
　

２
０
１
９
年
ま
で
は
医
師
と
し
て
東
大

病
院
に
勤
務
し
、
２
０
２
０
年
か
ら
軽
井

沢
病
院
へ
家
族
と
共
に
引
っ
越
し
た
。
東

京
で
の
暮
ら
し
は
刺
激
も
多
く
友
人
も
多

く
、
知
的
に
は
何
も
不
満
の
な
い
も
の
だ

っ
た
が
、
体
は
些
細
な
違
和
感
を
感
じ
続

け
て
い
た
。
そ
れ
は
暮
ら
し
や
生
活
が
、

あ
ま
り
に
分
断
化
さ
れ
細
分
化
さ
れ
過
ぎ

て
い
て
、「
生
き
て
い
る
」
と
い
う
リ
ア
ル

な
生
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感
じ
に
く
い
こ
と

の
裏
返
し
で
も
あ
っ
た
。
た
と
え
自
分
が

全
身
全
霊
で
生
き
て
い
な
く
て
も
、
自
分

が
成
熟
し
て
い
か
な
く
て
も
、
日
々
は
漠

然
と
流
れ
て
い
く
。
巨
大
な
シ
ス
テ
ム
は

自
分
と
無
関
係
に
刻
々
と
動
き
続
け
て
い

く
。
そ
う
し
た
生
活
の
足
元
に
対
し
て
の

違
和
感
。
確
か
に
東
京
で
の
生
活
は
便
利

だ
。
た
だ
、
自
分
の
何
か
が
根
本
的
に
ず

れ
続
け
、
断
層
だ
け
が
確
実
に
広
が
っ
て

い
る
違
和
感
。
頭
で
は
正
体
を
把
握
で
き

な
い
の
だ
が
、
体
は
鋭
敏
に
感
じ
取
っ
て

い
る
。
好
き
だ
っ
た
東
京
で
の
暮
ら
し
も
、

な
ぜ
だ
か
少
し
ず
つ
嫌
い
に
な
ろ
う
と
し

て
い
た
。

　

２
歳
の
子
ど
も
と
妻
と
自
分
と
い
う
三

人
で
の
核
家
族
の
暮
ら
し
。
昔
は
、
温
か

い
地
域
社
会
の
つ
な
が
り
が
い
ろ
い
ろ
な

問
題
を
受
け
止
め
て
い
た
。
確
か
に
そ
う

思
う
。
地
域
と
の
つ
な
が
り
、
温
か
い
心

の
交
流
が
自
然
に
息
づ
く
町
が
ど
こ
に
で

も
あ
っ
た
。
映
画
や
漫
画
で
描
か
れ
る
牧

歌
的
な
ゆ
っ
た
り
と
し
た
暮
ら
し
。
自
然

と
強
く
結
び
つ
い
た
美
し
く
豊
か
な
暮
ら

し
。
時
に
は
自
分
の
都
合
で
美
化
さ
れ
な

が
ら
、
脳
内
イ
メ
ー
ジ
は
ど
ん
ど
ん
膨
ら

ん
で
い
く
。
た
だ
、
そ
う
し
た
人
と
人
と

の
近
い
距
離
感
が
、
不
自
由
や
差
別
を
生

ん
だ
こ
と
も
あ
っ
た
。
関
係
性
の
近
さ
や

距
離
の
狭
さ
の
弊
害
も
大
き
か
っ
た
か
ら

こ
そ
、
人
々
は
お
互
い
に
距
離
を
取
る
よ

う
な
都
市
生
活
を
せ
っ
せ
と
つ
く
り
続
け

て
き
た
側
面
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
人
と
人
、
人
と
自
然
と
の
距
離
が

近
過
ぎ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
間
に
人
工
物

を
緩
衝
材
の
よ
う
に
挟
み
込
む
こ
と
で
、

わ
た
し
た
ち
は
自
然
界
の
中
に
文
明
と
い

う
名
の
人
工
世
界
を
つ
く
り
上
げ
、
人
間

界
を
つ
く
ろ
う
と
し
た
。
で
は
、
東
京
な

ど
の
巨
大
都
市
は
、
人
間
界
と
し
て
の
完

成
形
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

２
０
２
０
年
の
コ
ロ
ナ
禍
は
、「social 

distance

（
社
会
的
距
離
）」
を
取
る
よ

う
に
言
わ
れ
、
わ
た
し
た
ち
は
人
と
人
と

の
「
距
離
」
の
意
味
を
考
え
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
れ
は
感
染
防
御
を
入
り
口
と
し

た
も
の
だ
っ
た
が
、
人
同
士
の
距
離
だ
け

で
は
な
く
、
人
と
自
然
と
の
距
離
を
考
え

る
こ
と
に
も
本
質
が
あ
っ
た
。
自
分
は
、

コ
ロ
ナ
禍
の
前
か
ら
（
具
体
的
に
は
２
０

１
１
年
３
月
11

日
か
ら
）、「
暮

ら
し
」
と
い
う
、

仕
事
や
家
族
を

支
え
る
社
会
基

盤
を
切
実
に
考

え
る
よ
う
に
な

っ
た
。
医
療
者

と
し
て
の
仕
事
の
こ

と
、
生
活
者
と
し
て

の
暮
ら
し
の
こ
と
、

家
庭
人
と
し
て
の
家

族
内
で
の
対
話
や
子

ど
も
の
教
育
の
こ
と
。

あ
ら
ゆ
る
生
活
の
基
盤
を
い
ま
一
度
考
え

直
し
て
み
よ
う
と
思
い
、
軽
井
沢
に
引
っ

越
し
た
。
今
ま
で
の
暮
ら
し
か
ら
、
自
分

は
「
全
体
性
」
が
失
わ
れ
て
い
る
と
感
じ

て
い
た
か
ら
こ
そ
、
人
生
の
後
半
は
全
体

性
を
取
り
戻
す
時
間
に
し
た
い
と
思
っ
た
。

自
分
が
取
り
組
ん
で
い
る
医
療
、
愛
す
る

芸
術
や
文
化
、
学
び
を
深
め
る
教
育
、
寝

て
起
き
て
日
々
を
暮
ら
す
生
活
の
場
、
自

分
を
支
え
る
家
族
や
友
人
。
そ
う
し
た
自

分
を
構
成
す
る
す
べ
て
の
も
の
が
バ
ラ
バ

ラ
に
な
ら
ず
、
全
体
性
を
取
り
戻
す
と
は

ど
う
い
う
こ
と
か
。
自
分
な
り
に
試
行
錯

誤
し
な
が
ら
、
人
生
を
生
き
切
り
た
い
。

　

個
を
深
め
て
い
く
こ
と
。
個
と
場
の
関

係
性
を
更
新
し
て
い
く
こ
と
。
そ
う
し
た

シ
ン
プ
ル
な
こ
と
を
手
掛
か
り
に
し
な
が

ら
連
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
貫
通
す

る
テ
ー
マ
は「
い
の
ち
」
で
す
。「
い
の
ち
」

と
い
う
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
（
哲
学
）
を
共

有
す
る
場
を
、
共
に
考
え
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
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