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近
年
の
医
学
の
発
展
に
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
り
、
遺
伝
子
レ
ベ
ル
の
治
療
法
の
確
立
な
ど
医
療
技
術
の
進
歩
に
支
え
ら

れ
て
、
多
く
の
人
々
に
福
音
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。 

わ
が
国
と
し
て
も
、
国
民
の
生
命
、
健
康
を
守
る
立
場
か
ら
、
研
究
、
人
材
育
成
、
普
及
の
た
め
の
施
策
の
確
立
は
、
緊
急

を
要
す
る
と
考
え
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
西
洋
医
学
中
心
の
わ
が
国
の
医
療
が
そ
の
専
門
性
を
追
及
す
る
あ
ま
り
、
細
分
化
、
高
度
化
さ
れ
る
こ
と

に
よ
る
弊
害
も
指
摘
さ
れ
、
そ
の
反
省
の
上
か
ら
、
伝
統
的
な
東
洋
医
学
の
人
間
の
体
を
ト
ー
タ
ル
に
捉
え
る
視
点
の
重
要
性

が
再
認
識
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。 

一 

東
洋
医
学
の
重
要
性
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。 

特
に
近
年
増
加
傾
向
に
あ
る
慢
性
疾
患
や
、
原
因
が
特
定
で
き
な
い
疾
患
、
老
人
性
の
複
合
的
な
原
因
に
よ
る
疾
患
、
ま
た

虚
弱
体
質
へ
の
効
果
が
見
ら
れ
る
と
し
て
東
洋
医
学
へ
の
回
帰
が
急
速
に
進
み
つ
つ
あ
る
。 

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

欧
米
で
も
同
様
の
傾
向
は
見
ら
れ
、
中
国
、
韓
国
で
は
行
政
と
し
て
の
取
組
が
確
立
し
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。 
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二 

二 

東
洋
医
学
を
国
民
の
健
康
保
持
と
病
気
治
療
の
た
め
に
ど
う
役
立
て
て
い
く
考
え
か
。 

1 
そ
の
た
め
に
国
と
し
て
ど
の
よ
う
な
施
策
を
な
し
て
き
た
か
。 

2 

今
後
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
く
考
え
か
。 

三 

国
立
大
学
の
医
学
部
に
東
洋
医
学
の
学
科
、
講
座
を
新
設
拡
充
す
る
必
要
性
が
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

四 

国
立
の
東
洋
医
学
研
究
所
の
設
立
が
必
要
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

右
質
問
す
る
。 


