
１
．
肺
炎
の
最
近
の
動
向
と

病
気
と
し
て
の
特
徴

（
１
）
日
本
の
死
因
第
３
位
に

こ
れ
ま
で
日
本
人
の
三
大
死

因
は
，
悪
性
新
生
物
（
癌
）
，

心
疾
患
，
脳
卒
中
で
あ
り
ま
し

た
が
，
脳
卒
中
で
の
死
亡
が
年
々

減
少
し
て
い
ま
す
．
そ
れ
に
反

し
て
，
肺
炎
で
の
死
亡
は
増
加

の
一
途
を
た
ど
り
，
つ
い
に
は

2011
年
よ
り
死
因
第
３
位
と
な
っ

て
い
ま
す
（
図
１
）
．
そ
の
背

景
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
あ

る
の
で
し
ょ
う
か
．

悪
性
新
生
物
に
関
し
て
は
，

「
日
本
人
の
２
人
に
１
人
が
一

生
に
一
度
以
上
の
癌
を
経
験
す

る
」
，
ま
た
「
日
本
人
の
３
人

に
１
人
は
癌
で
死
亡
す
る
」
と

あ
ち
こ
ち
で
宣
伝
さ
れ
て
い
ま

す
。
2006
年
に
が
ん
対
策
基
本
法

が
成
立
・
施
行
さ
れ
，
そ
の
予

防
か
ら
治
療
，
研
究
に
つ
い
て

の
国
の
指
針
が
定
め
ら
れ
ま
し

た
．
心
疾
患
や
脳
卒
中
に
関
し

て
は
，
発
作
に
よ
る
死
亡
を
減

ら
す
た
め
の
取
り
組
み
，
特
に

救
急
医
療
が
各
地
で
整
備
さ
れ

て
い
ま
す
．
で
は
，
肺
炎
は
と

い
う
と
日
本
呼
吸
器
学
会
で
診

療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
制
定
さ
れ

た
他
は
，
公
的
に
は
ほ
ぼ
対
策

が
と
ら
れ
て

い
ま
せ
ん
．

肺
炎
で
の

入
院
や
死
亡

は
ど
の
よ
う

な
背
景
に
あ

る
方
に
起
き

て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
．

皆
さ
ん
の
想

像
の
通
り
か

と
思
い
ま
す

が
，
若
い
世

代
の
入
院
や

死
亡
は
少
な

く
か
つ
増
え

て
い
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
．
や
は
り
高
齢

の
方
の
入
院
や
死
亡
が
多
く
，

年
々
増
加
し
て
い
ま
す
（
図
２
，

図
３
）
．
明
ら
か
な
デ
ー
タ
は

あ
り
ま
せ
ん
が
，
心
疾
患
や
脳

卒
中
と
い
っ
た
後
遺
症
や
廃
用

症
候
群
を
き
た
す
病
気
に
か
か

り
，
そ
の
後
に
肺
炎
に
か
か
っ

て
し
ま
う
こ
と
で
重
篤
化
し
て

い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
．
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（
２
）
年
を
と
る
と
肺
炎
に
か

か
り
や
す
く
な
る

近
年
増
加
す
る
高
齢
者
の
肺

炎
に
は
，
ど
の
よ
う
な
特
徴
が

あ
る
の
で
し
ょ
う
か
．
ご
存
知

の
通
り
，
肺
炎
は
病
気
の
元
と

な
る
も
の
が
口
や
鼻
か
ら
肺
の

深
い
と
こ
ろ
ま
で
入
り
込
む
こ

と
で
発
症
し
ま
す
．
し
か
し
，

深
い
と
こ
ろ
ま
で
入
る
の
を
防

ぐ
働
き
，
あ
る
い
は
深
い
と
こ

ろ
で
病
気
を
起
こ
す
の
を
防
ぐ

体
の
働
き
が
あ
り
ま
す
．
ま
ず

は
，
口
や
鼻
で
の
こ
と
．
唾
液

や
鼻
水
を
流
す
こ
と
で
，
潤
い

を
も
た
ら
し
，
粘
膜
か
ら
病
原

体
が
入
り
込
む
の
を
防
ぎ
，
病

原
体
を
外
に
流
す
働
き
が
あ
り

ま
す
．
の
ど
に
は
気
管
を
し
っ

か
り
と
閉
め
，
更
に
ふ
た
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
構
造
が
あ
り

ま
す
．
の
ど
を
超
え
て
気
管
に

入
っ
た
と
し
て
も
，
そ
の
先
に

は
粘
液
で
洗
い
流
す
働
き
と
粘

膜
表
面
に
あ
る
線
毛
が
外
に
む

か
っ
て
異
物
を
運
び
出
す
働
き

が
あ
り
ま
す
．
ま
た
，
粘
膜
へ

の
刺
激
に
よ
り
咳
を
し
て
吹
き

飛
ば
す
こ
と
も
し
ま
す
．
肺
の

奥
深
く
に
は
免
疫
（
異
物
を
取

り
込
ん
で
処
理
を
す
る
働
き
）

に
関
わ
る
細
胞
が
多
く
存
在
し
，

病
気
を
起
こ
す
前
に
病
原
体
は

処
理
さ
れ
ま
す
．
こ
れ
ら
す
べ

て
の
働
き
が
う
ま
く
か
み
合
っ

て
，
肺
炎
を
防
い
で
い
る
の
で

す
．加

齢
や
慢
性
の
病
気
に
よ
り

こ
れ
ら
の
働
き
は
弱
ま
り
ま
す
．

そ
の
た
め
，
高
齢
の
方
や
重
い

慢
性
の
病
気
に
か
か
っ
て
い
る

方
は
，
肺
炎
に
か
か
り
や
す
く

な
る
の
で
す
．

２
．
肺
炎
の
診
断
と
治
療

肺
炎
の
診
断
の
第
一
歩
は
，

症
状
あ
る
い
は
そ
の
経
過
で
す
．

せ
き
，
た
ん
（
多
く
は
色
が
つ

い
て
い
る
）
，
発
熱
（
高
熱
の

こ
と
も
あ
れ
ば
全
く
出
な
い
こ

と
も
あ
り
ま
す
）
，
胸
の
痛
み
，

呼
吸
が
苦
し
い
と
い
っ
た
症
状

が
出
て
き
ま
す
．
か
ぜ

を
こ
じ
ら
せ
る
こ
と
に

よ
り
肺
炎
の
発
症
に
つ

な
が
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
．症

状
で
肺
炎
を
疑
っ

た
場
合
に
は
，
胸
部
レ

ン
ト
ゲ
ン
検
査
を
行
い

ま
す
．
正
常
の
肺
は
黒

く
抜
け
る
の
に
た
い
し
，

肺
炎
の
部
分
は
白
く
写

り
ま
す
（
図
４
）
．
ま

た
痰
の
中
に
肺
炎
を
起

こ
す
病
原
菌
が
み
ら
れ

る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま

す
（
図
５
）
．

ど
の
よ
う
な
合
併
症

が
あ
る
の
か
は
，
肺
炎
の
重
症

度
に
深
く
関
わ
り
ま
す
．
そ
の

た
め
，
肺
炎
と
診
断
し
た
場
合

に
は
血
液
検
査
や
尿
検
査
な
ど

を
行
い
ま
す
．
ま
た
呼
吸
の
状

態
が
安
定
し
て
い
る
か
ど
う
か

も
治
療
を
行
う
上
で
は
重
要
と

な
り
ま
す
．

肺
炎
の
治
療
は
多
く
の
場
合

抗
菌
薬
の
投
与
の
み
で
す
み
ま

す
．
し
か
し
，
咳
や
痰
が
多
い

場
合
に
は
そ
の
症
状
を
抑
え
る

治
療
が
必
要
と
な
り
，
呼
吸
状

態
が
不
安
定
で
あ
る
場
合
に
は

入
院
で
の
厳
密
な
呼
吸
管
理

（
酸
素
投
与
や
人
工
呼
吸
，
排

痰
の
介
助
な
ど
）
が
必
要
と
な

り
ま
す
．

３
．
肺
炎
の
予
防

肺
炎
を
起
こ
す
病
原
体
は
，

多
く
が
口
の
中
や
鼻
の
中
に
存

在
す
る
常
在
菌
（
普
段
か
ら
病

気
を
起
こ
さ
ず
に
存
在
し
て
い

る
菌
）
で
す
．
肺
は
，
繊
細
な

構
造
を
し
，
酸
素
を
取
り
込
む

と
い
う
生
存
に
不
可
欠
な
働
き

を
し
て
い
ま
す
．
そ
れ
ゆ
え
肺

の
中
は
，
右
の
よ
う
な
働
き
に

よ
り
無
菌
状
態
に
保
た
れ
て
い

ま
す
．
口
の
中
や
鼻
の
中
で
は

病
気
を
起
こ
さ
な
い
菌
で
も
，

大
量
に
入
り
込
む
（
吸
い
込
む
）

こ
と
が
あ
れ
ば
，
肺
炎
を
起
こ

し
ま
す
．
ま
た
入
り
込
ん
だ
菌

を
や
っ
つ
け
る
免
疫
の
働
き
が

弱
ま
っ
て
い
る
と
，
少
し
の
菌

が
入
っ
た
だ
け
で
も
肺
炎
を
起

こ
し
ま
す
．
肺
炎
の
予
防
は
こ

の
２
つ
の
側
面
か
ら
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
．

ま
ず
重
要
な
こ
と
は
，
入
り

込
む
（
吸
い
込
む
）
菌
を
で
き

る
だ
け
少
な
く
す
る
こ
と
で
す
．

す
な
わ
ち
，
口
の
中
を
き
れ
い

に
す
る
こ
と
で
，
菌
を
少
な
く

し
て
お
く
こ
と
が
大
事
で
す
．

簡
単
に
で
き
る
こ
と
と
し
て
は

う
が
い
や
手
洗
い
が
あ
り
ま
す
．

ま
た
，
虫
歯
が
あ
る
，
入
れ
歯

が
合
わ
な
い
と
い
う
こ
と
も
菌

が
多
く
な
る
原
因
と
な
り
ま
す

の
で
，
歯
科
の
治
療
を
し
っ
か

り
し
て
お
く
こ
と
も
大
事
で
す
．
．

身
体
の
障
害
や
認
知
症
あ
る
い

は
精
神
の
病
気
で
，
自
分
で
口

の
中
を
き
れ
い
に
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
い
う
方
も
い
ま
す
．

口
の
中
を
き
れ
い
に
す
る
治
療

を
，
口
腔
ケ
ア
と
い
い
ま
す
．
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し
た
場
合

に
は
血
液
検
査
や
尿
検
査
な
ど

を
行
い
ま
す
．
ま
た
呼
吸
の
状

態
が
安
定
し
て
い
る
か
ど
う
か

も
治
療
を
行
う
上
で
は
重
要
と

な
り
ま
す
．

肺
炎
の
治
療
は
多
く
の
場
合

抗
菌
薬
の
投
与
の
み
で
す
み
ま

す
．
し
か
し
，
咳
や
痰
が
多
い

場
合
に
は
そ
の
症
状
を
抑
え
る

治
療
が
必
要
と
な
り
，
呼
吸
状

態
が
不
安
定
で
あ
る
場
合
に
は

入
院
で
の
厳
密
な
呼
吸
管
理

（
酸
素
投
与
や
人
工
呼
吸
，
排

痰
の
介
助
な
ど
）
が
必
要
と
な

り
ま
す
．

３
．
肺
炎
の
予
防

肺
炎
を
起
こ
す
病
原
体
は
，

多
く
が
口
の
中
や
鼻
の
中
に
存

在
す
る
常
在
菌
（
普
段
か
ら
病

気
を
起
こ
さ
ず
に
存
在
し
て
い

る
菌
）
で
す
．
肺
は
，
繊
細
な

構
造
を
し
，
酸
素
を
取
り
込
む

と
い
う
生
存
に
不
可
欠
な
働
き

を
し
て
い
ま
す
．
そ
れ
ゆ
え
肺

の
中
は
，
右
の
よ
う
な
働
き
に

よ
り
無
菌
状
態
に
保
た
れ
て
い

ま
す
．
口
の
中
や
鼻
の
中
で
は

病
気
を
起
こ
さ
な
い
菌
で
も
，

大
量
に
入
り
込
む
（
吸
い
込
む
）

こ
と
が
あ
れ
ば
，
肺
炎
を
起
こ

し
ま
す
．
ま
た
入
り
込
ん
だ
菌

を
や
っ
つ
け
る
免
疫
の
働
き
が

弱
ま
っ
て
い
る
と
，
少
し
の
菌

が
入
っ
た
だ
け
で
も
肺
炎
を
起

こ
し
ま
す
．
肺
炎
の
予
防
は
こ

の
２
つ
の
側
面
か
ら
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
．

ま
ず
重
要
な
こ
と
は
，
入
り

込
む
（
吸
い
込
む
）
菌
を
で
き

る
だ
け
少
な
く
す
る
こ
と
で
す
．

す
な
わ
ち
，
口
の
中
を
き
れ
い

に
す
る
こ
と
で
，
菌
を
少
な
く

し
て
お
く
こ
と
が
大
事
で
す
．

簡
単
に
で
き
る
こ
と
と
し
て
は

う
が
い
や
手
洗
い
が
あ
り
ま
す
．

ま
た
，
虫
歯
が
あ
る
，
入
れ
歯

が
合
わ
な
い
と
い
う
こ
と
も
菌

が
多
く
な
る
原
因
と
な
り
ま
す

の
で
，
歯
科
の
治
療
を
し
っ
か

り
し
て
お
く
こ
と
も
大
事
で
す
．
．

身
体
の
障
害
や
認
知
症
あ
る
い

は
精
神
の
病
気
で
，
自
分
で
口

の
中
を
き
れ
い
に
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
い
う
方
も
い
ま
す
．

口
の
中
を
き
れ
い
に
す
る
治
療

を
，
口
腔
ケ
ア
と
い
い
ま
す
．
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次
に
必
要
な
こ
と
は
，
吸
い

込
ま
な
い
こ
と
で
す
．
本
来
口

の
中
の
も
の
や
鼻
の
中
の
も
の

を
吸
い
込
ま
な
い
よ
う
に
，
の

ど
に
は
精
密
な
ブ
ロ
ッ
ク
す
る

機
能
（
「
嚥
下
（
え
ん
げ
）
」

と
い
い
ま
す
）
が
備
わ
っ
て
い

ま
す
．
こ
の
機
能
が
う
ま
く
働

か
ず
，
飲
み
込
め
な
い
状
態
を

「
嚥
下
障
害
（
え
ん
げ
し
ょ
う

が
い
）
」
と
い
い
，
吸
い
込
ん

で
し
ま
う
こ
と
を
「
誤
嚥
」
と

い
い
ま
す
．
す
な
わ
ち
，
誤
嚥

を
防
ぐ
こ
と
が
肺
炎
の
予
防
に

は
重
要
と
な
っ
て
き
ま
す
．
そ

の
対
策
の
一
つ
と
し
て
，
食
事

の
際
あ
る
い
は
食
べ
た
後
に
し
っ

か
り
上
体
を
起
こ
し
て
お
く
こ

と
が
大
事
で
す
．
食
事
中
あ
る

い
は
食
後
に
は
唾
液
が
多
く
出

て
，
横
に
な
っ
て
い
る
と
吸
い

込
む
こ
と
も
多
く
な
り
ま
た
流

れ
込
ん
で
行
く
こ
と
に
も
な
り

ま
す
．
ま
た
食
道
や
胃
か
ら
，

飲
み
込
ん
だ
も
の
が
逆
流
し
て

き
て
そ
れ
を
吸
い
込
ん
で
し
ま

う
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
．

加
齢
や
病
気
に
よ
り
嚥
下
の
機

能
は
衰
え
て
い
き
ま
す
．
特
に

脳
卒
中
は
，
そ
の
機
能
が
急
に

衰
え
る
重
要
な
病
気
と
さ
れ
て

い
ま
す
．
た
だ
，
健
康
な
男
性

で
も
30
代
に
は
，
健
康
な
女
性

で
は
40
代
か
ら
衰
え
が
始
ま
る

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
．
認
知
症

や
精
神
の
病
気
が
あ
る
方
は
，

口
の
中
に
唾
液
な
ど
が
た
ま
っ

て
い
る
こ
と
を
認
識
で
き
ず
，

そ
の
ま
ま
吸
い
込
ん
で
し
ま
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
．
ま
た
，
睡

眠
中
に
は
健
康
な
人
で
も
誤
嚥

が
多
く
起
き
て
い
る
と
い
わ
れ

て
お
り
，
そ
の
予
防
は
容
易
で

は
あ
り
ま
せ
ん
．

予
防
と
し
て
必
要
な
こ
と
の

三
点
目
に
は
，
禁
煙
を
挙
げ
ま

す
．
た
ば
こ
の
煙
に
は
有
害
物

質
が
多
種
含
ま
れ
て
お
り
，
気

道
や
肺
へ
の
ダ
メ
ー
ジ
が
少
な

か
ら
ず
あ
り
ま
す
．
口
腔
内
や

鼻
の
中
の
炎
症
の
原
因
に
な
り
，

細
菌
感
染
に
つ
な
が
り
ま
す
．

気
管
や
肺
へ
の
ダ
メ
ー
ジ
に
よ

り
，
肺
炎
の
防
御
機
能
が
低
下

し
ま
す
．
喫
煙
は
肺
炎
だ
け
で

な
く
，
肺
癌
や
慢
性
閉
塞
性
肺

疾
患
と
い
っ
た
重
篤
な
呼
吸
器

の
病
気
の
原
因
と
な
り
ま
す
．

た
ば
こ
を
吸
う
方
は
，
是
非
禁

煙
し
ま
し
ょ
う
．

最
後
に
挙
げ
る
こ
と
は
，
予

防
接
種
で
す
．
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
ワ
ク
チ
ン
や
肺
炎
球
菌
ワ
ク

チ
ン
が
該
当
し
ま
す
．
い
ず
れ

も
高
齢
の
方
や
合
併
症
の
あ
る

方
の
肺
炎
の
予
防
に
つ
な
が
る

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
．

※
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
に
つ
い

て
米
国
，
英
国
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
で
は
，
65
歳
以
上
の
方
あ
る

い
は
免
疫
の
働
き
が
低
下
し
て

い
る
方
の
接
種
を
推
奨
し
て
い

ま
す
．
有
効
期
間
は
5
年
程
度

と
さ
れ
て
お
り
，
５
年
経
過
し

た
ら
再
投
与
可
能
で
す
．
副
作

用
と
し
て
ア
レ
ル
ギ
ー
反
応
が

起
こ
る
こ
と
が
あ
り
，
接
種
を

す
べ
き
か
ど
う
か
は
医
師
と
十

分
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
．

４
．
終
わ
り
に

肺
炎
の
診
療

に
お
け
る
倫
理
的
な
側
面
に
つ

い
て特

に
合
併
症
の
な
い
健
康
な

方
が
重
症
の
肺
炎
を
発
症
す
る

こ
と
は
ま
れ
で
す
が
，
高
齢
あ

る
い
は
病
気
に
よ
る
身
体
機
能

の
低
下
が
み
ら
れ
る
方
に
は
，

驚
異
と
な
る
病
気
で
す
．
慢
性

の
病
気
は
徐
々
に
身
体
を
む
し

ば
み
，
肺
炎
だ
け
で
は
な
く
そ

の
他
多
く
の
病
気
の
治
療
が
難

し
く
な
り
ま
す
．

悪
性
新
生
物
を
含
め
重
篤
な

多
く
の
病
気
は
，
治
癒
が
難
し

い
ど
こ
ろ
か
，
慢
性
的
に
進
行

し
，
致
死
的
な
状
態
と
な
る
こ

と
は
あ
り
ま
す
．
重
篤
な
病
気

が
進
行
し
残
念
な
が
ら
命
に
関

わ
る
状
態
と
な
っ
て
，
肺
炎
に

か
か
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
よ
く

み
ま
す
．
そ
の
よ
う
な
場
合
に

は
ど
う
し
て
も
肺
炎
を
治
す
こ

と
が
で
き
な
い
こ
と
も
あ
り
ま

す
．
そ
れ
が
日
本
の
死
因
第
３

位
と
な
っ
た
所
以
で
す
．

重
症
の
呼
吸
不
全
に
陥
っ
た

際
の
治
療
に
，
人
工
呼
吸
療
法

と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
．
短

期
間
で
改
善
が
見
込
め
る
場
合

に
は
有
効
な
治
療
で
す
が
，
呼

吸
不
全
の
改
善
ま
で
長
期
間
要

す
る
あ
る
い
は
改
善
の
見
通
し

が
立
た
な
い
場
合
に
は
，
非
常

に
危
険
か
つ
苦
痛
を
伴
う
治
療

と
な
り
ま
す
．
も
と
も
と
か
か
っ

て
い
る
慢
性
の
病
気
が
ど
の
程

度
か
，
あ
る
い
は
年
齢
的
な
衰

え
が
ど
う
か
，
そ
の
よ
う
な
苦

痛
を
伴
う
治
療
を
行
う
前
に
考

え
る
べ
き
事
柄
が
あ
り
ま
す
．

助
か
る
見
込
み
が
著
し
く
低
い
，

あ
る
い
は
治
療
に
よ
る
合
併
症

の
危
険
が
高
い
，
苦
痛
が
強
い

と
い
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
際

に
は
，
積
極
的
な
治
療
を
行
わ

な
い
と
い
う
こ
と
も
選
択
す
べ

き
か
も
し
れ
ま
せ
ん
．

当
院
に
も
多
く
の
肺
炎
の
患

者
さ
ん
が
入
院
さ
れ
ま
す
．
し

か
し
，
当
院
で
は
人
工
呼
吸
療

法
な
ど
の
集
中
治
療
が
で
き
ま

せ
ん
の
で
，
重
症
の
肺
炎
は
診

療
が
難
し
い
で
す
．
そ
の
た
め
，

人
工
呼
吸
な
ど
が
必
要
と
な
っ

た
場
合
に
は
，
高
次
の
医
療
機

関
へ
診
療
の
依
頼
を
し
ま
す
．

た
だ
，
つ
ら
い
治
療
を
受
け
た

く
な
い
（
あ
る
い
は
受
け
さ
せ

た
く
な
い
）
と
い
う
こ
と
で
し

た
ら
，
担
当
医
が
真
摯
に
相
談

に
の
り
ま
す
．
十
分
な
話
し
合

い
の
上
，
治
療
を
行
い
た
い
と

当
院
医
師
一
同
考
え
て
お
り
ま

す
．

勤
医
協
苫
小
牧
病
院

内
科
医
長

中
野

亮
司
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次
に
必
要
な
こ
と
は
，
吸
い

込
ま
な
い
こ
と
で
す
．
本
来
口

の
中
の
も
の
や
鼻
の
中
の
も
の

を
吸
い
込
ま
な
い
よ
う
に
，
の

ど
に
は
精
密
な
ブ
ロ
ッ
ク
す
る

機
能
（
「
嚥
下
（
え
ん
げ
）
」

と
い
い
ま
す
）
が
備
わ
っ
て
い

ま
す
．
こ
の
機
能
が
う
ま
く
働

か
ず
，
飲
み
込
め
な
い
状
態
を

「
嚥
下
障
害
（
え
ん
げ
し
ょ
う

が
い
）
」
と
い
い
，
吸
い
込
ん

で
し
ま
う
こ
と
を
「
誤
嚥
」
と

い
い
ま
す
．
す
な
わ
ち
，
誤
嚥

を
防
ぐ
こ
と
が
肺
炎
の
予
防
に

は
重
要
と
な
っ
て
き
ま
す
．
そ

の
対
策
の
一
つ
と
し
て
，
食
事

の
際
あ
る
い
は
食
べ
た
後
に
し
っ

か
り
上
体
を
起
こ
し
て
お
く
こ

と
が
大
事
で
す
．
食
事
中
あ
る

い
は
食
後
に
は
唾
液
が
多
く
出

て
，
横
に
な
っ
て
い
る
と
吸
い

込
む
こ
と
も
多
く
な
り
ま
た
流

れ
込
ん
で
行
く
こ
と
に
も
な
り

ま
す
．
ま
た
食
道
や
胃
か
ら
，

飲
み
込
ん
だ
も
の
が
逆
流
し
て

き
て
そ
れ
を
吸
い
込
ん
で
し
ま

う
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
．

加
齢
や
病
気
に
よ
り
嚥
下
の
機

能
は
衰
え
て
い
き
ま
す
．
特
に

脳
卒
中
は
，
そ
の
機
能
が
急
に

衰
え
る
重
要
な
病
気
と
さ
れ
て

い
ま
す
．
た
だ
，
健
康
な
男
性

で
も
30
代
に
は
，
健
康
な
女
性

で
は
40
代
か
ら
衰
え
が
始
ま
る

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
．
認
知
症

や
精
神
の
病
気
が
あ
る
方
は
，

口
の
中
に
唾
液
な
ど
が
た
ま
っ

て
い
る
こ
と
を
認
識
で
き
ず
，

そ
の
ま
ま
吸
い
込
ん
で
し
ま
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
．
ま
た
，
睡

眠
中
に
は
健
康
な
人
で
も
誤
嚥

が
多
く
起
き
て
い
る
と
い
わ
れ

て
お
り
，
そ
の
予
防
は
容
易
で

は
あ
り
ま
せ
ん
．

予
防
と
し
て
必
要
な
こ
と
の

三
点
目
に
は
，
禁
煙
を
挙
げ
ま

す
．
た
ば
こ
の
煙
に
は
有
害
物

質
が
多
種
含
ま
れ
て
お
り
，
気

道
や
肺
へ
の
ダ
メ
ー
ジ
が
少
な

か
ら
ず
あ
り
ま
す
．
口
腔
内
や

鼻
の
中
の
炎
症
の
原
因
に
な
り
，

細
菌
感
染
に
つ
な
が
り
ま
す
．

気
管
や
肺
へ
の
ダ
メ
ー
ジ
に
よ

り
，
肺
炎
の
防
御
機
能
が
低
下

し
ま
す
．
喫
煙
は
肺
炎
だ
け
で

な
く
，
肺
癌
や
慢
性
閉
塞
性
肺

疾
患
と
い
っ
た
重
篤
な
呼
吸
器

の
病
気
の
原
因
と
な
り
ま
す
．

た
ば
こ
を
吸
う
方
は
，
是
非
禁

煙
し
ま
し
ょ
う
．

最
後
に
挙
げ
る
こ
と
は
，
予

防
接
種
で
す
．
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
ワ
ク
チ
ン
や
肺
炎
球
菌
ワ
ク

チ
ン
が
該
当
し
ま
す
．
い
ず
れ

も
高
齢
の
方
や
合
併
症
の
あ
る

方
の
肺
炎
の
予
防
に
つ
な
が
る

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
．

※
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
に
つ
い

て
米
国
，
英
国
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
で
は
，
65
歳
以
上
の
方
あ
る

い
は
免
疫
の
働
き
が
低
下
し
て

い
る
方
の
接
種
を
推
奨
し
て
い

ま
す
．
有
効
期
間
は
5
年
程
度

と
さ
れ
て
お
り
，
５
年
経
過
し

た
ら
再
投
与
可
能
で
す
．
副
作

用
と
し
て
ア
レ
ル
ギ
ー
反
応
が

起
こ
る
こ
と
が
あ
り
，
接
種
を

す
べ
き
か
ど
う
か
は
医
師
と
十

分
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
．

４
．
終
わ
り
に

肺
炎
の
診
療

に
お
け
る
倫
理
的
な
側
面
に
つ

い
て特

に
合
併
症
の
な
い
健
康
な

方
が
重
症
の
肺
炎
を
発
症
す
る

こ
と
は
ま
れ
で
す
が
，
高
齢
あ

る
い
は
病
気
に
よ
る
身
体
機
能

の
低
下
が
み
ら
れ
る
方
に
は
，

驚
異
と
な
る
病
気
で
す
．
慢
性

の
病
気
は
徐
々
に
身
体
を
む
し

ば
み
，
肺
炎
だ
け
で
は
な
く
そ

の
他
多
く
の
病
気
の
治
療
が
難

し
く
な
り
ま
す
．

悪
性
新
生
物
を
含
め
重
篤
な

多
く
の
病
気
は
，
治
癒
が
難
し

い
ど
こ
ろ
か
，
慢
性
的
に
進
行

し
，
致
死
的
な
状
態
と
な
る
こ

と
は
あ
り
ま
す
．
重
篤
な
病
気

が
進
行
し
残
念
な
が
ら
命
に
関

わ
る
状
態
と
な
っ
て
，
肺
炎
に

か
か
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
よ
く

み
ま
す
．
そ
の
よ
う
な
場
合
に

は
ど
う
し
て
も
肺
炎
を
治
す
こ

と
が
で
き
な
い
こ
と
も
あ
り
ま

す
．
そ
れ
が
日
本
の
死
因
第
３

位
と
な
っ
た
所
以
で
す
．

重
症
の
呼
吸
不
全
に
陥
っ
た

際
の
治
療
に
，
人
工
呼
吸
療
法

と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
．
短

期
間
で
改
善
が
見
込
め
る
場
合

に
は
有
効
な
治
療
で
す
が
，
呼

吸
不
全
の
改
善
ま
で
長
期
間
要

す
る
あ
る
い
は
改
善
の
見
通
し

が
立
た
な
い
場
合
に
は
，
非
常

に
危
険
か
つ
苦
痛
を
伴
う
治
療

と
な
り
ま
す
．
も
と
も
と
か
か
っ

て
い
る
慢
性
の
病
気
が
ど
の
程

度
か
，
あ
る
い
は
年
齢
的
な
衰

え
が
ど
う
か
，
そ
の
よ
う
な
苦

痛
を
伴
う
治
療
を
行
う
前
に
考

え
る
べ
き
事
柄
が
あ
り
ま
す
．

助
か
る
見
込
み
が
著
し
く
低
い
，

あ
る
い
は
治
療
に
よ
る
合
併
症

の
危
険
が
高
い
，
苦
痛
が
強
い

と
い
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
際

に
は
，
積
極
的
な
治
療
を
行
わ

な
い
と
い
う
こ
と
も
選
択
す
べ

き
か
も
し
れ
ま
せ
ん
．

当
院
に
も
多
く
の
肺
炎
の
患

者
さ
ん
が
入
院
さ
れ
ま
す
．
し

か
し
，
当
院
で
は
人
工
呼
吸
療

法
な
ど
の
集
中
治
療
が
で
き
ま

せ
ん
の
で
，
重
症
の
肺
炎
は
診

療
が
難
し
い
で
す
．
そ
の
た
め
，

人
工
呼
吸
な
ど
が
必
要
と
な
っ

た
場
合
に
は
，
高
次
の
医
療
機

関
へ
診
療
の
依
頼
を
し
ま
す
．

た
だ
，
つ
ら
い
治
療
を
受
け
た

く
な
い
（
あ
る
い
は
受
け
さ
せ

た
く
な
い
）
と
い
う
こ
と
で
し

た
ら
，
担
当
医
が
真
摯
に
相
談

に
の
り
ま
す
．
十
分
な
話
し
合

い
の
上
，
治
療
を
行
い
た
い
と

当
院
医
師
一
同
考
え
て
お
り
ま

す
．

勤
医
協
苫
小
牧
病
院

内
科
医
長
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野

亮
司
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