
大きな鏡餅を背負う牛役の男性

そけいヘルニアの場所

　

脱
腸
は
、
陰
嚢
や
太
も
も
の
付
け
根

あ
た
り
が
膨
ら
む
病
気
で
す
。
正
式
に

は
「
そ
け
い
ヘ
ル
ニ
ア
」
と
い
い
ま

す
。
片
側
だ
け
膨
ら
む
こ
と
が
多
い
の

で
す
が
、
両
側
と
も
膨
ら
む
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
膨
ら
み
の
原
因
は
、
お
腹
の

中
の
腸
が
皮
膚
の
下
ま
で
飛
び
出
し
た

た
め
で
す
。
飛
び
出
し
た
腸
を
包
ん
で

い
る
袋
を
ヘ
ル
ニ
ア
嚢
と
い
い
、
腸
は

そ
の
中
を
出
た
り
入
っ
た
り
し
ま
す
。

　

お
か
し
い
な
と
思
っ
た
ら
、
怖
が
ら

ず
に
よ
く
観
察
し
て
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
診
察
時
に
医
師
に
見
せ
る
た
め

に
、
携
帯
電
話
な
ど
で
写
真
を
撮
っ
て

お
く
の
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
腫
れ
が
プ

ヨ
プ
ヨ
し
て
い
る
の
は
皮
膚
の
下
に
軟

ら
か
い
腸
が
あ
る
か
ら
で
す
。
触
っ
て

い
る
間
に
引
っ
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
通
常
、
痛
み
は
無
く
、
赤

み
も
見
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

脱
腸
と
よ
く
似
た
病
気
に
陰
嚢
水
腫

が
あ
り
ま
す
。
陰
嚢
が
膨
ら
む
こ
と
が

多
い
の
で
、
こ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
て
い

ま
す
。
陰
嚢
水
腫
は
、
飛
び
出
し
た
ヘ

ル
ニ
ア
嚢
の
中
に
水
が
溜
ま
る
病
気
で

す
。
脱
腸
と
違
い
、
腸
が
入
り
込
む
ほ

ど
ヘ
ル
ニ
ア
嚢
が
太
く
な
い
た
め
、
水

が
溜
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
よ
く
見
る
と

腫
れ
て
い
る
陰
嚢
が
少
し
青
く
な
っ
て

い
ま
す
。
自
覚
症
状
と
し
て
は
痛
く
も

痒
く
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
脱
腸
と
違
っ

て
腫
れ
が
引
っ
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
ら
の
病
気
か
な
と
思
っ
た
ら
、

か
か
り
つ
け
の
小
児
科
を
受
診
す
る
こ

と
を
お
勧
め
し
ま
す
。
お
子
さ
ん
の
機

嫌
が
良
け
れ
ば
慌
て
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。
最
終
的
に
手
術
す
る
か
ど
う
か

は
、
小
児
外
科
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
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山
中
八
幡
宮
で
「
デ
ン
デ
ン
ガ
ッ
サ
リ
」
と

い
う
珍
し
い
名
前
の
祭
り
が
毎
年
一
月
三
日
に

行
わ
れ
ま
す
。
五
穀
豊
穣
と
子
孫
繁
栄
を
願
う

お
田
植
え
神
事
で
、
田
楽
の
流
れ
を
く
む
祭
り

で
す
。

　

田
楽
と
は
、
平
安
時
代
中
期
に
成
長
し
た
日

本
の
伝
統
芸
能
で
す
。
田
植
え
の
前
に
豊
作
を

祈
る
田
遊
び
か
ら
発
達
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
が
料
理
の
田
楽
と
結
び
つ
い
た
の

は
、
串
の
上
に
白
い
豆
腐
が
乗
っ
て
い
る
田
楽

料
理
が
、
高
足
（
足
場
の
付
い
た
一
本
の
棒
に

乗
り
飛
び
跳
ね
る
芸
）
を
行
う
田
楽
法
師
に
似

て
い
る
か
ら
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

山
中
八
幡
宮
の
デ
ン
デ
ン
ガ
ッ
サ
リ
は
、
太

鼓
を
田
に
見
立
て
て
「
前
歌
」「
後
歌
」「
せ

り
ふ
」「
所
作
」
の
四
部
構
成
で
進
め
ら
れ
ま

す
。「
前
歌
」
で
は
稲
の
品
種
、
籾
蒔
き
、
苗

取
り
、
草
取
り
、
稲
取
り
、
田
植
女
、
化
粧
を

歌
い
、「
後
歌
」
で
は
伊
勢
踊
り
が
歌
わ
れ
ま

す
。
そ
し
て
「
せ
り
ふ
」
で
は
稲
の
豊
作
を
賞

し
、
天
候
を
評
し
、
氏
子
中
の
地
名
を
読
み
上

げ
、
最
後
に
「
所
作
」
で
田
ご
ね
、
稲
刈
り
、

稲
穂
の
運
搬
な
ど
の
動
作
を
表
現
し
ま
す
。

　

祭
り
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
は
牛
が
登
場
し

ま
す
。
牛
役
の
人
は
角
を
か
た
ど
っ
た
綱
を
頭

に
着
け
て
い
ま
す
。
四
つ
ん
這
い
に
な
り
、
稲

穂
を
象
徴
し
た
大
き
な
鏡
餅
を
背
に
乗
せ
て
、

収
穫
し
た
稲
を
運
搬
す
る
よ
う
に
太
鼓
の
周
り

を
回
り
ま
す
。
や
が
て
牛
が
倒
れ
、
人
々
は

「
丈
夫
な
牛
で
も
倒
れ
る
ほ
ど
の
豊
作
だ
」
と

言
っ
て
喜
び
合
い
ま
す
。
最
後
に
、
鏡
餅
を
切

り
餅
に
し
て
参
加
者
に
投
げ
て
振
る
舞
い
、
祭

り
の
す
べ
て
が
終
了
し
ま
す
。

　

デ
ン
デ
ン
ガ
ッ
サ
リ
に
登
場
す
る
牛
は
、
他

の
地
域
の
よ
う
に
「
代
掻
き
」
や
「
牛
ほ
め
」

の
歌
詞
に
は
登
場
せ
ず
に
、「
運
搬
」
や
「
豊

作
」
の
象
徴
と
し
て
登
場
し
ま
す
。
と
て
も
珍

し
く
、
貴
重
な
例
と
言
え
ま
す
。
こ
れ
も
、
後

世
に
伝
え
た
い
「
ふ
る
さ
と
の
心
」
と
言
え
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

で
ん
が
く

た
か
あ
し

し
ょ　
さ

も
み　
ま

し
ろ　
か

ば
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