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合
気
道
の
呼
称
に
つ
い
て

師
範
　
成
山
哲
郎

２
０
０
１
年
は
富
木
謙
治
先
生
の

生
誕
百
年
と
い
う
記
念
の
年
に
あ
た

り
ま
す
。
ま
た
本
年
十
月
に
は
第
四

回
国
際
合
気
道
競
技
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ

ル
が
大
阪
の
舞
洲
ア
リ
ー
ナ
で
開
催

さ
れ
ま
す
の
で
、
我
々
の
合
気
道
に

と
っ
て
大
変
重
要
な
一
年
で
あ
る
と

言
え
ま
し
ょ
う
。
こ
の
機
会
に
あ
た

っ
て
、
皆
様
に
是
非
と
も
知
っ
て
お

い
て
頂
き
た
い
富
木
先
生
の
御
遺
志

が
あ
り
ま
す
。

日
本
合
気
道
協
会
が
発
足
し
た
当

初
に
比
べ
、
最
近
で
は
国
内
外
を
問

わ
ず
合
気
道
人
口
も
増
加
し
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
に
よ
る
合
気
道
の

情
報
量
も
増
大
し
た
た
め
、
日
本
合

気
道
協
会
の
目
指
す
合
気
道
を
紹
介

す
る
機
会
も
増
え
て
き
ま
し
た
。
そ

の
際
に
、
一
般
の
方
々
の
み
な
ら
ず

協
会
会
員
の
中
に
も
富
木
合
気
道
、

ま
た
は
富
木
流
合
気
道
と
呼
ぶ
方
々

が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
富

木
先
生
か
ら
、
合
気
道
や
武
道
に
対

す
る
幅
広
い
お
考
え
と
熱
い
思
い
を

伺
っ
て
い
た
私
と
し
て
は
、
こ
れ
ら

は
何
と
し
て
も
避
け
た
い
呼
称
な
の

で
す
。

富
木
先
生
は
、
ご
自
身
が
心
血
を

注
が
れ
た
合
気
道
に
御
自
分
の
お
名

前
を
冠
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
非
常

に
難
色
を
示
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
し

た
。富

木
先
生
は
植
芝
盛
平
翁
か
ら
最

初
に
八
段
を
授
か
る
な
ど
、
盛
平
翁

の
高
弟
の
お
一
人
で
あ
り
ま
し
た

が
、
翁
が
亡
く
な
ら
れ
た
後
に
合
気

会
本
部
道
場
で
当
時
の
合
気
会
幹
部

か
ら
、
活
動
に
対
す
る
非
難
や
批
判

を
受
け
ら
れ
、
合
気
道
か
ら
の
名
称

変
更
等
を
要
求
さ
れ
た
事
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
の
時
の
お
話
を
な
さ
る
度

に｢

私
の
師
匠
は
植
芝
盛
平
先
生
お
一

人
で
あ
り
、
翁
先
生
以
外
に
は
誰
も

私
を
破
門
に
は
出
来
な
い｣

と
強
い
口

調
で
お
っ
し
ゃ
ら
れ
、
そ
し
て｢

富
木

流｣

又
は｢

富
木
シ
ス
テ
ム｣

等
の
名
称

を
用
い
る
よ
う
に
要
請
さ
れ
た
こ
と

に
対
し
て
は
、
と
て
も
厳
し
い
表
情

で｢

私
は
決
し
て
一
流
一
派
を
つ
く
る

た
め
に
競
技
化
を
目
指
し
て
い
る
の

で
は
な
い｣

と
毅
然
と
し
た
態
度
を
貫

か
れ
、
切
々
と
持
論
を
お
話
に
な
っ

た
事
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。

富
木
先
生
は
、
何
故
ご
自
身
が
目

指
し
た
合
気
道
に
ご
自
分
の
名
前
を

つ
け
ら
れ
る
事
を
、
そ
こ
ま
で
拒
絶

さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
に
は

先
生
の
合
気
道
や
武
道
に
対
す
る
、

真
摯
で
高
邁
な
お
考
え
が
あ
っ
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。

あ
る
時
、
先
生
は
嘉
納
師
範
の
お

名
前
を
挙
げ
ら
れ
て｢

嘉
納
先
生
は
柔

道
を
創
始
し
、
武
道
の
現
代
化
を
目

指
さ
れ
た
が
、
ご
自
身
の
築
か
れ
た

柔
道
を
、
決
し
て
嘉
納
柔
道
と
は
お

っ
し
ゃ
ら
な
か
っ
た
。｣

と
お
話
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
個
人

の
名
前
を
付
す
る
こ
と
で
、
却
っ
て

競
技
者
の
視
野
を
狭
め
、
頑
な
な
旧

態
依
然
と
し
た
武
道
と
な
っ
て
し
ま

う
、
と
い
う
お
考
え
が
先
生
の
胸
中

に
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

富
木
先
生
は
合
気
道
競
技
の
発
展

を
ご
自
身
固
有
の
成
果
と
し
て
誇
る

の
で
は
な
く
、
合
気
道
全
体
の
発
展

に
つ
な
が
る
と
信
じ
て
、
競
技
化
を

目
指
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
道

程
な
く
し
て
は
合
気
道
の
現
代
化
は

為
し
得
な
い
の
だ
、
と
い
う
強
い
意

志
を
お
持
ち
で
し
た
。
こ
う
い
っ
た

お
考
え
故
に
先
生
は
、
逆
の
意
味
で

名
称
に
拘
り
を
持
た
れ
て
い
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
先
生
の
考
え
方
こ
そ
が
我
々

の
合
気
道
に
対
す
る
姿
勢
で
あ
り
、

今
後
も
見
失
っ
て
は
な
ら
な
い
根
本

的
な
考
え
方
で
あ
る
と
、
私
は
思
う

の
で
す
。
た
か
が
呼
称
と
思
わ
れ
る

方
も
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
こ
こ
に
も
富
木
先
生
の
思
想
が

生
き
て
い
る
の
だ
と
い
う
事
を
、
ど

う
か
忘
れ
な
い
で
頂
き
た
い
と
思
う

次
第
で
す
。
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ご
挨
拶

大
会
実
行
委
員
長
　
成
山
　
哲
郎

　
本
大
会
の
実
行
委
員
長
と
し
て
一

言
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。

本
年
は
合
気
道
競
技
の
創
始
者
で
あ

る
富
木
謙
治
師
範
の
生
誕
百
年
に
あ

た
り
ま
す
。
同
時
に
新
世
紀
初
め
て

の
国
際
合
気
道
競
技
大
会
開
催
年
で

あ
り
、
我
々
に
と
っ
て
は
実
に
意
義

深
い
年
で
あ
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

そ
の
記
念
大
会
を
、
富
木
師
範
が
初

め
て
専
門
道
場
と
し
て
昭
道
館
を
創

設
し
た
、
大
阪
に
お
い
て
開
催
で
き

ま
す
こ
と
は
大
変
な
喜
び
で
あ
り
ま

富
木
先
生
生
誕
１
０
０
年

昭
道
館
理
事
長
　
内
山
　
雅
晴

　
富
木
先
生
、
百
才
に
な
ら
れ
て
お

め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

御
生
前
の
思
い
出
は
本
当
に
沢
山
あ

り
ま
す
が
、
先
生
が
早
稲
田
大
学
を

終
え
ら
れ
て
後
、
私
達
の
大
阪
に
御

暇
が
あ
れ
ば
来
ら
れ
ま
し
て
、
合
気

道
の
御
指
導
を
し
て
戴
く
の
で
ご
ざ

い
ま
す
。
講
道
館
で
柔
道
を
し
て
お

ら
れ
た
先
生
の
親
友
で
西
村
秀
太
郎

先
生
の
御
紹
介
と
、
同
じ
く
先
生
の

御
親
友
　
大
阪
の
柔
道
家
で
浜
野
庄

平
先
生
に
御
相
談
し
、
大
阪
で
道
場

を
初
め
る
様
に
な
っ
た
の
で
ご
ざ
い

ま
す
。
富
木
先
生
の
中
央
道
場
と
し

て
、
私
の
考
え
た
技
を
全
て
、
昭
道

館
に
残
す
と
申
さ
れ
ま
し
た
。
昭
道

館
道
場
の
出
発
で
ご
ざ
い
ま
す
。
当

初
は
実
技
の
指
導
は
大
庭
先
生
初
め

大
学
の
部
員
の
方
々
、
又
、
合
気
会

の
小
林
先
生
も
来
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
成
山
師
範
も
卒
業
後
、
約
六
年

間
小
林
先
生
の
内
弟
子
と
し
て
ご
指

導
戴
き
ま
し
た
。
富
木
先
生
は
大
阪

に
居
ら
れ
る
時
は
、
道
場
と
御
泊
ま

り
は
私
共
の
家
で
ご
ざ
い
ま
す
。
食

事
の
時
又
は
御
寝
み
に
な
る
迄
、
御

暇
が
あ
れ
ば
合
気
道
の
話
ば
か
り
で

ご
ざ
い
ま
し
た
。
先
生
が
合
気
道
を

初
め
ら
れ
て
か
ら
東
條
英
機
大
将
に

呼
ば
れ
て
関
東
軍
又
満
州
建
国
大
学

教
授
と
し
て
終
戦
ま
で
合
気
道
を
御

指
導
さ
れ
た
思
い
出
話
は
何
度
聞
い

て
も
尽
き
る
事
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

夜
御
寝
み
に
な
る
時
も
枕
元
に
ノ
ー

ト
と
筆
を
置
か
れ
て
夜
中
に
目
が
さ

め
て
思
い
つ
く
と
ノ
ー
ト
に
記
る
さ

れ
て
新
し
い
技
も
其
の
時
に
記
さ
れ

る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
寝
て
お
ら
れ

る
時
も
合
気
道
を
考
え
て
居
ら
れ

私
は
本
当
に
先
生
は
神
様
の
様
な
方

だ
と
思
い
ま
す
。

　
富
木
先
生
が
蒔
か
れ
た
種
の
芽
が

出
、
花
が
咲
き
只
今
で
は
世
界
各
国

で
実
を
結
ん
で
お
り
ま
す
。
私
達
は

此
の
競
技
合
気
道
が
益
々
発
展
の
道

を
辿
り
ま
す
様
心
か
ら
御
祈
り
致
し

ま
す
。

祝
　
第
四
回
国
際
合
気
道
競
技
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

す
。

　
富
木
師
範
の
夢
は
、
国
内
外
に
と

ら
わ
れ
ず
「
意
識
の
統
一
」
を
図
り
、

合
気
道
の
競
技
化
に
よ
っ
て
理
想
の

合
気
道
を
追
求
、
発
展
さ
せ
る
こ
と

で
し
た
。
師
範
は
お
亡
く
な
り
に
な

る
直
前
ま
で
海
外
指
導
へ
の
意
欲
を

示
さ
れ
、
そ
の
必
要
性
を
繰
り
返
し

お
話
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
師
範

の
御
志
を
心
に
抱
い
て
、
師
範
が
お

亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た
三
年
後
の
１

９
８
２
年
よ
り
今
日
ま
で
、
毎
年
海

外
に
足
を
運
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。

今
は
世
界
的
に
知
ら
れ
て
い
る
師
範

の
ま
と
め
ら
れ
た
稽
古
シ
ス
テ
ム

も
、
当
初
は
言
葉
の
壁
に
よ
る
困
難

や
誤
解
に
よ
り
、
ご
理
解
頂
け
な
い

こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
ど
ん

な
時
も
「
良
い
も
の
は
必
ず
広
ま
る
」

と
い
う
師
範
の
言
葉
が
私
の
心
の
支

え
と
な
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

当
初
よ
り
ご
理
解
ご
協
力
下
さ
っ
た

海
外
の
指
導
者
の
皆
様
方
へ
の
感
謝

と
信
頼
の
気
持
ち
は
、
決
し
て
忘
れ

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
師
範
が
開
催
を
信
じ
て
い
た
国
際

大
会
も
今
回
で
第
４
回
を
数
え
、
参

加
国
・
人
数
と
も
に
着
実
に
増
加
し

て
お
り
、
実
力
も
伯
仲
し
、
真
の
国

際
合
気
道
競
技
大
会
に
育
っ
て
ま
い

り
ま
し
た
。
「
合
気
道
を
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
種
目
に
」
と
い
う
師
範
の
遠
く
て

熱
い
夢
が
、
現
実
の
目
標
と
し
て
揚

げ
ら
れ
る
時
代
に
な
っ
た
と
、
私
は

思
っ
て
い
ま
す
。
尚
、
今
大
会
よ
り

種
目
別
混
合
団
体
戦
が
公
式
種
目
と

し
て
採
用
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
富

木
師
範
が
創
案
さ
れ
た
稽
古
内
容

や
、
師
範
の
思
い
入
れ
の
深
い
護
身

の
形
を
組
み
込
ん
で
、
合
気
道
全
体

を
通
し
て
競
い
合
う
こ
と
が
出
来
る

よ
う
に
工
夫
さ
れ
た
も
の
で
す
。
ま

た
今
大
会
で
は
、
招
待
演
武
と
し
て
、

講
道
館
護
身
術
と
日
本
剣
道
の
形
の

演
武
を
お
願
い
致
し
ま
し
た
。
こ
の

よ
う
な
貴
重
な
演
武
を
ご
披
露
頂
け

る
の
は
、
富
木
師
範
の
、
合
気
道
の

み
な
ら
ず
武
道
全
般
に
対
す
る
高
邁

な
思
想
の
賜
で
あ
り
ま
す
。
師
範
の

生
誕
百
年
を
記
念
す
る
大
会
に
何
よ

り
も
ふ
さ
わ
し
い
内
容
で
あ
る
と
言

え
ま
し
ょ
う
。

　
最
後
に
な
り
な
し
た
が
、
本
大
会

開
催
の
た
め
に
本
当
に
多
く
の
方
々

の
ご
支
援
ご
協
力
を
頂
き
ま
し
た
。

心
よ
り
感
謝
致
し
て
お
り
ま
す
。
準

備
に
日
夜
ご
苦
労
さ
れ
た
ス
タ
ッ
フ

の
皆
様
、
審
査
・
審
判
員
の
皆
様
、

そ
し
て
海
外
か
ら
ご
参
加
下
さ
い
ま

し
た
多
く
の
道
友
の
皆
様
、
本
当
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
何
よ

り
演
武
を
ご
披
露
頂
き
ま
す
先
生
方

は
じ
め
ご
来
賓
の
皆
様
に
は
、
こ
こ

に
改
め
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
と
と

も
に
、
今
後
も
よ
り
一
層
の
ご
指
導

ご
鞭
撻
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
も
富
木
師
範
の
「
技
の

真
理
は
一
つ
」
と
い
う
教
え
を
忘
れ

る
こ
と
な
く
、
皆
様
と
と
も
に
合
気

道
の
普
及
発
展
を
目
指
し
て
い
く
こ

と
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
夢
に
向
か
っ

て
歩
む
こ
と
を
富
木
師
範
に
改
め
て

誓
い
、
私
の
挨
拶
と
さ
せ
て
頂
き
ま

す
。

― お知らせ ―
昭道館本部のメールアドレスとホームページアドレスが

変わりました。

アドレス帳やお気に入り/ブックマークに登録されている

方は、変更しておいてくださいね。

E-mail: shodokan@nifty.com

URL: http://homepage2.nifty.com/shodokan/
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寒
稽
古
を
終
え
て

昭
道
館
　
酒
井
　
進
之
介

Ⅰ
．
稽
古
内
容
に
つ
い
て
「
各
論
」

Ⅱ
．
寒
稽
古
を
踏
ま
え
、
今
後
ど
う

い
っ
た
練
習
が
必
要
か
　
「
総
論
」

Ⅲ
．
寒
稽
古
の
意
義
：
嘉
納
治
五
郎

「
寒
稽
古
挙
行
の
趣
旨
」
を
読
ん

で
思
う
こ
と

Ⅰ
．
稽
古
の
内
容
に
つ
い
て
《
各
技

の
難
し
か
っ
た
と
こ
ろ
と
、
自
分

の
考
え
る
技
の
ポ
イ
ン
ト
》

  

（ 

紙
面
の
都
合
に
よ
り
省
略
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。）

Ⅱ
．
寒
稽
古
を
踏
ま
え
、
今
後
ど
う

い
っ
た
練
習
が
必
要
か

ど
ん
な
に
複
雑
に
見
え
る
技
で

も
、
分
解
す
れ
ば
運
足
と
手
刀
動
作

が
ポ
イ
ン
ト
と
な
り
、
そ
の
動
か
し

方
と
攻
撃
側
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に

よ
っ
て
様
々
な
技
が
存
在
し
て
い

る
。
従
っ
て
技
を
練
習
す
る
際
に
は
、

①
ま
ず
そ
の
形
を
覚
え
、
②
そ
れ
が

ど
う
い
っ
た
足
の
動
き
と
手
刀
動
作

に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
を

把
握
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
師

範
や
指
導
員
の
方
に
前
で
教
え
て
い

た
だ
い
た
時
に
は
そ
の
部
分
を
し
っ

か
り
と
見
極
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
注
意
し
て
見
て
い
き
た
い
。

ま
た
手
首
技
８
本
等
の
稽
古
で
感

じ
る
の
は
、
い
く
ら
形
を
覚
え
て
も
、

技
を
か
け
る
相
手
の
部
位
（
手
首
、

肘
、
顎
、
こ
め
か
み
等
）
を
正
確
に

と
ら
え
た
技
を
か
け
な
け
れ
ば
、
似

て
は
い
る
が
そ
の
技
を
か
け
た
こ
と

に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
相
構
え
順
手

取
り
の
小
手
返
し
を
逆
構
え
片
手
取

り
か
ら
行
う
場
合
、
い
っ
た
ん
運
足

と
手
刀
で
下
段
に
崩
し
て
か
ら
相
構

え
の
手
で
順
手
に
握
り
、
も
う
片
方

の
手
を
補
助
手
に
し
て
か
け
る
。
当

然
相
構
え
の
手
が
メ
イ
ン
に
な
り
、

補
助
手
は
あ
く
ま
で
も
補
助
の
役
割

で
し
か
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
実
際

技
を
か
け
る
と
メ
イ
ン
の
手
を
メ
イ

ン
に
使
う
こ
と
が
け
っ
こ
う
難
し

い
。
ど
う
し
て
も
そ
の
場
の
と
り
や

す
い
方
の
手
が
メ
イ
ン
と
な
っ
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。
技
を
形
と
し
て
正

確
に
覚
え
る
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
指

導
者
を
目
指
す
者
の
あ
る
べ
き
姿
勢

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
か
ら

は
日
々
の
稽
古
の
中
で
正
確
に
相
手

の
目
的
と
す
る
部
位
を
と
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、
意
識
し
て
稽
古
し
て

い
き
た
い
。

７
日
目
の
日
曜
日
に
、
寒
稽
古
の

総
復
習
の
意
味
も
あ
り
、
前
で
演
武

さ
せ
て
い
た
だ
く
機
会
が
あ
っ
た
。

意
識
す
る
よ
う
に
は
し
て
い
る
が
、

私
は
受
け
を
と
る
際
、
「
相
手
の
技
を

受
け
る
」
と
い
う
姿
勢
に
欠
け
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
る
こ
と
が

よ
く
あ
る
。
相
手
が
か
け
る
前
に
跳

ん
だ
り
、
受
け
た
り
、
崩
れ
た
り
と

…
、
ま
た
腰
を
ひ
い
て
持
ち
に
行
っ

て
し
ま
う
ケ
ー
ス
な
ど
が
あ
り
、
大

変
恥
ず
か
し
い
。
多
く
の
人
が
見
て

い
る
前
で
下
手
な
受
け
の
取
り
方
だ

け
は
し
な
い
よ
う
、
今
後
気
を
つ
け

て
い
き
た
い
。

Ⅲ
．
寒
稽
古
の
意
義
：
嘉
納
治
五
郎

「
寒
稽
古
挙
行
の
趣
旨
」
を
読
ん

で
思
う
こ
と

寒
稽
古
期
間
中
に
、
嘉
納
治
五
郎

講
道
館
師
範
が
講
道
館
の
寒
稽
古
挙

行
に
際
し
て
示
し
た
文
章
を
読
ま
せ

て
い
た
だ
い
た
。
講
道
館
で
は
１
月

と
い
う
最
も
寒
い
３
０
日
間
、
し
か

も
早
朝
の
午
前
５
時
か
ら
寒
稽
古
を

行
う
そ
う
で
あ
る
。
「
寒
稽
古
三
十
日

間
を
皆
勤
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
何
事

を
遂
行
す
る
に
も
必
要
な
る
精
神
の

修
養
が
自
然
と
出
来
る
こ
と
に
な

る
」
と
い
う
の
が
、
寒
稽
古
の
趣
旨

だ
そ
う
で
あ
る
。
私
は
実
は
１
日
目

に
欠
席
し
て
し
ま
い
、
皆
勤
で
は
無

か
っ
た
。
１
週
間
、
し
か
も
朝
６
時

半
か
ら
（
し
か
も
道
場
ま
で
自
転
車

で
１
０
分
足
ら
ず
）
で
あ
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
で
あ
る
。
気
合
を
入
れ

直
し
て
こ
れ
か
ら
は
や
っ
て
ゆ
き
た

い
。
皆
勤
さ
れ
た
多
く
の
道
場
生
の

方
々
を
尊
敬
し
て
い
ま
す
…
。

寒
稽
古
を
終
え
て

昭
道
館
指
導
員
　
安
部
　
隆
宏

　
平
成
１
３
年
度
の
昭
道
館
恒
例
に

よ
る
寒
稽
古
が
１
月
１
２
日(

金)

か
ら

１
月
２
０
日(

土)

ま
で
の
９
日
間
執
り

行
わ
れ
ま
し
た
。
連
日
、
大
変
寒
い

日
が
続
く
中
、
８
０
名
近
い
方
々
が

参
加
さ
れ
ま
し
た
。

　
寒
稽
古
と
い
う
の
が
稽
古
と
は
別

に
試
練
と
い
う
も
の
が
あ
る
よ
う
に

思
い
ま
す
。
１
つ
は
眠
気
に
負
け
な

い
こ
と
と
、
も
う
１
つ
は
寒
さ
に
打

ち
勝
つ
こ
と
で
す
。
稽
古
中
は
人
数

も
多
く
、
動
く
と
い
う
こ
と
で
寒
さ

は
気
に
な
ら
な
い
で
す
が
、
道
場
に

行
く
ま
で
が
大
変
で
す
。
僕
は
電
車

を
利
用
す
る
の
で
す
が
、
朝
の
始
発

の
電
車
は
暖
房
が
か
か
っ
て
い
る
筈

も
な
く
、
外
と
ほ
ぼ
同
じ
気
温
に
な

っ
て
お
り
、
そ
こ
で
寝
て
し
ま
う
と

凍
死
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と

思
え
る
ほ
ど
冷
え
て
お
り
ま
す
。

　
寒
稽
古
に
参
加
す
る
の
は
今
年
で

３
回
目
で
す
。
し
か
し
今
年
は
指
導

員
に
な
っ
て
初
め
て
の
寒
稽
古
と
あ

っ
て
、
何
か
ら
何
ま
で
新
鮮
で
あ
っ

た
と
言
う
か
、
緊
張
の
毎
日
で
し
た
。

ま
ず
朝
起
き
る
時
で
す
。
目
覚
ま
し

時
計
は
ち
ゃ
ん
と
か
け
て
い
る
の
で

す
が
、
目
を
覚
ま
し
た
時
刻
に
す
で

に
稽
古
が
始
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
う
と
、
恐
ろ
し
く
て
何
時

間
か
置
き
に
目
を
覚
ま
し
て
し
ま
い

ま
し
た
。

　
し
か
し
一
番
緊
張
し
た
の
は
稽
古

中
で
し
た
。
成
山
師
範
に
呼
ば
れ
、

み
ん
な
の
前
に
出
て
、
言
わ
れ
た
技

を
や
っ
て
み
よ
う
と
す
る
の
で
す

が
、
い
ざ
思
い
出
そ
う
と
し
て
も
緊

張
の
た
め
か
記
憶
の
引
き
出
し
か
ら

全
然
技
が
出
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

あ
と
で
師
範
に
技
を
や
っ
て
い
た
だ

き
、
思
い
出
し
ま
す
。「
思
い
出
す
」

と
い
う
こ
と
は
、
昔
は
覚
え
て
い
た

と
い
う
こ
と
で
、
分
か
ら
な
い
技
を

そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
と
感
じ
て

深
く
反
省
し
て
い
ま
す
。
教
え
て
い

た
だ
い
た
技
を
忘
れ
な
い
た
め
に
も

十
分
に
復
習
し
、
次
に
師
範
が
今
回

寒
稽
古
で
や
っ
た
技
を
す
る
よ
う
に

言
わ
れ
て
も
、
す
ん
な
り
記
憶
の
引

き
出
し
か
ら
出
せ
る
よ
う
に
し
た
い

で
す
。

　
昭
道
館
の
方
々
は
自
分
の
意
志
で

寒
稽
古
に
参
加
し
て
い
ま
す
。
で
も

僕
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
今
年
で
３

回
目
で
す
が
、
何
処
か
で
行
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
義
務
と
い
う

も
の
に
縛
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が

し
ま
す
。
特
に
学
生
は
こ
れ
に
当
た

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。(

も

ち
ろ
ん
自
主
的
に
来
て
い
る
学
生
も

い
る
が) 

学
生
の
場
合
は
そ
れ
で
か

ま
わ
な
い
と
思
い
ま
す
。
正
月
で
た

る
ん
だ
性
根
を
入
れ
替
え
る
た
め
に

は
一
番
適
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
こ
の
義
務
を
越
え
て
自
分
の

意
志
で
行
っ
た
時
、
初
め
て
寒
稽
古

に
参
加
し
た
と
い
え
る
と
思
い
ま

す
。
僕
も
来
年
か
ら
は
こ
の
義
務
に

縛
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
意

志
で
寒
稽
古
に
参
加
で
き
る
よ
う
に

し
ま
す
。



昭　道　報　　　　　　　　　　　　　第 6 号　　　2001 年10 月 20 日

― 4 ―

　
２
０
世
紀
は
、
物
質
文
明
の
時
代

で
あ
り
、
破
壊
力
の
あ
る
空
手
な
ど

が
流
行
り
ま
し
た
が
、
精
神
文
明
の

開
け
る
２
１
世
紀
は
合
気
道
の
時
代

で
あ
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
合
気
道
上
達
の
秘
伝
を

紹
介
し
ま
す
。
類
は
友
を
呼
ぶ
と
い

う
言
葉
の
と
お
り
、
考
え
方
が
似
た

も
の
や
同
じ
趣
味
の
者
同
士
集
ま
る

と
い
う
法
則
が
あ
り
ま
す
。
自
分
が

じ
、
初
め
の
う
ち
は
辛
い
で
す
が
、

飛
び
込
ん
で
い
く
こ
と
で
す
。
や
が

て
慣
れ
て
き
た
頃
に
は
、
半
分
以
上

な
り
た
い
自
分
に
な
っ
て
い
ま
す
。

乱
取
が
強
く
な
り
た
け
れ
ば
、
強
い

人
と
で
き
る
だ
け
多
く
乱
取
を
し
た

り
、
型
が
上
手
く
な
る
に
は
型
の
上

手
い
人
と
た
く
さ
ん
練
習
す
る
こ
と

で
す
。

　
そ
し
て
、
さ
ら
に
合
気
道
を
深
め

た
い
な
ら
、
成
山
師
範
の
そ
ば
に
い

る
こ
と
が
最
高
の
修
業
法
で
す
。
受

け
を
と
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
技
の
練

こ
ん
な
人
に
な
り
た
い
と

思
う
な
ら
、
既
に
そ
の
よ

う
に
な
っ
て
い
る
人
に
近

づ
く
こ
と
が
早
道
で
す
。

　
例
え
ば
、
勉
強
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
た
い
な
ら

勉
強
で
き
る
人
と
仲
良
く

す
る
こ
と
、
賭
け
事
に
強

く
な
り
た
い
な
ら
賭
け
事

に
強
い
人
と
仲
良
く
す
る

こ
と
で
す
。
気
楽
に
付
き

合
え
る
人
達
と
は
狭
い
部

屋
に
い
て
も
苦
に
な
ら
な

い
が
、
気
を
使
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
人
と
一
緒
に

い
る
こ
と
は
窮
屈
に
感

習
以
外
で
も
行
動
を
共
に
し
て
、
師

範
の
思
わ
れ
る
こ
と
を
先
に
読
ん

で
、
師
範
や
道
場
生
の
人
達
に
喜
ん

で
も
ら
え
る
よ
う
に
常
に
気
を
配
る

こ
と
で
、
自
分
の
気
が
師
範
の
気
と

同
化
し
て
く
る
の
で
技
も
師
範
に
近

づ
け
る
の
で
す
。
実
際
、
専
任
指
導

員
と
し
て
常
に
師
範
の
そ
ば
で
数
年

間
修
行
し
た
者
が
数
名
い
ま
す
が
、

彼
ら
は
そ
の
職
に
つ
く
前
よ
り
も
飛

躍
的
に
上
達
し
ま
し
た
。

　
合
気
道
に
限
ら
ず
、
何
事
で
も
人

と
仲
良
く
し
た
り
教
え
た
り
習
っ
た

り
し
て
、
自
分
が
憧
れ
る
人
の
色
（
＝

カ
ラ
ー
）
に
な
っ
た
り
、
人
を
自
分

の
色
に
染
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

す
。

　
話
が
そ
れ
ま
す
が
、
大
本
尚
武
館

の
出
口
信
一
先
生
が
合
気
道
を
習
う

前
、
出
口
直
日
教
主
が
普
通
な
ら
大

本
教
信
者
で
あ
る
先
生
の
合
気
道
を

勧
め
る
と
こ
ろ
が
、
富
木
先
生
に
習

い
な
さ
い
と
言
わ
れ
た
そ
う
で
す
。

ま
た
、
今
か
ら
１
０
年
前
、
あ
る
神

道
を
修
行
す
る
若
者
の
団
体
が
昭
道

館
に
少
し
習
い
に
来
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
団
体
の
リ
ー
ダ
ー
に
聞

け
ば
、
自
分
達
が
最
も
尊
敬
し
世
界

一
の
霊
能
者
で
あ
る
と
信
じ
る
先
生

に
何
か
武
道
を
経
験
し
た
い
と
伺
い

を
立
て
た
と
こ
ろ
、
空
手
や
拳
法
は

人
を
や
っ
つ
け
る
気
持
ち
で
し
な
い

と
強
く
な
ら
な
い
修
羅
の
面
が
あ
る

の
で
合
気
道
が
よ
い
と
言
わ
れ
、
数

あ
る
道
場
の
中
か
ら
成
山
師
範
の
背

後
の
霊
界
が
最
も
美
し
い
か
ら
と
昭

道
館
を
選
ん
だ
そ
う
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
も
、
昭
道

館
の
道
場
生
は
合
気
道
の
稽
古
を
通

じ
て
こ
れ
か
ら
益
々
運
が
良
く
な
る

人
の
集
団
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
そ

の
中
で
も
大
会
や
行
事
な
ど
で
縁
の

下
の
力
持
ち
と
な
っ
て
頑
張
っ
て
く

れ
る
人
達
は
、
ま
さ
に
周
囲
に
幸
福

の
輪
を
広
げ
て
行
く
光
の
戦
士
で
あ

り
ま
す
。
ど
う
ぞ
み
ん
な
で
力
を
合

わ
せ
て
、
成
山
師
範
と
昭
道
館
を
盛

り
上
げ
て
行
き
ま
し
ょ
う
。

　
「
目
標
達
成
へ
の
思
い
を
強
く
持

ち
続
け
れ
ば
そ
の
目
標
は
必
ず
達
成

す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
　
こ
れ
は
私

が
大
学
に
合
気
道
部
を
創
る
際
に
成

山
師
範
よ
り
賜
っ
た
言
葉
で
す
。
誰

に
も
負
け
な
い
合
気
道
に
対
す
る
情

熱
を
持
っ
て
世
界
に
合
気
道
を
広
め

て
お
ら
れ
る
師
範
の
確
信
が
あ
る
よ

う
な
そ
の
言
葉
は
、
不
安
で
何
の
行

動
を
起
こ
す
こ
と
も
出
来
ず
に
い
た

私
に
大
き
な
希
望
と
勇
気
を
与
え
て

く
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
か
ら
現
在
ま

で
、
私
は
師
範
の
言
葉
を
胸
に
合
気

道
部
を
創
る
事
だ
け
を
考
え
て
全
て

の
力
を
注
ぎ
込
ん
で
ま
い
り
ま
し

た
。
そ
し
て
今
年
１
月
、
我
々
の
ク

ラ
ブ
は
念
願
で
あ
っ
た
部
へ
の
昇
格

を
果
た
す
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

　
本
当
で
あ
れ
ば
多
く
の
問
題
が
生

じ
る
は
ず
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

私
達
が
何
不
自
由
な
く
合
気
道
に
打

ち
込
む
事
が
出
来
ま
し
た
の
は
成
山

師
範
を
は
じ
め
と
す
る
昭
道
館
の
皆

様
方
に
支
え
て
い
た
だ
い
た
お
か
げ

で
あ
り
ま
す
。
心
よ
り
お
礼
申
し
上

げ
ま
す
。
私
は
今
後
監
督
と
し
て
部

に
残
り
、
皆
様
方
に
頂
い
た
ご
恩
を

忘
れ
る
こ
と
な
く
更
な
る
合
気
道
部

の
発
展
を
目
指
し
精
進
し
て
ま
い
り

た
い
と
思
い
ま
す
。
今
後
も
変
わ
ら

ぬ
ご
指
導
と
ご
鞭
撻
を
賜
り
ま
す
よ

う
心
よ
り
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
最
後
に
昭
道
館
の
門
下
生
と
し
て

一
言
申
し
上
げ
ま
す
。
最
初
に
書
い

た
師
範
の
お
言
葉
は
、
昭
道
館
師
範

の
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
師

範
の
目
標
と
は
合
気
道
競
技
の
普
及

で
あ
り
、
そ
の
目
標
は
我
々
門
下
生

の
目
標
で
あ
り
ま
す
。
師
範
の
お
言

葉
ど
お
り
門
下
生
の
一
人
一
人
が
、

そ
の
目
標
に
対
す
る
思
い
を
強
く
持

て
ば
合
気
道
競
技
を
ど
こ
ま
で
も
発

展
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
思

い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
も
、「
大
阪

で
の
国
際
大
会
を
大
成
功
さ
せ
る
よ

う
に
力
を
合
わ
せ
て
が
ん
ば
り
ま
し

ょ
う
。」
合
気
道
競
技
が
国
体
や
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
種
目
と
な
る
日
を
夢
見

つ
つ
、
こ
の
文
章
を
終
わ
り
た
い
と

思
い
ま
す
。
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今
回
は
、
昭
道
館
本

部
の
稽
古
仲
間
か
ら

「
母
」
と
慕
わ
れ
て

い
る
松
下
悦
子
さ
ん

の
素
顔
？
を
ご
紹
介

し
ま
す
。

編
集
係
「
松
下
さ
ん
の
道
場
以
外
で
の

顔
を
紹
介
し
て
く
だ
さ
い
。」

松
下
「
あ
り
す
ぎ
て
・
・
・
（
笑
）
ポ

ピ
ュ
ラ
ー
な
の
は
、
息
子
４
人
の

母
で
す
。」

編
集
係
「
合
気
道
を
は
じ
め
た
き
っ
か

け
は
？
」

松
下
「
３
０
歳
を
す
ぎ
て
、
体
力
が
落

ち
て
き
た
の
で
、

ち
ょ
っ
と
体
操
で
も
、
つ
い
で
に

護
身
も
出
来
た
ら
い
い
な
～

な
～
ん
て
、
そ
ん
な
、
軽
い
気
持

ち
で
し
た
！
？
」

編
集
係
「
合
気
道
の
こ
こ
が
好
き
！
と

い
う
と
こ
ろ
を
教
え
て
く
だ
さ

い
。」

松
下
「
室
内
で
あ
る
。
声
を
出
さ
な
い
。

走
ら
な
い
の
に
汗
を
か
く
。
？

　
上
手
く
技
が
出
来
る
と
、
相
手
の
体

格
が
関
係
な
く
な
る
。」

編
集
係
「
○
○
さ
ん
の
素
顔
を
暴
露

し
て
く
だ
さ
い
。
稽
古
後
の
お
酒

の
席
で
印
象
に
残
っ
て
い
る
、
○

○
さ
ん
の
本
性
を
紹
介
し
て
頂
き

た
い
な
ぁ
。」

松
下
「
あ
り
す
ぎ
て
・
・
・（
笑
）

今
後
の
こ
と
も
あ
る
の
で
、
弐
段

以
上
の
方
々
は
遠
慮
し
て
、
と
思

い
ま
し
た
が
・
・
・
去
年
、
東
京

へ
、
飛
ん
だ
Ｆ
女
史
は
、
演
歌
が

嫌
い
ら
し
く
て
、
忘
年
会
二
次
会

の
カ
ラ
オ
ケ
ボ
ッ
ク
ス
の
中
で
、

演
歌
連
続
の
あ
と
、
と
ど
め
の
『
お

富
さ
ん
』
で
、
こ
と
き
れ
て
熟
睡

し
て
し
ま
い
ま
し
た
。」

　編
集
係
「
最
後
に
自
己
Ｐ
Ｒ
等
の
メ

ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。」

松
下
「
も
し
、
な
に
か
の
間
違
い
で
、

副
審
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ら
、

　
選
手
の
み
な
さ
ん
、
ご
め
ん
な
さ

い
！

　
「
場
外
」
と
「
見
え
ま
せ
ん
」
は
、

自
信
あ
り
ま
す
。」

編
集
係---

松
下
さ
ん
、
松
下
さ
ん
ら

し
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
お
礼
（
？
）
に

松
下
さ
ん
の
笑
顔
を
公
開
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

もやもや解決　－あなたの疑問にお答えします。－

　
　
「
取
に
対
し
て
の
受
」
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
、
ど
の
よ
う
に
学

べ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
？

今
回
は
中
川
世
一
先
生
に
解
説
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
　
こ
の
問
題
に
答
え
る
に
は
、
前
提
で
あ
る
「
演
武
」
か
ら
考
え
る
必

要
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。
「
演
武
」
と
は
何
か
。
書
い
て
字
の
如
く
「
武
」

を
「
演
」
じ
る
こ
と
。
で
す
か
ら
「
武
」
を
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
武
」
と
は
、
こ
の
場
合
は
、
「
武
芸
」
「
武
術
」
だ
と
考
え
ま
す
。
そ
れ

を
表
現
す
る
に
は
、
取
の
技
を
受
け
る
だ
け
が
受
の
役
割
で
は
な
く
、
真

剣
な
攻
撃
を
仕
掛
け
て
い
き
、
そ
れ
に
対
応
し
た
取
の
技
を
受
け
る
こ
と

で
す
。
と
簡
単
に
書
き
ま
し
た
が
、
真
剣
な
攻
撃
を
し
て
、
そ
れ
に
対
応

す
る
取
の
本
当
の
技
に
対
し
て
身
の
安
全
を
確
保
す
る
の
は
至
難
の
技
で

す
。
こ
の
攻
撃
、
受
身
の
差
が
本
当
の
演
武
で
あ
る
か
、
そ
う
で
な
い
か

の
基
準
だ
と
考
え
ま
す
。

　
受
身
が
上
手
に
な
る
に
は
、
正
し
い
方
法
を
知
る
事
は
大
切
で
す
が
、

知
る
事
よ
り
も
数
を
こ
な
す
事
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
今
の
力

量
に
あ
っ
た
演
武
を
、
よ
り
多
く
の
人
の
前
で
披
露
し
て
行
く
事
が
大
切

な
事
だ
と
考
え
ま
す
。
披
露
を
続
け
て
い
る
と
、
思
い
も
か
け
な
い
力
が

発
揮
で
き
る
事
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
自
分
の
力
に
な
る
よ
う
に
稽
古
を

重
ね
て
い
け
ば
、
色
々
な
問
題
意
識
が
生
ま
れ
て
来
ま
す
。
そ
し
て
、
そ

れ
を
解
決
し
て
い
け
ば
、
一
歩
々
々
前
進
し
て
い
る
自
分
を
感
じ
る
事
が

出
来
ま
す
。
こ
れ
は
楽
し
い
事
で
す
よ
。

　
合
気
道
に
先
に
出
会
っ
た
我
々
が
、
そ
の
お
手
伝
い
を
出
来
れ
ば
嬉
し

い
と
思
い
ま
す
。
最
高
の
演
武
を
目
指
し
つ
つ
、
お
互
い
に
稽
古
に
励
み

た
い
も
の
で
す
ね
。

今
回
の
か
わ
い
い
挿
絵
は
、

和
田
友
則
さ
ん
に
描
い
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
こ
の
場
を
お
か

り
し
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

（
編
集
係
）

♪
柱
の
傷
は

お
と
と
し
の
ー

　
５
月
５
日
の

背
い
く
ら
べ
ー
♪

稽
古
熱
心
な
Ｍ
さ
ん
か
ら
替
え
歌

が
届
き
ま
し
た
。

♪
背
中
の
き
ー
ず
ー
は

お
と
と
い
の
ー

　
○
が
つ
○
か
の

技
く
ー
ら
ー
べ
～
♪

ち
ょ
っ
と
一
息
つ
け
ま
し
た
か
？
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編 

集 

後 

記 

―

編
集
係
一
同
（
編
集
長
　
山
形 

忍
）

　
前
号
（
第
５
号
）
を
発
行
し
て
か
ら

早
一
年
が
経
ち
ま
す
。
復
活
号
と
い
い

な
が
ら
、
そ
の
ま
ま
、
ま
た
休
眠
し
て

し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
心
配
の
声
も

ち
ら
ほ
ら
。
し
か
し
、
無
事
、
第
６
号

を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
当
初
、
第
６
号
の
原
稿
締
め
き
り
は

今
年
の
２
月
と
な
っ
て
い
た
の
で
、
あ

わ
て
て
ご
寄
稿
い
た
だ
い
た
方
、
申
し

訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
実
は
編
集

係
内
で
は
第
６
号
β
１
版
（
暫
定
版
１

号
）
か
ら
始
ま
り
、
第
６
号
β
６
版
（
暫

定
版
６
号
）
ま
で
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ

が
重
ね
ら
れ
（
単
純
に
考
え
る
と
毎
月

内
部
発
行
さ
れ
て
い
た
計
算
に
な
り
ま

す
）、
な
か
な
か
発
行
に
至
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
徐
々
に
β
版
の
数
を
減
ら
し
、

よ
り
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
な
発
行
を
め
ざ
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

　
今
回
は
国
際
大
会
と
い
う
こ
と
で
特

別
記
事
も
あ
り
、
前
号
よ
り
も
か
な
り

ボ
リ
ュ
ー
ム
ア
ッ
プ
し
て
い
ま
す
。
い

か
が
で
し
た
か
？
　
み
な
さ
ま
の
ご
意

見
や
各
コ
ー
ナ
ー
へ
の
ご
寄
稿
を
お
待

ち
し
て
お
り
ま
す
。
ぜ
ひ
、
ス
タ
ッ
フ

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

《
日
本
語
版
ス
タ
ッ
フ
》

山
形 

忍
、
伊
達
由
美
子
、
萬
谷
久
美
子

《
英
語
版
ス
タ
ッ
フ
》

A
lan H

iggs

、D
avid G

raves

E
-m

ail:m
ancha@

f8.dion.ne.jp

昭道館一般の部で稽古している人にはシャイな人が多いのか、お酒を

交えてのコミュニケーションが大好き。お酒には不思議なパワーがあ

り、適量を飲むと体にもいいと言われています。が、 やっぱり飲みすぎ

ると毒になってしまいます。

ところで、適量ってどれくらいなのでしょうか。

アルコールの半分以上は肝臓で分解されます。その処理スピードは個

人差がありますが、体重６０～７０ｋｇの人で 1 時間におよそ７ｇといわ

れています。

ところで、アルコールの含有量は、ビール大ビン１本、日本酒の１合が

ほぼ同じで約２３ｇ。となると、このアルコールが分解処理されるまで２３

÷７≒３なので約３時間ということになります。

日本酒２合を飲むと６時間以上かかります。お酒を飲んで６時間睡眠を

とると丁度分解される計算になりますが、肝臓は眠らず働きつづけなけ

ればならないということです。

[お酒の酔い加減──アルコール血中濃度と酔いの状態]

 　                       飲酒量(ml)×アルコール度数

アルコールの血中濃度(%)= ------------------------------

                          ８３３×あなたの体重[　 　]kg

  

個人差が大きいので、酔いの状態についてはあくまでも標準的な状態

ということで参考にしてください。

くれぐれも飲みすぎないように。。。

爽　快　期(0.02～0.04)

●気分が爽やか

●皮膚が赤くなる

●陽気になる

●判断が少しにぶくなる

ほろ酔い期(0.05～0.10)

●ほろ酔い気分

●手の動きが活発になる

●抑制がとれる

●体温上昇、脈が速くなる

酩酊初期(0.11～0.15)

●気が大きくなる

●大声でがなり立てる

●怒りっぽくなる

●立てばふらつく

酩　酊　期(0.16～0.30)

●千鳥足

●何度も同じことをくり返ししゃべる

●呼吸が速くなる

●吐き気、嘔吐

泥　酔　期(0.31～0.40)

●まともに立てない

●意識混濁

●話が支離滅裂

昏　睡　期(0.41～0.50)

●揺り動かしても起きない

●大小便はたれ流し

● 呼吸はゆっくりと深い

●死亡

けっこう

健康？


