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イ
チ
ロ
ウ
は
︑
日
本
の
病
院
で
治
療
を
受
け
る
2
型
糖
尿
病
患
者
で
あ
る
︒

慢
性
的
な
高
血
糖
状
態
に
よ
り
時
と
と
も
に
腎
機
能
が
低
下
し
︑
今
で
は
病

院
で
週
に
三
回
透
析
治
療
を
受
け
て
い
る
︒
糖
尿
病
患
者
は
︑
糖
の
摂
取
量

を
注
意
深
く
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
透
析
患
者
に
は
さ
ら
な

る
制
約
が
課
さ
れ
る
︒
だ
が
︑
そ
の
病
院
の
医
師
や
看
護
師
た
ち
は
︑
イ
チ

ロ
ウ
が
指
示
さ
れ
た
食
事
療
法
を
守
ら
ず
に
い
る
と
い
う
︒
そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑

止
め
る
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
た
コ
ー
ヒ
ー
用
ミ
ル
ク
や
砂
糖
を
︑
病
院
の
食

堂
で
コ
ー
ヒ
ー
に
入
れ
る
姿
を
目
撃
さ
れ
て
い
る
︒
担
当
医
で
あ
る
サ
イ
ト

ウ
医
師
が
糖
尿
病
再
教
育
の
た
め
入
院
を
勧
め
た
と
こ
ろ
︑
本
人
は
そ
れ
を

聞
い
て
ぎ
こ
ち
な
く
笑
う
ば
か
り
で
あ
っ
た
と
い
う
︒

　
以
上
の
よ
う
な
シ
ナ
リ
オ
は
︑
ア
メ
リ
カ
の
医
療
環
境
で
あ
れ
ば
︑
異
な

る
展
開
を
み
せ
る
こ
と
だ
ろ
う
︒
サ
イ
ト
ウ
医
師
の
対
処
は
︑
た
と
え
そ
れ

が
丁
寧
か
つ
専
門
家
ら
し
い
対
応
の
仕
方
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
高
圧
的
で

過
干
渉
だ
と
捉
え
ら
れ
か
ね
な
い
︒
そ
の
う
え
冷
静
な
患
者
︑
し
か
も
急
患

で
な
い
場
合
の
受
け
入
れ
は
︑
基
礎
的
な
医
療
の
範
囲
外
に
当
た
る
こ
と
に

な
り
︑
患
者
の
権
利
の
侵
害
に
な
る
可
能
性
も
あ
る
︒
ア
メ
リ
カ
の
病
院
で

の
二
週
間
分
の
入
院
費
用
が
必
要
に
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒

　﹃
生
物
医
療
化
と
文
化
の
実
践
﹄
に
お
い
て
著
者
は
︑
2
型
糖
尿
病
の
生
物

医
学
的
ケ
ア
が
︑
科
学
に
基
づ
く
医
学
的
な
介
入
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
い
か
な

る
点
に
お
い
て
﹁
文
化
の
実
践
﹂
な
の
か
︑
豊
か
な
洞
察
力
を
示
す
と
と
も

に
示
唆
に
富
ん
だ
研
究
を
展
開
し
て
い
る
︒

　
生
物
医
学
的
介
入
は
︑
本
来
普
遍
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
︒

医
師
た
ち
は
学
会
や
研
究
奨
励
制
度
を
通
し
て
国
際
的
な
知
の
交
流
に
参
加

し
︑
彼
ら
が
共
有
す
る
科
学
的
デ
ー
タ
や
医
療
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
数
々
は
︑
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﹁
エ
ビ
デ
ン
ス
（
客
観
的
な
研
究
デ
ー
タ
）
に
基
づ
く
も
の
﹂
と
さ
れ
る
︒
し

か
し
︑
著
者
の
研
究
は
︑
こ
れ
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
ま
た
︑
組
織
に
よ
る
実

践
や
歴
史
に
根
差
す
文
化
的
信
念
︑
さ
ら
に
は
著
者
の
い
う
と
こ
ろ
の
﹁
医

師
た
ち
の
意
味
づ
け
の
道
具
（
ツ
ー
ル
キ
ッ
ト
）﹂
に
よ
り
規
定
さ
れ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒

　
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ=
ハ
フ
の
研
究
は
︑
日
本
と
ア
メ
リ
カ
の
医
師
や
療

養
指
導
士
︑
看
護
師
︑
患
者
と
の
三
五
九
件
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
も
と
に
し

た
も
の
で
あ
る
︒
日
本
研
究
に
詳
し
く
な
い
ア
メ
リ
カ
の
公
衆
衛
生
の
専
門

家
や
医
療
提
供
者
︑
医
療
社
会
学
者
な
ど
の
読
者
に
向
け
て
︑
生
物
医
学
の

社
会
的
文
脈
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
︑
研
究
に
見
出
さ
れ
る
差
異
を
安
易
に

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
︑
一
般
化
し
な
い
よ
う
細
心
の
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
︒

　
2
型
糖
尿
病
は
︑
あ
る
部
分
に
お
い
て
は
︑
脱
工
業
化
社
会
に
共
通
す
る

危
険
因
子
︑
す
な
わ
ち
安
価
な
加
工
食
品
の
入
手
の
し
易
さ
に
伴
う
で
ん
ぷ

ん
食
品
・
砂
糖
消
費
量
の
増
加
や
︑
一
食
当
た
り
の
分
量
の
増
加
︑
デ
ス
ク

ワ
ー
ク
中
心
の
生
活
に
ア
ル
コ
ー
ル
の
過
剰
摂
取
︑
そ
し
て
高
血
圧
治
療
対

象
者
の
増
加
な
ど
が
原
因
に
な
る
︒
こ
れ
ら
の
危
険
因
子
は
︑﹁
豊
か
な
社

会
﹂（affl

uent societies

）
に
共
通
す
る
要
素
で
は
あ
る
も
の
の
︑
医
療
従
事
者

に
よ
り
受
け
入
れ
ら
れ
る
そ
の
因
果
を
め
ぐ
る
語
り
（causal narrative

）
は
︑

普
遍
的
な
も
の
で
な
い
︒
ア
メ
リ
カ
の
医
師
や
看
護
師
た
ち
︑
そ
し
て
糖
尿

病
療
養
指
導
士
た
ち
が
︑
テ
レ
ビ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
サ
ー
フ
ィ
ン
や
車
の
運
転

の
多
い
生
活
︑
で
ん
ぷ
ん
質
を
多
く
含
む
ス
ナ
ッ
ク
の
間
食
な
ど
を
含
む
︑

近
代
化
や
現
代
の
﹁
非
自
然
的
﹂
な
生
活
様
式
に
よ
る
弊
害
の
せ
い
に
す
る

場
合
が
よ
く
見
受
け
ら
れ
る
︒
こ
う
し
た
語
り
は
あ
な
が
ち
間
違
っ
て
は
い

な
い
も
の
の
︑﹁
世
界
的
﹂（global

）
な
リ
ス
ク
モ
デ
ル
を
発
展
さ
せ
︑
特
定

層
の
社
会
経
済
的
地
位
の
影
響
と
遺
伝
的
素
因
の
影
響
と
を
目
立
た
な
い
も

の
に
し
て
し
ま
う
︒
各
々
の
自
己
管
理
能
力
の
欠
如
が
非
難
さ
れ
る
よ
う
な
︑

道
徳
的
な
言
説
に
も
変
貌
し
得
る
の
だ
︒

　
日
本
で
は
︑
欧
米
の
食
べ
物
が
日
本
人
の
体
質
に
合
わ
な
い
こ
と
を
強
調

す
る
文
化
特
有
の
語
り
が
確
立
さ
れ
て
い
る
︒
確
か
に
脂
質
や
で
ん
ぷ
ん
質
︑

あ
る
い
は
塩
分
の
多
い
食
べ
物
は
一
要
因
に
は
な
る
も
の
の
︑
日
本
の
医
師

や
療
養
指
導
士
た
ち
は
︑
し
ば
し
ば
欧
米
の
食
べ
物
を
﹁
ジ
ャ
ン
ク
フ
ー

ド
﹂
と
結
び
付
け
る
一
方
で
︑
ラ
ー
メ
ン
や
コ
ン
ビ
ニ
弁
当
︑
牛
丼
な
ど
の

塩
分
・
脂
質
が
多
く
含
ま
れ
る
日
本
食
の
こ
と
を
完
全
に
見
逃
し
て
い
る
︒

こ
れ
ら
の
文
化
的
に
規
定
さ
れ
た
認
識
に
よ
り
︑
治
療
計
画
に
顕
著
な
違
い

が
生
じ
る
の
は
興
味
深
い
︒
ア
メ
リ
カ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
︑
炭
水
化
物

の
制
限
が
中
心
と
な
る
の
に
対
し
︑
日
本
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
︑
白
米
を

含
む
日
本
食
の
美
点
を
大
々
的
に
宣
伝
し
て
い
る
の
だ
︒

　
日
本
と
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
因
果
を
め
ぐ
る
語
り
に
は
︑
ど
ち
ら
に
も
欠

点
と
偏
狭
さ
が
見
受
け
ら
れ
る
︒
だ
が
こ
の
話
は
︑
著
者
が
医
療
現
場
に
お

け
る
や
り
と
り
や
治
療
計
画
が
様
々
な
形
で
ど
う
管
理
さ
れ
て
い
る
の
か
を

検
討
す
る
あ
た
り
か
ら
︑
さ
ら
に
面
白
い
も
の
に
な
る
︒
著
者
の
研
究
結
果

は
︑
日
本
の
事
例
が
よ
り
広
い
公
衆
衛
生
の
議
論
に
寄
与
し
︑
通
常
に
は
な
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い
形
で
評
価
さ
れ
得
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
︒

　
糖
尿
病
の
管
理
に
は
︑
相
当
な
自
制
心
が
要
求
さ
れ
る
︒
患
者
は
︑
自
身

の
血
糖
値
を
時
に
は
日
に
複
数
回
測
定
・
記
録
し
︑
イ
ン
シ
ュ
リ
ン
注
射
に

加
え
食
生
活
︑
特
に
糖
分
の
摂
取
量
を
厳
格
に
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

興
味
深
い
の
は
︑
日
本
と
ア
メ
リ
カ
両
方
の
医
療
従
事
者
た
ち
が
︑
彼
ら
が

い
う
と
こ
ろ
の
﹁
医
療
父
性
主
義
﹂（m

edical paternalism

）
を
避
け
て
い
る
と

い
う
点
で
あ
る
︒
だ
が
そ
の
概
念
の
定
義
は
異
な
る
︒
ア
メ
リ
カ
の
看
護
師

や
医
師
た
ち
は
︑
父
性
主
義
に
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
や
一
方
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
結
び
つ
け
る
︒
そ
し
て
自
身
は
﹁
患
者
中
心
の
医
療
﹂（p. 79

）︑

つ
ま
り
患
者
の
特
定
の
ニ
ー
ズ
や
目
標
に
注
意
を
払
い
︑
患
者
が
良
き
選
択

を
で
き
る
よ
う
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
る
と
主
張
す
る
︒
こ
こ
で
キ
ー
ワ
ー
ド
と

な
る
の
は
︑
権
限
の
付
与
︑
個
人
的
責
任
︑
そ
し
て
自
制
心
で
あ
る
（p. 83

）︒

患
者
が
指
示
さ
れ
た
食
事
療
法
を
取
り
入
れ
な
い
場
合
︑
医
師
た
ち
は
脅
し

作
戦
に
立
ち
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
︒

　
日
本
の
医
師
の
場
合
も
︑
少
な
く
と
も
原
則
と
し
て
は
﹁
父
性
主
義
﹂
を

避
け
て
い
る
︒
だ
が
︑
彼
ら
に
と
っ
て
父
性
主
義
と
は
︑
医
師
側
の
傲
慢
さ

や
配
慮
の
欠
如
を
連
想
さ
せ
る
も
の
だ
︒
医
師
が
敬
意
を
払
う
と
す
る
な
ら

ば
（
敬
語
の
使
用
︑
患
者
の
信
頼
の
獲
得
）︑
患
者
に
何
を
す
べ
き
か
を
指
図
す

る
の
は
（
透
析
患
者
で
あ
る
イ
チ
ロ
ウ
の
場
合
に
み
た
よ
う
に
）
適
切
と
は
い
え

な
い
︒
実
の
と
こ
ろ
︑
ほ
と
ん
ど
の
医
師
た
ち
が
︑
患
者
の
健
康
は
最
終
的

に
は
自
分
た
ち
の
責
任
だ

0

0

0

0

0

0

0

0

と
捉
え
て
い
る
︒
患
者
た
ち
自
身
の
責
任
だ
け
で

は
な
く
︑
だ
︒
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ=

ハ
フ
は
︑
こ
の
違
い
を
示
唆
に
富
ん

だ
形
で
捉
え
て
い
る
︒
ア
メ
リ
カ
の
医
療
従
事
者
た
ち
の
場
合
は
︑
患
者
の

糖
尿
病
を
﹁
あ
な
た
の
糖
尿
病
﹂
と
し
て
考
え
︑
日
本
の
場
合
は
﹁
我
々
の

糖
尿
病
﹂
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
だ
︑
と
︒

　
こ
の
あ
た
り
が
︑
日
本
で
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
思
考
の
糧
に
な
り
得
る
部
分

で
あ
ろ
う
︒
日
本
の
診
療
所
や
病
院
で
の
2
型
糖
尿
病
の
主
流
ケ
ア
と
は
︑

包
括
的
な
健
康
教
育
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
︑
そ
し
て
具
体
的
か
つ
数
値

化
さ
れ
︑﹁
即
取
り
掛
か
る
こ
と
の
で
き
る
﹂
生
活
様
式
改
善
に
関
す
る
助
言

の
こ
と
を
指
す
︒
そ
れ
は
実
践
的
か
つ
心
理
的
距
離
が
近
い
も
の
で
あ
る
︒

日
本
の
患
者
が
医
師
に
会
う
最
低
頻
度
（
隔
週
に
一
回
）
は
︑
ア
メ
リ
カ
で
医

者
に
か
か
る
平
均
的
な
回
数
よ
り
も
多
い
︒
さ
ら
に
日
本
で
医
者
に
か
か
る

場
合
︑
医
師
自
身
が
対
応
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
︒
著
者
の
研
究
結
果

に
は
︑﹁
父
性
主
義
﹂
と
い
う
概
念
で
は
︑
日
本
に
お
け
る
公
衆
衛
生
的
介
入

の
性
質
を
い
か
に
十
分
に
捉
え
き
れ
な
い
か
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
︒

日
本
に
お
け
る
公
衆
衛
生
的
介
入
は
︑
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
型
の
指
示
の
み
な
ら

ず
︑
集
中
的
な
教
育
や
交
流
︑
記
録
管
理
や
自
己
測
定
を
通
し
た
患
者
の
関

与
︑
信
頼
関
係
の
構
築
な
ど
に
依
存
し
て
い
る
︒
一
見
役
に
立
ち
そ
う
で
は

あ
る
も
の
の
︑
医
療
人
類
学
者
た
ち
か
ら
す
れ
ば
︑
肯
定
的
な
言
葉
で
表
し

づ
ら
い
行
為
の
数
々
だ
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒

　
医
療
社
会
学
の
分
野
で
は
︑﹁
生
物
医
療
化
﹂
に
対
し
て
相
当
な
批
判
が
な

さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
批
判
で
は
︑
出
産
や
悲
し
み
︑
老
衰
︑
そ
の
他
の
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高
齢
化
に
伴
う
自
然
発
生
的
な
影
響
を
も
含
む
よ
り
広
範
囲
の
人
間
の
経
験

に
︑
医
療
が
介
入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
︒
慢

性
疾
患
の
医
療
化
は
︑
個
々
の
リ
ス
ク
の
意
識
を
限
り
な
く
高
め
︑
不
必
要

な
監
視
や
︑﹁
病
気
﹂
の
段
階
の
み
な
ら
ず
﹁
未
発
症
﹂
段
階
を
も
対
象
と
す

る
医
薬
品
や
治
療
を
用
い
た
予
防
治
療
措
置
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い（

1
）

︒

　
生
物
医
療
化
（biom

edicalization

）
と
い
う
用
語
は
︑
フ
ー
コ
ー
の
﹁
生
政

治
﹂（biopolitics

）
概
念
の
影
響
か
ら
か
︑
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
印
象
を
与
え
や
す

い
︒
公
衆
衛
生
に
お
い
て
は
︑
社
会
や
有
害
な
産
業
で
は
な
く
個
人
へ
の
責

任
転
嫁
を
指
す
こ
と
も
あ
る（

2
）

︒
だ
が
︑
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ=

ハ
フ
の
み
た

日
本
の
場
合
の
考
察
は
︑
高
齢
化
社
会
に
お
い
て
慢
性
疾
患
の
取
り
扱
い
件

数
の
増
加
に
伴
い
必
要
と
な
る
可
能
性
の
あ
る
教
育
や
交
流
に
つ
い
て
︑

我
々
に
考
え
る
よ
う
促
す
も
の
で
あ
る
︒

　
現
に
診
療
現
場
の
向
こ
う
の
日
本
社
会
で
は
︑
小
学
校
で
の
規
則
的
な
排

便
に
関
す
る
学
校
教
育
か
ら
︑
子
供
た
ち
に
衛
生
や
エ
チ
ケ
ッ
ト
︑
栄
養
に

つ
い
て
教
え
る
給
食
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
い
た
る
ま
で
︑
あ
ら
ゆ
る
社
会
の
場
で

の
健
康
や
か
ら
だ
に
関
す
る
教
育
が
特
徴
的
だ
と
い
え
よ
う（

3
）

︒
今
や
コ
ロ
ナ

教
育
の
最
前
線
に
あ
る
保
健
所
は
︑
国
民
に
慢
性
疾
患
の
予
防
教
育
を
行
い
︑

ま
た
教
育
の
た
め
の
入
院
︑
い
わ
ゆ
る
教
育
入
院
は
珍
し
く
な
い
︒
家
計
簿

や
産
婦
人
科
患
者
に
必
要
と
さ
れ
る
母
子
手
帳
を
含
む
主
流
の
記
録
管
理
方

法
は
︑
多
く
の
患
者
に
必
要
と
さ
れ
る
自
己
測
定
に
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
︒

二
〇
〇
八
年
に
は
︑
厚
生
労
働
省
が
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
（
糖
尿
病
︑

心
血
管
疾
患
︑
脳
卒
中
の
リ
ス
ク
上
昇
に
関
連
す
る
一
連
の
症
状
）
の
ス
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
施
行
し
て
お
り
︑
健
康
管
理
の
み
な
ら
ず
︑
人
々

の
意
識
の
向
上
と
﹁
生
活
習
慣
改
善
﹂
を
推
進
し
て
い
る
︒

　
健
康
を
め
ぐ
る
交
流
は
︑
日
本
の
社
会
生
活
の
至
る
と
こ
ろ
で
生
じ
て
い

る（
4
）

︒
こ
う
し
た
現
象
は
︑﹁
生
物
医
療
化
﹂（biom

edicalization

）
と
い
う
よ
り

も
︑
む
し
ろ
﹁
生
物
社
会
化
﹂（bio-sociality

）
と
す
る
方
が
よ
り
適
切
か
も

し
れ
な
い
︒
生
物
医
学
が
行
き
過
ぎ
た
領
域
も
確
か
に
あ
る
が
︑
こ
の
研
究

で
は
︑
個
人
に
健
康
と
健
や
か
さ
の
責
任
転
嫁
を
す
る
ア
メ
リ
カ
型
に
限
界

が
あ
る
こ
と
を
も
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
︒
本
書
は
︑
国
際
的
に
ほ
と
ん
ど

知
ら
れ
て
い
な
い
シ
ス
テ
ム
と
は
い
え
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
ヘ
ル
ス
に
お
い
て

益
々
重
要
と
な
り
つ
つ
あ
る
日
本
の
医
療
を
知
る
手
が
か
り
を
提
供
し
て
く

れ
る
︒

注（
1
）  

ホ
ワ
イ
ト
マ
ー
シ
ュ
︑
二
〇
一
三
年

（
2
）  

ベ
ン
ソ
ン
︑
キ
ル
シ
ュ
︑
二
〇
一
〇
年

（
3
）  

ボ
ロ
ヴ
ォ
イ
︑
ロ
ベ
ル
ト
︑
二
〇
一
五
年

（
4
）  

ボ
ロ
ヴ
ォ
イ
︑
二
〇
一
七
年
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