
口
蓋
裂
を
遠
藤
（
一
九
三
七
）
は
臨
床
的
に
先
天
性
口
蓋
裂
と
後

天
性
口
蓋
裂
と
に
分
類
し
、
後
者
は
梅
毒
と
外
傷
に
よ
る
も
の
が
多

い
と
述
べ
て
い
る
。

梅
毒
は
。
○
．
盲
目
目
の
（
辰
急
や
ｌ
勗
呂
）
が
ア
メ
リ
カ
大
陸
を

発
見
し
た
十
五
世
紀
末
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
た
ら
せ
ら
れ
、
そ
れ
以

来
、
全
世
界
に
ひ
ろ
が
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
梅
毒
は
非
常
に
経
過

の
な
が
い
疾
患
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
鼻
が
く
ず
れ
、
口
蓋
に

穿
孔
す
る
人
も
多
か
っ
た
。
人
工
的
に
鼻
を
つ
く
り
、
口
蓋
穿
孔
を

塞
ぐ
こ
と
を
創
案
し
た
の
は
陽
．
國
鳳
（
勗
邑
ｌ
ぷ
ぎ
）
と
思
わ
れ

る
。
胃
忌
は
口
蓋
の
穿
孔
部
を
塞
ぐ
の
に
海
綿
を
応
用
し
て
人
工

口
蓋
と
し
、
８
口
ぐ
の
己
①
と
呼
ん
だ
が
、
の
ち
に
一
五
七
五
（
天
正

三
）
年
に
は
。
頁
冒
員
の
胃
と
記
載
し
、
こ
れ
が
現
在
で
も
学
術
用

語
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
こ
の
時
代
の
口
蓋
穿
孔
を
塞
ぐ
口
蓋
栓

口
蓋
裂
を
人
工
蓋
で
閉
塞
す
る
方
法
の

史
的
研
究

本
間
邦
則

塞
子
に
は
名
○
品
の
と
か
８
号
目
が
用
い
ら
れ
た
。
し
か
し
海
綿

に
よ
る
口
蓋
栓
塞
子
は
、
口
腔
内
で
海
綿
が
水
分
を
吸
収
し
て
膨
化

す
る
た
め
に
、
小
さ
な
穿
孔
を
大
き
く
し
て
し
ま
う
欠
点
が
あ
っ

た
。

口
蓋
栓
塞
子
は
十
世
紀
に
は
壱
○
口
鴨
。
頁
員
四
目
の
域
を
出
ず
、

十
八
世
紀
へ
と
移
行
す
る
。
十
八
世
紀
に
歯
科
医
学
が
発
展
し
義
歯

を
つ
く
る
技
術
が
進
歩
し
て
く
る
と
、
そ
れ
は
口
蓋
栓
塞
子
に
も
応

用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
近
代
歯
科
医
学
の
祖
と
し
て
尊
敬
さ
れ
る

フ
ラ
ン
ス
の
国
の
胃
の
團
屋
ｏ
冨
己
（
忌
詞
１
局
臼
）
は
そ
の
著
冒
⑦

Ｏ
巨
『
員
唱
２
口
の
昌
曽
①
》
弓
麗
」
に
義
歯
と
組
承
合
せ
た
機
能
的
な

口
蓋
栓
塞
子
を
記
述
し
た
。
ま
た
。
く
り
の
歯
科
医
○
Ｆ
詞
ロ
①
置
冨
筍
。

（
司
弓
ｌ
扁
曾
）
は
軟
口
蓋
部
の
破
裂
を
弾
性
ゴ
ム
で
閉
塞
し
好
結

果
を
得
た
と
一
八
二
○
（
文
政
三
）
年
に
報
告
し
た
。
十
九
世
紀
に

な
り
歯
列
矯
正
法
が
発
達
し
て
く
る
と
、
矯
正
装
置
と
人
工
口
蓋
と

を
組
糸
合
せ
て
機
能
的
な
口
蓋
栓
塞
子
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
く
る
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
外
科
医
⑦
景
国
ぐ
願
い
箇
ぐ
色
目
の
咽

頭
閉
塞
の
生
理
的
機
能
の
研
究
、
ウ
ィ
ー
ン
の
言
語
矯
正
家
国
目
岸

即
９
３
鳥
の
発
声
法
の
研
究
が
報
告
さ
れ
る
と
、
さ
ら
に
機
能
的

な
口
蓋
栓
塞
子
が
考
案
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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こ
の
よ
う
に
口
蓋
裂
、
口
蓋
穿
孔
を
補
綴
的
に
閉
塞
す
る
技
術

は
、
歯
科
医
学
の
進
歩
と
と
も
に
開
発
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ

た
。
し
か
し
十
九
世
紀
中
期
に
な
る
と
、
外
科
手
術
に
よ
り
口
蓋

裂
、
口
蓋
穿
孔
を
閉
鎖
す
る
こ
と
が
成
功
す
る
と
、
人
工
口
蓋
の
意

義
は
著
し
く
後
退
す
る
こ
と
に
な
る
。
現
在
で
は
顎
・
口
腔
外
科
手

術
に
よ
っ
て
切
除
し
た
部
分
を
補
填
す
る
顔
面
・
顎
補
綴
の
領
域
が

開
拓
さ
れ
て
き
て
い
る
。

（
日
本
歯
科
大
学
新
潟
歯
学
部
）

一
八
八
五
年
は
わ
が
国
の
公
許
女
医
の
第
一
号
で
あ
る
荻
野
吟
子

（
一
八
五
一
’
一
八
九
七
）
が
登
場
し
た
年
で
あ
る
。
女
医
公
許
の
制
度

そ
の
も
の
は
前
年
の
一
八
八
四
年
に
制
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の

百
年
記
念
と
し
て
日
本
女
医
会
が
東
京
新
宿
で
記
念
式
典
を
開
い
た

の
は
一
九
八
四
年
十
一
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
席
上
、
順
天
堂
大
学
の
酒
井
シ
ヅ
先
生
が
荻
野
吟
子
に
関
す

る
記
念
講
演
を
さ
れ
、
そ
の
あ
と
女
医
界
の
活
動
に
貢
献
し
た
者
に

対
す
る
賞
と
し
て
新
し
く
荻
野
吟
子
賞
が
設
け
ら
れ
、
第
一
回
の
受

賞
者
と
し
て
演
者
の
伯
母
大
村
ひ
さ
ゑ
（
一
九
○
一
Ｉ
）
が
選
ば
れ

た
。

荻
野
吟
子
が
女
医
を
め
ざ
し
た
の
は
自
分
が
性
病
に
な
っ
た
時
に

屈
辱
に
耐
え
な
が
ら
治
療
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
そ

の
よ
う
な
想
い
を
し
な
い
で
す
む
よ
う
に
、
女
性
が
医
療
を
行
う
こ

と
に
よ
っ
て
不
幸
な
女
性
達
を
救
お
う
と
考
え
た
か
ら
だ
と
伝
え
ら

一
○
○
年
目
の
女
医
の
卵
た
ち

大
村
敏
郎
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