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農
村
医
学
の
形
成
と
発
展

佐
久
病
院
に
お
け
る
地
域
医
療
活
動
の
実
践
か
ら

キ
ー
ワ
ー
ド
ー
農
村
医
学
、
社
会
医
学
、
潜
在
疾
病
、
医
生
態
学
、
健
康
管
理
活
動

〔
要
旨
〕
長
野
県
臼
田
町
の
佐
久
病
院
は
、
農
民
に
対
す
る
医
療
活
動
で
名
高
い
。
佐
久
病
院
の
活
動
は
、
病
院
内
だ
け

で
な
く
地
域
の
中
で
も
実
践
さ
れ
て
き
た
。
病
院
の
開
設
後
間
も
な
い
一
九
四
五
年
に
、
医
師
や
看
護
婦
た
ち
は
訪
問

診
療
を
始
め
て
い
る
。
村
に
お
け
る
活
動
の
中
で
、
病
院
の
ス
タ
ッ
フ
は
、
農
民
の
間
に
多
く
の
潜
在
疾
病
が
あ
る
こ

と
を
発
見
し
た
。
こ
れ
ら
の
疾
病
を
解
明
す
る
た
め
に
、
医
生
態
学
に
基
づ
く
農
民
の
生
活
調
査
が
行
わ
れ
、
潜
在
疾

病
は
医
学
的
お
よ
び
社
会
的
観
点
か
ら
分
析
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
ス
タ
ッ
フ
は
疾
病
に
対
す
る
治
療
だ
け
で
な
く
予

防
の
重
要
性
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
疾
病
を
予
防
す
る
た
め
に
、
病
院
は
村
と
協
力
し
て
一
九
五
○
年
代
に
健

康
管
理
活
動
を
開
始
し
た
。
健
康
診
断
が
定
期
的
に
実
施
さ
れ
、
人
々
の
健
康
に
関
す
る
意
識
を
高
め
る
た
め
に
健
康

教
育
が
推
進
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
臨
床
医
学
に
と
ど
ま
ら
な
い
佐
久
病
院
の
医
療
活
動
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、
「
予
防

は
治
療
に
ま
さ
る
」
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
は
、
社
会
医
学
の
重
要
性
を
示
し
て
お
り
、
今
後
の
医
療
活
動

の
方
向
を
示
唆
す
る
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

日
本
医
史
学
雑
誌
第
四
十
六
巻
第
四
号
平
成
十
二
年
一
月
二
十
一
日
受
付

平
成
十
二
年
十
二
月
二
十
日
発
行
平
成
十
二
年
二
月
十
九
日
受
理
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ま
た
、
臓
器
移
植
や
体
外
受
精
、
遺
伝
子
操
作
な
ど
を
可
能
に
す
る
高
度
医
療
技
術
の
発
達
が
も
た
ら
し
た
新
た
な
問
題
も
見
逃
せ
な
い
・

こ
れ
ら
の
医
療
技
術
は
、
わ
れ
わ
れ
に
、
こ
れ
ま
で
当
為
と
し
て
き
た
人
の
生
死
に
関
す
る
考
え
方
の
見
直
し
を
鋭
く
迫
っ
て
い
る
。
生
命

観
、
倫
理
観
に
か
か
わ
る
問
題
だ
け
に
、
医
学
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
人
々
に
よ
っ
て
議
論
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
医
学
が

何
を
な
す
べ
き
か
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
国
民
の
中
に
は
か
っ
て
な
い
ほ
ど
健
康
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。
健
康
保
持
に
関
す
る
記
事
が
連
日
新
聞

や
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
、
「
病
気
に
な
ら
な
い
た
め
」
あ
る
い
は
「
病
気
を
早
く
発
見
し
治
療
す
る
た
め
」
の
情
報
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。
こ
の
健

康
へ
の
関
心
の
高
ま
り
は
、
病
気
へ
の
不
安
の
裏
返
し
で
も
あ
る
。
誰
も
が
、
自
ら
の
健
康
を
保
つ
に
は
、
か
っ
て
の
よ
う
に
医
師
（
医
学
）

【
１
】
問
題
の
所
在

敗
戦
か
ら
現
在
ま
で
約
半
世
紀
の
間
に
、
日
本
社
会
は
大
き
な
変
動
を
経
験
し
て
き
た
。
連
合
軍
に
よ
る
占
領
期
・
高
度
成
長
期
を
経
て
、

今
や
日
本
は
世
界
有
数
の
「
経
済
大
国
」
で
あ
る
。
こ
の
間
、
医
学
・
医
療
を
め
ぐ
る
状
況
も
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
変
化
し
た
。

疾
病
構
造
の
中
心
は
、
感
染
症
か
ら
非
感
染
症
へ
と
移
り
、
平
均
寿
命
の
伸
び
と
少
子
化
に
よ
っ
て
人
口
構
造
は
激
変
し
た
。
こ
う
し
た

変
化
に
対
応
し
て
医
療
技
術
は
め
ざ
ま
し
く
進
歩
し
て
き
た
が
、
そ
の
一
方
で
治
療
中
心
の
技
術
の
限
界
も
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

戦
後
初
期
に
多
く
み
ら
れ
た
感
染
症
に
対
し
て
は
、
抗
生
物
質
や
抗
結
核
剤
が
著
明
な
治
癒
効
果
を
も
た
ら
し
た
。
し
か
し
、
現
在
増
加

し
て
い
る
が
ん
・
心
臓
病
・
脳
血
管
疾
患
な
ど
に
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
「
治
癒
」
を
可
能
に
す
る
技
術
は
な
い
。
高
度
医
療
機
器
に
よ
っ
て

（
１
）

診
断
技
術
は
発
達
し
て
き
た
も
の
の
、
治
療
技
術
は
、
治
癒
に
は
結
び
つ
か
な
い
中
間
型
技
術
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
こ

の
た
め
、
治
癒
の
困
難
な
疾
病
を
抱
え
た
患
者
に
は
、
「
治
療
」
の
枠
を
こ
え
た
幅
広
い
ケ
ア
が
必
要
と
な
り
、
医
学
だ
け
で
は
対
応
で
き
な

い
領
域
が
増
え
て
い
る
。

は
じ
め
に
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だ
け
に
委
ね
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
こ
と
に
気
づ
き
な
が
ら
、
新
し
い
方
向
を
模
索
し
て
い
る
。

医
師
を
は
じ
め
と
す
る
医
療
従
事
者
も
ま
た
、
医
学
・
医
療
を
め
ぐ
る
状
況
の
変
化
に
直
面
し
て
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
取
り
組
み
を

求
め
ら
れ
て
い
る
。
多
様
化
・
複
雑
化
す
る
医
療
課
題
に
対
応
し
て
い
く
た
め
に
は
、
身
体
の
内
部
だ
け
を
対
象
と
し
た
科
学
的
生
物
医
学

（
２
）

だ
け
で
な
く
社
会
的
視
点
を
も
っ
た
医
学
が
不
可
欠
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
新
し
い
医
学
・
医
療
の
か
た
ち
を
考
え
る
た
め
に
、
社
会
医
学

と
し
て
の
農
村
医
学
が
目
覚
し
い
展
開
を
み
せ
た
一
九
四
○
年
代
か
ら
一
九
七
○
年
代
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
発
展
過
程
の
解
明
を
試
み
る
。

【
２
】
課
題
と
方
法

日
本
に
お
け
る
「
農
村
医
学
」
は
、
戦
時
体
制
下
、
強
壮
な
兵
士
と
銃
後
を
守
る
質
の
よ
い
労
働
力
を
作
り
だ
す
た
め
の
「
健
民
健
兵
政

策
」
が
推
進
さ
れ
る
中
で
誕
生
し
た
。
徴
兵
検
査
で
青
年
男
子
の
体
位
低
下
が
問
題
化
す
る
に
つ
れ
、
兵
士
の
重
要
な
供
給
地
で
あ
る
農
村

の
保
健
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
農
民
を
対
象
と
し
た
医
学
が
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

時
代
の
要
請
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
農
村
医
学
は
、
戦
時
中
の
業
績
を
継
承
し
な
が
ら
、
戦
後
は
新
た
な
社
会
医
学
と
し
て
発
展
を
と
げ
る

こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
は
、
戦
後
農
村
医
学
の
牽
引
車
と
な
っ
た
長
野
県
佐
久
病
院
に
お
け
る
地
域
医
療
活
動
を
検
証
し
、
社
会
医
学
と
し

て
の
農
村
医
学
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
発
展
し
て
い
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
・

佐
久
病
院
は
、
長
野
県
の
東
南
部
人
口
約
一
万
六
千
人
の
臼
田
町
に
位
置
す
る
、
農
業
協
同
組
合
立
の
総
合
病
院
で
あ
る
。
病
院
が
設
置

さ
れ
た
一
九
四
四
年
に
は
わ
ず
か
二
○
床
の
小
規
模
病
院
で
あ
っ
た
が
、
戦
後
五
十
年
余
り
の
間
に
、
病
床
が
数
千
を
こ
え
る
大
病
院
へ
と

発
展
し
た
。
敗
戦
後
か
ら
高
度
成
長
期
に
か
け
て
、
日
本
の
大
半
の
病
院
で
は
生
物
医
学
を
基
に
治
療
中
心
の
医
療
が
展
開
さ
れ
た
が
、
佐

久
病
院
で
は
、
設
立
当
初
か
ら
一
貫
し
て
地
域
に
根
ざ
し
た
医
療
活
動
が
行
わ
れ
て
き
た
。

佐
久
病
院
で
は
、
病
院
を
訪
れ
受
診
す
る
患
者
を
治
療
す
る
だ
け
で
な
く
、
ス
タ
ッ
フ
が
地
域
の
中
に
出
向
い
て
住
民
の
生
活
を
調
査
し
、

病
気
を
社
会
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
努
め
て
き
た
。
病
気
の
原
因
を
社
会
的
に
追
究
・
解
明
す
る
農
村
医
学
の
成
果
は
、
や
が
て
予
防
活
動
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（
３
）

日
本
で
農
村
医
学
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
日
中
戦
争
後
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
前
に
も

農
村
の
保
健
衛
生
に
関
す
る
調
査
や
研
究
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
か
ら
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
に
か
け
て
、

当
時
の
内
務
省
衛
生
局
が
企
画
し
た
「
農
村
保
健
衛
生
実
地
調
査
」
で
は
、
内
務
省
に
よ
る
全
国
九
ヶ
所
の
農
村
に
つ
い
て
の
調
査
と
地
方

庁
に
よ
る
全
国
一
三
四
村
の
調
査
が
行
わ
れ
た
。
調
査
項
目
は
、
人
口
、
出
産
・
死
亡
な
ど
人
口
動
態
に
関
す
る
も
の
か
ら
妊
産
・
育
児
、

住
民
の
体
格
、
寄
生
虫
、
住
民
の
疾
病
、
食
物
、
飲
酒
及
び
喫
煙
、
飲
料
水
、
住
宅
、
医
療
費
・
買
薬
費
に
い
た
る
ま
で
多
岐
に
わ
た
り
、

（
４
）

そ
の
結
果
を
集
計
し
た
報
告
書
は
後
の
研
究
の
基
礎
的
文
献
と
な
っ
た
。

一
九
二
一
（
大
正
十
）
年
に
設
立
さ
れ
、
社
会
的
視
点
か
ら
労
働
者
の
健
康
に
関
す
る
研
究
を
積
み
重
ね
て
き
た
労
働
科
学
研
究
所
は
、
一

九
三
三
（
昭
和
八
）
年
に
岡
山
県
高
月
村
に
農
業
労
働
調
査
所
を
創
設
し
、
農
村
保
健
の
実
態
調
査
に
着
手
し
た
。
そ
の
後
、
研
究
所
は
、
神

（
５
）

奈
川
県
成
瀬
村
に
も
農
業
労
働
調
査
所
を
設
置
し
て
広
範
な
調
査
・
研
究
活
動
を
行
っ
た
。

に
つ
な
が
り
、
さ
ら
に
は
地
域
住
民
の
健
康
意
識
の
変
革
に
ま
で
発
展
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら
の
活
動
内
容
を
検
討
し
て
い
く
と
、
現
在
日

本
の
医
学
・
医
療
が
必
要
と
し
て
い
る
社
会
医
学
の
要
件
が
豊
富
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

本
稿
で
は
、
農
村
医
学
の
戦
前
か
ら
の
流
れ
を
確
認
し
た
上
で
、
①
臨
床
と
統
計
学
的
方
法
を
結
び
つ
け
た
医
療
活
動
の
実
践
手
法
、
②

農
村
特
有
の
疾
病
の
解
明
過
程
、
③
予
防
医
学
を
推
進
す
る
健
康
管
理
活
動
の
展
開
、
の
三
つ
の
点
に
焦
点
を
あ
て
て
、
佐
久
病
院
に
お
け

る
農
村
医
学
の
形
成
と
発
展
を
検
証
す
る
。
時
代
を
先
取
り
し
て
き
た
と
も
い
え
る
佐
久
病
院
の
活
動
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在

求
め
ら
れ
て
い
る
新
し
い
医
学
・
医
療
の
在
り
方
を
考
え
る
た
め
の
多
く
の
示
唆
が
得
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

【
１
】
戦
前
の
農
村

（
１
）
農
村
医
学
の
濫
鰯

第
一
章
農
村
医
学
の
系
譜

戦
前
の
農
村
医
学



日本医史学雑誌第46511 巻第4号（2000）

と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
の
は
、
科
学
的
な
調
査
に
よ
っ
て
、
村
の
結
核
感
染
実
態
だ
け
で
な
く
そ
の
感
染
経
路
に
つ
い
て
も
明
確
に
し
た

（
８
）

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
結
核
の
処
女
地
帯
に
、
資
本
主
義
の
発
展
と
と
も
に
結
核
が
浸
潤
し
て
ゆ
く
道
程
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
上
で
、
高
橋
は
医
療
施
設
も
医
師
も
不
足
し
て
い
る
農
村
に
お
い
て
有
効
な
治
療
と
予
防
を
行
う
た
め
の
方
法
を
工
夫
し
た
。

林
俊
一
は
、
旧
制
第
一
高
等
学
校
時
代
か
ら
社
会
科
学
に
関
心
を
も
ち
、
労
働
運
動
に
参
加
し
た
後
慈
恵
医
大
に
入
学
し
た
。
大
学
で
は

農
村
医
療
に
関
す
る
研
究
会
に
所
属
し
、
長
期
休
暇
を
利
用
し
て
農
村
部
の
産
業
組
合
病
院
に
出
か
け
る
な
ど
実
践
的
な
活
動
を
行
っ
て

（
７
）

高
橋
實
は
、
東
北
帝
国
大
学
医
学
部
在
学
中
か
ら
社
会
医
学
に
興
味
を
も
ち
、
卒
業
後
は
、
岩
手
県
志
和
村
の
組
合
病
院
の
診
療
所
で
診

療
の
か
た
わ
ら
結
核
の
調
査
や
集
団
検
診
を
行
っ
た
。
そ
の
成
果
を
ま
と
め
た
の
が
『
東
北
一
純
農
村
の
瞥
學
的
分
析
」
で
あ
り
、
一
九
四

一
年
に
朝
日
新
聞
社
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
。
高
橋
は
、
志
和
村
の
経
済
的
状
況
を
概
観
し
た
上
で
農
村
結
核
に
つ
い
て
詳
細
な
調
査
を
行

一
九
三
○
年
代
に
入
る
と
、
徴
兵
検
査
で
の
壮
丁
の
体
位
低
下
を
防
止
し
健
民
健
兵
を
作
り
出
す
た
め
の
「
保
健
国
策
」
が
強
調
さ
れ
る

（
６
）

よ
う
に
な
る
。
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
に
は
「
人
口
政
策
確
立
要
綱
」
が
打
ち
出
さ
れ
、
農
村
は
、
強
健
な
兵
士
や
食
糧
増
産
に
励
む
農

民
と
い
っ
た
「
人
的
資
源
」
の
供
給
地
と
し
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
以
後
敗
戦
ま
で
、
農
村
の
保
健
衛
生
は
国
策
と
し
て
取
り
上

げ
ら
れ
、
農
村
医
学
は
そ
の
国
策
を
遂
行
す
る
た
め
の
科
学
と
し
て
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
九
四
○
年
代
に
農
村
医
学
の
基
礎
を
築
い
た
人
物
と
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
高
橋
實
と
林
俊
一
で
あ
る
。
こ
の
二
人
は
、
実

際
に
診
療
に
携
わ
り
な
が
ら
東
北
の
農
村
の
保
健
衛
生
状
態
を
実
証
的
に
調
査
し
、
優
れ
た
業
績
を
あ
げ
た
。
戦
争
遂
行
の
た
め
の
国
策
が

推
進
さ
れ
る
時
代
に
あ
っ
て
数
々
の
制
約
を
受
け
つ
つ
も
、
彼
ら
の
著
作
に
は
農
民
の
健
康
を
真
筆
に
考
え
る
医
師
の
視
点
が
貫
か
れ
て
い

フ

包
○

（
２
）
保
健
国
策
と
農
村
医
学

（
３
）
農
村
医
学
の
先
駆
的
業
績

一
九
四
○
年
代
に
農
村
医
学
（

一
年
に
朝
日
新
聞
社
酔

い
対
策
を
提
示
し
た
。
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林
は
そ
の
後
無
医
村
と
な
っ
て
い
た
秋
田
市
郊
外
の
村
の
分
院
に
移
り
、
精
力
的
に
往
診
を
こ
な
し
農
民
の
生
活
の
中
に
入
り
込
ん
で
診

療
を
行
っ
た
。
こ
う
し
た
実
践
活
動
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
の
が
「
農
村
書
學
序
説
』
（
伊
藤
書
店
、
一
九
四
四
年
）
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
農

村
医
学
の
歴
史
や
現
状
の
ま
と
め
か
ら
農
村
保
健
衛
生
状
況
の
分
析
、
そ
し
て
農
村
保
健
政
策
に
ま
で
お
よ
び
幅
広
い
。
林
は
、
社
会
病
因

を
探
究
す
る
こ
と
に
主
眼
を
お
い
て
農
村
保
健
状
態
の
体
系
的
分
析
を
行
い
、
農
村
医
学
の
確
立
を
目
指
し
た
。

高
橋
・
林
両
氏
の
研
究
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
病
気
を
社
会
的
に
捉
え
る
視
点
で
あ
る
。
林
は
、
農
村
医
学
を
社
会
医
学
の
一
分
野
で

あ
る
と
し
て
、
社
会
医
学
を
「
人
間
の
保
健
状
態
を
規
定
す
る
因
子
に
は
社
会
的
な
も
の
と
医
学
的
な
も
の
と
が
存
す
る
こ
と
を
認
め
、
そ

の
両
面
が
時
と
場
所
に
よ
り
比
重
を
異
に
す
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
上
に
立
っ
て
、
両
面
の
競
合
対
立
及
び
統
一
に
お
い
て
保
健
問
題
を

（
吃
）

把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
定
義
し
た
。

林
は
、
宮
本
忍
の
『
社
会
医
学
」
や
ル
ネ
・
サ
ン
ド
の
『
社
会
医
学
の
原
理
』
に
学
び
つ
つ
、
農
村
で
実
践
を
重
ね
る
中
か
ら
こ
の
よ
う

な
定
義
を
打
ち
出
し
た
。
そ
し
て
、
農
村
の
経
済
状
態
や
農
民
の
生
活
実
態
を
ふ
ま
え
て
、
農
村
の
疾
病
が
い
か
に
し
て
生
ま
れ
る
の
か
を

（
Ｂ
）

解
明
し
、
治
療
と
と
も
に
予
防
策
を
講
じ
た
の
で
あ
る
。
「
保
健
国
策
」
と
い
う
制
約
に
よ
る
限
界
は
否
定
で
き
な
い
が
、
困
難
な
状
況
下
で

農
村
医
学
の
テ
ー
マ
を
明
ら
か
に
し
た
意
義
は
大
き
い
。

『
農
村
筈
學
序
説
」
に
は
、
農
村
の
保
健
状
況
が
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
詳
し
く
示
さ
れ
、
農
村
の
疾
病
が
社
会
的
諸
因
子
に
よ
っ
て
分
析
さ
れ

て
い
る
。
農
村
保
健
対
策
と
し
て
は
、
健
診
・
栄
養
指
導
・
住
居
改
善
が
あ
げ
ら
れ
、
農
民
の
保
健
衛
生
思
想
改
善
の
た
め
に
は
、
①
教
育

水
準
の
向
上
、
②
保
健
啓
蒙
を
も
含
め
た
地
に
着
い
た
農
村
文
化
活
動
、
③
完
備
し
た
施
設
と
医
師
・
保
健
婦
な
ど
の
ス
タ
ッ
フ
が
必
要
で

（
Ⅱ
）

参
の
づ
つ
０

（
９
）

（
Ⅲ
）

い
る
。
卒
業
後
は
、
秋
田
県
の
組
合
病
院
に
赴
任
し
、
無
医
村
で
の
診
療
に
携
わ
る
か
た
わ
ら
農
村
の
実
態
調
査
を
行
っ
た
。
そ
の
報
告
を

ま
と
め
た
『
農
村
の
母
性
と
乳
幼
児
」
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
四
二
年
）
は
、
短
期
間
の
調
査
で
あ
る
た
め
綿
密
さ
に
は
欠
け
て
い
る
が
、
母
親

と
乳
児
の
状
況
を
医
学
的
側
面
か
ら
把
握
す
る
だ
け
で
な
く
、
経
済
状
況
や
栄
養
・
衛
生
状
態
と
結
び
つ
け
て
考
察
し
て
い
る
点
に
意
義
が
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（
Ｍ
）

あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
村
民
自
身
の
努
力
や
自
主
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
点
な
ど
を
見
る
と
、
後
に
佐
久
病
院
で
展
開
さ
れ
た
地
域
医
療
活
動
の
要
素

が
ほ
ぼ
網
羅
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
戦
前
の
農
村
医
学
は
、
健
民
健
兵
政
策
を
推
進
す
る
た
め
の
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い

た
が
、
そ
の
方
法
は
、
戦
後
に
受
け
継
が
れ
、
新
た
な
発
展
を
み
せ
る
こ
と
に
な
る
。

佐
久
病
院
が
創
設
さ
れ
た
の
は
、
敗
戦
を
目
前
に
し
た
一
九
四
四
年
一
月
の
こ
と
で
あ
る
。
病
院
が
建
設
さ
れ
た
南
佐
久
地
域
に
は
、
そ

（
喝
）

れ
ま
で
入
院
設
備
の
あ
る
医
療
機
関
は
な
く
山
間
部
は
開
業
医
も
い
な
い
無
医
地
区
で
あ
っ
た
。
医
療
保
険
も
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
当

時
、
一
般
の
人
は
健
康
を
損
ね
て
も
医
師
に
診
て
も
ら
う
機
会
は
ほ
と
ん
ど
無
く
、
診
察
を
受
け
る
の
は
死
亡
診
断
書
を
書
い
て
も
ら
う
時

だ
け
と
い
う
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

病
院
設
立
の
き
っ
か
け
は
、
健
民
健
兵
を
作
る
た
め
の
「
保
健
国
策
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
病
院
建
設
を
促
進
し
た
の
は
、
自
分
た
ち
の

組
合
で
病
院
を
も
ち
た
い
と
い
う
医
療
に
恵
ま
れ
な
い
農
民
た
ち
の
切
実
な
思
い
で
あ
っ
た
。
産
業
組
合
南
佐
久
部
会
で
は
、
一
九
四
一
年

（
賂
）

に
郡
下
町
村
会
に
呼
び
か
け
て
病
院
設
立
問
題
の
協
議
を
開
始
し
た
。
準
備
を
重
ね
て
一
九
四
二
一
年
に
は
建
物
が
完
成
し
た
が
、
太
平
洋
戦

争
末
期
の
物
資
不
足
か
ら
開
院
時
の
設
備
は
十
分
と
は
い
え
ず
、
当
面
の
診
療
は
内
科
外
来
だ
け
で
入
院
の
受
け
付
け
は
で
き
な
か
っ
た
。

【
２
】
佐
久
病
院
に

（
１
）
佐
久
病
院
の
設
立

一
九
四
六
年
か
ら
約
五
○
年
に
わ
た
っ
て
院
長
を
務
め
た
若
月
俊
一
が
着
任
し
た
の
は
、
開
院
か
ら
約
一
年
二
ヶ
月
後
の
一
九
四
五
年
三

月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
東
大
の
大
槻
外
科
出
身
の
若
月
は
、
患
者
を
入
院
さ
せ
る
た
め
に
病
棟
内
を
整
備
し
、
精
力
的
に
手
術
を
行
っ
た
。

そ
れ
ま
で
、
手
術
は
お
ろ
か
、
医
師
の
診
察
と
も
ほ
と
ん
ど
無
縁
で
あ
っ
た
佐
久
地
域
の
人
々
に
と
っ
て
、
佐
久
病
院
の
医
療
活
動
は
鮮
烈

（
２
）
農
村
医
学
の
形
成

佐
久
病
院
に
お
け
る
農
村
医
学
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（
Ⅲ
）

ば
な
ら
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
若
月
の
言
葉
に
は
、
学
問
の
た
め
の
学
問
で
な
く
農
民
の
た
め
の
実
践
的
な
学
問
で
あ
る
こ
と
、
西
洋
医
学
だ
け
で
は
対
応
で

き
な
い
日
本
の
農
村
の
現
実
に
立
脚
し
た
学
問
で
あ
る
こ
と
、
単
に
疾
病
を
治
療
す
る
だ
け
で
な
く
そ
の
原
因
を
克
服
す
る
た
め
の
予
防
を

な
印
象
を
も
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
た
。
当
初
は
手
術
に
対
す
る
恐
怖
感
を
抱
い
て
い
た
人
々
も
、
外
科
治
療
の
実
績
を
目
の
当
た
り
に
し
て

そ
の
「
威
力
」
に
驚
き
、
病
院
の
評
判
は
た
ち
ま
ち
広
ま
っ
た
。

そ
の
後
現
在
に
い
た
る
ま
で
、
病
院
は
年
々
大
型
化
・
近
代
化
を
と
げ
、
現
在
は
千
床
を
こ
え
る
大
病
院
と
な
っ
て
い
る
。
表
１
に
み
る

よ
う
に
、
病
院
は
、
そ
の
時
々
の
先
端
医
療
や
最
新
の
医
療
機
器
を
い
ち
早
く
導
入
し
、
施
設
・
設
備
の
拡
充
を
は
か
っ
て
き
た
。
こ
の
過

程
で
、
日
々
進
展
を
み
せ
る
生
物
医
学
の
成
果
を
、
都
会
の
富
裕
な
住
民
だ
け
で
な
く
農
民
に
も
提
供
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。

そ
の
一
方
で
、
佐
久
病
院
で
は
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ケ
ア
に
も
力
を
入
れ
た
。
手
遅
れ
の
患
者
の
実
態
を
追
究
し
て
い
く
う
ち
に
、
受
診
に
結

び
つ
か
な
い
潜
在
患
者
が
発
見
さ
れ
、
ス
タ
ッ
フ
が
地
域
に
出
向
い
て
診
療
を
行
う
中
か
ら
農
村
特
有
の
疾
病
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
疾
病
に
取
り
組
む
た
め
に
は
、
既
存
の
西
洋
医
学
の
機
械
的
適
用
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
次
第
に
独
自
の
農
村
医
学

が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
佐
久
病
院
で
は
、
診
療
活
動
と
並
行
し
て
農
村
医
学
の
研
究
が
活
発
に
進
め
ら
れ
、
一
九
五
二
年
に
は
若
月

を
会
長
と
し
て
第
一
回
日
本
農
村
医
学
会
が
開
催
さ
れ
た
。

若
月
は
、
第
一
回
総
会
の
挨
拶
で
、
医
療
と
衛
生
の
問
題
が
特
に
う
ち
捨
て
ら
れ
て
い
る
農
村
の
環
境
の
中
で
は
、
病
気
も
特
殊
な
形
を

と
る
た
め
、
そ
の
対
策
も
特
殊
な
形
で
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
農
村
医
学
の
必
要
性
を
述
べ
、
何
よ
り
も
医
療
に
恵
ま
れ
な
い
農
民
が

そ
れ
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
が
存
在
基
盤
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
農
村
医
学
が
「
学
問
の
た
め
の
学
問
」
で
は
な
く
、
あ
く

（
〃
）

ま
で
農
民
の
生
活
を
よ
く
し
、
そ
の
生
産
を
増
進
さ
せ
、
そ
の
生
命
を
守
る
た
め
の
学
問
で
あ
り
研
究
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。

ま
た
、
第
七
回
総
会
で
の
宿
題
報
告
「
農
民
の
保
健
に
関
す
る
調
査
報
告
」
に
お
い
て
は
、
農
村
医
学
が
農
民
の
役
に
立
つ
『
実
学
』
で

あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
農
村
の
疾
病
に
対
す
る
対
策
も
、
治
療
オ
ン
リ
ー
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
ず
、
当
然
「
予
防
」
的
な
も
の
も
含
ま
ね
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医療活動治療法・器材施設年

避病院での隔離→科学的治療伝染病棟

結核病棟

器官内麻酔器

准看学院

中央手術棟

小海分院

アイソトープ

コバルト60

精神病棟

カリエス病棟

小諸分院

高等看護学校

長野県農村医学研究所

成人病センター

病院新増 築ベータトロン

第2期工事完成

健康管理センター’

外科手術の安全性確保

自ら看護婦養成へ

本格的手術

山間部への医療供給

最新のガン治療を農民に

農村での精神医療の開始

脊椎固定術の成功

地域の要望に対応

農村医療の担い手の教育

農村医学の研究推進

専門リハビリの開始

最新のガン治療を農民に

大規模多機能病院としての活動

県下全域の集団健康スクリーニ

ング

７
８
０
３
４
８
３

５
５
６
６
６
６
７

９
９
９
９
９
９
９

１
１
１
１
１
１

１

放射性治療装置

リニアック

医療従事者の再教育・交流全国農村保健研修セン

ター

健康スクリーニング検査方法の

改善

CTスキャナー

20チャンネル

オートアナライ

ザー

成人病棟

救命救急センター

総合手術棟

老人保健施設

０
７
８
１

８
８
８
９

９
９
９
９

１
１

１
１

救急医療の拠点

最新の設備広範囲の手術に対

応

高齢者ケア医療と福祉の連携

佐久東洋医学研究所

最新鋭のMRI

|健匿嬢福祉蝋ﾈﾂﾄﾜー
新人間ドック棟

在宅介護支援センター

訪問看護ステーシヨン
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春
木
病
院
で
の
調
査
研
究
を
ま
と
め
た
論
文
で
、
若
月
は
、
工
場
災
害
を
研
究
す
る
際
に
必
要
な
互
い
に
補
足
し
あ
う
二
つ
の
方
法
を
提

（
四
）

示
し
た
。
一
つ
は
、
臨
床
医
が
行
う
個
々
の
事
例
の
観
察
の
総
和
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
統
計
学
的
方
法
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
両
者
が
結
び
つ
い
て
初
め
て
工
場
災
害
の
真
の
姿
が
把
握
さ
れ
、
真
の
対
策
と
治
療
法
が
確
立
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

若
月
は
『
搬
送
さ
れ
て
く
る
怪
我
人
の
治
療
に
携
わ
り
な
が
ら
、
よ
り
有
効
な
救
急
処
置
を
施
す
た
め
に
力
を
尽
く
し
た
。
論
文
に
は
、

手
及
び
足
の
損
傷
に
対
す
る
保
存
療
法
が
具
体
的
に
紹
介
さ
れ
、
腕
及
び
脚
の
損
傷
に
つ
い
て
は
牽
引
法
に
加
え
て
早
期
歩
行
の
重
要
性
が

【
１
】
臨
床
と
統
計
学
的
方
法
の
結
合

佐
久
病
院
に
お
け
る
農
村
医
学
の
業
績
を
検
討
し
て
い
く
と
、
多
く
の
論
文
・
報
告
に
マ
ク
ロ
と
ミ
ク
ロ
の
両
方
の
視
点
が
み
ら
れ
る
こ

と
に
気
づ
く
。
一
つ
の
疾
病
を
取
り
上
げ
る
際
に
、
個
別
具
体
的
な
症
例
の
追
究
と
、
そ
の
疾
病
を
生
み
出
す
社
会
・
環
境
的
要
因
の
分
析

と
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
方
法
は
、
農
村
医
学
を
社
会
医
学
と
し
て
位
置
付
け
る
考
え
方
に
由
来
し
て
い
る
が
、

そ
の
原
点
は
、
佐
久
病
院
赴
任
前
の
若
月
の
経
験
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

若
月
は
、
一
九
三
九
年
か
ら
一
九
四
○
年
に
か
け
て
、
東
大
分
院
外
科
か
ら
派
遣
さ
れ
て
石
川
県
小
松
市
の
春
木
病
院
に
勤
務
し
た
。
戦

時
体
制
下
の
当
時
、
春
木
病
院
に
は
、
大
規
模
な
軍
需
工
場
で
あ
っ
た
小
松
製
作
所
で
怪
我
を
し
た
労
働
者
が
次
々
と
運
び
こ
ま
れ
て
い
た
。

若
月
は
、
労
働
者
が
戦
争
の
犠
牲
と
な
っ
て
い
く
現
状
に
直
面
し
て
、
個
々
の
怪
我
人
を
治
療
す
る
だ
け
で
な
く
系
統
的
な
調
査
を
行
い
、

工
場
災
害
全
体
の
分
析
を
試
み
た
。

重
視
し
た
学
問
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
農
村
医
学
の
基
本
理
念
と
も
い
う
べ
き
考
え
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
は
、
「
保
健
国
策
」
の
制
約
か
ら
解
き
放
た
れ
た
新
し
い
医
学
の
か
た
ち
が
み
ら
れ
る
。
佐
久
病
院
で
は
、
こ
の
よ
う
な
理
念
に
基

づ
い
て
実
践
が
積
み
重
ね
ら
れ
、
そ
の
中
か
ら
独
自
の
方
法
が
生
ま
れ
、
農
村
医
学
の
体
系
化
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
章
農
村
医
学
の
方
法
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示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
若
月
は
、
指
骨
骨
折
の
処
置
に
使
用
す
る
指
副
木
を
考
案
す
る
な
ど
臨
床
面
で
工
夫
を
重
ね
た
。

こ
う
し
て
個
々
の
事
例
に
対
応
す
る
一
方
で
、
若
月
は
一
年
間
に
わ
た
っ
て
災
害
の
統
計
調
査
を
行
い
、
工
場
災
害
の
解
明
を
試
み
た
。

調
査
結
果
に
基
づ
い
て
、
災
害
頻
度
と
そ
の
程
度
と
の
関
係
、
未
経
験
及
び
疲
労
が
受
傷
傾
向
性
に
及
ぼ
す
影
響
、
災
害
の
種
類
と
損
傷
部

位
と
の
関
係
、
損
傷
種
類
と
重
篤
率
と
の
関
係
が
分
析
さ
れ
た
。

こ
の
調
査
・
研
究
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
災
害
原
因
に
関
す
る
個
人
的
要
素
に
着
目
し
、
受
傷
傾
向
性
を
規
定
す
る
労
働
者
の
経
験
や
精

神
・
身
体
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
、
生
産
速
度
の
強
化
に
よ
る
疲
労
と
災
害
率
の
関
係
が
追
究
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
若
月
は
、
慢
性

疲
労
、
潜
伏
性
の
慢
性
疾
患
、
栄
養
不
良
に
因
る
影
響
の
大
き
さ
を
指
摘
し
て
、
災
害
の
責
任
を
早
急
に
労
働
者
個
人
に
帰
着
さ
せ
る
こ
と

（
別
）

に
疑
問
を
呈
し
生
産
強
化
に
よ
る
疲
労
の
増
大
が
災
害
に
つ
な
が
る
危
険
性
に
つ
い
て
言
及
し
た
。

一
年
間
の
派
遣
期
間
を
終
え
て
再
び
東
大
分
院
に
戻
っ
た
若
月
は
、
現
場
に
行
か
な
け
れ
ば
「
怪
我
」
の
実
態
は
つ
か
め
な
い
し
安
全
や

（
幻
）

予
防
策
も
打
ち
出
せ
な
い
と
い
う
考
え
か
ら
、
し
ば
し
ば
患
者
の
働
い
て
い
る
工
場
へ
出
向
い
て
調
査
を
行
っ
た
。
若
月
は
、
こ
れ
ら
の
調

査
の
成
果
を
治
療
に
生
か
す
だ
け
で
な
く
、
災
害
の
予
防
策
へ
と
結
実
さ
せ
た
。
運
ば
れ
て
く
る
怪
我
人
を
た
だ
手
当
て
す
る
の
で
な
く
、

臨
床
活
動
と
統
計
的
方
法
を
結
び
つ
け
、
そ
の
原
因
を
探
り
、
災
害
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
な
方
策
を
考
え
る
ｌ
こ
こ
に
は
、
若
月
の
医
療

活
動
の
原
型
が
み
ら
れ
る
。

工
場
災
害
に
取
り
組
む
中
で
実
践
さ
れ
た
臨
床
的
・
統
計
学
的
方
法
は
、
後
に
農
村
医
学
と
結
び
つ
い
て
新
た
な
展
開
を
と
げ
る
こ
と
に

な
る
。【

２
】
医
生
態
学
と
社
会
的
病
因
論

佐
久
病
院
に
着
任
し
て
か
貝
若
月
の
診
療
対
象
は
工
場
労
働
苔
か
ら
農
腱
へ
と
変
化
し
た
．
だ
毎
ｌ
個
々
の
患
菅
の
診
療
豊
藝

に
取
り
組
み
つ
つ
、
働
く
者
の
生
活
実
態
か
ら
問
題
を
見
出
し
、
患
者
の
所
属
す
る
集
団
や
社
会
を
分
析
し
て
そ
の
中
か
ら
病
因
を
探
り
対
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（
鋤
）

こ
う
し
た
方
法
は
、
現
在
医
療
人
類
学
の
分
野
で
さ
か
ん
に
用
い
ら
れ
、
世
界
各
地
で
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
だ
医
療
人
類
学
が

学
問
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
一
九
四
○
年
代
後
半
か
ら
一
九
五
○
年
代
に
か
け
て
、
日
本
の
農
村
で
医
療
人
類
学
的
方
法
が
実
践

さ
れ
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
。

若
月
は
、
医
生
態
学
の
視
点
か
ら
「
社
会
的
病
因
論
」
に
よ
っ
て
農
村
の
疾
病
の
分
析
を
試
み
た
。
社
会
的
病
因
は
、
表
２
ａ
の
よ
う
に

農
業
的
因
子
、
農
家
的
因
子
、
農
村
的
因
子
に
大
別
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
起
因
す
る
農
村
医
学
的
テ
ー
マ
が
示
さ
れ
た
。
こ
こ
に
は
、
疾
病

だ
け
で
な
く
農
村
衛
生
の
問
題
や
生
活
改
善
の
方
法
ま
で
含
ま
れ
、
社
会
医
学
と
し
て
の
農
村
医
学
の
課
題
が
多
面
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。

分
析
に
あ
た
っ
て
は
、
従
来
の
疫
学
的
方
法
が
、
疾
病
の
生
活
環
境
要
因
と
し
て
地
域
と
結
び
つ
い
た
静
態
的
因
子
（
自
然
的
な
も
の
）
の

把
握
に
な
り
や
す
い
こ
と
に
留
意
し
、
動
態
的
因
子
（
食
習
慣
や
栄
養
水
準
な
ど
）
を
つ
か
む
方
法
が
工
夫
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
単
な
る
地

域
分
布
的
観
察
だ
け
で
な
く
、
年
次
的
変
化
等
を
把
握
す
る
手
法
が
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
若
月
は
、
動
態
的
因
子
を
取
り
上
げ
て
農
村

の
生
活
実
態
の
推
移
を
た
ど
り
、
表
２
ａ
を
作
成
し
た
一
九
六
二
年
か
ら
約
二
○
年
後
の
一
九
八
一
年
に
は
、
表
２
ｂ
を
作
成
し
て
い
る
。

（
別
）

さ
ら
に
変
貌
す
る
農
村
の
社
会
環
境
指
標
の
共
通
因
子
と
し
て
、
非
農
化
な
い
し
兼
業
化
の
比
率
を
重
視
し
て
分
析
を
進
め
た
。

こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
、
農
村
は
社
会
静
学
的
か
つ
社
会
動
学
的
、
つ
ま
り
社
会
構
造
の
形
態
と
社
会
変
化
の
機
能
と
い
う
二
面
か

（
閉
）

ら
分
析
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
農
民
の
環
境
と
健
康
と
の
関
係
も
静
的
か
つ
動
的
（
時
間
経
過
的
）
に
解
明
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
過
程
で
若
月

は
、
健
康
に
影
響
を
及
ぼ
す
環
境
因
子
の
中
に
は
、
直
接
か
つ
短
期
間
に
現
れ
て
く
る
も
の
（
爵
○
吋
目
昌
侭
）
と
長
期
間
に
連
続
し
て
現
れ

（
型
）

方
法
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。

策
を
考
え
て
い
く
ｌ
と
い
う
医
学
の
方
法
は
基
本
的
に
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

若
月
は
、
佐
久
病
院
で
実
践
さ
れ
た
農
村
医
学
の
方
法
を
疫
学
（
①
ロ
匙
①
ョ
巨
○
喝
）
と
区
別
し
て
医
生
態
学
（
日
＆
－
８
馬
８
］
○
喝
）
と
位

置
づ
け
た
。
世
界
的
な
視
野
の
も
と
に
日
本
と
い
う
国
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
に
お
け
る
環
境
と
健
康
と
の
関
係
を
分
析
す
る
疫
学

に
対
し
て
、
一
つ
の
小
地
域
に
住
む
人
た
ち
の
環
境
と
健
康
と
の
関
係
を
静
的
に
も
動
的
（
時
間
経
過
的
）
に
も
追
究
し
て
い
く
医
生
態
学
の
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生活改善農村衛生社会的病因 農 村 医 学 （ 狭 義 ）

家畜伝染病学及びその作物学，獣医学との連

予防法けい，消毒法

接触皮ふ炎，炭疽放射

状菌病，ブルセラ病，

豚丹毒

鉤虫症,水田皮ふ炎(椋

鳥住血吸虫）

農繁期病，こう手，腰

痛症,神経痛，日射病，

農夫症

鎌による腱切断創，家

畜による骨折，自動耕

転機災害

ホリドール中毒，水銀

や砒素の中毒，石灰窒

素の「まけ」

消化器伝染病，トラホ

ーム，冬の冷え

慢性の胄腸病，ビタミ

ン（特にB)欠乏症，

カルシウム欠乏

気がね病（特に脳動脈

硬化症),農村ノイロー

ゼ

妊娠出産の合併症，乳

幼児の高死亡率，子供

の発育不良

老人病(脳卒中,胃癌)，

農民の早老

潜在疾病と手遅れ型

農作物・家畜に因る

もの

鉤虫予防と虫下し運

動，作業衣の改良

農業技術の改善，機械

化，共同化，多角経営

化，農民体操

農機具と家畜の取扱い

方，応急手当法

職業病学，寄生虫病学農
業
的
因
子

農耕地（田・畑・山

林）の不潔

農作業の過労（特に

その「かがまり仕

事｣）

農機具・家畜の事故

農作業に因る疲労とそ

の対策，農作業の合理

化

農業外傷学と労働災害

法

有機りん製剤の危害防

止運動，農業の取扱い

と救急処置

住宅（台所，便所）の

改善，ストーブ導入

食生活改善運動，共同

炊事，強化米，食品貯

蔵

家族会議等による家庭

の民主化，リクリエー

ション

家族計画，若妻会，季

節託児所，育児指導

農薬中毒学と劇毒物販

売取締

農薬・肥料に因るも

の

住宅・衣服の衛生学，

改良便所の考案

農村栄養学と栄養指導

の実際，栄養車

住居の不衛生（汚い

便所，無暖房）

不合理な栄養（特に

白米の大食）

農
家
的
因
子

精神身体医学と農村社

会心理学

気がね（家長制，共

同体的なものに因

る）

妊娠・出産及び育児

の不衛生

農村における母性と乳

幼児の保護対策

老人病対策と早老防止人間ドック，老人ホー
ム，国民年金問題

国民健康保険問題農家経済と医療費，健
康貯金運動

地方病学，気候医学風土病の研究とその対

策

年寄とおば捨精神

低い家計費の中の医

療費

気候・地勢・土壌・

野生動物・昆虫

風土病（吸虫病，イタ

イイタイ病，地方甲状

腺腫，野兎病）

放ったらかし型，迷信

的民間治療の害

赤痢の集団発生，回虫

症のまん延

農
村
的
因
子

習俗・信仰の批判，悪

きもの追放

簡易水道設置，水の消

毒，ハエ・力・ネズミ

の退治

集団的健康管理運動

民俗学，衛生知識の普

及

環境衛生学,水道工学，

尿尿，下水，塵介等の

汚物処理

無医地区対策と共同保

健計画

部落の迷信・衛生知

識の不足

不衛生な村の環境

(上下水道の不備な

ど）

無医村的環境 潜在疾病（特にがまん

型）の多発

｢日本農村医学会雑誌」10巻2号（1962年）
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表2b今日の農村医学的テーマの烏撒図（若月）
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農村の現実’’調査f職」斑｢策1
_____..__L_____｣______________｣_－－_L__

：医学的’’公衆衛生学的’’群的］
_________l.________－－L___
｜社会政策的｜｜農民の立場’

社会的病閃 農村医学（狭義） 農村衛生 生活改善

農作物・家畜

に因る

接触皮ふ炎，ブルセラ病

〔飼料の貯蔵〕→サイロつ

めこみ病，「農夫肺」

〔施設栽培〕→｢ハウス病」

〔家畜の糞尿処理〕

→気管支ぜんそく

動力耕転機,コンバイン，

脱穀機，カッター，乗川

トラクター等の災害，チ

ェンソーに因る「白ろう

病」

農薬皮ふ炎，有機リン

剤・カルバメイト剤によ

る急性中毒，グラモキソ

ン中毒

糖分の過剰摂取→動脈硬

化,肥満,糖尿病,むし歯

緑黄色野菜の不足→貧血

〔出稼ぎ〕〔日雇い〕〔内職〕

→いらいら（フラストレ

ーション）

→子供の体力低下,｢母原

病」

→夫婦間のコンフリクト

→対老人のファミリー・

ケアの欠如

若い者の非行化

’
農作物・家畜による疾病研究の結果を農作業

傷害とその予防に関する→の中に生かすような

研究啓蒙宣伝
、』

農耕地の不潔

農
業
的
因
子

｢農業病｣の認定

(労働法の適用）
農業機械の怪

我と健康傷害

農業外傷学研究、

｜→

l
農業安全運動

農薬中毒学研究｜
ポイズン・センターの

設置

安全思想
→’

の普及農業労働災害

補償制度の確立

農薬・肥料に

因る

栄養問題

農家の食事によ

る健康障害の調

査とその対策

地域における

健康管理方式

の確立

(とくに巡回

による集団健

診）

・がんの初期

発見

・高血圧コン
トロール

農
家
的
因
子

←地域住民の

参加による生

活改善運動，

とくに農協の

｢生活運動｣と

市町村自治体

との連携

家庭破壊的要

因（｢兼業化」

と｢非農業化」

の進む中で）

新しい農家の生

活による社会心

理学的調査とそ

の対策

▲

|‐‐‐．~．‐~~~~~‐~~~~~~‐~~~‐‐‐

l厚生省案の

l・「保健センター」構想

l・「医療機関の地域化」

共同体的ムー

ドを壊す都会

的風潮
農
村
的
因
子

｢農村公害｣的

なもの

進出企業に因るもの「農村公害」調査

→｢イタイイタイ病｣,｢水

俣病」

農業に因るもの→農薬散

布や肥料（チッ素過剰）

に因る飲料水や農作物の

汚染

資料：「日本農村医学会雑誌」3()巻特別号（1981年）



521 日本医史学雑誌第46巻第4号(2000)

【
１
】
潜
在
疾
病
へ
の
着
目

佐
久
病
院
が
設
立
さ
れ
た
一
九

医
療
機
関
が
少
な
か
っ
た
上
、
医

農
村
で
は
一
般
に
自
ら
の
健
康
を

佐
久
病
院
の
医
生
態
学
の
実
践
過
程
で
見
逃
せ
な
い
の
は
、
そ
れ
が
日
常
の
診
療
活
動
と
し
っ
か
り
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
疫

学
や
医
生
態
学
の
追
究
の
中
か
ら
、
あ
る
環
境
と
あ
る
病
気
の
間
に
「
相
関
」
関
係
が
出
た
と
し
て
も
、
こ
う
い
う
環
境
か
ら
こ
の
病
気
が

出
る
と
い
う
「
因
果
」
関
係
を
常
に
導
き
出
せ
る
わ
け
で
は
な
い
。
数
学
的
に
出
て
き
た
相
関
関
係
は
、
日
常
の
診
療
活
動
か
ら
得
ら
れ
る

（
”
）

臨
床
常
識
を
裏
書
き
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
若
月
は
強
調
す
る
。

た
と
え
ば
、
胃
の
病
気
が
多
い
こ
と
と
、
牛
乳
を
多
く
飲
む
と
い
う
こ
と
と
の
間
に
「
相
関
」
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
牛
乳
を
多
く
飲
ん

だ
か
ら
冑
の
病
気
が
多
か
っ
た
と
い
う
「
結
論
」
は
臨
床
常
識
に
反
す
る
。
冑
が
悪
か
っ
た
か
ら
牛
乳
を
多
く
飲
む
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う

ふ
う
に
解
釈
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
臨
床
的
活
動
で
鍛
え
た
視
点
と
、
農
村
の
現
実
を
捉
え
る
た
め
に
工
夫
さ
れ
た
統
計
学
的
方
法
、
こ
の
二
つ
が
結
び
つ
い

た
と
こ
ろ
に
佐
久
病
院
の
農
村
医
学
の
方
法
が
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

果
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
別
）

て
く
る
も
の
ｇ
侭
四
日
侭
）
の
二
つ
が
あ
る
こ
と
を
見
出
し
た
。
従
来
の
疫
学
的
方
法
で
は
長
期
間
に
わ
た
る
環
境
因
子
は
把
握
し
に
く

い
。
佐
久
病
院
で
は
、
継
続
し
た
調
査
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
活
習
慣
と
深
い
か
か
わ
り
の
あ
る
い
わ
ゆ
る
成
人
病
な
ど
の
疾
病
と
環

境
因
子
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
は
、
静
的
か
つ
動
的
な
社
会
的
病
因
論
に
よ
る
独
自
の
医
生
態
学
の
方
法
が
可
能
に
さ
せ
た
成

第
三
章
農
村
特
有
の
疾
病
の
発
見

が
設
立
さ
れ
た
一
九
四
四
年
当
時
、
日
本
の
農
村
に
は
、
農
民
が
気
軽
に
医
療
機
関
を
受
診
す
る
環
境
は
存
在
し
な
か
っ
た
。

少
な
か
っ
た
上
、
医
療
保
険
制
度
の
不
備
に
よ
る
高
額
な
医
療
費
が
患
者
や
家
族
に
は
大
き
な
負
担
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、

般
に
自
ら
の
健
康
を
守
る
と
い
う
発
想
が
乏
し
く
、
病
院
に
来
る
患
者
の
中
に
は
手
遅
れ
の
も
の
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
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佐
久
病
院
で
は
、
こ
の
結
果
を
ふ
ま
え
て
来
院
患
者
の
治
療
に
あ
た
る
一
方
、
積
極
的
に
地
域
に
出
向
い
て
潜
在
疾
病
の
実
態
把
握
に
努

め
、
農
村
特
有
の
疾
病
に
つ
い
て
解
明
を
進
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

（
調
）

さ
れ
た
。

蕊
医者にかか

った病気 藻宮
た
ま
づ

竺
っ
が
気

圏

信

年
間
疾
病
量 善

一11呪

蕊
畷
鵜
一

灘

聿垂ん型 40% 45％
56％ 58％

気づかず型引一時

一
一 ％三三

二＝＝14％＝＝11％－

（佐久総合病院いつせい検診班による）

図1調査部落別にみた年間疾病量の中の潜在疾病(部

落は左から順に，東京雑司ヶ谷，秋田三原杉目，

長野野辺山，長野下荒）

佐
久
病
院
で
は
、
農
村
民
の
疾
病
は
、
医
療
機
関
を
訪
れ
て
く
る
「
患
者
」
に
つ
い

（
郡
）

て
論
ず
る
だ
け
で
は
不
十
分
だ
と
い
う
現
実
を
前
に
し
て
、
早
く
か
ら
巡
回
検
診
を
行

っ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
も
つ
か
み
き
れ
な
い
「
潜
在
疾
病
」
を
突
き
止
め
る
た

め
に
、
病
院
の
検
診
班
は
い
く
つ
か
の
地
域
の
部
落
全
体
に
関
す
る
徹
底
的
な
調
査
を

実
施
し
た
。
そ
の
結
果
、
図
１
の
よ
う
に
潜
在
疾
病
の
状
況
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

秋
田
県
や
長
野
県
の
無
医
地
区
で
は
、
東
京
の
都
市
部
に
比
べ
て
潜
在
疾
病
が
多
く

み
ら
れ
年
間
疾
病
量
の
約
七
割
に
も
達
し
て
い
た
。
同
じ
長
野
県
で
も
佐
久
病
院
の
あ

る
地
区
で
は
無
医
地
区
よ
り
潜
在
疾
病
が
少
な
か
っ
た
が
、
所
得
の
多
い
世
帯
に
比
べ

て
低
所
得
世
帯
で
は
多
く
な
る
傾
向
が
み
ら
れ
た
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
調
査

の
際
に
自
覚
症
状
が
な
く
気
が
つ
か
な
か
っ
た
「
気
づ
か
ず
型
」
と
自
覚
症
状
が
あ
り

な
が
ら
医
者
に
か
か
ら
な
い
「
が
ま
ん
型
」
に
分
け
て
統
計
を
と
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
・
ど
の
部
落
に
お
い
て
も
が
ま
ん
型
が
気
づ
か
ず
型
の
約
四
倍
以
上
を
占
め
て
お
り
、

受
診
抑
制
要
因
は
単
純
に
医
療
的
な
も
の
よ
り
社
会
的
な
も
の
の
方
が
多
い
こ
と
が
示
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（
１
）
農
夫
症
の
発
見

働
く
農
民
、
特
に
中
年
以
降
の
農
民
に
多
発
し
て
い
る
不
定
の
症
候
群
に
つ
い
て
は
、
戦
時
中
か
ら
そ
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
読

売
新
聞
社
医
療
奉
公
隊
に
所
属
し
て
東
北
の
農
村
を
巡
回
し
て
い
た
熊
谷
太
市
博
士
は
、
「
戦
ふ
農
村
を
お
か
す
農
婦
病
に
つ
い
て
」
と
い
う

記
事
（
読
売
新
聞
昭
和
一
八
（
一
九
四
三
）
年
二
月
十
六
・
一
七
日
）
の
中
で
、
農
村
の
中
年
主
婦
に
、
肩
こ
り
、
後
頭
部
の
圧
迫
感
、
胃
部

お
よ
び
四
肢
嬉
痛
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
を
「
農
婦
病
」
と
名
づ
け
た
。

北
海
道
旭
川
厚
生
病
院
長
の
藤
井
敬
三
は
、
戦
時
中
か
ら
戦
後
に
か
け
て
旭
川
を
中
心
に
中
・
北
部
北
海
道
の
農
村
を
巡
回
診
療
す
る
中

（
鋤
）

で
同
様
の
症
状
を
確
認
し
、
そ
の
実
態
を
第
一
回
農
村
医
学
会
で
報
告
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
症
状
が
中
年
女
性
だ
け
で
な
く
男
性

や
若
者
に
も
み
ら
れ
る
こ
と
、
疾
病
と
い
う
よ
り
「
症
候
群
」
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
な
ど
の
理
由
か
ら
、
農
婦
病
と
い
う
よ
り
は
「
農

（
別
）

夫
症
」
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
提
唱
し
た
。

夫
症
」
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
娼

（
２
）
農
夫
症
の
定
義
の
明
確
化

佐
久
病
院
で
は
、
長
野
県
で
も
こ
う
し
た
症
状
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
南
佐
久
郡
お
よ
び
東
京
都
の
農
家
・
非
農
家
を
対
象
に
調
査
を

実
施
し
、
そ
の
結
果
を
多
面
的
に
分
析
す
る
中
か
ら
農
夫
症
の
定
義
の
明
確
化
に
努
め
た
。
若
月
ら
佐
久
病
院
の
ス
タ
ッ
フ
は
、
夜
尿
、
息

ぎ
れ
、
手
足
の
し
び
れ
、
肩
こ
り
、
腰
痛
を
重
要
な
五
大
症
候
と
し
て
選
び
、
こ
れ
ら
臨
床
以
前
の
症
候
に
潜
む
フ
ァ
ク
タ
ー
を
因
子
分
析

（
犯
）

法
を
用
い
て
推
計
学
的
に
分
析
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
複
雑
な
症
候
群
を
、
セ
リ
エ
（
国
四
目
印
の
①
唇
①
）
の
ス
ト
レ
ス
学
説
に
よ
っ
て
説
明

し
た
。
す
な
わ
ち
、
農
夫
症
を
、
ス
ト
レ
ス
状
態
の
障
害
作
用
が
人
間
の
身
体
の
中
で
長
い
間
継
続
し
た
結
果
起
こ
る
ｇ
の
①
画
の
①
○
冒
呂
耳
四
‐

（
調
）

庁
ご
国
に
至
る
潜
伏
的
な
症
候
群
と
し
て
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
佐
久
病
院
で
は
、
症
候
相
互
間
の
相
関
関
係
を
計
算
し
、
こ
れ
ら

（
狐
）

一
見
ば
ら
ば
ら
で
不
安
定
な
症
候
が
、
相
互
に
結
び
つ
い
て
現
れ
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
。
若
月
ら
は
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
農
夫
症
を
一

つ
の
症
候
群
（
望
日
耳
○
日
８
日
己
①
×
）
と
し
て
扱
っ
て
差
し
支
え
な
い
と
考
え
た
。

【
２
】
農
夫
症



４２５

（
３
）
健
康
状
態
を
判
定
す
る
指
標
と
し
て
の
農
夫
症

てい
占
い
占
い
占
い

若
月
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
、
漠
然
と
し
て
い
た
農
夫
症
の
概
念
は
次
第
に
明
確
に
な

つ
２
ゴ
ー
０
－
ノ
、
ｊ
‐
／

に
》
一
一
卜
仕
け
り
、
「
病
気
以
前
の
病
気
」
と
し
て
疾
病
の
早
期
発
見
や
農
村
の
環
境
衛
生
・
生
活
改
善

》
吋
号
》
》
》
》
砕
雄
諦
誰
諏
鐸
恥
搾
棒
椎
に
埜
陸
諦
池
咽
許
艫
酎
雑
銭
言
賑
雑
海
津
雑
韮
坪
倒
苛
洋
認
塞

法占
州

獺
鰐
轍
竪
惑
煮
ば
蕊
霊
崖
霊
鮭
繁

得ｊ

展
症

発
夫と

農
、
ゞ
〃
１
１
１

成
ｒ

数
「
ス
ト
レ
ス
病
」
と
の
関
係
は
よ
り
具
体
的
に
解
明
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

形
３
み
点
ら
計
ま
た
、
農
夫
症
と
ス
ト
レ
ス
病
と
の
関
係
だ
け
で
な
く
、
図
２
の
よ
う
に
農
夫
症
を

邦
表
く

今
口

医
れ
ち
生
み
出
す
ス
ト
レ
ス
外
因
と
の
関
係
も
追
究
さ
れ
た
。
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
肉
体
的
疲

村
び
た

農
し
尿
労
、
精
神
的
緊
張
、
栄
養
不
良
、
感
染
・
寄
生
虫
、
寒
冷
障
害
な
ど
は
、
農
民
の
生
活

り
の
多
れ
い
り

子
こ
痛
足
間
ぎ
眠
ま
は
に
広
く
実
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
疾
病
の
予
防
の
た
め
に
は
こ
れ
ら
を
除
去
し
な
く
て

一
早

肩
腰
手
夜
息
不
め
腹

山杉

は
な
ら
な
い
。
佐
久
病
院
で
は
、
臨
床
実
践
と
と
も
に
健
康
の
た
め
の
生
活
改
善
運
動

を
推
進
し
て
い
っ
た
が
、
農
夫
症
は
そ
の
活
動
に
大
き
く
寄
与
し
た
。

地
域
医
療
活
動
に
携
わ
っ
た
病
院
の
健
康
管
理
部
で
は
、
農
夫
症
の
得
点
と
所
得
、
耕
地
面
積
、
乳
卵
摂
取
量
、
入
浴
回
数
な
ど
生
活
要

因
と
の
関
係
を
調
査
し
た
。
そ
の
結
果
農
夫
症
が
農
業
外
所
得
の
多
い
農
家
ほ
ど
少
な
く
、
耕
地
面
積
や
水
田
面
積
の
多
い
農
家
ほ
ど
多
い

こ
と
が
判
明
し
、
兼
業
農
家
で
は
、
他
産
業
に
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
た
男
性
の
農
夫
症
が
減
少
し
て
い
る
の
に
対
し
て
農
業
を
任
さ
れ
た
主

（
妬
）

婦
の
方
は
増
加
し
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
農
夫
症
は
、
個
々
の
農
民
の
健
康
を
判
定
す
る
指
標
で
あ
る
と
同
時
に
、
部
落
や
村
と
い
っ
た
地
域
集
団
の
健
康
状
態
を
測
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←一一(抵抗期）←－－崖|ストレス外因｜ストレス病

肉体的過労

精神的緊張

栄養不良

感染・寄生虫

寒冷障害

リウマチ

高血圧

動脈硬化

腎硬化

心筋変性

出所：若月俊一『農村医学」勁草書房,p.68,1971

図2「ストレス外因｣，「ストレス病」と「農夫症」との関連の想定（若月）

定
す
る
指
標
の
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
若
月
が
繰
り
返
す
よ
う
に
、
農
夫
症
は
単
一
疾
患

（
＆
己
８
斤
日
ご
）
で
は
な
い
。
疾
病
の
前
段
階
を
示
す
胃
①
呂
昌
８
－
８
房
唱
曼
で
あ
り
、
集

団
の
健
康
を
把
握
す
る
た
め
の
８
Ｑ
巴
８
房
唱
昌
な
の
で
あ
る
。

佐
久
病
院
の
医
療
活
動
の
中
で
、
農
夫
症
は
、
自
ら
の
健
康
を
顧
み
る
こ
と
な
く
働
き
続
け
る

農
民
に
対
し
て
、
健
康
へ
の
自
覚
を
促
す
一
手
段
と
し
て
活
用
さ
れ
た
。
実
践
の
学
問
と
し
て
の

農
村
医
学
の
追
究
が
、
雑
多
な
症
候
群
を
有
効
な
社
会
医
学
の
概
念
に
ま
で
練
り
上
げ
る
こ
と
を

可
能
に
し
た
と
い
え
よ
う
。

【
３
】
こ
う
手

（
１
）
農
繁
期
病
と
慣
習
的
処
置

若
月
ら
は
、
農
村
の
疾
病
の
社
会
的
病
因
を
農
業
・
農
家
・
農
村
の
三
つ
の
因
子
に
分
類
し
た

（
表
１
）
が
、
農
業
的
因
子
と
し
て
最
も
多
く
み
ら
れ
る
も
の
は
、
農
作
業
の
過
労
で
あ
ろ
う
。
日

本
の
農
業
は
「
手
作
り
農
業
」
が
一
般
的
で
あ
る
。
農
民
た
ち
は
、
農
繁
期
に
は
激
し
い
手
仕
事

に
よ
る
労
働
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
過
労
が
健
康
障
害
に
つ
な
が
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。

佐
久
地
方
で
は
、
農
繁
期
に
田
植
え
や
稲
刈
り
の
後
で
、
過
労
の
た
め
に
手
首
の
背
部
が
腫
れ

る
病
気
の
こ
と
を
「
こ
う
手
」
と
呼
び
、
こ
れ
に
罹
っ
た
ら
異
性
の
子
供
に
木
綿
糸
で
腫
れ
た
手

首
を
結
ん
で
も
ら
え
ば
治
る
と
い
う
迷
信
的
風
習
が
あ
る
。
こ
の
症
状
が
農
民
に
現
れ
る
頻
度
は

高
く
、
重
症
の
場
合
は
腱
断
裂
を
招
く
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
農
繁
期
が
す
ぎ
る
と
徐
々
に
改

善
し
て
い
く
こ
と
が
多
い
た
め
、
本
格
的
に
治
療
す
る
農
民
は
少
な
か
っ
た
。
放
置
す
る
か
、
お
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佐
久
病
院
で
は
こ
の
病
理
組
織
学
的
見
解
を
参
考
に
し
な
が
ら
研
究
を
進
め
た
。
外
来
患
者
の
臨
床
例
を
検
討
す
る
一
方
、
犬
を
使
っ
た

動
物
実
験
を
実
施
し
た
結
果
、
い
わ
ゆ
る
「
こ
う
手
」
障
害
の
本
態
は
、
腱
・
腱
鞘
な
ら
び
に
腱
周
囲
組
織
の
急
性
漿
液
性
炎
症
で
あ
る
こ

（
釘
）

と
が
証
明
さ
れ
た
。
佐
久
病
院
で
は
、
臨
床
例
の
研
究
に
と
ど
ま
ら
ず
「
こ
う
手
」
が
ど
の
よ
う
に
農
民
を
苦
し
め
そ
の
作
業
能
力
を
低
下

さ
せ
て
い
る
か
を
調
べ
る
た
め
に
、
実
態
調
査
を
行
っ
た
。
調
査
は
、
南
佐
久
郡
の
住
民
を
対
象
に
ア
ン
ケ
ー
ト
と
戸
別
訪
問
に
よ
っ
て
実

施
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
発
生
時
期
や
罹
患
部
位
か
ら
、
こ
の
症
状
が
農
繁
期
の
過
激
な
手
労
働
の
結
果
起
こ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
全
耕

作
民
の
二
割
以
上
に
既
往
が
み
ら
れ
、
一
度
罹
患
す
る
と
反
復
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
研
究
に
よ
っ
て
、
農
民

の
日
常
生
活
の
中
に
埋
没
し
て
い
た
健
康
障
害
は
、
職
業
病
と
し
て
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
。
競
走
馬
や
引
き
馬
の
災
害
疾
病
が
農
民
に
見
出

さ
れ
た
こ
と
は
、
正
に
牛
馬
の
ご
と
く
働
い
て
い
る
農
民
の
労
働
実
態
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（
調
）

ま
じ
な
い
な
ど
民
間
療
法
に
頼
る
例
が
多
数
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
２
）
職
業
病
と
し
て
の
「
こ
う
手
」

若
月
ら
佐
久
病
院
の
ス
タ
ッ
フ
は
、
煙
草
の
包
装
に
携
わ
る
女
工
や
指
物
師
な
ど
手
仕
事
を
職
業
と
す
る
労
働
者
が
過
労
に
よ
っ
て
漿
液

性
腱
鞘
炎
を
起
こ
す
例
を
挙
げ
、
「
こ
う
手
」
も
こ
の
種
の
腱
鞘
の
災
害
で
あ
り
、
職
業
病
と
み
な
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
そ
し
て
、

そ
れ
ま
で
医
学
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
生
活
上
の
「
障
害
」
を
臨
床
的
に
追
究
す
る
と
と
も
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を

行
っ
て
、
そ
の
発
生
過
程
や
罹
患
状
況
の
社
会
的
解
明
を
試
み
た
。

研
究
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
、
ス
タ
ッ
フ
が
ま
ず
目
を
通
し
た
の
は
、
獣
医
学
の
文
献
に
み
ら
れ
る
馬
の
腱
炎
や
腱
鞘
炎
に
関
す
る
研
究

で
あ
っ
た
。
最
も
脚
力
を
使
う
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
家
畜
の
馬
で
は
、
脚
の
腱
炎
や
腱
鞘
炎
が
頻
発
し
て
お
り
、
獣
医
学
で
は
、
こ
の
過
労

性
腱
炎
を
「
腱
繊
維
の
一
部
の
断
裂
」
に
続
発
す
る
一
種
の
反
応
で
、
生
理
的
自
然
治
癒
の
前
過
程
と
も
み
な
す
べ
き
「
無
菌
性
・
反
応
性

の
炎
症
」
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
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問
題
は
、
農
家
（

が
追
究
さ
れ
た
。

佐
久
病
院
で
は
、
さ
ら
に
実
態
解
明
を
進
め
る
た
め
に
、
「
こ
う
手
」
と
農
家
の
階
層
と
の
関
係
を
調
査
し
た
。
農
業
だ
け
で
生
活
す
る
こ

と
が
で
き
、
余
り
多
く
の
雇
人
を
使
わ
ず
家
族
の
労
働
力
に
だ
け
頼
っ
て
い
る
農
家
を
「
中
農
」
と
し
、
農
業
だ
け
で
は
生
活
が
困
難
な
た

め
に
絶
え
ず
他
に
職
を
持
と
う
と
し
て
い
る
か
又
は
す
で
に
持
っ
て
い
る
農
家
を
「
貧
農
」
と
規
定
し
て
「
こ
う
手
」
の
発
生
率
を
調
べ
た

と
こ
ろ
、
有
意
差
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
結
論
に
対
し
て
は
、
中
農
の
定
義
に
疑
問
が
呈
さ
れ
、
若
月
は
す
ぐ
に
自
己
批
判
を
し
て

（
淵
）

い
る
。
農
業
以
外
の
職
を
持
っ
て
い
な
い
貧
農
の
存
在
、
農
家
の
中
の
潜
在
失
業
的
な
も
の
を
調
査
票
か
ら
掴
み
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
こ
と
へ
の
反
省
を
率
直
に
述
べ
た
の
で
あ
る
。

若
月
ら
は
、
こ
の
反
省
を
ふ
ま
え
、
階
層
区
分
法
に
代
え
て
水
田
耕
作
反
別
区
分
に
よ
る
罹
患
率
を
出
し
、
分
析
を
進
め
た
。
そ
し
て
、

所
有
水
田
面
積
の
多
い
農
家
の
罹
患
率
の
高
さ
が
目
立
つ
一
方
、
所
有
水
田
が
二
～
四
反
と
い
う
「
貧
農
」
に
相
当
高
率
の
「
こ
う
手
」
が

発
生
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
社
会
科
学
的
分
析
方
法
に
工
夫
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
職
業
病
と
し
て
の

「
こ
う
手
」
の
実
体
は
よ
り
深
く
追
究
さ
れ
て
い
っ
た
。

（
３
）
実
態
調
査
と
社
会
的
側
面

【
４
】
「
冷
え
」
と
「
冷
え
症
」

（
１
）
「
寒
冷
障
害
」
の
医
学
的
解
明

（
狛
）

佐
久
病
院
の
ス
タ
ッ
フ
は
、
医
療
活
動
を
進
め
る
中
で
中
年
の
農
民
、
特
に
農
家
の
主
婦
か
ら
「
冷
え
」
や
「
冷
え
症
」
に
つ
い
て
の
訴

え
が
多
い
こ
と
に
着
目
し
、
従
来
の
西
洋
医
学
で
は
ふ
れ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
寒
冷
障
害
」
の
医
学
的
解
明
に
取
り
組
ん
だ
。
こ
の

問
題
は
、
農
家
の
住
居
構
造
や
暖
房
状
況
と
深
い
か
か
わ
り
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
社
会
的
病
因
の
う
ち
、
と
り
わ
け
農
家
的
因
子
と
の
関
連

（
㈹
）

研
究
は
、
十
分
な
暖
房
設
備
の
な
い
住
居
で
長
く
厳
し
い
冬
を
過
ご
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
農
民
の
身
体
に
、
寒
冷
が
ど
の
よ
う
な
影
響
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若
月
ら
佐
久
病
院
の
ス
タ
ッ
フ
は
、
臨
床
例
の
検
討
、
動
物
実
験
、
調
査
を
積
み
重
ね
る
中
か
ら
、
長
期
間
摂
氏
二
度
前
後
の
室
内
で
暮

ら
し
て
い
る
農
民
た
ち
に
寒
冷
障
害
が
継
続
的
に
み
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
れ
が
「
冷
え
症
」
に
発
展
し
、
寒
冷
ス
ト
レ
ス
に
加
え
て

過
労
・
栄
養
不
良
な
ど
他
の
ス
ト
レ
ス
因
子
が
重
な
っ
て
高
血
圧
・
動
脈
硬
化
・
リ
ウ
マ
チ
な
ど
セ
リ
エ
の
示
し
た
い
わ
ゆ
る
適
応
の
疾
病

含
尉
８
陥
旦
且
四
宮
胃
ご
己
）
を
引
き
起
こ
す
と
考
え
た
。

（
２
）
暖
房
と
「
寒
冷
障
害
」
に
関
す
る
実
態
調
査

農
民
の
日
常
的
訴
え
と
見
過
ご
さ
れ
が
ち
な
「
冷
え
」
「
冷
え
症
」
は
、
こ
の
よ
う
に
臨
床
的
に
解
明
さ
れ
た
。
佐
久
病
院
の
農
村
医
学
は
、

こ
こ
で
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
社
会
的
問
題
へ
の
取
り
組
み
へ
と
進
ん
で
い
っ
た
。
「
冷
え
」
「
冷
え
症
」
の
治
療
や
予
防
に
何
よ
り
も
重
要
な

住
環
境
の
改
姜
Ｔ
暖
か
い
住
居
の
実
現
に
向
け
て
動
き
だ
し
た
の
で
あ
る
。

当
時
、
農
林
省
の
促
進
す
る
「
生
活
改
善
」
事
業
に
よ
っ
て
、
農
家
に
は
い
ろ
り
の
代
わ
り
に
「
改
良
か
ま
ど
」
が
設
置
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
。
こ
の
事
業
は
、
い
ろ
り
を
な
く
し
す
す
煙
が
出
な
い
よ
う
に
し
て
農
家
を
明
る
く
す
る
こ
と
を
目
的
に
実
施
さ
れ
た
。
改
良

か
ま
ど
は
燃
料
費
が
い
ろ
り
の
三
分
の
一
と
安
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
全
国
に
普
及
し
た
。
し
か
し
、
暖
房
の
役
割
も
果
た
し
て
い
た
い
ろ
り

が
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
農
家
の
室
温
は
下
が
り
、
特
に
寒
い
台
所
で
過
ご
す
こ
と
の
多
い
主
婦
の
冷
え
は
深
刻
に
な
っ
た
。
つ
ま

を
及
ぼ
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
実
態
調
査
か
ら
始
ま
っ
た
。
ま
ず
農
村
及
び
都
市
の
住
民
を
対
象
と
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
っ
て
、
皮

層
温
度
の
測
定
か
ら
「
冷
え
症
」
が
農
村
の
女
性
に
多
く
み
ら
れ
、
「
冷
え
」
感
は
現
実
に
皮
層
温
度
の
低
下
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
、
肩
こ
り
．

腰
痛
・
手
足
の
し
び
れ
・
夜
尿
な
ど
い
わ
ゆ
る
農
夫
症
症
候
群
を
併
せ
持
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
次
に
、
動
物
及
び
人
体
に
対
す

る
寒
冷
曝
露
実
験
が
行
わ
れ
、
寒
冷
が
セ
リ
エ
の
学
説
に
よ
る
ス
ト
レ
ス
と
し
て
生
体
に
適
応
反
応
的
変
化
を
起
こ
す
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。

さ
ら
に
、
農
家
の
住
居
の
室
温
、
暖
房
の
実
態
を
調
査
し
、
農
家
の
台
所
や
居
間
の
温
度
が
戸
外
の
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
ず
、
冬
季

間
平
均
し
て
摂
氏
二
度
位
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
冬
の
間
、
農
民
た
ち
は
、
暖
房
の
な
い
寒
い
住
居
で
絶
え
間
な
い
ス
ト
レ
ス

に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
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り
、
生
活
改
善
事
業
に
よ
っ
て
健
康
が
損
な
わ
れ
る
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

真
の
生
活
改
善
の
た
め
に
は
暖
房
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
若
月
は
、
暖
房
が
身
体
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
す
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
開

始
し
た
。
八
千
穂
村
の
佐
口
部
落
に
あ
る
一
五
戸
の
農
家
に
実
験
的
に
煙
突
の
つ
い
た
北
海
道
式
の
石
炭
ス
ト
ー
ブ
を
入
れ
、
健
康
や
生
活

の
調
査
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
六
二
年
か
ら
三
年
間
続
け
ら
れ
た
こ
の
実
験
に
よ
っ
て
、
暖
房
は
高
血
圧
を
改
善
し
、
肩
こ
り
・
腰
痛
．

（
仙
）

手
足
の
し
び
れ
・
夜
尿
な
ど
の
「
農
夫
症
」
の
症
状
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

「
冷
え
」
「
冷
え
症
」
の
研
究
は
、
臨
床
面
だ
け
で
な
く
生
活
環
境
面
か
ら
も
追
究
さ
れ
総
合
的
に
進
め
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
社
会
医
学
と

し
て
の
農
村
医
学
の
方
法
が
実
践
さ
れ
た
結
果
、
治
療
だ
け
で
な
く
生
活
を
改
善
し
、
疾
病
を
予
防
す
る
道
筋
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

、
即
／
、

（
１
）佐

久
病
院
が
開
院
し
た
当
時
、
農
村
で
は
鋤
や
鍬
や
牛
を
使
っ
た
農
業
が
一
般
的
で
あ
り
、
農
業
外
傷
は
、
鎌
や
押
切
の
よ
う
な
手
道
具

や
足
踏
み
脱
穀
機
な
ど
に
よ
る
小
さ
な
怪
我
が
多
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
動
力
耕
転
機
が
普
及
す
る
に
従
っ
て
、
怪
我
は
大
規
模
化
し
重
症

の
も
の
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

（
他
）

一
九
六
四
年
の
調
査
に
よ
る
と
、
そ
の
夏
に
耕
転
機
の
怪
我
だ
け
で
二
件
も
あ
っ
た
と
い
う
。
ハ
ン
ド
ル
で
胸
を
打
つ
肋
骨
骨
折
、
露

出
し
た
ベ
ル
ト
に
よ
る
怪
我
、
路
上
で
の
交
通
事
故
な
ど
が
多
発
し
た
。
こ
れ
ら
の
外
傷
は
、
従
来
の
鎌
や
押
切
の
傷
の
よ
う
に
単
純
で
は

な
く
、
損
傷
が
骨
に
ま
で
及
ん
で
治
療
が
長
引
く
例
が
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
動
力
耕
転
機
で
は
、
足
の
損
傷
に
土
が
入
っ
て
破
傷
風
と
な

【
５
】
「
近
代
化
」
と
新
た
な
問
題

高
度
成
長
期
に
入
る
と
、
農
村
に
も
「
近
代
化
」
の
波
が
押
し
寄
せ
、
疾
病
構
造
に
も
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
動
力
農
機
具

の
使
用
に
よ
る
外
傷
が
増
加
し
、
農
薬
の
多
用
は
深
刻
な
健
康
障
害
を
引
き
起
こ
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
疾
病
に
加
え
て
新
た
な
問
題
が
加
わ

り
、
農
村
医
療
の
テ
ー
マ
は
拡
大
し
複
雑
化
し
て
い
っ
た
。

農
業
外
傷
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①
農
薬
使
用
の
拡
大
と
健
康
障
害

佐
久
病
院
で
は
、
戦
後
一
○
年
以
上
経
過
し
た
一
九
五
七
年
頃
か
ら
農
薬
中
毒
の
患
者
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
六
四
～
一
九
六

（
錫
）

六
年
ま
で
の
中
毒
臨
床
例
は
三
一
を
数
え
、
内
六
例
が
全
身
的
な
農
薬
中
毒
、
一
二
例
は
局
所
的
な
皮
層
障
害
、
四
例
は
眼
障
害
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
人
々
は
、
仕
事
に
支
障
を
き
た
す
ほ
ど
の
症
状
が
出
現
し
た
こ
と
か
ら
治
療
を
受
け
て
い
る
が
、
現
実
に
は
軽
症
で
あ
る
た
め
に

受
診
に
至
ら
な
い
人
も
数
多
く
み
ら
れ
た
。
ま
た
、
潜
在
性
中
毒
期
に
は
顕
著
な
症
状
が
あ
ら
わ
れ
な
い
た
め
に
、
農
民
が
農
薬
の
害
に
気

佐
久
病
院
で
は
、
こ
う
し
た
農
業
外
傷
に
つ
い
て
、
来
院
患
者
を
治
療
す
る
だ
け
で
な
く
、
農
業
労
働
災
害
と
し
て
調
査
を
始
め
た
。
若

（
蝿
）

月
ら
は
、
外
来
カ
ル
テ
か
ら
農
業
労
働
災
害
を
選
び
出
し
て
一
三
年
間
の
統
計
を
と
り
分
析
を
試
み
た
。
災
害
の
原
因
と
し
て
は
、
農
機
具

に
因
る
も
の
が
最
も
多
く
、
動
力
農
機
具
の
普
及
に
つ
れ
て
災
害
の
増
加
が
認
め
ら
れ
た
。
月
別
分
布
で
は
、
農
繁
期
に
受
傷
が
多
く
、
微

軽
症
の
場
合
は
放
置
さ
れ
医
療
の
対
象
に
な
り
に
く
い
こ
と
も
指
摘
さ
れ
た
。

見
逃
せ
な
い
の
は
、
農
業
労
働
災
害
に
関
す
る
統
計
報
告
が
非
常
に
少
な
く
、
実
態
が
潜
在
化
し
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
若
月
は

そ
の
理
由
と
し
て
、
農
業
の
場
合
一
定
の
職
場
や
工
場
の
中
で
生
じ
る
他
産
業
の
労
働
災
害
と
違
っ
て
デ
ー
タ
が
集
め
に
く
い
こ
と
、
農
民

に
は
工
場
労
働
者
を
対
象
に
し
た
労
働
災
害
補
償
の
よ
う
な
制
度
が
な
く
医
療
費
の
点
か
ら
受
診
が
抑
制
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
、
受
診
が
遅

（
卿
）

れ
て
手
遅
れ
に
な
っ
た
ケ
ー
ス
で
は
、
怪
我
で
は
な
く
膿
瘍
や
敗
血
症
な
ど
疾
病
と
し
て
扱
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。

佐
久
病
院
で
は
、
潜
在
疾
病
と
し
て
の
農
業
災
害
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
予
防
に
必
要
な
医
療
保
障
制
度
の
不
備

を
も
問
題
に
し
た
。
労
働
災
害
補
償
制
度
を
農
民
に
も
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
全
国
農
協
青
年
部
と
足
並
み
を
そ
ろ
え
て
国
に
働

き
か
け
、
そ
の
結
果
、
不
十
分
な
形
で
は
あ
っ
た
が
、
農
業
労
働
者
の
労
災
保
険
「
特
別
加
入
」
が
実
現
し
た
。
こ
れ
は
、
疾
病
を
社
会
的

に
捉
え
る
佐
久
病
院
の
活
動
が
、
制
度
改
革
に
ま
で
影
響
を
与
え
た
一
例
で
あ
る
。

（
２
）
農
薬
に
よ
る
健
康
障
害

①
農
薬
使
用
の
拡
大
と
鱈

る
例
も
珍
し
く
な
か
っ
た
。
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づ
く
の
が
遅
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。

戦
前
の
日
本
に
お
い
て
も
農
薬
は
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
植
物
の
抽
出
成
分
や
無
機
化
合
物
が
主
で
あ
っ
た
。
第
二
次
大
戦
中
の
毒
ガ
ス

開
発
に
よ
っ
て
農
薬
の
合
成
技
術
は
著
し
く
進
歩
し
、
戦
後
欧
米
諸
国
で
は
有
機
塩
素
化
合
物
が
続
々
と
作
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
が
日
本
に
輸

入
さ
れ
た
た
め
に
、
戦
後
の
日
本
農
業
に
お
け
る
農
薬
使
用
は
、
戦
前
と
比
べ
て
量
的
に
も
質
的
に
も
大
き
な
変
化
を
と
げ
た
。
現
在
、
日

（
妬
）

本
の
単
一
耕
地
面
積
当
た
り
の
農
薬
使
用
量
は
世
界
第
一
位
で
あ
り
、
国
際
的
な
農
薬
の
実
験
国
と
ま
で
い
わ
れ
て
い
る
。
農
薬
の
使
用
に

よ
っ
て
、
農
産
物
の
生
産
は
著
し
く
増
加
し
た
が
、
一
方
で
そ
れ
を
使
用
す
る
農
民
の
健
康
は
大
き
く
損
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

②
健
康
カ
レ
ン
ダ
ー
に
よ
る
実
態
調
査

（
頓
）

佐
久
病
院
で
は
、
農
薬
に
よ
る
健
康
障
害
を
正
確
に
把
握
す
る
た
め
に
、
「
農
薬
使
用
者
健
康
カ
レ
ン
ダ
ー
」
を
作
り
、
実
態
調
査
を
行
っ
た
。

こ
れ
は
、
農
民
に
農
薬
使
用
の
有
無
、
使
用
時
の
症
状
発
見
の
有
無
を
毎
日
記
入
し
て
も
ら
う
も
の
で
、
一
九
六
五
年
六
～
九
月
の
調
査
で

は
、
多
少
な
り
と
も
農
薬
中
毒
症
状
を
呈
し
た
人
の
比
率
は
男
二
三
・
六
．
ハ
ー
セ
ン
ト
、
女
一
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
見

逃
せ
な
い
の
は
、
農
民
の
約
半
数
が
、
既
に
何
ら
か
の
病
気
に
罹
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
も
と
も
と
健
康
状
態
の
悪
い
人
々
が
、

農
薬
の
害
を
受
け
て
さ
ら
に
深
刻
な
健
康
障
害
を
被
る
結
果
と
な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
慢
性
中
毒
の
場
合
、
症
状
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
現

れ
な
い
の
で
、
他
の
疾
病
に
隠
れ
て
因
果
関
係
が
暖
昧
に
な
っ
て
し
ま
う
例
も
多
く
み
ら
れ
た
。

こ
う
し
た
き
め
細
か
な
分
析
は
、
農
村
の
生
活
に
入
り
込
み
、
一
人
ひ
と
り
の
農
民
と
対
時
し
つ
つ
実
践
さ
れ
て
き
た
佐
久
病
院
の
医
療

（
岨
）

活
動
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
届
け
出
た
重
症
者
だ
け
を
計
上
し
た
官
庁
の
統
計
か
ら
は
実
態
は
見
え
て
こ
な
い
・
若
月
は
、
「
農

民
は
苦
し
く
て
も
ガ
マ
ン
す
る
の
が
習
慣
だ
。
．
日
以
上
、
仕
事
を
休
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
よ
う
な
場
合
で
も
、
医
者
に

か
か
ら
な
い
で
す
ま
し
て
し
ま
う
こ
と
が
、
三
分
の
一
も
あ
る
と
い
う
事
実
を
、
私
た
ち
は
し
っ
か
り
見
き
わ
め
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
農

（
岨
）

村
医
学
の
む
ず
か
し
さ
は
、
こ
の
辺
か
ら
は
じ
ま
る
の
だ
」
と
強
調
す
る
。
こ
の
認
識
が
基
礎
に
あ
る
こ
と
が
、
佐
久
病
院
の
農
村
医
学
を

ブ

Q
O
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佐
久
病
院
で
は
、
調
査
・
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
農
薬
の
害
を
一
方
的
に
主
張
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
農
薬
を
使
用
し
な

け
れ
ば
生
活
し
て
い
け
な
い
農
民
の
立
場
を
考
え
、
農
民
を
そ
の
よ
う
な
状
態
に
追
い
込
ん
で
い
る
農
業
の
あ
り
方
を
問
題
に
し
た
。
こ
の

本
質
を
突
い
た
取
り
組
み
を
粘
り
強
く
続
け
た
結
果
、
農
民
の
理
解
と
支
持
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
病
院
の
活
動
は
、
徐
々
に
地
域
の
中
に
浸
透
し
て
い
き
、
農
協
や
町
で
も
農
薬
や
化
学
肥
料
に
頼
ら
な
い
農
業
を
目
指
す
動
き

が
出
て
き
た
。
一
九
七
八
年
に
は
、
臼
田
町
が
堆
肥
製
産
セ
ン
タ
ー
を
建
設
し
て
町
内
の
生
ご
み
を
堆
肥
化
し
て
希
望
農
家
に
配
布
す
る
事

業
を
開
始
し
た
。
農
協
で
は
、
一
九
八
○
年
に
農
薬
の
空
中
散
布
を
中
止
し
、
有
機
農
法
、
無
農
薬
栽
培
の
農
作
物
の
出
荷
を
始
め
た
。

こ
れ
ら
の
動
き
が
佐
久
病
院
の
医
療
活
動
と
結
び
つ
い
て
、
一
九
八
○
年
に
は
、
農
協
、
病
院
、
町
の
三
者
に
よ
る
「
臼
田
町
実
践
的
有

機
農
業
を
考
え
る
会
」
（
一
九
八
二
年
に
臼
田
町
有
機
農
業
研
究
協
議
会
と
改
称
）
が
誕
生
し
た
。
協
議
会
は
、
農
業
用
化
学
物
質
に
よ
る
健
康
障

害
や
自
然
環
境
破
壊
、
農
産
物
の
質
の
低
下
、
地
力
・
生
産
力
の
低
下
な
ど
に
関
す
る
研
究
か
ら
、
無
農
薬
栽
培
の
実
験
研
究
、
無
農
薬
野

菜
の
栽
培
と
販
売
、
そ
し
て
消
費
者
を
含
め
た
関
係
者
に
よ
る
「
安
全
で
健
康
な
食
生
活
文
化
」
確
立
の
た
め
の
意
見
交
換
ま
で
幅
広
い
活

動
を
繰
り
広
げ
て
い
る
。

農
薬
の
使
用
が
個
々
の
農
民
の
健
康
に
及
ぼ
す
影
響
を
調
べ
る
だ
け
で
な
く
、
佐
久
病
院
で
は
、
農
薬
問
題
の
社
会
的
側
面
の
解
明
に
も

努
め
た
。
前
院
長
で
、
長
年
農
薬
問
題
に
取
り
組
ん
で
き
た
松
島
松
翠
は
、
戦
後
の
化
学
工
業
の
発
達
と
と
も
に
生
産
者
が
農
薬
大
量
使
用

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
、
農
薬
が
食
糧
生
産
増
大
や
農
業
の
省
力
化
に
果
た
す
役
割
を
無
視
で
き
な
い
こ
と
、
農
薬
を
使
用
す
る
生
産
者

だ
け
で
な
く
、
農
薬
が
残
留
し
た
食
物
を
摂
取
す
る
消
費
者
に
も
害
が
及
ぶ
こ
と
、
土
壌
や
水
・
空
気
な
ど
環
境
全
体
を
汚
染
し
生
態
系
の

（
鋤
）

バ
ラ
ン
ス
を
壊
し
か
ね
な
い
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
。
農
薬
問
題
へ
の
対
応
は
、
こ
う
し
た
幅
広
い
社
会
的
視
野
の
も
と
で
進
め
ら
れ
た
の

で
あ
る
。

確
か
な
も
の
に
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

③
農
薬
問
題
の
社
会
的
側
面
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農
村
の
疾
病
の
早
期
発
見
と
治
療
が
進
む
に
つ
れ
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
の
は
、
予
防
の
重
要
性
で
あ
っ
た
。
若
月
ら
佐
久
病

院
の
ス
タ
ッ
フ
は
、
農
民
の
中
に
根
強
く
存
在
す
る
我
慢
と
無
理
の
精
神
が
病
気
の
発
見
を
遅
ら
せ
潜
在
疾
病
を
増
や
し
て
い
る
こ
と
を
重

視
し
た
。
そ
し
て
、
農
民
た
ち
が
自
ら
の
健
康
に
関
す
る
自
覚
を
高
め
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
幅
広
い
教
育
活
動
を
繰
り
広
げ
た
の
で
あ
る
。

巡
回
診
療
の
際
に
は
、
健
康
に
つ
い
て
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
「
衛
生
講
話
」
や
、
従
業
員
組
合
の
劇
団
部
に
よ
る
医
療
や
保
健
を
題
材

佐
久
病
院
に
お
け
る
農
村
医
学
の
研
究
は
、
医
療
活
動
の
実
践
と
結
び
つ
い
た
か
た
ち
で
展
開
さ
れ
た
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
佐
久
病

院
で
は
、
開
院
間
も
な
い
一
九
四
五
年
か
ら
出
張
診
療
を
開
始
し
て
い
る
。
病
院
の
ス
タ
ッ
フ
が
、
忙
し
い
業
務
の
間
を
ぬ
っ
て
地
域
に
出

向
い
た
き
っ
か
け
は
、
手
遅
れ
患
者
が
あ
ま
り
に
も
多
い
と
い
う
現
実
で
あ
っ
た
。
放
っ
て
お
け
な
い
ほ
ど
悪
化
し
て
か
ら
来
院
す
る
患
者

の
背
後
に
は
、
医
療
機
関
に
つ
な
が
ら
な
い
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
数
々
の
疾
病
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
を
早
期
発
見
し
治
療
す
る
た

め
に
調
査
・
研
究
が
行
わ
れ
、
生
物
医
学
的
な
面
だ
け
で
な
く
社
会
医
学
的
側
面
か
ら
多
く
の
潜
在
疾
病
が
解
明
さ
れ
た
。

個
々
の
中
毒
患
者
の
治
療
か
ら
始
ま
っ
た
農
薬
問
題
へ
の
取
り
組
み
は
、
実
態
調
査
や
医
学
研
究
を
経
て
、
地
域
に
お
け
る
実
践
活
動
に

ま
で
発
展
し
て
い
っ
た
。
注
目
す
べ
き
は
、
生
産
者
で
あ
る
農
民
だ
け
で
な
く
、
消
費
者
で
あ
る
地
域
住
民
の
生
活
に
ま
で
変
化
が
生
じ
た

こ
と
で
あ
る
。
各
家
庭
の
生
ご
み
は
町
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
堆
肥
と
な
る
。
そ
れ
を
農
協
が
各
農
家
に
有
機
質
肥
料
と
し
て
分
配
し
、
農
家

（
副
）

が
栽
培
し
た
安
全
な
作
物
が
住
民
の
も
と
に
届
け
ら
れ
る
。
こ
の
サ
イ
ク
ル
の
中
で
、
農
業
や
地
域
の
食
の
あ
り
方
が
見
直
さ
れ
、
農
民
・

地
域
住
民
の
健
康
に
対
す
る
意
識
も
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

（
２
）
健
康
教
育
活
動

【
１
】
出
張
診
療
の

（
１
）
潜
在
疾
病
の
発
見

第
四
章
地
域
医
療
活
動
の
展
開

出
張
診
療
の
開
始
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ス
タ
ッ
フ
の
自
発
的
活
動
と
し
て
始
ま
っ
た
出
張
診
療
は
、
次
第
に
病
院
の
業
務
と
し
て
活
動
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
。
一
九
五
二

年
に
は
、
定
期
出
張
診
療
班
が
成
立
し
、
年
間
計
画
の
も
と
で
住
民
参
加
に
よ
る
定
期
的
集
団
検
診
を
実
施
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
五

九
年
に
は
、
佐
久
病
院
は
佐
久
地
域
に
あ
る
八
千
穂
村
と
力
を
合
わ
せ
て
「
村
ぐ
る
み
の
健
康
管
理
」
を
開
始
し
た
。

当
時
八
千
穂
村
で
は
、
村
長
を
中
心
と
し
て
国
民
健
康
保
険
医
療
費
の
窓
口
徴
収
に
反
対
す
る
運
動
を
展
開
し
て
い
た
。
受
診
時
に
自
己

負
担
分
を
支
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
と
、
盆
暮
れ
に
し
か
現
金
収
入
の
な
い
農
民
は
医
療
を
受
け
に
く
く
な
る
と
し
て
、
村
長
は
県

に
何
度
も
陳
情
を
繰
り
返
し
た
が
、
結
局
国
の
方
針
を
覆
す
こ
と
は
で
き
ず
窓
口
徴
収
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
一
件
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
村
で
は
早
期
発
見
・
予
防
活
動
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
。
村
長
は
、
村
民
に
対
し
て
「
私
共
は
、

今
ま
で
は
病
気
に
な
っ
た
人
を
何
と
か
し
よ
う
と
し
て
、
窓
口
徴
収
の
反
対
運
動
を
し
て
き
た
が
、
そ
れ
よ
り
も
病
人
を
つ
く
ら
な
い
よ
う

（
お
）

に
佐
久
病
院
の
援
助
を
う
け
て
、
村
を
あ
げ
て
、
こ
の
健
康
を
守
る
運
動
を
や
ろ
う
じ
ゃ
な
い
か
」
と
呼
び
か
け
た
の
で
あ
る
。

に
し
た
演
劇
の
上
演
な
ど
を
実
施
し
、
農
民
が
無
理
な
く
健
康
に
関
す
る
認
識
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
工
夫
が
こ
ら
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
活
動
の
中
で
若
月
ら
が
伝
え
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
医
療
や
保
健
・
衛
生
の
知
識
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
佐
久
病
院
の
医
療
活

動
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
農
民
の
中
に
あ
る
健
康
犠
牲
の
精
神
を
変
え
て
い
く
こ
と
、
つ
ま
り
農
民
の
意
識
改
革
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
身

体
を
泣
か
し
て
生
計
の
や
り
く
り
を
す
る
Ｉ
思
え
ば
こ
う
い
う
生
活
こ
そ
私
た
ち
の
祖
先
が
長
い
間
く
り
か
え
し
て
き
た
、
い
や
、
く
り

（
兜
）

か
え
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
忍
従
の
歴
史
で
は
な
か
っ
た
か
Ｉ
と
い
う
問
い
か
け
は
、
農
民
だ
け
で
な
く
長
時
間
労
働
を
余
儀
な
く
さ
れ

て
い
る
都
市
の
労
働
者
に
も
共
通
す
る
「
健
康
犠
牲
の
精
神
」
を
鋭
く
指
摘
し
て
い
る
。

【
２
】
八
千
穂
村
全
村
樺

（
１
）
健
康
管
理
活
動
の
開
始

八
千
穂
村
全
村
健
康
管
理
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（
３
）
健
康
管
理
活
動
を
担
う
人
々

健
康
管
理
活
動
は
、
図
３
の
よ
う
な
組
織
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
た
。
一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
、
行
政
機
関
で
あ
る
村
、
医

療
機
関
で
あ
る
病
院
、
開
業
医
を
中
心
と
し
た
医
師
会
、
農
協
、
住
民
と
地
域
の
関
係
機
関
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
機
関
が
委

員
会
や
会
議
を
開
催
し
、
相
互
に
連
絡
を
と
り
な
が
ら
活
動
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。

こ
の
地
域
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
見
逃
せ
な
い
の
は
、
衛
生
指
導
員
の
存
在
で
あ
る
。
衛
生
指
導
員
は
、
住
民
の
中
か
ら
選
ば
れ
、
検

診
の
広
報
や
結
果
報
告
会
の
準
備
、
病
害
虫
の
駆
除
な
ど
の
仕
事
を
通
じ
て
健
康
管
理
活
動
に
参
加
す
る
。
ま
た
、
住
民
と
役
場
の
パ
イ
プ

役
と
な
っ
て
住
民
の
声
を
活
動
に
反
映
さ
せ
た
り
、
保
健
婦
の
補
助
的
役
割
を
担
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
八
千
穂
村
で
は
、
健
康
管
理
活
動
に

の
解
説
が
行
わ
れ
た
。
さ
塗

健
康
教
育
も
試
み
ら
れ
た
。

（
３
）
健
康
管
理
活
動
を
担

健
康
管
理
活
動
は
、
図
へ

療
機
関
で
あ
る
病
院
、
開
呼

員
会
や
会
議
を
開
催
し
、
銅

健
康
管
理
活
動
は
、
「
予
防
は
治
療
に
ま
さ
る
」
と
い
う
考
え
に
基
づ
い
て
、
住
民
の
生
活
改
善
を
も
含
む
幅
広
い
活
動
と
し
て
展
開
さ
れ

た
。
潜
在
疾
病
を
早
期
に
発
見
す
る
た
め
の
健
康
診
断
と
、
衛
生
知
識
や
健
康
意
欲
の
向
上
を
目
指
す
健
康
教
育
が
健
康
管
理
の
二
本
柱
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
双
方
に
関
す
る
調
査
・
研
究
が
活
発
に
行
わ
れ
た
。

年
一
回
の
検
診
は
、
秋
の
収
穫
が
終
わ
る
二
月
下
旬
か
ら
翌
年
の
一
～
二
月
上
旬
頃
ま
で
、
週
四
～
五
回
の
割
合
で
実
施
さ
れ
た
。
検

診
班
に
は
、
病
院
の
医
師
、
保
健
婦
、
看
護
婦
、
検
査
技
師
、
栄
養
士
、
事
務
員
と
村
の
役
場
事
務
員
、
保
健
婦
、
衛
生
指
導
員
、
婦
人
会

員
な
ど
が
参
加
し
、
毎
日
各
部
落
を
回
っ
て
集
団
検
診
を
行
っ
た
。

初
期
の
検
診
内
容
は
、
検
便
・
検
尿
・
身
体
検
査
、
血
圧
測
定
、
診
察
と
い
っ
た
簡
単
な
も
の
で
あ
っ
た
。
注
目
す
べ
き
は
、
医
学
的
検

査
だ
け
で
な
く
、
受
診
者
の
健
康
上
の
悩
み
を
聞
く
健
康
相
談
の
コ
ー
ナ
ー
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
検
診
終
了
後
は
、

部
落
ご
と
に
結
果
報
告
会
が
実
施
さ
れ
、
各
個
人
に
結
果
を
知
ら
せ
る
と
と
も
に
、
部
落
や
村
全
体
の
傾
向
に
つ
い
て
の
説
明
、
主
な
疾
病

の
解
説
が
行
わ
れ
た
。
さ
ら
に
、
病
院
の
劇
団
部
や
コ
ー
ラ
ス
部
、
映
画
班
に
よ
る
寸
劇
や
映
画
・
ス
ラ
イ
ド
上
映
に
よ
る
わ
か
り
や
す
い

（
２
）
健
康
管
理
活
動
の
展
開
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南佐久郡医師会｜｜佐久総合病院卜

デ
ー
タ
の
収
集
・
整
理
・
分
析
が
系
統
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
研
究

所
は
、
検
診
の
デ
ー
タ
処
理
だ
け
で
な
く
、
予
防
に
必
要
な
調
査
・
研
究
を
行
い
、
そ
の
成
果
は
次
の
活
動
に
生
か
さ
れ
た
。
検
診
に
よ
っ

て
明
ら
か
に
な
っ
た
疾
病
に
は
早
期
治
療
が
施
さ
れ
、
そ
の
疾
病
を
生
み
出
す
社
会
的
要
因
の
除
去
と
環
境
の
改
善
が
図
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
の
試
み
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
、
組
織
、
人
材
、
方
法
が
独
自
に
編
み
出
さ
れ
、
地
道
な
実
践
が
続
け
ら
れ
た
。
衛
生
知
識
を
広

'一一一’
医師H健康管理部H出張診療班’

I

佐久保健所

健康づくり
推進協議会
健康
推進

■

部落’ |八千穂村

出所：八千穂村『村ぐるみの健康管理25年」1985

図3健康管理の組織と運営図

住
民
の
代
表
と
し
て
衛
生
指
導
員
が
活
躍
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
受
身
で
な
い

自
主
的
な
取
り
組
み
が
展
開
さ
れ
た
。
長
年
健
康
を
犠
牲
に
し
な
が
ら
生
活
し

て
き
た
農
民
の
意
識
改
革
と
生
活
改
善
、
新
し
い
地
域
づ
く
り
と
い
っ
た
健
康

管
理
活
動
の
基
本
理
念
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
村
や
病
院
か
ら
の
一
方
的
な

「
指
導
」
で
は
限
界
が
あ
る
。
衛
生
指
導
員
は
、
住
民
参
加
の
医
療
活
動
の
重
要

な
担
い
手
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
４
）
調
査
・
研
究
と
社
会
的
活
動

日
々
の
活
動
は
、
健
康
手
帳
と
健
康
台
帳
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
た
。
村
民
全

員
の
も
つ
健
康
手
帳
に
は
、
検
診
結
果
や
家
族
歴
・
生
活
環
境
が
記
入
さ
れ
、

村
役
場
と
病
院
に
は
、
村
全
体
の
健
康
状
況
を
経
年
的
に
把
握
で
き
る
よ
う
に

健
康
台
帳
が
備
え
ら
れ
た
。
個
人
健
康
台
帳
の
他
に
、
家
族
の
健
康
状
況
や
家

庭
の
生
活
環
境
な
ど
が
記
録
さ
れ
る
世
帯
健
康
台
帳
、
部
落
と
し
て
の
環
境
や

地
理
的
条
件
、
営
農
規
模
な
ど
が
わ
か
る
部
落
健
康
台
帳
の
三
種
類
が
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
五
年
間
の
経
過
が
一
枚
で
わ
か
る
よ
う
な
書
式
に
な
っ
て
い
た
。

病
院
の
付
属
施
設
と
し
て
日
本
農
村
医
学
研
究
所
が
で
き
る
と
、
こ
れ
ら
の
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八
千
穂
村
の
全
村
健
康
管
理
の
成
果
が
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
長
野
県
内
の
農
協
組
織
か
ら
八
千
穂
村
の
よ
う
な
予
防
活
動
を

全
県
の
農
民
に
拡
大
し
て
ほ
し
い
と
い
う
要
望
が
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
七
○
年
に
全
国
農
協
中
央
会
が
打
ち
出
し
た
「
生
活
基

健
康
管
理
活
動
は
、
結
果
が
目
に
見
え
て
わ
か
る
外
科
手
術
な
ど
と
は
異
な
り
、
短
期
間
で
効
果
が
現
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、

五
年
一
○
年
と
活
動
を
継
続
し
て
い
く
う
ち
に
地
域
の
健
康
状
態
が
次
第
に
明
確
に
な
り
、
健
康
管
理
活
動
の
成
果
も
徐
々
に
デ
ー
タ
と
し

て
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
検
診
開
始
後
は
年
々
潜
在
疾
病
が
減
少
し
、
五
年
後
に
は
検
診
を
受
け
て
い
る
人
ほ
ど
手
遅
れ
に
な

（
弘
）

ら
な
い
と
い
う
結
果
が
み
ら
れ
、
暖
房
や
農
民
体
操
に
よ
っ
て
健
康
状
態
が
改
善
さ
れ
た
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
活
動
開
始
後
一
○
年

経
っ
た
時
点
で
は
、
村
の
国
民
健
康
保
険
の
一
人
あ
た
り
の
医
療
費
の
低
下
が
は
っ
き
り
と
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
図
４
の
グ
ラ
フ

（
弱
）

が
示
す
よ
う
に
、
八
千
穂
村
村
民
一
人
当
た
り
の
医
療
費
は
、
全
国
、
長
野
県
、
南
佐
久
郡
（
八
千
穂
村
を
除
く
）
の
ど
こ
よ
り
も
低
い
。
「
予

防
は
治
療
に
ま
さ
る
」
こ
と
が
、
明
確
に
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、
農
民
の
健
康
意
識
に
つ
い
て
は
、
顕
著
な
変
化
が
み
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
・
健
康
管
理
一
○
年
を
機
に
実
施
さ
れ
た
調
査
で
は
、

他
町
村
に
比
べ
て
、
疾
病
の
内
容
や
栄
養
に
関
す
る
医
学
的
知
識
は
増
え
た
も
の
の
健
康
意
識
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
な
い
こ
と
が
わ
か
り
、

（
流
）

意
識
改
革
の
難
し
さ
を
浮
き
彫
り
に
し
た
。

め
る
た
め
の
教
育
活
動
、
寒
さ
の
害
か
ら
体
を
守
る
た
め
の
ス
ト
ー
ブ
暖
房
の
普
及
、
農
作
業
で
疲
れ
た
体
を
ほ
ぐ
す
農
民
体
操
の
導
入
、

不
衛
生
な
住
環
境
の
改
善
な
ど
、
活
動
は
多
岐
に
及
ん
だ
。
健
康
管
理
活
動
は
、
医
生
態
学
の
優
れ
た
実
践
で
あ
る
と
同
時
に
、
医
療
の
枠

を
超
え
た
社
会
活
動
と
い
う
側
面
も
も
っ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
５
）
活
動
の
成
果
と
問
題
点

【
３
】
健
康
管
理
セ
ン
々

（
１
）
健
康
管
理
活
動
の
拡
大

健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
の
設
立
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１
０
０
０
０
０
０
０
０
０
国
劃
検
診
活
動
に
は
、
集
団
健
康
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
よ
う
な
巡
回

円
㈹
㈹
㈹
㈹
㈹
㈹
㈹
㈹

８
７
６
５
４
３
２
１

４

検
診
と
病
院
内
で
行
う
人
間
ド
ッ
ク
な
ど
の
施
設
検
診
が
あ

国
保
医
療
費
（
年
間
１
人
当
り
）
図

る
。
集
団
健
康
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
は
、
十
数
名
の
ス
タ
ッ
フ
か

ら
成
る
「
巡
回
検
診
隊
」
が
県
内
各
地
を
回
っ
て
検
診
を
行
う
も
の
で
、
図
５
の
よ
う
な
手
順
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。

集
団
健
康
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
に
は
、
他
の
集
団
健
康
診
断
に
は
な
い
い
く
つ
か
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
ど
の
地

域
の
住
民
で
も
自
分
の
居
住
地
の
近
く
で
受
診
で
き
る
よ
う
に
、
巡
回
検
診
車
が
直
接
現
地
へ
赴
い
て
検
診
を
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
に
よ
っ
て
、
交
通
が
不
便
で
医
療
機
関
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
困
難
な
地
域
の
人
々
も
近
く
の
農
協
や
公
民
館
で
健
康
チ

こ
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
に
よ
っ
て
、

エ
ッ
ク
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

次
に
、
事
前
に
行
わ
れ
る
自
覚
症
状
の
問
診
と
事
後
の
健
康
相
談
で
、
一
人
ひ
と
り
の
健
康
意
識
の
高
ま
り
と
生
活
全
般
の
自
己
管
理
を

〆全国
／・一長野県

南佐久郡
(八千穂村

を除く

八千穂村

）

●／

げ′

19596061626364651966年

国保医療費（年間一人当り）の年次推移（歯科

を除く）．出所：図3と同じ

本
構
想
」
に
は
、
健
康
の
維
持
増
進
と
老
人
の
福
祉
向
上
が
課

題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
予
防
に
力
を
入
れ
た
健
康
管
理
活

（
訂
）

動
を
実
施
す
る
た
め
の
体
制
作
り
が
進
め
ら
れ
た
。
こ
う
し
た

動
き
の
中
で
、
一
九
七
三
年
、
佐
久
病
院
の
敷
地
内
に
長
野
県

厚
生
連
・
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
が
誕
生
し
た
。

（
２
）
集
団
健
康
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
展
開

健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
は
、
県
下
の
厚
生
連
病
院
に
設
置
さ
れ

た
支
部
や
長
野
県
農
協
中
央
会
な
ど
関
連
機
関
と
連
携
を
と
り

な
が
ら
運
営
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
業
務
は
、
検
診
活
動
、
地
域

保
健
活
動
、
調
査
・
研
究
活
動
と
大
き
く
三
つ
に
大
別
さ
れ
る
。
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か
け
運
動
や
給
食
サ
ー
ビ
ス
、
農
薬
の
安
全
使
用
や
有
機
農
業
へ
の
取
り
組
み
な
ど
多
彩
で
幅
広
い
。
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
は
ま
さ
に
「
健

（
錦
）

康
の
仕
掛
け
人
」
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
３
）
健
康
管
理
活
動
の
普
及
と
定
着

健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
に
よ
っ
て
全
県
規
模
の
集
団
健
康
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
が
展
開
さ
れ
る
一
方
で
、
セ
ン
タ
ー
支
部
の
各
病
院
で
も
、
さ

ま
ざ
ま
な
健
康
管
理
活
動
が
実
施
さ
れ
た
。
佐
久
病
院
で
は
、
施
設
内
検
診
と
し
て
、
住
民
が
利
用
し
や
す
い
よ
う
に
低
料
金
・
短
時
間
で

|…＝

←申込み

’、 1 日 程

戸雲国蛎
壺挫謬リ
ニ ； 実 施｜

’

(検診会場)篝駕駕
問診チェック

(健康管理センター内）

血液分析･心電図自動解析･総合判定

結果報告書十座 『 。 曰

診者受
;←結果報告

'＆喜後鵜、H
生活指導員･保健婦などとの

連携による事後指導

結果説明・

報告会

出所：「農民･地域住民とともに－長野県厚生連の健康管理運動』

p.22.

図5集団健康スクリーニングの手順

促
し
、
治
療
が
必
要
な
場
合
は
地
域
の
医
療
機
関
へ
つ
な
げ
る
努

力
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
問
診
、
医
師
の
診
察
、

保
健
婦
に
よ
る
健
康
相
談
は
、
い
ず
れ
の
場
面
で
も
受
診
者
と
ス

タ
ッ
フ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
時
間
が
十
分
に
と
ら
れ
て
お

り
、
受
診
者
は
個
別
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

後
日
、
全
体
の
結
果
が
出
る
と
、
要
望
に
応
じ
て
結
果
報
告
会
が

開
か
れ
、
個
人
に
対
す
る
報
告
だ
け
で
な
く
、
検
診
隊
ス
タ
ッ
フ

と
地
域
の
担
当
者
の
連
携
に
よ
る
地
域
全
体
の
健
康
管
理
に
関
す

る
協
議
も
行
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
集
団
健
康
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、

地
域
ぐ
る
み
の
健
康
管
理
活
動
が
積
極
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
こ

と
も
見
逃
せ
な
い
。
各
地
で
広
が
る
活
動
は
、
住
民
の
自
主
的
グ

ル
ー
プ
活
動
、
地
域
の
担
当
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
、
農
協
の

生
産
部
会
や
生
活
班
の
活
動
、
一
人
暮
ら
し
の
お
年
よ
り
へ
の
声
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受
診
で
き
る
一
泊
二
日
の
「
簡
易
人
間
ド
ッ
ク
」
を
考
案
し
、
一
九
五
九
年
か
ら
事
業
を
始
め
た
。
さ
ら
に
一
九
七
○
年
か
ら
は
、
多
忙
な

農
村
の
女
性
向
け
に
日
帰
り
ド
ッ
ク
も
開
始
さ
れ
た
。

ま
た
、
院
外
で
の
地
域
保
健
予
防
活
動
も
そ
の
対
象
を
年
々
拡
大
し
つ
つ
あ
る
。
現
在
取
り
組
ま
れ
て
い
る
事
業
は
、
中
高
年
齢
者
検
診
、

骨
密
度
検
診
、
事
業
所
特
殊
検
診
な
ど
対
象
を
特
化
し
た
検
診
、
町
村
や
Ｊ
Ａ
と
連
携
し
て
実
施
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
健
康
教
育
事
業
、

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
養
成
講
座
や
Ｊ
Ａ
暮
ら
し
の
助
け
合
い
組
織
へ
の
支
援
な
ど
の
高
齢
者
対
策
、
学
童
健
康
管
理
や
親
子
ふ
れ
あ
い
塾
な
ど

こ
れ
ら
の
活
動
を
通
し
て
、
病
院
の
健
康
管
理
部
と
地
域
の
諸
機
関
と
の
連
携
が
深
ま
る
だ
け
で
な
く
、
関
係
機
関
相
互
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
作
り
も
進
ん
で
い
る
。
ま
た
、
病
院
の
主
催
す
る
地
域
保
健
関
連
の
セ
ミ
ナ
ー
受
講
修
了
者
が
同
窓
会
を
結
成
し
て
、
住
民
自
身
に
よ
る

健
康
管
理
活
動
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は
特
筆
に
値
す
る
。
こ
こ
に
は
、
健
康
管
理
と
は
、
上
か
ら
管
理
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
が
健
康

（
弱
）

を
自
己
管
理
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
若
月
の
こ
と
ば
を
具
体
化
し
て
い
く
動
き
が
み
ら
れ
る
。

地
域
の
実
態
の
正
確
な
把
握
は
、
健
康
管
理
活
動
を
進
め
る
上
で
欠
か
せ
な
い
大
前
提
で
あ
る
。
健
康
管
理
部
及
び
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー

で
は
、
農
村
医
学
研
究
所
な
ど
と
連
携
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
農
村
医
学
的
調
査
・
研
究
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
テ
ー
マ
は
、
脳
血
管
障
害
や
心

臓
病
患
者
の
追
跡
調
査
、
糖
尿
病
の
保
健
指
導
、
食
生
活
や
農
村
婦
人
の
生
活
実
態
調
査
、
農
薬
問
題
調
査
な
ど
個
別
の
疾
病
に
関
す
る
も

の
か
ら
全
村
を
対
象
に
し
た
調
査
ま
で
多
岐
に
わ
た
る
。

調
査
・
研
究
は
、
佐
久
病
院
や
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
の
職
員
だ
け
で
な
く
、
地
域
の
衛
生
指
導
員
、
保
健
婦
、
医
師
会
な
ど
多
く
の
人
々

の
協
力
を
得
て
推
進
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
目
的
は
、
農
村
地
域
の
現
状
把
握
と
分
析
を
次
の
活
動
に
生
か
す
こ
と
に
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
実

践
的
で
あ
る
。
現
在
は
、
一
定
の
地
域
を
対
象
に
し
た
取
り
組
み
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
が
、
今
後
は
集
団
健
康
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
に
よ
っ

て
蓄
積
さ
れ
て
い
る
膨
大
な
デ
ー
タ
を
駆
使
し
た
全
県
レ
ベ
ル
の
疫
学
的
研
究
の
進
展
が
期
待
さ
れ
る
。

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
養
成
講
座
己

の
母
子
保
健
対
策
と
幅
広
い
。

（
４
）
調
査
・
研
究
活
動
の
発
展
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【
１
】
佐
久
病
院
に
お
け
る
農
村
医
学
の
形
成
・
発
展
過
程

佐
久
病
院
に
お
け
る
農
村
医
学
は
、
狭
義
の
医
学
の
枠
を
超
え
た
社
会
的
広
が
り
の
中
で
展
開
さ
れ
た
。
診
断
・
治
療
だ
け
で
な
く
、
ア

フ
タ
ー
ケ
ア
や
予
防
に
も
力
を
注
ぎ
、
研
究
の
成
果
を
常
に
日
常
の
医
療
活
動
に
結
び
つ
け
る
と
い
う
農
村
医
学
の
あ
り
方
は
、
人
々
が
健

康
な
生
活
を
送
る
た
め
に
医
学
・
医
療
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
何
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
い
に
多
く
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
。

終
わ
り
に
、
佐
久
病
院
の
農
村
医
学
の
特
徴
と
そ
の
発
展
を
可
能
に
さ
せ
た
要
因
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

（
１
）
臨
床
と
統
計
学
的
方
法
の
結
合

佐
久
病
院
の
農
村
医
学
は
、
個
別
の
事
例
に
丁
寧
に
対
応
す
る
臨
床
活
動
と
疾
病
を
社
会
的
に
把
握
す
る
た
め
の
統
計
的
調
査
と
の
組
み

合
わ
せ
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
。
個
を
見
る
眼
と
集
団
を
見
る
眼
の
複
眼
で
農
村
の
疾
病
を
解
明
し
、
治
療
・
予
防
方
法
を
編
み
出
し
て
い

留
意
す
べ
き
は
、
潜
在
し
て
い
た
疾
病
を
社
会
的
に
明
ら
か
に
し
た
だ
け
で
な
く
、
見
出
さ
れ
た
数
々
の
症
例
を
病
理
論
で
裏
付
け
、
精

徴
で
明
確
な
概
念
に
ま
で
練
磨
し
た
こ
と
で
あ
る
。
地
道
な
日
々
の
診
療
と
社
会
的
な
調
査
に
加
え
て
、
独
自
の
視
点
か
ら
病
理
学
的
研
究

を
重
ね
た
結
果
、
農
夫
症
は
症
候
群
と
し
て
こ
う
手
は
漿
液
性
炎
症
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
こ
こ
に
社
会
医
学
と
し
て
の
佐
久
病
院
の

農
村
医
学
の
真
髄
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
臨
床
医
学
的
解
明
を
伴
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
有
効
な
治
療
方
法
や
予
防
策
が
打
ち
出
せ

一
般
に
、
臨
床
研
究
と
疫
学
研
究
は
別
々
の
専
門
家
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
佐
久
病
院
で
は
、
マ
ク
ロ
の
疫
学
で

な
い
医
生
態
学
の
方
法
を
と
っ
た
た
め
に
、
両
者
の
結
合
が
可
能
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
限
定
さ
れ
た
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
い
て
徹
底
的
に

環
境
と
健
康
と
の
関
係
を
追
究
す
る
と
い
う
方
法
が
有
効
に
機
能
し
た
結
果
、
多
く
の
潜
在
疾
病
が
掘
り
起
こ
さ
れ
住
民
の
健
康
実
態
が
明

ら
か
に
な
っ
て
い
っ
た
。

つ
た
の
で
あ
る
。

む
す
び
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若
月
を
は
じ
め
と
す
る
佐
久
病
院
の
ス
タ
ッ
フ
は
、
農
村
医
学
を
学
問
の
た
め
の
学
問
で
は
な
く
、
農
民
の
ニ
ー
ズ
に
基
づ
い
た
農
民
の

た
め
の
学
問
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。
彼
ら
の
目
的
は
、
個
人
の
業
績
と
し
て
の
論
文
作
成
で
は
な
く
、
農
民
の
生
命
や
生
活
を
守
り
健

康
保
持
に
資
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
研
究
は
日
常
の
医
療
活
動
と
結
び
つ
い
た
か
た
ち
で
進
め
ら
れ
た
。
病
院
で
の
診
療
や
地
域

の
中
に
入
っ
て
行
う
検
診
な
ど
実
践
活
動
の
中
か
ら
見
出
さ
れ
た
農
民
の
ニ
ー
ズ
と
解
決
す
べ
き
問
題
の
数
々
は
、
生
物
医
学
と
社
会
医
学

の
両
面
か
ら
追
究
さ
れ
た
。
そ
し
て
得
ら
れ
た
成
果
は
個
々
の
臨
床
や
地
域
で
の
医
療
活
動
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
佐

久
病
院
に
お
け
る
農
村
医
学
は
、
医
学
研
究
と
医
療
活
動
が
有
機
的
に
結
び
つ
い
て
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

（
２
）
疾
病
の
社
会
的
・
文
化
的
解
明

疾
病
は
、
人
々
の
住
む
社
会
や
そ
こ
で
育
ま
れ
て
き
た
文
化
と
の
関
連
の
中
で
捉
え
て
こ
そ
そ
の
実
体
が
明
ら
か
に
な
る
。
佐
久
病
院
で

は
、
科
学
の
名
の
も
と
に
疾
病
を
普
遍
化
一
般
化
し
が
ち
な
生
物
医
学
を
無
条
件
に
受
け
入
れ
る
こ
と
な
く
、
佐
久
地
域
の
農
村
・
農
民
・

農
業
の
中
で
人
々
が
ど
の
よ
う
な
健
康
障
害
を
抱
え
て
い
る
の
か
を
子
細
に
検
討
し
た
。

佐
久
病
院
の
ス
タ
ッ
フ
は
、
来
院
す
る
患
者
を
診
断
し
治
療
す
る
だ
け
で
な
く
、
地
域
の
中
に
出
向
い
て
潜
在
疾
病
を
発
見
し
、
そ
こ
に

農
村
の
健
康
問
題
を
見
出
し
た
。
そ
の
結
果
、
農
夫
症
や
こ
う
手
と
い
っ
た
農
村
特
有
の
疾
病
が
解
明
さ
れ
、
一
見
胆
石
と
み
な
さ
れ
た
病

（
帥
）

状
が
実
は
回
虫
の
塊
で
あ
っ
た
こ
と
、
暖
房
の
不
十
分
な
住
居
が
寒
冷
障
害
を
も
た
ら
し
ス
ト
レ
ス
病
の
誘
因
と
な
る
こ
と
、
気
兼
ね
の
多

（
側
）

い
農
家
の
嫁
の
生
活
が
慢
性
の
便
秘
の
原
因
に
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
生
物
医
学
の
教
科
書
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
事
例
が
次
々
と
明

け
で
な
く
、
生
活
や
環
境
を
改
菫

（
３
）
実
践
と
結
び
つ
い
た
学
問

ら
か
に
な
っ
た
。

た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

こ
う
し
て
疾
病
が
社
会
的
・
文
化
的
文
脈
で
捉
え
ら
れ
る
と
、
そ
れ
に
対
す
る
対
応
策
も
拡
大
す
る
。
す
な
わ
ち
、
単
に
治
療
を
施
す
だ

で
な
く
、
生
活
や
環
境
を
改
善
し
て
疾
病
を
予
防
す
る
方
法
が
具
体
的
に
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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佐
久
病
院
の
農
村
医
学
に
関
し
て
は
、
そ
の
社
会
的
側
面
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
病
院
の
活
動
を
検
討
し
て
い
く
と
生

物
医
学
が
有
効
に
活
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
若
月
は
た
っ
た
ひ
と
り
の
外
科
医
と
し
て
赴
任
し
、
そ
れ
ま
で
医
療
と
無
縁
だ
っ
た

人
々
を
次
々
と
治
療
し
て
め
ざ
ま
し
い
成
果
を
あ
げ
た
。
戦
後
初
期
の
農
村
は
、
外
科
医
が
住
民
に
「
治
癒
効
果
」
を
印
象
づ
け
る
う
っ
て

つ
け
の
舞
台
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
ま
で
盲
腸
で
死
亡
し
て
い
た
人
が
こ
と
ご
と
く
元
気
に
な
り
、
脊
椎
カ
リ
エ
ス
で
寝
た
き
り
の

人
生
を
送
っ
て
い
た
人
が
元
の
生
活
に
戻
る
姿
を
見
て
、
農
民
た
ち
は
、
医
学
に
対
し
て
驚
異
の
念
と
と
も
に
絶
大
な
る
信
頼
を
寄
せ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
病
院
で
は
、
最
新
の
医
療
機
器
や
医
療
技
術
を
次
々
と
取
り
入
れ
、
可
能
な
限
り
負
担
の
少
な
い
か
た
ち
で
農
民

た
ち
に
提
供
し
た
。
こ
こ
で
示
さ
れ
た
鮮
烈
な
「
治
癒
効
果
」
は
病
院
の
活
動
を
支
え
る
基
盤
作
り
に
大
い
に
役
立
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

佐
久
病
院
の
医
療
活
動
の
舞
台
と
な
っ
た
八
千
穂
村
で
は
、
村
ぐ
る
み
の
健
康
管
理
活
動
が
行
わ
れ
、
疾
病
の
早
期
発
見
や
予
防
を
目
指

し
て
村
の
生
活
・
環
境
の
改
善
が
試
み
ら
れ
た
。
既
に
み
た
よ
う
に
、
こ
の
活
動
に
よ
っ
て
村
民
の
健
康
が
増
進
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
医

療
費
も
減
少
し
て
「
予
防
は
治
療
に
ま
さ
る
」
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
医
学
研
究
と
医
療
活
動
が
結
び
つ
い
た
実
践
の
学
問
の
も
た

療
費
も
減
少
し
て
「
予
防
狸

ら
し
た
成
果
と
い
え
よ
う
。

佐
久
病
院
に
お
け
る
農
村
医
学
を
特
徴
づ
け
、
発
展
を
支
え
た
要
因
と
し
て
見
逃
せ
な
い
の
は
、
そ
の
担
い
手
の
幅
の
広
さ
で
あ
る
。
従

来
の
生
物
医
学
の
研
究
で
は
、
病
院
や
研
究
室
の
中
で
医
師
を
中
心
と
す
る
医
療
ス
タ
ッ
フ
が
研
究
に
取
り
組
む
と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
一
般

そ
し
て
、
こ
の
生
活
や
環
境
に
目
を
向
け
た
活
動
は
、
住
民
一
人
ひ
と
り
の
健
康
に
対
す
る
意
識
改
革
を
も
射
程
に
入
れ
て
い
た
こ
と
を

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
佐
久
病
院
の
医
療
活
動
は
、
診
療
や
検
診
だ
け
で
な
く
、
健
康
教
育
が
並
行
し
て
行
わ
れ
、
衛
生
知
識
と
健
康
意
欲

の
向
上
を
目
指
し
た
取
り
組
み
が
展
開
さ
れ
た
。
八
千
穂
村
の
例
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
意
識
改
革
は
短
期
間
で
実
現
可
能
な
も
の
で
は

（
舵
）

な
い
。
し
か
し
、
地
域
社
会
や
人
々
の
生
活
と
結
び
つ
い
て
実
践
さ
れ
た
農
村
医
学
が
、
疾
病
を
狭
く
病
理
学
的
に
捉
え
て
「
治
す
」
だ
け

で
な
く
、
社
会
的
病
因
を
除
去
し
個
々
の
生
活
を
見
直
す
こ
と
の
重
要
性
を
提
示
し
た
意
義
は
大
き
い
。

で
な
く
、
社
会
的
病
因
を
除
去
し
掴

（
４
）
農
村
医
学
の
担
い
手
の
拡
大
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現
代
医
学
は
、
そ
の
過
度
な
専
門
分
化
の
結
果
、
疾
病
中
心
の
継
続
性
の
乏
し
い
医
療
の
隆
盛
を
招
い
た
。
こ
う
し
た
傾
向
へ
の
反
省
か

ら
、
一
九
七
○
年
代
頃
か
ら
全
人
的
継
続
的
な
包
括
医
療
と
し
て
の
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ケ
ア
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九

七
八
年
に
は
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
と
ユ
ニ
セ
フ
の
共
催
に
よ
る
国
際
会
議
で
、
「
健
康
は
ヒ
ト
の
基
本
的
権
利
で
、
健
康
の
最
高
レ
ベ
ル
の
達
成
は
、
世

界
的
な
社
会
目
標
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
保
健
関
係
者
の
み
な
ら
ず
、
他
の
社
会
・
経
済
的
分
野
の
人
々
の
活
動
が
不
可
欠
で
あ
る
」
と
い
う

宣
言
（
ア
ル
マ
・
ア
ダ
宣
言
）
が
採
択
さ
れ
た
。

佐
久
病
院
で
、
ア
ル
マ
・
ア
ダ
宣
言
の
出
る
二
○
年
以
上
前
か
ら
、
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ケ
ア
の
実
践
が
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
は
注
目
に
値
す

る
。
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ケ
ア
は
、
医
師
が
中
心
と
な
っ
て
行
う
初
期
治
療
、
日
常
生
活
指
導
、
健
康
教
育
、
慢
性
病
患
者
や
障
害
者
へ
の
指
導

な
ど
の
プ
ラ
イ
マ
リ
・
メ
デ
ィ
カ
ル
ケ
ア
（
冒
芦
日
四
昌
目
①
＆
８
月
閏
①
）
と
、
こ
う
し
た
メ
デ
ィ
カ
ル
ケ
ア
を
達
成
す
る
た
め
に
、
人
々
の

健
康
を
改
善
、
保
護
、
増
進
さ
せ
る
の
に
必
要
な
要
素
を
地
域
レ
ベ
ル
で
統
合
す
る
手
段
と
し
て
の
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ヘ
ル
ス
ケ
ア
（
頁
自
画
暑

言
巴
讐
・
閏
①
）
に
大
別
さ
れ
る
。
佐
久
病
院
で
は
、
こ
の
両
方
に
つ
い
て
早
く
か
ら
取
り
組
み
が
見
ら
れ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
佐
久
病
院
で
は
、
町
や
村
、
農
協
、
保
健
所
、
福
祉
施
設
な
ど
地
域
の
諸
機
関
と
協
力
し
な
が
ら
調
査
・
研
究
を
進
め
、

地
域
の
住
民
に
も
積
極
的
な
参
加
を
呼
び
か
け
た
。
社
会
医
学
と
し
て
実
践
の
学
問
と
し
て
の
農
村
医
学
は
、
専
門
家
が
独
占
す
る
の
で
は

な
く
地
域
の
中
で
多
く
の
関
係
者
や
関
係
機
関
と
と
も
に
作
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

医
生
態
学
の
方
法
を
用
い
て
地
域
の
健
康
問
題
に
取
り
組
む
た
め
に
は
、
関
係
す
る
諸
機
関
と
の
連
携
と
住
民
の
協
力
が
不
可
欠
と
な
る
。

農
村
医
学
は
、
多
く
の
幅
広
い
担
い
手
に
支
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
綴
密
な
実
態
調
査
が
行
わ
れ
病
気
・
病
人
を
個
別
・
集
団
の
両
面

か
ら
捉
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
研
究
の
成
果
は
、
健
康
教
育
の
中
で
わ
か
り
や
す
く
住
民
に
伝
え
ら
れ
、
そ
の
過
程
で
農
民
・
地
域

住
民
の
健
康
に
対
す
る
意
識
も
少
し
ず
つ
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

的
で
あ
っ
た
。

（
５
）
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ケ
ア
の
推
進
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地
域
に
出
向
く
出
張
診
療
に
よ
っ
て
初
期
治
療
が
施
さ
れ
、
健
康
管
理
活
動
の
中
で
は
健
康
教
育
だ
け
で
な
く
生
活
環
境
の
改
善
が
試
み

ら
れ
、
健
康
意
識
の
確
立
が
目
標
と
さ
れ
た
。
定
期
的
な
健
康
診
査
に
よ
る
早
期
発
見
・
早
期
治
療
に
加
え
て
、
健
康
的
な
生
活
習
慣
に
よ

る
健
康
増
進
と
発
病
予
防
が
企
図
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ケ
ア
の
推
進
は
、
佐
久
病
院
に
お
け
る
農
村
医
学
を
特
徴

づ
け
る
最
も
大
き
な
要
素
と
い
え
よ
う
。

感
染
症
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
た
戦
後
初
期
、
医
学
・
医
療
の
課
題
の
中
心
は
、
疾
病
を
解
明
し
効
果
的
な
治
療
法
を
見
出
す
こ
と

に
あ
っ
た
。
占
領
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
か
ら
最
新
の
医
療
技
術
が
移
入
さ
れ
、
流
行
し
て
い
た
感
染
症
は
次
々
に
「
克
服
」
さ
れ
た
。
最
新

の
設
備
を
整
え
た
病
院
は
「
疾
病
を
治
す
場
所
」
と
し
て
医
学
の
成
果
が
示
さ
れ
る
中
心
舞
台
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
戦
後
半
世
紀
以
上
が
経
過
し
、
状
況
は
大
き
く
変
化
し
た
。
私
た
ち
は
、
現
在
、
多
く
の
完
治
し
な
い
疾
病
や
慢
性
化
長
期
化

す
る
疾
病
と
向
き
合
う
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
脳
血
管
障
害
を
抱
え
リ
ハ
ビ
リ
を
続
け
な
が
ら
療
養
し
て
い
る
人
、
痴
呆
に
よ
っ

て
精
神
的
に
不
安
定
な
高
齢
者
、
人
工
透
析
や
糖
尿
病
に
よ
っ
て
生
活
が
制
限
さ
れ
て
い
る
人
、
こ
う
し
た
人
々
の
抱
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
問

題
に
応
え
て
い
く
に
は
、
従
来
の
生
物
医
学
の
枠
を
超
え
た
社
会
的
な
対
応
が
不
可
欠
で
あ
る
。

ま
た
、
臓
器
移
植
、
体
外
受
精
、
終
末
期
医
療
な
ど
の
分
野
で
は
、
高
度
に
発
達
し
た
医
療
技
術
を
人
間
が
ど
う
使
い
こ
な
す
の
か
難
し

い
選
択
を
迫
ら
れ
る
場
面
が
少
な
く
な
い
。
こ
こ
で
も
狭
義
の
医
学
だ
け
で
対
応
す
る
に
は
限
界
が
み
ら
れ
る
。

人
口
の
高
齢
化
が
急
速
に
進
み
、
高
度
な
医
療
技
術
が
次
々
に
開
発
さ
れ
て
い
る
現
在
、
社
会
的
な
視
点
を
抜
き
に
医
学
・
医
療
を
考
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

【
２
】
変
動
す
る
社
会
シ

（
１
）
社
会
的
視
点
の
必
要
性

変
動
す
る
社
会
と
医
学
・
医
療
の
あ
り
方
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（
２
）
農
村
医
学
が
示
す
医
学
の
あ
り
方

本
稿
で
取
り
上
げ
た
佐
久
病
院
に
お
け
る
農
村
医
学
の
形
成
・
発
展
過
程
は
、
医
学
の
社
会
的
役
割
を
占
め
る
格
好
の
モ
デ
ル
と
い
え
よ

う
。
農
村
を
舞
台
に
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
を
検
討
し
て
い
く
と
、
農
村
だ
け
に
限
定
さ
れ
な
い
普
遍
的
な
問
題
が
含
ま
れ
て
い

る
こ
と
に
気
づ
く
。
「
健
康
犠
牲
」
の
精
神
は
、
農
民
に
最
も
顕
著
に
現
れ
て
い
た
が
、
都
市
労
働
者
を
も
含
む
国
民
に
共
通
す
る
問
題
で
あ

っ
た
。
佐
久
病
院
で
は
、
国
民
の
中
で
も
最
も
健
康
を
損
な
い
や
す
い
環
境
に
あ
っ
た
農
民
の
健
康
問
題
に
取
り
組
み
、
人
間
が
健
康
な
生

活
を
送
る
た
め
に
医
学
は
何
を
な
す
べ
き
か
、
何
が
で
き
る
の
か
を
根
本
か
ら
問
い
つ
づ
け
た
。

臨
床
と
統
計
学
的
方
法
を
結
び
つ
け
病
気
・
病
人
を
個
と
集
団
と
両
面
か
ら
ト
ー
タ
ル
に
捉
え
る
こ
と
、
疾
病
を
診
察
室
の
中
で
診
断
す

る
の
で
は
な
く
地
域
の
生
活
の
中
で
解
明
す
る
こ
と
、
医
学
研
究
と
医
療
活
動
が
相
即
不
離
の
関
係
を
保
っ
て
実
践
さ
れ
る
こ
と
、
医
師
や

医
療
従
事
者
だ
け
で
な
く
多
く
の
関
係
者
が
協
力
し
て
調
査
・
研
究
に
取
り
組
む
こ
と
、
そ
し
て
地
域
ぐ
る
み
で
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ケ
ア
を
推

進
す
る
こ
と
、
こ
れ
ら
佐
久
病
院
で
展
開
さ
れ
た
農
村
医
学
の
ス
タ
イ
ル
は
、
高
齢
者
・
慢
性
患
者
の
療
養
、
末
期
患
者
の
ケ
ア
、
生
命
倫

理
の
問
題
な
ど
現
在
日
本
の
医
学
・
医
療
が
直
面
す
る
問
題
に
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。

留
意
す
べ
き
は
、
佐
久
病
院
で
は
、
農
村
医
学
を
社
会
医
学
の
ひ
と
つ
と
し
て
位
置
づ
け
た
が
、
生
物
医
学
と
社
会
医
学
を
対
立
項
と
す

る
の
で
は
な
く
、
生
物
医
学
の
成
果
を
有
効
に
活
用
し
取
り
入
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
個
々
の
臨
床
研
究
で
は
病
理
学
の
理
論
が
追
究
さ
れ
、

集
団
の
調
査
・
研
究
で
は
社
会
科
学
的
方
法
が
用
い
ら
れ
た
。
生
物
医
学
と
社
会
医
学
は
、
ひ
と
つ
の
医
学
の
別
々
の
側
面
を
表
し
た
も
の

で
あ
る
。
医
学
の
社
会
性
が
増
大
し
つ
つ
あ
る
現
在
、
佐
久
病
院
で
の
医
学
の
あ
り
方
は
、
双
方
が
別
々
の
方
向
に
進
む
の
で
は
な
く
、
有

機
的
に
結
び
つ
く
こ
と
の
重
要
性
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

（
３
）
佐
久
病
院
の
医
療
活
動
に
み
る
医
療
の
あ
り
方

農
村
医
学
の
一
翼
を
に
な
い
そ
の
形
成
発
展
と
と
も
に
拡
大
し
て
き
た
佐
久
病
院
の
医
療
活
動
か
ら
は
、
医
療
の
今
後
の
あ
り
方
を
示
す

農
村
医
学
の
一
翼
を
に
な
い
そ
（

い
く
つ
か
の
方
向
性
が
見
出
せ
る
。
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病
気
を
見
つ
け
て
攻
撃
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
病
気
を
生
み
出
す
生
活
・
環
境
を
調
査
し
改
善
す
る
こ
と
、
患
者
を
病
院
で
待
っ
て
治
療

す
る
だ
け
で
は
な
く
、
地
域
に
出
向
い
て
予
防
や
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
に
取
り
組
む
こ
と
、
医
療
の
現
場
で
常
に
医
療
従
事
者
が
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ

を
と
る
の
で
は
な
く
、
患
者
自
身
の
健
康
意
識
を
喚
起
し
そ
の
自
己
決
定
権
を
尊
重
す
る
こ
と
。

こ
れ
ら
は
、
高
齢
社
会
を
迎
え
て
包
括
医
療
の
必
要
性
が
叫
ば
れ
る
現
在
、
医
療
に
携
わ
る
も
の
が
ふ
ま
え
て
お
く
べ
き
重
要
な
視
点
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

註
（
１
）
川
上
武
・
小
坂
富
美
子
『
現
代
医
療
史
序
説
」
一
五
頁
、
勁
草
書
房
、
東
京
、
一
九
九
二

（
２
）
ト
ー
マ
ス
・
マ
キ
ュ
ー
ン
著
、
酒
井
シ
ヅ
他
訳
『
病
気
の
起
源
」
訳
者
ま
え
が
き
、
朝
倉
書
店
、
東
京
、
一
九
九
三

（
３
）
林
俊
一
「
農
村
医
学
講
話
」
一
三
頁
、
伊
藤
書
店
、
東
京
、
一
九
四
九

（
４
）
内
務
省
『
農
村
保
健
衛
生
実
地
調
査
成
績
」
、
東
京
、
一
九
二
九

（
５
）
労
働
科
学
研
究
所
の
実
績
は
、
「
農
業
労
働
調
査
報
告
」
『
労
働
科
学
」
に
詳
し
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
６
）
同
要
綱
は
、
人
口
の
永
遠
の
発
展
性
を
確
保
し
て
、
増
殖
力
及
び
資
質
に
お
い
て
他
国
を
凌
駕
す
る
よ
う
に
し
て
、
高
度
国
防
国
家
に
お
け
る
兵

力
及
び
労
力
の
必
要
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
東
亜
諸
民
族
に
対
す
る
指
導
力
を
確
保
す
る
た
め
そ
の
適
正
な
配
置
を
な
す
こ
と
を
目
標
と
し
て
、

人
口
増
加
策
と
し
て
は
出
生
増
加
及
び
死
亡
減
少
の
諸
方
策
を
掲
げ
、
更
に
資
質
増
強
の
方
策
を
の
べ
て
い
る
（
厚
生
省
冒
制
八
十
年
史
」
五
○
～
五

（
７
）
高
橋
は
、
社
会
医
学
研
究
会
の
活
動
を
理
由
に
検
挙
さ
れ
、
一
旦
退
学
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
が
、
後
に
復
学
し
て
東
北
大
学
熊
谷
岱
蔵
の
教
室
に

入
っ
た
（
医
学
史
研
究
会
・
川
上
武
編
『
医
療
社
会
化
の
道
標
三
一
三
四
頁
～
三
二
八
頁
、
勁
草
書
房
、
東
京
、
一
九
六
九
）
。

（
８
）
医
学
史
研
究
会
・
川
上
武
編
『
医
療
社
会
化
の
道
標
」
三
二
八
頁
、
勁
草
書
房
、
東
京
、
一
九
六
九

（
９
）
同
前
、
三
五
二
頁

耐
）
秋
田
県
で
は
、
一
九
三
一
年
に
医
療
組
合
運
動
が
始
ま
り
、
東
京
医
療
利
用
組
合
と
と
も
に
全
国
の
運
動
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
（
海
野
金
一

一
頁
、
東
京
、
一
九
五
五
）
。
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命
型
）
ア
ン
・
マ
ッ
ヶ
ロ
ィ
、
パ
ト
リ
シ
ア
・
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
著
、
丸
井
英
二
監
訳
『
医
療
人
類
学
』
に
は
、
原
題
言
①
９
８
－
シ
ご
号
３
℃
○
］
○
賜
冒

胃
巳
○
四
の
巴
思
尉
Ｒ
３
ぐ
①
が
示
す
よ
う
に
、
医
療
生
態
学
（
冨
①
ｇ
ｏ
巴
胃
○
さ
喝
）
の
視
点
か
ら
の
研
究
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

ｚ
）
若
月
俊
一
「
農
村
の
疾
病
を
い
か
に
把
握
す
べ
き
か
」
『
厚
生
の
指
標
」
一
○
巻
一
○
号
、
一
○
～
一
六
頁
、
一
九
六
三

（
妬
）
若
月
俊
一
「
農
村
医
学
の
方
法
」
『
日
本
農
村
医
学
会
雑
誌
」
一
○
巻
二
号
、
五
三
～
六
三
頁
、
一
九
六
二

元
）
若
月
俊
一
「
農
村
環
境
の
農
民
の
寿
命
及
び
健
康
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
」
全
国
共
済
農
業
協
同
組
合
連
合
会
『
農
村
の
健
康
シ
リ
ー
ズ
』
九

号
、
一
～
二
九
頁
、
一
九
六
三

（
別
）
こ
の
成
果
は
、
若
月
俊
一
『
作

（
犯
）
若
月
俊
一
「
農
村
環
境
の
農
民

九
号
、
一
～
二
九
頁
、
一
九
六
三

（
略
）

（
ｒ
）

（
略
）

（
四
）

（
別
）

（
Ｍ
）
林
俊
一

（
胆
）
一
九
四

無
医
村
は

郎
『
飛
騨
の
夜
明
け
」
一
○
頁
、
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
東
京
、
一
九
八
○
）
。

（
Ｕ
高
橋
由
紀
「
林
俊
一
「
農
村
の
母
性
と
乳
幼
児
』
解
説
」
二
頁
、
『
農
村
の
母
性
と
乳
幼
児
／
乳
児
死
亡
の
実
態
」
久
山
社
、
東
京
、
一
九
九
七

（
皿
）
林
俊
一
『
農
村
医
学
講
話
』
一
三
頁
、
伊
藤
書
店
、
東
京
、
一
九
四
九

面
）
林
は
、
農
業
労
働
と
保
健
に
関
す
る
部
分
で
、
食
糧
増
産
と
人
的
資
源
Ⅱ
健
兵
の
培
養
と
い
う
皇
国
農
村
の
二
つ
の
目
標
達
成
の
た
め
に
農
業
労

働
の
生
産
性
向
上
を
強
調
し
、
機
械
化
の
必
要
を
説
い
て
い
る
（
林
俊
一
『
農
村
医
学
序
説
』
二
五
九
頁
、
伊
藤
書
店
、
東
京
、
一
九
四
四
。

（
Ｍ
）
林
俊
一
『
農
村
医
学
序
説
』
三
三
八
～
三
三
九
頁
、
伊
藤
書
店
、
東
京
、
一
九
四
四

Ｅ
）
一
九
四
○
年
の
国
勢
調
査
に
よ
る
と
、
南
佐
久
郡
に
は
、
三
町
二
○
力
村
が
あ
り
、
人
口
七
万
八
二
一
人
、
医
師
二
三
人
、
歯
科
医
師
一
五
人
、

同
一＝

月11

長
野
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会
『
長
野
県
厚
生
連
三
十
年
史
」
二
九
頁
、
長
野
、
一
九
八
四

若
月
俊
一
「
会
長
挨
拶
」
『
日
本
農
村
医
学
会
雑
誌
』
一
巻
一
号
、
六
頁
、
一
九
五
二

若
月
俊
一
「
農
民
の
保
健
に
関
す
る
調
査
研
究
」
「
日
本
農
村
医
学
会
雑
誌
」
八
巻
四
号
、
三
六
四
～
四
一
六
頁
、
一
九
六
○

若
月
俊
一
「
某
工
場
に
於
け
る
災
害
の
統
計
的
並
び
に
臨
床
的
研
究
」
上
『
民
族
衛
生
」
一
○
巻
五
号
、
三
○
九
～
三
三
五
頁
、
一
九
四
二

こ
の
成
果
は
、
若
月
俊
一
『
作
業
災
害
と
救
急
虚
置
」
東
洋
害
館
、
東
京
、
一
九
四
三
、
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

若
月
俊
一
「
農
村
環
境
の
農
民
の
寿
命
及
び
健
康
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
」
全
国
共
済
農
業
協
同
組
合
連
合
会
『
農
村
の
健
康
シ
リ
ー
ズ
』
第

一
三
カ
所
で
あ
っ
た
。



日本医史学雑誌第46巻第4号(2000)549

へへへへへへ

323130292827
…………ー

詞
）
藤
井
敬
三
他
「
所
謂
「
農
夫
病
（
症
こ
の
臨
床
的
調
査
」
『
日
本
農
村
医
学
会
雑
誌
」
一
巻
一
号
、
一
○
頁
、
一
九
五
二

面
）
藤
井
敬
三
他
「
農
夫
症
調
査
（
第
二
報
）
」
『
日
本
農
村
医
学
会
雑
誌
』
三
巻
二
・
三
号
、
五
～
九
頁
、
一
九
五
五

亜
）
因
子
分
析
の
結
果
、
「
農
夫
症
」
に
は
相
互
に
独
立
し
た
二
つ
の
共
通
因
子
（
神
経
循
環
因
子
と
筋
骨
格
因
子
）
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ

た
・
後
に
若
月
は
、
こ
の
二
因
子
を
そ
れ
ぞ
れ
老
化
因
子
と
疲
労
因
子
と
名
づ
け
、
農
夫
症
が
老
化
と
疲
労
に
相
関
し
て
い
る
こ
と
を
検
証
し
た
（
若

月
俊
一
「
農
夫
症
と
は
」
「
日
本
農
村
医
学
会
雑
誌
」
五
巻
二
号
、
一
四
～
三
六
頁
、
一
九
五
五
）
。

兎
）
若
月
俊
一
他
「
「
農
夫
症
」
に
対
す
る
発
言
」
『
日
本
農
村
医
学
会
雑
誌
』
五
巻
二
号
、
一
四
～
三
六
頁
、
一
九
五
五

（
弧
）
若
月
俊
一
「
農
夫
症
と
は
」
『
日
本
農
村
医
学
会
雑
誌
」
一
七
巻
三
号
、
八
五
～
九
三
頁
、
一
九
六
九

禿
）
若
月
俊
一
「
農
繁
期
病
と
し
て
の
手
指
腱
及
び
腱
鞘
の
漿
液
性
炎
症
に
つ
い
て
」
「
臨
床
外
科
」
一
○
巻
一
号
、
三
九
～
四
九
頁
、
一
九
五
五

（
調
）
同
前

一
～
凹
匡
一
子
ノ
王
王

弱
）
若
月
は
、
寒
冷
に
さ
ら
さ
れ
て
起
こ
る
体
の
障
害
を
「
冷
え
」
と
い
い
、
こ
れ
が
体
質
と
な
っ
て
寒
く
な
く
て
も
冷
え
る
よ
う
に
感
じ
る
の
を
「
冷

え
症
」
と
区
別
し
、
季
節
の
如
何
や
全
身
的
か
局
所
的
か
を
問
わ
ず
冷
え
を
訴
え
る
者
を
一
応
す
べ
て
「
冷
え
症
」
と
し
て
論
じ
て
い
る
（
若
月
俊

一
「
農
民
の
「
冷
え
」
と
「
冷
え
症
」
」
『
労
働
の
科
学
』
一
八
巻
一
○
号
、
一
九
六
三
）
。

（
④
若
月
俊
一
他
「
「
冷
え
」
の
研
究
（
第
一
報
）
（
第
二
報
こ
「
日
本
農
村
医
学
会
雑
誌
」
六
巻
三
号
、
三
一
～
七
九
頁
、
一
九
五
八

、
）
若
月
俊
一
「
農
民
の
「
冷
え
」
と
「
冷
え
症
」
」
『
労
働
の
科
学
」
一
八
巻
一
○
号
、
二
○
～
二
九
頁
、
一
九
六
一
二

面
）
若
月
俊
一
「
農
村
の
健
康
管
理
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
『
農
業
協
同
組
合
」
二
一
巻
七
号
、
一
三
～
三
七
頁
、
一
九
六
六

（
媚
）
若
月
俊
一
他
「
農
業
従
事
者
の
災
害
の
統
計
」
『
災
害
医
学
」
三
巻
四
号
、
三
一
五
～
二
三
一
頁
、
一
九
六
○

（
粥
）

（
師
）

同
前

若
月
俊
一
「
農
村
の
疾
病
を
い
か
に
把
握
す
べ
き
か
」
「
厚
生
の
指
標
』
一
○
巻
一
○
号
、
一
○
～
一
六
頁
、
一
九
六
三

同
一空

目1」

同
前

若
月
俊
一

～
四
頁
、

若
月
は
、

「
「
農
村
医
学
的
テ
ー
マ
」
と
の
取
り
組
み
ｌ
「
こ
う
で
」
研
究
に
つ
い
て
の
自
己
批
判
」
「
日
本
農
村
医
学
会
雑
誌
』
三
巻
二
・
三
号
、

○
し
一
Ｌ
－
Ｌ
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（
弱
）
八
千
穂
村
「
村
ぐ
る
み
の
健
康
管
理
二
十
五
年
」
一
六
六
頁
、
長
野
、
一
九
八
五
年

（
髄
）
松
島
松
翠
「
八
千
穂
村
健
康
管
理
と
そ
の
意
義
」
『
佐
久
病
院
第
二
号
」
一
六
八
～
二
○
五
頁
、
長
野
、
一
九
七
五

（
研
）
全
国
農
協
中
央
会
『
農
協
生
活
読
本
」
七
～
二
四
頁
、
家
の
光
協
会
、
東
京
、
一
九
七
三

（
認
）
長
野
県
厚
生
連
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
「
集
団
健
康
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
歩
み
第
５
集
」
一
三
七
頁
、
長
野
、
一
九
八
四

（
弱
）
長
野
県
厚
生
連
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
『
集
団
健
康
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
歩
み
第
２
集
」
四
頁
、
長
野
、
一
九
七
八

（
帥
）
若
月
俊
一
『
農
村
医
学
』
一
二
頁
、
勁
草
書
房
、
東
京
、
一
九
七
一

（
例
）
若
月
俊
一
「
村
で
病
気
と
た
た
か
う
」
九
九
頁
、
二
二
頁
、
岩
波
書
店
、
東
京
、
一
九
七
一

面
）
独
自
の
健
康
管
理
活
動
を
行
っ
て
い
る
各
地
の
町
村
の
住
民
意
識
に
関
す
る
最
近
の
調
査
で
は
、
八
千
穂
村
の
住
民
の
医
療
や
福
祉
に
関
す
る

意
識
が
他
の
町
村
よ
り
高
く
、
こ
こ
数
年
住
民
自
身
に
よ
る
自
発
的
な
活
動
が
活
発
に
な
っ
て
き
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
・
健
康
管
理
事
業
開

始
後
約
四
○
年
を
経
て
、
や
っ
と
住
民
意
識
が
変
わ
り
始
め
た
わ
け
で
あ
る
（
晨
療
労
働
』
第
四
○
九
号
、
一
二
六
頁
、
一
九
九
九
）
。

グヘ

54
、一

同
一一

月I」

（
“
）
若
月
俊
一
「
農
業
労
働
災
害
の
実
態
」
『
農
業
協
同
組
合
」
一
○
巻
五
号
、
七
六
～
九
一
頁
、
一
九
六
四

（
妬
）
若
月
俊
一
「
農
薬
の
恐
ろ
し
さ
１
」
『
科
学
朝
日
』
二
六
巻
一
○
号
、
一
○
一
～
一
○
五
頁
、
一
九
六
六

（
輔
）
松
島
松
翠
「
農
村
医
療
の
現
場
か
ら
』
二
～
三
頁
、
勁
草
書
房
、
東
京
、
一
九
九
五

（
卿
）
若
月
俊
一
「
農
薬
の
恐
ろ
し
さ
１
」
『
科
学
朝
日
」
二
六
巻
一
○
号
、
一
○
一
～
一
○
五
頁
、
一
九
六
六

（
蛆
）
若
月
俊
一
「
農
薬
の
恐
ろ
し
さ
２
」
「
科
学
朝
日
』
二
六
巻
二
号
、
一
○
二
～
一
○
七
頁
、
一
九
六
六

（
⑬
）
若
月
俊
一
「
農
薬
の
恐
ろ
し
さ
１
」
「
科
学
朝
日
』
二
六
巻
一
○
号
、
一
○
一
～
一
○
五
頁
、
一
九
六
六

（
別
）
松
島
松
翠
「
農
村
医
療
の
現
場
か
ら
」
三
八
～
四
○
頁
、
勁
草
書
房
、
東
京
、
一
九
九
五

（
副
）
臼
田
町
の
生
ご
み
の
堆
肥
化
事
業
は
、
環
境
経
済
学
の
分
野
で
も
、
良
質
な
堆
肥
作
り
が
生
ご
み
の
収
集
量
そ
の
も
の
を
減
ら
し
た
例
と
し
て
注

目
さ
れ
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
（
多
辺
田
政
弘
「
コ
モ
ン
ズ
の
経
済
学
』
一
八
三
～
一
八
七
頁
、
学
陽
書
房
、
東
京
、
一
九
九
○
）
。

（
砲
）
若
月
俊
一
「
こ
れ
か
ら
の
農
村
医
療
」
『
従
組
ニ
ュ
ー
ス
』
第
一
八
号
、
一
九
六
三
年
三
月
二
五
日

（
認
）
八
千
穂
村
『
八
千
穂
村
健
康
管
理
５
年
の
あ
ゆ
み
』
長
野
、
一
九
六
四



TheDevelopmentofRuralMedicine
MedicalActivitiesofSakuHospital

byAkikoSUGIYAMA

SakuHospitalinUsuda-machiofNaganoPrefectureisfamousforitsmedicalactivitiesforrural

people.TheactivitiesofSakuHospitalwerepracticednotonlyinthehospitalbutalsointhelocal

communitv・Immediatelyaftertheestablishmentofthehospital,in1945,doctorsandnursesvisited

patientsintheirhomes.Inthemedicalactivitiesatthevillage,thehospitalstaffdiscoveredalotof

latentdiseasesamongtheruralpeople.

Toclarifythesediseases,thestaffsurveyedthelifeofthevillagersbasedonmedicalecology,as

wellasthemedicaltreatment.Latentdiseaseswereanalyzedfromamedicalandsocialviewpoint.As

aresult,thestaffcametorecognizetheimportanceofthepreventionofdisease,aswellasmedical

treatment.

Topreventdiseases,thehospitalstartedhealthpromotionactivitiesinthel950s,cooperatingwith

theadministrationofthevillages.Medicalexaminationswerecarriedoutperiodicallyandhealth

educationwaspromotedtoimprovetheconsciousnessofthepeopleregardinghealth.

MedicalactivitiesofSakuHospital,whichwerenotlimitedtoclinicalmedicine,proved"preven-

tionissuperiortotreatment.''Thisconclusionteachesustheimportanceofsocialmedicineaswell

asthatofbiomedicineandindicatesthewavoffuturemedicalactivities.
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