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ABSTRACT 

 
The Loess Plateau, situated in north-west China, has been subjected to degradation of vegetation 

owing to overgrazing. In order to clarify the effects of grazing and cutting on vegetation and 
productivity of shrub-steppe, the study was carried out from May in 1989 to October in 1991 in the 
Pastoral Preserving Zone of Yunwu Mountain. The vegetation was monthly surveyed, and DM 
weights of dominant species were separately measured. Soil samples were taken at three selected 
sites and one overgrazed site and these chemical analysis were made.  
  Relative abundance of species was calculated on the base of the total frequency of 7835. Gramineae 
showed the highest value (26 %), followed by Compositae (24 %) and Leguminosae (12 %). During 3 
experimental years, the significant increasers were T i onella ruthenica and Potentilla acaulis, and 
the significant decreasers were Poa sphondylodes, Agropy n cris atum, Potentilla bifurca and 
Heteropappus altaicus. Species diversity was apparently lower in the cutting plots than in the other 
plots. According to the result of ordination by principal component analysis, T igonella ruthenica, 
Carex spp., Aneurolepidium dasystachys and Thermopsi  lanceolata were indicator species under 
natural recovery from overgrazed condition. Artemisia frigida and Potentilla acaulis were typical 
species in grazing plots. According to monthly aerial DM productions, Stipa bungeana showed 
excellent regrowth after cutting or grazing, and contributed to higher aerial DM production. Stipa 
ungeana showed significantly lower values of important nutritional elements and higher values of 

neutral detergent fiber than other species. The result of soil analysis suggests that total carbon and 
phosphorus contents may relate with the rate of the rehabilitation from overgrazed condition of 
steppes.  
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INTRODUCTION 
Semi-arid steppes of north-west China have been 
subjected to increasingly severe overgrazing 
associated with the growing pressure of human 
population (Zhang 1992). Under continuous 
overgrazing, a grass-dominant steppe usually changes 
to Artemisia-dominant steppe with decreasing 
productivity by 30 to 50 % (Zhang 1984). The change 
in species composition is caused by light grazing 
(McNaughton 1976). At the first stage of vegetational 
degradation, species number and plant density 
decline, followed by a rapid decrease in plant coverage 
and biomass, resulting in desertified condition (Zhao 
and Zhou 1993). During this degradation process, the 
most common change is a loss of palatable species 
with a replacement of less palatable annual plants, 
thorny shrubs or poisonous plants (Grainger 1992; 
Ludwig and Tongway 1995; Wu and Loucks 1992). In 
the steppe, Artemisia frigida is said to be the most 
efficient indicator to the desertification (Li 1989).  
  The enclosure is reported to be most effective for the 
rehabilitation of overgrazed steppes because of 
increased coverage of perennial grasses, which are 
palatable and sensitive to grazing (Han 1996; Hongo 
et al. 1995). Artemisia-dominated steppes changed 
into improved steppes dominated by Stipa and 
Agropyron species as well as soil condition and forage 
production after the 6-year enclosure (Chen 1984; Ma 
1985).  
  Thus, damaged steppes can be rehabilitated by the 
enclosure simply. At present, however, there are two 
inconsistent requirements for the steppes in the Loess 
Plateau. One is the rehabilitation of overgrazed 
steppe and another is the demand of grazing 
utilization of improved steppes for increased animal 
production by local farmers. Especially in less-rainfall 
season, which had been caused periodically in this 
area, improved steppes have been required for grazing 
utilization. 

  In the future, rehabilitated steppes will be grazed 
again according to the environmental changes. 
Therefore, a suitable management system of 
semi-arid steppes must be established (Zhang 1992). 
From a global point of view, the restoration program 

was commenced in the Loess Plateau in 1988 
cooperatively by Japanese and Chinese scientists 
(Tamura 1991). This report is a part of results in this 
program.  
 

METHODS 
Study Site 

This study was carried out in the Pastoral 
Preservation Zone of Yunwu Mountain (latitude 36°
13' - 19' north and longitude 106°24' - 28' east) in 
Guyuan country, Ningxia Hui Autonomous Prefecture, 
situated in the west of the Loess Plateau (Fig. 1). The 
management method of the Preservation Zone was 
mentioned in the previous report (Hongo et al. 1995).  

 
Fig.1.Three Study Sites on the Mt.Yunmu.Contour lines are placed at 

40m intervals. 

   Ⅰ:Stipa site, Ⅱ:Thymus site, Ⅲ:Artemisia site. 

The climatic conditions in this area are estimated 
from observed data at the nearest meteorological 
station by using an altitudinal lapse. Mean annual air 
temperature is 5 - 6 ℃, frost-free period 120 - 150 
days, and mean annual precipitation is 400 - 480 mm 
(Zou et al. 1986).   

Methods 
The study was carried out during the period from May 
in 1989 to October in 1991. Three sites on a 
north-west slope were selected according to dominant 
species in the result of preliminary survey. The 
dominant species were Stipa bungeana (Gramineae) 
at Stipa site, Thymus mongolicus (Labiatae) at 
Thymus site and Artemi ia sacrorum (Composi ae) at s t

―2― 



3 
Shrub-steppe vegetation in Loess Plateau 

Artemisia site. The mean inclination was 19±2.2 
(mean ± s.e.), 12 ± 0.7 and 20 ± 1.7 degrees, 
respectively, and an altitude was 1980, 2030 and 2040 
m, respectively. 
  At each site, the area (200 m wide along a contour 
line x 50 m long) was enclosed rectangularly with a 
prickled wire. This area was divided into four plots 
(50 x 50 m), which were assigned to four experimental 
treatments (control, cutting, lightly grazing and 
heavily grazing plots). Each plot was also fenced with 
a prickled wire. In a cutting plot, aerial parts were cut 
in July and September at a height of 5 cm. Lightly 
grazing plot were grazed by sheep in May, July, 
September and October, and heavily grazing plot were 
grazed monthly from May to October. Each grazing 
treatment was done using 20 sheep for 3 days in 1989 
and 100 sheep for one day in 1990 and 1991.  
  In every plots, the vegetations were monthly 
surveyed at five points distributed at random within 
each plot. At heavily grazing plot, the survey was 
done immediately before grazing. At each point 
selected, a 0.5 x 0.5 m square quadrate was laid down. 
The abundance of all vascular plants within a 
quadrate was recorded. Then, aerial parts of plants 
were cut at a 5-cm height. Weights of dominant 
species were separately measured. Plant samples 
were dried in a forced drought oven at 80℃ and dry 
matter weights were measured. 
  Soil samples were taken after a vegetational survey 
in August in 1991. At each point, the vertical patterns 
of physical characteristics in the soil profile were 
recorded down to a depth of 50 cm. Soil samples and 
soil cores (100 ml in 50 mm diameter) were taken 
from 10 cm scarified stratum. In addition, soil 
samples were taken at one overgrazed site outside of 
the preserving zone. The method of soil analysis was 
the same as the previous report (Hongo et al. 1995).  

The ordination analysis was applied to vegetation 
data to interpret the main environmental gradients 
related to variation of vegetation. A principal 
component analysis (PCA) using abundance scores 
was carried out (Goodall 1970; Greig-Smith et al. 
1967). Standardization of original data was done prior 
to PCA (Noy-Meir 1973). Since rare species were 
statistically inactive (Barkhan and Norris 1970), the 
species with greater than 10 % abundance were used 

for the analysis. As a criterion of the species diversity, 
or heterogeneity, the information content was 
calculated using abundance scores (Greig-Smith 1983; 
Clifford and Williams 1976).  
 

RESULTS AND DISCUSSION 
Abundance of plant families 

Twenty-two families including 67 species were 
observed in this study. The total abundance of all 
vascular plants was 7835 including 3 years, 3 sites, 4 
treatments and 5 months (Table 1).  
 
Table 1 Total abundance scores (No. of quadrates) and species number 

observed at three experimental sites for three years.  

-------------------------------------------------------- 

Family name  Species  Total % 

  No. abundant 

   scores  

-------------------------------------------------------- 

Gramineae  10 2022 25.8 

Compositae  14 1856 23.7 

Leguminosae  7  964 12.3 

Labiatae     3  781 10.0 

Rosaceae   6  685  8.7  

 

  

t

Thymelaeaceae  1  341  4.4 

Cyperaceae  2  314  4.0 

Ranunculaceae  2  142  1.8 

Rubiaceae  3  138  1.8 

Primulaceae  1   99  1.3 

Cruciferae   1   90  1.1 

Liliaceae  2   77  1.0 

Others  15  326  4.1 

-------------------------------------------------------- 

Total  67 7835 100 

-------------------------------------------------------- 

Annual or biennial   10  458  5.8 

-------------------------------------------------------- 
 
Gramineae showed the highest value of 25.8 %, 
followed by Composi ae (23.7 %), Leguminosae 
(12.3 %), Labiatae (10.0 %) and Rosaceae (8.7 %). 
These 5 families, which were adaptable to grazing and 
drought stress, occupied 80.5 % of total abundances. 
Ten annual or biannual species occupied only 5.8 % of 
total abundances, and poisonous species such as 
Stellera and Thermopsis occupied 9.0 %.  

―3― 
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The previous study recorded 51 families including 161 
species, in the 3200 ha exclosure as a whole (Zou et al. 
1986). 
 

Abundance of species 
Percentages of abundance of 24 species with more 
than 10 % of total abundances are shown in Table 2. 
The most dominant species were S ipa bungeana at 

Stipa site, Thymus mongolicus at Thymus site and 
Artemisia sac orum at Artemisia site. These results 
coincided with the result of preliminary surveys. 
There were considerable variations in abundance 
patterns of many species among 3 experimental years. 
The species increased linearly were Trigonella 
ruthenica, Potentilla acaulis, Consolida ajacis and  

t

r

t t
rc c o

 
Table 2  Percentages of abundance of main 24 species for three years studied.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

No  Scientific name   Family name  Year   sed Signi- 

      1st 2nd 3rd  ficant 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1  Stipa bungeana   Gramineae  89±2.9 89±2.7 97±1.2 4.2  * 

2  Thymus mongolicus   Labiatae   91±2.4 86±2.6 95±1.1 3.7 ** 

3  Artemisia sacrorum   Compositae  86±3.2 80±3.2 92±1.7 4.9  * 

4  Trigonella ruthenica Leguminosae 59±4.4 66±2.9 90±2.0 5.7 ** 

5 Artemisia frigida   Compositae 49±5.2 50±4.4 53±4.8 8.4 ns 

6  Poa sphondylodes  Gramineae  68±4.7 43±4.3 39±4.6 7.8 ** 

7 Potentilla acaulis  Rosaceae  28±4.5 50±3.8 57±4.7 7.5 ** 

8  Stellera chamaejasme Thymelaeaceae 41±4.5 45±3.8 36±2.9 6.7 ns 

9 Carex spp.  Cyperaceae 11±3.1 48±4.0 49±4.3 6.7 ** 

10  Aneurolepidium dasystachys Gramineae  23±4.4 13±3.1 47±5.2 7.5 ** 

11 Agropyron cristatum  Gramineae  48±4.6 34±3.9  6±1.7 6.3 ** 

12 Potentilla bifurca  Rosaceae  52±4.6 26±3.1  8±1.7 5.8 ** 

13 Leontopodium leontopodioides Compositae 16±3.7 23±3.8 25±3.8 6.6 ns 

14 Heteropappus altaicus Compositae 30±4.2 23±3.3 13±2.4 5.9 ** 

15 Thermopsis lanceolata Leguminosae   tr 31±3.8 28±4.3 5.8 ** 

16 Hierochloe odorata  Gramineae  40±5.3  4±1.6 19±2.9 6.3 ** 

17 Stipa grandis  Gramineae  16±4.1 20±3.4 26±3.6 6.5 ns 

18 Consolida ajacis  Ranunculaceae  4±2.4 15±2.6 29±3.8 5.2 ** 

19 Artemisia scoparia  Compositae 39±4.8  4±1.3  6±2.4 5.6 ** 

20 Oxytropis bicolor  Leguminosae 19±3.6 23±3.7   tr 5.2 ** 

21 Viola yedoensis  Violaceae  21±4.2 11±2.5  9±2.0 5.3 ** 

22 Androsace erecta  Primulaceae 24±4.2 12±2.6  1±0.6 5.0 ** 

23 Galium verum  Rubiaceae    tr  9±2.8 22±4.4 5.2 ** 

24 Torularia humilis  Cruciferae 9±2.9 6±2.1 16±3.4 5.0 ns 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Figures show mean±s.e. tr; less than 0.4 %, ns; not significant,  *; significant at p<0.05, **; significant at p<0.01.  

Galium verum. In contrast, the species decreased 
linearly were Poa sphondylodes, Agropyron cris a um, 
Potentilla bifu a, Heteropappus altai us, Vi la 
yedoensis and Androsace erecta.  
  The vegetation in this region was classified into 
shrub-steppe (Zhang 1992). Only one shrub species 

such as Caragana jubata was recorded at Artemisia 
site. No other shrub species was observed, although 3 
Caragana species were recorded in the previous 
report (Zou et al. 1986). The original plant community 
might had included Caragana shrubs. These shrubs 
are now observed only on steep slopes where farmers 
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and livestock can not reach them. A lack of shrub 
species is due to human impact over a long period 
before the commencement of the exclosure. It is said 
that most shrubs have been cut by local people for fuel 
over the last 2000 years at least (Zou et al. 1986).  

Species diversity 
Mean number of species recorded per 0.25 m2 during 
three years were lower in the control plot (38-44) than 
in the other plots (41-51) as shown in Table 3. 
Information contents as a criterion of species diversity 
were apparently lower in the cutting plots than in the 

other plots. It was due to the decreased abundances of 
poisonous or unpalatable species such as Compo itae, 
Leguminosae and Thymelaeaceae families.  

s

I

 

 

t t
i

t i

  Historically, this area had been grazed only in 
summer and never mown because of long distance far 
away from the nearest villages. Poisonous and 
unpalatable species could be maintained with high 
abundance scores under a few disturbances. The 
cutting treatment in this study may seriously affect 
the abundance of these poisonous or unpalatable 
species.  

 
Table 3 nformation contents and observed species number in parentheses in four treatments at three experimental sites for three years.  

------------------------------------------------------------------------- 

   Site                         Treatment 

         ---------------------------------------------------------------- 

  Control Cutting Light Heavy Pooled 

    grazing grazing  

------------------------------------------------------------------------- 

Stipa  1075(44)  715(46) 1207(50) 1186(51) 4614(59) 

Thymus 1008(39)  591(41) 1015(46) 1046(44) 4080(58) 

Artemisia   972(38)  582(51) 1075(51) 1058(46) 4096(59) 

-------------------------------------------------------------------------- 

* Information contents were calculated from percent abundant scores. 

 
Ordination of 36 plots 

The ordination diagram of 36 plots by principal 
component analysis is shown in Fig. 2. The first and 
second axes of the ordination accounted for 22.3 % 
and 11.4 % of the variance of the data, respectively. 
The trend represented by the first principal 
component corresponded to sampling years. Plots at 
the positive side along the first principal component 
were identified as many plots in 1989 and those at the 
negative side as many plots in 1991. On the contrary, 
environmental factors along the second principal 
component appeared to be related to the experimental 
sites. Many plots at the positive side along the second 
principal component were included in Stipa site, and 
those at the negative side were in Thymus and 
Artemisia sites. There was no tendency for the 
distribution of four experimental treatments with 
respect to the plot distribution, because of limited 
period of the experiment 
 

Ordination of main 24 species 
The species highly loaded at the positive end along 
the first principal component showed decreasing 
pattern of abundances with a progress in years (Fig. 
3). These species were Poa sphondylodes, Agropyron 
cris a um, Hierochloe odorata, Heteropappus altaicus, 
Artemisia scoparia, Potentilla bifurca, V ola yedoensis 
and Androsace erecta. On the contrary, the species at 
the negative side were characterized by increasing 
abundances. Typical species were Aneurolepidium 
dasystachys, Trigonella ruthenica, Thermopsis 
lanceolata, Carex spp., Consolida ajacis and Galium 
verum. These species may increase under natural 
recovery from overgrazed condition. Artemisia frigida, 
Poten illa acaulis and Oxytropis b color at the 
negative end along the second principal component 
were indicator species of overgrazing with high 
abundances in grazing plots and low in the control 
plot.  
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Fig.2.Ordination diagram of 4 treatments at 3 sites for 3 years by 

principal component analysis.Figures(1,2 and 3) show 

experimental years.A,B,C and D show 4 

treatments(control,cutting,lightly grazing,respectivery).Dotted 

lines enclose 4 treatments in one year. 

○:Stipa site,□:Thymus site,△:Artemisia site. 

 
Fig.3.Ordination diagram of 24 main species by principal component 

analysis. 

1:Spita bungeana           2:Thymus mongolicus 

3:Artemisia sacrorum           4:Trigonella ruthenica 

5:Artemisia frigida           6:Poa shpondylodes 

7:Potentillia acaulis           8:Stellera chamaejasme 

9:Carex spp.          10:Aneurolepidium dasystachys 

11:Agropyron cristatum  12:Potentillia bifurca 

13:Leontopodium leontopodioides  14:Heteropappus altaicus 

15:Thermopsis lanceolata 16:Hierochloe odorata 

17:Stipa grandis  18:Consolida ajacis 

19:Artemisia scoparia  20:Oxytropis bicolor 

21:Viola yedoensis  22:Androsace erecta 

23:Galium verum  24:Torularia humilis 

 
 

Percentage abundance of main 12 species 
Twelve species showed significant differences of 
percentage abundances among 4 treatments (Fig. 4). 
The species with significantly higher values in the 
control plot and lower in grazing plots were Poa 
sphondylodes, Agropyron cris a um, Potentilla 
b furca and Stipa grandis. The reverse tendency was 
observed in the species such as Artemisia frigida and 
Aneurolepidium dasystachys. Artemisia frigida seems 
to be the most efficient indicator to the grazing 
pressure (Li 1986; Li 1989). 

t t
i

 
Fig.4.Percentages of abundances of main 12 species.Attached lines on 

bars show s.e. of mean and vertical lines show s.e.d. of the mean 

difference. :Control, :Cutting plot, :Lightly grazing plot, 

:Heavily grazing plot. 
1:Spita bungeana           3:Artemisia sacrorum        

5:Artemisia frigida           6:Poa shpondylodes 

9:Carex spp.          10:Aneurolepidium dasystachys 

11:Agropyron cristatum          12:Potentillia bifurca 

13:Leontopodium leontopodioides  14:Heteropappus altaicus 

15:Thermopsis lanceolata         17:Stipa grandis         

Aerial DM production 
Fig. 5 shows monthly aerial DM production averaged 
for 3 years. In all 4 treatments, Stipa site maintained 
higher values of aerial DM production than Thymus 
and Artemisia sites. In cutting plots of Stipa site, 
excellent regrowth after cutting was observed. Aerial 
DM production was remarkably affected by species 
composition, especially by dominant species. 
  Percentages of total DM production of 3 dominant 
species were shown in Fig. 6. calculated. As a grand 
mean of 4 treatments, Stipa bungeana, Thymus 
mongolicus and Artemisia sa rum occupied 34±1.2, 
16±1.3 and 21±1.5 % of total DM production in Stipa 
site, 8±1.0, 27±1.5 and 9±1.2 % in Thymus site, and 

cro
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9±1.0, 10±1.1 and 29±1.6 % in Artemisia site, 
respectively. Higher percentages of S ipa bungeana 
contributed to high aerial DM production.  

t

 
Fig.5.Monthly DM production at three sites.Arrow marks show each 

cutting time.Attached lines on symbols show S.E. of mean and 

vertical lines at lower side show s.e.d. of the mean differences.

○:Control plot,△:Cutting plot,□:Grazing plot. 

 
Fig.6.Percentages of produced DM of 3main species and other species 

in 4 treatments.Vertical lines show s.e.d. of the mean differences. 

   A:Control plot,B:Cutting plot,C:Lightly grazing plot,D:Heavily 

grazing plot. 

   :Stipa bungeana, :thymus mongolicus, :Artemisia 

sacrorum, :Other species. 

Potential DM production 
Potential DM productions were compared among 4 
treatments using the following parameters: the 
maximum values in the control plots, sum of two 
harvests in cutting plots, and 60 % (presumable 
intake rate of pasture) of sum of 6-month DM 
productions in grazing plots. There were no 
significant differences of any species and total 
production among 4 treatments (Fig. 7). The results 
suggest that this steppe vegetation will be able to be 
maintained with high capacity of potential DM 
production under cutting twice or grazing monthly 
during growing season. Therefore, the rehabilitation 
process and vegetational dynamics must be 
reexamined under cutting or grazing managements.  

 

Fig.7.Potencial DM productions of 3 main species on 4 

treatments.Attached lines on bars show s.e.d. of the mean 

differences. 

   A:Control plot,B:Cutting plot,C:Lightly grazing plot,D:Heavily 

grazing plot. 

   :Stipa bungeana, :thymus mongolicus, :Artemisia 

sacrorum, :Other species. 

 
Chemical properties of plant materials 

S ipa bungeana showed significantly lower values of 
important nutritional elements such as organic cell 
content, total digestible nutrients, Ca, Mg, P and K 
than Thymus mongolicus and Artem s a sacrorum, 
and significantly higher values of neutral detergent 
fiber (cellulose, hemi-cellulose and lignin), as shown 
in Fig. 8. Thus, Stipa bungeana may adopt step 
vegetation with fibrous and low-nutrition 
characteristics, resulting in less grazing intake by 
animals. 

t

i i

Soil factor 
Fig. 9 shows the result of chemical analysis of soils at 
3 experimental sites and one overgrazed site. Soil 
moisture and pH increased and other properties 
decreased with increasing soil depths. Total carbon 
and phosphorus contents were significantly different 
among 4 sites. Total carbon contents were 
significantly higher in Stipa and Artemisia sites than 
Thymus and overgrazed sites, but phosphorus 
contents were significantly lower in overgrazed plots 
than other plots. The rate of the rehabilitation from 
overgrazing may be estimated from phosphorus 
contents (Harper and Climer 1985; Hongo et al. 1995; 
Qi et al. 1985; Yang et al. 1985). 
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Fig.8.Digestible nutrients and mineral contents of 3dominant 

species.Attached lines on bars show s.e. and vertical lines show 

s.e.d. of the mean differences.CP:Crude protein,OCC:Organic cell 

content,NDF:Neutral detergent fiber,TDN:Total digestible 

nutrient,S:Stipa bungeana,T:Thymus mongolicus,A:Artemisia 

sacrorum. 

 
Fig.9.Vertical distribution of soil properties at three experimental sites 

and one overgrazed site.Vertical lines show s.e.d. of mean 

differences. 

    ○:Stipa site,□:Thymus site,△:Artemisia site,●:Overgrazed site. 

Methods of restoration 
The mutual relationship between five types of steppe 

vegetations observed in this region is shown in Fig. 10. 
Potential vegetation, which does not exist in the 
natural condition, is estimated to be dominance of 
Stipa bungeana, Stipa g andis and Caragana species. 
Overgrazed steppes, which are dominated by 
Artemisia frigida and poisonous species, had been 
naturally restored into Stipa-dominant steppes after 
5-year exclosure in this region (Zou et al. 1986). 
During this rehabilitation process, soil organic matter 
and phosphorus are considered to be the principal 
factor through the modification of soil moisture 
condition (Newbould 1989). Soil organic matter plays 
an important role in preventing crust formation at the 
surface, resulting in increasing water infiltration 
(Cheng 1986; Gee et al. 1988). Therefore, the artificial 
input of organic matter and phosphorus into soils 
seems to accelerate rehabilitation process from 
overgrazed steppes (Bradshaw 1988; Jordan 1988). 

r
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Fig.10.Model of rehabilitation process from overgrazed vegetation of shrub-steppe under different soil conditions and grazing intensities. 

  Under lightly grazing, the steppe vegetation 
showed high species diversity and high potential of 
DM production, suggesting that growth of dominant 
species is suppressed and more resources are made 
available for small, less competitive plants (Grime 
1973; Milchunas et al. 1995). It will be possible to 
rehabilitate overgrazed steppe vegetation and to 
improve animal production by the improved grazing 
management with optimal intensity of animals.  

Once destroyed or damaged, steppe vegetations are 
very slow to re-establish themselves (Richard and 
Vaughan 1988). In order to shorten restoration period 
in damaged vegetation, artificial reseeding may be 
effective (Coupland 1992). Introduced species are 
expected to have a greater capacity to produce 
herbage and control of water and nutrients, and 
regaining its energy capture efficiency (Beedlow et al. 
1988). In the Loess Plateau, three native grasses such 
as Stipa bungeana, Agropyron cris atum and Poa 
phondylodes, which widely distribute, may be 

advantage over other plants in term of adaptability, 
small seed size, quick germination, capacity to 

prevent soil erosion, and agricultural usage as a feed 
(Huang and Li 1985). Further studies are needed on 
the methods of establishment and management of 
these grasses.  
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要  約 
 中国北西部に位置する黄土高原は過放牧のためにそ

の植生が荒廃しつつある。そこで,かん木ステップの植生

と生産性におよぼす刈取りと放牧の影響を明らかにす

るために,1989 年 5 月から 1991 年 10 月までの間，雲霧

山草原保護区において研究を実施した。毎月,植生を調査

し,優先種の DM 重を種別に測定した。また,土壌を 3 試

験地と過放牧地から採取して,化学分析を行った。 
植物の総出現頻度は 7835 個であり,この結果について種

の相対出現頻度を求めた。イネ科がもっとも多く(26%),
次いでキク科(24%)とマメ科(12%)が多かった。実験を行

った 3 年間で,有意に増加した種は T igonella ruthenica
と Poten illa acaulis であり,有意に減少した種は Poa 
phondylodes, Agropyron cris a um, Potentilla 

bifurca, Heteropappus altaicus であった。種の多様性

は他の処理区より刈取り区で明らかに低かった。主成分

分析による座標付けの結果では,T igonella ruthenica, 
カ ヤ ツ リ グ サ 類 , Aneurolepidium dasystachys, 
Thermopsis lanceolata は過放牧の状態から自然に回復

する時の指標種であった。 Artemisia frigida と

Poten illa acaulis は放牧区において顕著な種であった。

月ごとの地上部 DM 生産量について, S ipa bungeana 
は刈取りや放牧の後に非常に良好な再生力を示し,その

結果として高い地上部 DM 生産量を達成していた。ま

た,S ipa bungeana は他の種と比べて主要な栄養素が有

意に低く,逆に繊維成分は有意に高かった。土壌分析の結

果から,総炭素とリンの濃度は,過放牧の状態からの回復

の程度と関連していることが示唆された。 
 
 
 
キーワード：黄土高原，過放牧，リハビリ，かん木ステ

ップ，ハネガヤ． 
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プラムとブルーベリーに含まれるポリフェノール量と 

抗酸化性との相関 
宮下淳一 1・小嶋道之 1 

（受理：2005 年 4 月 28 日） 
The correlation between polyphenol quantity and antioxidative property which are included in the 

plum and the blueberry. 

Jyunichi Miyasita1, Michiyuki Kojima1 
 

摘  要 
プラム 6 品種（アーリーリバー，ローブドサージェン，オパール，チェーアン，サンタス，パープルア

イ）とブルーベリー9品種（ランコカス，ウェイマウス，ノースランド，ジューン，パトリオット，ブルー

レイ，ハーバート，バークレイ，ダロー）を 5％ギ酸メタノールで抽出し，機能性成分（総ポリフェノール，

総アントシアニン）と抗酸化活性を比較した。プラムではローブドサージェン，チェーアン，サンタスの

３品種が，ブルーベリーではノースランド品種が高いポリフェノール量を示した。両果実の抽出液ともに，

総ポリフェノール量と抗酸化活性との間には顕著な正の相関関係が認められた。HPLC 分析の結果，ブルー

ベリーの主要なポリフェノールはアントシアニンで，プルーンのそれはネオクロロゲン酸であった。ポリ

フェノールとアントシアニンの相関図を用いることで，両果実の品種を詳細に区別することができること

を提案する。 

 

キーワード：抗酸化活性，ポリフェノール，アントシアニン，プラム，ブルーベリー 

 
緒  言 

プラムはバラ科サクラ属スモモ亜族に属し，約 30 種あり，

アジア東部に分布するニホンスモモ，アジア西部からヨーロ

ッパにかけて分布するヨーロッパスモモ，北アメリカに分布

するアメリカスモモの 3種が代表的なものである。また，プ

ルーンはヨーロッパスモモの中で乾果に適するグループの

総称である。近年，プラムの機能性はポリフェノールの作用

によることが示されており，機能性の高い果実であることが

報告されている 1-3）。 

北海道にはオオバスノキ，ナツハゼ，コケモモなど野生の

ベリー類も自生しているが，ブルーベリーはアメリカ原産で，

ツツジ科スノキ属の落葉低木であり，昭和の中頃に日本に導

入された。近年，ブルーベリー果実が目によい作用をするア

ントシアニンを含み，機能性が高いことが報告されている 4-8）。

本研究では，北海道産のプラム 6 品種，ブルーベリー9 品種

を使用して，果実の特性および抗酸化活性を検討することで

機能性パラメーターの違いから品種を区別する簡便な評価

法を示すことを目的とした。 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 帯広畜産大学畜産科学科食料生産科学講座 
1 Laboratory of Food Nutritional Science, Department of Food Production Science, School of Agriculture, Obihiro 

University of Agriculture and Veterinary Medicine, (Hokkaido, 080-8555,) Japan 
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実験方法 
１．実験材料 

小果樹であるブルーベリー9 品種とプラム 6 品種は，

長沼町にある北海道立中央農業試験場で栽培したもの

を摘果して，直ちに冷蔵保存で輸送した。ブルーベリー

は，ランコカス，ウェイマウス，ノースランド，ジュー

ン，パトリオット，ブルーレイ，ハーバート，ダロー，

バークレイの 9品種，プラムは，アーリーリバー，オパ

ール，チェーアン，ローブドサージェン，サンタス，パ

ープルアイの 6品種を用いた。 

 

２．抽出液の調製 9） 

ブルーベリーは，重量及び長さを測定して平均重量に

近いものから約 70g を量り取り，ミキサーでホモジナイ

ズした。ピューレー試料 12.5g は直ちに 5％ギ酸メタノ

ールを加えて抽出液を調製した。また，プラムは，平均

重量に近いものから約 150g（もしくは 4 個体以上）を選

択して，細切した試料 25g に５％ギ酸メタノールを加え

てホモジナイズして抽出液を調製した。残渣は同様の操

作を 3 回以上繰り返し，最終的な溶液量を 250ml（褐色

メスフラスコに回収）とした。これらは機能性評価のた

めの試料として用いた。 

 

３．機能性パラメーターの測定 

(1)総ポリフェノール量の測定 10） 

総ポリフェノール量の測定は，ホーリン・デニス常法

に従い測定した。没食子酸相当量に換算して，100g およ

び 1個体当りの量として算出した。 

(2)総アントシアニン量の測定 8） 

総アントシアニン量の測定には，pH-differential 法

に従い測定した。総アントシアニン量は，シアニジン 3-

グルコシド量に換算して，100g および 1個体当りの量と

して算出した。 

(3)抗酸化活性の測定 11） 

抗酸化活性は DPPH ラジカル消去法で測定した。すな

わち，試料 0.2ml を試験管に取り，1.8ml の蒸留水と 2ml

の DPPH 反応液を加えて混合後，暗所 15 分後にトロロッ

クス換算量として求めた。 

 

４．ポリフェノール組成の HPLC 分析 

試料 0.1ml は窒素乾固して，0.8ml の蒸留水に再溶解

した。溶解液は 0.45μm フィルターを通して HPLC 用の

試料とした。ろ液 20μl は Phenomenex C18(4.6mm×

250mm)カラムを連結した HPLC に供した。カラム温度は

40℃，溶出溶媒は 0.1％トリフルオロ酢酸を含む蒸留水

（溶離液 A）と 0.1％トリフルオロ酢酸を含むアセトニ

トリル（溶離液 B）を用いて，溶離液 B が 8％から 30％

まで30分間で上昇するグラジェント条件（流速1ml/min）

で行った。検出器は島津 SPD-10AＤvp を用い，アントシ

アニンの定量は市販化合物を内部標準としてピーク面

積の値から算出した。 

 

結果及び考察 
１．果実重量とアントシアニン，ポリフェノール量との

関係 

1 個当たりのブルーベリーの重さは，1.44～2.25ｇの

範囲であり，プラムのそれは 22.7～96.9ｇで，両果実の

重量差は 10 倍～50 倍であった(Table 1)。ブルーベリー

品種の中で，アントシアニンとポリフェノール含量が高

いのは，ハーバード，ノースランド品種であった。また，

パトリオットとブルーレイは中粒種であるが，アントシ

アニンやポリフェノール量が低かった。ブルーベリー9

品種のアントシアニンと重量およびポリフェノール量

と重量との相関関係はほとんど認められなかった

（R2=0.55, R2=0.42）。プラム品種の中では，ローブドサ

ージェンとオパールの重量（サイズ）は似ていたが，前

―14― 
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Table 1 ブルーベリーとプラムの重量、アントシアニン、ポリフェノール、抗酸化活性の特徴
重量 アントシアニン ポリフェノール 抗酸化活性 抗酸化活性

品種名 (g/個) (mg/個) (mg/個) (μmol/個） (μmol/g）
ブルーベリー 1 ランコッカス 1.44±0.1 2.6±0.10 5.2±0.08 32.0±1.4 22.2±1.0

2 ウェイマウス 1.46±0.1 2.3±0.04 4.8±0.11 30.2±0.6 20.7±0.4
3 ノースランド 1.46±0.1 2.8±0.04 6.2±0.13 36.1±0.3 24.7±0.2
4 ジューン 1.47±0.1 2.5±0.08 5.2±0.15 31.5±1.3 21.4±0.9
5 パトリオット 1.52±0.1 1.9±0.03 4.3±0.05 27.2±0.6 17.9±0.4
6 ブルーレイ 1.81±0.2 1.6±0.08 4.3±0.24 28.6±0.7 15.8±0.4
7 ハーバート 1.98±0.1 2.7±0.03 6.4±0.27 39.0±0.8 19.7±0.4
8 バークレイ 2.25±0.1 2.4±0.03 5.9±0.15 36.7±1.4 16.3±0.6
9 ダロー 2.25±0.1 2.4±0.16 6.2±0.13 38.3±1.1 17.0±0.5

プラム 1 アーリーリバー 22.7±2.0 4.1±0.4 27.7±1.6 197.5±6.8 8.7±0.3
2 ローブドサージェン 31.8±2.1 0.8±0.6 78.3±11.6 483.4±44.5 15.2±1.4
3 オパール 34.6±3.2 <0.1 58.5±7.5 359.8±55.8 10.4±1.7
4 チェーアン 46.1±6.5 2.7±2.3 102.9±10.5 663.8±69.2 14.4±1.5
5 サンタス 55.3±4.7 7.0±1.3 119.0±9.6 757.6±83.0 13.7±1.5
6 パープルアイ 96.9±5.5 0.4±0.7 143.9±23.3 862.4±67.8 8.9±0.7  

者のアントシアニン量とポリフェノール量は後者の

それよりも顕著に多かった。プラム 6 品種の果実重

量差は 3 倍以上あり，ポリフェノール量は重量にほ

ぼ比例して増加することが示されたが，アントシア

ニン量と重量との関連はまったく認められなかった。

これらの結果は，両果実のアントシアニンやポリフ

ェノール量は重量に関係のないことを示している。 

アントシアニンやポリフェノールの果実内での分布

状態は，表面に局在している場合と全体に分散している

場合の主に２つの可能性が考えられる1,3,5）。多くの場合，

ポリフェノール類は外敵から身を守るために果皮部分

に局在していることが多い。しかし，果肉部分にもポリ

フェノールが含まれていて，大きな果実ほど果皮と果肉

の割合が小さくなる。また，大きい果実では，果皮を取

り除いて食べる場合もあり，果肉に含まれるポリフェノ

ール量も重要と考えられる。 

 

２．ポリフェノールと抗酸化活性の関係 

ブルーベリー9 品種およびプラム 6 品種の果実抽出液

に含まれるポリフェノール量およびその抗酸化活性を

比較したところ，顕著に高い相関関係が認められた（相

関係数 R2=0.99，Fig. 1）。この結果は，ブルーベリーお

よびプラム果実の品種に関係なく，ポリフェノール量と

抗酸化活性との間に正の相関関係があることを示して

いる。すなわち，ブルーベリーとプラムの抗酸化活性の

能力を知る指標として，果実抽出液に含まれるポリフェ

ノール量を利用できることが示唆された。 
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Fig 1. ポリフェノールと抗酸化活性との相関関係
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３．アントシアニンと抗酸化活性の関係 

ブルーベリーおよびプラム果実に含まれるポリフェ

ノール類は，アントシアニン類やクロロゲン酸類である

1,4）。アントシアニン量と抗酸化活性との関連を検討した

ところ，ブルーベリーにはアントシアニン量が多いのに

対し，プラムのアントシアニン量は品種によって顕著に

異なっていた（Table １）。ブルーベリー品種では，ブ

ルーレイやパトリオットのアントシアニン量が他の品

種（1個当たり 2.3～2.7mg）に比較して低い値であった。

また，プラム品種の中では，サンタスのアントシアニン

量は顕著に高かったが，オパール，パープルアイ，ロー

ブドサージェンのそれはごくわずかであった。すなわち，

ブルーベリーのアントシアニン量と抗酸化活性との間

には相関関係が認められたが，プラムのそれにはまった

く関係が認められなかった。これらの結果は，プラムの

アントシアニン量は，抗酸化活性に関係しない因子と考

えてよいことを示している。ただし，アントシアニン類

は表皮色に影響するものであるので，外観としての評価

には必要であると考えられる。 

４．ブルーベリーとプラムに含まれるポリフェノール組

成の比較 

ブルーベリーとプラムの組成を比較検討したところ，

アントシアニン組成は両果実で顕著に異なっていた 3-5）。

すなわち，ブルーベリーのアントシアニンは 16 種類が

認められたのに対し，プラムのそれはシアニジンとペオ

ニジン配糖体の 2－4種類のみに限られていた（Table 2）。

また，ブルーベリーの主要なアントシアニンは赤紫色を

呈するマルビジン配糖体であったが，プラムのそれは赤

色を呈するシアニジン配糖体であった。両果実のクロロ

ゲン酸類の組成も異なっていて，ブルーベリーではクロ

ロゲン酸，プラムではネオクロロゲン酸が主要であった。

それらの構造の違いは，カフェ酸とコーヒー酸との結合

様式が異なる異性体である。ポリフェノール量が最も多

い品種と少ない品種の組成を両果実で比較したところ，

ブルーベリーではクロロゲン酸の量に顕著な差が認め

られ，プラムではネオクロロゲン酸とシアニジン配糖体

の量に差が認められた（Table 2）。 

Table 2 ブルーベリーとプラム品種に含まれるポリフェノール組成及び含量の比較

ポリフェノール mg/10個 (%) mg/10個 (%) mg/個 (%) mg/個 (%)
ネオクロロゲン酸 - - 60.4 61.6 12.8 48.7
クロロゲン酸 7.7 19.3 9.5 31.6 7.0 7.1 1.8 6.7
クリプトクロロゲン酸 - - 10.2 10.4 2.9 10.9
ρ-クマル酸 - - 9.5 9.7 <0.1 <0.1
ルチン - - 9.7 9.8 1.9 7.1
未同定１ 0.9 2.3 0.9 2.9 - -
未同定２ 2.2 5.6 1.6 5.4 - -
未同定３ 1.1 2.8 1.1 3.6 - -
シアニジン 3-ガラクトシド 0.2 0.5 0.3 0.9 - -
シアニジン3-グルコシド 0.2 0.5 0.1 0.3 0.2 0.2 1.8 6.8
シアニジン 3-ルチノシド - - 1.1 1.1 4.1 15.7
マルビジン 3-ガラクトシド 7.4 18.7 5.2 17.3 - -
マルビジン 3-グルコシド 3.8 9.6 2.4 8.0 - -
マルビジン 3-アラビノシド 4.5 11.2 4.0 13.3 - -
マルビジン 3-アセチルガラクトシ 0.2 0.5 <0.1 <0.1 - -
マルビジン 3-アセチルグルコシド 1.1 2.8 0.7 2.3 - -
デルフィニジン 3-ガラクトシド 2.5 6.4 0.9 2.9 - -
デルフィニジン 3-グルコシド 1.0 2.5 0.3 1.0 - -
デルフィニジン 3-アラビノシド 1.3 3.4 0.6 1.8 - -
ペオニジン 3-ガラクトシド 1.1 2.7 0.5 1.5 - -
ペオニジン 3-グルコシド <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 - <0.1
ペオニジン 3-ルチノシド - - - 1.0 3.8
ペチュニジン 3-ガラクトシド 2.3 5.8 1.0 3.4 - -
ペチュニジン 3-グルコシド 1.5 3.8 0.7 2.4 - -
ペチュニジン 3-アラビノシド <0.1 <0.1 0.2 0.5 - -
ぺチュニジン 3-アセチルグルコシ 0.7 1.6 0.3 1.2 - -

合計 39.8 30.1 98.0 26.3

ハーバート ブルーレイ
プラム

パープルアイ アーリーリバー
ブルーベリー
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５．ポリフェノールとアントシアニンとの相関図による

品種の評価法 

両果実の機能性のみを考える場合には，ポリフェノー

ル量を指標にすると良いことが示された（Fig. 1）。し

かし，ブルーベリーのポリフェノール量とアントシアニ

ン量とは，重量当たりでも，個体当たりでも高い相関関

係を示し，詳細な品種情報：色（アントシアニン）と機

能性（ポリフェノール）を 2次元パラメーターとして示

すことで品種の特徴を顕著に示すことができる(Figs. 

2,3)。さらに重量順（小さい側から）に番号で示すこと

で，大きさのパラメーターも知ることができる。 

プラムのポリフェノール量とアントシアニン量との

相関関係は全くみられなかった (Figs. 2,3)。すなわち，

プラムに含まれるポリフェノールの大部分はネオクロ

ロゲン酸であり，アントシアニン量は顕著に低く，かつ

品種により異なっていた（Table １）。このことから，

プラムの抗酸化活性を考える場合の因子としては，アン

トシアニンを考えなくてもよいといえる。しかし，アン

トシアニンは果実表皮色（赤紫色）に影響を与える重要

な成分であり，チェーアンは全体に赤紫色をしているの

に対して，パープルアイのそれは緑色のところどころに

淡赤色を示す程度で，両品種の外観が顕著に異なってい

ている。例えば，プラムの大粒品種の中で機能性の高い

のは，個体あたりではパープルアイであるが，100g 当り

ではチェーアンやサンタスであった。また，種皮色が赤

くて機能性が高い品種はサンタスであった。これらを考

慮して，プラムにおいてもポリフェノール（機能性）と

アントシアニン（色）の相関図で示すことで品種を区別

化することができる(Figs. 2,3)。ただし，プラムのア

ントシアニン量に関しては果実の外観からも評価しや

すい。これらのデータは，加工に使用する場合としては

100ｇ当りのポリフェノール量とアントシアニン量との

関係図を用い，青果として果実を利用する場合としては

1 個当りのポリフェノール量とアントシアニン量との関

係図を用いることにより，果実の用途別利用を考えて図

を選択できると考えられるので，個体当りと 100g 当り

の図を選択して使うことも必要となろう(Figs. 2,3)。

これらの成果は，果実の利用を考えた栽培品種の選定が

可能となる基礎データと考えている。 

(A)プラム 1；アーリーリバー，2；ローブドサージェ

 

謝辞：この研究に関する予備実験をしていただいた小川

順子さんに感謝します。この研究は北海道重点領域特別

研究事業および帯広畜産大学 21 世紀 COE プログラム研

究の一環で行われた。 

た。どの品種を選択して利用するかは目的によって違っ  

Fig. 2 プラムとブルーベリー1 個当りに含まれるポリフェノール量とアントシアニン量による相関図 
ン， ；オパール，4；チェーアン，5；サンタス，6；パープ

ルーレイ，7；ハーバート，8；バークレイ，9；ダロー 
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Fig. 3 プラムとブルーベリー100g 当りに含まれるポリフェノール量とアントシアニン量による相関図  

(A)プラム 1；アーリーリバー，2；ローブドサージェン，3；オパール，4；チェーアン，5；サンタス，6；パープ
ルアイ    

(B)ブルーベリー 1；ランコッカス，2；ウェイマウス，3；ノースランド，4；ジューン，5；パトリオット，6；ブ
ルーレイ，7；ハーバート，8；バークレイ，9；ダロー 
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Abstract 
Six plum varieties (Early rivers, Robe de sargenant, 

Opal, Chairn, Sunctus, Purple ais) and 9 blueberry 

cultivars (Rancocas, Weymouth, Northland, June, 

Patriot, Blueray, Herbert, Berkeley, Darrow) 

cultivated in Hokkaido in 2004 were subjected to 
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main polyphenol in blueberries was anthocyanin, 
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低温と光がアズキ実生の抗酸化酵素活性に与える影響 
何 寧 1,2・太野友和１・小嶋道之１ 

（受理：2005 年 4 月 28 日） 
The effect of low temperature and light on the antioxidative enzyme activity of the Adzuki bean seedling. 

Ning He1,2, Tomokazu Futono1, Michiyuki Kojima1 

 
 

摘  要 
出芽期の低温に強いアカネダイナゴンと出芽期の低温に弱い斑小粒系－１の実生を１５℃で低温処理

した時に，両品種の抗酸化酵素活性に違いがあるのかどうかを調べた。アカネダイナゴンの緑化実生を

低温処理すると，APX 活性や CAT 活性は上昇したが，斑小粒系－１の CAT 活性は顕著に低下した。しか

し，黄化実生に 4000Lx の光照射下で低温処理すると，斑小粒系－１の CAT 活性は上昇したが，アカネダ

イナゴンのそれはほとんど変化しなかった。斑小粒系－１の緑化実生は，光のある状態で低温を受ける

と代謝が乱れ，CAT 活性が低下して細胞内の過酸化水素が過剰となり，細胞障害を起こすのかもしれな

い｡ 

 

キーワード：アズキ，実生，低温処理，SOD，APX，CAT  

 

緒  言 
日本で生産されるアズキ（Vigna angularis L.）の約

7割は，北海道で生産されている。十勝地方は，本州に

比べて病害虫の発生が少なく，アズキ種実の成熟期であ

る夏～秋の天候が良好なことから，特にアズキの栽培に

適している１）。しかし，アズキはインゲンマメ（Phaseolus 

vulgaris L.）など他のマメ科植物に比べて冷害に弱く，

低温障害を受けやすい植物である。アズキ栽培の歴史か

らみると，十勝地方では 4 年に 1度の冷害，10 年に 1 度

の大冷害が発生している 1)。冷害年のアズキの収量や品

質は著しく低下し，不足分を輸入アズキにたよることに

なり和菓子加工業者などへの影響も大きい。北海道でア

ズキを栽培する上での重要課題の一つは，道産品種の耐

冷性の改善にある。アズキの低温障害は，①出芽期：出

芽直後の長期低温日照不足によるカップリング及び枯

死，②生育初期：本葉 4～5葉期の低温による生育停止

（芯止まり），③開花期頃：開花期頃の低温による花粉

不稔による着莢障害などとして観察されている 1,2)。こ

れら①～③の時期に発生する低温障害が複合的に起こ

ると著しい不作及び品質の低下を招くことになる。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 帯広畜産大学畜産科学科食料生産科学講座 
1 Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine, Department of Animal Science, Department of 

Food Production Science, Food Nutritional Science 
２ 岩手大学大学院連合農学研究科生物資源科学専攻 
2 Iwate University, The United Graduate School of Agricultural Sciences, Science of Bioproduction, Plant 

Production 
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一般的に植物は，最適生育温度の上限および下限を超

えた温度環境では，高温又は低温ストレスのために細胞

の生理機能が損なわれて，著しい細胞障害を受ける 3)。

その原因物質の一つとして，活性酸素が考えられている。

植物は，通常の生理条件下においても活性酸素を生成し

ているが，通常の生理条件で生じている活性酸素の量で

は細胞に障害を与えることはない 4)。すなわち，発生し

た活性酸素は SOD(スーパーオキシドディスムターゼ)に

より過酸化水素に不均化され，生じた過酸化水素を葉緑

体の APX（アスコルビン酸ペルオキシダーゼ）や細胞質

の CAT（カタラーゼ）が無毒な水に分解している。しか

し，乾燥，強光，低温などの環境ストレス条件下では多

量の活性酸素を生成することになる。また，低温下では，

代謝活性が低下するにもかかわらず，太陽からのエネル

ギーが流入し続けるために，過剰なエネルギーによる光

合成装置などの細胞構造の破壊が起こると考えられて

いる。 

出芽期の耐冷性が強い品種である「アカネダイナゴ

ン」と出芽期耐冷性の弱い品種である「斑小粒系－1」

の実生が受ける低温障害の程度は顕著に異なっていて，

後者は低温障害によりカップリング症状や枯死する。こ

れらの症状の原因を解明する第一段階として，低温処理

による抗酸化酵素活性の変動に注目した。シンビジウム

やサツマイモ，シロイヌナズナなどの葉は，低温ストレ

スにより抗酸化酵素の活性が増加することが報告 5-7)さ

れている。本研究は，アズキの低温障害発生機構につい

て生化学的な基礎解析の一環として行い，低温処理によ

りアズキ 2品種の抗酸化酵素活性が増加するのかどうか，

また活性の変化に品種間差がみられるのかどうかにつ

いて検討した。 

 

実験方法 

1. 実験材料の調製 

出芽期の低温に強い品種である「アカネダイナゴン」

と出芽期の低温に弱い品種である「斑小粒系－１」を実

験に用いた。アズキ種子は北海道立中央農業試験場（芽

室）の豆類第二科より分譲していただいた。プラスチッ

クバットにバーミキュライトを詰め，給水させたのち，

アズキ種子を約 10cm 間隔に 1粒ずつ播種した。 

上記のアズキ 2品種は，帯広畜産大学Ⅲ号館の培養室

（25℃）においてバットで育成させた。25℃，暗所で出

芽させた黄化実生は，そのまま暗黒におくものと，光あ

り（照度 4000Lx）におくものに分け，低温処理として

15℃のグロースキャビネット（SANYO）に移した｡アズキ

実生は，処理 0時間，12 時間，24 時間後に初生葉のみ

を採取して，粗酵素液を調製した。また，コントロール

の材料は，25℃，明または暗条件でそれぞれ培養した実

生を用いた。また，緑化実生は，出芽後に光あり（25℃）

の条件で 5日間育成し，15℃（弱光）のグロースキャビ

ネット（SANYO）に移して，数日間培養し，低温処理し

たサンプルとした。初生葉のみを 24時間毎に採取して，

粗酵素液を調製した。 

 

２. 粗酵素液の調製 

予め冷やしておいた乳鉢に液体窒素と初生葉を加え

て乳棒で粉砕した。粉砕した葉 1ｇに対して 0.4mM EDTA，

1mM アスコルビン酸，2%(w/v)polyvinyl 

poly-pyrolidoneを含む25mMリン酸カリウムバッファー

を加えてよく混ぜ，25 分間，遠心分離（4℃，14000rpm）

して得られた上清を粗酵素液とした。 

 

3. 抗酸化酵素活性の測定 8) 

3-1. スーパーオキシドジスムター(SOD)活性の測定 

粗酵素液は，セルロース透析チューブに入れ，2L の

10mM リン酸カリウムバッファーで 20 時間（４℃），攪拌

しながら透析して，SOD 活性の測定用酵素液とした。分

光光度計のセルに蒸留水 2089.5μl（ブランクでは

2099.5μl），0.1mM EDTA を含む 500ｍＭリン酸カリウム

バッファーと 0.1mM シトクロム C，1mM キサンチン溶液

をそれぞれ 300μl ずつ取り，そこに８倍希釈した酵素

液を加えてよく攪拌した。その後，キサンチンオキシダ

ーゼ（XOD，25Unit，和光純薬工業製）を 0.5μl 加えて
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直ちに攪拌し，550nm の吸光度の変化を測定した。反応

は，XOD の添加により開始し，シトクロム Cの還元を吸

光度の増加量から測定して活性を求めた。シトクロム C

の還元を 50%阻害する活性を 1Unit とした。 

 

3-2. アスコルビン酸ペルオキシダーゼ（APX）活性の測

定 

1ml 容の石英セルに，蒸留水 832.5μl，500mM リン酸

カリウムバッファーを 50μl，40mMEDTA を 2.5μl，50mM

アスコルビン酸を 5μl，酵素液（タンパク質量 700μg

の酵素液）50μlを加えてよく攪拌した。その後，50μl

の 10mM 過酸化水素を加えて直ちに混和後，290nm の吸光

度を測定した。反応は，過酸化水素を添加することによ

り開始し，アスコルビン酸の酸化を吸光度の減少から測

定して活性とした。アスコルビン酸の分子吸光係数は

2.8mM/cm を用いた。 

 

3-3. カタラーゼ（CAT）活性の測定 

1ml 容の石英セルに，10mM 過酸化水素を 950μl入れ，

酵素液（タンパク質量 450μg の酵素液を 1000 倍希釈）

50μlを加え，直ちに 240nm の吸光度を測定した。酵素

液を加えた後の過酸化水素の分解を吸光度の減少から

測定して CAT 活性とした。過酸化水素の分子吸光係数は

0.0394mM/cm を用いた。 

 

3-4. 粗酵素タンパク質の定量 

アズキ初生葉から抽出した粗酵素液のタンパク質量

は，20 倍希釈して，ブラッドフォード法で測定した｡す

なわち，エッペンチューブにサンプル 20μlをとり，ブ

ラッドフォード試薬（SIGMA 社製）1ｍl を加えて混和，

10 分後に 595nm の吸光度を求めた。検量線の作成には，

既知量のウシ血清アルブミンを用いた。 

 

結果及び考察 

1. 低温と光がアズキ黄化実生の抗酸化酵素活性に及ぼ

す影響 

アカネダイナゴンと斑小粒系－1の黄化実生を光有り

で低温処理した場合の SOD活性に変化は認められなかっ

たが，光無しで低温処理した場合には，両品種ともに 24

ｈ以内に SOD 活性が低下した（Table 1）。すなわち，両

品種ともに光無しの低温条件で SOD 活性は低下するが，

光有りの低温条件では活性を維持していることが示さ

れた。また，両品種の APX 活性は，光の有無に関係なく

減少した（Table 1）。コントロールと低温処理したサン

プルでの値の違いがほとんど認められなかったので，

APX 活性の低下は低温による影響ではないと考えられる。

また，光無しで低温処理した場合，両品種ともに CAT 活

性が低下したが，光有りで低温処理した時のアカネダイ

ナゴン黄化実生の CAT 活性は低下し，斑小粒系－1のそ

れは逆に上昇した（Table 1）。 

 
Table 1  アズキ黄化実生を低温処理したときの抗酸化酵素活性の変化 

品種名 光
1)

処理時間
2)

（ Hour) 25℃ 15℃ 25℃ 15℃ 25℃ 15℃

アカネダイナゴン 0 0.011± 0.001 a 0.011± 0.001 a 1.15± 0.12 a 1.15± 0.12 a 82.2± 1.0 a 82.2± 1.0 a

無 12 0.008± 0.004 a 0.008± 0.004 a 0.81± 0.01 b 0.61± 0.01 b ND ND

24 0.004± 0.001 b 0.004± 0.001 b 0.81± 0.01 b 0.61± 0.01 b 42.4± 11.5 b 42.9± 8.0 c

有 12 0.011± 0.001
a

0.011± 0.001
a

1.01± 0.01
a

0.91± 0.12
a

42.9± 6.8
b

65.1± 3.3
b

24 0.011± 0.001
a

0.011± 0.001
a

0.67± 0.11
c

0.61± 0.01
b

41.5± 6.0
b

63.6± 7.5
b

斑小粒系ー 1 0 0.011± 0.001 a 0.011± 0.001 a 0.94± 0.23 a 0.94± 0.23 a 59.4± 8.0 a 59.4± 8.0 b

無 12 ND ND ND ND ND ND
24 0.004± 0.001 b 0.006± 0.001 b 0.61± 0.01 b 0.61± 0.16 b 32.5± 7.8 b 45.2± 1.4 b

有 12 0.011± 0.001
a

0.011± 0.001 a 0.87± 0.12
a

0.81± 0.16 a 60.7± 4.4
a

79.3± 5.0
a

24 0.011± 0.001
a

0.011± 0.001 a 0.40± 0.01
c

0.51± 0.12 b 58.6± 4.0
a

85.9± 12.8
a

SOD
3)
 活性 APX

4)
 活性 CAT

5)
活性

 
1)光：無は暗所，有は 4000Lx を使用した。2)処理時間：処理開始してからの時間で示した。15℃（もしくは 25℃のまま）に移して
からの時間で示した。 3）SOD，スーパーオキシドジスムターゼ（単位は Unit/μg protein） 4)APX,アスコルビン酸ペルオキシダ
ーゼ(単位はμmol/min/μg protein) 5)CAT,カタラーゼ (単位はμmol/min/μg protein) データは平均値±標準偏差で表した。
ND：分析しなかった。データ間の有意差検定はダンカンの多重検定法で行った（ｐ＜0.05）。 
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すなわち，斑小粒系－1 の黄化実生は，光のある状態

で低温ストレスを受けると CAT 活性が上昇するが，ア

カネダイナゴン黄化実生のそれは変化しないことを示

している。斑小粒系－1 の黄化実生が光有りの低温処理

により CAT 活性を上昇させるのは，品種の生理的な特

徴の一つであるかもしれない。クロロフィルは葉緑体に

特異的成分で，光合成を行うのに必要な色素分子である｡

アカネダイナゴン初生葉のクロロフィル合成能力は，斑

小粒系-1 のそれよりも高いことが圃場やファイトトロ

ンなどで観察された。低温遮光条件で出芽させた斑小粒

系-1 の初生葉は，アカネダイナゴンのそれよりも顕著に

黄色く，この状態が長く続くとカップリング症状を示し，

やがて枯死してしまう。黄化葉が緑化するための環境条

件は，アズキ品種によって異なっているようで，特にア

カネダイナゴンと斑小粒系-1 では顕著に認められた｡光

とともに低温に影響を受ける黄化葉から緑化葉になる

生理機構，クロロフィルの合成機構；クロロフィルや前

駆体（プロトクロロフィリドや５－アミノレブリン酸な

ど）9)の合成酵素や転写因子などの関与も重要であろう。 

 

2. 低温処理によるアズキ緑化実生の抗酸化酵素活性の

影響 

低温処理による斑小粒系－1緑化実生の APX 活性の変

動はほとんど認められなかったが，アカネダイナゴンの

それは 3日目に上昇した（Table 2）。また，斑小粒系－

1の緑化実生を低温処理した時の CAT 活性は著しく低下

したが，アカネダイナゴンの CAT 活性の顕著な変動は認

められなかった（Table 2）。アカネダイナゴンと斑小粒

系－1の緑化実生の SOD 活性も，低温に移したことによ

る顕著な活性変動は認められなかった。これらの結果か

ら，アカネダイナゴンの緑化実生が低温を受けると，APX

活性や CAT 活性は上昇するが，斑小粒系－1の CAT 活性

は顕著に低下することが示された。出芽期の低温感受性

の異なる 2品種のアズキ実生において，黄化実生を低温

処理した時には CAT 活性に違いが認められ，また緑化実

生を低温処理した時には APX 活性と CAT 活性に違いが認

められた。どちらも過酸化水素を消去する酵素の変動で

ある点が興味深いが，CAT は細胞質にあり，APX は葉緑

体に存在する酵素であり，それぞれの細胞器官での過酸

化水素の消去に影響を与えている可能性が考えられる｡

北海道の 5月中･下旬～6月初旬に弱光，低温状態が長く

続く年があるが，このような冷害年の斑小粒系－1実生

の多くは枯死もしくはカップリング状態となる。このよ

うな状態となるアズキ実生の CAT活性は顕著に低下して

過酸化水素が増加することによる細胞障害を起こして

いるのかもしれない。Tewari ら(1998)は，低温に弱い作

物であるキュウリに低温ストレスを与えた時，プロトポ

ルフィリンⅨやプロトクロロフィリド含量が低下する

ことを報告 10)した。李ら(2001)は，カトレアとシンビジ

ウムの葉に含まれるクロロフィル量と抗酸化酵素活性

の間に顕著な正の相関のあることを報告 5)している。シ

ロイヌナズナなどと同様 7)に，低温処理によりアカネダ

イナゴンの APX や CAT 活性の増加が認められたが，斑小

粒系-1 のそれは認められなかった｡このことは，アズキ

品種の違いにより，低温誘導性の抗酸化酵素遺伝子の発

現や制御因子などが異なる可能性を示唆している。

 
Table ２  アズキ緑化実生を低温処理したときの抗酸化酵素活性の変化      

光
1)

温度処理日数
2)

(Day) アカネダイナゴン 斑小粒系-1 アカネダイナゴン 斑小粒系-1 アカネダイナゴン 斑小粒系-1

有 25℃ 0 0.023±0.003 a 0.018±0.003 a 0.14±0.02 b 0.20±0.01 a 43.2±7.6 b 71.4±5.2 a

15℃ 1 0.020±0.003 a 0.016±0.004 a 0.18±0.01 b 0.20±0.01 a ND ND

2 ND ND 0.21±0.02 b 0.20±0.01 a 40.1±6.7 b 31.2±4.3 b

3 0.026±0.004 a 0.012±0.001 ｂ 0.47±0.17 a 0.20±0.01 a 55.1±5.9 a 34.2±5.0 b

SOD
3)
活性 APX

4)
 活性 CAT

5)
活性

 
1)光：有は 4000Lx を使用した。2)処理日数：15℃で処理開始してからの日数で示した。3)SOD.スーパーオキシドジスムターゼ（単
位は Unit/μg protein 4）APX,アスコルビン酸ペルオキシダーゼ(単位はμmol/min/μg protein) 5)CAT,カタラーゼ (単位はμ
mol/min/μg protein) データは平均値±標準偏差で表した。データ間の有意差検定はダンカンの多重検定法で行った（ｐ＜0.05）。 
ND：分析しなかった。 
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また，クロロフィル前駆体の合成活性や代謝中間体の

量などによる光合成器官の障害も考えられるので，低温

ストレス時の抗酸化酵素活性の発現調節機構との関連

や，長期低温ストレスを受けたときのクロロフィル合成

酵素の発現など制御因子についても今後，検討する必要

があろう。 

 

謝辞：この研究に関する予備実験をしていただいた安藤

舞子さんに感謝します。この研究は日本豆類基金協会の
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Abstract 
Seedlings of 2 varieties of Adzuki beans – the  

Buchisyouryukei-1 variety, which is weak under  

low temperatures in the budding stage, and the  

Akanedainagon variety, which is resistant to low  

temperatures in the budding stage – were  

investigated to clarify whether differences in the  

antioxidative enzyme activity are associated with  

exposure to low temperatures (15ºC). APX and  

CAT activity rose when greenish Akanedainagon  

seedlings were exposed to low temperatures, and  

the CAT activity of greenish Buchisyouryukei-1  

seedlings decreased significantly. CAT activity of  

etiolated Buchisyouryukei-1 seedlings rose during  

chilling under light (4000Lx), but there was no  

recognizable change in etiolated Akanedainagon  

seedlings. It is the decreased CAT activity when  

greenish Buchisyouryukei-1 seedlings are exposed 

to low temperatures, in combination with the  

resultant excessive hydrogen peroxide, that causes

cell damage.  

 

Keyword: Adzuki, seedling, low-temperature, 

Superoxide disumutase, Ascorbate peroxi-

dase, Catalase 
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低温性雪腐病菌Sclerotinia nivalisの 

アルファルファ培養ポリガラクツロナーゼ活性の低温適応 

渡辺剛志・島田幹男・波川啓土・斉藤泉1・髙澤俊英 

（受理：2005年4月26日） 

Cold adaptation of polygalacturonase activity from the alfalfa-cultured psychrotrophic snow mold 
Sclerotinia nivalis 

Tsuyoshi WATANABE, Mikio SHIMADA, Yoshitada NAMIKAWA, Izumi SAITO1 , and  
Toshihide TAKASAWA 

 

要   旨 
低温性雪腐病菌Sclerotinia nivalisの低温適応現象を解明するために, 5℃及び20℃で産生するポリガラ

クツロナーゼ(PGase)活性の性質を調べた。S. nivalis のアルファルファ培地での培養は 5℃では 187 日間, 

20℃では 195 日間行った。5℃及び 20℃培養粗抽出液の PGase 活性は, それぞれ 57.9±0.4 U/mL(抽出体積

740mL, Total activity 42 800U), 20.4±0.4 U/mL(抽出体積 655mL, Total activity 13 400U)であり, 5℃

培養は20℃培養より2.8倍高くPGaseを産生した。温度依存性については, 5℃及び20℃培養PGase活性とも

に最適温度は50℃であった。5℃培養粗抽出液PGase活性含量(U/mL)は, 5-70℃のほぼ全域の温度範囲におい

て 20℃培養粗抽出液 PGase 活性に較べてかなり高かった。50℃での活性に対する各温度での相対活性での比

較においては, 5℃培養粗抽出液PGase活性は, 5-40℃の低温域温度範囲において20℃培養粗抽出液より約1.5

倍(40℃)-3.5倍(5℃)高かった。pH依存性については, 最適pHはいずれもpH4.0-4.5であったが, pH5.0-6.0

においては傾向は異なっていた。温度安定性については, 5℃培養粗抽出液は5から30℃までは安定であった。

一方, 20℃のものは, 40℃まで安定であった。 

これらのことから, S. nivalisは, 5℃での低温培養においては, 熱不安定な低温活性PGaseを大量に産生す

ることによって低温に適応していることが示された。 

 

キーワード: Sclerotinia nivalis, 低温菌, ポリガラクツロナーゼ, 低温適応, 細胞壁分解酵素. 

 

緒 論 
Sclerotinia nivalisは子嚢菌亜門(Ascomyconia)・盤菌

綱(Discomycetes)・ビョウタケ目(Helotiales)・菌核菌科

(Sclerotiniaceae)に属し, 主に北海道地域において雪腐

病を引き起こす植物病原性糸状菌である(Saito 1997)。菌

糸成長の適温は 20℃であり, この点では常温菌と考えら

れるが, 耐冷性を有する事から低温菌に分類される。更に

この菌が天然において病原性を示すのは低温で生育した

ときのみである。 

 S. nivalis は積雪下で越冬中の根菜類や宿根花卉など

双子葉植物に感染してその組織を腐敗させ, 菌核を形成

する。融雪後の病徴としては, 罹病植物上に黒色, 不定形

の直径3-4mmの菌核が多数付着し, 枯死した茎葉は灰白色

を呈する。宿主は, 主にはセリ科(ニンジン, トウキ), キ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
帯広畜産大学畜産科学科 

School of Agriculture, Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine 
1 北海三共株式会社農業科学研究所 

1 Agroscience Research Laboratories, Hokkai Sankyo Co. Ltd. 
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ク科(ゴボウ, ブタクサ, キランソウジュウニヒトエ), 

及びオオバコ科(ハラオオバコ)等の双子葉植物であるが, 

更には, ユリ科(チューリップ)やアヤメ科(ジャーマンア

イリス)等の単子葉植物も宿主となる。 

 Sclerotinia 菌の宿主への一次感染は, 創傷部侵入及び

気孔や水孔等の自然開孔部侵入又はクチクラ(角皮)侵入

によって行われる。特に角皮侵入においては,植物細胞上

皮を穿孔する菌糸の物理的な力と植物細胞壁を分解する

一連の酵素群による化学的な力とによって行われると考

えられている。植物細胞壁の一次細胞壁や植物細胞壁間隙

物質の主要成分であるペクチン質を分解する細胞外酵素

ペクチナーゼの一種ポリガラクツロナーゼ(PGase)は, 植

物の病原性, 即ち植物の腐化(マセレーション)に深く関

与している(Bateman and Basham 1976)。リンゴの銀葉病

では PGase が病原性に関与していることが Miyairi 等

(1985)によって明らかにされている。植物細胞はペクチン

質やセルロースなどの多糖を細胞壁の成分としており, 

病原菌は化学的にはペクチナーゼ, セルラーゼ, 及びヘ

ミセルラーゼなどの酵素群を分泌することによって, 植

物体表層に傷害を与えて, 宿主に侵入すると考えられる。

また, ペクチナーゼの分解産物である宿主自身のペクチ

ン質断片が宿主植物の病原性微生物に対する防御反応を

惹起することが知られており, このことからも植物病原

菌由来のペクチナーゼに関する研究は重要である考えら

れる。 

 ペクチン質は D-ガラクツロン酸(D-GA)がα-1,4 結合に

よって重合したポリガラクツロン酸(PGA)を骨格として, 

更にPGA残基のカルボキシル基の一部がメチルエステル化

された物質で, メチルエステル化率の低い方から順に PGA, 

ペクチン酸, ペクチン及びペクチニン酸に分類される。ペ

クチナーゼにはポリガラクツロナーゼ, ペクチン酸リア

ーゼ, ペクチンリアーゼ, 及びペクチンエステラーゼ等

がある。ペクチナーゼは細胞間隙物質であるペクチン質に

作用し, マセレーションを引き起こすと考えられる。ここ

では PGA またはペクチン酸のα-1,4 結合を加水分解する

酵素であるPGaseの活性の性質について調べた。 

 この酵素は, これまでに菌類(Takahashi et al. 2002; 

Nagai et al. 2000; Takasawa et al. 1997; Waksman et al. 

1991; Kester and Visser 1990; Schejter and Marcus 1988), 

細菌(Roberts et al. 1988; Nasuno and Starr 1966), 酵

母(Gognies 2001; Blanco et al. 1994), 植物(Kapoor et 

al. 2000; Pathak et al. 2000; Bonghi et al. 1992; 

DellaPenna et al. 1986)及び線虫(Stephanie et al. 2002)

等の広い範囲にその分布が知られてきた。 

 我々は, PGase を標的にして, 低温菌の低温環境への適

応機構を酵素分子レベルで解明することを目的としてい

る。本研究では, S. nivalisをアルファルファ培地におい

て 5℃・187 日及び 20℃・195 日それぞれ培養し, その粗

酵素抽出液中に含まれる PGase の活性測定から, 低温域

(5℃)と常温域(20℃)で産生される PGase 活性の性質を比

較検討した。 

 

試薬及び実験方法 
試薬 

Potato-Dextrose-Agar (以下PDA)はDifco Laboratories

から, アルファルファペレットは川西農協から,  

Coomassie Brilliant Blue(以下CBB) G-250 電気泳動用特

製 Lot No. M7R3031 は半井化学薬品工業から, リン酸 特

級(85%(w/w)), メタノール 特級(99.8%(w/w)), アジ化ナ

トリウム 化学用(90.0%(w/w)), Hyflo Super-Cel, 氷酢酸 

特級, 酢酸ナトリウム 特級, フェノール アミノ酸分析

用, 硫酸 精密分析用, 無水炭酸ナトリウム 特級, シア

ン化カリウム 特級, ヘキサシアノ鉄(Ⅲ)酸カリウム(フ

ェリシアン化カリウム) 特級, 硫酸鉄(Ⅲ)アンモニウム

12 水和物 特級, ラウリル硫酸ナトリウム 生化学用は

和光純薬工業から, D-GA１水和物, PGA(From orange; Loss 

on drying 7.2%; Purity 89%), 3-[N-Morpholino]propane 

sulfonic acid (以下 MOPS), 2-[N-Morpholino]ethanesulf-

onic acid(以下MES),  Bovine Serum Albumin (以下BSA) 

Crystallized and lyophilizedはSigmaから, 各々購入し

たものを使用した。 

 

菌体の培養 

PDA培地での培養: PDA粉末3.9gをイオン交換蒸留水(以

下純水)100mL 中で加熱攪拌し溶解させ, オートクレーブ

滅菌(121℃(ca.2.2kg/cm2), 20 分間)した。クリーンベン

チ内で1シャーレ当たり約20mLのPDA水溶液を分注し, S. 

nivalisの菌核を移植した。S. nivalisは, このPDA培地

上で20℃で約2週間培養した。 

 アルファルファ培地での培養: アルファルファ約70gに
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純水 50mL を加え混合し, 次に, これを 500mL 三角フラス

コに移し, オートクレーブ滅菌を行った。クリーンベンチ

内で滅菌アルファルファ培地に, PDA培地1シャーレ当た

り 5 フラスコに移植した。その後 5℃において 187 日間, 

20℃において195日間培養した。 

 

粗酵素抽出液の調製 

粗酵素抽出液は以前に述べた方法(Takeuchi 2002)に従

って調製した。抽出は1フラスコ当たり, 10mM酢酸ナトリ

ウム-酢酸(pH4.5)緩衝液(以下S. buffer) 200mLで行った。 

 

PGase 活性測定法 

PGase 活性は, 酵素反応総体積 2.1mL(1%(w/v)PGA-0.1M

酢酸ナトリウム-酢酸(pH4.5)緩衝液基質溶液 2.0mL, 酵素

溶液及び S. buffer 0.1mL)系(サンプリング体積 10µL)を

用いて 40℃において酵素反応を行い, 酵素反応混液中の

還元糖を鉄試薬高感度還元糖定量法(Ikuma et al. 2001; 

Ikeura et al. 2003)によって決定し, その遊離速度から

求めた。遊離速度はrate-assay法(0, 3, 6及び9分)によ

って決定した。酵素活性の 1Unit は還元糖の遊離速度

1µmol/minと定義した。 

 

温度依存性 

 活性測定は5℃及び20℃培養粗抽出液を用いて, 酵素反

応温度5-70℃の範囲で行った。基質溶液2mLを使用し, 5℃

培養については粗抽出液酵素溶液 0.10mL を用いて, 20℃

培養については粗抽出液酵素溶液 0.04mL 及び S. buffer 

0.06mL を用いて, 2.1mL 系(サンプリング体積 10µL)で, 

PGase活性の測定を行った。 

 

pH 依存性 

 5℃及び20℃培養についてのPGase活性の測定は各々の

粗抽出液を用いて, pH3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 

6.5, 7.0 及び 7.5 において行った。pH3.0, 3.5 及び 4.0

基質緩衝液は0.1M 酢酸ナトリウム-HCl緩衝液を, pH4.5, 

5.0及び5.5は0.1M 酢酸ナトリウム-酢酸緩衝液を, pH6.0

及び6.5は0.1M MES-NaOH緩衝液を, pH7.0及び7.5は0.1M 

MOPS-NaOH緩衝液を用いた。酵素活性測定は2.1mL(基質溶

液2mL, 5℃培養: 粗抽出液酵素溶液0.02mL及びS. buffer 

0.08mL, 20℃培養: 粗抽出液酵素溶液 0.04mL 及び S. 

buffer 0.06mL)系(サンプリング体積 10µL)において 40℃

で行った。 

 

温度安定性 

 5℃及び20℃培養粗抽出液のPGase活性の温度安定性は

各々の粗抽出液を5-55℃の温度にそれぞれ30分間暴露後, 

PGase活性を, pH4.5・2.1mL系(基質溶液2mL及び5℃培養: 

酵素溶液0.02mL及びS. buffer 0.08mL, 20℃培養: 酵素

溶液 0.04mL 及び S. buffer 0.06mL))(サンプリング体積

10µL)において40℃で測定した。 

 

タンパク質の定量 

 タンパク質濃度は, CBB 色素試薬を用いたタンパク質微

量定量法によって決定した。CBB 試薬は, 0.025%(w/v)CBB 

G-250-12.5%(v/v)メタノール-70.83%(w/v)リン酸を使用

した。標準曲線はBSAを標準物質として, 0-9µgの範囲で

作成した。標準曲線の傾きすなわち BSA1µg あたりの吸光

度(A595)は, 0.0363± 2.43×10-4(S.E.)であった。 

 

結果 
5℃及び20℃培養粗酵素抽出液のPGase活性含量 

 5℃・187日及び20℃・195日アルファルファ培養粗抽出

液のPGase活性はそれぞれ57.9±0.4U/mL(抽出体積740mL, 

Total activity 42 800U), 20.4±0.4U/mL(抽出体積655mL, 

Total activity 13 400U)であり, 5℃培養 PGase 活性は, 

20℃培養PGase活性と較べると2.8倍高かった。 

 

温度依存性 

 5℃及び 20℃アルファルファ培養において産生された

PGase 活性の酵素反応温度に対する変化を調べるために, 

5-70℃の温度範囲で pH4.5・2.1mL 系で PGase 活性を測定

し, 両者を比較した。それらの結果を図 1 に示す。5℃及

び 20℃培養の何れにおいても PGase 酵素反応の最適温度

は50℃であった。5℃培養粗抽出液PGase活性は, 如何な

る温度においても 20℃培養粗抽出液活性より高い値を示

した。特に低温度5℃においては, 5℃培養PGase活性(7.48 

± 0.11U/mL)は, 20℃培養 PGase 活性(1.60±0.15 U/mL)よ

り4.7倍高かった。一方, 5℃培養粗抽出液の5℃での活性

(7.48±0.11U/mL)は 20℃培養粗抽出液の 20℃での活性

(7.36±0.03U/mL)よりも若干高かったがほぼ同等であった。 
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 5℃及び 20℃培養粗抽出液 PGase 活性の温度依存性を

50℃での活性に対する相対活性によって比較した(図 2)。 

5℃培養PGase活性は20℃培養PGase活性に較べて40℃で

は約1.5倍, 30℃では約1.7倍, 20℃では約1.9倍, 10℃

では約2.0倍, 特に5℃では約3.5倍高かった。更に, 高

温域の60℃では, 5℃培養PGase活性は20℃培養PGase活

性に較べて約2.7倍高かった。従って図2において示され

るようにS. nivalis 5℃培養PGase活性は, 20℃培養のも

のに較べて, 低温域でも高温域でも高く, 広い温度範囲

(約35-60℃)において最大活性の約80-90%以上の高い活性

を有していた。 
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図 1. 低温性雪腐病菌 S. nivalis 5℃・187 日及び 20℃・195 日

アルファルファ培養粗抽出液PGase活性含量の温度依存性. 

―●―, 5℃・187日培養粗抽出液． 

…○…, 20℃・195日培養粗抽出液. 

 

pH依存性 

 S. nivalis 5℃及び20℃培養PGase活性の酵素反応混液

pHに対する依存性を調べるために基質溶液のpHを変化さ

せて活性を測定した。それらの結果をpH4.5での活性に対

する各pHでの相対活性として図3に示す。最適pHは5℃

及び20℃培養の何れにおいてもpH4.0-4.5であった。5℃

培養PGase活性はpH3.0及び5.0では20℃培養のものに較

べて低い値を示したが, 弱酸性域(pH5.5-6.0)では逆に高

い活性を示した。また, pH7.0及びpH7.5の中性域におい

ては何れの培養のものも活性を示さなかった。 
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図 2. 低温性雪腐病菌 S. nivalis 5℃・187 日及び 20℃・195 日

アルファルファ培養粗抽出液 PGase 活性(50℃での活性に対する

各温度での相対活性)の温度依存性. 

―●―, 5℃・187日培養粗抽出液． 

…○…, 20℃・195日培養粗抽出液.  
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図 3. 低温性雪腐病菌 S. nivalis 5℃・187 日及び 20℃・195 日

アルファルファ培養粗抽出液のPGase活性(pH4.5での活性に対す

る各pHでの相対活性)のpH依存性.  pH3.0, 3.5及び4.0基質緩

衝液は0.1M 酢酸ナトリウム-HCl 緩衝液を, pH4.5, 5.0 及び5.5

は 0.1M 酢酸ナトリウム-酢酸緩衝液を, pH6.0 及び 6.5 は 0.1M 

MES-NaOH緩衝液を, pH7.0及び7.5は0.1M MOPS-NaOH緩衝液を用

いた. 

―●―, 5℃・187日培養粗抽出液． 

…○…, 20℃・195日培養粗抽出液． 
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温度安定性 

 S. nivalisの5℃及び20℃培養PGase活性の温度に対す

る安定性を調べるために, それぞれの粗酵素溶液を各温

度(10℃-70℃)に30分間暴露し, 2.1mL系・40℃で酵素活

性を測定した。それらの結果を残存活性として図4に示す。 

 20℃培養PGaseは5-40℃では安定であったが, 50℃では

残存活性が40%で大幅に活性が減少し, 60℃及び70℃では

それぞれ5%, 3%となり失活した。一方, 5℃培養PGaseは

5-30℃では安定であったが, 40℃では残存活性が 80%と減

少傾向を示し, 50℃, 60℃, 及び70℃ではそれぞれの残存

活性は, 7%, 1%, 及び1%となり, 急激に失活した。 
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図 4. 低温性雪腐病菌 S. nivalis 5℃・187 日及び 20℃・195 日

アルファルファ培養粗抽出液の PGase 活性の温度安定性. 5℃保

存のPGase活性の平均値を100%とした残存活性で示した．  

―●―, 5℃・187日培養粗抽出液． 

…○…, 20℃・195日培養粗抽出液． 

 

考察 
 低温性雪腐病菌S.nivalisは, 積雪下の低温において雪

腐病を引き起こす病原菌である。この菌が産生するポリガ

ラクツロナーゼは, 植物の腐化に深く関与していると考

えられる。 

 まず我々は, 低温(5℃)及び常温(20℃)でのアルファル

ファ培養における PGase 産生量の比較から, 5℃培養が

20℃培養に較べて2.8倍(5℃培養において57.9±0.4U/mL; 

20℃培養において 20.4±0.4U/mL)高く PGase を産生する

ことを示した。このことから低温環境下において病原性発

現のために何らかのPGase産生機構が作動することが明ら

かになった。S. nivalisは同じく低温菌に属する低温性通

性雪腐病菌Sclerotinia trifoliorumと比較してより低温

に適応していると考えられる。S. trifoliorumの場合には, 

5℃培養粗抽出液 PGase 活性(30.8±0.4 U/mL)は 20℃培養

の場合(36.5±0.9 U/mL)の約80%で, かなり低かった。 

 5℃及び20℃培養において産生されるPGase活性の温度

依存性の比較によって, S.nivalis は 5℃で培養すること

によってPGase寒冷酵素を産生することが明らかになった。

20℃及び 5℃培養粗抽出液の酵素反応における最適温度は

共に 50℃であったが, それぞれの温度依存性の傾向は全

く異なっていた。低温域(5-40℃)に関しては, 特に 5℃に

おいては, 5℃培養 PGase 活性は, 図 2 において明らかな

ように, 20℃培養に較べて約 3.5 倍高かった。なおかつ, 

高温である60℃においても約2.7倍高かった。これらの事

実は, 5℃培養において産生された PGase 寒冷酵素は耐熱

性をも有していると結論できる。 

 pH依存性は20℃及び5℃培養ともに最適pHがpH4.0-4.5

であった。5℃培養PGase活性は酸性域(pH5.5-6.0)で20℃

培養 PGase 活性に較べて高い活性を示した。この事実は

5℃において産生された PGase 活性は, 20℃培養のものに

較べて異なっていることを示している。 

 温度安定性に関しては, 暴露実験によってS.nivalisの

5℃培養 PGase 活性は熱に対して不安定であることを示し

た。これらの結果は, 温度依存性実験における60℃での相

対活性の高さ即ち耐熱性を有することとは一見矛盾する

ものと考えられる。しかしながら, 一見矛盾すると思われ

る相反する結果は実験方法の違い(温度依存性実験暴露時

間9分; 安定性実験暴露時間30分)に起因するものと思わ

れる。 

 低温性雪腐病菌 S.nivalis は, 5℃で培養することによ

って, 低温域で高活性を有するアイソザイムを産生し, 

それらは熱不安定性であり, PGase 寒冷酵素であることを

示している。我々は, 5℃培養粗抽出液中から PGase 寒冷

酵素を精製・単離をすることによって, S.nivalis の低温

適応機構を更に詳細に明らかにすることができるものと

考えている。 
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Summary 

In order to clarify cold adaptation phenomenon of 

the psychrotrophic snow mold, S lerotinia nivalis, We 

examined the properties of polygalacturonase  
(PGase) activity produced at 5℃- and 20℃-culture.  S. 
nivalis was cultured in the alfalfa medium at 5℃ for 

187 days and at 20℃  for 195 days.  The PGase 

activities in the crude extracts of the 5℃- and 20℃

-culture were 57.9 ± 0.4 U/mL (Extracted volume,740 

mL; Total activity, 42 800 U), 20.4 ± 0.4 U/mL (Extracted 

volume, 655 mL; Total activity, 13 400 U), respectively. 
Activity of 5℃-culture was 2.8 times higher than that of 

20℃-culture. As to the temperature dependence, the 

optimum temperature for the enzyme reaction at pH 
4.5 was 50℃ for both 5℃- and 20℃-culture. 5℃-culture 

crude extract PGase activities were considerably higher 
than those of 20℃-culture in the measured range 

between 5℃ and 70℃.  In the comparison of the 

relative activity at each temperature to the activity at 
50℃, in low temperature range(5-40℃), the 5℃-culture 

crude extract PGase activities were about 1.5 times 
(40℃)-  3.5 times (5℃) higher than those of the 20℃- 

culture crude extract. On the pH dependence, optimum 
pH for 5℃- and 20℃-culture were 4.0-4.5, however the 

tendency of the curves was different at pH5.0-6.0.  On 
enzyme stability, activity of the 5℃ -culture crude 

extract was stable from 5℃ to 30℃, though that of the 

20℃-culture crude extract was stable until 40℃.  From 

these results, it was shown that S. nivalis which was 
cultivated at a low temperature 5℃, produced much 

amount of thermolabile, cold active PGase to adapt to 

the low temperature conditions. 

  

Key words: Sclerotinia nivalis ; psychrotroph;  

polygalacturonase; cold adaptaition; cell-

wall degrading enzyme. 
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Traffic accidents involving the red squirrel and measures to prevent 

such accidents in Obihiro City, Hokkaido, Japan 
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北海道帯広市におけるエゾリスの交通事故とその防止対策 

柳川 久 

 

ABSTRACT 

In Obihiro City, the number of red squirrel, Sciurus vulgaris o ientis, death due to traffic 
accidents was large. Therefore, a number of measures have been taken to prevent these numerous 
traffic accidents.  The “Red Squirrel Traffic Accident Map” was prepared based on data collected 
by citizen group and our laboratory of Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine. 
Based on this map, warning sign posts indicating “Squirrel Crossing” were installed in 18 locations 
within the city. In addition, a footbridge for squirrels (Eco-bridge) was constructed.  

r

r

t

 
Key words:  Red squirrel, Sciurus vulgaris orientis, Road kill , Obihiro City, northern Japan 

 

Introduction 

Tree squirrels, as their name suggests, are 
fundamentally arboreal. However, as they often walk 
on the ground to feed, store and move, they are 
frequently involved in traffic accidents. For example, 
in Minesota in the USA (Sargeant & Forbes, 1973), as 
indicated in Table 1, the top three species which died 
in traffic accidents all belonged to the squirrel family. 
Among them, the thirteen-lined ground squirrel, 
Spermophilus tridecemlineatus is a ground squirrel 
but the remaining two species belonged to the tree 
squirrel family. In eastern Finland (Korhonen and 
Nurminen, 1987), the red squirrel, Sciurus vulga is, 
which is a subspecies of the same species as the red 
squirrel in Hokkaido (Sciurus vulgaris orientis), were 
the most likely animals to be involved in traffic 
accidents after the hedgehog, Erinaceus europaeus 
and the arctic hare, Lepus timidus. 
 In eastern Hokkaido, the number of dead red 
squirrels retrieved was the largest after the 
big-clawed shrew, Sorex unguicula us (Yanagawa and 

Akisawa, 2004)(Table 1).  
 

Measures taken by Obihiro to prevent 
traffic accidents involving the red squirrel 
 In Obihiro City, a number of measures have been 
taken to prevent these numerous traffic accidents 
involving red squirrels, both by administration and by 
citizen group (Yanagawa, 1998a). The first attempt to 
prevent the traffic accidents was a lecture wild 
animals from occurring” (presented by Iwao Ogawa of 
Eco-network in Sapporo) held by the city for Obihiro 
citizens. In the talk session of the lecture, the mayor 
and a citizen titled “To prevent traffic accidents 
involving group “Ezo-risu no kai” discussed the traffic 
accidents involving red squirrels. This talk led to the 
start of full-scale accident prevention measures in 
October 1996. 

The Wildlife Ecology Laboratory, Obihiro University 
of Agriculture and Veterinary Medicine provided the 
city with data on traffic accidents involving red 
squirrels. The “Red Squirrel Traffic Accident Map” 
was prepared based on these data and data collected  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
帯広畜産大学野生動物管理学研究室 
Laboratory of Wildlife Ecology, Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine, Inada, Obihiro, 
080-8555, Japan 
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Table.1. Mammals which die most frequently from traffic accidents 
(top five species) 

 
by the “Ezo-risu no kai” . Based on this map, warning 
sign posts indicating “Squirrel Crossing” were 

installed in 18 locations within the city (Fig. 1). The 
areas where squirrel traffic deaths often occurred 
were announced in the city bulletin to inform citizens 
of where to be cautions. In addition, a footbridge for 
squirrels (Eco-bridge, Fig. 2) was constructed. The 
results of these measures are still questionable, 
because there was no significant difference in the 
number of traffic accidents between 1996 (40) and 
1997 (41). However, squirrels were seen using the 
Eco-bridge several times (Fig. 3), and they were no 
longer observed walking across the road where the 
Eco-bridge was constructed (Yanagawa, 1998b). This 
observation is promising. If Eco-bridges are effectively 
used, the number of accidents may be reduced.  

Minnesota, USA (Jan. 1964-Dec. 1965)
Gray squirrel 21
Fox squirrel 16
Thirteen-lined ground squirrel 15
Cotton-tail rabbit 8
Striped skunk 8
Total for all mammals (19 species) 108
(Sargeant and Forbes, 1973)

Eastern Finland (Apr.-Oct. 1982-1984)
Hedgehog 72
Arctic hare 26
Red squirrel 25
Cat 24
Ermine 13
Total for all mammals (14 species) 199
(Korhonen and Nurminen, 1987)

Hokkaido, Japan (Apr.1996-Mar.1998)
Big-clawed shrew 152
Red squirrel 94
Red fox 85
Norway rat 22
Asiatic chipmunk 19
Total for all mammals (23 species) 455

 

 

Fig. 1. A warning sign post indicating “Squirrel Crossing”. 
 

g. 2. The footbridge for the red squirrel (provided by the Department of Afforestation and Environment, the City of Obihiro). Fi
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Fig. 3. A red squirrel using the footbridge (provided by the 
Department of Afforestation and Environment, the City of Obihiro).  
 

Conclusion 

 In recent years, municipalities in Hokkaido have 
begun feeding squirrels in green areas and parks or 
planting food plants such as the Korean nut pine, 
Pinus koraiensis and Japanese walnut, Juglans 
ailanthifolia in order to establish the red squirrel in 
urban areas. However, such attempts to establish and 
increase the squirrels in green areas surrounded by 
roads with heavy traffic will lead to an increase in 
traffic accidents involving the squirrels. In general, 
urban green areas are small, thus, the number of 
squirrels allowed to establish there should be limited. 
Under these circumstances, the number of squirrels 
traveling between fragmentated forests during the 
copulation period and the migration and dispersal 
period will increase. This, in turn, will lead to an 
increase in the number of traffic accidents involving 
squirrels. 

Understanding these circumstances, attempts to 
reduce the number of traffic accidents involving 
squirrels have begun to occur in other cities.  In 
Sapporo, the construction of roads incorporating the 
Eco-bridge, called the Urban Eco-road (a street line 
with poplar trees) is under way. However, to put 
forward these projects effectively, we need to know in 
detail about the current status and causes of the 
traffic accidents involving the squirrels. For this 
reason, our laboratory is surveying the daily and 
seasonal changes in the number of road-crossings by 
red squirrels and the relationship between traffic 
volumes and the number of traffic accidents, 
considering that these factors are somewhat 
dependent on seasonal changes in the number of 
traffic accidents (i.e., the number of deaths).   
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摘 要 

北海道帯広市においては，交通事故によってエゾリス，

Sciurus vulgaris orientis が多数死亡している。そのた

め，多くの事故防止対策がこれまで施されて来た。市民

グループ「エゾリスの会」や帯広畜産大学野生動物管理

学研究室の提供したデータによって「エゾリス交通事故

マップ」が作成された。そのマップに基づき，市内の 18

か所に「リス横断注意」の標識が設置された。くわえて，

エコブリッジと呼ばれるエゾリス用の跨道橋が一か所

建設された。 

 

キーワード：エゾリス, Sciurus vulgaris orientis, 交通

事故，帯広市，日本 
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。
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。
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あ
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。
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ぶ
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あ
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。
続
く
第
二
編
か
ら
第
二

部
へ
の
改
稿
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
そ
れ
ら
を
参
照
す
る
こ
と
は
是
非
と
も
必
要
で
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あ
る
。
そ
こ
で
、
重
複
す
る
こ
と
に
は
な
る
が
改
め
て
そ
れ
を
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
。
た
だ
し
、

稿
の
対
象
と
す
る
学
会
版
第
二
部
及
び
初
稿
第
二
編
の
部
分
の
み
と
す
る
。 
本

 

第
二

 
 

 

梅
村
速
水 

部 
奔
流 

一
1 

祝
宴
。 

京
都
の
旅
宿
で
郡
中
会
所
総
代
ら
、
郡
上
藩
退
去
・
天
朝
直
支
配
を
喜
び

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
3
～
13

 ）

2 

慶
応
二
年
、
桜
井
誠
一
を
名
の
り
飛

を
訪
れ
た
と
き
の
梅

  

（
14
～
21

 

村
速
水
。

）

3 

（
三
月
一
日
）
梅
村
飛

高
山
に
入
り
、
翌
日
竹
沢
と
会
見
。 

 
 
 
 

（
22
～

 

30
）

4 

去
る
。 

 

梅
村
、
脇
田
よ
り
事
情
を
聞
き
、
竹
沢
、
山
王
祭
を
直
前
に
し
た
飛

を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
30
～
41
） 

5 

（
三
月
十
四
日
）
梅
村
就
任
を
宣
言
し
、
地
役
人
二
十
ヶ
条
の
伺
書
を
提
出
し
、
返
答
と

同
時
に
叱
責
を
受
け
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
41
～
46
） 

6 

（
三
月
十
七
日
）
郡
中
会
所
総
代
、
梅
村
に
願
書
を
提
出
す
る
が
怒
り
を
買
い
蟄
居
を
命

じ
ら
れ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
46
～
51

 ）

7 

竹
沢
捕

知
ら
せ
に
動
揺
す
る
人
々
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
51
～
55
） 

縛
の

 
 

 

お
つ
る 

二

 

8 

維
新
が
抱
え
る
様
々
な
困
難
と
梅
村
の
政
策
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
56
～
58

 ）

 

9 

梅
村
、
役
人
た
ち
と
妻
帯
の
こ
と
を
話
し
合
う
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
59
～
65
） 

 

10 

梅
村
、
笠
松
の
役
所
に
出
張
の
途
中
、
番
所
の
役
人
の
屋
敷
で
お
つ
る
に
出
会
う
。

 
 

 
 
 
 
 
 

（
65
～
74

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

江
馬
弥
平
、
徳
兵
衛
の
家
を
訪
れ
、
み
ず
か
ら
の
印
籠
と
刀
を
自
慢
す
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

173
～
180

 

）
 

1 

梅
村
、
お
つ

陣
屋
に
連
れ
て
帰
り
、
結
婚
を
決
意
。 

 
 
 
 
 

（
74
～
80
） 

1

る
を

 
 

 

労
働
と
諦
念 

三
12 

石
灰
焼
場
の
親
子
と
通
り
が
か
り
の
ぼ
っ
か
、
世
を
語
り

 
 
 

（
81
～
94

 

合
う
。

）

13 

東
本
願
寺
の
連
枝
霊

 
 
 
 
 
 

（
94
～
100

 

樹
院
勝
縁
、
飛

来
訪
の
知
ら
せ
。

）

 

連
枝
、
飛


行
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
100
～
104
） 

14

を
巡

 
 

小
さ
い
一
人 

四
15 

捨
て
児
発
見
に
苦
悩
す
る
梅
村
と
お
つ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
105
～
110
） 

16

狩
り
に
出
た
梅
村
、
雨
宿
り
に
入
っ
た
一
軒
の
百
姓
家
に
一
人
泣
く
赤
ん

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
110
～
116

 

 

坊
を
発
見
。 ）

17 

助
右
ェ
門
の
田
圃
の
田
植
え
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
116
～
123

 ）

 

口
を
い
う
。 

18

田
植
え
の

中
弥
助
の
嬶
、
梅
村
に
呼
び
出
さ
れ
、
田
植
衆
、
梅
村
の
悪

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
123
～
130

 ）

 

田
植
え
の

で
ま
た
梅
村
の
悪
口
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
130
～
137
） 

19

宴
会

 
 

旧
弊
一
新 

五
0 

一
。 

2

梅
村
、
高
山
県
知
事
に
任
命
さ
れ
、（
七
月
一
日
）
布
告
を
発
表
、
そ
の
第

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
138
～
141

 ）

21 

布
告
の
第
二
・
第
三
に
お
い
て
、
人
倫
の

 

（
141
～
145

 

大
道
と
民
衆
の
教
化
を
説
く
。

）

22 

布
告
の
第
四
に
お
い
て
、
勧
農
を
説
く
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
145
～
146

 ）

23 

後
の
布
告
第
五
に
お
い
て
、
富
国

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
146
～
147

 

を
説
く
。

）

24 

梅
村
が
行
な
っ
た
そ
の
他
の
政
策
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
147
～
150
） 

25 

梅
村
と
お
つ
る
、
花
売
り
の
少
女
か
ら
花
を
買
い
、
み
ず
か
ら
建
て
た
捨
て
児
の
墓
に

で
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
150
～
158
） 

詣

 

弥
平
と
徳
兵
衛 

 

六

 

26 

百
姓
七
兵
衛
と
勧
農
方
五
郎
左
衛
門
の
い
い
争
い
に
、
勧
農
方
徳
兵
衛
が
来
て
仲
裁
。 

 
 
 
 
 
 

（
59
～
173
） 

1

 

7 

。 

（

）

 

28 

弥
平
の
生
い
た
ち
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

180
～
186

 

（

）

 

9 

こ
れ
か
ら
の


に
つ
い
て
お
お
い
に
語
る
弥
平
と
徳
兵
衛
。 

 
 
 
 

（
186
～
199
） 

2

飛

 
 

 

下
々
の
下
国 

七

 
30 

飛

に
特
別
な
年
貢
・
買
請
米
制
度
と

 
 

200
～
209

 

そ
れ
に
対
す
る
梅
村
の
考
え
。

（

）

 
31 

梅
村
の
行
な
っ
た
様
々
な
救
恤
政
策

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

209
～
212

 

。

（

）

 

32 
天
保
大
飢
饉
死
者
の
た
め
の
大
法

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

212
～
219

 

要
。

（

）

 
 

法
要
か
ら
帰
る
途

百
姓
た
ち
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
219
～
222
） 

33

中
の

 
 

八 

神
を
瀆
す
る
も
の 

―40― 
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34 

（
九
月
八
日
）
明
治
改
元
と
（
十
月
）
東
京
行
幸
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
223

 ）

 
35 

秋
祭
り
準
備
の
な
か
、
梅
村
へ
の
不
満
を
語
る
百
姓
た
ち
。 

 
 
 
 

（
223
～
229

 ）

 

36 
祭
り
の
準
備
中
、役
人
が
お
社
の
御
神
体
を
調
べ
に
来
て
没
収
、祭
り
は
中
止
に
な
る
。 

（
229
～
237

 ）

 

7 

と
な
る
。 

3

他
の
村
々
で
も
御
神
体
調
べ
が
行
な
わ
れ
、
多
く
の
村
々
で
祭
り
が
中
止

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
237
～
240

 ）

 

38 

郷
兵
の
組
織
に
つ
い
て
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
241
～
244

 ）

 

9 

梅
村
、
不

子
を
捕
縛
し
、
太
政
官
に
新
た
な
進
言
。 

 
 
 
 
 

（
244
～
247
） 

3

平
分

 
 

 

堤
防
工
事 

九

 

40 

梅
村
、
洪
水
対
策
の
た
め
に
堤
防
工
事
に
着
手
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
248
～
252

 ）

 

41 

梅
村
、
堤
防
工
事
の
現
場
を
訪
れ
工
事

 
 
 
 
 
 

（
252
～
256

 

の
遅
れ
に
対
処
。

）

 

42 

堤
防
が
完
成
し
、
祝
宴
が
催
さ
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
256
～
261

 

る
。

）

 

43 

祝
宴
に
梅
村
・
お
つ
る
が
参
加
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
261
～
268

 ）

 

4 

梅
村
・
お
つ
る

後
も
祝
宴
は
続
く
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
268
～
275
） 

4

退
席

 
 

 

合
羽
屋
お
ら
く 

十

 

45 

梅
村
、
密
通
を
厳
し
く
禁
止
す
る
と
と
も
に

 
 
 

（
276
～
279

 

、
遊
女
屋
を
設
置
。

）

 

46 

六
人
の
女
を
密
通
の
疑
い
で
取
り
調
べ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
279
～
285

 ）

 

47 

村
山
三
郎
、
お
ら
く
と
吉
住
弘
之

 

（
286
～
299

 

進
を
発
見
し
、
お
ら
く
を
お
ど
す
。

）

 

48 

お
ら
く
と
下
女
お
か
ね
を
尋
問
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
99
～
303
） 

2
 

9 
。 

4

お
ら
く
・
お
え
い
と
、
吉
住
弘
之
進
・
礼
助
に
対
す
る
処
罰
の
言
い
渡
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
303
～
311

 ）
 

50 

（
十
二
月
二
日
）
お
ら
く
、
制
札
場
で
晒
し
の
刑
に
処
せ
ら
れ
る
。 

 
 

312
～
316
） 

（

 
 

 

51

梅
村
の
お
ら
く
へ
の
意
趣
返
し
を
う
わ
さ
し
、
戦
々
恐
々
と
す
る
人
々
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
316

319
） 

～

 

2 

う
。 

5

藤
兵
衛
・
五
郎
作
ら
百
姓
、
居
酒
屋
で
お
ら
く
・
梅
村
に
つ
い
て
語
り
合

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
319
～
332
） 

 

第
二
編 

梅
村
速
水 

 
 
 

一 

 

〔
1
〕 

2
～
6 

(一)

 

〔
2
〕 

6
～
8 

 

〔
3
〕 

9
～
13 

 

〔
4
〕 

13
～
18 

 

5

 

18
～
20 

〔

〕

 
 
 

二 

 

〔
6
〕 

30
～
36 

(二)

 

〔
7
〕 

46
～
49 

(三)

 

〔
8
〕 

49

50 

～

 

〔
9
〕 

50 

 

〔
10
〕 

50
～
51 

 

〔
11
〕 

51
～
56 

 

2

 

56
～
58 

〔
1
〕

 
 
 

三 

 

〔
13
〕 

48
～
54 

(四)

 

4

 

54
～
59 

〔
1
〕

 
 
 

四 

 

〔
15
〕 

48
～
53 

(五)

 

〔
16
〕 

54
～
55 

 
 

55
～
58 

〔
17
〕

 
 
 

五 

 

〔
18
〕 

50
～
54 

(六)

 
〔
19
〕 

54
～
57 

 
〔
20
〕 

50
～
53 

(七)

 

〔
21
〕 

53
～
55 

 

〔
22
〕 
55
～
56 

 

〔
23
〕 

57
～
58 
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六 

 
〔
24
〕 

46 
 
 

(八)

 

〔
25
〕 

46
～
56 

 

〔
26
〕 
56

57 

～
 

7

 
57 

〔
2
〕

 
 
 

七 

 

〔
28
〕 

48
～
51 
(九)   

〔
29
〕 

51
～
57 

〔
30
〕

 
 
 

八  

57
～
58 

 

〔
31
〕 

46
～
47 

(十)

 

〔
32
〕 

48
～
50 

 

〔
33
〕 

50
～
52 

 

〔
34
〕 

52
～
55 

 

〔
35
〕 

55
～
57 

一 

梅
村
速
水 

7 6 5 4 3 2 1 

第
二
部 

奔
流 

 
 
 
 

（
学
会
版
） 

〔
5
〕 

〔
4
上
〕 

〔
3
下
〕 

〔
4
下
〕 

〔
3
上
〕 

〔
2
〕 

〔
1
〕 

 

一 

（一） 

〔
1
〕

 
〔
2
〕

 

〔
3
〕

 

〔
4
〕

 

〔
5
〕

 
 

第
二
編 

梅
村
速
水 

 
 
 
 
 

（
初
稿
） 

 

 

六 

弥
平
と
徳
兵
衛 

五 

旧
弊
一
新 

四 

小
さ
い
一
人 

三 

労
働
と
諦
念 

二 

お
つ
る 

28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 

〔
20
上
〕 

 

〔
12
〕 

〔
10
〕 

〔
9
〕 

〔
8
〕 

〔
7
〕 

〔
6
〕 

〔
17
〕 

〔
16
〕 

〔
15
〕 

 

〔
11
下
〕 

〔
14
〕 

〔
13
〕 

 

 二 

 

四 

 

三 

 

 
（三） (二) （五） （四） 

 

〔
7
〕 

〔
8
〕 

〔
9
〕 

〔
10
〕 

〔
11
〕 

〔
12
〕 

〔
6
〕 

〔
15
〕 

  

〔
16
〕 

  

〔
17
〕 

〔
13
〕 

 

〔
14
〕 
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九 

堤
防
工
事 

八 

神
を
瀆
す
る
も
の 

 

七 

下
々
の
下
国 

 

 

44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 

〔
30
〕 

〔
29
〕 

〔
28
〕 

〔
23
〕 

〔
22
〕 

〔
27
〕 

〔
26
〕 

〔
25
下
〕 

〔
18
下
〕 

〔
20
下
〕 

〔
25
上
〕 

〔
24
〕 

〔
19
〕 

〔
21
〕 

〔
11
上
〕 

〔
18
上
〕 

 

七 

 

六 五 

 

（九） （八） （七） （六）  

〔
28
〕

  

〔

 

29
〕

 

〔
30
〕

〔
24
〕

  

〔
25
〕

  

〔
26
〕

  

〔
27
〕

〔
20
〕

〔
21
〕

〔
22
〕

〔
23
〕

〔
18
〕

〔
19
〕

 

 

十 

合
羽
屋
お
ら
く 

52 51 50 49 

 

48 47 46 45 

 

〔
31
下
〕 

〔
35
〕 

〔
34
上
〕 

〔
33
〕 

〔
34
下
〕 

〔
32
〕 

 

〔
31
上
〕 

八 

（十） 

〔
31
〕 

  

〔
32
〕 

  

〔
33
〕 

  

〔
4

〕 

3  

〔
35
〕 

後
に
あ
げ
た
対
照
表
は
、
学
会
版
を
基
準
と
し
、
初
稿
を
い
わ
ば
そ
れ
に
合
わ
せ
る
形
で

作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
結
果
、
初
稿
の
単
位
の
順
番
が
前
後
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
い
た
し

方
が
な
い
。
ど
ち
ら
の
順
も
変
え
ず
に
行
な
う
と
い
う
方
法
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の

場
合
に
は
対
応
す
る
単
位
を
線
か
何
か
で
結
ぶ
し
か
な
く
、
網
目
状
の
錯
綜
し
た
も
の
が
で
き

あ
が
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
全
体
の
構
成
の
変
化
も
見
え
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う

あ
ろ
う
。 

で

 

も
う
ひ
と
つ
、
こ
の
表
で
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
初
稿
に
も
学
会
版
と
同
様
に
章
を
記
し
た

こ
と
、
ま
た
も
と
も
と
の
章
を
構
成
す
る
単
位
も
記
し
て
お
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

初
稿
の
章
の
並
び
に
も
前
後
が
生
じ
、
ま
た
対
応
部
分
の
単
位
と
も
と
も
と
の
章
を
構
成
す
る

単
位
の
あ
い
だ
に
は
か
な
り
の
ず
れ
が
生
じ
て
い
る
部
分
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

下
段
に
記

し
た
も
の
が
、
も
と
も
と
の
章
を
構
成
す
る
単
位
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
初
稿
の
章
と
し
て
記

し
た
も
の
は
か
な
り
大
雑
把
な
対
応
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
初
稿
に
は
、
章
に
合

わ
せ
て
連
載
の
回
数
も
記
し
て
お
い
た
。
数
字
の
下
に
「
上
」
ま
た
は
「
下
」
と
記
し
た
単
位

は
、
二
つ
に
分
断
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
空
欄
は
す
べ
て
該
当
部
分
な
し
で
あ
る
こ
と
は
い
う
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ま
で
も
な
い
。 

 
 
 
 
 
 

一 

 

前
稿
で
検
討
し
た
第
一
編
か
ら
第
一
部
へ
の
改
稿
に
比
べ
、
第
二
編
か
ら
第
二
部
へ
の
改
稿

は
そ
の
程
度
が
は
な
は
だ
し
い
。
構
成
の
変
更
だ
け
で
は
な
く
、
新
た
に
加
え
ら
れ
た
部
分
も

少
な
く
な
い
。
ま
た
、
省
か
れ
た
部
分
も
あ
る
。
第
一
編
か
ら
第
一
部
へ
の
改
稿
で
は
章
の
並

び
は
基
本
的
に
変
わ
ら
ず
、
構
成
の
変
更
は
ご
く
一
部
に
限
ら
れ
て
い
た
。
新
た
に
加
え
ら
れ

た
部
分
も
少
な
く
、
省
か
れ
た
部
分
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、
前
稿
で
も
強
調
し
て
お
い
た
よ
う

に
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
単
位
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
単
位
内
に
お
け
る
小

さ
な
変
更
は
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
同
じ
く
小
さ
な
追
加
や
省
略
は
少
な
く
な
か
っ
た
。

そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
後
に
ま
と
め
て
補
足
す
る
予
定
で
あ
る
。
と
り
あ
え
ず
は
全
体
の
基
本

的
な
改
稿
の
あ
り
方
を
明
ら
か
す
る
こ
と
。
そ
の
た
め
に
選
ん
だ
方
法
が
、
形
式
的
に
分
節
可

能
な
単
位
の
、
そ
の
単
位
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
比
較
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
以
下
、
構
成
の
変
更
、
新

に
加
え
ら
れ
た
部
分
、
省
か
れ
た
部
分
の
順
に
検
討
し
て
い
く
。 

た

 

構
成
の
変
更
は
大
き
く
い
っ
て
三
箇
所
あ
る
。第
一
は
、学
会
版
の
単
位
番
号
で
い
え
ば
3
か

ら
6
ま
で
の
部
分
で
あ
る
。
第
二
は
、
学
会
版
で
は
七
章
と
八
章
の
全
範
囲
に
わ
た
る
30
か
ら

39
ま
で
。
そ
し
て
第
三
は
、
49
か
ら
51
ま
で
の
部
分
で
あ
る
。
第
二
は
二
つ
の
章
に
分
か
れ

て
い
る
が
、
二
つ
は
連
続
し
、
か
つ
相
互
に
関
連
し
合
っ
て
い
る
の
で
一
括
し
て
扱
う
。
わ
か

る
よ
う
に
、
そ
の
ほ
か
に
小
さ
な
変
更
も
い
く
つ
か
あ
る
。
学
会
版
四
章
の
部
分
に
は
〔
11
下
〕

が
あ
り
、
六
章
に
は
〔
20
上
〕
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
初
稿
で
は
同
じ
単
位
で
あ
っ
た
〔
11
上
〕、

〔
20
下
〕
が
そ
れ
ぞ
れ
七
章
と
八
章
に
あ
る
の
で
、
第
二
の
変
更
を
検
討
す
る
際
に
扱
う
。
ま

た
九
章
の
は
じ
め
に
は
〔
31
上
〕
が
あ
る
。
こ
れ
も
、
初
稿
で
は
同
じ
単
位
だ
っ
た
〔
31
下
〕

が
学
会
版
の
51
の
部
分
に
対
応
し
て
い
る
の
で
、
第
三
の
変
更
を
検
討
す
る
際
に
触
れ
る
。
そ

し
て
、
変
更
は
実
は
も
う
ひ
と
つ
あ
る
。
こ
れ
ま
で
と
は
少
々
異
な
る
章
レ
ヴ
ェ
ル
の
変
更
、

つ
ま
り
は
章
ま
る
ご
と
の
変
更
で
あ
る
。
初
稿
二
章
が
四
章
の
あ
と
に
置
か
れ
て
い
る
の
が
そ

れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
決
し
て
小
さ
な
変
更
と
は
い
え
な
い
が
、
論
の
展
開
上

後
に
扱
う
こ
と

に
す
る
。 

 

ま
ず
は
第
一
の
変
更
、
学
会
版
の
3
か
ら
6
ま
で
の
部
分
で
あ
る
。
学
会
版
3
か
ら
6
ま

で
に
対
応
し
て
い
る
の
は
初
稿
の
〔
3
〕
と
〔
4
〕
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
に
分

断
さ
れ
、
互
い
に
抱
き
合
わ
せ
る
よ
う
な
形
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。〔
3
上
〕
は
前
の

〔
2
〕
と
連
続
し
て
い
る
と
い
え
る
が
、
学
会
版
の
3
が
〔
4
下
〕
と
と
も
に
構
成
さ
れ
て

る
の
で
そ
れ
も
ひ
っ
く
る
め
て
考
え
る
。 

い

 

要
約
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
学
会
版
の
こ
の
部
分
は
、
鎮
撫
使
先
発
隊
の
竹
山
寛
三
郎
の
後

任
と
し
て
、
梅
村
速
水
が
飛

高
山
に
や
っ
て
く
る
場
面
か
ら
は
じ
ま
り
、
郡
中
会
所
総
代
が

梅
村
に
願
書
を
提
出
し
て
怒
り
を
買
い
蟄
居
を
命
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て
い
る
。
そ
の

あ
い
だ
に
、
竹
沢
と
梅
村
の
会
見
、
山
王
祭
を
直
前
に
し
た
飛

を
去
る
竹
沢
（
脇
田
頼
三
か

ら
事
情
を
聞
く
梅
村
を
含
む
）、
地
役
人
に
よ
る
二
十
ヶ
条
の
伺
書
の
提
出
（
梅
村
の
就
任
宣
言

を
含
む
）
が
順
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
初
稿
で
は
、
梅
村
到
着
の
あ
と
に
飛

を

去
る
竹
沢
が
描
か
れ
、
続
け
て
地
役
人
に
よ
る
伺
書
の
提
出
が
記
さ
れ
て
い
た
。
竹
沢
と
梅
村

の
会
見
の
場
面
は
そ
の
あ
と
に
あ
り
、

後
に
郡
中
会
所
総
代
か
ら
の
願
書
提
出
云
々
が
記
さ

て
い
た
の
で
あ
る
。 

れ

 

構
成
変
更
の
理
由
は
も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
初
稿
で
は
、
竹
沢
が
去
っ
た
あ
と
に
梅
村

と
の
会
見
が
記
さ
れ
て
お
り
、
時
間
が
前
後
し
て
い
る
。
学
会
版
に
お
け
る
変
更
は
主
と
し
て

そ
れ
を
正
す
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
要
約
に
お
い
て
も
（ 

）
付
き
で
日
付
を
記
し

て
お
い
た
よ
う
に
、
梅
村
の
高
山
入
り
は
三
月
一
日
で
、
翌
日
竹
沢
と
の
会
見
を
行
な
っ
て
い

る
。
地
役
人
の
伺
書
は
三
月
十
四
日
に
提
出
さ
れ
、
郡
中
会
所
総
代
の
願
書
の
提
出
は
三
月
十

七
日
で
あ
っ
た
。
日
付
は
す
べ
て
学
会
版
に
明
記
さ
れ
、
初
稿
で
も
三
月
十
七
日
を
除
く
ほ
か

は
記
さ
れ
て
い
た
。
竹
沢
が
飛

を
去
っ
た
日
だ
け
が
い
ず
れ
に
も
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、

山
王
祭
が
三
月
十
五
日
で
あ
る
こ
と
は
い
ず
れ
に
も
記
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
祭
り
が
近
づ
き
つ

つ
あ
っ
た
頃
、
竹
沢
は
そ
れ
を
待
た
ず
に
出
発
し
た
こ
と
が
、
こ
れ
ま
た
い
ず
れ
に
も
記
さ
れ

い
た
。
学
会
版
は
、
ま
さ
に
日
付
に
し
た
が
っ
た
形
に
書
き
改
め
た
の
で
あ
る
。 
て

 
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
小
説
は
必
ず
し
も
時
間
的
な
順
序
に
し
た
が
っ
て
記
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
第
一
編
か
ら
第
一
部
へ
の
改
稿
に
お
い
て
も
、
同
様

の
理
由
か
ら
変
更
を
加
え
た
と
考
え
ら
れ
る
部
分
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
の
時
間
順
序

へ
の
変
更
は
必
ず
し
も
よ
り
よ
い
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
部
分
は

―44― 
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や
は
り
、
改
稿
に
よ
っ
て
よ
り
よ
い
構
成
に
な
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
竹
沢
が
去
っ
た

あ
と
に
、
こ
と
さ
ら
時
間
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
梅
村
と
の
会
見
を
記
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由

見
あ
た
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

は

 

後
に
、
対
照
表
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
点
が
あ
る
。
二
つ
に
分
断
さ
れ
た
〔
4
〕
が
、
そ

れ
ぞ
れ
3
の
一
部
と
、
5
及
び
6
に
対
応
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
対
照
表
に
は
前
者
に
〔
4

下
〕、
後
者
に
〔
4
上
〕
と
記
し
て
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
初
稿
で
は
地
役
人
の
伺
書
提

出
、
竹
沢
と
梅
村
と
の
会
見
、
郡
中
会
所
総
代
の
願
書
提
出
の
順
に
な
っ
て
お
り
、〔
4
〕
は
以

上
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
竹
沢
と
梅
村
の
会
見
が
先
に
ま
わ
っ
た
結
果
、
地
役
人
の
伺
書
提
出

と
郡
中
会
所
総
代
の
願
書
提
出
が
残
る
こ
と
に
な
っ
た
。
地
役
人
の
伺
書
提
出
が
は
じ
め
に
記

さ
れ
て
い
た
関
係
上
、
郡
中
会
所
総
代
の
願
書
提
出
を
含
め
そ
れ
を
〔
4
上
〕
と
し
、
し
た
が

っ
て
竹
沢
と
梅
村
の
会
見
は
〔
4
下
〕
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
前
稿
に
お
い
て
も
述
べ
た
が
、

「
上
」、「
下
」
と
記
し
た
分
断
の
な
か
に
は
、
実
際
は
三
つ
以
上
に
分
か
れ
て
い
る
も
の
が
あ

る
。
だ
が
、
い
ず
れ
の
場
合
も
対
応
関
係
と
し
て
は
二
つ
の
分
断
と
し
て
処
理
し
得
る
も
の
で

あ
る
。
た
だ
そ
の
場
合
に
は
、
今
見
た
よ
う
に
上
、
下
は
正
確
に
前
後
関
係
を
示
す
も
の
に
は

り
得
な
い
。
そ
れ
以
外
は
す
べ
て
上
、
下
は
前
後
に
符
合
す
る
。 

な

 

次
に
第
二
の
変
更
を
検
討
す
る
。
こ
の
部
分
は
範
囲
も
広
く
、
そ
の
変
更
の
あ
り
方
も
極
め

て
複
雑
で
あ
る
。
そ
れ
を
解
き
明
か
す
た
め
に
ま
ず
、
二
つ
に
分
断
さ
れ
た
初
稿
の
そ
れ
ぞ
れ

の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い
。
つ
ま
り
、
分
断
さ
れ
上
、
下
と
な
っ
た
そ

れ
ぞ
れ
の
要
約
を
試
み
る
こ
と
で
あ
る
。
分
断
さ
れ
た
単
位
は
〔
11
〕、〔
18
〕、〔
20
〕、〔
25
〕

の
四
つ
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
〔
11
〕
と
〔
20
〕
は
分
断
さ
れ
た
一
方
が
他
の
部
分
を
構
成
し
て

る
が
、
そ
れ
を
も
含
め
て
記
し
て
お
く
。 

い

  

〔
11
上
〕 

梅
村
の
行
な
っ
た
救
恤
政
策
の
ひ
と
つ
、
憐
窮
使

つ
い
て
。 

に

 

〔
11
下
〕 

梅
村
・
お
つ
る
、
捨
て
児
発
見
を
話
題
に
す
る
。 

 

〔
18
上
〕 

飛

の
国
の
窮
乏
と
そ
れ
に
対
す
る

村
の
考
え
。 

梅

 

〔
18
下
〕 

梅
村
に
対
す
る
百
姓
た
ち
の
不
満

 。

 

〔
20
上
〕 

商
法
局
長
江
馬
弥
平
に
つ
い
て
。 

 

〔
20
下
〕 

梅
村
に
対
す
る
商
人
た
ち
の
不
満
。 

 

〔
25
上
〕 

梅
村
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
不
満
。 

 

〔
25
下
〕 

祭
り
の
準
備
中
役
人
が
お
社
の
御
神
体
を
調
べ
に
来
て
没
収
、
祭
り
は
中
止
と

な
る
。 

  

以
上
の
よ
う
に
ま
と
め
て
み
れ
ば
、
こ
れ
ら
が
な
ぜ
分
断
さ
れ
、
対
照
表
の
よ
う
な
形
に
配

置
し
直
さ
れ
た
の
か
が
お
お
よ
そ
は
見
え
て
く
る
。
ま
ず
、
右
の
う
ち
で
ひ
と
く
く
り
に
な
る

と
考
え
ら
れ
る
の
は
、〔
18
下
〕、〔
20
下
〕、〔
25
上
〕
の
三
つ
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
が
、
梅

村
に
対
す
る
不
満
に
つ
い
て
の
記
述
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
実
際
、
そ
れ
ら
の
三
つ
が
ひ
と

つ
に
ま
と
ま
り
学
会
版
の
35
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
が
是
非
と
も
行
な

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
か
ど
う
か
は
ま
た
別
の
問
題
で
あ
る
。 

わ

 

先
に
見
た
第
一
の
変
更
、
つ
ま
り
は
竹
沢
と
梅
村
の
会
見
の
場
面
の
移
動
は
明
ら
か
な
改
善

で
あ
っ
た
。
時
間
順
序
を
冒
し
て
ま
で
、
初
稿
の
よ
う
な
形
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
初
稿
は
や
や
不
用
意
な
構
成
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
部
分
は
決
し
て
不
用
意
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
し
た

っ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
は
ま
た
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
っ
た
。 

が

 

〔
18
下
〕
は
梅
村
に
対
す
る
百
姓
た
ち
の
不
満
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
〔
18
上
〕
に

あ
る
、
飛

の
国
の
貧
窮
に
つ
い
て
の
梅
村
の
考
え
に
対
す
る
反
発
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
。

梅
村
は
、
飛

の
貧
窮
の
原
因
を
百
姓
た
ち
の
無
気
力
に
あ
る
と
し
、
怠
け
者
の
百
姓
を
鞭
打

ち
労
働
力
を
あ
げ
、
新
田
開
発
に
専
念
す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
れ
に
対
し
て

百
姓
た
ち
は
、「
新
開
々
々
つ
て

め
つ
さ
う

滅
相
な
！ 

年
貢
が
重
う
て
ど
う
も
な
ら
ん
で
、
田
圃
を
へ
ら

さ
う
と
思
つ
と
る
く
ら
ゐ
な
ん
じ
や
に
。」「
国
益
じ
や
の
、
村
の
た
め
じ
や
の
つ
て
、

お止
い
て

貰
は
ま
い
か
よ
。
み
ん
な
お
上
で
年
貢
の
取
立
を
殖
や
し
た
い
か
ら
じ
や
わ
い
。」
と
い
っ
た
形

で
反
発
す
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
初
稿
の
〔
18
〕
は
そ
れ
な
り
に
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
を

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 
持

 
〔
20
上
〕
と
〔
20
下
〕、
つ
ま
り
は
〔
20
〕
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
商
法
局
長
の
江
馬
弥
平

が
登
場
し
、
経
済
面
に
お
け
る
改
革
が
次
々
と
実
行
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
、
商
人
た
ち
の
不

満
が
つ
の
る
。
そ
れ
は
む
ろ
ん
江
馬
に
対
す
る
不
満
で
も
あ
る
が
、
結
局
は
梅
村
へ
の
不
満
で

あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
改
革
に
お
け
る
新
た
な
政
策
は
、
一
言
で
い
え
ば
統
制
経
済

―45― 
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で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
主
要
な
生
産
物
や
商
品
の
相
対
売
買
を
禁
止
し
、
商
法
局
が
一
手
に

買
い
あ
げ
る
と
い
っ
た
や
り
方
で
あ
る
。
当
然
の
ご
と
く
、
商
人
た
ち
か
ら
は
、「
商
法
局
は

お
り己

た
ち
か
ら
商
売
を
と
り
あ
げ
て
、
み
ん
な
ひ
ぼ
し

、
、
、
に
す
る
つ
も
り
に
違
ひ
な
い
。」「
な
あ
に
、

国
を
富
ま
す
の
、
人
民
を
救
ふ
の
つ
て
み
ん
な
口
先
ば
か
り
で
、
実
は
梅
村
ひ
と
り
で
儲
け
る

の
さ
。
勤
王
は
き
ん
の
う

、
、
、
、
で
も
、
金
王
の
方
じ
や
で
な
ア
。」
と
い
っ
た
不
満
が
噴
出
す
る
の
で

る
。 

あ

 

初
稿
の
〔
25
〕
も
ま
た
、
不
都
合
な
構
成
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
き
は
祭
り
の
前
夜
、

人
々
が
明
日
の
準
備
の
た
め
に
集
ま
っ
て
き
た
。
こ
の
ご
ろ
は
人
が
寄
れ
ば
梅
村
の
悪
口
が
出

な
い
こ
と
は
な
い
。
こ
の
晩
も
さ
ま
ざ
ま
な
不
満
が
語
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
突
然
、
役
人
が

っ
て
き
て
お
社
の
御
神
体
を
没
収
し
、
祭
り
の
中
止
を
命
じ
て
去
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。 

や

 

初
稿
の
〔
18
〕、〔
20
〕、〔
25
〕
は
い
ず
れ
も
そ
れ
な
り
に
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
を
持
っ
た

構
成
に
は
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
つ
に
分
断
さ
れ
る
必
要
は
な
か
っ
た
と

も
い
え
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
あ
え
て
分
断
さ
れ
た
の
に
は
む
ろ
ん
理
由
が
あ
る
。
し
か
し
そ

れ
は
、
梅
村
に
対
す
る
不
満
の
記
述
を
ひ
と
つ
に
ま
と
め
る
た
め
で
は
お
そ
ら
く
な
か
っ
た
。

少
な
く
と
も
、
そ
れ
が
第
一
の
目
的
で
は
な
か
っ
た
。
目
的
は
た
ぶ
ん
、
分
断
さ
れ
た
そ
れ
ぞ

の
も
う
一
方
の
部
分
に
関
わ
り
、
ま
た
全
体
の
構
成
の
問
題
と
関
わ
っ
て
い
る
。 

れ

 

そ
こ
で
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
学
会
版
六
章
で
あ
る
。「
弥
平
と
徳
兵
衛
」
と
題
さ
れ
た
こ
の

章
は
、
江
馬
弥
平
が
勧
農
方
の
柏
木
徳
兵
衛
の
家
を
訪
れ
、
一
夜
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
ら
を
語

り
合
う
と
い
う
の
が
そ
の
中
心
的
内
容
で
あ
る
が
、
対
照
表
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
こ

は
ほ
ぼ
学
会
版
で
新
た
に
加
え
ら
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
部
分
で
あ
っ
た
。
こ
の
部
分
の
中
心
的

人
物
は
む
ろ
ん
弥
平
で
あ
り
、
か
な
り
詳
し
い
生
い
た
ち
も
記
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、〔
20
上
〕

は
い
わ
ば
そ
の
部
分
へ
と
移
動
し
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
は
、〔
20
上
〕
を
大
幅
に
ふ
く
ら

ま
せ
る
形
で
新
た
な
章
が
生
ま
れ
た
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
大
幅
な

追
加
が
行
な
わ
れ
た
の
か
は
、
の
ち
に
新
た
に
加
え
ら
れ
た
部
分
を
検
討
す
る
際
に
考
え
る
が
、

分
断
の
目
的
は
た
ぶ
ん
、〔
20
上
〕
を
新
た
な
章
に
移
動
す
る
た
め
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
中
心
と

し
て
新
た
な
章
を
構
成
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
商
人
た
ち
の
不
満
が
記
さ
れ
た
〔
20

〕
が
い
わ
ば
残
さ
れ
る
形
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

下

 

〔
18
〕
も
ま
た
同
じ
よ
う
な
事
情
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。〔
18
上
〕

は
学
会
版
七
章
の
は
じ
め
に
位
置
し
て
い
る
が
、「
下
々
の
下
国
」
と
題
さ
れ
た
こ
の
章
は
、
ま

さ
に
「
下
々
の
下
国
」
と
い
わ
れ
る
飛

の
貧
窮
に
関
す
る
こ
と
が
ら
が
ま
と
め
て
記
さ
れ
て

い
た
部
分
で
あ
っ
た
。
そ
の
部
分
に
、
同
様
な
内
容
の
〔
18
上
〕
を
持
っ
て
く
る
と
い
う
の
が

た
ぶ
ん
こ
こ
で
の
目
的
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
や
は
り
百
姓
た
ち
の
不
満
が
記
さ
れ
た
〔
18
下
〕

残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

が

 

そ
し
て
、
以
上
の
い
わ
ば
残
さ
れ
た
二
つ
が
、
梅
村
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
不
満
が
記
さ

れ
る
〔
25
〕
の
部
分
に
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
形
と
し
て
は

〔
25
〕
が
分
断
さ
れ
、
そ
の
あ
い
だ
に
〔
20
下
〕
と
〔
18
下
〕
が
挿
入
さ
れ
る
か
っ
こ
う
に

な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
順
序
は
そ
う
大
き
な
問
題
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。〔
20
下
〕
と
〔
18
下
〕

を
入
れ
か
え
て
も
、
あ
る
い
は
〔
20
下
〕
と
〔
18
下
〕
を
〔
25
〕
の
前
に
持
っ
て
き
て
も
と

り
た
て
て
不
都
合
は
な
か
っ
た
は
ず
で
、
そ
の
場
合
に
は
〔
25
〕
を
分
断
す
る
必
要
も
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。
付
け
加
え
て
い
っ
て
お
け
ば
、
実
は
こ
の
〔
25
〕
も
実
際
は
三
つ
に
分
か
れ
て

お
り
、〔
25
上
〕
が
さ
ら
に
二
つ
に
分
断
さ
れ
、
そ
の
あ
い
だ
に
〔
20
下
〕
と
〔
18
下
〕
が
位

置
し
て
い
る
。
先
の
場
合
と
同
様
、
対
応
関
係
と
し
て
は
二
つ
の
分
断
と
し
て
処
理
し
得
る
の

、
便
宜
上
〔
25
上
〕
を
頭
に
置
い
た
。 

で

 

だ
が
改
め
て
考
え
る
に
、
そ
れ
ら
が
ま
と
め
ら
れ
る
必
要
は
本
当
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
い
う
の
も
、〔
18
上
〕
や
〔
20
上
〕
を
移
動
す
る
際
に
、〔
18
下
〕
や
〔
20
下
〕
も
い
っ
し

ょ
に
す
る
と
い
う
方
法
も
実
は
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
分
断
せ
ず
に
百
姓
や
商
人
の

不
満
の
記
述
の
部
分
も
同
時
に
移
す
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
、
そ
れ
で
特
に
不
都
合
は
な

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
梅
村
に
対
す
る
不
満
の
記
述
は
、
や
は
り
是
非
と
も
ひ

と
つ
に
ま
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た

だ
ひ
と
つ
述
べ
て
お
く
な
ら
ば
、
初
稿
か
ら
学
会
版
へ
の
改
稿
で
は
、
全
体
と
し
て
同
じ
よ
う

な
内
容
の
部
分
を
ま
と
め
よ
う
と
す
る
傾
向
が
は
っ
き
り
と
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
は
、
ば
ら
ば

ら
に
な
っ
て
い
た
も
の
を
で
き
る
限
り
ひ
と
つ
に
ま
と
め
よ
う
と
い
う
意
図
が
あ
る
の
で
あ
る
。

逆
に
い
え
ば
、
そ
れ
ほ
ど
に
初
稿
は
ば
ら
ば
ら
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
ひ
と

つ
の
欠
点
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
の
点
で
、
学
会
版
は
確
か
に
改
善
の
方
向
に
あ
っ

た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
梅
村
に
対
す
る
不
満
の
記
述
も
む
ろ
ん
そ
の
よ
う
な
意
図
に
基
づ
い

て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
ひ
と
つ
に
ま
と
め
れ
ば
よ
い
と
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い
う
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
点
で
や
は
り
疑
問
は
残
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
部
分
に

つ
い
て
は
い
ず
れ
が
構
成
と
し
て
す
ぐ
れ
て
い
る
か
は
、
に
わ
か
に
判
断
を
下
し
難
い
の
で
あ

。 

る

 

分
断
さ
れ
た
も
の
で
は
も
う
ひ
と
つ
、〔
11
〕
が
残
っ
て
い
る
。
こ
の
〔
11
〕
は
、
こ
れ
ま

で
と
は
や
や
異
な
る
部
分
を
含
ん
で
い
る
。
ま
ず
は
〔
11
上
〕
で
あ
る
が
、
こ
の
部
分
は
こ
れ

ま
で
と
同
様
、
同
じ
よ
う
な
内
容
を
ひ
と
つ
に
ま
と
め
る
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。〔
11
上
〕
が
対
応
し
て
い
る
学
会
版
の
31
は
、
梅
村
の
行
な
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
救
恤
政
策

が
記
さ
れ
て
い
る
。
31
に
対
応
す
る
初
稿
の
も
う
一
方
の
〔
21
〕
も
む
ろ
ん
同
様
で
、
そ
こ
に

は
常
平
倉
の
建
設
や
富
救
会
、
施
薬
院
の
設
置
と
い
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
部
分

に
、
救
恤
政
策
の
ひ
と
つ
で
あ
る
憐
窮
使
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
〔
11
上
〕
が
加
え
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、〔
11
〕
の
分
断
も
ま
た
同
じ
よ
う
な
内
容
を
ま
と
め
る
た
め
で
あ
っ
た
と

っ
て
よ
い
の
だ
が
、
一
方
の
〔
11
下
〕
は
少
々
異
な
る
の
で
あ
る
。 

い

 

〔
11
下
〕
は
ひ
と
つ
だ
け
や
や
離
れ
た
形
で
学
会
版
四
章
の
は
じ
め
に
位
置
し
て
い
る
。
こ

の
章
は
田
植
え
の
場
面
が
中
心
を
な
し
、
赤
ん
坊
が
一
人
残
さ
れ
た
百
姓
家
に
梅
村
が
雨
宿
り

を
す
る
と
い
っ
た
こ
と
が
お
り
込
ま
れ
て
い
る
。
梅
村
は
一
人
泣
く
赤
ん
坊
を
哀
れ
に
思
い
親

を
呼
び
に
や
り
、
戻
っ
て
き
た
母
親
を
叱
責
す
る
。
そ
の
こ
と
が
ま
た
梅
村
の
悪
口
の
種
に
も

な
っ
て
い
く
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
内
容
の
部
分
の
頭
に
〔
11
下
〕
を
持
っ
て
き
て
い
る
の
で

あ
る
。
先
に
ま
と
め
た
よ
う
に
、〔
11
下
〕
は
捨
て
児
発
見
に
苦
悩
す
る
梅
村
と
お
つ
る
の
姿
が

描
か
れ
て
い
た
。
田
植
え
の
場
面
が
中
心
を
な
す
こ
の
章
に
、
そ
れ
と
は
一
見
異
な
る
こ
の
よ

な
記
述
を
な
ぜ
持
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

う

 

初
稿
で
は
こ
の
部
分
、
捨
て
児
発
見
に
苦
悩
す
る
梅
村
と
お
つ
る
は
二
章
に
描
か
れ
て
い
た
。

初
稿
二
章
は
ほ
ぼ
全
体
が
学
会
版
の
五
章
へ
と
移
行
し
て
い
る
が
、
対
照
表
を
見
れ
ば
わ
か
る

よ
う
に
、
学
会
版
で
は
〔
11
〕
だ
け
が
欠
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
初
稿
で
は
そ
の
部
分
に
〔
11
〕

が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
部
分
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
の
か
は
、
学
会

版
の
20
か
ら
25
ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
に
付
し
た
要
約
の
と
お
り
で
あ
る
。〔
11
〕
を
除
い
て
、
初

稿
と
学
会
版
は
順
序
も
ま
っ
た
く
変
わ
ら
ず
に
対
応
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
は
同
時
に
ほ
ぼ
初

稿
に
お
け
る
内
容
で
も
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。〔
11
〕
の
す
ぐ
あ
と
に
続
く
〔
12
〕、

学
会
版
で
は
25
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
梅
村
と
お
つ
る
が
花
売
り
の
少
女
か
ら
花
を
買
い
、
梅

村
み
ず
か
ら
が
建
て
た
捨
て
児
の
墓
に
詣
で
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
初

稿
で
は
〔
11
下
〕
と
〔
12
〕
は
い
わ
ば
内
容
的
に
連
続
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
捨
て
児

の
発
見
に
梅
村
と
お
つ
る
が
苦
悩
す
る
と
い
う
の
が
、〔
11
下
〕
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
形
で
連
続
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
〔
11
下
〕
は
他
に
移
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う

。
し
か
も
、
一
見
唐
突
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
学
会
版
四
章
の
頭
へ
で
あ
る
。 

か

 

と
こ
ろ
で
、〔
11
〕
の
前
の
部
分
に
は
何
が
記
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
〔
6
〕

か
ら
〔
10
〕
ま
で
、
学
会
版
で
は
20
か
ら
24
ま
で
の
部
分
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
梅
村
の
新

た
な
政
策
が
こ
と
細
か
に
記
さ
れ
て
い
た
。
新
た
に
高
山
県
が
誕
生
し
た
の
に
と
も
な
い
、
梅

村
は
知
事
に
任
命
さ
れ
る
。
そ
こ
で
梅
村
は
、
高
山
県
知
事
の
名
で
布
告
を
発
表
す
る
。
第
一

か
ら
第
五
ま
で
、
布
告
と
い
う
形
で
梅
村
の
政
策
が
順
序
正
し
く
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
江
馬
弥
平
が
そ
の
局
長
を
務
め
る
商
法
局
の
設
置
も
、
弥
平
と
一
夜
語
り
合
っ
た
柏
木

徳
兵
衛
の
役
職
で
あ
っ
た
勧
農
方
の
創
設
も
、
こ
の
布
告
に
謳
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

要
す
る
に
、
こ
こ
は
梅
村
の
発
し
た
布
告
な
い
し
は
新
た
な
政
策
と
し
て
き
っ
ち
り
と
ま
と
ま

っ
て
い
る
部
分
な
の
で
あ
る
。
学
会
版
で
は
、
そ
こ
に
突
然
と
捨
て
児
発
見
と
墓
に
詣
で
る
梅

村
と
お
つ
る
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
初
稿
で
も
そ
れ
は
似
た
よ
う
な
事
情

で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
た
だ
、
初
稿
で
は
捨
て
児
発
見
に
苦
悩
す
る
梅
村
と
お
つ
る
の
記
述
の

前
に
憐
窮
使
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
〔
11
上
〕
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
そ

れ
ほ
ど
唐
突
な
感
じ
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
憐
窮
使
の
創
設
も
ま
た
梅
村
の
政
策
の
ひ
と
つ
だ
っ

た
か
ら
で
あ
り
、
捨
て
児
に
対
す
る
梅
村
の
反
応
は
憐
窮
使
創
設
の
意
図
と
か
ら
ん
で
い
た
と

い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
憐
窮
使
と
は
窮
民
を
憐
れ
み
そ
れ
を
救
う
た
め
の

職
で
あ
る
。 

役

 

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
学
会
版
よ
り
も
初
稿
の
方
が
よ
り
ま
し
で
は
な
い
か
と
も
思
わ

れ
る
の
だ
が
、
初
稿
も
少
々
強
引
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
し
て
、
初
稿
に
は
学
会
版
で

は
回
避
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
あ
る
欠
点
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
捨
て
児
発
見
と
そ
の
墓
参
り
の

記
述
が
ま
さ
に
連
続
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
少
々
拙
速
の
感
を
ぬ
ぐ
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
梅

村
は
捨
て
児
の
た
め
に
立
派
な
墓
を
建
て
、
そ
こ
に
み
ず
か
ら
の
碑
銘
を
刻
ま
せ
た
。
そ
し
て
、

梅
村
は
お
つ
る
を
と
も
な
い
で
き
た
ば
か
り
の
墓
に
詣
で
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
捨

て
児
発
見
か
ら
す
ぐ
さ
ま
墓
の
建
設
と
墓
参
り
へ
と
い
う
こ
の
展
開
に
は
、
ど
こ
か
あ
わ
た
だ
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し
い
感
じ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
ぶ
ん
、
こ
の
作
品
全
体
の
書
か
れ
方
に
関
わ
っ
て
い

。 
る

 

こ
の
作
品
は
、
慶
応
四
年
一
月
二
十
三
日
か
ら
は
じ
ま
り
、
明
治
二
年
四
月
二
十
日
、
梅
村

に
代
わ
る
新
し
い
知
事
の
就
任
で
ほ
ぼ
終
え
ら
れ
る
。
慶
応
四
年
は
す
な
わ
ち
明
治
元
年
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
間
約
一
年
三
ヶ
月
で
あ
る
。
た
だ
し
慶
応
四
年
は
太
陰
暦
に
お
け
る
閏
年
に
あ

た
る
。
す
な
わ
ち
、
十
二
ヶ
月
の
ほ
か
に
閏
月
が
加
わ
り
十
三
ヶ
月
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

一
年
三
ヶ
月
と
い
っ
た
が
実
は
十
六
ヶ
月
に
な
る
。
こ
の
年
の
閏
月
は
四
月
で
あ
っ
た
。
い
う

ま
で
も
な
く
、
太
陽
暦
が
採
用
さ
れ
た
の
は
明
治
五
年
で
あ
り
、
こ
の
作
品
は
む
ろ
ん
太
陰
暦

で
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
て
、
そ
の
十
六
ヶ
月
あ
ま
り
を
、
こ
の
作
品
は
ほ
ぼ
時
間
の
経
過
に
し

た
が
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
。
要
約
に
は
日
付
を
（ 

）
付
で
記
し
て
お
い
た
が
、
そ
の
進
行
は

遅
々
と
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
相
当
の
長
さ
を
持
つ
作
品
で
あ
る
か
ら
そ
れ

は
当
然
で
あ
る
。
ち
な
み
に
い
え
ば
、
本
稿
の
対
象
で
あ
る
第
二
部
及
び
第
二
編
は
他
に
比
べ

て
進
行
が
早
い
。
第
一
部
及
び
第
一
編
は
約
一
ヶ
月
、
第
三
部
（
初
稿
に
は
そ
れ
に
相
当
す
る

第
三
編
と
い
う
べ
き
も
の
は
存
在
し
な
い
こ
と
は
前
稿
で
述
べ
た
）
は
約
五
ヶ
月
。
そ
れ
に
対

し
て
第
二
部
及
び
第
二
編
は
約
十
ヶ
月
に
な
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
の
進
行
は
ゆ
る
や
か

あ
り
、
か
つ
基
本
的
に
は
時
間
順
序
に
し
た
が
っ
て
い
た
。 

で

 

そ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
部
分
は
や
は
り
少
々
拙
速
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い

の
で
あ
る
。
捨
て
児
が
発
見
さ
れ
た
の
が
閏
四
月
十
二
日
、
そ
し
て
墓
が
完
成
し
た
の
は
七
月

の
こ
と
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
捨
て
児
発
見
の
記
述
の
際
に
は
、
学
会
版
、
初
稿
の
い
ず
れ
に

も
日
付
は
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
だ
が
、
墓
完
成
の
記
述
の
部
分
に
は
梅
村
が
み
ず
か
ら
認

め
た
碑
銘
の
全
文
が
、
や
は
り
学
会
版
、
初
稿
の
い
ず
れ
に
も
引
用
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
、

捨
て
児
発
見
の
日
が
記
さ
れ
、
碑
銘
の
日
付
に
「
慶
応
四
年

マ
マ戌

辰
七
月
」
と
刻
ま
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
地
の
文
に
は
七
月
は
じ
め
と
も
記
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
捨
て
児
発
見
か
ら
墓
の

完
成
ま
で
に
は
三
ヶ
月
あ
ま
り
の
時
間
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
初
稿
で
は
、
墓
の
完
成
と
墓
参

り
を
描
く
た
め
に
一
度
三
ヶ
月
前
の
で
き
ご
と
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
、
そ
れ
に
続
け
て
あ
わ
た
だ

し
く
そ
れ
ら
が
描
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
、
学
会
版
で
、
こ
の
部
分
か
ら
捨
て
児
発
見
の
場
面

を
削
除
し
た
の
は
お
そ
ら
く
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
一
度
時
間
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
記
す
こ
と
は
、

小
説
の
書
き
方
と
し
て
特
に
問
題
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
こ
の
作
品
で
は
、
と
り
わ
け

学
会
版
に
お
い
て
は
基
本
的
に
そ
の
よ
う
な
書
か
れ
方
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
部
分
は
、

そ
の
よ
う
な
基
本
的
な
書
か
れ
方
に
そ
う
形
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
支
え
る
形
の
改
稿
で
あ
っ

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

た

 

だ
が
、
学
会
版
は
そ
れ
で
す
べ
て
解
決
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
残
さ
れ
る
形
と
な
っ
た
捨

て
児
の
墓
建
設
と
墓
参
り
の
記
述
は
、
や
は
り
唐
突
の
感
を
ぬ
ぐ
え
な
い
の
で
あ
る
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
し
て
捨
て
児
発
見
の
記
述
が
他
に
移
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
こ
に
残
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
に
は
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
墓
の
完
成
が
七
月
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
記
述
の
前
の
部
分
に
は
梅
村
が
発
表
し
た
五
つ
の
布
告
に
関
す
る

詳
し
い
記
述
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
布
告
発
表
の
日
付
が
七
月
一
日
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
同

じ
月
の
で
き
ご
と
、
そ
れ
か
ら
程
経
ぬ
七
月
は
じ
め
の
で
き
ご
と
と
し
て
お
そ
ら
く
は
こ
こ
に

記
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
、
唐
突
の
感
は
否
定
す
べ
く
も
な
い
。
た
だ
、
ひ
と
つ
だ
け
指

摘
し
て
お
く
な
ら
ば
、
布
告
を
発
表
し
次
々
と
実
行
さ
れ
る
新
た
な
政
策
に
お
け
る
精
神
と
、

捨
て
児
の
墓
を
建
て
よ
う
と
す
る
そ
の
精
神
は
ま
っ
た
く
の
無
関
係
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ

で
あ
ろ
う
。 

た

 

残
さ
れ
た
問
題
は
も
う
ひ
と
つ
あ
る
。〔
11
下
〕、
す
な
わ
ち
捨
て
児
発
見
に
苦
悩
す
る
梅
村

と
お
つ
る
に
関
す
る
記
述
を
、
な
ぜ
学
会
版
四
章
の
は
じ
め
に
持
っ
て
き
た
の
か
と
い
う
点
で

あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
四
章
は
田
植
え
の
場
面
が
そ
の
中
心
を
な
し
て
い
た
。
そ
の
部

分
の
頭
に
〔
11
下
〕
が
す
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
も
や
は
り
唐
突
の
感
は
否
め
な
い

で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
こ
に
持
っ
て
き
た
理
由
は
、
先
と
同
様
お
そ
ら
く
は
時
間
的

な
問
題
で
あ
る
。
捨
て
児
発
見
は
閏
四
月
十
二
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
部
分
の
記
述
に
は

学
会
版
、
初
稿
い
ず
れ
に
も
そ
の
日
付
は
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
梅
村
の
碑
銘
に
そ
れ
が

記
さ
れ
て
い
た
。
閏
四
月
十
二
日
は
現
在
な
ら
五
月
中
旬
か
ら
下
旬
頃
に
あ
た
る
。
山
国
の
飛


で
も
遅
い
田
植
え
が
は
じ
ま
る
時
期
で
あ
ろ
う
。
捨
て
児
発
見
の
記
述
を
こ
の
部
分
に
持
っ

て
き
た
の
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
も
ひ
と
つ
だ
け
指
摘
し

て
お
く
な
ら
ば
、
そ
の
記
述
の
す
ぐ
次
に
描
か
れ
る
、
ひ
と
り
家
に
残
さ
れ
泣
き
叫
ぶ
赤
ん
坊

と
哀
れ
な
捨
て
児
は
重
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
た
ま
た
ま
雨
宿
り
を
し
た
百
姓
家

で
泣
き
叫
ん
で
い
る
赤
ん
坊
を
見
つ
け
、
わ
ざ
わ
ざ
親
を
呼
び
に
や
り
戻
っ
て
き
た
母
親
を
き

つ
く
叱
る
梅
村
の
脳
裏
に
は
、
当
然
捨
て
児
の
影
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。 
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学
会
版
で
は
で
き
る
限
り
時
間
順
序
に
し
た
が
っ
て
記
そ
う
と
し
た
こ
と
が
、
こ
こ
ら
に
も

は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
や
や
唐
突
な
感
じ
の

す
る
部
分
も
生
じ
て
し
ま
っ
た
の
だ
が
、
し
か
し
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
世
の
現
実
に
起
こ
る

で
き
ご
と
は
し
ば
し
ば
唐
突
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
唐
突
な
で
き
ご
と
に
満
ち

あ
ふ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
そ
の
よ
う
な
書
か
れ
方
は
む
し

ろ
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
っ
た
と
い
え
な
い
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
時
間
順
序
と

う
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

い

 

以
上
、
初
稿
で
分
断
さ
れ
た
四
つ
の
単
位
を
中
心
に
検
討
し
た
。
だ
が
、
構
成
の
変
更
は
そ

れ
だ
け
で
は
な
い
。
引
き
続
き
他
の
部
分
を
検
討
す
る
。
ま
ず
は
学
会
版
の
31
後
半
か
ら
33
ま

で
に
対
応
し
て
い
る
〔
21
〕
と
〔
19
〕
で
あ
る
。
こ
こ
は
学
会
版
の
七
章
に
な
る
が
、
対
照
表

に
示
し
た
よ
う
に
、
こ
の
部
分
に
対
応
し
て
い
る
初
稿
の
単
位
は
そ
の
順
番
も
含
め
て
か
な
り

ば
ら
ば
ら
で
あ
る
。〔
18
上
〕、〔
11
上
〕
に
つ
い
て
は
す
で
に
見
た
が
、
そ
れ
に
続
け
て
〔
21
〕、

〔
19
〕
と
並
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
七
章
は
飛

の
貧
窮
に
関
す

る
こ
と
が
ら
が
ま
と
め
て
記
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
り
、〔
21
〕
と
〔
19
〕
は
ま
さ
に
そ
の
意

図
に
そ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。〔
21
〕
は
常
平
倉
の
建
設
や
富
救
会
、

施
薬
院
の
設
置
と
い
た
救
恤
政
策
が
記
さ
れ
て
い
た
部
分
で
あ
る
が
、
そ
の
救
恤
政
策
の
ひ
と

で
あ
る
憐
窮
使
に
つ
い
て
記
さ
れ
た〔
11
上
〕に
そ
れ
が
並
べ
て
記
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

つ

 

〔
19
〕
は
、
一
言
で
い
え
ば
天
保
大
飢
饉
死
者
の
た
め
の
法
要
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
部
分
で

あ
る
。
飛

の
貧
窮
に
関
す
る
こ
と
が
ら
の
ひ
と
つ
と
し
て
過
去
に
起
こ
っ
た
大
飢
饉
に
触
れ
、

そ
の
と
き
の
死
者
を
弔
う
大
法
要
と
し
て
こ
こ
に
描
き
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
少
々
強
引
な
感

じ
が
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
た
だ
こ
こ
で
も
時
間
的
な
問
題
が
か
ら
ん
で
い
た
と
思
わ
れ

る
。
法
要
が
行
な
わ
れ
た
の
は
古
川
町
の
本
光
寺
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
日
付
は
は
っ
き
り
と
は

記
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
八
月
の
下
旬
頃
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
学
会
版
に
は
八

月
二
十
三
日
か
ら
二
十
七
日
ま
で
の
五
日
間
、
東
山
大
雄
寺
で
同
じ
く
天
保
飢
饉
死
者
の
た
め

の
大
法
要
が
行
な
わ
れ
、
そ
の
同
じ
こ
ろ
に
行
な
わ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
要

約
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
あ
た
り
は
七
章
を
含
み
そ
の
前
の
六
章
、
五
章
と
は
っ
き

り
し
た
日
付
は
ほ
と
ん
ど
記
さ
れ
て
い
な
い
。
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
捨
て
児
の
墓
の
完
成

が
七
月
の
は
じ
め
と
記
さ
れ
て
い
た
が
、
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
梅
村
の
布
告
発
表
の
日

付
、
七
月
一
日
く
ら
い
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
時
間
順
序
を
厳
密
に
跡
づ
け
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
だ
が
、
次
の
八
章
の
頭
に
は
明
治
改
元
の
九
月
八
日
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
こ

と
を
考
え
れ
ば
、
天
保
飢
饉
死
者
の
た
め
の
法
要
を
こ
の
部
分
に
持
っ
て
き
た
の
は
時
間
の
問

題
も
考
慮
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

〔
19
〕
と
〔
21
〕
の
順
が
逆
に
な
っ
て
い
る
理
由
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
あ
い
だ
に
位
置
す

る
〔
20
〕
は
二
つ
に
分
断
さ
れ
他
の
部
分
へ
移
動
し
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
初
稿
の
〔
18
〕

か
ら
〔
21
〕
を
順
に
並
べ
て
み
れ
ば
そ
の
内
容
は
相
当
に
ば
ら
ば
ら
で
あ
っ
た
こ
と
は
改
め
て

認
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。 

確

 

と
こ
ろ
で
、
対
照
表
に
は
学
会
版
七
章
に
対
応
す
る
初
稿
の
章
を
五
章
と
示
し
て
あ
る
。

下
段
に
は
五
章
を
構
成
す
る
単
位
を
記
し
て
あ
る
が
、
そ
れ
ら
と
対
応
部
分
に
記
し
た
初
稿
の

単
位
の
あ
い
だ
に
は
か
な
り
の
ず
れ
が
あ
る
。
本
稿
の
は
じ
め
に
も
断
わ
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ

は
初
稿
に
も
学
会
版
と
同
様
に
章
を
記
し
、
ま
た
も
と
も
と
の
章
を
構
成
す
る
単
位
を
も
記
し

て
お
い
た
か
ら
で
あ
る
。
学
会
版
七
章
に
相
当
す
る
初
稿
の
章
と
し
て
は
五
章
の
ほ
か
は
な
く
、

そ
の
結
果
も
と
も
と
の
単
位
と
対
応
部
分
の
単
位
に
か
な
り
の
ず
れ
が
生
じ
た
こ
と
は
い
た
し

方
が
な
い
。
そ
の
よ
う
な
無
理
を
し
て
ま
で
あ
え
て
初
稿
に
章
を
記
し
た
の
は
、
全
体
の
構
成

の
変
化
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
ひ
と
つ
述
べ

て
お
け
ば
、
七
章
と
次
の
八
章
を
ひ
と
く
く
り
に
し
て
見
れ
ば
、
そ
の
ず
れ
は
ほ
ぼ
解
消
さ
れ

。
第
二
の
変
更
と
し
て
七
章
と
八
章
を
一
括
し
て
扱
っ
た
の
は
そ
の
た
め
で
も
あ
っ
た
。 

る

 

次
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
学
会
版
の
八
章
、
38
と
39
に
対
応
し
て
い
る
〔
22
〕

と
〔
23
〕
で
あ
る
。
一
言
で
い
え
ば
、
こ
の
八
章
は
梅
村
の
強
権
的
な
政
策
が
次
々
と
実
行
さ

れ
る
部
分
で
あ
る
。
先
に
も
触
れ
た
が
、
35
と
36
の
部
分
で
は
祭
り
の
準
備
中
、
梅
村
に
対
す

る
不
満
が
語
ら
れ
て
い
る
さ
な
か
役
人
が
や
っ
て
き
て
、
お
社
の
御
神
体
を
没
収
さ
れ
祭
り
の

中
止
が
命
じ
ら
れ
る
。
御
神
体
が
没
収
さ
れ
た
の
は
そ
れ
が
仏
像
で
あ
っ
た
か
ら
で
、
新
政
府

の
方
針
で
あ
り
ま
た
梅
村
の
信
奉
す
る
神
道
に
反
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
新
政

府
の
廃
仏
毀
釈
政
策
の
一
環
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
次
の
37
の
部
分
に
は
他
の
村
々
で
も
同
様
の

御
神
体
調
べ
が
行
な
わ
れ
、
多
く
の
村
で
祭
り
が
中
止
に
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
よ
う
な
強
権
的
政
策
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
い
や
そ
れ
を
さ
ら
に
お
し
進
め
る
も
の
と
し
て
、

こ
こ
に
初
稿
の
〔
22
〕
と
〔
23
〕
が
持
っ
て
こ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。〔
22
〕

―49― 
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は
郷
兵
の
組
織
に
つ
い
て
、〔
23
〕
は
梅
村
に
対
す
る
不
平
分
子
の
捕
縛
等
が
記
さ
れ
て
い
る
。

郷
兵
は
は
じ
め
志
願
制
で
あ
っ
た
が
、
一
部
を
除
い
て
無
給
で
あ
っ
た
た
め
辞
職
者
が
あ
い
つ

ぎ
、
や
が
て
は
強
制
と
な
っ
た
。
不
平
分
子
の
捕
縛
は
あ
ら
ゆ
る
人
に
及
び
、
旅
宿
の
主
人
相

手
に
梅
村
を
批
判
し
た
旅
の
雲
水
ま
で
も
が
捕
ら
え
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
強
権
的
政
策
を

次
々
に
行
な
っ
た
の
も
、
八
章
冒
頭
に
記
さ
れ
る
明
治
改
元
を
は
じ
め
と
す
る
新
政
府
の
政
策

が
背
景
に
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
新
政
府
に
対
し
て
梅
村
は
、
政
策
に
た
が

ぬ
よ
う
監
察
使
を
遣
わ
さ
れ
た
い
と
い
っ
た
進
言
も
行
な
っ
て
い
た
。 

わ

 

初
稿
で
は
、
こ
の
〔
22
〕
と
〔
23
〕
は
明
治
改
元
の
記
述
の
す
ぐ
前
に
お
か
れ
て
い
る
。
加

え
て
い
え
ば
、
そ
れ
を
は
さ
ん
で
そ
の
前
の
〔
21
〕
は
さ
ま
ざ
ま
な
救
恤
政
策
が
記
さ
れ
て
い

た
。
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
〔
18
〕
か
ら
〔
21
〕
ま
で
の
構
成
は
相
当
ば
ら
ば
ら
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
に
〔
22
〕
と
〔
23
〕
を
並
べ
て
み
れ
ば
、
ば
ら
ば
ら
の
感
は
い
っ
そ
う
強
ま
る
と
い
っ
て

い
で
あ
ろ
う
。 

よ

 

後
に
第
三
の
変
更
を
検
討
す
る
。
学
会
版
の
49
か
ら
51
ま
で
の
部
分
で
あ
る
。
初
稿
が
対

応
し
て
い
る
の
は
〔
31
〕、〔
33
〕、〔
34
〕、〔
35
〕
の
四
つ
で
あ
る
。
こ
こ
は
、
合
羽
屋
お
ら

く
と
吉
住
弘
之
進
の
密
通
に
関
す
る
処
罰
が
中
心
に
描
か
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
要
約
に
記

し
た
よ
う
に
、
お
ら
く
と
弘
之
進
そ
れ
ぞ
れ
に
対
す
る
処
罰
の
い
い
渡
し
、
晒
し
の
刑
に
処
せ

ら
れ
る
お
ら
く
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
す
る
人
々
の
反
応
、
と
い
う
の
が
学
会
版
に
お
け
る
お
お

よ
そ
の
展
開
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
初
稿
で
は
、
弘
之
進
に
対
す
る
処
罰
の
い
い
渡
し
、
晒

し
の
刑
に
処
せ
ら
れ
る
お
ら
く
、
そ
の
次
に
お
ら
く
へ
の
い
い
渡
し
が
入
り
、
人
々
の
反
応
と

続
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
初
稿
の
お
か
し
さ
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
刑
執
行
の
あ
と
に
処
罰
の

い
い
渡
し
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
学
会
版
に
お
け
る
変
更
は
む
ろ
ん
、
そ
れ
を
正
す
た

め
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
、
刑
執
行
の
あ
と
に
い
い
渡
し
を
置
く
と
い
う

の
は
必
ず
し
も
ま
ず
い
方
法
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
時
間
順
序
に
は
さ
か
ら
う
が
、

そ
れ
も
ひ
と
つ
の
あ
り
方
で
は
あ
る
。
だ
が
、
一
方
の
弘
之
進
に
対
す
る
い
い
渡
し
が
あ
り
、

お
ら
く
の
刑
執
行
を
記
し
た
あ
と
再
び
お
ら
く
へ
の
い
い
渡
し
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
よ
い
方

法
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
初
稿
に
は
ち
ょ
っ
と
し
た
工
夫
が
あ
っ
た
。
処
罰
い
い

渡
し
の
場
面
を
直
接
描
く
の
で
は
な
く
、
晒
さ
れ
た
お
ら
く
の
傍
ら
に
、
い
い
渡
し
の
書
か
れ

た
木
札
が
立
て
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

付
け
加
え
て
い
っ
て
お
け
ば
、
初
稿
と
は
異
な
り
、
学
会
版
で
は
処
罰
の
い
い
渡
し
は
お
ら

く
、
弘
之
進
の
順
に
な
っ
て
い
る
。
対
照
表
で
〔
34
下
〕
が
〔
33
〕
の
前
に
あ
る
の
は
そ
の
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
い
ず
れ
が
先
か
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
問
題
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、

処
罰
は
お
ら
く
の
母
親
お
え
い
と
、
弘
之
進
の
父
親
礼
助
に
も
下
っ
た
こ
と
は
要
約
に
記
し
た

と
お
り
で
あ
る
。
お
ら
く
の
方
が
母
親
で
あ
っ
た
の
は
、
す
で
に
父
親
が
他
界
し
て
い
た
か
ら

あ
る
。 

で

 

変
更
は
も
う
ひ
と
つ
あ
る
。
初
稿
〔
31
〕
が
分
断
さ
れ
、
51
の
一
部
に
〔
31
下
〕
が
位
置

し
、〔
31
上
〕
は
や
や
離
れ
た
45
の
部
分
に
位
置
し
て
い
る
。
学
会
版
の
51
は
、
お
ら
く
と
弘

之
進
の
処
罰
に
対
す
る
人
々
の
反
応
が
描
か
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
お
ら
く
へ
の
処
罰
を
梅

村
の
意
趣
返
し
と
う
わ
さ
し
戦
々
恐
々
と
す
る
人
々
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
た
。
意
趣
返
し
と

は
、
要
す
る
に
梅
村
が
お
ら
く
を
口
説
い
た
が
意
に
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
む
ご
い
処
罰
を
与

え
た
と
い
う
根
も
な
い
う
わ
さ
で
あ
る
。
51
に
対
応
す
る
も
う
一
方
の
〔
35
〕
も
む
ろ
ん
同
様

の
内
容
だ
が
、
そ
こ
に
〔
31
下
〕
が
付
け
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
記
さ
れ
て
い
た
の

は
、
密
通
な
ら
ぬ
あ
る
売
笑
事
件
で
あ
っ
た
。
母
娘
二
人
暮
し
の
商
人
宿
で
泊
ま
り
の
商
人
を

相
手
に
色
を
ひ
さ
い
で
い
た
こ
と
が
発
覚
し
、
母
娘
と
も
ど
も
手
鎖
の
上
、
三
日
間
の
引
き
ま

わ
し
に
あ
う
と
い
う
で
き
ご
と
で
あ
る
。
先
の
密
通
事
件
に
対
す
る
人
々
の
反
応
が
描
か
れ
て

い
る
部
分
に
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
事
件
を
持
っ
て
き
た
の
は
、
戦
々
恐
々
と
す
る
人
々
を
よ
り
い
っ

そ
う
の
不
安
に
陥
れ
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
事
実
こ
の
事
件
が
あ
っ
て
か
ら
、
い

わ
ゆ
る
曖
昧
屋
と
呼
ば
れ
る
四
、
五
軒
が
夜
逃
げ
を
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
曖
昧
屋
に

と
っ
て
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
こ
と
は
人
々
の
不
安
を
よ
り
い
っ
そ
う
か
き
た
て
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
強
い
て
こ
こ
に
持
っ
て
く
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ど
う
か

は
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
部
分
が
、
初
稿
の
〔
31
〕
を
こ
と
さ
ら
分
断
し
て
も
っ

き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。 

て
 

そ
こ
で
、
も
う
一
方
の
〔
31
上
〕
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
部
分
は
〔
31
下
〕
と
は
や

や
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
先
に
述
べ
た
。
問
題
に
し
て
い
る
第
三
の
変
更
箇
所
を
含
む
十

章
の
は
じ
め
に
そ
れ
は
位
置
し
て
い
る
。
し
か
し
、
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
べ
き
な
の

は
、
実
は
〔
31
下
〕
の
方
な
の
で
あ
る
。
対
照
表
に
記
し
た
よ
う
に
、
学
会
版
十
章
に
対
応
す

る
の
は
初
稿
の
八
章
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
構
成
し
て
い
た
の
は
〔
31
〕
か
ら
〔
35
〕
ま
で
の
五

―50― 
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つ
の
単
位
で
あ
っ
た
。
学
会
版
の
十
章
は
新
た
に
加
え
ら
れ
た
も
の
も
多
く
、
ま
た
〔
32
〕
は

省
略
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
ほ
か
は
す
べ
て
存
在
し
、
そ
れ
ら
は
多
少
の
前
後
は
あ
る
も
の
の

〔
31
上
〕
を
先
頭
に
〔
35
〕
ま
で
は
、
お
お
よ
そ
順
番
に
並
ん
で
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ

ひ
と
つ
〔
31
下
〕
だ
け
が
、〔
35
〕
の
あ
と
の

後
に
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
初
稿
と
同
様
、

章
の
は
じ
め
に
位
置
し
て
い
た
〔
31
上
〕
に
記
さ
れ
て
い
た
の
は
、
密
通
厳
禁
を
は
じ
め
と
す

る
風
儀
取
り
締
り
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
お
ら
く
と
弘
之
進
の
密
通
事
件
も
そ
の
流
れ
に
お
い

て
記
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
梅
村
は
風
儀
取
り
締
り
の
一
方
、
一
見
相
反
す

る
公
然
の
遊
女
屋
を
設
け
さ
せ
た
。
初
稿
に
は
「
も
と
よ
り
風
儀
粛
正
の
目
的
か
ら
で
あ
つ
た
。」

と
だ
け
し
か
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
学
会
版
に
記
す
よ
う
に
、「
事
は
男
女
の
根
づ
よ
い
本

能
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
か
ら
、
二
三
の
布
告
ぐ
ら
ゐ
で
は
到
底
取
締
の
趣
意
を
貫
徹
し
得
な

い
の
を
見
て
取
つ
た
」
か
ら
で
あ
る
。
飴
と
鞭
と
い
う
よ
り
は
、
い
わ
ゆ
る
ガ
ス
抜
き
で
あ
る
。

先
に
見
た
売
笑
事
件
は
、
い
わ
ば
そ
の
関
連
で
記
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
事
件
が
発
覚

し
た
商
人
宿
は
む
ろ
ん
遊
女
屋
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
厳
し
い
処
罰
を
受
け
る
の
で
あ
る
。

そ
う
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
部
分
を
切
り
離
し
、
密
通
事
件
の
処
罰
に
対
す
る
人
々
の
反
応
を

し
た
部
分
に
わ
ざ
わ
ざ
持
っ
て
く
る
必
要
は
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

記

 

以
上
で
、
第
一
か
ら
第
三
ま
で
の
変
更
に
つ
い
て
は
終
わ
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
検
討
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
も
う
ひ
と
つ
あ
る
。
初
稿
二
章
が
四
章
の
あ
と
に
置
か
れ
て
い
る
章

レ
ヴ
ェ
ル
の
変
更
、
つ
ま
り
は
章
ま
る
ご
と
の
変
更
で
あ
る
。
そ
れ
を

後
に
ま
わ
し
た
の
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
章
の
範
囲
内
に
お
い
て
す
で
に
検
討
し
た
〔
11
〕
に
関
す
る
も
の
以
外
は
大
き
な

変
更
が
な
く
、
ま
ず
は
単
位
レ
ヴ
ェ
ル
の
変
更
を
解
き
明
か
し
た
上
で
扱
う
方
が
わ
か
り
や
す

い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
初
稿
の
四
章
は
学
会
版
で
も
同
じ
く
四
章
に
、
二
章
は
そ
の
あ
と

の
五
章
に
対
応
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
対
照
表
に
示
し
た
よ
う
に
、
学
会
版
で
は
そ
の
あ
と
に

新
た
な
章
が
加
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
一
章
の
あ
と
、
つ
ま
り
は
本
来
初
稿
の
二
章
が
あ
る
べ

き
は
ず
の
部
分
に
も
新
た
な
章
が
加
わ
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
は
そ
の
こ
と
と
も
無
関
係
で
は

な
い
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
変
更
の

大
の
理
由
は
や
は
り
時
間
的
な
順
序
の
問
題
で
あ
っ
た

考
え
ら
れ
る
。 

と

 

だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
も
は
や
多
く
の
説
明
は
不
要
で
あ
ろ
う
。
先
の
〔
11
〕
に
関
す
る

検
討
で
な
か
ば
解
決
済
み
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
初
稿
の
二
章
に
対
応
し
て
い
る
学
会

版
の
五
章
は
、
梅
村
の
知
事
就
任
を
頭
に
新
た
な
政
策
が
こ
と
細
か
に
記
さ
れ
、

後
に
や
や

唐
突
に
捨
て
児
の
墓
に
関
す
る
こ
と
が
ら
が
記
さ
れ
て
い
た
。
初
稿
で
は
そ
れ
が
一
章
の
次
に

記
さ
れ
て
い
た
。
一
章
は
、
は
じ
め
の
部
分
に
京
都
の
旅
宿
で
の
郡
中
会
所
総
代
ら
の
宴
会
の

場
面
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
記
述
の
中
心
は
新
た
に
飛

高
山
に
や
っ
て
き
た
梅
村
と
、

梅
村
到
着
後
の
新
た
な
動
き
を
示
す
い
く
つ
か
の
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
。
梅
村
が
や
っ
て
き
た

の
は
三
月
一
日
の
こ
と
で
、
そ
の
後
の
こ
と
も
す
べ
て
三
月
中
の
で
き
ご
と
で
あ
る
。
こ
の
部

分
に
続
け
て
先
の
記
述
が
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
梅
村
が
新
た
な
政
策
を
発
表
し
た
の
は
七
月
一

日
の
こ
と
で
あ
り
、
捨
て
児
発
見
に
関
す
る
こ
と
も
同
月
の
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
。
と
い
う
こ

と
は
、
初
稿
で
は
一
章
と
二
章
の
あ
い
だ
に
三
ヶ
月
あ
ま
り
の
時
間
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
一

方
、
初
稿
の
四
章
、
学
会
版
で
も
同
じ
く
四
章
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
捨
て
児
発
見
に
関
す
る

や
や
異
質
な
記
述
が
は
じ
め
に
置
か
れ
て
い
る
が
、
あ
と
は
田
植
え
の
場
面
が
中
心
に
描
か
れ

て
い
た
。
捨
て
児
発
見
は
閏
四
月
十
二
日
の
こ
と
で
、
田
植
え
も
そ
れ
か
ら
程
経
ぬ
こ
ろ
に
行

な
わ
れ
て
い
た
。
初
稿
で
は
こ
の
部
分
が
、
三
章
を
は
さ
ん
で
先
の
二
つ
の
記
述
の
あ
と
に
記

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
、
も
う
一
度
四
月
に
さ
か
の
ぼ
っ
た
形
で
記
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
初
稿
二
章
が
四
章
の
あ
と
に
ま
わ
さ
れ
た
理
由
は
も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ

で
も
や
は
り
、
時
間
順
序
に
し
た
が
っ
た
の
で
あ
る
。 

こ

 

そ
れ
に
し
て
も
、
初
稿
で
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
構
成
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
く
り
か
え
し

に
な
る
が
、
小
説
は
必
ず
し
も
時
間
順
序
に
し
た
が
っ
て
記
す
必
要
は
な
い
。
だ
が
、
こ
こ
で

は
何
か
特
別
な
意
図
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

理
由
を
見
つ
け
る
こ
と
は
や
は
り
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
だ
と
し
た
な
ら
不
用
意
な
構
成
と
い

ほ
か
は
な
い
の
だ
が
、
し
か
し
そ
う
と
も
い
い
切
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
あ
る
。 

う

 

そ
も
そ
も
、
梅
村
の
高
山
入
り
と
そ
の
後
の
い
く
つ
か
で
き
ご
と
を
記
し
た
あ
と
に
、
新
任

者
と
し
て
の
新
た
な
政
策
に
関
す
る
記
述
を
続
け
る
こ
と
は
、
い
わ
ば
自
然
な
流
れ
で
あ
っ
た

と
は
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
あ
い
だ
に
は
三
ヶ
月
あ
ま
り
の
時
間
が
あ
っ
た
。
新
た

に
高
山
県
が
誕
生
し
た
の
に
と
も
な
い
梅
村
は
知
事
に
任
命
さ
れ
、
新
た
な
政
策
に
関
す
る
布

告
を
発
表
し
た
の
が
七
月
一
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
初
稿
に
は
そ
の
日
付
は
記
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
高
山
県
誕
生
の
日
付
も
梅
村
知
事
就
任
の
日
付
も
記
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
。
五
月
末
に
飛

県
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
記
述
は
あ
っ
た
が
、
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そ
れ
に
続
け
て
、「
ま
も
な
く
、
ま
た
、
高
山
県
と
な
つ
た
」
と
だ
け
し
か
記
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
知
事
就
任
に
つ
い
て
も
、「
折
か
ら
、
梅
村
は
、
事
務
打
合
わ
せ
の
た
め
に
京
都

へ
上
つ
て
ゐ
た
。」
と
い
う
記
述
の
あ
と
、
弁
事
局
か
ら
呼
び
出
さ
れ
任
命
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
布
告
の
発
表
に
つ
い
て
も
ま
た
、「
ま
も
な
く
」
と
い
う
こ
と
ば
が

媒
介
さ
れ
て
い
た
だ
け
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
初
稿
で
は
日
付
が
曖
昧
な
ま
ま
に
、
梅
村
の
高

山
入
り
か
ら
布
告
発
表
ま
で
が
続
け
て
記
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
日
付
が
曖
昧
で
あ
る
が
ゆ

え
に
、
そ
れ
は
ご
く
自
然
な
流
れ
と
し
て
記
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
付

け
加
え
て
い
っ
て
お
け
ば
、
学
会
版
に
も
高
山
県
誕
生
と
知
事
就
任
の
日
付
は
な
か
っ
た
。
だ

が
、
布
告
発
表
の
七
月
一
日
が
明
記
さ
れ
、
以
下
そ
の
布
告
に
つ
い
て
の
詳
細
な
記
述
が
続
い

て
い
く
が
ゆ
え
に
、
そ
し
て
何
よ
り
も
、
梅
村
の
高
山
入
り
と
そ
の
後
の
で
き
ご
と
を
記
し
た

章
と
は
離
れ
て
い
る
た
め
に
断
絶
は
明
白
で
あ
る
。 

一

  
 
 
 
 

二 

  

構
成
の
変
更
の
次
に
検
討
す
る
の
は
、
新
た
に
加
え
ら
れ
た
部
分
で
あ
る
。
ま
ず
は
章
レ
ヴ

ェ
ル
の
追
加
と
い
え
る
も
の
が
二
箇
所
あ
る
。
学
会
版
二
章
と
六
章
で
あ
る
。
六
章
は
〔
20
上
〕

が
入
っ
て
お
り
完
全
な
追
加
と
は
い
え
な
い
が
、
ほ
ぼ
新
た
な
章
の
追
加
と
見
て
差
し
つ
か
え

な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ほ
か
は
四
章
に
お
け
る
16
、
十
章
に
お
け
る
46
、
47
、
48
、
そ
し
て

2
で
あ
る
。
ま
ず
は
後
者
、
す
な
わ
ち
単
位
レ
ヴ
ェ
ル
の
追
加
か
ら
検
討
す
る
。 

5

 

四
章
の
16
は
、
狩
り
に
出
た
梅
村
が
、
雨
宿
り
に
入
っ
た
百
姓
家
に
一
人
泣
く
赤
ん
坊
を
発

見
し
、
親
を
呼
び
に
や
る
と
い
っ
た
内
容
で
あ
る
。
何
度
も
述
べ
た
よ
う
に
、
四
章
は
田
植
え

の
場
面
が
そ
の
中
心
を
な
し
て
い
た
が
、
そ
の
は
じ
め
に
、
つ
ま
り
は
学
会
版
15
の
部
分
に
捨

て
児
発
見
に
苦
悩
す
る
梅
村
と
お
つ
る
の
記
述
が
置
か
れ
て
い
た
。
初
稿
に
は
捨
て
児
発
見
に

関
す
る
記
述
は
他
の
部
分
に
あ
り
、
初
稿
〔
11
〕
を
分
断
し
て
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
部
分
に
持
っ
て

き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
時
間
順
序
に
し
た
が
っ
た
も
の
と
は
い
え
、
唐
突
の
感
は
ま
ぬ
が
れ
な

か
っ
た
。
16
の
新
た
な
追
加
は
、
い
わ
ば
そ
の
唐
突
感
を
や
わ
ら
げ
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
わ
ざ
わ
ざ
親
を
呼
び
に
や
り
、
戻
っ
て
き
た
赤
ん
坊
の
母
親
を
叱
責
す
る
梅
村
の
脳

裏
に
は
、
哀
れ
な
捨
て
児
の
影
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
と
先
に
述
べ
た
が
、
16
の
追
加
に
よ
っ

て
い
わ
ば
そ
の
よ
う
な
効
果
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
。
母
親
は
田
植
え
の

中
に
呼
び
出
さ
れ
た

の
だ
が
、
そ
れ
が
描
か
れ
て
い
た
の
は
18
で
あ
り
、
16
は
四
章
の
中
心
を
な
す
田
植
え
の
場
面

と
も
う
ま
く
か
ら
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
16
は
た
だ
15
の
唐
突
さ
を
緩
和
す
る
た
め
に

だ
け
追
加
さ
れ
た
と
い
う
の
は
い
い
す
ぎ
で
あ
ろ
う
。
16
の
追
加
は
、
梅
村
速
水
と
い
う
人
物

の
造
型
の
問
題
と
も
当
然
関
わ
る
は
ず
で
あ
る
。
密
通
者
や
不
平
分
子
に
対
す
る
無
慈
悲
さ
の

反
面
、
小
さ
な
者
や
弱
い
者
に
対
す
る
優
し
さ
を
持
つ
梅
村
。
先
見
的
か
つ
合
理
的
な
思
考
を

す
る
反
面
、
理
想
主
義
的
か
つ
と
き
に
非
理
性
的
な
思
考
を
す
る
梅
村
。
16
は
、
梅
村
の
そ
の

よ
う
な
二
面
性
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
部
分
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
梅

村
の
造
型
を
ど
う
評
価
す
べ
き
な
の
か
は
ま
た
別
の
問
題
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ

は
小
説
と
し
て
の
こ
の
作
品
全
体
の
評
価
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
立
ち

る
こ
と
は
避
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

入

 

次
に
十
章
に
お
け
る
四
つ
の
追
加
を
検
討
す
る
。「
合
羽
屋
お
ら
く
」
と
題
さ
れ
た
こ
の
章
に

お
い
て
焦
点
と
な
っ
て
い
る
人
物
は
む
ろ
ん
お
ら
く
で
あ
る
。
吉
住
弘
之
進
と
の
密
通
に
よ
っ

て
晒
し
の
刑
に
処
せ
ら
れ
る
と
い
う
の
が
主
た
る
内
容
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
に

梅
村
の
お
ら
く
に
対
す
る
意
趣
返
し
の
う
わ
さ
と
い
っ
た
こ
と
が
か
ら
み
、
戦
々
恐
々
と
す
る

人
々
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
た
。
は
じ
め
の
45
と
46
は
い
わ
ば
そ
の
前
段
と
い
っ
て
よ
く
、
46

の
追
加
は
そ
の
前
段
と
し
て
の
追
加
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
45
に
記
さ
れ
て
い
た
の
は
、
密
通

厳
禁
を
は
じ
め
と
す
る
風
儀
の
取
り
締
り
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
新
た
に
加
え
ら
れ
た
46
は
、

六
人
の
女
に
対
す
る
密
通
容
疑
の
取
り
調
べ
が
記
さ
れ
て
い
た
。
六
人
の
う
ち
三
人
は
事
実
で

あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
が
説
諭
の
あ
と
解
放
と
い
う
寛
大
な
処
置
で
あ
っ
た
。
46
の
追
加
は
、
45

の
風
儀
取
り
締
り
の
い
わ
ば
一
例
と
し
て
記
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
加
え
て

い
え
ば
、
そ
れ
は
弘
之
進
と
お
ら
く
の
密
通
事
件
へ
の
伏
線
と
い
う
役
割
も
は
た
し
て
い
た
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
初
稿
で
は
風
儀
取
り
締
り
に
つ
い
て
の
記
述

の
あ
と
に
あ
る
売
笑
事
件
の
記
述
が
あ
っ
た
。
学
会
版
で
は
そ
れ
が
は
る
か
あ
と
に
ま
わ
さ
れ

て
い
た
の
だ
が
、
初
稿
で
は
そ
の
売
笑
事
件
が
風
儀
取
り
締
り
の
一
例
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で

あ
ろ
う
。
学
会
版
で
は
そ
れ
が
あ
と
に
ま
わ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
そ
の
代
わ
り
に

新
た
に
46
が
加
え
ら
れ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
反
対
に
、
46
が
追
加

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
う
ひ
と
つ
の
例
と
い
う
べ
き
売
笑
事
件
が
あ
と
に
ま
わ
さ
れ
た
と
い
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う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
い
ず
れ
に
し
て
も
、
売
笑
事
件
の
記
述
を
あ
と
に
ま
わ
す
必
要

な
か
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。 
が

 

次
は
47
と
48
の
二
つ
で
あ
る
。
47
は
村
山
三
郎
と
い
う
人
物
が
お
ら
く
と
弘
之
進
の
密
会

を
発
見
し
お
ら
く
を
お
ど
す
と
い
う
内
容
。
48
は
お
ら
く
と
下
女
の
お
か
ね
に
対
す
る
尋
問
の

場
面
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
こ
れ
ら
は
お
ら
く
と
弘
之
進
に
対
す
る
処
罰
の
い
い
渡
し
に
至
る

ま
で
の
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
部
分
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
新
た
に
加
え
ら
れ
た
意
図
も
、

む
ろ
ん
そ
の
経
緯
を
詳
し
く
描
く
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば

尋
問
の
場
面
に
つ
い
て
は
、
新
た
に
追
加
さ
れ
た
46
の
部
分
に
も
一
人
の
女
に
対
す
る
尋
問
の

場
面
が
描
か
れ
て
い
た
。
晒
し
の
刑
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
、
こ
の
十
章
に
お
け
る
中
心

人
物
と
も
い
う
べ
き
お
ら
く
と
そ
の
下
女
に
対
す
る
尋
問
が
加
え
ら
れ
た
の
は
、
し
か
る
べ
き

追
加
だ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
47
の
追
加
に
は
少
々
疑
問
が
残
る
の
で
あ
る
。

お
ら
く
と
弘
之
進
に
対
す
る
処
罰
い
い
渡
し
に
至
る
ま
で
の
経
緯
と
し
て
そ
の
密
会
に
つ
い
て

す
こ
と
は
、
む
ろ
ん
お
か
し
な
こ
と
で
は
な
い
。
問
題
は
そ
の
書
か
れ
方
に
あ
る
。 

記

 

47
は
村
山
三
郎
と
い
う
人
物
の
登
場
か
ら
は
じ
ま
る
。
も
と
地
役
人
で
今
は
山
林
方
で
あ
る

村
山
は
、
半
年
前
か
ら
岩
井
屋
へ
通
う
よ
う
に
な
っ
た
。
岩
井
屋
と
は
合
羽
屋
を
営
む
お
ら
く

の
家
で
あ
る
。
そ
の
晩
も
、
夕
食
を
済
ま
す
と
子
供
が
寝
つ
く
の
も
待
ち
切
れ
ず
家
を
出
た
。

村
山
は
妻
帯
者
で
子
供
も
い
た
が
、
一
ヶ
月
程
前
に
妻
を
病
気
で
亡
く
し
て
い
た
。
途
中
、
屋

台
で
団
子
を
買
い
岩
井
屋
へ
と
急
い
だ
が
、
あ
い
に
く
お
ら
く
は
留
守
で
あ
っ
た
。
村
山
は
み

や
げ
の
団
子
を
母
親
の
お
え
い
の
前
に
置
き
世
間
話
し
を
は
じ
め
る
が
、
お
え
い
の
態
度
は
そ

っ
け
な
い
。
や
が
て
村
山
は
岩
井
屋
を
あ
と
に
し
、
そ
の
足
で
雲
龍
寺
へ
と
向
か
っ
た
。
お
ら

く
が
雲
龍
寺
の
金
比
羅
様
の
縁
日
に
行
っ
た
と
聞
い
た
か
ら
で
あ
る
。
到
着
し
た
村
山
は
や
が

て
人
群
れ
の
な
か
に
お
ら
く
を
見
つ
け
る
が
、
そ
こ
に
ち
ょ
う
ど
弘
之
進
が
現
わ
れ
、
二
人
は

何
や
ら
親
し
げ
に
話
し
を
し
な
が
ら
歩
い
て
行
っ
た
。
村
山
は
あ
と
を
つ
け
る
が
、
お
ら
く
の

家
に
近
づ
い
た
と
き
弘
之
進
は
供
の
下
女
に
何
や
ら
さ
さ
や
き
、
お
ら
く
の
腕
を
つ
か
ん
で
暗

い
路
地
へ
と
消
え
て
い
っ
た
。
村
山
は
一
人
残
さ
れ
た
下
女
の
お
か
ね
の
も
と
へ
行
き
二
人
の

行
方
を
た
だ
す
が
、
お
か
ね
は
曖
昧
な
返
事
を
し
、
そ
の
場
か
ら
逃
げ
去
っ
て
し
ま
う
。
の
ち

に
お
か
ね
も
が
尋
問
を
受
け
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
村
山
は
あ
ち
こ
ち
を
探
し
ま
わ
る
が
、

つ
い
に
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
だ
が
半
刻
ほ
ど
た
っ
た
こ
ろ
、
路
地
の
な
か
か
ら

弘
之
進
が
一
人
現
わ
れ
た
。
弘
之
進
が
立
ち
去
る
の
を
見
届
け
た
村
山
は
路
地
の
な
か
へ
入
っ

て
行
き
、
そ
こ
で
お
ら
く
に
出
く
わ
す
の
で
あ
る
。
村
山
は
弘
之
進
の
こ
と
を
問
い
た
だ
す
が
、

む
ろ
ん
お
ら
く
は
し
ら
を
切
る
。
逃
げ
よ
う
と
す
る
お
ら
く
の
腕
を
つ
か
ま
え
、
村
山
は
な
だ

め
た
り
す
か
し
た
り
し
な
が
ら
口
説
く
が
、

後
に
は
お
ど
し
に
か
か
る
。
だ
が
、
や
が
て
す

を
う
か
が
い
お
ら
く
は
逃
げ
去
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
で
、
こ
の
47
は
終
わ
る
。 

き

 

長
々
と
梗
概
め
い
た
こ
と
を
書
き
連
ね
た
が
、
わ
か
る
よ
う
に
、
お
ら
く
と
弘
之
進
の
密
会

は
あ
く
ま
で
も
村
山
三
郎
と
い
う
人
物
が
目
撃
す
る
と
い
う
形
で
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け

で
は
な
い
。
そ
の
目
撃
に
至
る
ま
で
の
村
山
の
行
動
ま
で
が
詳
し
く
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
こ
の
部
分
は
村
山
と
い
う
人
物
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
人
物
の
視
点
で
描
か
れ
て

る
と
い
っ
て
よ
い
の
だ
が
、
は
た
し
て
そ
の
必
要
性
は
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

い

 

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
作
品
は
あ
る
特
定
の
人
物
の
視
点
で
描
か
れ
て
は
い
な
い
。
第
一

部
は
竹
沢
の
、
第
二
部
と
第
三
部
は
梅
村
の
視
点
で
描
か
れ
て
い
る
部
分
は
少
な
く
な
い
が
、

こ
の
作
品
の
視
点
人
物
と
い
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
他
の
人
物
の

視
点
で
描
か
れ
て
い
る
部
分
も
少
な
く
な
く
、
そ
の
人
物
も
ま
た
多
様
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、

村
山
と
い
う
あ
る
特
定
の
人
物
に
視
点
が
あ
る
こ
と
は
特
異
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、

こ
こ
で
の
焦
点
は
明
ら
か
に
お
ら
く
と
弘
之
進
の
密
会
に
あ
る
。
47
と
48
は
処
罰
い
い
渡
し
ま

で
の
経
緯
を
描
く
た
め
に
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
述
べ
た
が
、
密
会
に
関
す
る
記
述
は

48
の
尋
問
の
場
面
と
並
ん
で
そ
の
経
緯
の
要
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
村

山
は
こ
の
部
分
に
だ
け
し
か
登
場
せ
ず
、
次
の
尋
問
の
場
面
に
も
登
場
し
て
は
い
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
、
村
山
の
密
告
な
い
し
は
証
言
に
よ
っ
て
お
ら
く
に
嫌
疑
が
か
か
っ
た
と
い
っ
た
こ
と

は
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
夜
な
夜
な
岩
井
屋
に
や
っ
て
く
る
人
物
と
し
て

お
ら
く
が
証
言
し
た
何
人
か
の
一
人
と
し
て
、
村
山
の
名
が
あ
が
っ
て
い
た
だ
け
で
あ
る
。
で

あ
る
な
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
村
山
に
目
撃
さ
れ
る
と
い
う
形
で
描
く
必
要
も
な
け
れ
ば
、
村
山
を
視

点
人
物
と
し
て
描
く
必
要
も
な
か
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
い

と
だ
が
、
尋
問
の
場
面
は
あ
る
特
定
の
人
物
の
視
点
で
描
か
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。 

こ

 

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
47
の
追
加
自
体
疑
問
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う

な
追
加
な
ら
ば
む
し
ろ
な
く
も
が
な
と
い
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
密
会
の
事
実
は
48
の
尋

問
の
場
面
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
わ
け
で
、
あ
え
て
密
会
の
場
面
を
描
か
な
い
と
い
う
の
も
一
つ
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の
方
法
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
尋
問
の
場
面
で
の
証
言
と
し
て
や
や
詳
し
く
描
く

と
い
っ
た
方
法
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
47
の
よ
う
な
形
で
の
追
加
よ
り
は
よ

よ
い
方
法
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

り

 

だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
追
加
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
処
罰
い
い

渡
し
に
至
る
経
緯
を
描
こ
う
と
す
る
意
図
は
確
か
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
目
的
は
お

そ
ら
く
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
も
う
ひ
と
つ
の
目
的
は
た
ぶ
ん
、
お
ら
く
を
描
く
こ
と
、

初
稿
よ
り
は
よ
り
詳
し
く
お
ら
く
を
描
く
こ
と
に
あ
っ
た
。
十
章
が
「
合
羽
屋
お
ら
く
」
と
題

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
章
は
全
体
と
し
て
そ
の
よ
う
な
意
図
が
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
て

い
る
。
な
ぜ
お
ら
く
な
の
か
と
い
う
問
題
は
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
深
く
立
ち
入

ら
な
い
。
た
だ
、
女
性
の
登
場
人
物
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
る
と
し
た
な
ら
ば
、
初
稿
の
記
述
か

ら
判
断
し
て
も
お
ら
く
か
、
お
つ
る
く
ら
い
し
か
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
お
つ
る
も
ま
た
、

新
た
に
加
え
ら
れ
た
「
お
つ
る
」
と
題
さ
れ
る
二
章
で
ス
ポ
ッ
ト
が
あ
て
ら
れ
る
こ
と
は
の
ち

に
見
る
。
前
稿
で
も
述
べ
た
が
、
こ
の
作
品
に
は
印
象
深
い
女
性
の
登
場
人
物
が
極
め
て
少
な

か
っ
た
。
そ
れ
は
特
に
初
稿
に
著
し
い
。
学
会
版
に
お
け
る
お
つ
る
と
お
ら
く
の
造
型
は
、
そ

の
よ
う
な
初
稿
の
あ
り
方
を
少
し
で
も
改
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な

い
。
だ
が
、
そ
れ
な
ら
ば
な
お
の
こ
と
、
先
の
よ
う
な
書
き
方
を
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
と
い

べ
き
で
あ
ろ
う
。 

う

 

お
ら
く
は
第
一
部
に
も
一
度
だ
け
登
場
し
て
い
た
。
前
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
学
会

版
で
新
た
に
加
え
ら
れ
た
部
分
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
初
稿
の
第
一
編
に
は
お
ら
く

は
登
場
し
て
い
な
か
っ
た
。
学
会
版
に
お
い
て
第
一
部
に
お
ら
く
を
登
場
さ
せ
た
こ
と
も
、
お

ら
く
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
る
こ
と
の
一
環
だ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
の
こ
と
よ
り

も
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
そ
こ
で
の
お
ら
く
も
ま
た
あ
る
人
物
に
見
ら
れ
る
、
あ
る
い
は
あ
る

人
物
に
出
く
わ
す
と
い
っ
た
形
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
町
年
寄
の
矢
島
と
川
上
屋
善

右
衛
門
が
路
上
で
立
ち
話
し
を
し
て
い
る
。
善
右
衛
門
も
ま
た
矢
島
が
た
ま
た
ま
出
会
っ
た
人

物
だ
っ
た
の
だ
が
、
そ
こ
に
お
ら
く
が
近
づ
い
て
く
る
。
お
ら
く
は
す
れ
ち
が
い
ざ
ま
に
お
辞

儀
を
し
て
通
り
す
ぎ
て
い
く
の
だ
が
、
そ
の
あ
と
二
人
は
お
ら
く
を
話
題
に
す
る
の
で
あ
る
。

お
ら
く
は
た
ま
た
ま
出
会
う
人
物
と
し
て
、
そ
し
て
見
ら
れ
る
人
物
あ
る
い
は
話
題
の
対
象
と

し
て
描
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

十
章
に
お
け
る
追
加
の

後
は
52
で
あ
る
。
第
二
部
の

後
で
も
あ
る
こ
の
52
は
、
居
酒
屋

で
百
姓
た
ち
が
お
ら
く
と
梅
村
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
語
り
合
う
場
面
で
あ
る
。
晒
し

の
刑
に
さ
れ
た
お
ら
く
の
哀
れ
さ
や
梅
村
の
意
趣
返
し
の
う
わ
さ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
梅
村

と
弘
之
進
が
お
互
い
に
刀
を
抜
き
決
闘
に
な
ら
ん
と
す
る
と
き
あ
や
う
く
ま
わ
り
に
止
め
ら
れ

た
と
い
っ
た
、
あ
た
か
も
見
て
き
た
よ
う
な

が
語
ら
れ
た
り
も
す
る
。
そ
し
て

後
に
は
、



梅
村
に
対
す
る
批
判
で
終
わ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
が
な
ぜ
学
会
版
に
お
い
て
加
え
ら
れ
た

の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
永
平
和
雄
（『
江
馬
修
論
』、
お
う
ふ
う
、
00
・
2
）
が
次
の

う
に
述
べ
て
い
る
。 

よ

  
 

後
の
十
章
「
合
羽
屋
お
ら
く
」
の
末
尾
、
初
稿
に
は
な
い
居
酒
場
の
場
面
、
お
ら
く
の

晒
を
見
に
来
た
百
姓
た
ち
の
間
に
広
瀬
村
の
五
郎
作
が
現
わ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
農
民
像
も

印
象
深
い
け
れ
ど
も
、
第
一
部
に
登
場
し
た
五
郎
作
の
、
お
ら
く
へ
の
同
情
か
ら
始
ま
り
、

自
分
の
暮
ら
し
に
切
実
な
梅
村
批
判
の
怒
声
で
第
二
部
は
終
わ
る
。
初
稿
で
は
お
そ
ら
く
意

識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
第
三
部
「
蜂
起
」（
自
家
版
で
は
題
名
も
「
途
上
」
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
が
、
戦
後
の
冬
芽
版
か
ら
は
一
貫
し
て
「
蜂
起
」
で
あ
る
）
の
主
役
、「
山
の
民

の
群
像
」
の
側
の
主
人
公
の
ひ
と
り
が
、
し
っ
か
り
と
書
き
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

永
平
の
論
は
『
山
の
民
』
の
改
稿
過
程
に
関
す
る
唯
一
の
研
究
で
あ
る
。
前
稿
で
は
何
度
か

言
及
し
た
が
、
本
稿
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
一
度
も
言
及
し
な
か
っ
た
の
は
、
要
す
る
に
何
も
い

っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
改
稿
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
な

い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
改
稿
の
事
実
を
指
摘
し
た
も
の
は
い
く
つ
か
あ
っ
た
。
そ
の
場
合

で
も
、
改
稿
の
理
由
や
是
非
等
に
関
し
て
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
永
平
は

そ
れ
以
外
の
部
分
に
は
ま
っ
た
く
気
づ
か
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。「
詳
細

に
比
較
検
討
し
た
い
け
れ
ど
も
、
あ
ま
り
に
紙
数
を
費
す
の
で
今
は
省
略
し
」
と
か
、「
細
か
に

見
れ
ば
、
ま
だ
ま
だ
多
く
言
う
べ
き
こ
と
が
あ
る
で
あ
ろ
う
」、
あ
る
い
は
「
す
べ
て
を
綿
密
に

対
照
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
」
と
い
っ
た
い
い
方
を
永
平
は
く
り
か
え
し
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
要
す
る
に
、
永
平
が
触
れ
て
い
た
も
の
の
多
く
は
、
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
改
稿
以
外

の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
の
い
い
方
に
し
た
が
え
ば
、
つ
ま
り
は
単
位
内
に
お
け
る

―54― 
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改
稿
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
も
重
要
で
あ
る
に
は
ち
が
い
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
ま
で
見
て
き

た
改
稿
が
「
あ
ま
り
に
紙
数
を
費
す
」
と
い
っ
た
理
由
で
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
な
い
の
は
疑
問

が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、「
す
べ
て
を
綿
密
に
対
照
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
の

は
誇
張
で
な
く
本
当
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
小
さ
な
点
を
問
題
に
す
れ
ば
ほ
と
ん
ど
一
ペ
ー

ジ
ご
と
、
い
や
一
行
ご
と
と
い
っ
て
も
い
い
す
ぎ
で
は
な
い
ほ
ど
の
改
稿
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、

そ
の
す
べ
て
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
は
、
ま
さ
に
全
文
を
対
照
す
る
し
か
な
い
と
い
え
る
か
ら

で
あ
る
。 

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
永
平
の
発
言
で
あ
る
。
52
追
加
の
理
由
と
し
て
永
平
が
述
べ
て
い
る
の

は
、
第
三
部
の
主
役
と
な
る
人
物
を
第
二
部
の

後
に
し
っ
か
り
と
描
い
て
お
く
た
め
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
永
平
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
第
三
部
は
「
途
上
」
と
題
さ
れ
て
い
る
が
、

学
会
版
の
次
の
版
か
ら
以
降
は
「
蜂
起
」
と
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
永
平
が
自
家
版
と
い

っ
て
い
る
の
は
学
会
版
の
こ
と
で
あ
る
。
学
会
版
第
三
部
に
相
当
す
る
第
三
編
と
い
う
べ
き
も

の
は
初
稿
に
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
第
三
部
を
新
た
に
書
く
に
あ
た
っ
て
、
そ
こ
で
の
主
役

と
な
る
人
物
を
描
く
部
分
を
第
二
部
に
加
え
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
人
物
が
広
瀬
村
の

五
郎
作
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。 

五
郎
作
は
確
か
に
こ
の
部
分
の
中
心
的
人
物
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
し
、
中
心
的
と
い
う
べ

き
人
物
は
も
う
一
人
い
る
。
藤
兵
衛
と
い
う
百
姓
で
あ
る
。
梅
村
と
弘
之
進
の
決
闘
に
つ
い
て

語
っ
て
い
た
の
も
こ
の
藤
兵
衛
で
あ
っ
た
。
52
は
、
こ
の
二
人
の
人
物
の
会
話
が
中
心
と
な
っ

て
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
点
か
ら
い
え
ば
、
藤
兵
衛
の
方
は
ど
う
説
明
す
べ
き
な
の

か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
実
は
こ
の
場
面
に
は
じ
め
か
ら
登
場
し
て
い
る
の
は
藤
兵
衛
で
、
五

郎
作
は
あ
と
か
ら
や
っ
て
く
る
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
と
い
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、

五
郎
作
は
こ
の
部
分
に
お
け
る
中
心
的
人
物
の
一
人
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
だ

け
で
は
な
い
。
第
二
部
で
の
五
郎
作
の
登
場
は
こ
こ
が
は
じ
め
て
で
あ
る
が
、
第
一
部
に
は
何

度
か
登
場
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
初
稿
第
一
編
で
も
同
様
で
あ
る
。
ば
か
り
で
な
く
、

学
会
版
第
一
部
の
十
章
、
初
稿
第
一
編
の
六
章
は
全
体
が
ほ
ぼ
五
郎
作
を
中
心
と
し
て
描
か
れ

て
い
た
。
そ
の
点
で
、
藤
兵
衛
は
五
郎
作
の
相
手
役
と
い
っ
た
役
ま
わ
り
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と

い
え
な
い
こ
と
も
な
い
。
藤
兵
衛
は
こ
の
部
分
に
し
か
登
場
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
永
平
が
い
う
よ
う
に
、
第
三
部
の
主
役
と
い
え
る
よ
う
な
人
物
で
は
決
し
て
な
か
っ

た
。
主
役
ど
こ
ろ
か
、
そ
も
そ
も
第
三
部
に
は
五
郎
作
は
ほ
と
ん
ど
登
場
し
て
い
な
い
と
い
っ

て
も
い
い
す
ぎ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
作
品

後
に
と
う
ま
る
駕
籠
に
乗
せ
ら
れ
た
五
郎
作
が

登
場
し
、
そ
の
子
供
た
ち
と
の
ご
く
簡
単
な
会
話
が
描
か
れ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。 

永
平
に
は
第
一
部
の
印
象
が
よ
ほ
ど
強
く
残
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
と
で
も
解
さ
な

い
限
り
、
五
郎
作
を
主
役
と
す
る
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
五
郎
作
が
と
う

ま
る
駕
籠
に
乗
せ
ら
れ
去
っ
て
い
く
と
こ
ろ
で
こ
の
作
品
が
終
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
や

は
り
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
永
平
が
勘
ち
が
い
し
た
の
も
あ
る
い
は
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
永
平
は
、
五
郎
作
を
「「
山
の
民
の
群
像
」
の
側
の
主
人
公
の
ひ
と
り
」
と
も

述
べ
て
い
た
。
こ
れ
も
に
わ
か
に
は
首
肯
し
が
た
い
の
だ
が
、
い
わ
ゆ
る
民
衆
の
な
か
で
は
、

あ
る
い
は
百
姓
の
な
か
で
は
五
郎
作
に
か
な
り
ス
ポ
ッ
ト
が
あ
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が

い
な
い
。
作
品

後
に
五
郎
作
を
登
場
さ
せ
て
い
た
の
も
そ
の
一
環
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
五
郎
作
を

後
の
場
面
に
登
場
さ
せ
る
こ
と
の
是
非
は
今
は
問
わ
な
い
。
た
だ
そ
う

考
え
る
な
ら
ば
、
第
二
部
に
お
け
る
52
の
追
加
は
そ
の
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
永
平
が
、
こ
こ
で
五
郎
作
が
「
し
っ
か
り
と
書
き
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る

の
は
、
た
ぶ
ん
そ
の
へ
ん
の
こ
と
を
い
い
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
問
題
は
、
こ
こ
で
な

ぜ
「
し
っ
か
り
と
書
き
込
ま
れ
」
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に

つ
い
て
永
平
は
何
も
述
べ
て
い
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
は
、
第
三
部
の
末
尾
を
意
識
し
て
、
第

二
部
を
終
わ
る
に
あ
た
っ
て
も
う
一
度
五
郎
作
を
描
い
て
お
こ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
っ

た
程
度
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
初
稿
で
は
お
そ
ら
く
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
第
三

部
」
と
い
っ
た
い
い
方
を
し
て
い
た
の
は
た
ぶ
ん
そ
の
た
め
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
だ
け
の
こ
と

な
ら
ば
、
52
を
是
非
と
も
追
加
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
と
も
い
え
る
。 

作
品

後
の
部
分
に
、
五
郎
作
は
と
う
ま
る
駕
籠
に
乗
せ
ら
れ
登
場
す
る
と
述
べ
た
が
、
五

郎
作
が
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
実
は
何
も
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
部
分
は
唐
突
と
い
え
ば
か
な
り
唐
突
な
展
開
で
は
あ
る
の
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
捕
え
ら
れ
た
の
は
五
郎
作
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
と
う
ま
る
駕
籠
は
十
あ
ま
り
並
ん
で

い
た
と
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
少
し
前
に
は
十
五
、
六
人
の
者
が
召
し
取
ら
れ
た
と
い
う
記
述

も
あ
っ
た
。
五
郎
作
は
そ
の
十
数
人
の
う
ち
の
一
人
だ
っ
た
わ
け
だ
が
、
他
の
者
に
つ
い
て
も

そ
の
理
由
は
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
た
だ
、
一
人
だ
け
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
た
。 
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宮
田
村
の
房
吉
と
い
ふ
猟
師
は
、「
×
×
を
仕
留
め
た
の
は
こ
の
己
じ
や
」
と
か
ね
て
か
ら

酒
屋
な
ぞ
で
豪
語
し
て
ゐ
た
の
で
、
こ
の
際
召
と
ら
れ
て
も
仕
方
が
無
か
つ
た
。 

居

 

「
×
×
」
は
伏
せ
字
で
あ
る
。
学
会
版
に
は
か
な
り
の
伏
せ
字
が
あ
る
。
第
一
部
と
第
二
部

に
も
む
ろ
ん
あ
る
が
、
第
三
部
に
入
っ
て
そ
れ
は
極
端
に
増
え
る
。
描
か
れ
て
い
る
内
容
の
問

題
も
あ
ろ
う
が
、
出
版
の
時
期
と
も
無
関
係
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
学
会
版
三
部
は
そ
れ
ぞ
れ
、

一
九
三
八
、
三
九
、
四
〇
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。
第
三
部
が
出
た
の
は
太
平
洋
戦
争
開
始
の

前
年
で
あ
る
。
数
は
少
な
い
が
、
伏
せ
字
は
初
稿
に
も
あ
っ
た
。
初
稿
が
雑
誌
『
ひ
だ
び
と
』

に
連
載
さ
れ
た
の
は
一
九
三
五
年
か
ら
翌
三
六
年
に
か
け
て
で
あ
る
。
伏
せ
字
に
つ
い
て
は
別

に
検
討
す
る
予
定
だ
が
、
こ
こ
で
の
「
×
×
」
に
は
た
ぶ
ん
「
梅
村
」
が
入
る
は
ず
で
あ
る
。

詳
し
く
は
触
れ
な
い
が
、
作
品

後
の
方
に
な
っ
て
梅
村
は
高
山
を
去
る
途
中
負
傷
す
る
。
そ

の
部
分
も
伏
せ
字
が
多
く
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
だ
が
、
突
然
何
者
か
に
肩
を
撃

た
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
が
直
接
の
原
因
か
ど
う
か
は
こ
れ
ま
た
は
っ
き
り
し
な
い

の
だ
が
、
そ
れ
か
ら
半
年
あ
ま
り
の
ち
に
梅
村
は
死
ぬ
。
宮
田
村
の
房
吉
は
「
仕
留
め
た
の
は

こ
の
己
じ
や
」
と
述
べ
て
い
た
が
、
こ
の
と
き
に
梅
村
が
死
ん
だ
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
そ
う

発
言
し
て
い
た
こ
ろ
に
も
梅
村
は
生
き
て
い
た
。
そ
れ
を
房
吉
が
知
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
と

も
か
く
、
そ
の
よ
う
に
豪
語
し
て
い
た
た
め
に
房
吉
は
捕
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

房
吉
の
い
っ
た
こ
と
が
本
当
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
作
品
に
も
、「
し
か

し
実
際
に
そ
れ
が
彼
の
「
手
柄
」
で
あ
つ
た
か
ど
う
か
、
確
か
な
事
は
誰
も
知
ら
な
か
つ
た
。」

と
記
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
先
の
梅
村
負
傷
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
ま
ち
が
い
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
、
房
吉
だ
け
が
名
を
冠
さ
れ
て
登
場
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
で
あ
る
な
ら
、
五
郎

作
に
つ
い
て
も
何
ら
か
の
説
明
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
第
二
部
の

後
に
加
え
ら

れ
た
52
は
そ
の
説
明
で
あ
っ
た
と
は
い
わ
な
い
ま
で
も
、
そ
れ
を
い
わ
ば
暗
示
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

52
は
、
居
酒
屋
で
百
姓
た
ち
が
お
ら
く
と
梅
村
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
語
り
合
う
場

面
だ
が
、
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
中
心
に
な
っ
て
い
た
の
は
藤
兵
衛
と
五
郎
作
で
あ
っ
た
。
話

し
は

後
に
梅
村
に
対
す
る
批
判
へ
と
向
か
い
、
藤
兵
衛
と
五
郎
作
の
発
言
は
い
よ
い
よ
激
し

て
く
る
の
だ
が
、
実
は
そ
れ
に
対
し
て
他
の
百
姓
た
ち
は
と
ま
ど
い
も
見
せ
て
い
た
。
あ
る
五

郎
作

発
言
の
あ
と
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
っ
た
。 

の

 

今
度
は
百
姓
共
は
黙
つ
て
ゐ
た
。
い
か
に

も
重
大
な
関
心
事
と
は
云
へ
、
梅
村
の
施
政

を
陰
で
と
や
か
く
云
ふ
事
は
堅
く
禁
じ
ら
れ
て
ゐ
た
し
、
随
つ
て
恐
ろ
し
か
つ
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
う
記
さ
れ
た
あ
と
、「
だ
が
、
五
郎
作
は
愈
々
熱
し
て
荒
い
声
を
高
め
て
言
つ
た
。」
と
し
、

ま
た
五
郎
作
の
発
言
が
続
け
ら
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
あ
る
藤
兵
衛
の
発
言
の
あ
と
に
は

う
あ
る
。 

こ

 

こ
の
時
、
若
い
百
姓
が
、
堪
り
か
ね
た
や
う
に
手
を
振
つ
て
藤
兵
衛
に
口
を
つ
ぐ
ま
せ
た
。

梅
村
は
非
常
に
猜
疑
深
い
の
で
、
到
る
所
に
廻
し
者
を
潜
ま
せ
て
、
下
々
の
者
が
陰
で
ど
ん

な
風
評
を
し
て
ゐ
る
か
一
生
懸
命
知
ら
う
と
し
て
ゐ
る
。
も
し
こ
こ
の
話
が
廻
し
者
に
立
聞

き
さ
れ
、
梅
村
の
耳
に
入
つ
た
ら
一
大
事
だ
と
云
ふ
の
で
あ
る
。 

  

だ
が
、
五
郎
作
は
ま
っ
た
く
意
に
介
さ
ず
、

後
に
は
次
の
よ
う
な
発
言
を
行
な
っ
て
い
た
。 

 

「
は
ゝ
ゝ
は
ア
、
廻
し
者
か
！ 

い
か
に
も
有
り
さ
う
な
事
じ
や
。
も
し
そ
こ
ら
に
廻
し

者
が
隠
れ
と
つ
た
ら
な
ア
、
己
達
が
こ
こ
で
居
酒
の
み
な
が
ら
話
い
た
こ
と
を
そ
つ
く
り
そ

の
儘
梅
村
様
に
告
げ
て
呉
り
ヨ
。
聞
け
ア
、
梅
村
様
は
今
頃

し

み

四
美
の
山
ん
中
で
猪
狩
に
夢
中

に
な
つ
て
ご
ざ
る
げ
な
で
、
そ
の
間
に
己
達
が
ど
ん
な
話
を
し
て
を
つ
た
か
、
ち
つ
と
も
知

ら
つ
し
や
ら
ま
い
で
。」 

 

こ
の
五
郎
作
の
発
言
で
第
二
部
は
閉
じ
る
。
酒
が
入
っ
て
い
る
せ
い
で
も
あ
ろ
う
、
五
郎
作

は
か
な
り
勇
ま
し
い
発
言
を
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
居
酒
屋
で
の
発
言
の
た
め
に
五
郎
作
が

捕
え
ら
れ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
五
郎
作
が
捕
え
ら
れ
た
の
は
梅
村
失
脚
の
あ
と
、
新
知
事

就
任
後
の
こ
と
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
五
郎
作
は
梅
村
に
よ
っ
て
捕
え
ら
れ
た
わ
け

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
梅
村
在
任
中
に
さ
か
の
ぼ
り
、
か
つ
梅
村
の
方
針
に
し
た
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が
っ
て
五
郎
作
を
捕
え
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
だ
が
、
実
際
は
そ
う

で
は
な
か
っ
た
。
第
三
部

後
の
十
二
章
は
、
は
じ
め
に
新
知
事
の
宮
原
大
輔
就
任
と
そ
れ
を

祝
う
宴
会
の
場
面
が
描
か
れ
た
あ
と
、
梅
村
を
は
じ
め
と
す
る
人
々
の
処
分
と
そ
の
後
の
こ
と

が
い
ち
い
ち
記
さ
れ
て
い
る
。
五
郎
作
も
い
わ
ば
そ
の
一
人
だ
っ
た
と
い
え
る
わ
け
だ
が
、
そ

こ
で
の
処
分
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
梅
村
を
は
じ
め
役
人
を
中
心
と
す
る
人
々
で
あ
っ

た
。
い
わ
ば
梅
村
派
の
人
々
で
あ
る
。
商
法
局
長
だ
っ
た
江
馬
弥
平
も
む
ろ
ん
そ
の
一
人
で
あ

っ
た
。
他
に
、
新
知
事
の
宮
原
就
任
阻
止
を
画
策
し
た
人
々
の
処
分
が
記
さ
れ
て
い
た
が
、
地

役
人
や
郡
中
会
所
、
町
会
所
そ
の
他
の
人
々
に
は
何
の
処
分
も
な
か
っ
た
。
要
す
る
に
、
反
梅

村
派
の
人
々
に
は
何
の
処
分
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
反
梅
村
と
い
う
こ
と
で
は
さ
ま
ざ
ま
な

動
き
を
見
せ
て
い
た
川
上
屋
善
右
衛
門
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
永
平
が
い
っ
て
い
た
第
三
部

の
主
役
と
い
う
べ
き
人
物
を
あ
え
て
あ
げ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
善
右
衛
門
あ
た
り
に
な
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
善
右
衛
門
は
第
三
部
の
は
じ
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
頻
繁
に
登
場
し
て
お
り
、

五
郎
作
と
は
比
較
す
べ
く
も
な
い
。 

五
郎
作
が
捕
え
ら
れ
た
の
は
居
酒
屋
で
の
発
言
の
た
め
で
は
な
か
っ
た
。
だ
と
し
た
な
ら
残

る
理
由
は
ひ
と
つ
で
あ
る
。
五
郎
作
は
何
ら
か
の
行
動
を
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。
行
動
と
い
っ

て
も
、
善
右
衛
門
の
よ
う
な
裏
工
作
的
な
政
治
活
動
と
い
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
通
常
い
か
な

る
場
合
で
も
犯
罪
と
さ
れ
る
行
動
、
す
な
わ
ち
暴
力
行
為
で
あ
る
。
梅
村
を
撃
っ
た
（
と
本
人

が
い
っ
て
い
た
）
房
吉
も
む
ろ
ん
反
梅
村
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
人
を
殺
傷
し
よ
う
と
し
た
（
と

本
人
が
い
っ
て
い
た
）
が
ゆ
え
に
房
吉
は
捕
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
五
郎
作
も
ま
た
、
そ
の
よ

う
な
何
ら
か
の
暴
力
行
為
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
。
追
加
さ
れ
た
52
に
お
け
る
五
郎
作
の
激
し

い
口
調
は
、
い
わ
ば
そ
れ
を
暗
示
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
特
に
第
二

部
を
し
め
く
く
る
五
郎
作
の
発
言
は
、
そ
れ
を
暗
示
す
る
も
の
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
そ

う
で
あ
る
が
ゆ
え
に

後
に
持
っ
て
き
た
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。 

だ
が
、
可
能
性
と
し
て
は
い
わ
ば
理
由
と
は
い
え
な
い
理
由
と
い
う
べ
き
も
の
が
残
さ
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
冤
罪
で
あ
る
。
先
の
房
吉
に
関
す
る
記
述
の
部
分
に
も
、
た
と
え
ば
「「
あ
い

つ
な
ら
縄
目
に
か
ゝ
つ
て
も
仕
方
が
無
い
」
と
誰
か
ら
も
見
ら
れ
る
や
う
な
も
の
も
あ
り
、

「
ほ
ゝ
う
、
何
で
あ
ん
な
奴
が
…
…
」
と
不
審
が
ら
れ
る
や
う
な
も
の
も
ゐ
た
。」
と
記
さ
れ
て

い
た
。
ま
た
、

後
に
と
う
ま
る
駕
籠
に
乗
せ
ら
れ
た
五
郎
作
は
、
子
供
た
ち
に
次
の
よ
う
に

語

て
い
た
。 

っ

 

「
な
に
、
人
間
ア
、

つ
い
た
り
、
ご
ま
か
し
た
り
す
る
気
さ
へ
無
け
れ
ア
、
世
の
中
に



こ
わ恐

い

事
な
ん
て
無
い
の
じ
や
。
と
も
か
く
、
己
ア
何
処
へ
出
た
つ
て
、

つ
い
た
り
、
隠
し



た
り

せ
に
や
な
ら
ぬ
や
う
な
事
ア
一
つ
も
し
と
ら
ん
つ
も
り
じ
ゃ
ぞ
。」 

 

五
郎
作
が
冤
罪
で
な
か
っ
た
と
い
い
切
る
決
定
的
な
根
拠
は
な
い
。
捕
え
ら
れ
た
理
由
が
記

さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
そ
れ
は
否
定
し
切
れ
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
冤
罪
で
あ
っ
た
と
記
さ

れ
て
い
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
可
能
性
は
極
め
て
低
い
と
い
っ
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
も
し
冤
罪
で
あ
る
な
ら
ば
そ
の
こ
と
を
記
さ
な
い
理
由
が
見
つ
け
難
い
こ
と
、
そ
し
て
、

も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
52
の
追
加
は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
永
平
は
、
五
郎
作
を
「「
山
の
民
の
群
像
」
の
側
の
主
人
公
の
ひ
と
り
」
と
述
べ
て
い
た
。

五
郎
作
を
そ
う
い
っ
て
よ
い
か
ど
う
か
は
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、「
山
の
民
の
群
像
」

の
い
わ
ば
代
表
的
あ
る
い
は
典
型
的
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
と
は
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

五
郎
作
は
む
ろ
ん
善
意
に
あ
ふ
れ
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
無
知
で
軽

薄
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
と
き
に
狡
猾
と
い
え
る
と
こ
ろ
も
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ら

も
含
め
て
五
郎
作
は
「
山
の
民
の
群
像
」
の
代
表
的
、
典
型
的
な
人
物
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

ん
な
「
山
の
民
の
群
像
」
を
描
く
こ
と
が
、『
山
の
民
』
と
題
さ
れ
た
こ
の
作
品
の
ひ
と
つ
の
目

的
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
よ
う
な
人
物
の
冤
罪
を
、
こ
と
さ
ら
に
隠
す
必

要
は
な
い
の
で
あ
る
。
子
供
た
ち
に
語
っ
た
先
の
五
郎
作
の
こ
と
ば
も
、
冤
罪
を
訴
え
る
と
い

う
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
あ
る
覚
悟
を
語
っ
た
こ
と
ば
と
も
い
え
る
の
で
あ

る

先
の
引
用
の
前
に
は
次
の
よ
う
に
も
語
っ
て
い
た
。 

。

 

「
己
ア
出
る
所
へ
出
た
ら
、
み
ん
な
、
何
も
か
も
正
直
に
申
上
げ
る
つ
も
り
じ
や
。
重
い

お
し
お
き

処
刑

に
な
る
な
ら
な
る
で
良
え
。
と
に
か
く
己
の
云
ふ
事
は
一
応
聞
い
て
貰
は
に
や
な
ら
ん
。」 

  

そ
れ
に
し
て
も
、
五
郎
作
は
ど
の
よ
う
な
行
動
に
走
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
ろ
ん
そ
れ
は

記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
ま
た
そ
れ
を
暗
示
す
る
よ
う
な
記
述
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
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な
い
。
五
郎
作
は
、
第
三
部
で
は

後
の
部
分
に
し
か
登
場
し
な
い
と
先
に
述
べ
た
が
、
実
は

ご
く
目
立
た
な
い
形
で
他
に
一
度
だ
け
登
場
し
て
い
た
。
第
三
部
の
九
章
に
、
江
馬
弥
平
の
家

の
作
小
屋
が
火
事
に
な
る
場
面
が
あ
る
。
夜
中
に
突
如
半
鐘
が
鳴
り
出
し
、
人
々
が
駆
け
つ
け

る
。
だ
が
、
小
さ
な
作
小
屋
が
燃
え
て
い
た
だ
け
な
の
で
誰
も
消
そ
う
と
は
せ
ず
、
見
守
る
だ

で
あ
っ
た
。
そ
の
部
分
の

後
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
っ
た
。 

け

 

小
屋
は
お
ほ
か
た
燃
え
つ
き
や

と
し
て
ゐ
た
。
誰
か
ゞ
大
声
で
喚
い
た
。 

う

「
…
…
…
ど
こ
じ
や
ア
…
…
…
」 

「

 

荒
い
烈
し
い
野
良
声
が
そ
れ
に
反
響
し
た
。
一
同
は
び
つ
く
り
し
た
や
う
に
声
の
主
を
振

返
つ
た
。
広
瀬
村
の
五
郎
作
が
、
汚
れ
た
手
拭
で
鉢
巻
を
し
、
古
び
た
バ
ン
ド
リ
を
着
こ
ん

で
、
黒
い
ひ
げ
だ
ら
け
の
や
ん
ち
や
な
顔
を
人
々
の
間
か
ら
突
き
出
し
て
ゐ
た
。 

江
馬
じ
や
、
江
馬
弥
平
じ
や
ア
。」 

  

小
屋
が
燃
え
た
の
は
何
者
か
に
よ
る
放
火
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
ま
ち
が
い
な
い
。
近
頃
各
所

で
ボ
ヤ
騒
ぎ
が
頻
発
し
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
梅
村
と
同
様
、
江
馬
も
相
当
な
反
感
を
買

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
な
ら
ば
、
放
火
を
し
た
の
は
五
郎
作
だ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
読
め
な
い
こ
と
も
な
い
。
誰
か
が
「
ど
こ
じ
や
ア
」
と
叫
ん
だ
の
に
対
し
て
、
五
郎
作

は
即
座
に
「
江
馬
じ
や
、
江
馬
弥
平
じ
や
ア
」
と
答
え
て
い
た
わ
け
で
、
怪
し
い
と
い
え
ば
確

か
に
怪
し
い
と
い
え
な
く
は
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
は
同
時
に
深
読
み
と
い
え
ば
い
え
な
く
も
な

い
危
う
さ
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
こ
の
作
品
を
読
む
過
程
に
お
い
て
、
こ
の
微

妙
な
表
現
か
ら
す
ぐ
さ
ま
五
郎
作
を
放
火
犯
と
認
め
る
こ
と
は
そ
う
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
。
こ
の
作
品
は
そ
れ
相
当
に
長
く
、
ま
た
登
場
人
物
も
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
る
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
五
郎
作
は

後
に
登
場
す
る
以
外
、
第
三
部
で
は
こ
こ
だ
け
に
ぽ
つ
ん

登
場
す
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。 

と

 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
五
郎
作
は
罪
を
犯
し
た
の
か
、
犯
し
た
と
す
れ
ば
何
を
し
た
の
か
は
は

っ
き
り
と
は
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
も
ま
た
小
説
の
ひ
と
つ
の
あ
り
方
に
は
ち
が
い
な

い
が
、
こ
れ
ま
で
長
々
と
述
べ
て
き
た
こ
と
が
ら
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
自
体
に
疑
問

が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
で
あ
る
な
ら
52
の
追
加
も
ま
た
疑
問
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の

と
に
は
つ
い
て
は
立
ち
入
ら
な
い
。 

こ

 

以
上
で
、
52
の
追
加
に
つ
い
て
は
終
わ
り
で
あ
る
。
第
三
部
に
ま
で
や
や
踏
み
込
む
形
と
な

っ
て
し
ま
っ
た
が
、
52
が
そ
れ
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
以
上
い
た
し
方
が
な
い
。

初
稿
に
は
第
三
部
に
相
当
す
る
第
三
編
と
い
う
べ
き
も
の
が
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
初

稿
か
ら
学
会
版
へ
の
改
稿
の
検
討
に
お
い
て
は
原
理
的
に
第
三
部
は
扱
わ
な
い
。
つ
ま
り
、
こ

の
よ
う
な
形
で
し
か
第
三
部
に
触
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
第
三
部

に
つ
い
て
は
次
の
改
稿
を
検
討
す
る
際
に
詳
し
く
触
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
い
で
に
い
っ
て
お

け
ば
、
本
稿
で
の
検
討
は
あ
く
ま
で
も
初
稿
か
ら
学
会
版
へ
の
改
稿
で
あ
り
、
そ
の
後
の
改
稿

に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
考
慮
を
し
て
い
な
い
。
の
ち
の
改
稿
を
考
慮
す
る
こ
と
は
、
学
会
版
改

稿
当
時
の
問
題
性
を
ゆ
が
め
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
だ
が
、
学
会
版
改

時
に
は
そ
の
後
の
版
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

稿

 

単
位
レ
ヴ
ェ
ル
の
追
加
を
終
え
、
次
に
検
討
す
る
の
は
章
レ
ヴ
ェ
ル
の
追
加
で
あ
る
。
二
章

と
六
章
が
そ
れ
だ
が
、
こ
れ
ら
二
つ
の
章
に
は
、
章
レ
ヴ
ェ
ル
の
追
加
と
い
う
ほ
か
に
も
共
通

点
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
明
ら
か
に
あ
る
一
人
の
人
物
に
焦
点
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
い
う
ま

で
も
な
く
、
二
章
は
お
つ
る
、
六
章
は
弥
平
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
作
品
全
体
の
進
行
と

は
や
や
離
れ
た
形
の
記
述
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
一
人
の
人
物
が
中
心
に
描
か
れ

て
い
る
の
は
、
例
の
お
ら
く
を
描
い
た
章
や
五
郎
作
を
描
い
た
章
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
い
ず
れ

の
場
合
に
も
作
品
の
進
行
か
ら
特
に
離
れ
た
と
い
う
べ
き
記
述
で
は
な
か
っ
た
。
お
ら
く
の
章

に
つ
い
て
は
先
に
詳
し
く
見
た
の
で
今
さ
ら
述
べ
る
ま
で
も
な
い
が
、
梅
村
の
風
儀
取
り
締
り

政
策
の
ひ
と
つ
の
結
果
と
し
て
、
お
ら
く
を
め
ぐ
る
密
通
事
件
と
そ
の
処
罰
が
中
心
に
描
か
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
五
郎
作
の
章
も
ま
た
同
様
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
五
郎
作
が
中
心
に
描
か

れ
て
い
た
の
は
学
会
版
で
は
第
一
部
の
十
章
、
初
稿
で
は
第
一
編
の
六
章
だ
が
、
章
の
は
じ
め

に
は
、
鎮
撫
使
先
発
隊
と
し
て
や
っ
て
き
た
竹
沢
が
、
年
貢
半
減
と
そ
の
他
運
上
等
の
軽
減
を

約
束
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
聞
き
つ
け
た
五
郎
作
は
大
喜
び
で
家
路
を
急

ぐ
が
、
途
中
藁
づ
か
い
小
屋
に
立
ち
寄
る
。
そ
こ
に
は
若
者
た
ち
が
集
っ
て
お
り
、
息
子
の
市

助
に
い
ち
早
く
伝
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
あ
い
に
く
市
助
は
お
ら
ず
、
集
っ
て
い
た
若
者

た
ち
に
そ
の
こ
と
を
伝
え
る
が
誰
も
信
じ
る
者
は
い
な
い
。
五
郎
作
は
足
早
に
立
ち
去
り
家
へ

と
向
か
っ
た
。
家
に
帰
る
と
早
速
女
房
の
お
し
ず
に
伝
え
、
す
で
に
寝
て
い
た
娘
の
お
ち
か
を

―58― 
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起
こ
し
に
か
か
る
。
だ
が
、
そ
こ
に
は
夜
ば
い
に
来
て
い
た
若
者
が
い
た
。
五
郎
作
は
そ
の
若

者
に
も
伝
え
、
酒
ま
で
も
ふ
る
ま
い
上
機
嫌
で
あ
る
。
そ
こ
に
市
助
が
帰
っ
て
く
る
。
市
助
も

夜
ば
い
に
出
か
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
五
郎
作
の
章
も
ま
た
、
竹
沢
の
年
貢
半
減
と
そ
の
他
運

上
等
軽
減
の
約
束
か
ら
は
じ
ま
り
、
そ
れ
を
喜
び
吹
聴
し
て
ま
わ
る
五
郎
作
を
中
心
と
し
て
描

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

か

 

お
ら
く
の
章
も
五
郎
作
の
章
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
を
中
心
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
作

品
の
進
行
か
ら
特
に
離
れ
た
記
述
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
お
つ
る
の
二

章
と
弥
平
の
六
章
は
や
や
異
な
る
の
で
あ
る
。
作
品
の
進
行
と
は
ま
っ
た
く
別
の
記
述
と
い
う

わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
章
に
は
お
ら
く
や
五
郎
作
の
章
に
は
な
い
あ
る

特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
人
物
の
生
い
た
ち
、
な
い
し

は
こ
の
作
品
に
登
場
し
て
く
る
過
程
と
い
う
べ
き
も
の
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
の
基
本
的
な
も
の
の
見
方
や
生
き
て
い
く
上
で
の
基
本
的
な
態
度
と
い

っ
た
も
の
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
は
た
し
て
、
一
人
の
人
格
を
持
っ

た
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
お
ら
く
や

郎
作
の
描
き
方
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。 

五

 

ま
ず
は
六
章
の
弥
平
で
あ
る
。
商
法
局
の
仕
事
で
鉱
山
を
巡
視
し
た
帰
り
道
、
弥
平
は
柏
木

徳
兵
衛
の
家
を
訪
れ
る
。
以
前
か
ら
親
友
で
あ
っ
た
二
人
は
気
の
お
け
な
い
会
話
に
う
ち
興
じ
、

弥
平
は
み
ず
か
ら
の
印
籠
と
刀
を
自
慢
す
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
語
ら
れ
る
の
だ
が
、
刀
に
つ
い
て
の
話
し
は
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
五
十

両
の
大
枚
を
は
た
い
て
買
っ
た
虎
鉄
の
刀
を
役
人
た
ち
に
見
せ
る
と
皆
が
羨
ま
し
が
り
ほ
め
て

く
れ
た
。
だ
が
、
吉
住
だ
け
は
薄
笑
い
を
浮
か
べ
、
は
た
し
て
そ
の
名
刀
を
使
い
こ
な
す
腕
が

あ
る
の
か
と
問
う
た
。
吉
住
と
は
、
例
の
密
通
事
件
を
起
こ
し
た
弘
之
進
の
父
親
で
あ
る
。
そ

に
対
し
て
弥
平
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
や
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。 

れ

 

ほ
ゝ
う
、
侍
方
は
刀
を
腕
で
使
ふ
も
の
と
思
つ
て
を
ら
れ
る
ら
し
い
。
じ
や
が
、
わ
し
は

刀
は
魂
で
使
ふ
も
の
じ
や
と
思
つ
と
る
。
な
る
程
わ
し
は
百
姓
上
り
で
、
剣
術
な
ど
は
知
り

申
さ
ぬ
。
じ
や
が
百
姓
で
も
魂
は
立
派
に
持
ち
合
わ
せ
て
を
る
。 

 

 

ひ
と
と
お
り
の
話
し
が
終
わ
り
、
食
事
の
前
に
弥
平
は
徳
兵
衛
の
家
の
野
天
風
呂
に
身
を
浸

す
。
湯
船
に
つ
か
り
な
が
ら
山
深
い
あ
た
り
の
景
色
を
な
が
め
て
い
る
う
ち
に
弥
平
は
子
供
の

こ
ろ
を
想
い
だ
し
、
こ
れ
ま
で
の
人
生
を
ふ
り
か
え
る
。
い
わ
ば
そ
の
よ
う
な
形
で
弥
平
の
生

い
た
ち
が
記
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
穀
つ
ぶ
し
の
末
子
と
し
て
生
ま
れ
た
弥
平
は
、
小

さ
い
と
き
に
家
を
出
さ
れ
る
。
桶
屋
の
小
僧
や
豆
腐
屋
の
行
商
を
し
た
り
し
な
が
ら
、
そ
の
う

ち
糸
紬
屋
の
養
子
に
な
っ
た
。
学
校
に
は
行
か
せ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
の
で
独
学
し
た
。
そ
し

て
、
や
が
て
は
組
頭
に
推
さ
れ
る
ま
で
に
な
り
、
そ
の
後
は
さ
ま
ざ
ま
な
お
役
を
命
じ
ら
れ
、

つ
い
に
は
商
法
局
長
に
な
り
苗
字
帯
刀
御
免
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
て
、
風
呂
か
ら
あ
が
っ

た
弥
平
は
徳
兵
衛
と
酒
を
傾
け
な
が
ら
こ
れ
か
ら
の
飛

に
つ
い
て
お
お
い
に
語
り
合
う
。
だ

、
そ
こ
で
多
く
を
語
っ
て
い
た
の
弥
平
で
あ
っ
た
。 

が

 

「
じ
や
が
、
昔
か
ら
云
は
れ
と
る
や
う
に
、
飛

は


げ

ゞ

下
々
の

げ

ご

く

下
国
で
、
米
も
一
向
と
れ
ぬ
が
、

物
産
も
到
つ
て
乏
し
い
。
こ
の
貧
乏
国
を
富
ま
す
の
は
容
易
な
事
で
は
無
い
ぞ
よ
。
そ
こ
で
、

己
は
い
ま

か
な
や
ま

鉱
山
に
特
別
目
を
つ
け
と
る
が
、
ど
う
じ
や
え
？ 

飛

に
は
何
は
無
く
と
も
、
山



だ
け
は

た

ん

と

沢
山
あ
る
。
山
が
た
ん
と
じ
や
で
、

か
な
や
ま

鉱
山
も
た
ん
と
あ
る
と
思
は
れ
る
。
げ
ん
に
、
今

分
つ
て
ゐ
る
だ
け
で
も
大
分
あ
る
。
己
ア
今
度

し

か

ま

鹿
間
や
、

ま
ん
な
み

万
波
や
、
外
に
い
く
つ
も
鉱
山
を
巡

視
し
て
き
た
が
、
な
か
〳
〵
有
望
じ
や
ぞ
。
じ
や
が
、
今
の
や
う
な
や
り
方
で
は

だ

ち

埒
明
か
ん
。

山
に

あ

な

坑
道
は
い
く
つ
も
あ
る
が
、
一
つ
〳
〵
持
主
が
違
つ
と
つ
て
、
や
り
方
も
ま
る
で
手
内
職

じ
や
。
あ
ん
な
事
で
は
大
き
い
利
の
あ
が
る
道
理
が
無
い
。
あ
れ
を
今
度
一
つ
残
ら
ず
、
商
法

局
へ
一
手
に
纏
め
て
、
う
ん
と

も

と

資
本
を
か
け
る
ん
じ
や
。
つ
ま
り
、
も
つ
と
色
々
な
機
械
も
買

入
れ
た
り
、
人
夫
も
殖
し

マ
マや

た
り
し
て
盛
ん
に
や
る
ん
じ
や
。
さ
う
す
れ
ア
ど
ん
〳
〵
利
が
上

つ
て
く
る
。
今
度
調
べ
て
み
る
と
、
飛

じ
ゆ
う
の



か
な
や
ま

鉱
山
か
ら
あ
が
る
利
益
が
や
つ
と
一
万
両

足
ら
ず
じ
や
。
こ
ん
ど
己
の
手
に
か
け
た
ら
、
一
年
の
う
ち
に
必
ず
そ
の
七
八
倍
、
少
な
く
と

も
七
八
万
両
の
利
益
を
挙
げ
て
見
せ
る
。」 

  

弥
平
の
こ
と
ば
は
の
ち
に
現
実
と
な
る
の
だ
が
、
熱
心
に
語
り
続
け
る
弥
平
に
対
し
て
、
徳

兵
衛
は
、「
は
つ
は
つ
は
ア
、
高
原
の
山
ん
中
に
ど
え
ら
い
奴
が
生
れ
た
も
ん
じ
や
の
う
。」
と

嘆
息
し
て
い
た
。
弥
平
の
こ
と
ば
は
確
か
に
、
徳
兵
衛
の
み
な
ら
ず
人
を
説
得
す
る
力
を
持
っ
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も
う
一
方
の
お
つ
る
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ま
た
弥
平
と
は
少
々
異
な
っ
た
描
か
れ
方
が
さ
れ

て
い
た
。
二
章
は
梅
村
の
記
述
か
ら
は
じ
ま
る
。
飛

の
統
治
者
と
し
て
意
欲
に
燃
え
る
梅
村

が
描
か
れ
る
な
か
、
ふ
と
あ
る
晩
の
役
人
た
ち
と
の
世
間
話
し
が
描
か
れ
る
。
そ
こ
で
話
題
と

な
っ
た
の
は
梅
村
の
妻
帯
に
関
す
る
こ
と
で
、
ま
わ
り
の
役
人
た
ち
は
そ
れ
を
勧
め
、
梅
村
も

そ
の
気
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
い
わ
ば
前
段
で
あ
る
。
次
に
描
か
れ
る
の
は
笠

松
の
役
所
へ
の
出
張
で
、
そ
の
途
中
梅
村
は
番
所
役
人
の
家
に
宿
泊
す
る
。
そ
こ
で
給
仕
と
し

て
出
て
き
た
の
が
お
つ
る
で
あ
っ
た
。
梅
村
は
一
目
で
お
つ
る
を
気
に
入
り
、
杯
を
か
え
し
み

ず
か
ら
酌
を
す
る
。
梅
村
は
陣
屋
奉
公
を
う
な
が
す
が
、
身
分
を
わ
き
ま
え
る
お
つ
る
は
困
惑

す
る
。
お
つ
る
は
番
屋
役
人
の
娘
で
は
な
く
、
近
く
の
商
人
宿
の
娘
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
結
局

は
お
つ
る
を
連
れ
て
梅
村
は
戻
っ
て
く
る
。
形
式
的
に
は
侍
女
と
し
て
で
あ
っ
た
が
、
実
質
は

妻
と
し
て
で
あ
っ
た
。
そ
の
あ
と
に
は
、
そ
の
後
の
梅
村
と
お
つ
る
の
生
活
が
描
か
れ
、

後

梅
村
が
正
式
な
結
婚
を
決
意
す
る
と
こ
ろ
で
終
わ
る
。 

い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。 

に

 

わ
か
る
よ
う
に
、
二
章
は
梅
村
が
中
心
に
描
か
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
一
人
の
人
物
が
中

心
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
お
ら
く
や
五
郎
作
を
描
い
た
章
も
あ
る
と
先
に
述
べ
た
が
、
い
う
ま

で
も
な
く
そ
れ
は
梅
村
と
竹
沢
を
除
い
て
で
あ
る
。
梅
村
と
竹
沢
は
ま
さ
に
こ
の
作
品
の
主
人

公
と
い
う
べ
き
二
人
で
あ
る
こ
と
は
今
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
い
。
竹
沢
は
第
一
部
（
第
一
編
）

の
、
梅
村
は
第
二
部
（
第
二
編
）
及
び
第
三
部
の
中
心
人
物
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

二
章
は
、
確
か
に
そ
の
梅
村
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
焦
点
が
お
つ
る

に
あ
る
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
り
、
そ
の
お
つ
る
が
い
わ
ば
こ
の
作
品
に
登
場
し
て
く
る
過
程

が
記
さ
れ
て
い
る
の
が
こ
の
章
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
役
人
た
ち
と
妻

帯
に
つ
い
て
話
す
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
の
も
む
ろ
ん
お
つ
る
登
場
の
布
石
で
あ
り
、
出
張
の

途
中
に
番
所
役
人
の
家
に
投
宿
す
る
の
も
お
つ
る
登
場
の
た
め
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
の
で

あ
る
。
梅
村
が
は
じ
め
て
出
会
っ
た
と
き
の
お
つ
る
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
多
く
は
記
さ
れ
て
い

い
。
た
だ
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
た
。
お
つ
る
登
場
、

初
の
記
述
で
あ
る
。 

な

 

二
重
瞼
の
す
ゞ
し
い
黒
い
目
で
、
鼻
は
小
さ
く
整
つ
て
を
り
、
花
び
ら
の
や
う
に
柔
か
い
ふ

つ
く
り
し
た
頰
を
し
て
ゐ
る
。
や
ゝ
鳩
胸
で
、
肩
は
ま
る
く
、
肥
つ
て
ゐ
る
程
で
は
無
い
が
、

小
柄
な
容
姿
全
体
に
ふ
つ
く
り
し
た
円
味
が
あ
る
。
態
度
は
あ
く
ま
で
う
や
〳
〵
し
く
、
淑
や

か
で
あ
る
が
、
か
と
云
つ
て
よ
く
見
る
や
う
に
物
お
ぢ
し
て
、
堅
く
な
つ
て
上
つ
て
ゐ
る
の
で

も
無
い
。
云
は
ゞ
素
朴
な
落
つ
い
た
様
子
で
、
し
か
も
礼
儀
に
叶
つ
て
ゐ
る
。
唯
手
が
赤
つ
ち

や
け
て
日
常
の
労
働
を
示
し
て
ゐ
る
が
、
白
粉
つ
気
の
無
い
顔
は
も
と
よ
り
、
ふ
つ
く
り
し
た

咽
喉
で
も
腕
で
も
、
真
つ
白
で
健
康
ら
し
く
艶
や
か
で
あ
る
。 

  

こ
の
作
品
に
出
て
く
る
女
性
の
登
場
人
物
で
は

も
詳
細
な
人
物
描
写
で
あ
り
、
梅
村
と
竹

沢
を
除
け
ば
他
の
人
物
を
含
め
て
も
た
ぶ
ん

も
詳
細
な
描
写
と
い
っ
て
よ
い
。
他
の
女
性
登

人
物
で
詳
細
な
人
物
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
む
ろ
ん
お
ら
く
で
あ
る
。 

場

 

く
つ
き
り
し
た
富
士
額
、
細
い
三
ヶ
月
形
の
眉
、
形
の
良
い
鼻
に
小
さ
い
可
愛
ら
し
い
口

も
と
、
そ
れ
に
黒
襦
子
の
襟
元
か
ら
浮
き
上
つ
た
顔
と
細
い
首
の
色
の
白
さ
。
澄
み
切
つ
た

高
原
の
空
気
と
清
ら
か
な
真
清
水
の
あ
る
所
に
だ
け
生
れ
る
き
め
、
、
の
細
か
い
滑
ら
か
な
白
さ

で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
長
い
も
み
あ
げ
の
下
に
あ
る
小
さ
い
黒
子
ま
で
が
愛
ら
し
く
匂
つ

て
見
え
る
。（
傍
点
は
江
馬
） 

  

こ
れ
は
、
例
の
お
ら
く
が
中
心
に
描
か
れ
た
章
に
お
け
る
記
述
で
は
な
い
。
お
つ
る
の
場
合
と

同
様
、
お
ら
く
が

初
に
登
場
す
る
際
の
記
述
で
、
第
一
部
の
九
章
に
記
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は

学
会
版
で
新
た
に
加
え
ら
れ
た
部
分
に
お
け
る
記
述
で
も
あ
る
。
い
ず
れ
の
記
述
も
紋
切
型
の
描

写
を
そ
れ
ほ
ど
出
る
も
の
で
は
な
い
が
、
お
ら
く
の
方
は
た
だ
色
白
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
に
す

ぎ
な
い
と
い
え
な
く
も
な
い
。
そ
れ
以
外
は
「
富
士
額
」、「
三
ヶ
月
形
の
眉
」、「
形
の
良
い
鼻
」

と
い
っ
た
ま
さ
に
紋
切
型
の
表
現
で
、
何
も
い
っ
て
い
な
い
に
等
し
い
と
い
っ
て
も
い
い
す
ぎ
で

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
色
白
を
強
調
す
る
の
に
も
、「
澄
み
切
つ
た
高
原
と
清
ら
か
な
真
清
水

の
あ
る
所
に
だ
け
生
れ
る
」
と
い
っ
た
、
や
や
興
ざ
め
の
す
る
よ
う
な
表
現
を
し
て
い
た
。
そ
れ

に
比
べ
れ
ば
お
つ
る
の
方
が
い
く
ら
か
は
ま
し
と
い
え
る
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
大
き
な
ち
が
い
で

は
な
い
。
大
き
く
ち
が
う
の
は
、「
態
度
は
あ
く
ま
で
う
や
〳
〵
し
く
、
淑
や
か
で
あ
る
が
、
か
と

云
つ
て
よ
く
見
る
や
う
に
物
お
ぢ
し
て
、
硬
く
な
つ
て
上
つ
て
ゐ
る
の
で
も
無
い
。
云
は
ゞ
素
朴

な
落
つ
い
た
様
子
で
、
し
か
も
礼
儀
に
叶
つ
て
ゐ
る
。」
と
い
っ
た
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
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あ
る
。
つ
ま
り
、
お
つ
る
の
態
度
、
あ
る
い
は
人
と
な
り
と
い
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
こ
の
部
分
だ
け
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
。
お
つ
る
を
連

れ
帰
っ
て
き
た
あ
と
の
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
部
分
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
い
い
方
で
そ
れ
は
記
さ

れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
お
つ
る
の
人
と
な
り
と
い
っ
た
こ
と
は
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
部
分
に
も

よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
晩
の
こ
と
、
役
人
た
ち
の
な
か
で
は
特

に
梅
村
の
お
気
に
入
り
で
あ
っ
た
吉
田
文
助
が
、
二
人
の
い
る
席
で
あ
る
百
姓
の
こ
と
に
い
い
及

ん
だ
。
お
つ
る
の
村
の
百
姓
だ
っ
た
の
で
、
吉
田
は
お
つ
る
の
方
に
向
か
っ
て
心
安
げ
に
語
り
か

た
。 

け

 

「
あ
ん
た
も
御
存
じ
じ
や
と
思
ふ
が
、
あ
の
孫
助
と
云
つ
て
、
頭
の
禿
げ
た
面
白
い
爺
で
…

…
」 

「

 

お
つ
る
は
何
の
こ
だ
わ
り
も
無
し
に
、
愛
想
よ
く
、
同
じ
地
言
葉
で
答
へ

。 

は
ア
、
あ
の
孫
助
さ
な
ら
わ
し
も
能
う
知
つ
と
り
ま
す
。」 

た

梅
村
は
ち
よ
つ
と
顔
色
を
変
へ
た
。
そ
し
て
い
き
な
り
ど
な
り
つ
け
た
。 

「
吉
田
、
お
つ
る
に
向
つ
て
そ
の
や
う
な
口
の
き
ゝ
方
は
無

で
あ
ら
う
ぞ
。」 
礼

 

は
つ
、
不
注
意
の
段
、
ま
こ
と
に
申
訳
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
。」 

「

 
 

驚
き
慌
て
て
、
吉
田
は
彼
の
前
に
両
手
を
つ
い
て
ひ
た
す
ら
謝
罪
し
た
。
彼
は
更
に
お
つ

の
前
に
両
手
を
突
い
て
、「
失
礼
の
段
、
何
卒
お
許
し
の
程
を
」
と
あ
や
ま
つ
た
。 

る

 
 

彼
女
は
当
惑
の
あ
ま
り
、
殆
ん
ど
泣
き
出
し
さ
う
な
顔
を
し
て
ゐ
た
。
彼
女
は
何
ら
侮
辱

な
ぞ
感
じ
て
ゐ
な
か
つ
た
し
、
吉
田
が
気
の
毒
で
な
ら
な
か
た
の
で
。 

 

お
つ
る
の
章
と
弥
平
の
章
の
二
つ
は
や
は
り
他
の
章
と
は
異
質
で
あ
り
、
い
わ
ば
そ
の
異
質

な
も
の
が
途
中
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
感
が
深
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
て
み
れ
ば
、
作

品
全
体
の
進
行
で
あ
る
編
年
体
に
、
お
つ
る
と
弥
平
に
関
す
る
紀
伝
体
が
ま
じ
っ
て
い
る
と
い

っ
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
作
品
全
体
の
進
行
と
は
や
や
離
れ
た
形
の
記
述
に
な
っ
て
い
る
と

い
っ
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
の
二
章
と
六
章
の
追
加
を
、
で
は
ど
の
よ
う
に
評
価
す
れ

ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
他
の
章
と
は
異
質
で
あ
り
、
い
わ
ば
挿
入
的
な
章
で
あ
る
が
ゆ
え
に

ま
ず
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
作
品
全
体
の
進
行
と
は
や
や
離
れ
た

形
の
記
述
で
あ
る
が
ゆ
え
に
よ
く
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
れ

ぞ
れ
が
こ
の
よ
う
な
形
で
詳
細
に
描
か
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
作
品
全
体
と
し
て
は
二

人
の
人
物
は
あ
ま
り
よ
く
描
か
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
く
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分

は
作
品
全
体
の
な
か
で
は
十
分
に
機
能
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、

弥
平
の
場
合
は
そ
う
い
え
る
。
作
品
全
体
の
進
行
と
は
や
や
離
れ
た
形
の
記
述
と
い
え
る
の
は

そ
の
た
め
で
も
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
以
上
は
立
ち
入
る
こ
と
を
控
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
と

は
お
つ
る
と
弥
平
の
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
造
型
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
小
説
と
し
て
の

こ
の
作
品
全
体
の
評
価
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
梅
村
の
造
型
に
関
す
る
部
分

述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。 

で

  
 
 
 
 

三 
  

後
に
検
討
す
る
の
は
省
か
れ
た
部
分
で
あ
る
。
省
か
れ
た
の
は
初
稿
の
〔
30
〕
と
〔
32
〕

の
二
つ
で
あ
る
。
省
か
れ
た
部
分
な
の
で
、
当
然
な
が
ら
学
会
版
の
要
約
に
も
そ
れ
に
該
当
す

も
の
は
な
い
。 

る

 

〔
30
〕
は
、
梅
村
が
遊
女
屋
へ
視
察
に
行
く
こ
と
が
記
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
。
前
に
述
べ
た

よ
う
に
、
梅
村
は
密
通
の
厳
禁
を
は
じ
め
と
す
る
風
儀
取
り
締
り
に
力
を
入
れ
た
が
、
そ
の
一

方
公
然
の
遊
女
屋
を
設
け
さ
せ
た
。
そ
の
ひ
と
つ
の
有
明
楼
に
、
梅
村
は
お
つ
る
を
と
も
な
い

視
察
に
訪
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
様
子
は
ご
く
簡
単
に
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、

後
に

梅
村
が
遊
女
屋
遊
び
を
し
た
と
の
う
わ
さ
が
広
が
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
終
わ
る
。
実
は
そ
の

よ
う
な
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
お
つ
る
も
連
れ
て
行
っ
た
の
だ
が
、
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
う
わ

さ
は
広
が
り
、
人
々
は
梅
村
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
遊
女
屋
視
察
も
ま
た
梅
村
批

判
の
材
料
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
部
分
の

後
は
、「
人
々
は
そ
ん
な

風
に
口
や
か
ま
し
く
陰
口
を
云
つ
た
。
か
う
し
て
一
つ
で
も
梅
村
を
罵
倒
す
る
口
実
の
ふ
え
る

事
を
心
か
ら
満
足
に
思
ふ
か
の
や
う
に
。」
と
い
う
こ
と
ば
で
結
ば
れ
て
い
た
。
人
々
の
梅
村
に

対
す
る
批
判
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
記
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
な
か
に
は
、
こ
の
部
分
の
よ
う
に
誤

解
や
あ
る
い
は
曲
解
に
基
づ
く
批
判
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
だ
と
し
た
な
ら
、
こ
の
〔
30
〕
は

省
い
て
も
か
ま
わ
な
い
が
、
し
か
し
あ
っ
て
も
ま
た
特
に
不
都
合
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
梅
村

―61― 
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の
新
た
な
政
策
の
ひ
と
つ
と
し
て
設
け
た
遊
女
屋
を
視
察
す
る
と
い
う
の
は
決
し
て
無
駄
な
記

と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
省
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 
述

 

こ
の
記
述
の
す
ぐ
前
に
は
、
堤
防
工
事
完
成
の
祝
宴
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
堤
防
工
事
も

梅
村
の
発
案
に
よ
る
一
大
事
業
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
完
成
を
祝
い
、
工
事
に
携
わ
っ
た
す
べ
て

の
人
を
集
め
て
川
原
で
の
大
宴
会
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
梅
村
も
お
つ
る
を
連
れ
て

参
加
す
る
。
や
が
て
二
人
は
途
中
で
退
席
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
遊
女
屋
視
察
は
そ
の
帰

り
道
に
梅
村
が
不
意
に
い
い
出
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
当
然
梅
村
は
酒
を
飲
ん
で
い
た
。
し
か

も
か
な
り
酔
っ
て
お
り
、
お
つ
る
の
肩
に
も
た
れ
か
か
っ
た
り
も
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
遊
女

屋
視
察
も
そ
の
酒
の
せ
い
の
思
い
つ
き
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
遊
女
屋
で
も
梅
村

は
酒
を
運
ば
せ
、
遊
女
た
ち
を
集
め
て
身
の
上
を
尋
ね
た
り
し
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
と
酒
を
飲
ん

で
い
た
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
や
が
て
梅
村
は
去
っ
て
い
く
の
だ
が
、
視
察

と
し
て
は
少
々
軽
率
な
行
動
で
は
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
は
酒
席
の
帰
り
道
に
思
い
つ
き
で
行

わ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

な

 

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
梅
村
は
決
し
て
肯
定
的
に
描
か
れ
て
い
た
わ
け
で

は
な
い
。
誤
解
や
曲
解
に
よ
る
人
々
の
批
判
も
少
な
く
は
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
正
当
と
い
う

べ
き
批
判
も
あ
っ
た
。
密
通
者
や
不
平
分
子
に
対
す
る
無
慈
悲
さ
や
、
あ
ま
り
に
も
理
想
主
義

的
か
つ
と
き
に
非
現
実
的
な
思
考
と
い
っ
た
面
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
梅
村

は
決
し
て
否
定
的
に
ば
か
り
描
か
れ
て
い
た
わ
け
で
な
い
こ
と
も
ま
た
い
う
ま
で
も
な
い
。
小

さ
な
者
や
弱
い
者
に
対
す
る
優
し
さ
や
先
見
的
か
つ
合
理
主
義
的
な
思
考
と
い
っ
た
面
も
ま
た

確
か
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
肯
定
的
と
い
う
点
で
は
、
そ
の
潔
癖
さ
と
い
う
点
が
梅

村
の
大
き
な
特
徴
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
、
裏
を
か
え
せ
ば
そ
れ
は
融
通
の
き
か
な

さ
で
も
あ
る
。
密
通
者
や
不
平
分
子
に
対
す
る
無
慈
悲
さ
や
理
想
主
義
的
か
つ
非
現
実
的
な
思

考
も
、
そ
の
裏
が
え
し
に
さ
れ
た
潔
癖
さ
と
も
い
え
る
の
だ
が
、
と
に
か
く
梅
村
の
潔
癖
さ
は

徹
底
し
て
お
り
、
そ
れ
は
や
は
り
梅
村
の
肯
定
的
な
一
面
だ
っ
た
の
で
あ
る
。〔
30
〕
が
省
か
れ

の
は
、
そ
の
潔
癖
さ
と
は
相
入
れ
な
い
記
述
だ
っ
た
か
ら
だ
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

た

 

そ
の
可
能
性
は
た
ぶ
ん
小
さ
く
は
な
い
。
だ
が
、
そ
う
い
い
切
る
こ
と
に
は
少
々
た
め
ら
わ

れ
る
点
も
あ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
も
し
そ
の
よ
う
な
理
由
で
あ
っ
た
の
な
ら
ば
、
少
々

描
き
方
を
変
え
て
記
す
と
い
う
方
法
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
遊
女
屋
視
察
を
酒

席
の
帰
り
道
に
思
い
つ
き
で
行
な
わ
れ
た
こ
と
と
は
せ
ず
に
、
し
か
る
べ
き
形
で
行
な
わ
れ
た

こ
と
に
す
る
こ
と
。
そ
し
て
、
遊
女
屋
で
も
遊
女
た
ち
を
集
め
て
酒
を
飲
む
と
い
っ
た
行
動
を

さ
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
描
き
方
を
し
て
も
人
々
の
梅
村
に
対
す
る

同
様
な
批
判
を
記
す
こ
と
に
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
誤
解
は
ど
こ
に
で
も
成
り
立
つ
で
あ
ろ

う
し
、
ま
た
ど
こ
に
で
も
成
り
立
ち
得
る
の
が
曲
解
だ
か
ら
で
あ
る
。
当
然
、
そ
の
よ
う
な
描

き
方
も
あ
り
得
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
、
も
う
ひ
と
つ
の

可
能
性
を
否
定
し
切
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
々
の
梅
村
に
対
す
る
批
判

は
多
く
記
し
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
ゆ
え
、
こ
こ
だ
け
省
い
て
も
か
ま
わ
な
い
で
あ
ろ
う
と
い

た
軽
い
気
持
ち
か
ら
行
な
わ
れ
た
可
能
性
で
あ
る
。 

っ

 

そ
し
て
、
可
能
性
と
い
う
こ
と
で
は
実
は
も
う
ひ
と
つ
考
え
得
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

遊
女
屋
を
描
い
た
場
面
だ
か
ら
で
あ
る
。
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
こ
で
の
記
述
は
ご
く
簡
単
な
も

の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
内
部
の
具
体
的
な
様
子
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
何
も
描
か
れ
て
い
な
い
に
等

し
い
。
だ
が
、
遊
女
屋
と
い
う
だ
け
で
省
い
た
可
能
性
も
ま
た
決
し
て
小
さ
く
は
な
い
の
で
あ

る
。
現
に
当
局
側
は
性
的
な
こ
と
が
ら
に
関
す
る
と
思
わ
れ
る
部
分
を
伏
せ
字
に
も
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
性
的
な
こ
と
が
ら
に
関
す
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
が
、

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
別
に
検
討
す
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、〔
30
〕
を
省
い
た
決
定
的
な
理
由

定
め
が
た
い
の
で
あ
る
。 

は

 

い
よ
い
よ

後
の
〔
32
〕
で
あ
る
。〔
32
〕
は
、
実
は
省
か
れ
た
部
分
と
い
う
よ
り
は
差
し

替
え
ら
れ
た
部
分
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
代
わ
っ
た
と
い
う
べ
き
な
の
は
学
会

版
の
47
、
す
な
わ
ち
先
に
詳
し
く
見
た
、
村
山
三
郎
が
お
ら
く
と
弘
之
進
の
密
会
を
発
見
し
、

お
ら
く
を
お
ど
す
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
内
容
は
そ
れ
に
近
い
も
の
だ
っ

た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
そ
の
描
か
れ
方
は
か
な
り
異
な
っ
て
お
り
、
内
容
も
ま
た

大
き
く
異
な
っ
て
い
る
と
い
え
ば
い
え
る
の
で
あ
る
。
大
き
な
ち
が
い
は
ま
ず
、
村
山
が
登
場

し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
学
会
版
の
47
で
は
、
お
ら
く
と
弘
之
進
の
密
会
は
こ
の
村
山
に
目
撃
さ

れ
る
と
い
う
形
で
描
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
目
撃
さ
れ
る
と
い
う
形
は
〔
32
〕
で
も
変
わ
っ

て
は
い
な
か
っ
た
。
村
山
に
代
わ
る
目
撃
者
は
二
人
の
老
人
で
あ
る
。
二
人
は
通
り
を
歩
い
て

い
く
お
ら
く
を
発
見
し
、
立
ち
止
ま
っ
て
し
ば
ら
く
眺
め
た
あ
と
、
再
び
歩
き
出
し
な
が
ら
お

ら
く
に
つ
い
て
話
し
出
す
。
む
ろ
ん
、
お
ら
く
の
美
し
さ
を
賛
嘆
し
合
う
の
だ
が
、
47
と
大
き
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く
異
な
る
も
う
ひ
と
つ
の
点
は
、
お
ら
く
の
目
撃
は
実
は
こ
れ
だ
け
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
二
人
の
老
人
は
弘
之
進
と
二
人
連
れ
の
場
面
を
目
撃
し
た
わ
け
で
は
な
い

の
で
あ
る
。
た
だ
、
二
人
の
老
人
の
う
ち
の
一
人
が
、
あ
る
と
き
二
人
を
目
撃
し
た
こ
と
を
語

っ
て
い
た
。「
己
ア
弘
之
進
様
が
お
ら
く
と
手
を
取
つ
て
、
暗
闇
を
歩
い
て
ご
ざ
つ
た
所
を
ち
や

ん
と
見
届
け
た
の
じ
や
。」
と
一
人
の
老
人
は
い
う
。
そ
れ
に
対
し
て
も
う
一
方
の
老
人
は
「
暗

闇
で
よ
う
見
分
け
が
つ
い
た
の
う
。」
と
ま
ぜ
っ
か
え
す
の
だ
が
、「
そ
り
や
ア
、
お
前
、
暗
闇

と
云
つ
た
つ
て
、
星
あ
か
り
ぐ
ら
ゐ
は
あ
つ
た
さ
。」
と
答
え
て
い
た
。
さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
の

ち
が
い
と
い
う
べ
き
な
の
は
そ
の
記
述
量
で
あ
る
。〔
32
〕
は
老
人
た
ち
の
会
話
を
中
心
と
し
た

比
較
的
短
か
い
も
の
で
、
47
の
四
分
の
一
程
度
の
量
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
47
は
、
学
会
版
の
な

で
は

も
長
い
も
の
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

か

 

こ
の
よ
う
な
ち
が
い
の
あ
る
記
述
を
差
し
替
え
と
い
っ
て
よ
い
か
は
微
妙
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

を
差
し
替
え
と
い
う
の
も
あ
な
が
ち
ま
ち
が
え
で
は
な
い
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
こ
こ
で
は
一

応
省
略
と
し
て
扱
う
こ
と
に
し
た
の
で
る
。
し
た
が
っ
て
、
47
も
同
様
追
加
で
は
な
く
差
し
替

え
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
47
に
つ
い
て
は
す
で
に
検
討
済
み
で
あ

る
。
村
山
と
い
う
人
物
を
登
場
さ
せ
て
の
そ
こ
で
の
書
か
れ
方
に
は
疑
問
が
あ
り
、
そ
の
よ
う

な
追
加
な
ら
ば
む
し
ろ
な
く
も
が
な
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
が
、
そ
う
で
あ
る
な

ら
ば
む
し
ろ
〔
32
〕
の
方
が
問
題
は
少
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、〔
32
〕
で
は
お
ら

く
は
た
だ
通
り
を
歩
い
て
い
た
と
こ
ろ
を
二
人
の
老
人
に
見
ら
れ
る
だ
け
の
人
物
に
す
ぎ
な
い
。

47
も
ま
た
基
本
的
に
は
村
山
に
見
ら
れ
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
に
比
べ

れ
ば
お
ら
く
は
ま
だ
い
ろ
い
ろ
な
形
で
描
か
れ
て
い
た
。
47
を
検
討
し
た
際
に
も
述
べ
た
よ
う

に
、
学
会
版
で
は
女
性
の
登
場
人
物
に
幾
分
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
よ
う
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
と

し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
や
は
り
47
に
お
け
る
お
ら
く
の
方
が
そ
の
意
図
を
よ
り
実
現
し
て
い
た

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
基
本
的
に
は
村
山
に
見
ら
れ
る
と
い
う
形
で
、
あ
る
い
は
村
山
の
視
点

で
描
か
れ
て
い
た
に
し
て
も
で
あ
る
。〔
32
〕
が
省
か
れ
た
の
は
、
あ
る
い
は
差
し
替
え
ら
れ
た

は
、
お
ら
く
が
あ
ま
り
に
も
描
か
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

の

 

以
上
で
、
初
稿
第
二
編
か
ら
学
会
版
第
二
部
へ
の
改
稿
に
つ
い
て
は
終
わ
り
で
あ
る
。
学
会

版
第
三
部
に
相
当
す
る
初
稿
第
三
編
と
い
う
べ
き
も
の
は
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
初
稿

か
ら
学
会
版
へ
の
改
稿
は
こ
れ
で
ひ
と
と
お
り
は
終
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
こ
れ
ま
で

に
検
討
し
た
の
は
あ
く
ま
で
も
単
位
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
変
更
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
単
位
内
に
お
け

る
、
あ
る
い
は
単
位
レ
ヴ
ェ
ル
を
越
え
な
い
変
更
も
少
な
く
な
い
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
次

稿
で
は
補
足
的
に
そ
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
ま
た
、
補
足
と
い
う
こ
と
で
は
伏
せ
字
に

い
て
、
そ
し
て
誤
植
や
誤
記
等
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
予
定
で
あ
る
。 

つ
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☆原著論文
分       野 題                     目  著   者   名 誌                 名 発行年月

獣 医 学 Vertical transmission of Neospora caninum Y. OMATA    Veterinary Parasitology  2004年4月

in BALB/c mice in both acute and chronic M. NIDAIRA 121: 323-328.
infection R. KANO
 Y. KOBAYASHI

T. KOYAMA 
H. FURUOKA 
R. MAEDA 　

 T. MATSUI   
 A. SAITO  

獣 医 学 Clinical Applications of N. SASAKI           Journal of Equine Scienc 2004年
 Electrointestinography in the Horse I. LEE

Y. AYUKAWA
H. YAMADA 

獣 医 学 Inprovement of Dietary Total Calcium to N. SASAKI             Journal of Equine Science 2004年
Inorganic Phosphorus Ratio Prevents T. SHIMODA
Progressive Nutritional Secondary M. SATO
Hyperparathyroidism in Ponies and H. HURUOKA 
Donkeys S. MIKI  

I. LEE 
H. TAMADA

獣 医 学 Enzyme-linked immunosorbent assay to M. WATARAI J. Vet. Med. Sci. 2004年6月

detect proliferative enteropathy in rabbits Y. YAMATO 66(6): 735-737
infected with Lawsonia intracellularis N. HORIUCHI

S. KIM
Y. OMATA

 T. SHIRAHATA   
 H. FURUOKA  
  

獣 医 学 Extracranial meningioma in a dairy cow K.YAMADA
K. ISHIHARA
I. YASUTOMI
Y. KOBAYASHI
H. UENO
K. MIYAHARA
H. FURUOKA

Vet. Rec.
156: 652-653

2005年5月

獣 医 学 Application of non-destructive inspection
of endangered animals using soft X-ray
radiography, computed tomography and
magnetic resonance imaging: case study
of a northern smooth-tailed tree shrew
(Dendrogale muria)

K. YAMADA
J. YAMADA
M. SASAKI
H. ENDO
J. KIMURA
W.RERKAMNUAYCHOKE

H. UENO
E. R. WISNER

Jpn. J. Zoo Wild. Med.
9(1): 51-55

2004年4月

         平成16年度    帯広畜産大学研究業績     
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獣 医 学 帯広畜産大学附属家畜病院で2003年4月か

ら2004年8月にエックス線CT検査を実施し

た49症例

山田    一孝
井川裕里江
上野    博史

田辺    茂之

山口    美穂

石川        濶
宮原    和郎
古林与志安
古岡    秀文

獣医畜産新報

53(3) 189-195
2005年3月

  
獣 医 学 犬の体位および硫酸バリウム製剤の平均粒

子径が上部消化管造影検査におよぼす影響
についての基礎的検討

高橋由香里
山田  一孝
上野  博史

日本獣医師会雑誌
58(1):41-45

2005年1月

  
獣 医 学 Echocardiography and  endcarditis M. SATO Minufiya Vet.J. 2004年4月

 diagnosis among dairy cows H.Y.HASSAN 3(2): 409-423
K.MIYAHARA

獣 医 学 Isolation and characterization of A. UEMURA J. Parasitol. 2004年4月

gangliosides from Trypanpdsoma Brucei S. WATARI 90(1): 123-127
 Y. KUSHI
 T. KASAMA

Y. OHNISHI
H. KODAMA

獣 医 学 こうや豆腐と水溶性食物繊維がラットの 劉　  愛民 環境化学 2004年8月

ダイオキシン類の糞中排泄と肝臓蓄積に 中野　益男 14(2): 206-297
与える影響 櫛    泰典  

菅原　久孝

獣 医 学 Evaluation of mixture effects in a crude G. SUZUKI Environmental 2004年10月

extract of compost using the CALUX H. TAKIGAMI International
bioassay and HPLC fractionation Y. KUSHI 30: 1055-1066  
 S-I. SAKAI  

獣 医 学 Analysis of gangliosides from carp T. IRIE Fish & Shellfish 2004年11月

intestinal mucosa S. WATARAI Immunology
Y. KUSHI 16: 117-125
T. KASAMA
H. KODAMA
 

獣 医 学 Phylogenetic analysis of Theileria  sp. from H.INOKUMA Vet. Partasitol. 2004年4月

sika  deer, Cervus nippon , in Japan M.TSUJI 120: 339-345
S-J. KIM
T.FUJIMOTO
M.NAGATA
E.HOSOI
S.ARAI
C.ISHIHARA
M.OKUDA

獣 医 学 Molecular survey of Babesia  infection in H. INOKUMA Vet. Partasitol. 2004年6月

dogs in Okinawa, Japan Y.YOSHIZAKI 121: 341-346
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K.MATSUMOTO
M. OKUDA
T. ONISHI
K. NAKAGOIME

 R. KUSHUGI
M. HIRAKAWA

獣 医 学 Centrosome amplification and R. MIKI J. Vet. Med. Sci. 2004年7月

chromosomal instability in feline M. OKUDA 66(7): 797-805
lymphoma cell lines T. OIKAWA

M. WATANABE
Z. MA
K. MATSUMOTO
H. IWATA
H. INOKUMA

獣 医 学 Molecular survey of Mycoplasma H. INOKUMA J. Vet. Med. Sci. 2004年8月

haemofelis  and ‘Candidatus S. TAROURA 66(8): 1017-1020 
Mycoplasma haemominutum’ infection in  M. OKUDA
cats in Yamaguchi and surrounding area M. HISASUE

K. ITAMOTO
S. UNE
M. NAKAICHI
Y. TAURA

 
獣 医 学 Seroepidemiological study of canine M. WATANABE Vet. Parasitol. 2004年9月

infections in Yamaguchi Prefecture and M. OKUDA 124: 101-107
surrounding areas of Japan M. TSUJI

H. INOKUMA

獣 医 学 Clinical observation of Babesia gibsoni H. INOKUMA Vet. Rec. 2005年1月

infection with low parasitemia confirmed M. OKUDA 156: 116-118 
by PCR in dogs Y. YOSHIZAKI

H.HIRAOKA
T. MIYAMA
K. ITAMOTO
S. UNE
M. NAKAICHI
Y. TAURA

獣 医 学 Bartonella henselae 検出のための分離培地 常岡  英弘 感染症誌 2004年7月

の検討－飼いネコからのB.henselae  分離－ 石田  千鶴 78(7): 574-579
 梅田  昭子

猪熊　  壽

塚原  正人

　

獣 医 学 脾臓摘出後に発症した犬ヘモバルトネラ症 平岡  博子 日獣会誌 2004年9月

の1例 見山  孝子 57(9): 587- 590 
白永  伸行

中市  統三

渡邊麻麗香
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板本  和仁

　 奥田    優

猪熊　  壽

獣 医 学 犬の酸化ストレスマーカーとしての尿中 猪熊    壽 獣畜新報 2004年10月

バイオピリンの検討 末永  恵子 57(10): 815-817
板本  和仁

奥田  　優

宇根  　智

中市  統三

 田浦  保穂

　 塩地　  出

獣 医 学 アザチオプリンによる長期の赤血球産生 金子  直樹 山口県獣医学誌 2004年12月

抑制が認められた犬の一例 宇根  　智 31: 37-40 
板本  和仁

森本  将弘

林    俊春

奥田  　優

　 猪熊  　壽

獣 医 学 Bartonella henselae 感染猫の臨床症状 猪熊  　壽 獣畜新報 2005年3月

および疫学要因 末永  恵子 58(3): 193-195
板本  和仁

奥田　  優

宇根  　智

中市  統三

田浦  保穂

常岡  英弘

塚原  正人

丸山  総一

獣 医 学 Propylene glycol increases cytosolic free E. SATOH Int. J. Neurosci. 2004年5月

calcium in rat cerebrocortical K. MURAKAMI  114: 587-596
synaptosomes M. NISHIMURA  
   

獣 医 学 Propylene glycol releases calcium from E. SATOH Int. J. Neurosci.. 2004年9月

mitochondrial stores in rat  cerebrocortical K. MURAKAMI  114: 1111-1118
synaptosomes M. NISHIMURA 

獣 医 学 Phospholipase C involvement in H. OKAMOTO Int. J. Neurosci. Sci. 2004年
activation of the muscarinic T. UNNO 95: 203-213
receptor-operated cationic current in D. ARIMA  
guinea pig ileal smooth muscle cells M. SUZUKI 
 H-D. YAN 

H. MATSUYAMA  
M. NISHIMURA 
S. KOMORI

獣 医 学 Calcineurin contributes to the enhancing Y. MUROI J. Pharmacol. Sci. 2004年5月

effect of adenosine on nerve growth  T. ISHII 95:124-131
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factor-induced neurite outgrowth via the  K. TERAMOTO   
decreased duration of p38 M. HORI
mitogen-activated protein kinase M. NISHIMURA 
phosphorylation  　

獣 医 学 和漢薬からのA型ボツリヌス神経毒素 沢村    信一 日本食品科学工学会誌 2004年9月

中和物質の探索 坂根　    巌 51(9): 463-466
大野    哲司

 石井    利明   
 佐藤    栄輝  

西村    昌数

 
獣 医 学 The mesencephalic trigeminal sensory T. ISHII Brain Res. 2005年3月

nucleus is involved in the control of feeding H. FURUOKA 1048: 80-86
and exploratory behavior in mice T. ITOU

N. KITAMURA
M. NISHIMURA

獣 医 学 Eliminating the effect of epidural fat IH. LＥＥ Vet. Anaesthesia  & 2004年4月

 during dorsolumbar epidural analgesia N.  YＡＭＡＧＩＳＨＩ Analgesia
in cattle K.  OＢOＳＨＩ 31(2): 86-89

H. YＡＭＡＤＡ

獣 医 学 Distribution of new methylene blue IH. LＥＥ Vet. Anaesthesia  & 2004年10月

injected into the lumbosacral epidural N.  YＡＭＡＧＩＳＨＩ Analgesia
space in cats K.  OＢOＳＨＩ 31(4): 190-194

H. YＡＭＡＤＡ

獣 医 学 No evidence for adapation of current egg  K. TSUKAMOTO Avian Diseases 2004年
drop syndrome 1976 viruses to chickens M. KUWABARA 48: 220-223

M. KANEKO
M. MASE
K. IMAI

獣 医 学 Pathogenesis of conjunctivitis caused by K. NAKAMURA  Avian Pathol. 2004年

Newcastle disease viruses in specific  Y. OHTA 33: 371-376
pathogen-free chicken Y. ABE

K. IMAI
M.YAMADA

獣 医 学 Experimental Transmission of ovine T. NISHIMORI J. Vet. Med. Sci. 2004年

hepesvirus-2 in sheep R. ISHIHARA 66: 1171-1176
T.KANNNO
GL. JAYAWARDANE 
K. NISHIMORI
 I. UCHIDA
K.IMAI

獣 医 学 Phylogenetic analysis of avian infectious M. MASE Arch. Virol. 2004年

bronchitis virus strains isolated in Japan K. TSUKAMOTO 149: 2069-2078
K.IMAI
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Y. YAMAGUCHI
 

獣 医 学 Relationship between the appearance of Y. MURANISHI Zygote 2004年5月

preantral follicles in the fetal ovary  of M. SASAKI 12: 125-132
Antarctic minke whales (Balaenoptera K. HAYASHI
bonaerensis )and hormone concentrations N. ABE
in the fetal heart, umbilical cord and T. HUJIHIRA
maternal blood H. ISHIKAWA

S. OHSUMI
A. MIYAMOTO
Y. FUKUI

獣 医 学 Anatomical and histological J. KIMURA Placenta 2004年9月

characterization of the female M. SASAKI 25: 705-711
reproductive organs of mouse H. ENDO
deer (Tragulidae) K. FUKUTA

獣 医 学 Geographical variation of the skull of the H. ENDO  J. Vet. Med. Sci. 2004年10月

lesser mouse deer J. KIMURA 66（10）: 1229-1235
K. FUKUTA
M. SASAKI
B. J. STAFFORD

獣 医 学 Immunohistochemical localization of D. HAYAKAWA J. Vet. Med. Sci. 2004年11月

steroidogenic enzymes in the testis of M. SASAKI 66（11）: 1463-1466,
Hokkaido sika deer (Cervus nippon C. AKABANE
yesoensis ) N. KITAMURA

T. TSUBOTA
M. SUZUKI
J. YAMADA

獣 医 学 Phylogenetic relationships among H. ENDO Mammal Study 2004年 12月
populations of the mouse deer in the K. FUKUTA 29: 119-123
Southeast Asian region from the J. KIMURA
nucleotide sequence of cytochrome b Gene M. SASAKI

Y. HAYASHI
T. OSHIDA

獣 医 学 A female pseudohermaphrodite Holstein M. TAKAGI Theriogenology 2005年 1月
heifer with gonadal mosaicism N. YAMAGISHI 63: 60-71

K. OBOSHI
S. KAGEYAMA
H. HIRAYAMA
A. MIMAMIHASHI
M. SASAKI
M. P. B. WIJAYAGU-
NAWARDANE

獣 医 学 Effect of active immunization of pony  R.I.DERAR J.Vet.Med.Sci. 2004年

mares against recombinant porcine Y.MAEDA 66(1): 31-35  
inhibin αsubunit on ovarian follicular M.S.HOQUE

－70－



71

development and plasma  steroids and T.OSAWA
gonadotropins G.WATANABE

K.TAYA
Y-I.MIYAKE

獣 医 学 Atresia ani with diphallus and separate M.GHANEM Theriogenology 2004年

scrota in a calf: a case report C.YOSHIDA 61: 1205-1213  
N.ISOBE
T.NAKAO
H.YAMMASHIRO
H.KUBOTA
Y-I.MIYAKE
K.NAKADA

獣 医 学 Partial purification of mare early  K.OHNUMA AJRI 2004年

pregnancy factor K.ITOH 51: 95-101  
J.TAKAHASHI
Y-I.MIYAKE

獣 医 学 凍結乾燥塩酸メデトミジンを利用したエゾ 大沼　  学 日本野生動物医学会会誌 2004年9月

シカ(Cervus nippon yesoensis)の化学的 高橋  裕史 9(2): 125-129
不動化 中村  友香

田中  純平

浅野  　玄

松井  基純

釣賀一二三

鈴木  正嗣

梶　  光一

大泰司紀之

獣 医 学 Geographical variation of skull size and H. ENDO J. Vet. Med. Sci. 2004年10月

shape in various populations in the black J. KIMURA 66(10): 1213-1218
giant squirrel T. OSHIDA

B. J. STAFFORD
W. RERKAMUAYCHOKE

T. NISHIDA
M. SASAKI
A. HAYASHIDA
Y. HAYASHI

獣 医 学 Improved  enzyme-linked immunosorbent S. BOONCHIT  J. Clin. Microbiol. 2004年4月

assay using C-terminal truncated  X. XUAN 42(4): 1601-1604
recombinant antigens of Babesia bovis N. YOKOYAMA
rhoptry-associated  protein-1 for detection W.L. GOFF
of specific antibodies S.D. WAGHELA

G. WAGNER
I. IGARASHI

獣 医 学 Serodiagnosis of canine Babesia gibsoni S. FUKUMOTO J. Parasitol 2004年4月

infection by enzyme-linked immunosorbent Y. SEKINE 90(2): 387-391
assay with recombinant P50 expressed X. XUAN
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in Escherichia coli I. IGARASHI
C. SUGIMOTO
H. NAGASAWA
K. FUJISAKI 
T. MIKAMI 
H. SUZUKI

獣 医 学 Molecular evidence of infections with H. IKADAI  J. Clin. Microbiol. 2004年6月

Babesia gibsoni parasites in Japan and H. TANAKA 42(6): 2465-2469
evaluation of the diagnostic potential N. SHIBAHARA
of a loop-mediated isothermal A. MATSUU
amplification method M. UEUCHI

N. ITOH
N. KUDO
I. IGARASHI
T. OYAMADA

獣 医 学 The detection of bovine lactoferrin T. TANAKA J. Vet. Med. Sci 2004年6月

binding protein on Trypanosoma brucei Y. ABE 66(6): 619-625
N. INOUE
W.S. KIM
H. KUMURA
H. NAGASAWA
I. IGARASHI
K. SHIMAZAKI

獣 医 学 Identification of Babesia bovis  L-lactate S. BORK Mol. Biochem. Parasitol 2004年8月

dehydrogenase as a potential M. OKAMURA 136(2): 165-172
chemotherapeutical target against S. BOONCHIT
bovine babesiosis H. HIRATA

N. YOKOYAMA
I. IGARASHI

獣 医 学 Serodiagnosis of Babesia gibsoni  infection R. A.  VERDIDA J. Vet. Med. Sci.  2004年

in dogs by an improved enzyme-linked O. A. HARA 66(12): 1517-1521 
immunosorbent assay with recombinant X. XUAN
truncated P50 S. FUKUMOTO

I.IGARASHI
S. ZHANG
J. DONG
H. INOKUMA
H. KABEYA
Y. SATO
T. MONITOMO
S. MARUYAMA
F. G. CLAVERIA
H. NAGASAWA

獣 医 学 Epidemiological study of equine D. BOLDBAATAR Vet. Parasitol 2004年12月

piroplasmosis in Mongolia X. XUAN 127(1): 29-32
B. BATTSETSEG
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I. IGARASHI
B. BATTUR
Z. BATSUKH
B. BAYAMBAA
K. FUJISAKI

獣 医 学 Cloning of a Novel Babesia equi Gene H. HIRATA Clin. Diagn Lab. 2005年2月

Encoding a 158-Kilodalton Protein Useful N. YOKOYAMA Immunol. 
for Serological Diagnosis X. XUAN 12(2): 334-338

K. FUJISAKI
N. SUZUKI
I. IGARASHI 

獣 医 学 Pulmonary surfactant protein A augments K. KURONUMA J. Biol. Chem. 2004年5月

the phagocytosis of Streptococcus  H. SANO 279(20): 21421-21430
pneumoniae by alveolar macrophages K. KATO  
through a casein  kinase 2-dependent K. KUDO
increase of cell surface localization of N. HYAKUSHIMA  
scavenger receptor A. S. YOKOTA 

H. TAKAHASHI  
N. FUJII
H. SUZUKI
T. KODAMA  
S. ABE  
Y. KUROKI  

獣 医 学 Scavenger receptor expressed by Y. TAMURA     J. Biol. Chem. 2004年7月

endothelial　cells I （SREC-I） mediates the J. OSUGA 279(30): 30938-30944
uptake of　acetylated low density H. ADACHI    
lipoproteins by　macrophages stimulated R. TOZAWA  
with lipopolysaccharide Y. TAKANEZAWA    

K. OHASHI   
N. YＡＨＡＧI
M. SＥＫＩＹＡ

H. OKAZAK I
S. TOMITA  
Y. IIZUKA 
H. KOIZUMI  
T. INABA 
H. YAGYU    
N. KAMADA
H. SUZUKI       
H. SHIMANO
T. KADOWAKI   
M.TSUJIMOTO
H. ARAI  
N. YAMADA
S. ISHIBASH I  

獣 医 学 Poly（ADP-ribose）polymerase-1 inhibits F. WATANABE   Biochem. Biophys. 2004年6月

ATM kinase activity in DNA damage H. FUKAZAWA Res. Commun. 

－73－



74

response M. MASUTANI 319(2): 596-602
H. SUZUKI   
H. TERAOKA 
S. MIZUTANI  
Y. UEHARA 

獣 医 学 Efficient method for mapping and A. SHIBATA     Environ. Mol. Mutagen. 　 2004年
characterizing  structures of deletion M. MASUTANI 43(3): 204-207
mutations in gpt delta mice using N. KAMADA    
Southern blot analysis with oligo DNA K. MASUMURA 
probes H. NAKAGAMA   

S. KOBAYASHI
H. TERAOKA 
H. SUZUKI     
T. NOHMI

獣 医 学 Possibility of  long-term preservation of Y. KAWASE     Biol. Reprod. 2005年3月

freeze-dried  mouse spermatozoa H. ARAYA 72(3): 568-573
N. KAMADA      
K. JISHAGE
H. SUZUKI     

獣 医 学 Clearance of apoptotic cells is not impaired Y. KOMOHARA    Dev. Dyn. 2005年1月

in mouse embryos deficient in class A  Y. TERASAKI 232(1): 67-74
scavenger receptor types I and II (CD204) K. KAIKITA    

H. SUZUKI     
T. KODAMA   
M.TAKEYA. 

獣 医 学 Parp-1  deficiency causes an increase of A. SHIBATA   Oncogene 2005年2月

deletion mutations and insertions/ N. KAMADA 24(8): 1328-1337
rearrangements in vivo after treatment K. MASUMURA   
with an alkylating agent T.NOHMI 

S. KOBAYASHI    
H. TERAOKA 
H. NAKAGAMA   
T. SUGIMURA  
H. SUZUKI   
M. MASUTANI 

医 学 High molecular weight but not low K. NAKAMURA       J Gastroenterol   2004年4月

molecular weight hyaluronan prevents  S. YOKOHAMA 39： 346-35
T cell-mediated liver injury by reducing M. YONEDA 
proinflammatory cytokines in mice S. OKAMOTO

I. MAKINO

医 学 Efferct of central thyrotropin-releasing M. GOTO  Regul Pept  2004年5月

hormone on pancreatic blood flow in rats M. YONEDA 121： 57-63
K. NAKAMURA         
A. TERANO
M. HANEDA
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医 学 Therapeutic efficacy of angiotensin II S. YOKOHAMA Hepatology 2004年11月

receptor antagonist in patients with M. YONEDA 40： 222-5
nonalcoholic steatohepatitis M. HANEDA

S. OKAMOTO 
M. OKADA
K. ASO
T. HASEGAWA
Y. TOKUSASHI
N. MIYAKAWA
K. NAKAMURA         

医 学 アンギオテンシンII受容体を標的とした非 横浜  吏郎         肝臓  2004年2月

アルコール性脂肪性肝炎に対する抗線維化 中村  公英 45：51-52
療法 玉木  陽穂

岡本    聡

伊藤    拓

岡田  充巧

麻生  和信

長谷川岳尚

米田  政志

医 学 インターフェロン投与を契機として急性腎 横浜  吏郎 肝臓 2004年6月

不全を発症したC型肝硬変症の1例 玉木  陽穂 45： 295-302
岡本    聡

伊藤    拓

岡田  充巧

麻生  和信

中村  公英

羽田  勝計

徳差  良彦

三代川斉之

米田  政志 

畜 産 学 Promoting effect of amino acids to E.S. LEE Anim. Reprod. Sci. 2004年8月

a chemically defined medium on Y. FUKUI 84: 257-267  
blastocyst formation and blasto- B.C. LEE
mere prolification of bovine J.M. LIM
embryos culturted in vitro W.S. HWANG

畜 産 学 Interspecies somatic cell nuclear S. IKUMI Cloning and Stem 2004年8月

transfer for in vitro production of K. SAWAI Cells  
Antarctic minke whale Y. TAKEUCHI
(Balaenoptera bonaerensis ) H. IWAYAMA
embryos H. ISHIKAWA

S. OHSUMI
Y. FUKUI

畜 産 学 Acquirement of oocyte-activating K. AMEMIYA J. Mamm. Ova Res. 2004年10月

factor in minke whale Y. IWANAMI 21(3): 149-156  
(Balaenoptera bonaerensis ) T. TERAO
spermatogenic cells, assessed by Y. FUKUI
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meiosis resumption of H. ISHIKAWA
microinseminated mouse oocytes S. OHSUMI

M. HIRABAYASHI
S. HOCHI

畜 産 学 In vitro maturation of porcine R. KISHIDA Theriogenology 2004年12月

oocytes using a defined medium E.S. LEE  
and developmental capacity after Y. FUKUI
intracytoplasmic sperm injection

畜 産 学 Developmental capacity of T. FUJIHIRA Cryobiology 2004年12月

vitrified immmature porcine R. KISHIDA 49(3): 286-290  
oocytes following ICSI: Effects Y. FUKUI
of cytochalasin B and 
cyroprotectants

畜 産 学 Effects of cyrodevice type and H. IWAYAMA Zygote 2004年12月

donor's sexual maturity on M. HIRABAYASAHI12(4): 333-338  
vitrification of minke whale M. KUWAYAMA
(Balaenoptera bonaerensis ) H. ISHIKAWA
oocytes at germinal vesicle-stage S. OHSUMI

Y. FUKUI

畜 産 学 Attempt of in vitro maturation of H. IWAYAMA J. Reprod. Dev. 2005年2月

minke whale (Balaenopetra H. ISHIKAWA 51(1): 69-75  
bonaerensis ) oocytes using S. OHSUMI
portable CO2 incubator Y. FUKUI
 

畜 産 学 Effects of applied nitrogen and leaf
density of orchardgrass (Dactylis
glomerata) on the grazing behaviour of
sheep.

J. ZHANG
M. AKIMOTO
A. HONGO

Grassland Science
49: 563-570

2004年

畜 産 学 A preliminary study on blood protein
variations of wild and domestic camelids
in Peru

Y. KAWAMOTO
A. HONGO
Y. TOUKURA
T. INAMURA
N. YAMAMOTO
Y. SENDAI
E..TORII

Rep. Soc. Res. Native
Livestock
21: 297-304

2004年

畜 産 学 Changes in incisor dentition of sheep
influence biting force

A. HONGO
J. ZHANGY.
TOUKURA
M. AKIMOTO

Grass and Forage
Science
59: 293-297

2004年

畜 産 学 Physical strength and its relation to leaf
anatomical characteristics of nine forage
grasses.

J. ZHAN
A. HONGO
M. AKIMOTO

Australian Journal of
Botany
52: 799-804

2004年

   
畜 産 学 Manipulation of rumen fermentation by S. ANDO Asian-Australasian  2004年

yeast: The effects of dried beer yeast on S., R.I. KHAN Journal of Animal 
the in vitro degradability of forages and J. TAKAHASHI Sciences
methane production Y. GAMO 17: 543-540
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R.MORIKAWA 
N. NISHIGUCHI
K. HAYASAKA

畜 産 学 UASB発酵法による乳牛糞尿搾汁液の処理 梅津  一孝 農業施設 2004年
効果 大山  卓英 35: 1-8

岸本　  正

高橋  潤一

松本  奈美

濱本  　修

畜 産 学 Effects of including B . MWENYA Animal Feed Science 2004年
b1-4galactooligo- saccharides, lactic B. SANTOSO and Technology
acid bacteria or yeast culture on C. SAR 115: 313 -326
methanogenesis as well as energy and Y. GAMO
nitrogen metabolism in sheep T. KOBAYASHI

I. ARAI
J. TAKAHASHI 

畜 産 学 Effects of probiotic-vitacogen and β1-4 B. MWENYA Asian-Australasian 2004年
galactooligo- saccharides supplementation X. ZHOU Journal of Animal 
on methanogenesis and energy and  B. SANTOSO Sciences
nitrogen utilization in dairy cows C. SAR  17: 349-354

Y. GAM
T. KOBAYASHI
J. TAKAHASHI 

畜 産 学 Manipulation of rumen methanogenesis C. SAR Animal Feed Science 2004年
by the combination of nitrate with b1-4 B. SANTOS and Technology
galactooligo- saccharides or nisin in sheep B. MWENYA 115: 129-142

Y. GAMO
T. KOBAYASH
R. MORIKAWA  
K. KIMURA
H. H. KIZUKOSHI
J. TAKAHASHI

畜 産 学 Effects of combination of nitrate with C. SAR Asian-Australasian  2004年
b1-4 galacto-oligosaccharides and yeast B. SANTOSO Journal of Animal 
(Candida kefyr) on methane emission Y. GAMO Sciences
from sheep T. KOBAYASH 17: 73-79

S. SHIOZAKI
K. KIMURA
H. MIZUKOSHI
I. ARAI
J. TAKAHASHI 

畜 産 学 Effects of supplementing B. SANTOSO Livestock Production   2005年

galacto- oligosaccharides, B. MWENYA Science
Yucca schidigera or nisin on rumen C. SAR 91: 209-217
methanogenesis, nitrogen and energy Y. GAMO 
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metabolism in sheep T. KOBAYASHI
R. MORIKAWA 
K. KIMURA
H. MIZUKOSHI
J. TAKAHASHI

畜 産 学 Effects of Yucca schidigera with or w B. SANTOSO Animal Science Journal  2005年

ithout nisin on ruminal fermentation and B. MWENYA 76: 525-531
microbial protein synthesis in sheep fed C. SAR
silage- and hay- based diets Y. GAMO

T. KOBAYASHI
R. MORIKAWA
K. KIMURA
H. MIZUKOSHI
J. TAKAHASHI

畜 産 学 The effects of Escherichia coli W3110 on Ｃ. SAR Animal Feed Science  2005年

ruminal methanogenesis and B. MWENYA and Technology
nitrate/nitrite reduction in vitro B. SANTOSO  118: 295-306

K. TAKAURA
R. MORIKAWA
N. ISOGAI
Y. ASAKURA
Y. TORIDE
J. TAKAHASHI

畜 産 学 In vitro studies on ruminal methanogenesis C. SAR Journal of Animal  2005年

and nitrate/nitrite reduction with the B. MWENYA Science
presence of Escherichia coli W3110 or B. SANTOSO  83: 644-652
Escherichia coli nir-Ptac K. TAKAURA R

R. MORIKAWA
N. ISOGAI
Y. ASAKURA
Y. TORIDE
J. TAKAHASHI 

畜 産 学 Effects of yeast culture and  B. MWENYA Journal of Dairy Science 2005年

galactooligo- saccharides on ruminal f B. SANTOSO 88: 1404-1412
ermentation in Holstein cows C. SAR

B. PEN
R. MORIKAWA
K. TAKAURA
K. UMETSU
K. KIMURA
J. TAKAHASHI

畜 産 学 Comparing the effects of β1-4 B. MWENYA Animal Feed Science 2005年

galacto- oligosaccharides and L-cystaine C. SAR and Technology
to monensin on energy and nitrogen B. SANTOSO 118: 19-30
utilization in steers fed a very high T. KOBAYASHI
concentrate diet R. MORIKAWA
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K. TAKAURA
K. UMETSU
S. KOGAWA
K. KIMURA
H. MIZUKOSHI
J. TAKAHASHI 

畜 産 学 Effects of strains of Saccharomyces S. ANDO Asian-Australasian 2005年

cervisiae and incubation conditions on Y. NISHIGUCHI Journal of Animal 
the in vitro degradability of yeast and H. HAYASAKA Sciences
roughage Y. YOSHIHARA 18: 354-357

J. TAKAHASHI
H. IEFUJI

畜 産 学 Methane emission from stored dairy K. UMETSU Animal Science Journal 2005年

manure slurry and slurry after digestion Y. KIMURA 76: 73-79
by methane digester J. TAKAHASHI

T. KISHIMOTO
T. KIJIMA
B. YOUNG

畜 産 学 Changes in nitrogen fractions and ruminal H.V. NGYYEN Asian-Australasian 2005年

nitrogen degradability of orchardgrass M. KAWAI Journal of Animal 
and alfalfa during the ensiling process J. TAKAHASHI Sciences
and the subsequent effects on nitrogen S. MATSUOKA 17: 1524-1528
utilization by sheep

畜 産 学 Mitigation of methane emission and J. TAKAHASHI Asian-Australasian 2005年

energy recycling in animal agricultural B. MWENYA Journal of Animal 
system B. SANTOSO Sciences  

S. CHETRA 18: 1199-1208
K. UMETSU
T. KISHIMOTO
K. NISHIZAKI
K. KIMURA
O. HAMAMOTO

畜 産 学 Biting and chewing behavior of grazing M. KAWAI Proc. 38th 2004年8月

light breed horses on different N. YABU International Cong.
pasture-conditions T. ASA ISAE

K. DEGUCHI 55: 167
S. MATSUOKA

    
畜 産 学 Influence of delay prior to ensiling on H. V. NGUYEN Proc. 11th Anim. Sci. 2004年9月

the nutritive quality of protein in M. KAWAI Cong. AAAP
orchardgrass silage J. TAKAHASHI 370-372

S. MATSUOKA
 

畜 産 学 Effects of fallen snow on the voluntary M. KAWAI Anim. Sci. J. 2004年10月

intake and grazing behavior of Hokkaido H. HISANO 75: 435-440
native horses in winter woodland with  Y. YABU
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underlying Sasa senanensis N. YABU
S. MATSUOKA

畜 産 学 Change in nitrogen fractions and ruminal H. V. NGUYEN Asian-Aust. J. Anim. 2004年11月

nitrogen degradability of orchardgrass M. KAWAI Sci.
and alfalfa during the ensiling process J. TAKAHASHI 17(11): 1524-1528  
and the subsequent effects on nitrogen S. MATSUOKA  
utilization by sheep  
  

畜 産 学 乳酸生成糸状菌(Amylomyces rouxii )添加 岡田　  舞 北海道畜産学会報 2005年3月

ポテトパルプサイレージ貯蔵中における化 渡邉　  彩 47: 59-64
学成分および発酵品質の経時的変化 松岡　    栄   

三浦　俊治   
 小田　有二

 河合　正人

 
畜 産 学 牛枝肉横断面に対する画像解析による牛部 長谷川未央 日本畜産学会報 2004年5月

分肉歩留の推定 口田    圭吾 75(2): 213-220
齋藤    邦彦

熊谷周一郎

小西    一之

撫　  年浩

畜 産 学 牛枝肉横断面の高精細画像撮影装置の開発 波　  道隆 北海道立工業試験場報告 2004年7月

堀  　武司 303: 23-29
本間  稔規

口田  圭吾

山本  裕介

宝寄山裕直

小高  仁重

畜 産 学 黒毛和種枝肉横断面の各筋肉、皮下脂肪 大澤  剛史 日本畜産学会報 2004年11月

および筋間脂肪に関する遺伝的パラメータ 長谷川未央 75(4): 521-526
の推定 口田  圭吾

日高    智

関川  三男

佃　  秀雄

畜 産 学 牛脂肪交雑基準の評価に対する判定者間の 口田  圭吾 日本畜産学会報 2004年11月

偏差に関する検討 高橋健一郎 75(4): 573-579
長谷川未央

酒井  稔史

森田  喜尚

堀    武司

畜 産 学 牛枝肉の瑕疵が枝肉単価に与える影響な 岡本  圭介 肉用牛研究会報 2005年1月

らびにそれら形質に対する遺伝的影響の 大澤    剛史 78： 61-66
検討 長谷川未央

口田    圭吾

日高   　智

加藤  貴之
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畜 産 学 Increased ovarian follicular angiogenesis JY. JIANG Cell Tiss. Res. 2004年7月

 and dynamic changes of follicular vascular T. SHIMIZU 316: 349-357
plexuses induced by equine chorionic H. SASADA
gonadotropin in the gilt BK. TSANG

E. SATO

畜 産 学 Molecular cloning of porcine growth T. SHIMIZU Reproduction 2004年11月

differentiation factor 9 (GDF-9) cDNA and Y. MIYAHAYASHI 128: 537-543
its role in early folliculogenesis: direct M. YOKOO
ovarian injection of GDF-9 gene fragments Y. HOSHINO
promotes early folliculogenesis H. SASADA
 E. SATO
 

畜 産 学 Differential expression of bone T. SHIMIZU Domest. Anim. 2004年11月

morphogenetic protein 4, 5, 6 (BMP-4,-5,-6) M. YOKOO Endocrinol.
and growth differentiation factor-9 (GDF-9) Y. MIYAKE 27: 397-405
during follicular development in neonatal H. SASADA
pigs E. SATO

畜 産 学 Acceleration of follicular development by K. IIJIMA J. Reprod. Dev. 2005年2月

administration of vascular endothelial JY. JIANG 51: 161-168
growth factor (VEGF) protein in cycling T. SHIMIZU
female rats H. SASADA
 E. SATO  
    

畜 産 学 牛をフィードステーションに誘導する 斉藤　 朋子 北海道畜産学会報 2005年3月

ことによる排泄場所の制御 瀬尾   哲也 47：47-52
柏村   文郎

草 地 学 Measurement of above-ground plant M. HIRATA Grass and Forage Science 2005年3月

biomass, forage availability and N. KOGA 60: 25-33
grazing impact by combining satellite H. SHINJYO 
image processing and field survey in G. GINTZBUUGER
a dry area of north-eastern Syria H. FUJITA

J. ISHIDA
A. MIYAZAKI

農 学 マメ科牧草ガレガ（Galega orientalis 岩淵    慶 日本草地学会誌 2004年8月

Lam.）の北海道における適応性 大塚  博志 50(3) ：285-293
我有    満

堀川       洋

農 学 Influence of meteorological and geological K. TAKEDA J. Agric. Meteorol. 2005年2月

factors on frost heave damage on slopes in F. TSUCHIYA 60(5): 705-708
a cold district of Hokkaido, Japan O. TSUJI
　 T. MUNEOKA 　 　

    

農 学 水稲の散播直播き栽培における苗立密度と 佐々木良治 日作紀 2004年9月

１次最終分げつの出現節位との関係に及ぼ 鳥山    和伸 73(3): 309-314
す初期生育の影響 柴田    洋一

杉本    光穂
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農 学 Comparison of the starch properties of
Japanese wheat varieties with those of
popular commercial wheat classes from
USA, Canada and Australia

H.A. M. WICKRAMASINGHE

H. MIURA
H. YAMAUCHI
T. NODA

Food Chemistry
93: 9-15

2005年

農 学 Mapping QTLs for grain dormancy on
wheat chromosome 3A and the group 4
chromosomes, and their combined effect

M. MORI
N. UCHINO
M. CHONO
K. KATO
H. MIURA

Theoretical and
Applied Genetics
110: 1315-1323

2005年

 
農 学 Verticillium lecanii  (Lecanicillium  spp.) M. KOIKE IOBC/wprs Bulletin 2004年8月

as epiphyte and its application to   T. HIGASHIO 27(8)： 41-44
biological  control of arthropod pests A. KOMORI
and disease K. AKIYAMA

N. KISHIMOTO
E. MASUDA
M.SASAKI
S. YOSHIDA
M. TANI
K.KURAMOTI
M. SUGIMOTO
H. NAGAO

農 学 Protoplast fusion, using nitrate D. AIUCHI IOBC/wprs Bulletin 2004年8月

non-utilising (nit) mutants in the    M. KOIKE 27(8)： 127-130
entomopathogenic fungus M. TANI
Verticillium lecanii K. KURAMOTI
(Lecanicillium  spp.) M. SUGIMOTO

H. NAGAO

農 学 Variability of the β-tubulin gene and M. SUGIMOTO IOBC/wprs Bulletin 2004年8月

intergenic spacer (IGS) region as M. KOIKE 27(8)： 181-186
an indicator for characterization of K. TERUYA
intraspecific variation in Japanese  H. NAGAO
isolates of Verticillium lecanii
(Lecanicillium spp.)

農 学 Effect of soil acidity and nitrification of N. FUEKI Soil Sci. Plant Nutr. 2004年6月

fertilizer introduced by row application M. TANI 50(3): 321-329 
on sugar beet growth in several soil types S. HIGASHIDA

S. NAKATSU

農 学 廃棄粉末消火薬剤を用いた乳牛ふん尿ス 谷　   昌幸 農作業研究 2004年9月

ラリーの肥料成分調整 坂本   直久 39(3): 143-150
 岸本　   正   
　 梅津   一孝  
　 池滝   　孝

近藤   錬三

    
農 学 乳牛ふん尿消化液に含まれる有機物の化学 保井   聖一 日本土壌肥料学雑誌 2004年6月

的特徴－曝気処理液および処理液との比較－ 筒木   　潔 75(3): 321-327
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明石   憲宗

木村   義彰

農 学 乳牛ふん尿消化液から抽出した腐植酸および 保井   聖一 日本土壌肥料学雑誌 2004年6月

フルボ酸の化学的特徴 筒木   　潔 75(3): 347-354
明石   憲宗

木村   義彰

農 学 Expression islands clustered on the T.UCHIUMI Journal of Bacteriology 2004年4月

symbiosis island of the Mesorhizobium loti T.OHWADA 186(8): 2439-2448
genome M.ITAKURA

H.MITSUI
 N.NUKUI   
 P.DAWADI   
 T.KANEKO

S.TABATA
T.YOKOYAMA
K.TEJIMA

 K.SAEKI   
 H.OMORI  
 M.HAYASHI

T.MAEKAWA
R.SRIPRANG

 Y.MUROOKA   
S.TAJIMA
K.SIMOMURA
M.NOMURA
A.SUZUKI
Y.SHIMODA
K.SIOYA
M.ABE
K.MINAMISAWA

　 　 　 　

農 芸 化 学 Chemical and physical properties of  K. HIRONAKA Food Preser. Sci. 2004年11月

potatoes differing in bruising K. ISHIBASHI 30(6): 289-293
susceptibility H. KOAZE

K. YASUI
K. MATSUDA

 M. MORI   
 S. TSUDA  
 A. TAKADA 
 

農 芸 化 学 Relationship between invertase activity  K. HIRONAKA Food Preser. Sci. 2004年11月

and reducing sugar content of cold-stored K. ISHIBASHI 30(6): 295-299
Japanese processing potatoes H. KOAZE   
 K. UMEZAKI  
 M. MORI 

S. TSUDA
 A. TAKADA   
   

農 芸 化 学 Changes in invertase, sucrose-6-phosphate  K. HIRONAKA Food Preser. Sci. 2005年1月
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synthase and UDP-glucose K. ISHIBASHI 31(1): 9-14
pyrophosphorylase activities, and their H. KOAZE
relations to reducing sugar content in S. KOBAYASHI
Japanese processing potato varieties M. MORI 
stored at low temperature S. TSUDA
 A. TAKADA 

農 芸 化 学 Effect of storage temperature on invertase,  K. HIRONAKA Food Preser. Sci. 2005年3月

sucrose-6-phosphate synthase and K. ISHIBASHI 31(2): 67-74
UDP-glucose pyrophosphorylase activities  H. KOAZE
of Japanese processing potatoes H. MIYASHITA

M. MORI 
S. TSUDA
A. TAKADA 
 

農 芸 化 学 Identification of minor fatty acids and  H. KAWASHIMA Lipids 2004年4月

various nonmethylene-interrupted diene M. OHNISHI 39 (3): 265-271
isomers in mantle, muscle, and viscera of 
the marine bivalve Megangulus zyonoensis

農 芸 化 学 赤ワインのアルコール発酵と乳酸発酵過程 柚木   恵太 食科工 2004年5月

でのリスベラトロール関連物質量の変化 安井   美裕 51(5): 274-278
大西   正男

農 芸 化 学 Comparative studies on lipid analysis and T. FUJIHIRA J. Reprod. Dev 2004年5月

ultrastructure in porcine and southern M. KINOSHITA 50(5): 525-532 
minke whale (Balaenoptera bonaerensis ) M. SASAKI
oocytes M. OHNISHI

H. ISHIKAWA
S. OHSHUMI 
Y. FUKUI

農 芸 化 学 野生エゾシカ肉の栄養特性について 岡本  匡代 栄食誌 2004年6月

坂田  澄雄 57(3): 147-152
木下  幹朗

大西  正男

農 芸 化 学 Chemical characterization of glycerolipids H. IMAI J. Oleo Sci. 2004年7月

and cerebrosides in a halophytic plant, M. KINOSHITA 53(7): 337-341
Salicornia europaea  L M. OHNISHI

農 芸 化 学 Genetic diversity in Rhizopus oryzae K. SAITO Arch. Microbiol. 2004年

strains as revealed by the sequence of A. SAITO 182: 30-36 
lactate dehydrogenase genes M.OHNISHI 

Y. ODA 

農 芸 化 学 Apoptosis inducement by plant and K. AIDA J. Oleo Sci. 2004年10月

fungus sphingoid bases in human colon M. KINOSHITA  53 (10) : 503-510 
cancer cells T. SUGAWARA 

J. ONO 
T. MIYAZAWA
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M. OHNISHI

農 芸 化 学 Content and chemical compositions of M. TANJI Biosci. Biotechnol. 2004年10月

cerebrosides in lactose-assimilating K. NAMIMATSU Biochem.
yeasts M. KINOSHITA 68(10): 2205-2208

H. MOTOSHIMA 
Y. ODA 
M. OHNISHI

農 芸 化 学 Determinations of triacylglycerol and K. YUNOKI J. Oleo Sci. 2004年11月

fatty acid esters in potato pulp fermented R. MUSA 53(11): 565-569
with lactic acid-producing fungus M. KINOSHITA 

Y. ODA 
M. OHNISHI

農 芸 化 学 Increased levels of policosanol and very R. MUSA Biosci. Biotechnol. 2004年11月

long-chain fatty acids in potato pulp K. YUNOKI Biochem.
fermented with Rhizopus oryzae M. KINOSHITA 68(11): 356-359 

Y. ODA 
M. OHNISHI

農 芸 化 学 Presence of higher alcohols as ferulates K. YUNOKI Biosci. Biotechnol. 2004年12月

in potato pulp and its radical-scavenging R. MUSA Biochem.
activity M. KINOSHITA 68(12): 2619-2622

H. TAZAKI 
Y. ODA 
M. OHNISHI

農 芸 化 学 Efflux of sphingoid bases by P-glycoprotein T. SUGAWARA Biosci. Biotechnol. 2004年12月

 in human intestinal Caco-2 cells M. KINOSHITA Biochem.
M. OHNISHI 68(12): 2541-2546
T. TSUZUKI
T. MIYAZAWA
J. NAGATA 
T. HIRATA
M. SAITO 

農 芸 化 学 Fatty acid compositions of commercial K. YUNOKI Biosci. Biotechnol. 2004年12月

red wines M. TANJI Biochem.
Y.  MURAKAMI 68(12): 2623-2626 
Y. YASUI
S. HIROSE 
M. OHNISHI

農 芸 化 学 Formation mechanism of S. HATTORI Biosci. Biotechnol. 2004年12月

2,6-dimethyl-2,6-octadienes from thermal C. KAWAHARADA Biochem.
decomposition of linalyl H. TAZAKI 68(12): 2656-2659
β-D-glucopyranoside T. FUJIMORI

K. KIMURA
M. OHNISHI
K. NABETA
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農 芸 化 学 Prevention of aberrant crypt foci K. AIDA J. Oleo Sci. 2005年1月

formation by dietary maize and yeast M. KINOSHITA 54(1): 45-49
cerebrosides in M. TANJI
1,2-dimethylhydrazine-tereated mice T. SUGAWARA 

M. TAMURA 
J. ONO 
N. UENO 
M. OHNISHI

農 業 工 学 収量マップを活用した局所管理シミュレー 帖佐    直 農作業研究 2004年12月

ション 渡辺  兼五 40(1): 3-10
東城    清

柴田  洋一

鳥山  和伸

 

農 業 工 学 自動搾乳システムの搾乳能率に関する数理 小宮   道士 農作業研究 2004年12月

解析 川上   克己 39(4): 197-204
森田      茂
松田   清明  
佐藤   禎稔  

農 業 工 学 暗渠土管自動敷設機の開発（第１報）　-慣行
手

佐藤   禎稔 農業機械学会北海道 2005年3月

作業の土管敷設作業とその作業能率- 松田   清明 支部会報

弘中   和憲 45: 55-62
辻          修
原      令幸

農 業 工 学 暗渠土管自動敷設機の開発（第２報) -暗
渠

佐藤   禎稔 農業機械学会北海道 2005年3月

土管自動敷設機の概要と作業性能の評価- 松田   清明 支部会報

原      令幸 45: 63-70
大橋   敏伸

宮下   行雄

 森田      武

理 学 Phylogenetic position of the small Kashmir T. OSHIDA Can. J. Zool. 2004年

flying squirrel，Hylopetes  (=Eoglaucomys ) C. M. SHAFIQUE 82: 1336-1342
fimbriatus ，in the subfamily Pteromynae S. BARKATI

M. YASUDA
　 S. BARKATI 　 　

H. N. AZMAN
　 H. ENDO 　 　

H. YANAGAWA
R. MASUDA

農業経済学 農場レベルの衛生管理とサプライチェーン 細野ひろみ 農業経営研究 2004年6月

　－豪州と北海道における肉牛生産段階を  仙北谷   康 42（1）： 117-120
事例として － 金山    紀久  

耕野    拓一

伊藤　    繁

農業経済学 口蹄疫ワクチネーションの経済効果に関 細野ひろみ 日本農業経済学会 2004年11月
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する研究  -スリランカの事例- 耕野  拓一 論文集

伊藤    繁 456-459
仙北谷  康

 金山　紀久   
 Ｈ.Ｍ.ＳOMARATHNA  

  
農業経済学 人獣共通感染症がもたらす社会経済的影響 細野ひろみ  日本農業経済学会 2004年11月

 －マレーシアにおけるニパウイルスの事例 － 耕野  拓一 論文集

伊藤    繁 472-475
仙北谷  康

金山  紀久

農業経済学 The Impact of Liberal Economic Policies K. KARUNAGODA Journal of Agricultural 2005年3月

and Expansion of Non-Tradable Sector on H. KONO Development Studies
Sri Lankan Agriculture S. ITO 15（3）: 28-38

環 境 科 学 Nitrate adsorption in some Andisols M. TANI        Soil Sci. Plant Nutr. 2004年6月

developed under different moisture T. OKUTEN 50(3): 439-446
conditions M. KOIKE

K. KURAMOCHI
R. KONDO

   
環 境 科 学 北海道の針葉樹林におけるトドマツ・エゾ 丸山  立一 日本生態学会誌 2004年8月

マツ実生の定着に対する林床植生とリター 丸山まさみ

の阻害効果 紺野  康夫

生 化 学 Efficient and rapid purification of K. YASUDA Protein Expr. Purif. 2004年8月

recombinant human α-galactosidase A by H.-H. CHANG 37: 499-506
affinity column chromatography H.-L. WU

S. ISHII
J.-Q. FAN

生 化 学 Transgenic mouse expressing human S. ISHII Biochim. Biophys. Acta 2004年8月

mutant α-galactosidase A in an H. YOSHIOKA 1690: 250-257
endogenous enzyme deficient background: K. MANNEN
a biochemical animal model for studying  A. B. KULKARNI
active-site specific chaperone therapy for J.-Q. FAN 　

Fabry disease  

生殖生理学 The pattern of ovarian development M.TETSUKA J Reprod Dev. 2004年8月

 in the prepubertal antarctic minke M. ASADA 50(4): 381-389
whale (Balaenoptera bonaerensis) T. MOGOE 

Y. FUKUI 
H. SHIKAWA
S. OHSUMI 

生物有機科学 Enzyme cleavable and biotinylated M. HASHIMOTO Bioorg. Med. Chem. Lett. 2004年7月

photoaffinity ligand with diazirine S. OKAMOTO 14: 2447-2450 
K. NABETA

 Y. HATANAKA
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生物有機科学 Stereoselective synthesis of (E)- and (Z)- M. HASHIMOTO Chem. Pharm. Bull., 2004年12月

beta-bromostyrene containing  Y. HATANAKA 52: 1385-1386  
trifluoromethyldiazirine for photoaffinity 
labeling

応用動物科学 Relationship between the appearance of Y. MURANISHI Zygote 2004年5月

preantral follicles in the fetal ovary of M. SASAKI 12(2): 125-32
Antarctic minke whales (Balaenoptera  K. HAYASHI
bonaerensis) and hormone concentrations  N. ABE
in the fetal heart, umbilical cord and   T. FUJIHIRA
maternal blood H. ISHIKAWA

S. OHSUMI
A. MIYAMOTO
Y. FUKUI

応用動物科学 Relationship between serum sex hormone H. WATANABE J. Reprod. Dev., 2004年8月

concentrations and histology of T. MOGOE 50(4): 419-427
seminiferous tubules of captured baleen  M. ASADA
western north pacific during the feeding K. G. HAYASHI
the season Y. FUJISE

H. ISHIKAWA
S. OHSUMI
A. MIYAMOTO
Y. FUKUI

応用動物科学 Endothelin-1 system in the bovine M. P. B. J. Cardiovasc. Pharmaco 2004年11月

oviduct: A regulator of local contraction  WIJAYAGUNAWARDANE 44: Supplement, 
and gamete transport A. MIYAMOTO S248-S251

応用動物科学 N-acetylglucosaminyltransferase I   H. NOZAKI The Japanese Society of 2004年12月

activity in bovine ovarian follicular fluids A. MIYAMOTO Applied Glycoscience
from  dominant and atretic follicles K. G. HAYASHI 51(4): 315-320

M. MATSUI 
T. YOSHIDA
T. NAKAMURA
I. ARAI
T.URASHIMA

応用動物科学 Cooperative expression of monocyte A. R. LIPTAK Biol. Reprod., 2005年1月

chemoattractant Protein 1 within the B. T. SULLIVAN 72(5): 1169-1176
bovine corpus luteum: evidence of L. E. HENKES
immune cell-endothelial cell interactions M. P. B. 
in a coculture system WIJAYAGUNAWARDANE

A. MIYAMOTO
J. S. DAVIS
B. R. RUEDA
D. H. TOWNSON
 

応用動物科学 Pregnancy-associated plasma M.MATSUI Endocrinology 2004年4月

 protein-a production in rat B. SONNTAG 145(8): 3686-3695
 granulosa cells: stimulation by S.S. HWANG
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follicle-stimulating hormone and T. BYERLY
inhibition by the oocyte-derived bone A. HOURVITS
morphogenetic protein-15 E.Y.ADASHI

S. SHIMASAKI
G.F. ERICKSON

応用動物科学 Real-time dynamics of K. SHIRASUNA Reproduction 2004年8月

prostaglandin F2αrelease from uterus  H. ASAOKA 128(2): 189-195
and corpus luteum during spontaneous T. J. ACOSTA 
luteolysis in the cow M. P. B. 

WIJAYAGUNAWARDANE

M. OHTANI 
K. G. HAYASHI
M. MATSUI 
A. MIYAMOTO

応用動物科学 Expression of mRNA for the  K. G. HAYASHI J. Reprod. Dev., 2004年8月

angiopoietin-tie system in cells during B. BERISHA 50(4): 477-480
follicular development in cows M. MATSUI 

D. SCHAMS 
A. MIYAMOTO

応用動物科学 Real-time relationship in intraluteal K. SHIRASUNA Biol. Reprod., 2004年11月

release among  prostaglandin F2α, H. ASAOKA 71(5): 1706-1711 
endothelin-1, and angiotensin II during T. J. ACOSTA 
spontaneous luteolysis in the cow M. P. B. 

WIJAYAGUNAWARDANE

M. OHTANI 
M. HAYASHI
M. MATSUI 
A. MIYAMOTO

応用動物科学 Endothelin-1 within the corpus luteum  K. SHIRASUNA J. Cardiovasc. Pharmaco 2004年11月

during spontaneous luteolysis in the H. ASAOKA 44: Supplement, 
cow:a local interaction  with T. J. ACOSTA S252-S255
prostaglandin F2α and angiotensin II M. P. B. 

WIJAYAGUNAWARDANE

M. MATSUI 
M. OHTANI 
A. MIYAMOTO

応用動物科学 Relative changes in mRNA  J. TANAKA J. Reprod. Dev. 2004年12月

expression for angiopoietin and T. J. ACOSTA 50(6): 619-626
receptors Tie in bovine corpus luteum B. BERISHA 
during estrous cycle and  prostaglandin M. TETSUKA
F2α-induced luteolysis: A possible M. MATSUI 
mechanism for initiation of regression S. KOBAYASHI

D. SCHAMS 
A. MIYAMOTO

植 物 科 学 Formation of embryogenic cell clumps N. YAMAMOTO J. Plant Physiol. 2005年1月
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 carrot epidermal cells is suppressed by H. KOBAYASHI 162(1): 47-54
5-azacytidine, a DNA methylation T. TOGASHI

Y. MORI
K. KIKUCHI
K. KURIYAMA
Y. TOKUJI

生 物 学 Analysis of Mutations in Fibroblast O.A. IBRAHIMI Mol. Cell. Biol. 2005年1月

 Growth Factor (FGF) and a B.K. YEH 25(2): 671-684
 Pathogenic  Mutation in FGF Receptor A.V. ELISEENKOVA

 (FGFR) Provides Direct Evidence F. ZHANG
for the Symmetric Two-End Model S.K. OLSEN
for FGFR Dimerization M. IGARASHI

S.A. AARONSON
R.J. LINHARDT
M. MOHAMMADI

哺 乳 類 学 A preliminary study on genetic diversity T. OSHIDA Mamm. Study 2004年6月

of small populations of two flying squirrel C. M. SHAFIQUE 29(1): 21-26
species from Pakistan (Hylopetes S. BARKATI
fimbriatus and Petaurista petaurista R. MASUDA
albiventer ), based on mitochondrial DNA
control region sequences  

哺 乳 類 学 A preliminary study on molecular T. OSHIDA Rus. J. Theriol. 2004年6月

phylogeny of giant flying squirrels, genus C. M. SHAFIQUE 3(1): 15-24
Petaurista  (Rodentia, Sciuridae) based S. BARKATI
on mitochondrial cytochrome b  gene 　 Y. FUJITA   
sequences 　 L-K. LIN  
　 R. MASUDA  

人文地理学 青蔵高原東部における乳加工体系の変遷」 平田   昌弘 エコソフィア 2004年10月

14：81-100

人文地理学 青蔵高原西部におけるチベット牧畜民の 平田   昌弘 言語文化学会論集 2004年5月

乳加工体系 22：159-176．

人文地理学 イラン南部における乳加工体系の多様性 平田   昌弘 沙漠研究 2004年5月

原     隆一 14(2)：115-120

法 律 学 身体障害者補助犬法の現状と課題 吉田   眞澄 補助犬研究 2004年9月

7:14

動 物 学 ペットのビジネスと資格をめぐる環境 吉田   眞澄 愛犬の友 2004年12月

2004年12月号

225-240

英 文 学 Mental, Physical, and Structural Disorder H. TOKIOKA 『文学と評論』 2004年11月

in Pincher Martin  － An Analysis of the 3(3): 34-47
True Nature of a Naval Officer －  
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☆総      説
分  野 題                     目  著   者   名 誌        名 発行年月

獣 医 学 マダニのコントロールシステムの開発 藤崎  幸蔵 OHM, 2005: 12-13 2005年2月

Tick vectors of Babesia  parasites in B .BATTSETSEG Asian Parasitology  2005年2月

Asia D. BOLDBAATAR Series monograph vol.4 
K. FUJISAKI Toxoplasmosis and

Babesiosis in Asia
202-213

獣 医 学 Role of integrin-linked kinase in T. ISHII Current Enzyme 2005年1月

neuronal cells Inhibition
1: 3-10

獣 医 学 犬のエールリッヒア症 猪熊　   壽 J-VET 2004年4月

別府   武志 204 (4): 68-71
奥田   優

島田洋二郎

坂田   義美

獣 医 学 猫のヘモバルトネラ感染症 島田洋二郎 J-VET 2004年6月

坂田    義美 204 (6): 74-79
太郎良昇子

板本   和仁

奥田　   優
 猪熊   壽

獣 医 学 犬のマダニ媒介性疾患 猪熊　   壽 獣医寄生虫学会誌 2004年12月

 3: 3-5

獣 医 学 小動物のリケッチア性疾患（1）Ehrlichi 猪熊      壽 Small Animal Clinic 2005年3月

canis 感染症およびその他のエールリッヒア 139: 4-10 
属感染症

獣 医 学 鳥インフルエンザ発生の際の行政対応と 今井  邦俊 日本食品衛生学雑誌 2004年

衛生管理 45: J281-J281

医 学 スカベンジャ－レセプタ－A（SR-A）の 鈴木  宏志 The Lipid. 2004年7月

ノックアウトマウス 15: 296-304

医 学 卵成熟機構 横尾   正樹 産婦人科の世界 2004年6月

 清水      隆 56: 71-78
 野呂   拓也  

佐藤  英明

医 学 特異的自己免疫疾患　22. 自己免疫 中村   公英 臨床看護 2004年4月

性肝炎 30：2004

医 学 Q & A　NASHをプライマリケア 中村   公英 治療 2004年10月

でどのように発見すればよいのか 86：2593
教えて下さい

畜 産 学 Mitigation of methane emission and J. TAKAHASHI  Recent advances  2004年

energy recycling in animal agricultural B. MWENYA in animal nutrition
system B. SANTOSO  pp26-30

S. CHETRA
K. UMETSU  
T. KISHIMOTO  
K. NISHIZAKI  

         平成16年度    帯広畜産大学研究業績     
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K. KIMURA  
O. HAMAMOTO

畜 産 学 肉資源としてのシカ利用と養鹿 関川   三男 畜産の研究 2005年1月

 増子  孝義 59（1）: 47-52

農 学 穂発芽耐性小麦の開発 三浦  秀穂 農林水産技術 2005年
研究ジャーナル

28(7): 21-26

農 学 陸域生態環境での土壌有機成分の役割と 筒木　  潔 日本土壌肥料学雑誌 2004年8月

その機能 隅田  裕明 75(4): 511-517
青山  正和

進藤  晴夫   
 宮島    徹  　

川東  正幸

藤嶽  暢英

農業経済学 大正期における都市人口の変動 伊藤    繁 環〔歴史・環境・文明〕 2004年4月

  17:166-173

科 学 COEプログラムを通じた大学改革への挑戦 五十嵐郁男 科学 2004年4月

 74(4): 519-520

応用動物科学 Vascular control of ovarian function: T. J. ACOSTA Anim. Reprod. Sci., 2004年8月

ovulation, corpus luteum formation A. MIYAMOTO 82-83: 127-140  
and regression   

技 術 講 座 産業動物の画像診断、産業動物のX線画
像

佐藤   基佳 臨床獣医 2004年6月

その１　X線透視検査 22巻6号34-37

技 術 講 座 その２　胸部のＸ線透視所見 佐藤   基佳 臨床獣医 2004年8月

              頭頸部を含む 22巻8号36-39

技 術 講 座 その３　腹部のＸ線透視所見 佐藤   基佳 臨床獣医 2004年10月
22巻10号36-40

技 術 講 座 その４　Ｘ線撮影検査 佐藤   基佳 臨床獣医 2004年12月

　　　　撮影の基礎 22巻12号33-37

技 術 講 座 その５　Ｘ線撮影検査 佐藤   基佳 臨床獣医 2005年2月
　　　　超軟調現像法 23巻2号30-35
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☆著      書
分  野 題                     目  著   者   名 書        名 発行年月

獣 医 学 共通感染症ハンドブック

　　エーリキア症 （pp.96-97）　 猪熊　  壽 (社)日本獣医師会 2004年10月

　　日本紅斑熱   （pp.176-177） 東京

獣 医 学 共通感染症ハンドブック「ニューカッ 今井  邦俊 日本獣医師会 2004年10月

スル病」 180-181

獣 医 学 断脚に必要な局所解剖 佐々木基樹 Tech. Mag. Vet. Surg. 2005年 3月
北村  延夫 （SURGEON）

山田  純三 9: 6-19

医 学 Asian Parasitology S. BONNCHIT The Federation of 2005年3月

S. KUMAR Asian Parasitologist
C. SUGIMOTO 4: 178-186,187-195,
X. XUAN 196-201,214-223,
S. FUKUMOTO 224-232,233-242
N. YOKOYAMA
S. BORK
M. OKAMURA
I. IGARASHI

理 学 雪と氷の事典 (社)日本雪氷学会 監修 朝倉書店（東京） 2005年3月

　　1.3　凍土の分布 （武田一夫） 10-15
　11.1　自然環境下での土の凍結と凍上害 （分担執筆：武田一夫・ 405-417

赤川　敏）

　17.5　凍土・凍上観測 （分担執筆：武田一夫・ 705-710
矢作　裕・森　淳子）

畜 産 学 Nitrogen recycling for sustainable J. TAKAHASHI Global perspective 2005年

agriculture M. T. S. SMITH livestock waste
K. UMETSU management
T. KISHIMOTO

畜 産 学 新・めん羊の繁殖技術 Y. FUKUI 東京農業大学 2004年4月

出版会

畜 産 学 軽種馬飼養標準（2004年版） 河合　正人 （有）アニマル・メディア社 2004年12月

第3章　養分要求量の解説　１　エネルギー 栗原　光規 東京

日本中央競馬会競走馬総合研究所編 (ISBN 4-901071-12-2)

畜 産 学 Practical use of anaerobically digested M. TANI 2004年12月

dairy slurry as a soil resource N. SAKAMOTO
 T. KISHIMOTO
 K. UMETSU

 

K. NISHIZAKI

畜 産 学 養鹿マニュアル 関川   三男　他 全日本養鹿協会 2005年3月

 

         平成16年度    帯広畜産大学研究業績     

Global Perspective
on Livestock Waste
Management, J.
TAKAHASHI et al.
eds. Dairy Japan Co.
Ltd., Tokyo, Japan.
pp 83-89
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農 業 工 学 Automation Technology for Off-Road
Equipment 2004，Development of
laser crop row sensor for automatic
guidance system of implements

T. SATOW
K. MATSUDA
S. B. MING
K. HIRONAKA
D. L. S. TAN

American Society of
Agricultural
Engineers
ISBN892769-45

2004年10月

農業経済学 都市化の比較史 伊藤   繁（共） 日本経済評論社 2004年4月

27-58
 

農業情報学 圃場情報センシング．　新農業情報工学 柴田   洋一 養賢堂　東京都 2004年9月
(農業情報学会編)  236-237

農 芸 化 学 Production of cerebroside in yeast and  M. OHNISHI Proceedings of the 2005年1月

its functionality, M. KINOSHITA International Seminar
M. TANJI on Developing 

Agricultural 
Technology for 
Value-added　Food

  Production in Asia,  
215-231

法 律 学 譲渡担保の予約 吉田   眞澄 日本評論社 2004年4月

椿寿夫編「予約法の総合

的研究」所収

474-486

法 律 学 補助犬の育成・使用と法律  (アシスタントドッグ 吉田   眞澄 アシスタントドッグ 2004年7月

叢書 No.４) 育成普及委員会

心 理 学 質的心理学〜創造的に利用するコツ 無藤隆ほか編 新曜社 2004年9月

渡邊芳之ほか35名

心 理 学 新・心理学の基礎知識 中島義明ほか編 有斐閣 2005年1月

渡邊芳之ほか150名
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平成１６年度 The 2004 Academic Year 
帯広畜産大学大学院畜産学研究科 Index of Master's Theses for 

修士学位論文題目 the Graduate School of Obihiro
University of Agriculture and

Veterinary Medicine

畜産管理学専攻 Master's Course of Animal Production

and Agricultural Economics

1 .フィードステーションを利用した牛の排糞場所の制御 1 .Defecation control of cattle in resting area by 

（斉藤朋子，共生家畜ｼｽﾃﾑ学） using a feeding station

(Tomoko SAITOH, Animal Husbandry and Sustainable 

 Economic Systems)

2 .クロミンククジラおよびミンククジラ未成熟卵子のガラス化 2 .Studies on Vitrification and In Vitro Maturation

保存および体外成熟培養に関する研究 for Antarctic 

（岩山  広，家畜育種増殖学） (Balaenoptera bonaerensis )and Common Minke Whale
(Balaenoptera acutorostrata ) Immature Oocytes
(Hiroshi IWAYAMA, Animal Genetics and 

Reproduction)

3 .黒毛和種枝肉横断面における各筋肉、皮下脂肪および筋間 3 .Image analysis and estimation of genetic 

脂肪に関する画像解析ならびに遺伝的パラメータの推定 parameters for each muscle, subcutaneous and 

 (大澤剛史,家畜育種増殖学) intermuscular fat of carcass cross section in 

Japanese Black cattle

(Takefumi OSAWA, Animal Genetics and 

Reproduction)

4 .北海道の乳用牛群における収益性に影響する要因に関する 4 .Research on Factor that Influences Profitability 

研究 in Dairy Cattle Herd in Hokkaido

(大橋祥子,家畜育種増殖学) (Shoko OHASHI, Animal Genetics and Reproduction)

5 .ウシ黄体内の退行カスケードに関する研究：自発的な黄 5 .A Study of Luteolytic Cascade within the Corpus 

体退行に関わる黄体周辺部血流活動域と黄体内部のｍRNA  Luteum inthe Cow: A local blood flow and mRNA 

発現  expression duringspontaneous luteolysis

（白砂孔明，家畜育種増殖学） (Koumei SHIRASUNA, Animal Genetics and 

Reproduction)

6 .乳用牛における変量回帰検定日モデルによる泌乳持続性に 6 .Analysis of Persistency of Lactation Yield by 

関する分析 Test Day Model using Randon Regression in 

（増田  豊，家畜育種増殖学） Japanese Holsteins

(Yutaka MASUDA, Animal Genetics and 

Reproduction)

 

7 .体外成熟ブタ卵子を用いた卵細胞質内精子注入法に関する 7 .Studies on Intracytoplasmic Sperm Injection 

研究 Using In Vitro Matured Porcine Oocytes

（渡部浩之，家畜育種増殖学） (Hiroyuki WATANABE, Animal Genetics and 

Reproduction)

 

8 .牧草の貯蔵過程における蛋白質の分画区分と第一胃内分解 8 .Change in nitrogen fractions and ruminal 

　 率の変化およびそれがめん羊による利用率に及ぼす影響 nitrogen degradability of forages during storage 

（石井　篤，家畜生産機能学） process and its effects on nitrogen utilization 

by sheep

(Atsushi ISHII, Animal Metabolism and 

Physiology)
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9 .In vitro  ルーメンメタン生成におよぼす清酒酵母及びパン 9 .Effects of Sake yeast and bakers yeast on in
酵母の影響 vitro  rumen methane production
（森川玲奈，家畜生産機能学） (Reina MORIKAWA, Animal Metabolism and 

Physiology)

10 .子牛の出生・哺乳および離乳期における血漿グレリン濃度の 10 .Analysis of Factors Affecting Plasma Ghrelin 

変動要因に関する研究 Concentration in Holstein Newborn, Nursing snd 

（ﾆﾝ ﾃｨﾀﾞｰ ﾐｨﾝ，家畜生産機能学） Weaning Calves

(Hnin Thidar Myint, Animal Metabolism and 

Physiology) 

 

11 .水質汚染への規制が農業経営に及ぼす影響に関する研究 11 .Study on the influence on countermeasures 

(澤岻直哉,畜産経営管理学) against river-water pollution upon farming

(Naoya SAWASHI, Farm Management)

 

12 .酪農経営における環境負荷軽減策とその影響分析 12 .Analysis on environmental burden reduction 

(三宅俊輔,畜産経営管理学) plan and it influence on dairy farming

(Syunshuke MIYAKE, Farm Management)

13 .我が国におけるＢＳＥ発生が牛肉及び関連産業に及ぼした 13 .The economic influence of BSE incidence on beef 

経済的影響 and related industry

（高橋利沙,畜産資源経済学） (Risa TAKAHASHI, Agricultural Policy and 

Resource Economics)

14 .乳房炎対策の生産者行動 14 .Producer Behavior for Mastitis Control  

(田村  快,畜産資源経済学) (Kai TAMURA, Agricultural Policy and 

Resource Economics)

 

15 .わが国のブロイラー市場における食肉をめぐる事件の影響 15 .Econometric Analysis of Japanese Broiler Market 

(山下泰弘,畜産資源経済学) with Special Regard to the Impact of Animal 

Disease and Food Safety Issues

(Yasuhiro YAMASHITA, Agricultural Policy and 

Resource Economics)

             畜産環境科学専攻 Master's Course of Agro-Environmental Science

 

1 .昆虫寄生性糸状菌 Verticillium lecanii  によるイチゴ栽培 1 .Field and Greenhouse Trials of Entomopathogenic

圃場と温室でのアブラムシの防除への適用と防除対象外昆虫 Verticillium lecanii (Lecanicillium spp.)
  への病原性  Isolates to Control Aphids on Strawberry and 

(秋山恭子,作物科学) Those Virulence to Non-target Insect

(Kyoko AKIYAMA, Crop Science)

 　

2 .コムギにおける穂発芽耐性のマーカー選抜 2 .Marker-assisted Selection of Resistance for 

―種子休眠性 QTL, QPhs.ocs-3A.1に対するＰＣＲマーカーの Pre-harvest Sprouting in  Wheat ―Development 

  開発―  of PCR-based markers for the grain dormancy
(内野紀彦,作物科学) QTL,QPhs.ocs-3A.l―

(Norihiko UCHINO, Crop Science)

 
3 .イネ科植物におけるP23k遺伝子のゲノム多様性 3 .The Genomic Diversity of Barley P23k Gene in 

(神﨑比呂,作物科学) Cereals

(Hiro KOUZAKI, Crop Science)

 　

4 .コムギの異なるＷxタンパク質欠失系統から作成した中華麺の 4 .Comparison of Physical Properties and Sensory 

物性比較と官能評価 Evaluation of Chinese Yellow Alkaline Noodles 

（田中裕子,作物科学) Prepared from Wheat Lines with Different Wx 

Protein Deficiency
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 (Yuko TANAKA, Crop Science)

 

5 .十勝地方における地ビール用オオムギ品種の地域適応性の解析 5 ．Analysis of adaptability of barley cultivars 

（ｵﾕﾝｹﾞﾚﾙ ﾊﾞﾄｵﾁﾙ,作物科学） adapted to Tokachi area for local beer

(Oyungerel,Bat-Ochir, Crop Science)

6 .積雪寒冷地にみる崩落表土の播き出し材料としての利用可能性 6 .The potential of avalanche soil as a scattering 

（坂本なつ子，草地学） material for revegetation in a region with low 

temperature and heavy snowfall

  (Natsuko SAKAMOTO, Grassland Science)　

　

7 .鳥類による種子散布が森林の維持と更新に与える影響 7 .The influence of seed dispersal by birds upon 

(麻生雪絵, 草地学 ) the maintenance and reproduction of forest

(Yukie ASOU, Grassland Science)

8 .エゾモモンガ Pteromys volans orii における滑空能力の解析 8 .Analysis of gliding ability in Siberian flying 

(浅利裕伸,生態系保護学) squirrel,Pteromys volans orii
(Yushin ASARI, Preservation and Management of 

Ecosystems)

9 .ベニバナイチヤクソウの生存戦略における菌根菌の役割 9 .The effect of mycorrhizal fungi on ecological 

(國司綾子，生態系保護学) strategy for Pyrola incarnata  Fischer
(Ayako KUNISHI, Preservation and Management 

of Ecosystems)

10 .ゴミムシ類成虫の体液に含まれる抗カビ活性画分の分離と 10 .Studies on iadentification and purification of 

精製に関する研究 antifungal substance from adult haemolymph of 

(須藤奈都子,生態系保護学) several kinds of carabid beetles(Carabidae; 

Cleoptera)

 (Natsuko SUDO, Preservation and Management 

of Ecosystems)

11 .樹洞営巣性鳥類のねぐら穴の特徴 11 .Characteristics of roost cavities used by 

(村木尚子, 生態系保護学) cavity-nesting birds

(Naoko MURAKI, Preservation and Management 

of Ecosystems)

12 .北海道の亜寒帯針葉樹林内で倒木更新する針葉樹実生と外生 12 .Relactionships Between Ectomycorrhizal Fungi and 

菌根菌の関係 Coniferous Seedlings Regenerate on Fallen Logs 

(米田一平,生態系保護学) in Subalpine Coniferous Forests in Hokkaido

(Ippei YONEDA，Preservation and Management 

of Ecosystems)

13 .秋の刈取り時期がガレガの全非構造性炭水化物濃度と翌春の 13 .Effect of Cutting Date in Autumn on TNC Level in

再生に及びす影響 Underground  Organs and Regrowth in Next Spring 

(ｸﾞｴﾝ ﾁｮﾝ ｼﾞｭﾝ,生態系保護学) in Galega(Galega orientalis  Lam.)
   (Nguyen Trong Dung, Preservation and Management 

of Ecosystems)

 

14 .十勝の黒ボク土畑土壌におけるカドミウムの吸脱着特性 14 .Adsorption and desorption of cadmium on upland 

（大谷佳世,土地資源利用学)  Andisols in Tokachi district

(Kayo OTANI, Land Resourse Science and 

Engineering)

15 .廃粉末消火薬剤の肥料リサイクルと有効活用に関する研究 15 .Recycling of dry chemical extinguishing agents 

(坂本直久，土地資源利用学) as a fertilizer and its effective utilization 

　 (Naohisa SAKAMOTO, Land Resourse Science and 

Engineering)

－97－



98   　

16 .家畜ふん尿管理の違いが畑作・酪農流域の河川水質環境に 16 .The Influences of the Difference of Livestock 

及ぼす影響 Manure Management on the River Water Quality 

（松永道彦，土地資源利用学） in Upland Watersheds with Dairy Farming

(Michihiko MATSUNAGA, Land Resourse Science 

and Engineering)

17 .乳牛ふん尿とてん菜の混合メタン発酵に関する研究 17 .Study on Anaerobic Digestion of Dairy Manure 

（山崎世理,生物生産システム工学）  Slurry and Sugar Beet

(Seri YAMASAKI, Engineering in Agricutural and 

Biological System)

18 .太陽熱を利用したソーラーウォールの集熱性能と野菜残さ物 18 .Studies on the Heat-collecting Properties of a 

乾燥の検討 Solar Wall Panel and Drying Mehtod of Vegetable 

（張  春峰,生物生産システム工学） Residues by Using the Solar Energy

 (ZHANG Chunfeng, Engineering in Agricutural and 

Biological System)

 

             生物資源化学専攻  Master's Course of Bioresource Chemistry

　

1 .マウス由来細胞株における細胞表面糖脂質の変化とその生化学 1 .Expression analysis of glycolipid in mouse cells

的解析 (Haruka SHINBO, Applied Life Science)　

  (新保はるか,応用生命科学)   

2 .コケ培養細胞における高度に酸素化された化合物の検索と 2 .Study on Structures of Highly Oxygenated 

ビスフェノールＡの生物転換物の研究 Diterpenoids from Cultured Cells of Liverwort

(河原哲平,応用分子生物学) Ptychanthus striatus,  and Biotransformation of
 Bisphenol A by Cultured Cells of Heteroscyphus

planus
(Teppei KAWAHARA, Applied Molecular Biology)

3 .好冷性雪腐大粒菌核病菌Sclerotinia borealisの培養及びポ 3 .Studies on polygalacturonase isozymes and the 

リガラクツロナーゼアイソザイムの研究 culture conditions of the psychrophilic snow 

(波川啓土，応用分子生物学) mold Sclerotinia borealis
(Yoshitada NAMIKAWA, Applied  Molecular Biology)

4 .ﾋｹﾞｸｼﾞﾗ亜目ﾐﾝｸｸｼﾞﾗ(Balaenoptera acutorostrata )とﾊｸｼﾞﾗ亜目 4 .Comparative Study of Between the Milk 

ﾊﾞﾝﾄﾞｳｲﾙｶ(Tursiops truncatus )の乳成分組成の比較検討 Compositions of Minke Whale(Balaenoptera
―とくにﾐﾙｸｵﾘｺﾞ糖を中心に― acutorostrata ) and Bottlenose Dophin (Tursiops
(上村祐介,生物資源利用学) truncatus )  -Particularly for Milk

Oligosaccharides-

(Yusuke UEMURA, Food Science and Technology)

5 .カビスターターカルチャーを接種した発酵ソーセージについて 5 .Quality of the fermented sausages inoculated 

(ｾﾙｼﾞﾐｬﾀﾞｸﾞﾄﾞﾙｼｼﾞ,生物資源利用学) with mould  starter cultures

(Serjmyadag,Dorj，Food Science and Technology)　
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1 .Studies on Comparative Genome Analysis of Theileria Parasites and ･･････････････金      延   娟
Vaccine Development against T.orientalis

2 .Studies on Application of Double-atranded ＲＮＡ Interference on ･･････････････BATICADOS, Waren 　
Functional Genomics of African Trypanosomes Navarra

3 .Development of Chemotherapeutic Strategies against Babesial ･･････････････Sabine BORK
Infections  

4 .Studies on Phagocytic Mechanism and Virulence Factors of ･･････････････金          奭     
Brucella abortus within Host Cell

5 .ラットを用いた内分泌攪乱化学物質の乳腺発がん修飾作用に関する研究 ･･････････････上  田      誠

6 Studies on the Prevalence of Canine Thyroglobulin Autoantibodies ･･････････････李      晶  淵
and Immunoreactivity and the Primary Structure of Canine 
Thyroglobulin

7 .Characterization of Prion Protein(PrP)and Inhibition of ･･････････････金      璨　 蘭
Protease-resistant PrP Formation by Anti-PrP Monoclonal Antibodies  
 

     

1 .セレブロシドの食品機能性に関する研究 ･･････････････間　　  和　彦

2 .こうや豆腐、トウモロコシ水溶性食物繊維とわさびがダイオキシン類の   ･･････････････劉　  　愛　民
排泄と蓄積に与える影響に関する研究

3 .THE CHANGE IN NITROGEN FRACTIONS AND RUMINAL DEGRADABILITY OF ･･････････････NGUYEN Huu Van
FORAGE PROTEIN DURING ENSILING, AND THE SUBSEQUENT EFFECTS ON 
NITROGEN UTILIZATION BY RUMINANTS 

4 .STUDIES ON ABATEMENT OF METHANE EMISSION FROM RUMINANTS BY ･･････････････SAR Chetra
  ALTERNATIVE REDUCTION  

5 .STUDIES ON RUMINAL MANIPULATION AND ENERGY RECYCLING IN RUMINANTS ･･････････････Benson MWENYA
 

6 .ニンジンの体細胞胚形成の初期段階に特異的に発現する遺伝子やタンパク　･･････････････佐　野　卓　磨
質の同定と機能の解析  
 　　

7 .STUDIES ON THE PRODUCTION OF FERMENTED MEAT SAUCE “SHISHIBISHIO”･･････････････NGUYEN Hien Trang
 

8 .Profiles of N-acetylglucosaminyltransferase I (GnT I) Activities ･･････････････野　崎　浩　文
in Mammalian Reproductive Bodily Fluids
 

9 .乳牛ふん尿スラリーの有機化学的特徴と土壌団粒形成能 ･･････････････保　井　聖　一

10 .北方針葉樹林の更新に関する研究 ･･････････････丸　山　立　一

11 .組み換えラット肝ガン細胞を用いたAhRアッセイによる有機性廃棄物　　　･･････････････鈴　木　　  剛
コンポストに含まれるダイオキシン類縁化合物の包括的評価
 

 

平成16年度岐阜大学大学院連合獣医学研究科

博士学位論文題目

平成16年度岩手大学大学院連合農学研究科

博士学位論文題目
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Grassland Science
Effects of Cutting and Grazing on Vegetation and Productivity of Shrub-steppe in
the Loess Plateau North-west China，

Akio HONGO, Jimin CHENG, Nobumasa ICHIZEN，Yuji TOUKURA，
1Enkhee DEVEE，and Masahiro AKIMOTO

Agronomy
The correlation between polyphenol quantity and antioxidative property which are
included for the plums and the blueberry

13Jyunichi MIYASITA, and Michiyuki KOJIMA

Agronomy
The effect of low temperature and light on the antioxidative enzyme activity of the
Adzuki bean seedling

21Nei KA, Tomokazu FUTONO，and Michiyuki KOJIMA

Agricultural Chemistry
Cold adaptation of polygalacturonase activity from the alfalfa-cultured psychrotrophic

Sclerotinia nivalissnow mold
Tsuyoshi WATANABE, Mikio SHIMADA, Yoshitada NAMIKAWA,

27Izumi SAITO and Toshihide TAKASAWA

Environmental Science
Traffic accidents involving the red squirrel and measures to prevent such accidents
in Obihiro City Hokkaido Japan， ，

35Hisashi YANAGAWA

Ｈｕｍａｎｉｔｉｅｓ
Literature

“ ［２］: Ａ research on theAn introductory atudy on Shu Ema Yama no Tami”
(２)・ (Ｂ)process of rewriting From original version to Gakkai version

39Junichi SHIBAGUCHI

65A List of Academic Contribution In 2004

The 2004 Academic Year, Index of Master's Theses for the Graduate School of
95Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine

The 2004 Academic Year, Index of Dissertation for the United Graduate
99School of Veterinary Science, Gifu Universitry

The 2004 Academic Year, Index of Dissertation for the United Graduate
99School of Agricultural Science, Iwate University
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