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補
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適
宜
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︒

袁
送
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仮
名
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原
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通
り
と
し
︑
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の
過
不
足
は
振
り
仮
名
で
処
理
す
る
︒



序
章

患
者
っ
て
誰
の
こ
と
？

1

近
代
日
本
最
大
の
感
染
症
・
結
核

感
染
す
る
病
気
の
特
殊
性

わ
た
し
た
ち
は
生
き
て
ゆ
く
な
か
で
様
々
な
病
気
に
か
か
る
︒
風
邪
や
頭
痛
と
い
っ
た
日
常
的
な
不
調
か
ら
︑

死
に
至
る
重
篤
な
病
気
ま
で
︒
突
然
症
状
が
あ
ら
わ
れ
る
急
性
の
も
の
か
ら
︑
長
い
年
月
に
わ
た
っ
て
つ
き
あ
う

こ
と
に
な
る
慢
性
の
も
の
ま
で
︒

い
っ
た
ん
病
気
に
な
れ
ば
︑
そ
れ
ま
で
営
ん
で
き
た
日
常
は
大
き
く
変
わ
り
︑
で
き
る
か
ぎ
り
か
ら
だ
を
休
め

て
治
癒
に
つ
と
め
ざ
る
を
得
な
い
︒
そ
の
と
き
に
わ
た
し
た
ち
の
か
ら
だ
を
襲
う
熱
や
痛
み
の
感
覚
は
︑
た
と
え

心
か
ら
共
感
し
て
く
れ
る
人
が
そ
ば
に
い
て
く
れ
た
と
し
て
も
︑
や
は
り
徹
底
し
て
個
人
の
も
の
だ
︒
そ
れ
ゆ
え

に
︑
病
い
の
体
験
は
︑
本
質
的
に
孤
独
だ
︒

そ
し
て
︑
そ
の
病
気
が
他
人
に
感
染
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
︑
さ
ら
に
は
死
に
至
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
︑
患

1
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者
は
︑
そ
れ
以
外
の
病
気
の
場
合
と
は
︑
大
き
く
異
な
る
状
況
に
置
か
れ
る
︒
他
の
人
へ
の
感
染
を
予
防
す
る
た

め
︑
多
く
の
場
合
︑
患
者
は
隔
離
さ
れ
る
︒
た
と
え
︑
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
病
状
で
あ
っ
た
と
し
て

も
︑
様
々
な
制
限
が
課
さ
れ
る
︒
そ
の
隔
離
と
制
限
は
︑
社
会
や
法
が
求
め
る
も
の
だ
︒
こ
の
点
で
︑
﹁
感
染
す

る
重
病
﹂
に
か
か
る
体
験
は
︑
他
の
多
く
の
病
い
と
は
︑
ま
っ
た
く
違
っ
た
も
の
に
な
る
︒

江
戸
時
代
末
期
に
外
国
と
の
貿
易
が
解
禁
さ
れ
て
以
降
︑
日
本
に
は
諸
国
の
船
が
や
っ
て
き
た
︒
人
と
モ
ノ
の

行
き
来
の
増
大
に
よ
っ
て
︑
新
し
い
感
染
症
も
持
ち
込
ま
れ
た
︒
開
国
に
反
対
す
る
根
強
い
理
由
の
ひ
と
つ
が
︑

新
し
い
病
気
の
広
が
り
だ
っ
た
︒

な
か
で
も
コ
レ
ラ
は
︑
感
染
す
る
と
激
し
い
下
痢
や
脱
水
症
状
を
起
こ
し
て
数
日
で
死
ん
で
し
ま
う
た
め
︑
非

常
に
恐
れ
ら
れ
た
︒
上
水
道
が
整
備
さ
れ
︑
手
を
洗
う
と
い
う
衛
生
の
観
念
が
日
本
に
根
づ
い
た
の
は
︑
コ
レ
ラ

へ
の
恐
れ
が
大
き
か
っ
た
︒

結
核
と
は

コ
レ
ラ
の
大
流
行
は
︑
大
正
年
間
を
最
後
に
︑
そ
れ
以
降
は
起
こ
っ
て
い
な
い
︒
こ
れ
に
対
し
︑
結
核
は
︑
統

計
を
と
り
始
め
た
一
八
九
九
︵
明
治
32
︶
年
か
ら
戦
後
の
一
九
五
〇
年
代
ま
で
︑
お
よ
そ
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
︑
日

本
人
の
死
亡
原
因
の
一
袞
三
位
の
い
ず
れ
か
を
占
め
続
け
た
︒
う
ち
一
九
三
五
︵
昭
和
10
︶
年
か
ら
一
九
四
三
︵
昭
和

18
︶
年
ま
で
は
︑
一
九
三
九
︵
昭
和
14
︶
年
を
除
い
て
第
一
位
で
あ
る
︵
一
九
四
四
袞
四
五
年
は
統
計
が
な
い
︶
︒

2



二
〇
二
〇
年
現
在
︑
日
本
人
の
三
大
死
因
は
︑
悪
性
新
生
物
︵
が
ん
︶
︑
心
疾
患
︑
脳
血
管
疾
患
で
あ
る
︒
こ
れ

ら
の
疾
患
に
対
す
る
治
療
法
の
発
展
は
︑
平
均
寿
命
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
︒

今
か
ら
七
〇
年
ほ
ど
前
の
一
九
五
〇
年
頃
ま
で
︑
日
本
人
の
平
均
寿
命
は
︑
お
よ
そ
五
〇
歳
だ
っ
た
︒
﹁
人
生

は
五
〇
年
﹂
︒
そ
れ
が
︑
長
い
間
当
然
の
こ
と
だ
っ
た
︒
厚
生
労
働
省
﹁
簡
易
生
命
表
﹂
に
よ
れ
ば
︑
二
〇
一
九

年
の
日
本
人
の
平
均
寿
命
は
︑
男
性
が
八
一
･
四
一
歳
︑
女
性
が
八
七
･
四
五
歳
で
︑
い
ず
れ
も
過
去
最
高
を
更
新

し
た
︒
戦
後
︑
平
均
寿
命
が
延
び
た
大
き
な
要
因
は
︑
結
核
の
ワ
ク
チ
ン
が
日
本
で
普
及
し
た
こ
と
に
あ
る
︒

結
核
は
︑
結
核
菌
へ
の
感
染
に
よ
っ
て
発
症
す
る
感
染
症
で
あ
る
︒
感
染
し
た
人
の
咳
や
く
し
ゃ
み
︑
唾
や
痰

の
な
か
に
含
ま
れ
る
結
核
菌
が
︑
空
気
中
な
ど
に
広
が
り
︑
そ
れ
を
吸
い
込
ん
だ
り
︑
ま
た
結
核
菌
が
付
着
し
た

も
の
に
触
れ
た
り
す
る
こ
と
で
︑
感
染
す
る
︒
結
核
菌
が
肺
に
到
達
す
る
と
︑
肺
細
胞
の
な
か
で
増
殖
し
︑
血
管

や
リ
ン
パ
腺
に
よ
っ
て
全
身
に
運
ば
れ
る
︒
結
核
菌
は
︑
細
胞
そ
の
も
の
を
破
壊
し
て
し
ま
う
き
わ
め
て
強
い
力

を
持
ち
︑
多
く
は
肺
で
発
症
す
る
が
︑
脊
椎
︑
腎
臓
︑
腸
な
ど
︑
全
身
を
侵
し
︑
何
も
治
療
し
な
け
れ
ば
死
に
至

る
︒た

だ
し
︑
結
核
菌
に
感
染
し
て
も
発
症
し
な
い
こ
と
も
多
い
︒
Ｗ
Ｈ
Ｏ
︵
世
界
保
健
機
関
︶
に
よ
れ
ば
︑
現
在
︑

世
界
の
人
口
の
三
分
の
一
が
結
核
菌
に
感
染
し
て
い
る
と
い
う
︒
菌
の
強
さ
や
繁
殖
の
程
度
と
︑
個
人
の
免
疫
力

に
よ
っ
て
︑
発
症
す
る
か
ど
う
か
が
分
か
れ
る
︒
結
核
菌
が
体
内
に
潜
伏
し
つ
づ
け
︑
他
の
病
気
な
ど
で
免
疫
力

が
衰
え
た
と
き
に
発
症
す
る
こ
と
も
多
い
︒

3

序

章

患
者
っ
て
誰
の
こ
と
？



結
核
は
︑
過
去
の
病
気
と
思
わ
れ
が
ち
だ
︒
し
か
し
︑
現
在
で
も
年
間
一
万
八
〇
〇
〇
人
程
度
が
罹
患
し
︑
約

二
〇
〇
〇
人
が
命
を
落
と
す
︑
日
本
の
主
要
な
感
染
症
で
あ
る
︒
一
九
八
〇
年
代
以
降
は
患
者
数
が
増
加
に
転
じ

て
お
り
︑
薬
に
耐
性
を
持
つ
結
核
菌
も
発
見
さ
れ
て
い
る
︒
依
然
と
し
て
警
戒
が
必
要
で
︑
﹁
再
興
感
染
症
﹂
と

も
呼
ば
れ
て
い
る
︒

こ
れ
ほ
ど
恐
ろ
し
い
病
気
だ
が
︑
感
染
し
て
も
は
じ
め
は
倦
怠
感
や
咳
な
ど
︑
風
邪
と
似
た
症
状
し
か
あ
ら
わ

れ
な
い
た
め
︑
発
見
さ
れ
に
く
い
︒
現
在
で
は
︑
ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
反
応
や
胸
部
Ｘ
線
検
査
な
ど
︑
様
々
な
検
査
方

法
が
普
及
し
て
い
る
が
︑
戦
前
期
に
は
喀
血
し
て
は
じ
め
て
結
核
と
診
断
さ
れ
る
こ
と
も
珍
し
く
な
か
っ
た
︒
さ

ら
に
は
︑
結
核
と
診
断
さ
れ
て
も
︑
病
床
数
の
慢
性
的
な
不
足
や
患
者
の
経
済
的
な
理
由
の
た
め
に
︑
病
院
に
入

れ
な
い
こ
と
の
方
が
多
か
っ
た
︒
そ
の
間
︑
患
者
は
自
宅
で
療
養
し
な
が
ら
結
核
菌
を
ま
き
ち
ら
す
こ
と
に
な
り
︑

家
族
全
員
が
感
染
・
発
症
す
る
と
い
っ
た
例
が
後
を
絶
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

近
代
最
大
の
感
染
症

結
核
菌
そ
の
も
の
は
︑
エ
ジ
プ
ト
の
ミ
イ
ラ
か
ら
も
発
見
さ
れ
て
お
り
︑
古
く
か
ら
あ
る
病
気
で
あ
る
︒
日
本

で
も
清
少
納
言
﹃
枕
草
子
﹄
に
す
で
に
記
述
が
見
え
る
︒
﹁
労ろ

う

咳が

い

﹂
﹁
労ろ

う

瘵
さ

い

﹂
な
ど
と
呼
ば
れ
︑
﹁
胸
の
病
い
﹂
と

し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
た
︒

結
核
が
爆
発
的
に
蔓
延
す
る
の
は
︑
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
︑
近
代
資
本
主
義
の
時
代
で
あ
る
︒
劣
悪
な
環
境
の

4



工
場
な
ど
で
長
時
間
働
き
︑
十
分
な
休
養
や
栄
養
を
と
れ
な
い
労
働
者
た
ち
の
間
で
︑
感
染
が
広
が
っ
た
の
で
あ

る
︒日

本
で
は
︑
製
糸
・
紡
績
工
場
で
働
く
女じ

ょ

工こ

う

た
ち
が
︑
数
多
く
結
核
に
侵
さ
れ
た
︒
明
治
時
代
の
日
本
は
︑
生

糸
を
売
っ
て
戦
艦
を
買
っ
た
と
言
わ
れ
る
︒
製
糸
業
は
︑
外
貨
を
稼
げ
る
貴
重
な
輸
出
産
業
だ
っ
た
︒
そ
し
て
︑

製
糸
・
紡
績
工
場
で
働
い
て
い
た
の
は
︑
一
〇
歳
か
ら
二
五
歳
く
ら
い
の
若
い
女
性
や
少
女
た
ち
だ
っ
た
︒

地
方
か
ら
出
稼
ぎ
に
き
て
い
た
女
工
た
ち
を
襲
っ
た
結
核
は
︑
彼
女
ら
の
帰
郷
と
と
も
に
︑
ま
た
た
く
ま
に
全

国
に
広
が
っ
た
︒
政
府
の
対
応
は
こ
と
ご
と
く
後
手
に
回
り
︑
結
果
と
し
て
結
核
は
︑
﹁
亡
国
病
﹂
と
呼
ば
れ
る

ま
で
に
日
本
を
蝕
ん
だ
の
で
あ
る
︒

ワ
ク
チ
ン
が
日
本
で
普
及
し
た
の
は
︑
戦
後
六
年
た
っ
た
あ
と
の
︑
一
九
五
一
︵
昭
和
26
︶
年
で
あ
る
︒
コ
ッ
ホ

が
結
核
菌
を
発
見
し
て
︑
結
核
が
細
菌
に
よ
っ
て
感
染
す
る
病
気
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
が
一
八
八
二
︵
明

治
15
︶
年
︒
つ
ま
り
︑
感
染
す
る
病
気
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
か
ら
︑
薬
が
で
き
る
ま
で
の
お
よ
そ
八
〇
年
間
︑

結
核
は
﹁
感
染
す
る
が
治
療
法
は
な
い
死
病
﹂
と
し
て
恐
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
日
本
の
近
代
と
ほ
ぼ
ぴ

っ
た
り
重
な
っ
て
い
る
︵
図
�

︶
︒

他
の
感
染
症
と
同
じ
く
︑
感
染
し
て
も
発
症
し
な
け
れ
ば
︑
自
分
が
感
染
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
︒

結
核
に
よ
る
死
亡
者
数
は
︑
一
八
九
九
︵
明
治
32
︶
年
に
全
国
調
査
が
開
始
さ
れ
て
以
降
︑
一
九
一
八
︵
大
正
�

︶
年

に
︑
最
初
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
て
い
る
︒
こ
の
と
き
の
死
亡
者
数
は
一
四
万
七
四
七
人
︒
患
者
数
は
︑
少
な
く
見
積
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も
っ
て
も
死
亡
者
の
一
〇
倍
は
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
︑

お
よ
そ
一
四
〇
万
人
︒
当
時
の
人
口
を
六
〇
〇
〇
万
人
と
す

る
と
︑
実
に
四
〇
人
に
ひ
と
り
︑
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
が
結

核
を
発
症
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
感
染
率
の
推
定
は
難
し
い

が
︑
結
核
に
感
染
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
わ
か
る
と
さ
れ
た

ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
反
応
の
国
内
外
の
結
果
に
つ
い
て
は
︑
陽
性

反
応
が
﹁
二
十
歳
以
上
ハ
殆ほ

と

ドん

全
部
ニ
現
ル
｣︵
草
野
春
平

﹁
就
学
児
童
ニ
試
行
セ
ル
ピ
ル
ケ
氏
反
応
ニ
就つ

い

テ
﹂
﹃
岡
山
医
学
会

雑
誌
﹄
一
九
一
二
年
︑
二
四
巻
二
六
四
号
︶
な
ど
と
報
告
さ
れ
て

い
る
︒

後
手
に
回
る
政
府
の
対
応
と
政
策
の
不
備

結
核
の
蔓
延
を
招
い
た
要
因
の
ひ
と
つ
は
︑
政
策
の
不
備

で
あ
る
︒
一
九
〇
三
︵
明
治
36
︶
年
︑
農
商
務
省
の
調
査
報
告

書
﹃
職
工
事
情
﹄
は
︑
勃
興
期
に
あ
る
日
本
の
資
本
主
義
を

支
え
る
工
場
労
働
者
が
︑
い
か
に
劣
悪
な
環
境
で
働
い
て
い

6
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る
か
︑
つ
ぶ
さ
に
報
告
し
て
い
た
︒
一
九
一
四
︵
大
正
�

︶
年
に
は
︑
現
状
に
危
機
感
を
抱
い
た
農
商
務
省
の
青
年

官
僚
・
石
原
修
が
︑
全
国
の
工
場
を
ま
わ
っ
て
紡
績
女
工
た
ち
の
労
働
環
境
を
調
査
し
︑
﹃
衛
生
学
上
ヨ
リ
見
タ

ル
女
工
之
現
況
』︵
国
家
医
学
会
︶
を
あ
ら
わ
し
︑
事
態
の
深
刻
さ
を
告
発
し
て
い
る
︒

こ
こ
に
描
か
れ
る
女
工
の
生
活
は
︑
現
代
か
ら
は
信
じ
が
た
い
も
の
だ
︒
多
く
の
紡
績
工
場
で
は
︑
一
〇
歳
未

満
の
子
供
を
︑
徹
夜
で
働
か
せ
て
い
る
︒
食
事
は
麦
飯
︑
み
そ
汁
が
一
日
三
回
で
︑
一
日
一
四
時
間
か
ら
一
六
時

間
働
き
︑
食
事
は
立
っ
た
ま
ま
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒
布
団
は
ふ
た
り
で
一
組
を
昼
夜
で
使
い
ま
わ
す
の
で
︑

都
合
四
人
に
一
組
し
か
な
い
︒
寄
宿
舎
は
ず
っ
と
夜
の
状
態
に
置
か
れ
る
の
で
︑
布
団
の
日
光
消
毒
・
乾
燥
な
ど

は
望
め
な
い
︒

多
く
の
場
合
賃
金
は
親
に
前
払
い
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
簡
単
に
は
辞
め
ら
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
過
酷
な
労
働
の

た
め
に
逃
亡
を
企
て
る
者
が
後
を
絶
た
ず
︑
﹁
寄
宿
舎
﹂
に
は
外
か
ら
鍵
が
か
け
ら
れ
︑
逃
亡
し
た
者
に
は
厳
し

い
制
裁
が
行
わ
れ
た
と
い
う
︒
児
童
労
働
を
禁
じ
る
法
律
が
な
く
︑
困
窮
す
る
者
を
支
え
る
福
祉
制
度
も
ほ
ぼ
機

能
し
て
い
な
か
っ
た
こ
の
時
代
︑
結
核
は
恐
ろ
し
い
勢
い
で
彼
女
ら
の
間
に
蔓
延
し
た
︒

多
く
の
女
工
は
一
年
以
上
働
き
続
け
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
工
場
で
は
九
割
以
上
の
者
が
毎
年
入
れ
替
わ
っ
て
い

た
︒
病
ん
で
帰
郷
し
た
り
︑
あ
る
い
は
逃
亡
し
た
ま
ま
帰
郷
せ
ず
︑
都
市
労
働
者
に
な
っ
た
り
し
た
︒
石
原
修
は
︑

気
の
利
い
た
も
の
は
酌
婦
に
︑
そ
れ
以
外
は
私
娼
に
な
っ
た
の
で
は
︑
と
推
測
し
て
い
る
︒

女
工
は
農
村
か
ら
様
々
な
甘
言
を
弄
し
て
集
め
ら
れ
て
い
た
が
︑
結
核
を
病
ん
で
村
に
戻
り
︑
周
囲
を
感
染
さ
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せ
る
と
︑
娘
を
紡
績
工
場
に
行
か
せ
て
は
な
ら
な
い
と
村
の

人
々
が
気
づ
く
︒
す
る
と
︑
そ
の
村
か
ら
は
新
規
に
募
集
で
き

な
く
な
る
︒
そ
の
た
め
募
集
担
当
者
は
︑
ま
だ
情
報
の
い
き
わ

た
ら
な
い
新
規
の
村
を
︑
毎
年
開
拓
し
て
い
た
と
い
う
︒
石
原

は
︑
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
続
け
て
い
れ
ば
︑
日
本
の
工
業
は
い

ず
れ
労
働
者
を
失
う
の
み
な
ら
ず
︑
国
家
の
危
機
を
招
く
こ
と

に
な
る
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
︒
工
業
は
白
昼
人
を
殺
し
て
い
る

の
だ
︑
と
︒

こ
う
し
た
様
々
な
調
査
の
結
果
︑
﹁
工
場
法
﹂
が
立
案
さ
れ

た
︒
働
く
人
の
環
境
を
守
る
︑
日
本
で
は
じ
め
て
の
労
働
法
で

あ
る
︒
し
か
し
﹁
工
場
法
﹂
は
︑
お
よ
そ
三
〇
年
間
に
わ
た
っ
て
国
会
で
否
決
さ
れ
続
け
た
︒
工
場
を
経
営
す
る

資
本
家
の
反
対
の
た
め
で
あ
る
︒
当
時
は
︑
高
額
納
税
者
し
か
投
票
で
き
な
か
っ
た
の
で
︑
国
会
は
資
本
家
の
利

益
を
代
弁
す
る
機
関
だ
っ
た
︒

こ
の
間
︑
結
核
は
蔓
延
し
つ
づ
け
る
︒
一
九
一
九
︵
大
正
�

︶
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
﹁
結
核
予
防
法
﹂
が
公
布

さ
れ
る
が
︑
時
代
は
世
界
恐
慌
を
経
て
ど
ん
底
の
不
況
が
続
き
︑
や
が
て
軍
国
主
義
の
時
代
に
突
入
す
る
︒
出
征

し
て
兵
士
と
な
っ
た
も
の
の
︑
結
核
で
送
還
さ
れ
療
養
し
︑
治
り
き
ら
な
い
う
ち
に
︑
ま
た
兵
士
と
し
て
戦
場
に

8

図 2 寝巻に軍帽をかぶる結核患者（『療養

生活』1940年 6月号）



向
か
っ
た
者
ま
で
が
い
た
の
で
あ
る
︵
図
�

︶
︒

罹
患
の
実
態

警
視
庁
衛
生
部
は
︑
﹃
結
核
予
防
事
業
ノ
実
際
的
考
察
』

︵
一
九
三
六
︶
で
︑
各
国
・
各
社
会
階
層
・
地
域
ご
と
の
結
核

罹
患
状
況
を
調
査
し
た
︒
続
い
て
︑
患
者
の
生
活
環
境
に
つ

い
て
︑
﹃
結
核
死
亡
ノ
環
境
的
調
査

第
一
回
』︵
一
九
三
八
︶

で
詳
細
な
調
査
を
行
っ
た
︒
こ
の
調
査
は
一
九
三
〇
︵
昭
和

�

︶
年
六
月
か
ら
一
九
三
五
︵
昭
和
10
︶
年
五
月
に
お
け
る
︑
旧

東
京
市
全
域
と
隣
接
五
郡
︵
い
わ
ゆ
る
﹁
大
東
京
市
﹂
︑
ほ
ぼ
現

在
の
東
京
二
三
区
に
相
当
︶
に
お
け
る
肺
結
核
死
亡
者
を
対
象

と
し
て
い
る
︒

こ
れ
ら
の
調
査
報
告
書
に
よ
れ
ば
︑
結
核
を
発
病
す
る
の

は
若
い
世
代
に
多
く
︑
一
六
歳
か
ら
三
〇
歳
ま
で
が
五
割
を

占
め
て
い
る
︵
図
�

︶
︒
死
亡
年
齢
は
︑
一
六
歳
か
ら
二
〇
歳

が
お
よ
そ
二
割
を
占
め
︑
次
い
で
二
一
歳
か
ら
二
五
歳
も
二
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図 3 結核発病年齢別（百分比）（警視庁衛生部『結核死亡ノ環境的調査

第一回』をもとに作図）
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割
︑
二
六
歳
か
ら
三
〇
歳
が
一
･
五
割
と
続
き
︑
一
六
歳
か

ら
三
〇
歳
で
全
体
の
半
分
以
上
を
占
め
る
︒
結
核
が
︿
若
者

の
感
染
症
﹀
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︵
図
�

︶
︒
そ
し
て
︑

発
病
し
て
か
ら
一
年
以
内
に
︑
六
割
か
ら
七
割
の
人
が
亡
く

な
っ
て
い
る
︒

調
査
項
目
は
︑
発
病
や
死
亡
の
年
齢
︑
性
別
︑
家
族
間
感

染
の
状
況
に
は
じ
ま
り
︑
食
器
や
寝
具
の
消
毒
が
な
さ
れ
て

い
る
か
︑
痰
が
適
切
に
処
理
さ
れ
て
い
る
か
︑
家
屋
の
畳
数

や
窓
の
数
・
方
向
・
広
さ
に
至
る
ま
で
︑
詳
細
に
わ
た
る
︒

結
核
を
発
病
す
る
者
の
家
屋
は
︑
ひ
と
り
あ
た
り
の
ス
ペ
ー

ス
が
狭
く
︑
窓
も
少
な
い
︒
結
核
は
貧
困
の
病
い
で
も
あ
る

こ
と
が
︑
一
九
三
八
︵
昭
和
13
︶
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
︑
デ

ー
タ
と
と
も
に
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

職
業
別
死
亡
率
で
は
︑
﹁
物
品
販
売
業
﹂
﹁
記
者
及
芸
術
家

其
他
ノ
自
由
業
﹂
お
よ
び
﹁
無
職
﹂
が
高
い
︒
た
だ
し
︑
こ

の
﹁
記
者
及
芸
術
家
其
他
ノ
自
由
業
﹂
に
お
け
る
有
業
女
性
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図 4 結核死亡年齢別（百分比）（警視庁衛生部『結核死亡ノ環境的調査

第一回』をもとに作図）
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