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一
　
は
じ
め
に

　

日
本
は
美
し
い
自
然
と
四
季
を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
神

の
恵
み
と
も
い
う
べ
き
自
然
環
境
の
中
で
何
千
年
も
暮
ら
し
て
い
る

と
、
自
然
に
対
す
る
感
受
性
あ
る
い
は
感
性
と
言
う
も
の
が
特
異
に

発
達
し
ま
す
。
こ
の
感
受
性
が
民
族
の
根
底
に
深
く
根
付
き
、
美
し

い
情
緒
と
豊
か
な
人
間
力
を
育
ん
で
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
。

こ
の
美
し
い
情
緒
や
人
間
力
は
文
化
や
学
問
を
作
り
上
げ
る
た
め
に

最
も
大
切
で
あ
り
、
東
洋
の
知
恵
の
根
源
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
日
本

独
特
の
道
徳
の
基
本
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

私
は
眼
科
医
で
す
が
四
十
年
以
上
前
の
若
き
日
に
米
国
で
眼
科
医

学
を
学
び
ま
し
た
。
ま
さ
に
西
洋
医
学
の
見
本
を
見
た
気
が
い
た
し

ま
し
た
。
三
年
の
留
学
後
に
日
本
に
戻
り
、
そ
の
研
究
を
日
本
流
に

発
展
さ
せ
、
大
き
な
成
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
さ
に
東

洋
の
知
恵
と
西
洋
医
学
の
調
和
を
身
を
も
っ
て
体
験
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

二
　
日
本
人
と
感
性

　

私
は
現
在
愛
知
医
科
大
学
の
理
事
長
を
務
め
て
お
り
ま
す
が
、
八

年
前
に
理
事
長
を
拝
命
し
た
時
、
教
育
理
念
と
い
う
と
大
げ
さ
で
す

が
、
愛
知
医
科
大
学
の
学
生
や
職
員
は
、
こ
う
い
う
医
療
人
に
育
っ

て
ほ
し
い
と
い
う
考
え
を
持
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
「
情
緒
と

品
格
を
備
え
た
医
療
人
」、
こ
れ
が
私
の
目
標
と
す
る
医
療
人
な
の

で
す
。
ま
た
本
学
の
教
育
者
は
こ
の
理
念
で
若
い
人
た
ち
を
育
て
て

【
講
演
会
】

東
洋
の
知
恵
と
西
洋
医
学
の
調
和

│
│
わ
が
国
の
人
間
力
の
原
点
を
考
え
る
│
│

三　
　

宅　
　

養　
　

三
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ほ
し
い
の
で
す
。

　
「
情
緒
」
と
「
品
格
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
情

緒
と
い
う
の
は
「
感
性
」
を
表
し
感
性
を
磨
く
こ
と
に
よ
り
情
緒
が

生
ま
れ
る
の
で
す
。
患
者
さ
ん
を
相
手
に
臨
床
を
す
る
に
し
て
も
、

手
術
を
す
る
に
し
て
も
、
研
究
を
す
る
に
し
て
も
、
感
性
と
言
う
の

は
大
変
大
事
で
、
こ
れ
を
磨
い
て
ほ
し
い
の
で
す
。

　

も
う
一
つ
の
「
品
格
」、
品
格
と
い
う
の
は
、
品
が
い
い
と
い
う

意
味
で
は
必
ず
し
も
な
く
、
そ
れ
も
あ
り
ま
す
が
、
広
く
深
い
知
識

を
持
っ
て
患
者
さ
ん
を
診
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
病
気
の
深
い
知

識
の
み
な
ら
ず
、
患
者
さ
ん
の
価
値
観
や
そ
の
心
理
学
的
、
社
会

的
、
経
済
的
な
全
て
の
視
点
に
立
っ
て
包
括
的
、
全
人
的
に
患
者
さ

ん
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
医
療
人
と
し
て
の
洞
察
力
を
指
し
ま
す
。

こ
れ
も
ま
た
感
性
な
の
で
す
。
日
本
の
超
高
齢
化
に
伴
い
延
命
第
一

の
医
療
か
ら
患
者
さ
ん
の
価
値
観
は
多
様
と
な
っ
て
き
て
お
り
、
そ

れ
に
沿
っ
た
医
療
が
望
ま
れ
る
時
代
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。
患
者
さ

ん
が
最
も
幸
せ
と
感
じ
る
医
療
を
遂
行
す
る
に
は
情
緒
と
品
格
を
備

え
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
す
。

　

い
ま
医
学
部
四
年
に
高
橋
周
治
と
い
う
学
生
が
い
ま
す
。
東
海
高

校
時
代
か
ら
陸
上
の
選
手
で
愛
知
医
科
大
学
入
学
後
も
熱
心
に
陸
上

競
技
を
続
け
て
き
ま
し
た
。
昨
年
（
二
〇
一
六
年
）、
第
一
〇
〇
回

全
日
本
陸
上
選
手
権
大
会
の
百
メ
ー
ト
ル
競
争
で
決
勝
ま
で
残
り
七

位
と
な
り
Ｔ
Ｖ
を
賑
わ
せ
ま
し
た
。「
医
学
生
、
異
色
の
ス
プ
リ
ン

タ
ー
」
と
い
う
大
き
な
見
出
し
で
読
売
新
聞
の
記
事
と
な
り
ま
し

た
。
も
う
少
し
で
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
い
う
と
こ
ろ
で
し
た
。
そ
れ
が

な
ん
と
、
今
年
（
二
〇
一
七
年
）
の
第
一
〇
一
回
日
本
陸
上
選
手
権

大
会
で
も
決
勝
ま
で
進
み
再
び
七
位
で
し
た
。
決
勝
に
残
っ
た
八
名

の
選
手
は
高
橋
君
を
除
い
て
み
な
プ
ロ
以
上
の
練
習
を
積
み
、
ケ
ン

ブ
リ
ッ
ジ
飛
鳥
や
桐
生
祥
秀
と
い
っ
た
非
常
に
有
名
な
選
手
ば
か
り

で
し
た
。
今
年
は
中
日
新
聞
が
高
橋
君
を
大
き
く
取
り
上
げ
「
医
学

目
指
し 

走
り
も
究
め
る
」
と
い
う
見
出
し
を
掲
げ
て
く
れ
ま
し
た

（
図
１
）。
ま
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
も
彼
の
生
い
立
ち
に
つ
い
て
の
特
別
番
組
を

放
送
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
加
え
て
高
橋
君
の
も
う
一
つ
の
凄
い
点
は
成
績
が
極
め
て

優
秀
な
こ
と
で
し
た
。
最
近
医
師
国
家
試
験
は
非
常
に
難
易
度
が
高

く
な
り
、
医
学
部
の
三
年
、
四
年
の
勉
強
量
は
並
大
抵
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
ん
な
中
で
陸
上
に
も
集
中
し
て
二
年
連
続
で
こ
の
よ
う
な

成
果
を
挙
げ
た
そ
の
心
を
本
人
か
ら
直
接
聞
い
て
み
ま
し
た
。
彼
曰

く
「
ス
ポ
ー
ツ
に
熱
中
す
る
の
は
、
よ
い
医
師
に
な
る
た
め
」
と
、
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さ
ら
に
「
学
生
時
代
に
身
に
着
け
た
い
こ
と
は
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
て

感
性
と
集
中
力
・
忍
耐
力
・
持
久
力
を
磨
き
、
さ
ら
に
強
靭
な
体
力

を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
、
い
ず
れ
も
良
い
医
師
に
な
る
に
は
絶
対
に

必
要
と
思
う
」。
こ
こ
で
「
感
性
」
と
い
う
言
葉
が
ま
た
出
ま
し

た
。
私
は
こ
の
学
生
が
ど
の
よ
う
な
医
師
に
育
つ
か
見
届
け
た
く
な

り
ま
し
た
。
今
日
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
は
「
感
性
」
で
す
。
日
本

人
の
感
性
が
優
れ
て
い
る
こ
と
を
ま
ず
は
強
調
し
て
み
ま
す
。

　

ノ
ー
ベ
ル
賞
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
自
然
科
学
の
二
十
一
世
紀
の

受
賞
者
数
で
は
ア
メ
リ
カ
が
ト
ッ
プ
で
八
十
五
、
二
位
が
な
ん
と
日

本
で
十
八
も
受
賞
し
て
い
ま
す
。
三
位
か
ら
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
主
要

国
が
並
び
、
日
本
以
外
の
ア
ジ
ア
の
国
は
全
部
合
わ
せ
て
も
三
つ
に

過
ぎ
ま
せ
ん
。
ア
ジ
ア
の
小
さ
な
島
国
で
資
源
も
少
な
い
日
本
が
、

ど
う
し
て
十
八
も
受
賞
で
き
た
の
で
し
ょ
う
。
凄
い
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
者
で
あ
る
野
依
良
治
先
生
は
「
独
特
の
日

本
人
の
発
想
や
感
性
の
背
景
に
は
飛
鳥
、
奈
良
時
代
か
ら
の
豊
か
な

文
化
が
あ
る
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

な
ぜ
美
し
い
環
境
と
か
自
然
と
四
季
の
変
化
は
文
化
や
科
学
に
必

要
か
と
い
う
こ
と
で
、
興
味
深
い
話
を
聞
き
ま
し
た
。
脳
科
学
者
の

茂
木
健
一
郎
先
生
が
数
年
前
に
「
目
と
脳
を
つ
な
ぐ
」
と
い
う
講
演

図１

第101回日本陸上競技選手権大会男子100ｍ決勝での 
高橋周治君（右から２人目）

中日新聞2017年６月30日掲載（写真提供：共同通信社）　



東
洋
の
知
恵
と
西
洋
医
学
の
調
和
（
三
宅
）

28─　   ─

を
眼
科
学
会
で
さ
れ
、
美
し
い
自
然
と
環
境
の
変
化
か
ら
得
ら
れ
る

目
の
刺
激
は
大
脳
を
活
性
化
す
る
と
科
学
的
根
拠
に
基
づ
い
て
力
説

さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
興
味
深
か
っ
た
の
は
「
藤
原
京Eye Study

」

と
い
う
奈
良
県
立
医
科
大
学
を
中
心
と
し
た
研
究
班
で
の
「
高
齢
者

の
眼
を
科
学
す
る
」
と
い
う
題
で
発
表
さ
れ
た
眼
科
の
研
究
で
し

た
。
対
象
は
奈
良
県
在
住
の
六
十
五
歳
以
上
の
一
人
で
歩
け
る
男
女

で
、
約
五
千
名
を
調
べ
た
結
果
で
す
。

　

こ
の
研
究
班
は
白
内
障
の
手
術
と
認
知
症
の
関
係
を
調
べ
ま
し

た
。
認
知
症
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
後
で
は
白
内
障
の
手
術
を
し
て
目

が
よ
く
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
認
知
症
の
改
善
は
な
か
っ
た
そ

う
で
す
。
し
か
し
認
知
症
が
軽
度
で
あ
っ
た
り
認
知
症
に
な
り
つ
つ

あ
る
状
態
で
は
、
白
内
障
の
手
術
で
目
が
見
え
る
よ
う
に
な
る
と
認

知
症
の
進
行
を
あ
る
程
度
抑
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
の
報
告
で
し

た
。
目
か
ら
の
刺
激
が
脳
を
活
性
化
す
る
た
め
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

茂
木
先
生
の
説
を
裏
付
け
て
い
ま
す
。
日
本
人
の
持
つ
こ
の
豊
か
な

感
性
は
何
千
年
に
も
わ
た
る
四
季
と
自
然
の
美
し
さ
に
よ
り
培
わ
れ

た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

三
　
日
本
の
古
代
か
ら
の
文
化

　

日
本
の
古
代
か
ら
の
文
化
を
振
り
返
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
を

列
記
し
て
み
ま
す
と
文
学
、
書
道
、
茶
道
、
華
道
、
俳
句
、
和
歌
、

川
柳
、
落
語
、
歌
舞
伎
、
浄
瑠
璃
、
陶
器
、
武
道
、
柔
道
、
相
撲
、

武
士
道
等
々
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
ち
な
み
に
五
世
紀
か
ら
十
五
世
紀

に
か
け
て
の
千
年
間
、
日
本
の
文
学
は
万
葉
集
、
古
今
集
、
枕
草

子
、
源
氏
物
語
、
方
丈
記
、
徒
然
草
、
等
々
が
あ
り
、
伝
統
あ
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
を
凌
駕
し
て
世
界
最
高
の
質
を
誇
り
ま
し
た
。

　

私
は
俳
句
が
好
き
で
す
の
で
特
に
こ
こ
で
取
り
上
げ
み
よ
う
と
思

い
ま
す
。
東
大
（
元
）
総
長
の
有
馬
朗
人
先
生
は
俳
人
と
し
て
も
有

名
で
す
が
、「
元
禄
時
代
に
ノ
ー
ベ
ル
賞
が
存
在
し
た
ら
、
芭
蕉
は

必
ず
受
賞
し
て
い
た
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
私
の
親
し
い
友

人
で
大
建
豊
と
い
う
方
が
お
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
人
は
苦
労
人
で
戦

争
後
シ
ベ
リ
ア
に
抑
留
さ
れ
、
九
死
に
一
生
を
得
て
帰
国
さ
れ
、
努

力
さ
れ
大
手
銀
行
の
ト
ッ
プ
に
ま
で
な
ら
れ
た
方
で
す
。
教
養
あ
る

侍
で
、
古
い
日
本
人
の
素
晴
ら
し
さ
を
完
璧
に
備
え
た
方
で
し
た
。

俳
人
で
あ
り
、
漢
文
に
も
長
け
て
お
ら
れ
、
ご
自
分
の
死
期
を
悟
ら

れ
辞
世
の
句
を
残
さ
れ
ま
し
た
。



東
洋
の
知
恵
と
西
洋
医
学
の
調
和
（
三
宅
）

29─　   ─

　
　
「
帰か
え
り
な
ん

去
来　

兮い
ざ

母は
は

の
背
の　

遠と
お
は
な花
火び

」

　

こ
の
意
味
は
、
私
は
も
う
死
ぬ
、
ふ
た
た
び
母
の
も
と
に
戻
る
だ

ろ
う
。
こ
の
場
に
及
ん
で
思
い
出
す
の
は
、
昔
幼
い
こ
ろ
、
母
親
の

背
中
に
お
ば
れ
て
見
に
行
っ
た
遠
く
で
花
開
く
花
火
の
光
景
だ
、
と

い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
舞
台
は
多
分
い
な
か
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

山
に
登
る
事
に
よ
り
や
っ
と
遠
く
の
花
火
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
し
ょ
う
。
な
ん
と
俳
句
の
素
晴
ら
し
さ
が
醸
し
出
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
、
俳
句
は
日
本
の
凄
い
文
化
だ
と
思
い
ま
す
。

四
　
日
本
の
武
士
道

　

日
本
の
古
代
か
ら
の
文
化
を
も
う
一
つ
だ
け
挙
げ
さ
せ
て
下
さ

い
。
そ
れ
は
「
武
士
道
」
で
す
。
武
士
道
で
思
い
出
す
の
は
四
年
ほ

ど
前
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
「
八
重
の
桜
」
に
登
場
し
た
会
津
藩
で

す
。
こ
こ
に
は
「
什じ

ゅ
うの
掟お
き
て

」（
図
２
）
と
い
う
の
が
あ
り
、
こ
の
掟

に
は
、
う
そ
〈
虚
言
〉
を
言
っ
て
は
い
け
な
い
、
卑
怯
な
ま
ね
は
い

け
な
い
、
弱
い
者
い
じ
め
は
い
け
な
い
、
年
長
者
に
は
礼
儀
を
守
ら

な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
等
々
の
人
と
し
て
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と

が
箇
条
書
き
に
な
っ
て
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
全
て
「
な
ら

ぬ
こ
と
は
な
ら
ぬ
も
の
で
す
」
と
云
う
言
葉
で
締
め
ら
れ
て
お
り
、

「
や
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
は
理
論
抜
き
で
や
っ
て
は
い
け
な
い
」

と
い
う
こ
と
を
小
児
の
う
ち
か
ら
頭
に
叩
き
込
む
と
い
う
教
育
だ
っ

た
わ
け
で
す
。
幼
少
時
か
ら
こ
の
よ
う
な
教
育
を
す
る
と
何
が
起
こ

る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

江
戸
を
見
て
み
ま

し
ょ
う
。
江
戸
に
も

そ
の
よ
う
な
寺
小
屋

は
無
数
に
あ
り
ま
し

た
。
当
時
の
江
戸
の

人
口
は
約
百
万
と
い

わ
れ
、
い
ま
の
仙
台

市
に
匹
敵
し
ま
す
。

そ
れ
で
は
江
戸
の
寺

小
屋
の
多
さ
を
仙
台

市
で
考
え
る
と
、
仙

台
市
の
コ
ン
ビ
ニ
の

数
と
同
数
だ
そ
う
で

す
。
江
戸
に
は
そ
れ

図２　会津藩の「什の掟」
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く
ら
い
寺
小
屋
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
う
す
る
と
、
不
思
議
な
こ
と
に
犯
罪
が
少
な
く
な
る
の
で
す
。

そ
れ
を
示
す
の
は
人
口
が
百
万
で
ど
の
く
ら
い
の
警
官
に
当
た
る
人

が
い
た
か
と
い
う
と
わ
ず
か
数
十
人
足
ら
ず
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
こ

れ
は
幼
少
時
に
し
っ
か
り
道
徳
教
育
を
す
る
と
、
犯
罪
の
軽
減
に
つ

な
が
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
れ
と
関
係
あ
る
よ
う
な
結
果
が
最
近
米
国
か
ら
報
告
さ
れ
ま
し

た
。
シ
カ
ゴ
大
学
の
ヘ
ッ
ク
マ
ン
教
授
が
「
幼
児
教
育
と
経
済
学
」

と
い
う
本
を
書
か
れ
、
そ
の
中
で
次
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
お
ら

れ
ま
す
。
米
国
の
低
所
得
者
層
で
は
親
が
忙
し
く
て
幼
児
の
教
育
を

す
る
時
間
が
な
く
、
そ
れ
が
将
来
そ
の
児
童
た
ち
の
発
育
に
ど
の
よ

う
に
影
響
す
る
か
の
研
究
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
低
所
得
階
級
の
幼
児

を
無
差
別
に
抽
出
し
て
こ
れ
を
二
群
に
分
け
、
一
つ
は
国
や
学
会
の

費
用
で
幼
少
の
数
年
間
強
制
的
に
幼
児
教
育
を
施
行
し
た
グ
ル
ー
プ

（
Ｇ
１
）、
も
う
一
つ
は
現
状
の
ま
ま
な
に
も
せ
ず
に
様
子
を
見
た
グ

ル
ー
プ
（
Ｇ
２
）
で
す
。
こ
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
四
十
年
以
上
に

渡
る
追
跡
調
査
で
比
較
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
Ｇ
１
は
Ｇ
２
に
比

し
て
有
意
に
学
歴
が
上
で
あ
る
こ
と
、
収
入
が
上
で
あ
る
こ
と
、
生

活
保
護
を
受
け
る
頻
度
が
低
い
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
国
の
経
済

を
考
え
る
の
に
幼
児
教
育
は
重
要
だ
と
言
い
た
い
の
で
す
。
こ
の
結

果
か
ら
興
味
深
い
事
実
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

幼
児
教
育
と
い
っ
て
も
知
識
を
植
え
付
け
る
と
い
う
よ
り
、
前
述

し
た
会
津
藩
の
「
什
の
掟
」
の
よ
う
に
礼
儀
作
法
と
か
し
つ
け
を
教

え
る
教
育
な
の
で
す
が
、
幼
児
期
の
二
、
三
年
の
こ
の
よ
う
な
教
育

が
そ
の
人
の
一
生
に
非
常
に
大
切
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

ヘ
ッ
ク
マ
ン
教
授
は
幼
児
の
こ
の
よ
う
な
教
育
は
「
非
認
知
的
能

力
」
の
育
成
に
重
要
と
結
論
さ
れ
ま
し
た
。「
認
知
的
能
力
」
を
知

識
の
学
習
と
定
義
す
る
場
合
、「
非
認
知
的
能
力
」
と
は
根
気
強

さ
、
注
意
深
さ
、
意
欲
と
い
っ
た
人
に
欠
か
せ
な
い
「
根
性
」
の
も

と
に
な
る
よ
う
な
能
力
を
意
味
し
、
実
は
幼
児
期
に
そ
れ
が
育
成
さ

れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
の
そ
の
後
の
発
達
が
六
歳
ま
で

の
教
育
環
境
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
と
す
る
と
、
幼
少
時
の
教
育
的

援
助
は
投
資
対
効
果
の
高
い
政
策
と
い
う
こ
と
も
ヘ
ッ
ク
マ
ン
教
授

の
言
い
た
い
こ
と
で
し
た
。

　

し
か
し
こ
の
非
認
知
的
能
力
こ
そ
は
実
は
日
本
の
武
士
道
の
根
底

に
流
れ
る
精
神
で
あ
っ
た
の
で
す
。
最
初
に
明
治
時
代
早
期
に
外
国

へ
留
学
し
た
人
た
ち
を
振
り
返
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
福
沢
諭
吉
、
新

渡
戸
稲
造
、
内
村
鑑
三
、
岡
倉
天
心
と
い
っ
た
皆
様
は
お
名
前
を
ご
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存
じ
の
方
ば
か
り
と
思
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
江
戸
時
代
に
は
下
級

武
士
の
息
子
ば
か
り
で
す
。
こ
の
人
達
は
基
本
的
に
は
西
欧
の
エ
チ

ケ
ッ
ト
な
ど
全
く
知
ら
ず
、
留
学
し
た
と
き
は
英
語
も
ろ
く
に
話
せ

ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
い
ず
れ
も
超
一
級
の
国
際
人
と
し
て
尊
敬

さ
れ
帰
国
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
人
達
に
共
通
す
る
こ
と
は
、
日

本
の
古
典
と
か
漢
文
を
熟
読
し
て
い
る
高
度
な
教
養
人
で
し
た
。
ま

た
こ
れ
か
ら
述
べ
る
武
士
道
精
神
と
い
う
も
の
を
十
分
に
備
え
て
お

り
、
美
し
い
情
緒
と
武
士
道
で
自
ら
を
武
装
し
て
留
学
し
た
の
で

す
。
こ
の
人
達
か
ら
得
ら
れ
る
教
訓
は
、
日
本
人
と
し
て
一
級
の
教

養
、
精
神
、
実
績
を
備
え
て
い
れ
ば
、
明
治
時
代
と
い
え
ど
も
十
分

に
国
際
人
と
し
て
認
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
英
語
の
巧
拙
は

問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

武
士
道
と
い
う
考
え
方
は
鎌
倉
時
代
に
始
ま
り
、
江
戸
時
代
の
武

士
の
精
神
的
支
柱
で
し
た
。
明
治
時
代
に
な
り
新
渡
戸
稲
造
が
そ
の

根
底
に
流
れ
る
思
想
の
素
晴
ら
し
さ
を
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
、
国

際
的
に
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
「
武
士
道
」
を
出
版
し
ま
し
た
。

こ
の
書
は
ま
ず
英
語
で
書
か
れ
て
ア
メ
リ
カ
で
出
版
さ
れ
ま
し
た
。

英
文
題
名
は
「BU

SH
ID

O
: TH

E SO
U

L O
F JAPAN

」
で
し

た
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
で
大
好
評
と
な
り
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
り
ま

し
た
。
そ
の
後
ま
た
数
年
の
う
ち
に
ド
イ
ツ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
等
々
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
も
各
国
の
言
葉
に
翻
訳
さ
れ
ど
こ
の
国
で
も
よ

く
読
ま
れ
た
と
の
こ
と
で
す
。
す
な
わ
ち
日
本
の
精
神
の
素
晴
ら
し

さ
が
欧
米
で
も
十
分
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
す
。
私
は
新
渡
戸
稲

造
が
よ
り
わ
か
り
や
す
く
時
代
に
即
し
た
武
士
道
を
提
案
し
た
と
思

い
、
こ
れ
を
近
代
武
士
道
と
呼
び
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

武
士
道
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
並
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
「
礼
節
」

で
す
。
そ
れ
か
ら
「
仁
」、
つ
ま
り
愛
情
で
す
。
こ
れ
は
日
本
人
の

持
っ
て
い
る
優
し
さ
と
言
え
ま
す
。
つ
ぎ
に
「
義
」、
こ
れ
は
自
分

の
両
親
と
か
恩
師
に
恩
義
を
尽
く
す
と
い
う
こ
と
、
ま
た
正
義
感
を

持
つ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
「
惻
隠
の
情
」、
こ
れ
は
武
士

の
情
け
と
も
言
い
ま
す
が
、
武
士
道
の
一
つ
の
重
要
な
精
神
で
す
。

「
恥
」
も
あ
り
ま
す
。
武
士
は
恥
を
極
端
に
嫌
い
ま
す
。
恥
を
か
く

く
ら
い
な
ら
死
を
選
ぶ
と
い
う
の
が
武
士
道
の
底
に
あ
り
ま
す
。
恥

は
武
士
道
で
は
幼
少
時
か
ら
教
え
ら
れ
る
徳
の
一
つ
で
恥
に
対
す
る

敏
感
さ
は
世
間
に
対
す
る
恐
怖
心
に
基
づ
く
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

笑
わ
れ
る
ぞ
、
名
を
汚
す
ぞ
、
恥
ず
か
し
く
な
い
の
か
、
恥
を
知
れ

…
…
こ
れ
は
日
本
人
が
よ
く
使
っ
た
言
葉
で
、
こ
れ
だ
け
は
避
け
た

い
と
の
思
い
が
こ
も
っ
て
お
り
ま
す
。
前
述
し
ま
し
た
よ
う
に
、
恥
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に
対
す
る
恐
怖
心
は
江
戸
時
代
の
日
本
の
犯
罪
の
抑
止
力
に
も
な

り
、
そ
の
犯
罪
の
少
な
さ
は
世
界
に
例
を
見
ま
せ
ん
。「
責
任
」、

「
引
き
際
」
も
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
で
す
が
、
今
日
一
番
言
い
た
い

の
は
「
質
素
・
忍
耐
・
努
力
」
で
す
。「
武
士
は
食
わ
ね
ど
高
楊
枝
」

と
い
う
有
名
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
武
士
は
お
金
で
は
な
い
、
も
っ

と
高
級
な
こ
と
に
価
値
観
を
持
っ
て
働
く
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
思

想
は
日
本
の
こ
れ
ま
で
の
発
展
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。

五
　
日
本
の
医
道
と
武
士
道

　

こ
こ
か
ら
が
今
日
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
部
分
で
す
が
、
近
代
武
士

道
は
日
本
の
近
代
化
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
幕
末
の
松
山

藩
に
佐
久
間
象
山
と
い
う
方
が
い
ま
し
た
。
こ
の
方
の
有
名
な
言
葉

に
「
西
洋
の
文
化
と
東
洋
の
道
徳
で
日
本
を
変
え
る
」
が
あ
り
ま
す

が
、
こ
れ
が
明
治
の
近
代
化
の
奇
跡
を
生
ん
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
資
源
も
な
に
も
な
い
ア
ジ
ア
の
海
に
囲
ま
れ
た
小
さ
な
国

が
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
の
実
績
を
残
せ
た
か
は
、
日
本
の
そ
の
後
の
発
展

を
考
え
る
上
で
極
め
て
重
要
で
あ
り
ま
す
。

　

日
本
の
医
療
も
近
代
武
士
道
の
影
響
の
も
と
で
育
ま
れ
た
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
武
士
道
精
神
の
「
仁
」
は
“
人
あ
り

て
我
あ
り
。
他
を
思
い
や
り
慈
し
む
、
こ
れ
す
な
わ
ち
仁
”
な
の
で

す
。「
惻
隠
の
情
」
が
持
つ
愛
、
寛
容
、
同
情
、
憐
れ
み
と
い
う
要

素
は
医
療
に
と
っ
て
非
常
に
大
事
な
精
神
で
す
。「
医
の
倫
理
」
は

道
徳
教
育
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
武
士
道
精
神
に
よ
っ
て

し
っ
か
り
し
た
道
徳
教
育
が
な
さ
れ
て
お
れ
ば
、
医
の
倫
理
も
自
ず

と
解
決
す
る
は
ず
で
す
。

　

日
本
に
は
「
国
民
皆
保
険
」
と
い
う
制
度
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
制

度
の
背
景
は
武
士
道
の
愛
、
同
情
、
思
い
や
り
で
す
。
貧
富
の
差
に

関
係
な
く
ほ
ぼ
同
じ
医
療
が
受
け
ら
れ
、
医
療
費
は
安
く
質
の
高
い

温
か
な
医
療
が
受
け
ら
れ
る
と
い
う
日
本
が
誇
れ
る
保
険
制
度
で
あ

り
、
他
の
国
で
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
二
〇
〇
〇
年
の
世
界
保
健
機
構

（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）
が
施
行
し
た
医
療
の
多
く
の
側
面
を
定
量
的
に
評
価
し

た
結
果
で
は
、
日
本
の
医
療
は
世
界
で
一
番
良
く
ア
メ
リ
カ
は
十
五

位
で
し
た
。

　

そ
れ
で
は
医
学
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
医
学
も
や
は
り
日
本
人
の

感
性
と
武
士
道
精
神
に
よ
り
、
驚
く
べ
き
結
果
を
示
し
て
い
ま
し

た
。
戦
後
の
日
本
の
医
学
の
発
展
は
目
を
み
は
る
も
の
が
あ
り
ま

す
。
私
の
専
門
は
眼
科
で
す
の
で
眼
科
分
野
に
つ
い
て
お
話
し
ま

す
。
一
級
の
国
際
臨
床
雑
誌
に
各
国
か
ら
何
篇
の
論
文
が
掲
載
さ
れ
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た
か
を
調
べ
て
み
る
と
一
九
七
〇
年
代
は
ア
メ
リ
カ
一
位
、
イ
ギ
リ

ス
が
二
位
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
主
要
国
（
ド
イ
ツ
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
等
）
が
三
位
で
日
本
は
そ
の
後
で
し
た
。

一
九
八
〇
年
代
に
な
る
と
日
本
は
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
で

三
位
と
な
り
ま
し
た
。
一
九
九
〇
年
代
で
は
な
ん
と
日
本
は
イ
ギ
リ

ス
を
遥
か
に
超
え
て
二
位
に
上
昇
し
ま
し
た
（
図
３
）。
す
ご
い
で

す
ね
。
資
源
も
何
も
な
い
ア
ジ
ア
の
小
国
の
日
本
、
大
学
人
の
待
遇

は
先
進
国
の
中
で
最
低
（
給
料
が
非
常
に
安
い
）
の
日
本
が
な
ぜ
医

療
が
一
位
、
医
学
が
二
位
の
地
位
を
勝
ち
取
れ
た
の
か
、
こ
れ
は
国

際
的
な
話
題
と
な
り
欧
米
で
研
究
グ
ル
ー
プ
が
で
き
た
ほ
ど
世
界
は

驚
き
ま
し
た
。

　

前
述
し
ま
し
た
が
、
同
じ
よ
う
な
現
象
が
ノ
ー
ベ
ル
賞
で
も
見
ら

れ
ま
し
た
。
二
十
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
日
本
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
受

賞
回
数
は
す
ご
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
自
然
科
学
の
分
野
に
絞
っ
て

み
て
み
ま
す
と
、
ア
メ
リ
カ
の
八
十
五
人
に
対
し
て
日
本
は
十
八
人

が
受
賞
し
て
お
り
、
世
界
で
二
位
の
順
位
で
す
。
た
だ
受
賞
対
象
と

な
っ
た
研
究
は
今
か
ら
二
十
〜
三
十
年
前
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
、

現
時
点
で
の
日
本
の
勢
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
当
時
の
こ
れ
ら

受
賞
者
の
給
料
は
と
ん
で
も
な
く
安
く
、
ま
さ
に
「
武
士
は
食
わ
ね

英国

ドイツ
オーストラリア
フランス
オランダ
カナダ
イタリア
スウェーデン日本

論
文
数

年
（大庭：日銀 ）

図３　世界のベスト４の眼科雑誌への掲載論文数（米国を除く）
眼科の国際的なトップ雑誌に掲載された年代別の国別数。米国は全て
で１位であるためこのグラフから除外。1970年代では日本は３位の
ヨーロッパ集団の末席。1980年代ではこの集団から抜け出し単独３

位。1990年代になると英国を抜いて単独２位に浮上。
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ど
高
楊
枝
」
で
、
価
値
観
が
お
金
で
は
全
く
な
く
研
究
の
追
求
に

あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
が
日
本
人
の
人
間
力
だ
っ
た
の

で
す
。六

　
人
間
力

　

私
は
眼
科
医
で
あ
り
、
五
十
年
に
わ
た
っ
て
眼
科
の
臨
床
、
研
究

に
従
事
し
て
き
ま
し
た
。
振
り
返
っ
て
み
る
と
多
く
の
方
々
か
ら
人

間
力
の
訓
練
を
受
け
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
一
九
七
六
年
か
ら
三

年
間
、
ボ
ス
ト
ン
の
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
へ
留
学
し
ア
メ
リ
カ
の
レ
ベ

ル
の
高
さ
に
圧
倒
さ
れ
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
帰
国
し
ま
し

た
。
し
か
し
日
本
に
帰
っ
て
自
分
で
腰
を
落
ち
着
け
て
研
究
や
臨
床

を
す
る
う
ち
に
日
本
に
し
か
な
い
素
晴
ら
し
さ
に
気
づ
き
ま
し
た
。

同
時
に
米
国
の
抱
え
る
欠
点
も
意
識
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

私
の
専
門
は
眼
の
網
膜
で
、
網
膜
は
カ
メ
ラ
で
例
え
る
と
フ
ィ
ル

ム
に
あ
た
り
「
網
膜
は
神
様
が
造
っ
た
最
高
の
臓
器
」
と
い
わ
れ
る

だ
け
あ
っ
て
、
薄
い
膜
の
間
に
縦
横
無
尽
の
神
経
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

が
張
り
巡
ら
さ
れ
て
お
り
、
複
雑
な
視
覚
の
機
序
を
操
っ
て
い
る
の

で
す
。
網
膜
に
は
特
に
高
齢
化
社
会
を
迎
え
た
現
在
で
は
多
く
の
病

気
が
み
ら
れ
、
手
術
の
画
期
的
進
歩
に
よ
り
多
く
の
疾
患
で
治
療
が

可
能
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
ま
だ
ま
だ
未
知
の
神
秘
的
要
素

を
多
々
秘
め
た
、
こ
れ
か
ら
の
先
端
的
治
療
を
考
慮
し
て
も
極
め
て

チ
ャ
レ
ン
ジ
ン
グ
な
興
味
深
い
領
域
な
の
で
す
。

　

私
は
ま
ず
網
膜
に
い
ろ
い
ろ
な
機
能
の
細
胞
が
あ
り
ま
す
が
そ
の

基
本
的
特
性
の
研
究
か
ら
始
め
、
そ
の
総
和
の
反
応
で
あ
る
網
膜
電

図
（
Ｅ
Ｒ
Ｇ
）
に
よ
る
網
膜
機
能
診
断
に
興
味
を
持
ち
ま
し
た
。
網

膜
の
細
胞
で
最
も
謎
を
秘
め
た
細
胞
で
あ
る
双
極
細
胞
に
的
を
絞
っ

て
臨
床
疾
患
の
解
析
を
行
っ
て
い
る
う
ち
に
、
双
極
細
胞
が
選
択
的

に
障
害
さ
れ
て
い
る
二
種
類
の
疾
患
を
発
見
で
き
、
後
に
こ
の
二
つ

の
疾
患
は
私
が
最
初
か
ら
強
調
し
て
い
た
よ
う
に
独
立
し
た
新
し
い

疾
患
で
あ
る
こ
と
が
遺
伝
子
学
的
に
も
証
明
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
証

明
に
は
十
五
年
程
度
の
時
間
を
要
し
ま
し
た
が
、
そ
の
成
果
は

N
ature G

enetics

四
編
を
含
む
国
際
的
一
級
誌
七
編
に
掲
載
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
二
つ
の
疾
患
は
先
天
停
在
夜
盲
一
型
（
完
全
型
）、

先
天
停
在
夜
盲
二
型
（
不
全
型
）
と
私
に
よ
り
命
名
さ
れ
、
そ
の
病

名
で
世
界
の
教
科
書
に
独
立
し
た
疾
患
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま

す
。

　

も
う
一
つ
の
私
が
興
味
を
持
っ
た
の
は
網
膜
の
中
で
「
目
の
目
」

と
い
わ
れ
る
最
も
細
胞
密
度
が
高
い
重
要
な
小
さ
な
部
分
が
あ
り
、
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こ
れ
を
黄
斑
部
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
黄
斑
部
は
疾
患
の
密
集
区
で

あ
り
、
黄
斑
部
か
ら
Ｅ
Ｒ
Ｇ
を
記
録
し
て
機
能
診
断
を
し
た
か
っ
た

の
で
す
が
、
Ｅ
Ｒ
Ｇ
は
網
膜
全
体
の
反
応
で
あ
り
小
さ
な
黄
斑
部
の

み
か
ら
の
反
応
（
黄
斑
部
局
所
Ｅ
Ｒ
Ｇ
）
の
記
録
は
困
難
で
し
た
。

一
九
七
六
年
に
米
国
に
留
学
し
た
目
的
の
一
つ
は
黄
斑
部
局
所
Ｅ
Ｒ

Ｇ
の
記
録
で
し
た
。

　

ボ
ス
ト
ン
で
の
三
年
間
は
実
に
有
益
で
、
多
く
を
学
び
ま
し
た
。

黄
斑
部
局
所
Ｅ
Ｒ
Ｇ
も
一
応
測
定
装
置
を
作
っ
た
の
で
す
が
、
実
際

に
患
者
さ
ん
か
ら
記
録
し
て
み
る
と
多
く
の
問
題
点
が
あ
り
ま
し

た
。
こ
こ
で
学
ん
だ
こ
と
を
十
分
に
頭
に
詰
め
込
み
帰
国
し
て
早
速

日
本
で
装
置
を
作
ろ
う
と
日
夜
努
力
い
た
し
ま
し
た
。
名
古
屋
大
学

時
代
の
私
の
恩
師
の
一
人
で
あ
る
基
礎
医
学
者
で
あ
ら
れ
た
御
手
洗

玄
洋
教
授
に
留
学
か
ら
の
帰
国
の
ご
挨
拶
に
伺
い
、
先
生
の
弟
で
あ

る
キ
ャ
ノ
ン
（
現
）
会
長
の
御
手
洗
冨
士
夫
氏
に
キ
ャ
ノ
ン
と
の
共

同
研
究
を
お
願
い
し
ま
し
た
。
キ
ャ
ノ
ン
の
光
学
的
技
術
と
の
共
同

研
究
の
結
果
、
帰
国
七
年
後
の
一
九
八
六
年
に
、
世
界
に
類
を
見
な

い
最
も
情
報
量
の
多
い
局
所
Ｅ
Ｒ
Ｇ
記
録
装
置
を
完
成
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
（
図
４
）。

　

こ
の
十
年
間
が
今
か
ら
振
り
返
る
と
一
番
私
の
「
人
間
力
」
が
育

図４

1976年から10年の努力が実って完成した黄斑部局所 ERG 記録装置。
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ま
れ
た
時
期
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
ボ
ス
ト
ン
で
研
究
を

始
め
て
か
ら
実
に
十
年
が
経
過
し
て
お
り
ま
し
た
。
過
去
に
報
告
の

な
い
Ｅ
Ｒ
Ｇ
の
律
動
様
小
波
と
い
う
成
分
が
黄
斑
部
か
ら
記
録
で
き

た
と
き
の
興
奮
は
、
一
生
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
（
図
５
）。
こ
の
成
分

は
そ
の
後
の
研
究
で
多
く
の
疾
患
で
特
異
的
な
異
常
を
示
す
こ
と
が

わ
か
り
、
多
数
の
英
文
論
文
、
学
位
論
文
と
し
て
世
に
出
ま
し
た
。

ま
た
網
膜
で
一
番
重
要
な
黄
斑
部
と
い
う
神
秘
的
な
組
織
の
多
く
の

新
し
い
生
理
学
的
所
見
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

も
う
一
つ
の
大
き
な
研
究
成
果
は
こ
の
装
置
を
用
い
て
新
し
い
遺

伝
性
黄
斑
疾
患
が
発
見
で
き
た
こ
と
で
す
。
患
者
の
多
く
は
視
力
が

次
第
に
低
下
し
て
く
る
の
に
黄
斑
部
を
含
む
網
膜
に
は
見
た
と
こ
ろ

全
く
異
常
が
な
く
（
図
６
）
詐
病
（
見
え
て
い
る
の
に
見
え
な
い
と

偽
っ
て
い
る
病
態
）、
あ
る
い
は
頭
の
病
気
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ

て
い
た
も
の
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
Ｅ
Ｒ
Ｇ
は
網
膜
全
体
の
反
応
で
す
の
で
黄
斑
部
と
い

う
小
さ
な
部
位
が
障
害
さ
れ
て
い
て
も
全
く
異
常
は
出
現
し
な
か
っ

た
の
で
す
が
、
黄
斑
部
局
所
Ｅ
Ｒ
Ｇ
で
は
明
ら
か
な
異
常
が
見
ら

れ
、
黄
斑
部
だ
け
が
機
能
的
に
傷
害
さ
れ
て
い
る
新
し
い
黄
斑
疾
患

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
一
九
九
六
年
に
こ
の
病
名
を

図５

ヒト黄斑部局所 ERG 反応。全て
の ERG 要素が記録された世界初
の快挙。

図６

オカルト黄斑ジストロフィー（三宅病）
の眼底。黄斑部は全く正常に見えるが黄
斑部局所 ERG で黄斑部だけが機能的に
障害されていることが判明した。
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O
ccult m

acular dystrophy

と
名
付
け
ま
し
た
。O

ccult

と
い

う
言
葉
は
そ
こ
に
あ
る
の
に
そ
れ
が
見
え
な
い
と
い
う
意
味
で
す
。

遺
伝
性
（
家
族
性
）
に
見
ら
れ
優
性
遺
伝
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
、

責
任
遺
伝
子
を
同
定
す
る
研
究
が
多
数
の
家
系
を
用
い
て
行
わ
れ
ま

し
た
が
、
残
念
な
が
ら
名
古
屋
大
学
在
籍
中
に
は
発
見
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
。
二
〇
〇
五
年
に
名
古
屋
大
学
を
定
年
退
職
し
て
東
京
の
国

立
感
覚
器
セ
ン
タ
ー
へ
所
長
と
し
て
移
り
ま
し
た
。
附
属
施
設
で
あ

る
東
京
医
療
セ
ン
タ
ー
で
週
一
回
診
療
を
し
て
い
る
と
き
に
佐
渡
ヶ

島
に
ル
ー
ツ
を
持
つ
本
症
を
多
数
有
す
る
大
き
な
家
系
（
図
７
）
に

め
ぐ
り
あ
い
、
そ
の
家
系
の
徹
底
調
査
に
よ
りRP1L1

が
責
任
遺

伝
子
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
（
図
８
）。

　

そ
の
後
多
く
の
家
系
で
こ
の
遺
伝
子
変
異
が
証
明
さ
れ
、
二
〇
一

五
年
に
厚
生
労
働
省
は
こ
の
疾
患
を
厚
労
省
指
定
難
治
性
疾
患
の
一

つ
に
加
え
ま
し
た
。
装
置
の
開
発
、
そ
の
装
置
で
の
新
し
い
疾
患
の

発
見
、
そ
の
責
任
遺
伝
子
の
同
定
が
全
て
我
々
の
同
一
施
設
で
行
わ

れ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
医
学
史
上
例
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
以
後
こ
の
病
気
は
「
三
宅
病
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

　

こ
の
診
断
に
必
要
な
装
置
も
ア
メ
リ
カ
で
学
び
日
本
で
開
発
し
た

図７

三宅病が多発する家系。黒塗りが患者を意味する。
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わ
け
で
、
文
明
は
向
こ
う
か
ら
来
て
、
こ
ち
ら
が
粘
り
強
い
研
究
と

日
本
の
技
術
の
相
乗
効
果
で
開
発
で
き
た
結
果
が
こ
の
よ
う
な
大
き

な
発
展
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。
冒
頭
で
述
べ
た
佐
久
間
象
山
の
「
西

洋
の
文
明
と
日
本
の
道
徳
で
日
本
を
変
え
る
」、
あ
る
い
は
本
講
演

の
主
題
で
あ
る
「
東
洋
の
知
恵
と
西
洋
文
化
の
調
和
」
を
地
で
行
っ

た
よ
う
な
研
究
成
果
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

図８

視細胞の維持に重要な役割をする RP1L1という遺伝子に
異常があることが発見された。


