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検
出
さ
れ
た
。
以
後
、
昭
和
五
十
九
年
二
九
八
四
）
ま
で
○
～
十
一

件
の
コ
レ
ラ
菌
陽
性
の
食
品
が
流
入
し
た
。
食
品
は
エ
ビ
類
が
主
で
、

輸
入
先
は
タ
イ
、
イ
ン
ド
、
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
、
台
湾
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

で
あ
る
。

コ
レ
ラ
菌
が
発
見
さ
れ
て
お
よ
そ
百
年
経
て
、
よ
う
や
く
食
品
か
ら

コ
レ
ラ
菌
が
検
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
以
前

に
禁
忌
食
品
と
さ
れ
た
も
の
は
推
量
に
過
ぎ
ず
、
恐
ら
く
コ
レ
ラ
予
防

に
は
役
立
た
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
平
成
十
五
年
九
月
例
会
）

中
神
琴
渓
引
害
孜

そ
の
医
学
思
想
に
つ
い
て
の
文
献
学
的
概
観

舘
野
正
美

中
神
琴
渓
（
寛
保
四
（
一
七
四
四
）
年
～
天
保
四
（
一
八
三
三
）
年
）
、

一
代
の
天
才
的
医
家
で
あ
る
。
一
時
、
吉
益
東
洞
の
門
を
く
ぐ
っ
て
そ

の
教
え
を
受
け
、
彼
自
身
も
東
洞
を
尊
称
し
つ
つ
、
そ
れ
で
も
尚
八
規

則
を
離
れ
Ｖ
た
融
通
無
碍
の
治
療
法
を
展
開
し
、
大
い
に
実
續
を
挙
げ

て
活
躍
し
た
、
文
字
通
り
、
稀
代
の
傑
物
で
あ
る
。

琴
渓
の
こ
の
自
在
閼
達
の
天
性
は
、
遺
体
の
解
剖
に
立
ち
合
い
、
傷

寒
・
金
置
に
縛
ら
れ
な
い
臨
機
応
変
の
処
方
を
施
し
た
こ
と
で
も
十
分

に
伺
わ
れ
る
所
で
は
あ
る
が
、
更
に
、
実
際
い
さ
さ
か
皮
肉
な
こ
と
な

が
ら
、
一
時
は
〃
三
千
人
″
と
言
わ
れ
た
門
弟
に
八
口
授
面
命
Ｖ
の
教

え
を
施
し
つ
つ
も
、
真
の
〃
中
神
流
″
の
後
継
者
は
、
遂
に
一
人
も
現

わ
れ
て
来
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
を
見
て
も
、
ま
た
明
ら
け
し
所
で
あ

ろ
う
。
正
に
〃
一
代
限
り
″
の
天
才
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
こ
の
中
神
琴
渓
が
一
体
い
か
な
る
医
学
思
想
を
有
し
て
い
た

か
と
い
う
こ
と
は
、
彼
の
上
記
の
如
き
人
物
像
か
ら
し
て
、
極
め
て
興

味
が
持
た
れ
る
所
で
あ
る
。
そ
し
て
又
、
そ
の
医
学
思
想
を
解
明
す
る

こ
と
は
、
ひ
と
り
江
戸
時
代
の
古
医
方
の
流
れ
を
明
ら
か
に
す
る
の
み

な
ら
ず
、
日
本
人
的
医
療
観
・
医
学
思
想
の
あ
り
方
を
省
み
る
上
で
も
、

稗
益
す
る
所
ま
こ
と
に
大
な
り
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
管

見
の
及
ぶ
限
り
、
未
だ
十
分
に
は
論
究
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
受
け

ら
れ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
琴
渓
は
今
だ
に
〃
謎
の
人
″
の
域
を
脱

し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
は
、
こ
の
中
神
琴
渓
の
医
学
思
想
を
解
明
す
る
に
当
た

り
、
ま
ず
そ
の
基
礎
的
研
究
と
し
て
、
彼
の
「
生
生
堂
雑
記
」
・
『
生
生

堂
医
諄
」
・
『
生
生
堂
養
生
論
」
・
『
生
生
堂
傷
寒
約
言
』
等
の
著
書
に
お

い
て
見
ら
れ
る
引
用
書
目
の
分
析
を
通
じ
て
、
彼
の
学
問
的
傾
向
を
窺

い
、
以
て
そ
の
医
学
思
想
の
解
明
に
資
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ

の
著
述
に
お
け
る
引
用
書
目
の
傾
向
は
、
自
ず
と
そ
の
学
問
の
傾
向
を

明
瞭
に
し
、
か
つ
そ
の
思
想
自
体
ま
で
を
も
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
、
琴
渓
の
上
記
論
著
四
種
に
お
け
る
引
用
書
目
は
、
総

計
二
十
九
種
、
そ
の
内
の
ほ
と
ん
ど
が
「
論
語
』
・
『
孟
子
」
・
『
史
記
」

等
の
中
国
の
古
典
で
あ
る
。
今
回
は
、
そ
れ
ら
の
内
で
も
群
を
抜
い
て

引
用
回
数
の
多
い
「
論
語
』
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
報
告
し
た
い
。
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「
論
語
」
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
、
何
よ
り
も
ま
ず
注
目
さ
れ
る
こ

と
は
、
そ
の
全
て
の
引
用
文
に
お
い
て
、
一
つ
た
り
と
も
不
正
確
な
「
論

語
」
（
の
章
句
の
）
理
解
や
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
起
因
す
る
不
的
確
な
引

用
が
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
言
い
換
え
れ
ば
、
確

か
に
い
さ
さ
か
望
文
生
義
の
嫌
い
が
あ
る
一
文
も
あ
り
は
し
た
が
、
そ

れ
は
彼
の
独
自
の
主
張
に
引
か
れ
た
ま
で
の
こ
と
で
あ
り
、
全
体
と
し

て
、
彼
の
『
論
語
』
理
解
は
極
め
て
正
確
で
あ
り
、
そ
の
正
確
な
理
解

に
基
づ
い
て
、
極
め
て
的
確
な
引
用
が
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
正
確
な
引
用
は
、
多
く
の
場
合
、
和
文
（
書
き
下
し
文
）
で
、

し
か
し
又
、
か
な
り
の
割
合
で
原
漢
文
や
、
時
に
和
漢
混
合
文
の
形
を

取
り
、
時
に
原
文
そ
の
も
の
と
同
一
の
文
章
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
時

に
そ
の
内
容
を
適
宜
ま
と
め
て
摘
録
す
る
形
で
行
な
わ
れ
て
い
た
。
更

に
言
え
ば
、
そ
の
引
用
た
る
や
、
た
だ
単
に
一
つ
一
つ
の
『
論
語
」
の

原
文
を
個
々
に
引
用
す
る
だ
け
で
な
く
、
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
有
す
る

文
章
に
お
い
て
複
数
の
原
文
を
組
み
合
わ
せ
て
引
用
し
て
そ
の
脈
絡
全

体
を
構
成
す
る
、
更
に
一
つ
の
引
用
文
の
中
に
複
数
の
原
文
を
織
り
込

む
な
ど
し
て
、
正
に
自
在
閼
達
な
筆
致
を
見
せ
る
の
で
あ
っ
た
。

要
す
る
に
、
琴
渓
は
、
『
論
語
」
の
内
容
を
熟
読
玩
味
し
て
、
そ
の

文
章
そ
れ
ぞ
れ
を
、
ほ
と
ん
ど
暗
唱
す
る
ほ
ど
に
ま
で
な
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
そ
れ
を
〃
自
分
の
こ
と
ば
″
に
し
て
し
ま
う

ほ
ど
に
、
『
論
語
」
の
内
容
を
広
く
か
つ
深
く
読
み
込
ん
で
い
た
の
で

あ
る
。琴

渓
の
『
論
語
」
熟
読
は
、
決
し
て
所
謂
〃
儒
者
″
の
そ
れ
で
は
な

い
。
つ
ま
り
、
彼
は
「
論
語
」
の
内
容
に
、
儒
教
の
教
義
や
教
説
を
求

『
戦
後
日
本
病
人
史
』

浩
渤
な
本
書
を
一
言
で
紹
介
す
る
な
ら
、
病
人
・
障
害
者
の
処
遇
の

側
か
ら
み
た
戦
後
医
療
史
へ
の
問
題
提
起
と
い
え
る
。
今
さ
ら
云
う
ま

で
も
な
く
、
編
著
者
、
川
上
武
氏
は
『
日
本
の
医
者
」
（
一
九
六
一
年
）
、

「
現
代
日
本
医
療
史
」
二
九
六
五
年
）
の
著
書
に
み
ら
れ
る
現
状
お
よ

び
歴
史
的
分
析
を
軸
に
、
戦
後
日
本
医
療
に
系
統
的
な
発
言
を
続
け
て

こ
ら
れ
た
。
そ
の
著
者
が
戦
後
医
療
史
の
重
要
な
鍵
の
一
つ
と
し
て
患

者
運
動
・
医
療
告
発
運
動
に
着
眼
、
医
療
の
当
事
者
、
病
人
の
処
遇
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
の
に
思
い
い
た
り
、
新
た
な
領
域
を
き
り
ひ

ら
か
れ
た
の
が
「
現
代
日
本
病
人
史
」
（
一
九
八
二
年
）
で
あ
る
。
病
人

の
処
遇
を
規
制
す
る
疾
病
及
び
こ
れ
に
対
処
す
る
医
療
技
術
の
進
歩
と

同
悲
溌
溌
紹
介
詫
夫
弗
濁
滞
芳
諜
恭
同
天
詫
夫
夫
夫
夫
同
究
制
滞
鈴
弗
同
詣

め
て
は
い
な
い
。
た
だ
、
お
の
が
教
養
に
資
し
て
い
る
の
に
過
ぎ
な

い
。
と
は
言
え
、
そ
れ
は
既
に
彼
の
〃
こ
と
ば
″
に
な
っ
て
い
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
彼
の
思
索
の
脈
絡
は
、
『
論
語
』
に
由
来
す
る
と
こ
ろ

の
〃
こ
と
ば
〃
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
展
開
さ
れ
て
い
る
。
ま
こ
と

に
、
こ
の
『
論
語
」
一
言
こ
そ
は
、
琴
渓
の
〃
思
索
の
糸
″
だ
っ
た
の

で
あ
る
。

（
平
成
’
五
年
十
凡
例
会
）

川

化

武
編
著


