ま
す
ま
す
増
え
て
き
て
、
電
子
カ
ル
テ
の
記
録
、
看
護
記
録
な
ど
に
多
く
の
時
間
が
割
か
れ
て
い
ま

す
し
、
患
者
さ
ん
に
対
し
て
同
じ
説
明
を
繰
り
返
し
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
面
が
多
く
あ
り
ま
す
。

　

特
に
Ｃ
Ｔ
検
査
を
受
け
る
前
の
説
明
、
同
意
は
、
同
じ
発
言
を
繰
り
返
す
状
況
で
す
。
患
者
さ
ん
も
説
明
が

よ
く
わ
か
ら
な
く
と
も
、
医
師
に
気
を
遣
っ
て
ほ
と
ん
ど
質
問
も
し
な
い
。
で
も
、
同
意
を
も
ら
う
た
め
に

日
々
同
じ
説
明
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
一
人
の
患
者
さ
ん
に
五
分
、
一
〇
分
、
毎
日
同
じ
こ
と

を
同
じ
よ
う
に
説
明
す
る
。
聞
く
側
は
五
分
か
ら
一
〇
分
で
す
が
、
医
療
側
は
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
る

わ
け
で
す
。
そ
れ
を
Ａ
Ｉ
ア
バ
タ
ー
が
代
行
す
る
と
、
わ
か
ら
な
い
部
分
は
再
度
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
自

分
の
ペ
ー
ス
で
理
解
し
な
が
ら
順
次
進
め
て
い
く
こ
と
で
、
患
者
さ
ん
の
理
解
が
深
ま
る
し
、
医
療
従
事
者
の

負
担
も
軽
減
し
ま
す
。
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試
験
的
に
慶
應
義
塾
大
学
病
院
で
、
Ｃ
Ｔ
検
査
時
に
造
影
剤
を
利
用
す
る
際
の
説
明
を
Ａ
Ｉ
ア
バ
タ
ー
で
代

行
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
検
査
説
明
だ
け
で
も
年
間
三
〇
〇
〇
時
間
が
節
約
で
き
る
結
果
と
な
り
ま
し
た
。

Ａ
Ｉ　

音
声
情
報
を
文
章
化

　

今
の
医
療
現
場
で
最
も
必
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
患
者
さ
ん
と
目
と
目
を
合
わ
せ
な
が
ら
会
話
を
し
て

も
、
そ
の
情
報
が
記
録
さ
れ
る
こ
と
で
す
。
多
く
の
医
療
現
場
で
は
、
医
師
が
パ
ソ
コ
ン
に
打
ち
込
ん
だ
り
、

モ
ニ
タ
ー
を
見
た
り
し
な
が
ら
片
手
間
で
説
明
す
る
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。
悪
い
情
報
で
あ
っ
て
も

横
目
で
見
な
が
ら
説
明
す
る
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は
、
患
者
さ
ん
の
気
持
ち
を
考
え
て
寄
り

添
う
医
療
が
で
き
ま
せ
ん
。
か
と
い
っ
て
、
患
者
さ
ん
が
診
察
室
を
出
て
か
ら
記
録
す
る
の
も
、
時
間
的
に
厳

し
い
で
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
話
し
て
い
る
言
葉
を
同
時
に
記
録
で
き
、
サ
マ
リ
ー
を
つ
く
れ
る
よ
う
な
Ａ
Ｉ
が
必
要
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
容
易
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
英
語
で
は
話
し
言
葉
を
テ
キ
ス
ト
に
す
る
技
術
は
か
な
り
進
ん
で
い
ま

す
が
、
日
本
語
で
は
、
同
じ
発
音
で
も
漢
字
に
置
き
換
え
る
の
は
意
外
に
難
し
い
の
で
す
。
関
西
と
関
東
で
は

イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
異
な
る
と
い
う
課
題
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
私
た
ち
の
世
代
は
言
葉
を
一
つ
一
つ
は

っ
き
り
ゆ
っ
く
り
言
い
ま
す
が
、
若
い
人
は
話
し
方
が
速
い
の
で
、
例
え
ば
Ｊ
―
Ｐ
Ｏ
Ｐ
な
ど
、
字
幕
を
見
な
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い
と
歌
詞
を
理
解
す
る
の
が
難
し
い
時
が
あ
り
ま
す
。
人
間
が
聞
き
取
れ
な
い
言
葉
は
Ａ
Ｉ
も
識
別
で
き
ま
せ

ん
。

　

デ
ィ
ー
プ
ラ
ー
ニ
ン
グ
で
漢
字
へ
の
精
度
を
上
げ
る
と
同
時
に
、
話
し
方
を
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
す
る
こ
と
で
変

換
精
度
が
上
が
る
こ
と
も
実
証
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
単
語
で
は
な
く
、
文
脈
か
ら
言
葉
、
漢
字
を
選
ぶ
方
法

も
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。

　

Ａ
Ｉ
は
言
葉
を
ど
れ
だ
け
正
し
く
認
識
す
る
の
か
を
示
し
た
米
国
の
デ
ー
タ
で
は
、
英
語
は
精
度
九
五
％
ぐ

ら
い
に
ま
で
到
達
し
て
い
ま
す
。
日
本
語
で
も
普
通
の
会
話
を
テ
キ
ス
ト
化
す
る
と
九
五
％
以
上
正
確
に
変
換

で
き
ま
す
。
し
か
し
、
医
学
、
医
療
の
用
語
は
難
解
で
す
。
例
え
ば
「
背は
い

部ぶ

痛つ
う

」
を
若
い
人
が
早
口
で
話
す
と
、

多
く
の
場
合
、「
廃は
い

物ぶ
つ

」
に
変
換
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
同
じ
読
み
で
も
漢
字
が
違
う
も
の
が
あ
り
、「
散
瞳
」

が
「
産
道
」
や
「
賛
同
」、「
心
筋
」
が
「
真
菌
」
に
変
換
さ
れ
る
な
ど
難
し
い
の
で
す
。

Ａ
Ｉ
医
療
用
語
辞
書
の
作
成
と
必
要
性

　

そ
こ
で
医
療
用
に
特
化
し
て
、
症
状
や
病
名
、
臓
器
の
場
所
を
入
れ
た
四
四
万
語
の
辞
書
を
つ
く
り
ま
し
た
。

日
本
語
と
英
語
の
両
方
を
つ
な
ぐ
こ
と
で
多
言
語
化
も
進
ん
で
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
言
葉
と
言
葉
の
関
連
性
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
す
る
こ
と
で
、
症
状
か
ら
病
名
候
補
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ



図1　医療用語集（辞書）の作成
図 1（中村）
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す
る
こ
と
も
可
能
と
な
っ
て
い
ま
す
。
症
状
が
一
、
二
、

三
と
加
わ
っ
て
く
る
と
、
可
能
性
の
高
い
も
の
か
ら
順

次
候
補
病
名
が
並
び
ま
す
。
単
語
と
単
語
の
関
係
性
を

組
み
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
診
断
の
補
助
に
も
つ
な

が
る
わ
け
で
す（
図
1
）。

　

い
ま
診
断
の
補
助
、
と
書
き
ま
し
た
が
、
実
際
に
は

ど
の
程
度
の
診
断
ミ
ス
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

　

米
国
の
デ
ー
タ
に
よ
る
と
、
循
環
器
系
の
疾
患
の
場

合
、
心
筋
梗
塞
の
よ
う
な
あ
り
ふ
れ
た
病
気
で
は
ほ
と

ん
ど
診
断
ミ
ス
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
大
動
脈
解
離
の
よ

う
に
あ
ま
り
遭
遇
す
る
機
会
の
な
い
病
気
の
場
合
、
二

五
％
の
ケ
ー
ス
で
診
断
が
正
し
く
な
さ
れ
ず
、
重
篤
な

結
果
を
招
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
理
由
で
誤
診
が
起
こ
る
の

で
し
ょ
う
か
。
報
告
さ
れ
た
事
例
を
み
る
と
、
病
名
が
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思
い
浮
か
ば
な
い
こ
と
が
最
も
多
い
の
で
す
。
医
療
の
専
門
性
が
高
く
な
っ
て
き
た
た
め
に
、
可
能
性
の
あ
る

病
気
が
な
か
な
か
思
い
つ
か
ず
、
当
然
な
が
ら
、
必
要
な
検
査
も
思
い
つ
か
ず
、
診
断
ミ
ス
・
遅
れ
に
つ
な
が

り
ま
す
。
そ
こ
で
用
語
間
の
関
連
性
に
重
み
を
つ
け
て
構
築
す
る
こ
と
で
、
診
断
ミ
ス
の
最
小
化
を
図
る
診
断

補
助
シ
ス
テ
ム
を
実
現
し
て
い
き
ま
す
。

　

し
か
も
、
病
気
の
概
念
も
年
々
変
わ
っ
て
い
く
の
で
、
継
続
的
に
辞
書
機
能
を
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
し
て
い
く
こ

と
が
必
要
と
な
る
た
め
、
日
本
医
師
会
に
こ
れ
ら
の
機
能
を
引
き
継
ぎ
、
日
本
医
師
会
は
日
本
医
学
会
と
協
力

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
一
部
で
す
が
、
症
状
を
自
動
的
に
聞
き
取
っ
て
記
録
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
キ
ー
ワ
ー
ド
を

も
と
に
病
名
が
予
測
で
き
る
と
こ
ろ
ま
で
進
ん
で
い
ま
す
。

看
護
記
録
に
も
活
用

　

ま
た
、
看
護
記
録
に
も
、
同
じ
よ
う
に
Ａ
Ｉ
が
活
用
で
き
ま
す
。

　

い
ま
は
、
一
般
的
に
看
護
師
さ
ん
が
看
護
記
録
を
入
力
し
て
い
ま
す
が
、
勤
務
時
間
の
約
三
〇
％（
二
・
五
時

間
）を
看
護
記
録
に
費
や
し
て
い
ま
す
。
話
し
言
葉
を
テ
キ
ス
ト
に
自
動
変
換
す
る
試
み
の
中
で
、
看
護
師
さ

ん
が
プ
ロ
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
発
声
練
習
、
話
し
方
教
室
を
受
講
す
る
と
漢
字
へ
の
変
換
精
度
が
十
数
％
上
が


