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医院だより  

      
 

 
 

             
 

 

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

一
月 

別
名 

睦
月
（む
つ
き
）、
建
寅
月
（け
ん
い
ん
げ
つ
）・

孟
春
（も
う
し
ゅ
ん
）、
嘉
月
、
正
陽
月
、
年
初
月
と
も 

睦
月
の
『睦
』は
一
家
の
人
々
が
仲
よ
く
親
し
み
あ
う
と
い

う
意
味
が
あ
り
ま
す
。 

『一
月
の
花
』 

福
寿
草
、
蝋
梅
、
シ
ン
ビ
ジ
ュ
ー
ム
な
ど 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ホ
ト
ケ
ノ
ザ 

 

『一
月
の
言
葉
』 

 

一
日
は
貴
い
一
生
で
あ
る
。
こ
れ
を
空
費
し
て
は
な

ら
な
い
。
そ
し
て
有
効
的
に
こ
れ
を
使
用
す
る
道
は

神
の
言
（こ
と
ば
）を
聴
い
て
こ
れ
を
始
め
る
こ
と
に

あ
る
。
一
日
の
成
敗
（せ
い
は
い
）は
朝
の
心
の
持
ち

か
た
に
よ
っ
て
定
ま
る
。
朝
起
き
て
ま
ず
第
一
に
神

の
言
を
読
ん
で
神
に
祈
る
、
こ
う
し
て
始
め
た
日
の

戦
い
は
勝
利
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
た
と
え
敗
北

の
よ
う
に
見
え
て
も
勝
利
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

そ
し
て
こ
う
い
う
生
涯
を
終
生
継
続
し
て
一
生
は

成
功
を
も
っ
て
終
わ
る
の
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（内
村
鑑
三
『一
日
一
生
』序
文
よ
り
） 

  

『一
月
の
暦
』 

 
 

 

一 

日 
 

元
日
、
年
賀
、
初
詣
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

太
陽
暦
の
実
施
、
旧
暦
の
明
治
五
年
十
二
月

三
日
に
あ
た
る
こ
の
日
が
、
太
陽
暦
の
明
治

六
年
元
旦
と
さ
れ
た
。
明
治
六
年
が
旧
暦
で

は
閏
年
で
十
三
カ
月
あ
り
、
官
吏
の
月
給
を

節
約
す
る
目
的
も
あ
っ
た
と
か
。 

 
 

  

二 

日  

初
荷
、
初
夢
、
書
初
め
、
皇
居
一
般
参
賀 

    

六 

日 
 

小
寒
（本
格
的
寒
さ
の
始
ま
り
）、
高
崎
だ
る

ま
市
、
東
京
消
防
庁
出
初
式
、
良
寛
忌
（一
八

三
一
年
） 

    

七 

日 
 

七
草
、
人
日 



 
 

 
 

十 

日 
 

一
一
○
番
の
日
、 

   
十
四
日   

成
人
の
日
、
タ
ロ
ー
、
ジ
ロ
ー
生
存
（一
九

五
九
年
）十
五
頭
の
う
ち
の
二
頭 

十
五
日 

 
小
正
月 

十
六
日 

 
藪
入
り
、
親
鸞
聖
人
忌 

二
十
日 

 

大
寒
（寒
気
が
至
り
最
も
寒
く
な
る
）  

二
十
一
日 

 

薩
長
同
盟
締
結
（一
八
六
六
年
） 

二
十
二
日 

 

黙
阿
弥
忌 

 

二
十
六
日 

 

道
元
禅
師
誕
生
会 

二
十
七
日 

 

国
旗
制
定
記
念
日 

参
考 

鈴
木
充
広
著
「暮
ら
し
に
生
か
す
旧
暦
ノ
ー
ト
」河
出
書
房 

白
井
明
大
「日
本
の
七
十
二
候
を
楽
し
む
」（東
邦
出
版
） 

平
成
三
十
一
年
神
宮
舘
運
勢
暦
（神
宮
舘
） 

日
本
大
歳
時
記
・暮
ら
し
の
歳
時
記
（講
談
社
） 

暮
ら
し
の
歳
時
記
３
６
５
日
『今
日
は
何
の
日
か
？
』（講
談
社
） 

 

お
し
ら
せ 

一
、
保
険
証
の
提
示
に
つ
い
て 

月
の
最
初
の
受
診
時
に
は
、
受
付
に
保
険
証 

を
ご
提
示
く
だ
さ
い
。 

二
、
当
番
医
は 

一
月
六
日
で
す
。 

三
、
診
療
案
内 

○
一
般
外
来
診
療
・往
診
・在
宅
医
療 

 
 

 

○
禁
煙
外
来 

     

○
骨
粗
鬆
症
の
検
査･

治
療 

○
ピ
ロ
リ
菌
有
無
の
検
索
と
除
菌 

○
Ｃ
Ｔ
、
Ｍ
Ｒ
Ｉ
、
Ｐ
Ｅ
Ｔ
の
予
約 

○
胃
カ
メ
ラ
・大
腸
カ
メ
ラ 

 

○
肺
炎
球
菌
・帯
状
疱
疹
ワ
ク
チ
ン 

四
、
外
来
の
一
部
予
約
制
の
利
用
に
つ
い
て 

☆
１
時
間
２
名
ず
つ
、
予
約
制
で
診
療
を
行
っ
て
い

ま
す
。
前
日
ま
で
に
受
付
で
ご
予
約
く
だ
さ
い
。
是

非
ご
利
用
下
さ
い
。
電
話
で
も
予
約
で
き
ま
す
。                  

 

五
、
群
馬
県
保
険
医
協
会 

二
十
四
時
間
健
康
テ
レ
ホ
ン 

 

電
話
〇
二
七
―
二
三
四
―
四
九
七
〇 

h
ttp://

w
w
w
.raijin.com

/
ken

ko/ 

   

          

           

北
上
夜
曲 

 
   

 
 

 
  

作
詞 

 

菊
池 

規
（の
り
み
） 

                 
 

 

作
曲 

 

安
藤
睦
夫 

   
 

 
 

 

一 

匂
い
優
し
い 

白
百
合
の 

 
 

 

濡
れ
て
い
る
よ
な 

あ
の
瞳 

 
  

想
い
出
す
の
は 

想
い
出
す
の
は 

 
  

北
上
河
原
の 

月
の
夜 

二 

宵
の
灯 

点
（と
も
）す
こ
ろ 

心
ほ
の
か
な 

初
恋
を 

想
い
出
す
の
は 

想
い
出
す
の
は 

北
上
河
原
の 

せ
せ
ら
ぎ
よ 

 
 

三  

銀
河
の
流
れ 

仰
ぎ
つ
つ 

 
 

  

星
を
数
え
た 

君
と
僕 

想
い
出
す
の
は 

想
い
出
す
の
は 

北
上
河
原
の 

星
の
夜 

四 

春
の
そ
よ
風 

吹
く
頃
に 

楽
し
い
夜
の 

接
吻
を 

想
い
出
す
の
は 

想
い
出
す
の
は 

北
上
河
原
の 

愛
の
歌 

五 

雪
の
チ
ラ
チ
ラ 

降
る
宵
に 

君
は
楽
し
い 

天
国
へ 

想
い
出
す
の
は 

想
い
出
す
の
は 

北
上
河
原
の 

雪
の
夜 

六 

僕
は
生
き
る
ぞ 

生
き
る
ん
だ 

月 ペットボトル症候群 

火 歯みがきをして歯医者へ行こう 

水 チョコレート嚢胞 

木 唾液の神秘とパワー 

金 休日・夜間に子どもが発熱したら 

土 聴診器でわかること 

http://www.raijin.com/kenko/
http://www.raijin.com/kenko/


 
 

 
  

君
の
面
影 

胸
に
秘
め 

想
い
出
す
の
は 

想
い
出
す
の
は 

北
上
河
原
の 

初
恋
よ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
昭
和
三
十
六
年
） 

 

岩
手
師
範
学
校
一
年
だ
っ
た
菊
池 

規
（
の
り
み
） 

が
「
誰
も
が
経
験
す
る
初
恋
の
淡
い
思
い
出
」
を
詩 

に
託
し
た
の
が
昭
和
十
五
年
の
こ
と
。
ち
ょ
う
ど
安 

藤
睦
夫
の
叔
父
が
同
校
の
配
属
将
校
で
あ
っ
た
。 

八
戸
中
学
四
年
生
だ
っ
た
安
藤
が
た
ま
た
ま
叔
父 

を
訪
ね
た
と
き
同
じ
下
宿
に
住
ん
で
い
た
菊
池
と 

知
り
合
い
、
「
二
人
で
記
念
に
曲
を
作
ろ
う
」 

と
約
束
し
翌
年
届
い
た
菊
池
の
詩
に
安
藤
が
曲
を 

つ
け
て
で
き
た
の
が
こ
の
曲
で
あ
っ
た
。 

ギ
タ
ー
が
得
意
だ
っ
た
安
藤
の
弾
き
語
り
を
聴
い 

た
別
の
学
生
が
ピ
ア
ノ
伴
奏
を
つ
け
て
歌
う
と
、
師 

範
学
校
の
寮
で
大
流
行
し
た
と
い
う
。 

彼
ら
は
教
員
と
な
り
赴
任
先
の
学
校
で
歌
い
、
生
徒 

た
ち
に
歌
い
継
が
れ
て
い
っ
た
。 

昭
和
三
十
五
年
暮
れ
、
盛
岡
市
で
開
か
れ
た
労
音
の 

コ
ン
サ
ー
ト
の
あ
と
、
ダ
ー
ク
ダ
ッ
ク
ス
の
リ
ー
ダ 

ー
喜
早 

哲
（
き
そ
う
て
つ
）
氏
が
慶
応
大
学
の
同 

窓
会
に
出
た
と
こ
ろ
出
席
者
の
一
人
が
あ
る
歌
を 

歌
い
始
め
る
と
、
そ
れ
が
静
か
な
合
唱
と
な
っ
た
。 

ダ
ー
ク
ダ
ッ
ク
ス
の
メ
ン
バ
ー
が
こ
れ
を
男
性
四 

部
合
唱
に
編
曲
し
レ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
し
発
売
し
た 

と
こ
ろ
、
突
然
待
っ
た
が
か
か
っ
た
。 

「
歌
詞
が
多
少
違
っ
て
い
る
」
と
正
し
い
歌
詞
を
添 

え
て
投
稿
し
て
き
た
人
が
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
人 

こ
そ
、
作
曲
者
の
安
藤
睦
夫
氏
で
あ
っ
た
と
い
う
。 

原
作
通
り
の
詩
と
曲
で
レ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
を
し
て 

再
発
売
し
た
こ
の
曲
は
大
ヒ
ッ
ト
し
、
「
北
上
川
ブ 

ー
ム
」
を
起
こ
し
ま
し
た
。 

 
 
 

 
 

 
 

学
習
研
究
社
『
私
の
心
の
歌 

冬
』
参
考 

 

 
 
  
  
  
  
  

 

栴
檀
（
セ
ン
ダ
ン
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
  
  

 
 

 
 
 
  
         

 

け
ん
こ
う 

（一
一
〇
） 

冬
の
事
故
に
つ
い
て 

 
 

 
 

は
じ
め
に 

 
 

今
年
も
冬
特
有
の
事
故
（も
ち
の
つ
か
え
、
一
酸
化

炭
素
中
毒
、
低
温
や
け
ど
）
に
つ
い
て
知
識
を
整
理

し
、
事
故
が
起
き
な
い
よ
う
に
過
ご
し
て
下
さ
い
。 

一 
 

も
ち
の
つ
か
え 

 
 

毎
年
、
一
月
、
二
月
、
十
二
月
に
多
く
起
き
、
年
齢

で
は
６
５
歳
以
上
に
圧
倒
的
に
多
い
。
搬
送
人
数
の
半

数
以
上
が
生
命
に
か
か
わ
る
重
症
に
分
類
さ
れ
ま
す
。 

呼
吸
停
止
後
、
ど
れ
く
ら
い
の
時
間
が
た
つ
と
死
に
至

る
か
の
目
安
を
グ
ラ
フ
で
示
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

呼
吸
が
止
ま
っ
て
何
も
処
置
が
施
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、

１
、
２
分
間
は
脳
が
活
動
し
ま
す
が
、
３
分
以
上
経
つ

と
死
亡
率
が
徐
々
に
上
が
り
、
１
０
分
で
は
５
０
％
、



１
５
分
で
は
ほ
ぼ
１
０
０
％
が
死
に
至
る
と
い
わ
れ

ま
す
。 

救
急
車
が
来
る
ま
で
の
間
に
、
周
囲
の
人
に
よ
る

素
早
い
対
処
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
分
り
ま
す
。 

 

の
ど
に
詰
ま
り
や
す
い
食
品
を
グ
ラ
フ
で
示
し
ま

す
。 

 

 

周
り
に
い
る
人
が
と
る
べ
き
対
処
法 

 
 

１ 

咳
を
促
す 

 
 

 

異
物
が
詰
ま
る
と
、
患
者
さ
ん
は
咳
き
込
ん
で
、
そ  

 
 
 
 

れ
を
出
そ
う
と
し
ま
す
。
そ
の
と
き
は 

    

『
が
ん
ば
っ
て
咳
を
し
て
！
』 

    

な
ど
と
言
っ
て
、
咳
を
促
し
ま
す
。
咳
き
込
む
こ
と 

    

で
吐
き
出
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。  

気
管
に
物
が
詰
ま
っ
て
い
る
場
合
は
、
水
を 

ま
せ
る
と
、
さ
ら
に
危
険
に
な
る
の
で
飲
ま
せ

て
は
い
け
ま
せ
ん
。  

２ 

救
急
車
を
呼
ぶ 

 

せ
き
こ
ん
で
も
異
物
が
出
な
か
っ
た
り
、
息
を 

吸
う
と
き
に
ヒ
ュ
ー
ヒ
ュ
ー
と
い
う
音
が
し
て
、   

息
を
吸
い
に
く
い
症
状
が
あ
る
と
き
に
は
救

急
車
を
呼
ん
で
く
だ
さ
い
。  

３ 

物
を
取
り
出
す 

 

口
を
あ
け
て
み
て
目
の
前
に
異
物
が
見
え
簡

単
に
取
り
出
せ
る
と
き
に
は
指
で
取
り
出
し

ま
す
。
指
を
か
ま
れ
な
い
よ
う
に
注
意
。
箸
で

突
つ
い
た
り
や
掃
除
機
で
吸
引
す
る
こ
と
は
か

え
っ
て
つ
き
落
と
す
こ
と
が
あ
り
、
危
険
で
す

か
ら
や
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
！
）  

４ 

背
部
叩
打
法 

 

背
中
を
手
で
強
く
た
た
い
て
異
物
を
吐
き
出

さ
せ
る
よ
う
に
し
ま
す
。
意
識
の
有
無
、
年
齢
、

性
別
に
か
か
わ
ら
ず
誰
に
で
も
行
え
ま
す
。
救

急
車
を
待
つ
間
、
何
度
も
続
け
て
く
だ
さ
い
。  

５ 

腹
部
突
き
上
げ
法 

 

患
者
さ
ん
を
後
ろ
か
ら
抱
え
て
、
両
手
で
み
ぞ

お
ち
の
し
た
あ
た
り
を
押
し
上
げ
、
胸
の
圧
力

を
高 

め
て
異
物
を
気
道
か
ら
押
し
出
す
よ

う
に
し
ま
す
。
妊
婦
や
乳
児
に
は
行
っ
て
は
い

け
ま
せ
ん
。  

６ 

心
臓
マ
ッ
サ
ー
ジ 

 

患
者
が
動
か
な
く
な
り
、
呼
吸
が
止
ま
っ
た
場
合 

は
、
背
部
叩
打
法
や
腹
部
突
き
上
げ
法
か
ら
心

臓
マ
ッ
サ
ー
ジ
に
切
り
替
え
ま
す
。  

 

 

二 

暖
房
器
具
の
落
と
し
穴 

１ 

一
酸
化
炭
素
中
毒 

 
 

１
２
月
～
２
月
に
か
け
て
多
く
発
生
、
炭
火
や

ガ
ス
が
原
因
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

事
故
の
発
生
場
所
と
し
て
多
か
っ
た
住
宅
（一

般
住
宅
、
共
同
住
宅
）と
飲
食
店
で
の
事
故
発

生
原
因
を
見
る
と
、 

住
宅
で
は
、
換
気
不
足
に
よ
る
事
故
発
生
が
８

割
と
多
く
、
飲
食
店
で
は
、
窯
内
の
残
り
火
の

不
始
末
が
５
割
、
換
気
不
足
が
約
４
割
と
な
っ

て
い
ま
す
。  

 
 

救
急
搬
送
さ
れ
た
人
の
う
ち 

６
割
以
上
は
、

入
院
が
必
要
と
さ
れ
る
中
等
症
以
上
と
診
断

さ
れ
て
い
ま
す  

 
 

一
酸
化
炭
素
中
毒
は
ど
う
し
て
発
生
す
る
の

で
し
ょ
う
か
？  

酸
素
が
不
十
分
な
状
態
で
燃
焼
す
る
と
『不
完

全
燃
焼
』が
起
こ
り
、
一
酸
化
炭
素
が
発
生
し

ま
す
。  

一
酸
化
炭
素
が
血
中
の
ヘモ
グ
ロ
ビ
ン
と
結
合
す

る
力
は
、
酸
素
に
比
べ
て
２
０
０
倍
強
い
た
め
、



全
身
に
酸
素
が
行
き
渡
ら
な
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。  

一
酸
化
炭
素
は
無
味
無
臭
の
た
め
部
屋
に

充
満
し
て
も
気
づ
き
ま
せ
ん
。 

『同
じ
部
屋
』『同
時
に
』『
複
数
の
中
毒
者
』

が
出
や
す
い
の
が
特
徴
で
す
。  

同
じ
部
屋
に
い
た
ペ
ッ
ト
や
妊
婦
さ
ん
の
場

合
に
胎
児
に
も
影
響
が
出
ま
す
。  

症
状
は
、
『め
ま
い
』『頭
痛
』『吐
き
気
』か
ら

始
ま
り
、
『け
い
れ
ん
』や
『意
識
障
害
』が
起

こ
り
死
亡
に
い
た
る
こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
。  

  ２ 
 

低
温
や
け
ど 

４
０
～
６
０
℃
程
度
の
温
度
で
や
け
ど
す
る

こ
と
を
言
い
ま
す
。 

温
熱
損
傷
は
４
５
度
で
１
時
間
、
７
０
度
で
は

１
秒
で
組
織
の
損
傷
が
起
こ
る
。
４
４
℃
で
は

６
～
１
０
時
間
で
す
。 

低
温
熱
源
と
は
湯
た
ん
ぽ
、
懐
炉
、
ス
ト
ー

ブ
、
ホ
ッ
ト
カ
ー
ペ
ッ
ト
な
ど
お
も
に
暖
房
器

具
。 

受
傷
者
側
の
要
因
と
し
て
は
、
熟
睡
し
て
い

た
り
体
が
不
自
由
で
あ
っ
た
り
、
知
覚
麻
痺
、

泥
酔
、
一
酸
化
炭
素
中
毒
、
糖
尿
病
に
よ
る

循
環
不
良
、
な
ど
の
状
態
に
あ
る
と
受
傷
し
や

す
く
な
り
ま
す
。  

ホ
ッ
ト
カ
ー
ペ
ッ
ト
に
幼
児
を
寝
か
せ
毛
布
を
か

ぶ
せ
る
と
熱
中
症
に
か
か
り
や
す
い
こ
と
に
も

注
意
。
ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン
の
使
用
に
伴
い
、
ひ
ざ
に

乗
せ
る
こ
と
で
本
体
底
面
部
か
ら
の
放
熱
で
ひ

ざ
が
、
ま
た
キ
ー
ボ
ー
ド
や
パ
ー
ム
レ
ス
ト
部
か

ら
の
放
熱
で
手
の
ひ
ら
が
、
低
温
熱
傷
に
か
か
っ

た
報
告
も
あ
り
ま
す
。  

１
．
対
処 

・水
疱
を
破
ら
な
い 

・自
己
判
断
で
薬
を
塗
ら
な
い 

・必
ず
医
療
機
関
に
受
診 

 

２
．
予
防 

 

 
 

・湯
た
ん
ぽ
は
布
団
が
温
ま
っ
た
ら
取
り
出
す  

 
 

・電
気
あ
ん
か
・毛
布
は
、
ス
イ
ッ
チ
を
切
る  

 
 

・カ
イ
ロ
は
寝
る
と
き
に
は
使
用
し
な
い 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

院
長
の
ひ
と
り
ご
と
（ 

百
五
十
七
） 

 

◇
小
学
校
への
通
い
道
、
村
内
に
泥
棒
が
出
た
と
の
話 

が
話
題
に
な
っ
た
。
親
た
ち
が
家
で
話
し
て
い
る
の

を
聞
い
て
子
供
た
ち
が
登
校
す
る
時
に
話
し
あ
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。 

◆
家
に
入
っ
て
物
を
盗
む
わ
け
で
は
な
い
。
い
や
、
案 

外
入
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
、
だ
れ
も
気
付
か
な
か 

っ
た
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。 

 

◇
何
が
無
く
な
る
か
と
言
う
と
、
家
の
周
り
に
積 

ん
で
お
い
た
薪
を
何
本
か
抜
い
て
い
く
の
で
あ
る
。

米
の
収
穫
時
に
は
田
ん
ぼ
で
乾
燥
し
て
い
る
稲
藁

を
数
束
持
ち
去
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
雪
囲
い
用

の
ス
ギ
の
丸
太
が
消
え
る
。
冠
婚
葬
祭
で
人
の
出
入

り
が
多
く
な
る
と
、
儀
式
用
の
食
器
が
幾
組
か
消

え
て
し
ま
う
、
な
ど
。 

◆
石
炭
、
石
油
の
な
い
時
代
、
雪
国
の
村
の
人
た
ち 

は
『春
山
』仕
事
と
し
て
雪
が
溶
け
か
か
り
、
ま
だ 

草
木
が
茂
ら
な
い
う
ち
に
総
出
で
山
の
斜
面
に 

張
り
付
い
て
、
柴
刈
り
を
し
た
。
そ
の
声
は
反
射 

し
て
遠
く
村
の
方
ま
で
響
い
て
来
た
。 

◇
ひ
と
束
の
直
径
２
０
～
３
０
セ
ン
チ
く
ら
い
柴
の
木

を
上
下
２
か
所
で
締
め
る
。
こ
れ
を
や
は
り
柴
の

な
か
で
弾
力
の
あ
る
種
類
の
木
で
締
め
上
げ
て
ひ

と
束
と
す
る
。
ね
じ
る
力
で
そ
の
木
の
中
央
部
分

に
数
本
の
裂
隙
が
入
る
。
見
事
な
手
さ
ば
き
に
い

つ
も
吸
い
こ
ま
れ
る
よ
う
に
見
入
っ
て
い
た
が
、
残

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B9%AF%E3%81%9F%E3%82%93%E3%81%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%87%90%E7%82%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%96
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%96
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%96
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%96
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B3%96%E5%B0%BF%E7%97%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%B1%E4%B8%AD%E7%97%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%88


念
な
が
ら
、
と
う
と
う
こ
の
技
術
を
身
に
つ
け

ず
に
村
を
離
れ
て
し
ま
っ
た
。 

◆
雑
木
林
の
太
い
木
を
切
り
出
す
の
も
こ
の
頃
で

野
原
に
積
も
っ
た
雪
は
早
春
に
は
固
く
な
っ
て

い
る
の
で
橇
を
使
っ
て
運
び
だ
す
の
に
好
都
合

で
あ
っ
た
。 

◇
家
の
ま
わ
り
に
柴
木
の
束
を
大
人
の
背
丈
の

１
・
５
～
２
倍
の
高
さ
に
積
み
上
げ
、
そ
の
上

に
藁
を
敷
い
て
雨
を
防
い
だ
。
こ
れ
を
荷
宇

（に
う
）と
呼
ん
だ
。 

◆
ひ
と
夏
乾
燥
さ
せ
、
こ
れ
が
晩
秋
か
ら
翌
年
ま 

で
１
年
間
の
燃
料
と
な
っ
た
。
夏
ま
で
に
乾
燥

さ
せ
た
丸
太
を
薪
割
っ
て
薪
（木
呂
・・・こ
ろ
と

呼
ん
だ
）
に
し
て
、
こ
れ
を
家
の
外
壁
に
添
っ
て

積
み
上
げ
た
。 

◇
経
験
か
ら
ど
の
く
ら
い
の
燃
料
が
あ
れ
ば
、
ひ

と
家
族
が
１
年
過
ご
せ
る
か
承
知
し
て
い
た
。 

そ
の
量
が
わ
か
る
ま
で
は
何
度
も
失
敗
が
あ
っ

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
お
金
が
あ
れ
ば
い
つ
で
も
燃

料
を
買
え
る
今
の
時
代
か
ら
み
る
と
た
め
息
が

出
る
ほ
ど
の
大
変
さ
だ
が
、
伝
統
と
経
験
の
上

に
築
か
れ
た
豊
か
な
生
活
だ
っ
た
。 

◆
無
駄
に
い
ろ
り
で
薪
を
燃
や
す
こ
と
は
禁
じ
ら

れ
て
い
た
。
消
費
し
す
ぎ
る
と
、
「隣
の
家
が
金

持
ち
に
な
る
」と
窘
（た
し
な
）め
ら
れ
た
。
相

対
的
に
倹
約
し
て
い
る
家
の
方
が
浪
費
す
る
家

よ
り
豊
か
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
が
、
ひ
と
ひ
ね
り
し
た
論
理
の
意
味
が
わ

か
ら
な
か
っ
た
わ
た
し
は
、
『
な
ぜ
？
」『ど
う
し

て
？
』と
食
い
下
が
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

◇
そ
の
よ
う
に
手
間
が
か
か
っ
た
生
活
の
糧
で
あ
る
か

ら
、
少
し
ば
か
り
い
い
じ
ゃ
な
い
か
、
と
盗
ら
れ
て

し
ま
う
訳
に
は
参
り
ま
せ
ん
、
大
人
た
ち
は
皆
、

目
の
色
を
変
え
て
悔
し
が
る
。
当
然
な
こ
と
で
あ
っ

た
。 

◆
防
御
策
と
し
て
、
薪
の
上
に
缶
詰
の
空
き
缶
を
並

べ
た
こ
と
が
あ
る
。
夜
中
に
、
カ
ラ
ン
と
音
が
し
て

皆
起
き
上
が
っ
た
が
、
現
場
に
行
っ
た
時
に
は
だ
れ

も
い
な
い
。
と
は
い
え
そ
こ
に
残
っ
て
立
っ
て
い
た
と

し
た
ら
、
も
っ
と
怖
か
っ
た
と
思
う
。 

 
◇
お
が
く
ず
を
撒
い
て
お
い
て
逃
げ
た
方
向
を
知
ろ

う
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
り
、
果
て
は
糞
尿
を
薪
の

上
に
置
い
て
お
こ
う
か
な
ど
と
、
子
ど
も
た
ち
も

登
校
途
中
に
知
恵
を
絞
っ
て
妙
案
・珍
案
を
次
か

ら
次
と
出
し
て
わ
ら
っ
た
。 

 

◆
目
星
は
つ
い
て
い
た
が
、
決
定
的
な
証
拠
が
な
い
と 

話
は
進
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
証
拠
を
つ
か
ん
だ
と
し 

て
も
近
所
、
村
内
の
隣
人
を
警
察
に
突
き
出
す
わ 

け
に
も
い
か
な
い
の
で
、
村
の
中
に
段
々
ス
ト
レ
ス
が 

た
ま
っ
て
き
た
。 

 

◇
昼
間
道
で
会
え
ば
、
な
ん
と
も
明
る
い
声
で
挨
拶 

を
し
、
朝
早
く
山
へ牛
の
餌
の
草
刈
り
に
出
か 

け
、
帰
り
は
大
き
な
声
で
草
刈
唄
を
こ
れ
ま
た
鼻 

に
か
か
っ
た
高
い
調
子
で
こ
ぶ
し
を
ま
わ
し
な
が
ら

唄
っ
て
帰
っ
て
く
る
。
そ
の
声
で
目
が
醒
め
た
く
ら

い
で
あ
る
。
図
体
が
大
き
い
か
ら
声
も
よ
く
共
鳴
し

て
響
き
渡
り
、
人
と
会
え
ば
愛
想
は
良
し
、
弁
も

立
つ
の
で
、
被
害
者
の
立
場
を
忘
れ
て
う
っ
と
り
す

る
カ
ミ
さ
ん
も
い
れ
ば
、
亭
主
た
ち
は
な
お
さ
ら

苦
虫
を
噛
ん
だ
よ
う
な
顔
を
し
て
い
た
。 

 

◆
こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
。 

夕
暮
れ
時
、
と
あ
る
家
の
主
婦
が
ふ
と
田
ん
ぼ 

 

に
だ
れ
か
が
い
る
の
に
気
付
き
、
近
づ
い
て
い
っ
て
見

る
と
、
今
ま
さ
に
自
然
乾
燥
の
稲
藁
を
何
束
か
ハ

ザ
か
ら
下
ろ
し
、
運
び
去
ろ
う
と
し
て
い
る
男
性
に

出
く
わ
し
た
。
あ
っ
け
に
と
ら
れ
て 

 
 

「お
前
さ
ん
は
、
い
っ
た
い
お
ら
こ
（我
が
家
）の
田
圃

で
何
し
て
い
る
ん
だ
ね
？
」 

と
よ
う
や
く
言
い
終
え
た
ら
、 

 
 

「あ
あ
、
こ
こ
の
稲
藁
束
を
少
し
ば
か
り
も
ら
っ
て
行

き
ま
す
よ
・・・
」 

 
 

と
答
え
る
と
、
さ
っ
さ
と
立
ち
去
っ
て
し
ま
っ
た
と
い

う
。 

◇
も
ら
っ
て
い
く
よ
と
そ
の
家
の
者
の
目
の
前
で
断
っ
て

持
ち
去
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
で
は
泥
棒
と
呼
べ
な
く

な
る
。
異
論
が
あ
れ
ば
、
そ
の
時
言
え
ば
い
い
じ
ゃ
な

い
か
、
と
言
い
返
さ
れ
る
羽
目
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

こ
ん
な
屁
理
屈
に
村
中
が
振
り
回
さ
れ
て
、
さ
り
と



て
何
に
も
対
応
で
き
な
い
純
朴
な
村
衆
が
ま
だ
い

っ
ぱ
い
居
た
時
代
で
あ
っ
た
。 

◆
薪
の
１
本
で
も
、
お
米
の
一
合
で
も
自
分
の
手
に

入
れ
ば
、
そ
の
日
の
燃
料
代
と
食
糧
代
は
浮
か

せ
る
わ
け
だ
か
ら
積
も
り
重
な
れ
ば
ひ
と
財
産

作
れ
る
と
い
う
算
段
だ
っ
た
か
？ 

◇
孔
子
は
、
何
も
し
な
い
で
ボ
ー
っ
と
し
て
一
日
暮

ら
す
く
ら
い
な
ら
、
博
打
を
や
っ
て
賽
こ
ろ
で
も

振
っ
て
頭
を
使
っ
て
い
る
方
が
ま
だ
ま
し
だ
と
い

う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
た
と
『論
語
』に
は
書
い
て

あ
る
。 

 
 

子
曰
く
、
飽
（
あ
）
く
ま
で
食
ら
い
て
日
を
終
え
、

心
を
用
う
る
所
な
き
は
、
難
い
か
な
。
博
奕
（ば

く
え
き
）
な
る
も
の
有
ら
ず
や
、
こ
れ
を
為
す
は
、

猶
已
（な
お
や
）む
に
賢
（ま
さ
）れ
る
。 

 
 

「
腹
い
っ
ぱ
い
食
べ
て
一
日
を
終
わ
り
、
何
に
も
頭
を

働
か
せ
な
い
、
そ
ん
な
の
は
困
る
な
。
双
六
と
か
囲
碁

と
言
う
も
の
が
あ
る
で
は
な
い
か
。
こ
の
遊
び
を
す
る

の
は
、
無
為
に
暮
ら
す
よ
り
は
ま
し
で
は
な
い
か
。 

（
「
論
語
」
第
十
七
、
陽
貨
篇
） 

◆
仕
事
の
前
に
は
必
ず
下
見
に
行
く
と
い
う
周
到

さ
が
あ
っ
た
。 

今
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
知
恵
の
あ
る
人
だ
っ
た
。

ど
ち
ら
か
と
言
う
と
暗
い
性
格
で
は
な
く
一
見 

明
る
い
人
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
し
わ
く
ち
ゃ
な 

 

笑
顔
の
中
に
深
山
の
沼
の
よ
う
に
波
立
た
な
い 

 

 
 

 

二
つ
の
眼
が
あ
っ
た
。
こ
の
目
は
笑
っ
て
い
な
い 

 

 
 

 

と
感
じ
た
わ
た
し
は
、
笑
み
を
止
め
て
目
を
そ 

 

 
 

 

ら
し
た
。  

 

 

◇
知
恵
の
な
い
純
朴
な
愚
か
な
も
の
に
は
『
聖
書
』 

 
 

 

に
こ
ん
な
言
葉
が
載
っ
て
い
る
。 

 
 

 

『
自
分
を
知
恵
の
あ
る
者
と
思
っ
て
い
る
人 

 
 

を
見
た
だ
ろ
う
。
彼
よ
り
も
、
愚
か
な
者 

 
 

の
方
が
ま
だ
望
み
が
あ
る
。
』 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
箴
言 

２
６-

１
２
） 

 
 

 

こ
の
言
葉
に
は
慰
め
ら
れ
る
思
い
が
し
ま
す
。  

 
 

 

今
の
こ
の
ま
ま
の
生
き
方
で
い
い
ん
だ
よ
、
と
。 

 
 

 

◆
世
界
で
も
、
日
本
で
も
、
自
分
の
住
ん
で
い
る

小
さ
な
町
や
村
で
も
、
な
ん
と
『知
』に
長
け

た
だ
け
の
人
が
多
く
い
る
こ
と
か
。 

そ
の
『知
』で
自
分
の
生
活
が
よ
く
な
る
こ
と
ば

か
り
考
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
『知
』を
世
の

中
が
今
日
よ
り
明
日
（あ
し
た
）、
ほ
ん
の
少
し

だ
け
で
も
良
く
な
る
よ
う
に
用
い
る
人
が
い
な

い
も
の
か
・・・ 

か
な
え
ら
れ
そ
う
も
な
い
希
望
を
つ
ぶ
や
き
な

が
ら
、
わ
た
し
は
千
円
札
の
し
わ
を
伸
ば
し
て

４
つ
に
折
り
た
た
ん
で
い
る
の
で
す
。 

    
 

 

 
 

 
 

一
歩
、
昨
年
よ
り
よ
い
年
に
な
り
ま
す
よ
う
に
、

み
ん
な
で
、
一
歩
踏
み
出
し
ま
し
ょ
う
。 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

上
越
国
境
の
山
々 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


