
本会顧問　小野川秀美博士計
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本
会
顧
問
、
小
野
川
秀
美
博
士
は
、
か
ね
て
病
気
療
養
中
の
と
こ

ろ
、
一
九
八
○
年
七
月
二
十
日
未
明
、
京
都
市
東
山
区
の
京
都
専
売

病
院
に
て
食
道
癌
の
た
め
急
逝
さ
れ
た
。
享
年
七
十
歳
。
葬
儀
は
同

月
二
十
二
日
、
左
京
区
黒
谷
の
顕
零
院
で
行
わ
れ
た
。
法
名
は
浄
光

院
学
誉
秀
美
居
士
。
喪
主
は
二
男
勝
氏
。
以
下
に
葬
儀
委
員
長
島
田

震
次
氏
の
弔
辞
を
抄
録
し
て
哀
悼
の
意
を
捧
げ
る
。

　
私
は
こ
こ
に
、
故
小
野
川
秀
美
先
生
の
御
経
歴
と
御
業
績
の
概
要

を
御
紹
介
し
て
、
追
悼
の
よ
す
が
と
い
た
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
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先
生
は
明
治
四
二
年
八
月
廿
一
日
、
高
知
県
安
芸
郡
芸
西
村
西
分

に
お
生
れ
に
な
り
ま
し
た
。
昭
和
四
年
高
知
高
等
学
校
文
科
乙
類
を

御
卒
業
、
直
ち
に
京
都
帝
国
大
学
文
学
部
史
学
科
に
進
ん
で
、
昭
和

八
年
に
そ
れ
を
お
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
引
き
つ
づ
き
大
学
院

に
御
残
り
に
な
り
ま
す
が
、
傍
ら
東
方
文
化
研
究
所
の
嘱
託
と
し
て
、

羽
田
亨
博
士
の
指
導
の
も
と
に
、
の
ち
に
『
金
史
語
彙
集
成
』
全
三

冊
に
結
実
す
る
御
仕
事
を
完
成
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　
つ
い
で
先
生
は
昭
和
一
五
年
一
二
月
、
小
島
羅
馬
博
士
を
所
長
と

し
て
新
た
に
設
立
さ
れ
た
京
都
帝
国
大
学
人
文
科
学
研
究
所
の
助
手

に
任
命
せ
ら
れ
ま
す
が
、
以
後
は
退
官
ま
で
ず
っ
と
、
人
文
研
を
離

れ
ら
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
昭
和
二
六
年
に
助
教
授
、
や
が
て

教
授
、
そ
し
て
四
八
年
に
停
年
退
官
、
と
い
う
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

退
官
以
後
は
奈
良
大
学
の
教
壇
に
立
た
れ
ま
し
て
、
此
も
今
年
三
月

停
年
退
職
せ
ら
れ
る
ま
で
、
教
育
に
従
事
な
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
ほ
か
、

ほ
ぼ
二
十
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
、
立
命
館
大
学
の
非
常
勤
講
師
を

お
っ
と
め
に
な
っ
た
こ
と
も
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
（
中
略
）

　
先
生
の
学
問
の
分
野
は
、
は
っ
き
り
と
前
後
二
つ
に
分
か
つ
こ
と

が
で
き
ま
す
。
第
一
は
い
わ
ゆ
る
塞
外
研
究
で
、
大
学
卒
業
以
後
七
、

八
年
間
は
こ
の
方
面
の
研
究
に
没
頭
せ
ら
れ
ま
し
た
。
今
日
で
も
常

に
言
及
さ
れ
る
「
突
蕨
碑
文
訳
注
」
や
「
鉄
勒
の
一
考
察
」
の
ほ
か
．

五
、
六
篇
の
論
文
、
及
び
前
述
の
『
金
史
語
彙
集
成
』
は
こ
の
時
期

の
所
産
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
学
界
に
お
い
て
高
い
評
価
を
受
け
た
も
　
幼

の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
先
生
は
当
時
京
都
大
学
に
お
い
て
輩
　
⑱

出
し
つ
つ
あ
っ
た
塞
外
研
究
の
俊
秀
の
一
人
と
し
て
先
づ
ス
タ
ー
ト
　
鵬



せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
人
文
研
に
入
ら
れ
る
と
と
も
に
そ
の

方
向
を
一
変
せ
ら
れ
、
以
後
、
中
国
近
代
史
の
専
門
家
と
し
て
知
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
此
は
一
見
唐
突
に
見
え
る
か
も

知
れ
ま
せ
ん
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
な
い
と
思
い
ま
す
。
先
生
は
か

つ
て
私
に
、
自
分
は
早
く
か
ら
思
想
史
に
興
味
を
も
ち
、
卒
業
論
文

の
テ
ー
マ
に
一
旦
は
韓
非
子
を
え
ら
ん
だ
。
と
こ
ろ
が
主
任
教
授
の

矢
野
仁
一
先
生
が
ど
う
し
て
も
賛
成
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
や
む
な

く
そ
の
テ
ー
マ
を
放
棄
し
た
、
と
語
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
私
の
推
測
で
あ
り
ま
す
が
、
先
生
が
大
学
卒
業
を
一
年
間
延
期

し
て
い
ら
れ
る
の
は
、
あ
る
い
は
そ
ん
な
点
に
も
理
由
が
あ
っ
た
の

で
は
あ
り
ま
す
ま
い
か
。
近
代
史
は
今
で
こ
そ
隆
盛
を
き
わ
め
て
い

ま
す
が
、
当
時
に
お
い
て
は
殆
ど
い
う
べ
き
名
聞
的
蓄
積
の
見
ら
れ

な
か
っ
た
分
野
で
あ
り
、
先
生
が
近
代
を
え
ら
ぼ
れ
た
の
は
、
矢
野

博
士
の
ほ
か
に
、
先
生
が
最
も
尊
敬
せ
ら
れ
た
小
島
博
士
の
影
響
で

は
な
い
か
と
察
せ
ら
れ
ま
す
。

　
先
生
の
中
国
近
代
史
研
究
の
論
文
は
殆
ど
す
べ
て
『
清
末
政
治
思

想
研
究
』
　
（
昭
和
三
五
年
東
洋
史
研
究
会
刊
、
の
ち
、
み
す
ず
書
房

よ
り
増
補
版
）
に
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
先
生
の
学
位
論
文

で
す
。
今
日
で
こ
そ
中
国
近
代
思
想
史
の
最
高
傑
作
と
し
て
本
書
の

価
値
を
疑
う
も
の
は
誰
も
い
ま
せ
ん
が
、
出
版
当
時
は
、
争
っ
て
読

ま
れ
た
割
に
は
不
満
の
声
も
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
、
当
時
の
風
潮
た
る
マ
ル
ク
ス
・
レ
：
ニ
ン
・
毛
沢
東
よ
り
の

引
用
が
一
語
も
な
く
、
い
わ
ゆ
る
社
会
科
学
的
用
語
に
よ
る
「
分

析
」
も
全
然
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
、
そ
う
い
う
中
国
研
究
書
と
い
う

も
の
は
「
科
学
的
で
な
い
」
と
見
な
す
風
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
し

か
し
乍
ら
、
学
術
的
著
作
の
第
一
の
要
件
は
リ
ラ
イ
ア
ブ
ル
で
あ
る

こ
と
で
あ
り
、
歴
史
学
と
い
う
も
の
が
い
わ
ゆ
る
社
会
科
学
に
解
消

す
る
も
の
か
否
か
、
甚
だ
疑
聞
で
あ
り
ま
す
。
先
生
の
書
物
に
は
い

わ
ゆ
る
分
析
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
こ
こ
に
は
真
の
歴
史

家
の
み
が
よ
く
す
る
と
こ
ろ
の
叙
述
と
指
摘
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
r

で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
大
変
お
も
し
ろ
い
現
象
だ
と
思
う
の
は
、
本

書
に
対
し
て
殆
ど
絶
讃
と
い
う
近
い
書
評
を
書
い
た
の
は
実
は
政
治

学
者
で
し
た
。
今
日
、
少
く
と
も
辛
亥
以
前
を
あ
つ
か
っ
た
論
文
や

著
書
で
本
書
へ
の
メ
ソ
シ
ョ
ソ
の
見
ら
れ
な
い
も
の
は
、
国
の
内
外

を
問
わ
ず
、
余
り
多
く
あ
る
ま
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
そ
の
ほ
か
先
生
の
御
仕
事
に
は
、
編
著
と
し
て
中
央
公
論
社
「
世

界
の
名
著
」
の
『
孫
文
・
毛
沢
・
菓
』
や
、
毎
日
出
版
文
化
賞
を
受
け

ら
れ
た
平
凡
社
『
宮
崎
漁
天
全
集
』
全
五
巻
、
ま
た
先
生
が
指
導
せ

ら
れ
た
人
文
研
の
共
同
研
究
の
報
告
た
る
『
辛
亥
革
命
の
研
究
』
（
筑

摩
書
房
）
及
び
中
国
同
盟
会
の
機
関
誌
『
民
報
』
の
索
引
（
人
文
研

刊
）
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、
詳
し
く
申
上
げ
る
余
裕
が
ご
ざ
い
ま
せ

ん
。
た
だ
ひ
と
つ
、
先
生
の
永
年
主
宰
せ
ら
れ
た
人
文
研
の
研
究
班

が
、
関
西
に
お
け
る
中
国
近
代
研
究
の
中
心
と
し
て
、
多
く
の
学
者

を
養
成
す
る
役
割
を
果
し
た
点
の
み
を
、
指
摘
し
て
お
き
た
く
存
じ

ま
す
。
囁
（
中
略
）

　
先
生
の
御
冥
福
を
祈
り
ま
す
。
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