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新
春
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

最
近
、
京
都
で
の
観
光
や
飲
食
を
誘
う
広
告
チ
ラ
シ
な
ど
を
見
て
い
る
と
、
違
和
感
を
持
つ
こ
と
が
多
い
。
京
都
に
対
し
て
は
、
否
が
応
で
も
雅
で
華
や

か
な
情
景
が
浮
か
ん
だ
り
、
自
然
に
落
ち
着
い
て
癒
さ
れ
る
雰
囲
気
を
感
じ
た
り
す
る
、
と
言
う
よ
う
な
潜
在
意
識
を
持
っ
て
い
る
人
が
多
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

数
え
上
げ
れ
ば
多
く
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
特
に
気
に
な
っ
て
い
る
の
は
以
下
の
二
つ
の
言
葉
で
あ
る
。
一
つ
目
は
「
ほ
っ
こ
り（
す
る
）」
で
あ
る
。

よ
く
見
る
表
現
は
、「
ほ
っ
と
す
る
」「
癒
さ
れ
る
」「
落
ち
着
く
」
と
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
寒
い
夜
に
炬
燵（
お
こ
た
）に
入
っ
て
、
暖
か
い
お
汁
粉
で
も
す

す
っ
て
気
が
休
ま
っ
た
雰
囲
気
に
書
い
て
あ
る
も
の
が
多
い
の
だ
が
、
的
外
れ
で
あ
る
。
京
こ
と
ば
の
「
ほ
っ
こ
り（
す
る
）」
は
や
や
陰
性
の
表
現
で
あ
る
。

「
つ
か
れ
る
」
に
近
い
。
例
え
ば
、「
ウ
チ
、
今
日
は
朝
か
ら
用
事
で
駆
け
ず
り
回
っ
て
、
夕
方
に
な
っ
て
や
っ
と
時
間
と
れ
た
け
ど
、
ほ
っ
こ
り
し
た
わ
」

の
様
な
使
い
方
で
あ
る
。
か
な
り
違
う
。
も
う
一
つ
は
「
は
ん
な
り
」
で
あ
る
。
ま
さ
に
雅
で
華
や
か
で
落
ち
着
い
た
様
と
言
っ
た
表
現
が
多
い
の
だ
が
、

こ
れ
も
少
し
違
和
感
が
あ
る
。
京
の
「
は
ん
な
り
」
と
は
、「
上
品
で
艶
や
か
で
、
し
か
も
十
分
に
洗
練
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
と
言
っ
た
塩
梅
で
、
表
現
だ
け

で
は
な
く
「
も
の
」
や
「
さ
ま
」
の
厳
し
い
検
定
基
準
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
は
京
都
以
外
の
人
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
て
い
る
と
推

察
す
る
が
、
何
と
か
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

今
年
一
年
、「
ほ
っ
こ
り
」
す
る
の
は
仕
方
が
無
い
に
し
て
も
、「
は
ん
な
り
」
か
ら
は
遅
れ
な
い
よ
う
に
参
り
た
い
も
の
で
あ
る
。
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日
本
に
国
民
皆
保
険
が
で
き
る
以
前
は
、
診

療
を
受
け
て
も
診
療
費
が
払
え
な
い
、
ま
た
病

気
で
あ
っ
て
も
医
療
に
か
か
れ
な
い
人
達
が
沢
山

い
る
と
い
う
時
代
で
し
た
。
昭
和
36
年
に
国
民

皆
保
険
が
で
き
た
こ
と
は
国
民
の
皆
さ
ん
に
と
っ

て
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ

の
皆
保
険
制
度
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
日
本
の
社

会
が
安
定
化
し
、
経
済
も
発
展
を
し
た
と
私
は

思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
国
民
皆
保
険
制
度
を
次

世
代
に
繋
ぎ
、
継
続
し
て
い
く
こ
と
が
私
ど
も

医
師
会
の
重
要
な
役
割
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

医
師
会
は
１
９
１
６
年
に
細
菌
学
者
の
北
里

柴
三
郎
先
生
を
初
代
会
長
と
し
て
、
医
師
の
医

療
活
動
を
支
援
す
る
民
間
の
学
術
団
体
と
い
う

位
置
づ
け
で
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
各
種
の
調
査

研
究
や
国
際
交
流
な
ど
を
通
じ
て
医
療
の
在
り

方
や
医
療
に
携
わ
る
人
々
が
よ
り
働
き
や
す
い

環
境
づ
く
り
、
そ
し
て
国
民
医
療
の
推
進
に
努

め
て
い
ま
す
。
日
本
の
医
師
数
は
29
万
人
で
医

師
会
会
員
数
は
16
万
５
０
０
０
人
、
95
％
の
医

療
機
関
は
医
師
会
加
入
者
が
運
営
し
て
い
る
と

い
う
状
況
で
す
。
そ
し
て
京
都
大
学
の
I
P
S

細
胞
研
究
所
の
山
中
伸
弥
先
生
も
日
本
医
師
会

の
会
員
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
度
定
め
た
日
本
医

師
会
綱
領
の
一
番
最
後
に
「
以
上
誠
実
に
実
行

す
る
こ
と
を
約
束
し
ま
す
」
と
い
う
こ
と
を
書
い

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
日
本
医
師
会
が
国
民
に
対

す
る
約
束
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
言
葉
で

す
。
前
文
に
「
日
本
医
師
会
は
医
師
と
し
て
の

高
い
倫
理
観
と
使
命
感
を
礎
に
、
人
間
の
尊
厳

が
大
切
に
さ
れ
る
社
会
の
実
現
を
目
指
し
ま
す
」

と
致
し
ま
し
た
。
医
師
会
は
学
術
や
医
療
を
専

門
と
す
る
職
種
の
人
間
が
集
う
団
体
で
す
の
で
、

理
念
を
高
く
持
っ
て
主
張
し
て
行
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
医
学
、
医
療
の
恩
恵
は

社
会
生
活
と
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

そ
し
て
医
師
会
の
存
立
使
命
は
社
会
生
活
と
医

師
と
を
繋
ぐ
仲
介
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
医

師
の
在
り
方
や
進
み
方
が
決
め
ら
れ
る
も
の
と

考
え
て
い
ま
す
。

日
本
医
師
会
綱
領
に
つ
い
て

　

日
本
医
師
会
で
も
世
界
医
師
会
で
も
医
師
の

守
る
べ
き
倫
理
と
い
う
も
の
を
定
め
て
お
り
ま

す
。
こ
の
度
医
師
会
と
い
う
組
織
の
倫
理
綱
領

を
明
確
に
す
る
こ
と
で
、
医
師
会
員
が
地
域
で

何
を
す
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
も
っ
と
明
ら
か

に
し
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
日
本
医
師
会
の
綱
領

を
作
成
致
し
ま
し
た
。

　

そ
の
第
一
項
目
は
「
日
本
医
師
会
は
国
民
の
生

涯
に
わ
た
る
健
康
で
文
化
的
な
明
る
い
生
活
を

支
え
ま
す
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
日
本
は
今
平

均
寿
命
は
世
界
一
で
す
が
、
平
均
寿
命
と
健
康

寿
命
と
の
間
に
約
８
年
６
个
月
く
ら
い
の
ギ
ャ
ッ

プ
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
健
康
寿
命
と

は
身
体
的
に
も
精
神
的
に
も
、
人
の
助
け
を
必

要
と
せ
ず
自
立
し
て
生
活
が
出
来
る
状
況
を
指

す
わ
け
で
す
が
、
こ
の
健
康
寿
命
を
い
か
に
伸

ば
し
て
い
行
く
か
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の
大
き
な

医
療
の
課
題
に
な
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
生

活
習
慣
に
よ
る
将
来
の
病
気
発
症
の
恐
れ
に
対

す
る
具
体
的
な
生
活
の
改
善
指
導
を
徹
底
し
て

や
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

二
番
目
は
「
日
本
医
師
会
は
国
民
と
と
も
に

安
全
・
安
心
な
医
療
提
供
体
制
を
築
き
ま
す
」

日
本
医
師
会
の

医
療
政
策

公
益
社
団
法
人

　日
本
医
師
会
会
長

横
倉 

義
武
氏

２
０
１
３
年 

京
都
き
づ
川
病
院

秋
の
文
化
講
演
会

日本医師会は「国民と共に歩む専門家集団としての医師会」を目指し、真に国民に求められる医療提供体制の実現に
むけて様々な取組みを行っています。昨年の4月、日本医師会会長に就任された横倉義武先生からお話を伺いました。
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と
い
う
こ
と
で
す
。
地
域
医
療
は
や
は
り
地
域
の

実
態
に
基
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
に
と
っ
て

も
医
療
提
供
者
に
と
っ
て
も
望
ま
し
い
医
療
体

制
の
構
築
が
行
わ
れ
ま
す
。
か
か
り
つ
け
医
が

国
民
に
寄
り
添
い
、
切
れ
目
の
な
い
医
療
・
介

護
を
提
供
す
る
こ
と
を
通
じ
て
国
民
の
健
康
と

安
心
を
支
え
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い

ま
す
。

　

三
番
目
に
「
日
本
医
師
会
は
医
学
・
医
療
の

発
展
と
質
の
向
上
に
寄
与
し
ま
す
」
と
い
う
こ

と
で
す
。
我
が
国
の
医
学
・
医
療
を
発
展
さ
せ
、

質
の
向
上
を
図
り
、
日
々
進
歩
す
る
医
学
・
医

療
に
お
い
て
国
民
の
健
康
を
守
る
た
め
に
我
々
に

で
き
る
こ
と
を
知
っ
て
頂
く
こ
と
が
大
切
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　

四
番
目
に
「
日
本
医
師
会
は
国
民
の
連
帯
と

支
え
合
い
に
基
づ
く
国
民
皆
保
険
制
度
を
守
り

ま
す
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
52
年
間
国
民
の
生

命
と
健
康
を
守
り
続
け
て
来
た
国
民
皆
保
険
と

い
う
も
の
が
、
今
後
も
持
続
可
能
な
社
会
保
障

体
制
と
し
て
確
立
し
て
い
く
こ
と
は
、
国
家
が
負

う
べ
き
当
然
の
責
務
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か

し
こ
の
公
的
医
療
保
険
に
よ
る
国
民
皆
保
険
を

壊
そ
う
と
い
う
動
き
が
様
々
ご
ざ
い
ま
す
。
特
に

民
間
医
療
保
険
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
様
々
な

公
的
医
療
保
険
の
給
付
の
範
囲
を
縮
小
し
よ
う

と
い
う
よ
う
な
動
き
も
当
然
あ
る
わ
け
で
す
か

ら
、
そ
う
い
う
誤
っ
た
政
策
を
と
る
こ
と
が
あ
れ

ば
そ
れ
を
是
正
し
、
ま
た
我
が
国
を
正
し
い
方

向
へ
と
導
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
も
、
私
ど
も
医

師
会
の
役
割
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
公
的

医
療
保
険
の
給
付
の
制
限
や
、
管
理
医
療
へ
の

転
換
が
あ
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
の
で
、
フ
リ
ー
ア

ク
セ
ス
等
の
高
い
評
価
を
得
て
い
る
現
行
制
度
の

良
い
面
は
継
続
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

地
域
医
療
の
再
興
と
健
康

寿
命
の
延
伸

　

次
に
地
域
医
療
の
再
興
と
い
う
話
を
さ
せ
て

頂
き
ま
す
。
2
0
0
0
年
以
降
、
い
く
つ
か
の
要

因
が
あ
っ
て
地
域
医
療
が
非
常
に
厳
し
く
な
っ
て

き
ま
し
た
。
医
療
崩
壊
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
、

ま
た
勤
務
医
の
先
生
方
の
立
ち
去
り
型
サ
ボ

タ
ー
ジ
ュ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
言
わ
れ
ま
し

た
。
も
う
一
度
全
国
の
地
域
医
療
を
作
り
直
そ
う

と
い
う
思
い
で
今
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で

す
。

●
国
民
の
幸
福
の
原
点
と
健
康
寿
命
の
延
伸

　

国
民
の
幸
福
の
原
点
は
健
康
で
あ
ろ
う
と
思

い
ま
す
し
、
ま
た
病
に
苦
し
む
人
が
居
れ
ば
何

と
し
て
も
助
け
た
い
と
い
う
の
が
医
療
人
の
願
い

だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
国
民
が
必

要
と
す
る
医
療
が
過
不
足
無
く
得
ら
れ
る
社
会

作
り
に
努
力
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、健
康
寿
命
が
低
い
場
合
、

社
会
か
ら
の
援
助
や
支
援
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

健
康
寿
命
を
延
伸
し
社
会
を
支
え
る
側
に
で
き

る
だ
け
な
り
ま
し
ょ
う
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。

●
日
本
医
師
会
の
政
策
の
判
断
基
準

　

一
つ
は
国
民
の
安
全
な
医
療
に
資
す
る
政
策
か

ど
う
か
、
も
う
一
つ
は
公
的
医
療
保
険
に
よ
る
国

民
皆
保
険
が
堅
持
で
き
る
政
策
な
の
か
ど
う
か

と
い
う
こ
と
で
す
。
一
般
薬
の
ネ
ッ
ト
販
売
と
い

う
も
の
が
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
ま
し
た

が
、
薬
が
本
当
に
利
便
性
だ
け
を
追
求
し
て
い

い
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
や
は
り
疑
問
が

あ
り
ま
す
。
薬
と
い
う
の
は
使
い
方
を
誤
れ
ば

色
ん
な
障
害
を
起
こ
し
て
行
く
、
や
は
り
一
般
薬

で
も
、
あ
る
程
度
薬
剤
師
さ
ん
や
薬
局
か
ら
注

意
を
促
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
医

師
会
は
ネ
ッ
ト
販
売
に
つ
い
て
は
あ
る
一
定
の
線

を
超
え
な
い
様
に
と
い
う
強
い
主
張
を
致
し
ま
し

た
。
国
民
の
安
全
な
医
療
と
い
う
こ
と
が
我
々
の

役
割
で
あ
り
、
そ
れ
を
し
っ
か
り
と
守
っ
て
い
く

と
い
う
判
断
基
準
で
今
や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。

●
か
か
り
つ
け
の
医
師
の
有
無
と
満
足
度

　

地
域
医
療
を
考
え
た
場
合
に
、
日
本
医
師
会

の
研
究
組
織
で
あ
る
日
医
総
研
で
は
、
大
体
４

〜
５
千
人
の
方
を
対
象
に
医
療
に
関
す
る
意
識

調
査
を
全
国
で
行
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
時
に
か

か
り
つ
け
医
を
お
持
ち
の
方
の
医
療
満
足
度
と

お
持
ち
で
無
い
方
の
間
に
や
は
り
10
％
く
ら
い
の

差
が
あ
る
。
こ
れ
は
全
て
の
年
代
で
そ
う
で
し
た

の
で
、
か
か
り
つ
け
医
を
持
と
う
と
い
う
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
を
是
非
や
る
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

●
か
か
り
つ
け
医
と
そ
の
機
能

　

か
か
り
つ
け
の
医
師
と
い
う
の
は
、「
何
で
も

相
談
が
で
き
る
上
、
最
新
の
医
療
情
報
を
熟
知

し
て
、
必
要
な
時
に
は
専
門
医
、
専
門
医
療
機

関
を
紹
介
で
き
、
身
近
で
頼
り
に
な
る
地
域
医

療
、
保
健
、
福
祉
を
担
う
総
合
的
な
能
力
を
有

す
る
医
師
」
で
あ
る
と
い
う
位
置
づ
け
で
す
。

ま
た
、
か
か
り
つ
け
医
の
機
能
は
、
医
療
的
機

能
と
社
会
的
機
能
の
2
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
医
療
的
機
能
と
し
て
は
、
医
療
行

為
の
連
携
を
ど
う
使
う
か
、
そ
し
て
患
者
さ
ん

の
持
ち
か
け
る
保
健
・
医
療
・
福
祉
の
諸
問
題

に
何
で
も
相
談
で
き
る
医
師
と
し
て
全
人
的
な

視
点
か
ら
対
応
で
き
る
様
に
努
力
を
し
て
い
こ

う
と
い
う
こ
と
。
社
会
的
機
能
と
し
て
は
日
常

行
う
診
療
の
他
に
、
地
域
住
民
と
の
信
頼
関
係

を
構
築
し
、
健
康
相
談
や
検
診
、
が
ん
検
診
、

母
子
保
健
、
学
校
保
健
、
産
業
保
健
、
地
域
保

健
な
ど
の
地
域
に
お
け
る
医
療
を
取
り
巻
く
社

会
的
活
動
、
行
政
活
動
に
積
極
的
に
参
加
を
し
、

保
健
・
介
護
・
福
祉
関
係
者
と
の
連
携
を
行
う

機
能
を
持
と
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
今
後

高
齢
者
の
方
が
非
常
に
増
え
て
来
る
わ
け
で
す

の
で
、
少
し
で
も
地
域
で
長
く
生
活
で
き
る
よ
う

に
、
在
宅
医
療
に
も
理
解
を
示
し
て
行
こ
う
い

う
こ
と
で
す
。

●
高
齢
化
―
地
域
医
療
の
再
興
と
質
の
向
上

　

地
域
医
療
の
再
興
を
考
え
た
場
合
に
、
同
時

に
地
域
医
療
の
質
も
向
上
さ
せ
な
け
れ
ば
い
け

ま
せ
ん
が
、
そ
の
時
に
こ
の
高
齢
化
と
い
う
の
が

大
き
な
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
り
ま
す
。
高
齢
化
が
進

む
と
自
分
が
居
住
し
て
い
る
地
域
で
し
か
受
診
が

で
き
な
く
な
り
、
現
在
都
心
部
に
集
中
を
し
て

い
る
様
々
な
病
院
機
能
と
い
う
も
の
も
少
し
ず
つ

地
域
の
方
に
移
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
2
0
2
5
年
が
一
つ
の
ピ
ー
ク
で
あ
る
と
す

る
な
ら
ば
、
残
さ
れ
た
時
間
は
10
年
あ
ま
り
で

す
。
そ
の
間
に
地
域
医
療
を
ど
う
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ

し
、
作
り
上
げ
て
い
く
か
が
私
ど
も
医
師
会
の

秋の文化講演会 ● 日本医師会の医療政策
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大
き
な
役
割
で
す
。

●
医
療
法
等
改
正
法
案
の
全
体
像

　

来
年
の
1
月
か
ら
の
通
常
国
会
に
、
医
療
法

改
正
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
一
つ
に
は
病
院
の
病

床
機
能
を
ど
う
分
化
さ
せ
そ
の
中
で
連
携
を
ど

う
支
え
て
行
く
か
、
２
番
目
に
は
在
宅
医
療
等

の
受
け
皿
を
作
っ
て
行
く
、
も
う
一
つ
は
人
材
確

保
や
チ
ー
ム
医
療
等
を
い
か
に
推
進
し
て
い
く
か

と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
看
護
師
さ
ん
の
特
定
行

為
の
問
題
を
ど
う
取
り
扱
う
か
、
ま
た
医
療
事

故
の
原
因
究
明
、
再
発
防
止
も
重
要
な
課
題
で

す
。
医
療
行
為
の
結
果
が
悪
い
時
に
刑
事
罰
を

下
す
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
私
は
強
く

思
っ
て
い
ま
す
。
現
在
、
手
術
を
し
て
助
か
る
可

能
性
が
2
割
3
割
し
か
無
い
と
い
う
よ
う
な
状

況
の
方
を
前
に
し
た
時
に
外
科
医
が
な
か
な
か

手
術
に
踏
み
切
れ
な
い
。
も
し
結
果
が
悪
け
れ

ば
警
察
が
介
入
し
て
来
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

と
、
そ
こ
に
躊
躇
が
出
て
来
ま
す
。
そ
の
よ
う
な

こ
と
が
無
い
よ
う
に
し
っ
か
り
と
し
た
医
療
事
故

に
関
す
る
行
政
の
仕
組
み
、
そ
し
て
ま
た
刑
事

罰
に
問
わ
れ
な
い
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
医
療
事
故
に

係
る
調
査
の
仕
組
み
等
の
整
理
が
医
療
法
の
中

で
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
強
く
願
っ
て
い
る
わ

け
で
あ
り
ま
す
。

●
報
告
す
る
病
床
の
区
分

　

地
域
の
診
療
所
の
先
生
達
が
、
患
者
が
入
院

を
必
要
と
し
た
時
に
お
願
い
で
き
る
病
床
を
そ

れ
ぞ
れ
の
地
域
で
作
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な

い
。
急
性
期
の
状
況
か
ら
脱
し
て
そ
の
次
の
段
階

に
い
く
時
に
、
急
性
期
の
病
床
は
平
均
在
院
日

数
等
で
縛
ら
れ
て
お
り
、
国
民
の
不
満
は
そ
こ

に
あ
る
訳
で
す
。
家
族
と
し
て
は
も
う
少
し
病

院
で
見
て
貰
い
た
い
、
し
か
し
病
院
側
は
平
均
在

院
日
数
の
問
題
が
あ
っ
て
出
て
貰
わ
な
け
れ
ば
い

け
な
い
の
で
、
次
の
病
院
を
探
す
の
で
す
が
中
々

探
せ
な
い
、
そ
の
提
供
が
十
分
で
無
い
と
い
う
こ

と
に
問
題
が
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
し
っ
か
り
と

整
備
を
し
て
頂
き
た
い
と
い
う
こ
と
を
強
く
訴
え

て
お
り
ま
す
。

●
社
会
保
障
が
持
つ
経
済
効
果

　

社
会
保
障
と
経
済
は
相
互
作
用
で
あ
り
、
経

済
発
展
が
社
会
保
障
の
財
政
基
盤
を
支
え
ま
た

一
方
で
は
社
会
保
障
の
発
展
が
生
産
誘
発
効
果

や
雇
用
誘
発
効
果
な
ど
を
通
じ
て
日
本
経
済
を

底
支
え
し
て
い
る
と
い
う
の
も
事
実
で
す
。
日
本

が
こ
れ
だ
け
平
和
な
国
で
あ
ら
れ
る
の
は
、
国

民
が
病
気
を
し
た
時
に
す
ぐ
医
療
に
掛
か
れ
る

と
い
う
体
制
が
で
き
て
い
る
こ
と
が
大
き
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
老
後
が
不
安
で
あ
る
と
い

う
思
い
を
持
つ
多
く
の
国
民
に
、
安
心
を
示
す

こ
と
が
必
要
で
す
。

過
度
な
規
制
緩
和
の
問
題
点

●
国
家
戦
略
特
区
に
お
け
る
規
制
改
革
事
項

等
の
検
討
方
針
案

　

国
家
戦
略
特
区
に
お
け
る
規
制
改
革
事
項
等

の
検
討
方
針
と
い
う
の
が
経
済
再
生
本
部
か
ら

10
月
に
出
さ
れ
ま
し
た
。
特
区
内
で
の
外
国
人

医
師
の
診
察
、
外
国
人
看
護
師
の
業
務
解
禁
、

病
床
規
制
の
特
例
に
よ
る
病
床
の
新
設
・
増
床

の
容
認
、
保
険
外
併
用
療
養
の
拡
充
と
、
医
学

部
の
新
設
に
関
す
る
検
討
で
す
。

●
外
国
人
医
師
等
に
つ
い
て

　

日
本
人
医
師
と
外
国
人
医
師
の
ク
ロ
ス
ラ
イ

セ
ン
ス（
お
互
い
の
国
の
医
師
免
許
を
認
め
る
）と

い
う
こ
と
で
、
全
て
の
外
国
人
医
師
を
認
め
て
も

よ
い
と
い
う
議
論
が
あ
り
ま
す
が
、
国
に
よ
っ
て

は
教
育
水
準
の
違
い
が
あ
り
ま
す
。
日
本
は
現

在
も
特
例
で
英
語
に
よ
る
国
家
試
験
を
受
験
で

き
る
仕
組
み
が
あ
り
ま
す
の
で
、
外
国
人
や
外

国
の
医
学
部
を
卒
業
さ
れ
た
方
が
日
本
で
通
常

の
医
療
を
行
い
た
い
場
合
は
、
日
本
の
医
師
国

家
試
験
を
受
け
て
頂
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

●
医
学
部
新
設
の
問
題
点

　

医
学
部
の
新
設
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
医

療
現
場
か
ら
教
員
と
な
る
相
当
数
の
医
師
を
確

保
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
地
域
医
療
に
影
響
を

及
ぼ
さ
な
い
形
で
ど
う
確
保
す
る
の
か
が
ま
だ

解
決
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
2
0
1
8
年

に
は
18
才
人
口
が
1
0
0
万
を
切
る
と
い
う
人
口

減
少
の
問
題
で
す
。
現
在
9
4
0
0
人
の
医
学

部
定
員
が
い
ま
す
が
、
18
才
人
口
が
も
し

1
0
0
万
人
に
な
れ
ば
1
0
0
人
に
1
人
が
医

師
に
な
れ
る
わ
け
で
す
。
本
当
に
そ
れ
だ
け
必

要
な
の
か
、
ま
た
同
時
に
質
の
確
保
が
で
き
る
の

か
と
い
う
こ
と
を
含
め
て
反
対
し
て
い
ま
す
。
医

学
部
を
一
つ
作
る
た
め
に
は
相
当
の
税
金
を
投
入

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
医
学
部

の
新
設
に
は
か
な
り
慎
重
で
あ
っ
て
欲
し
い
と
思

い
ま
す
。

　

今
日
は
日
本
医
師
会
の
色
々
な
こ
と
に
つ
い
て

お
話
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
国
民

の
た
め
に
頑
張
っ
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
皆
様
方

に
も
是
非
ご
協
力
、
ご
指
導
を
お
願
い
し
て
終

わ
ら
せ
て
頂
き
ま
す
。
ど
う
も
有
難
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

横倉 義武 
日本医師会会長

《医療法人弘恵会ヨコクラ病院勤務》

PROFILE

2
0
1
3
年
11
月
24
日 

京
都
ホ
テ
ル
オ
ー
ク
ラ
で
行
わ
れ
た

「
2
0
1
3
年
京
都
き
づ
川
病
院 

秋
の
文
化
講
演
会
」の
ご

講
演
を一
部
抜
粋
、要
約
し
て
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

よこくら よしたけ

略　歴
1969年3月　久留米大学医学部卒業
1 9 8 0年　久留米大学医学部講師
1 9 9 0年　医療法人弘恵会ヨコクラ病院院長
同 年　　（社）福岡県医師会理事
2 0 0 6年　（社）福岡県医師会会長
2 0 1 0年　（社）日本医師会副会長
2 0 1 2年　（社）日本医師会会長



●パートナー医院を紹介します

院長　伊原 隆史 先生

内科・循環器内科・消化器内科・漢方内科
〒615-0353  京都 府 京 田 辺 市 松 井 ヶ 丘 4 丁 目 3 − 1 7

TEL（0774）62−6448
外来診療時間  9：00〜12：00 月〜土／17：30〜20：00 月・火・木・金

《休診日：日曜日、祝祭日》

伊原内科医院

J
R
松
井
山
手
駅
か
ら
西
へ
歩
い
て
5
分
ほ
ど

の
住
宅
街
の
一
角
に
位
置
す
る
伊
原
内
科
医
院
。

院
長
の
伊
原
隆
史
先
生
と
奥
様
の
憲
子
先
生
が

常
勤
で
、
お
父
様
の
信
夫
医
師
も
非
常
勤
で
診

療
に
あ
た
っ
て
お
ら
れ
、
長
年
に
わ
た
っ
て
地

域
の
み
な
さ
ん
に
親
し
ま
れ
て
い
る
医
院
で

す
。
伊
原
院
長
に
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

開
業
ま
で
の
経
緯
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

父
が
開
業
し
て
い
た
こ
こ
で
生
ま
れ
育
ち

ま
し
た
。
子
ど
も
の
頃
か
ら
自
然
に
将
来
は

医
者
に
な
る
と
思
っ
て
い
ま
し
た
ね
。
滋
賀

医
大
を
卒
業
し
、
大
学
病
院
、
市
中
の
病
院

に
勤
務
し
、
平
成
14
年
に
父
の
医
院
を
引
き

継
い
で
開
業
し
ま
し
た
。

医
院
の
特
徴
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

私
は
も
と
も
と
消
化
器
内
科
が
専
門
で
、

胃
カ
メ
ラ
、
大
腸
カ
メ
ラ
、
内
視
鏡
検
査
は

も
ち
ろ
ん
、
成
人
病
疾
患
、
内
科
全
般
に
診

療
し
て
い
ま
す
が
、
昭
和
40
年
代
か
ら
始
め

て
い
る
漢
方
診
療
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で

い
る
の
も
大
き
な
特
徴
で
す
ね
。
今
で
こ
そ

多
く
の
先
生
が
扱
っ
て
お
ら
れ
る
漢
方
も
、

父
が
始
め
た
こ
ろ
は
非
常
に
珍
し
く
、
全
国

で
も
先
駆
け
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
西
洋

医
学
と
東
洋
医
学
、
両
方
の
考
え
を
持
っ
て

診
療
に
あ
た
っ
て
い
ま
す
。

漢
方
は
ど
の
よ
う
な
患
者
さ
ん
に

効
果
的
な
の
で
す
か
。

　

漢
方
が
得
意
と
す
る
領
域
と
苦
手
な
領
域

が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
血
圧
を
抑
え
る
の

は
西
洋
医
学
の
方
が
効
果
的
で
、
自
律
神
経

失
調
症
や
冷
え
性
、
更
年
期
障
害
な
ど
は
漢

方
の
方
が
得
意
で
す
ね
。
普
通
、
病
院
で
病

気
じ
ゃ
な
い
と
判
断
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な

体
調
不
良
の
場
合
も
漢
方
が
い
い
と
思
い
ま

す
。
患
者
さ
ん
の
症
状
を
み
な
が
ら
判
断
し

て
い
て
、
患
者
さ
ん
に
よ
っ
て
は
漢
方
と
西

洋
、
両
方
の
薬
を
処
方
す
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。

漢
方
は
ど
の
よ
う
に
取
り
入
れ
る
の
が

い
い
の
で
し
ょ
う
。

　

自
然
と
共
存
し
自
然
の
恩
恵
を
体
に
生
か

す
、
と
い
う
の
が
漢
方
の
根
本
的
な
考
え
方

で
す
。「
発
酵
」
を
生
活
に
取
り
入
れ
る
の
も

そ
う
い
う
意
味
で
は
大
切
な
こ
と
で
す
。

　

漢
方
は
、
個
別
の
臓
器
の
病
気
に
対
す
る
薬

で
は
な
く
、
そ
の
病
気
に
な
り
や
す
い
体
質
や

体
調
を
改
善
し
て
い
こ
う
と
い
う
も
の
な
ん
で

す
。
で
す
か
ら
、
長
く
飲
ま
な
い
と
効
か
な
い

と
い
っ
た
色
々
な
誤
解
が
今
だ
に
あ
り
ま
す

が
、
も
っ
と
気
楽
に
飲
ん
で
も
ら
っ
て
い
い
と

思
い
ま
す
。
処
方
さ
れ
た
通
り
に
規
則
正
し
く

と
い
う
よ
り
、
そ
の
時
の
体
調
に
応
じ
て
患
者

さ
ん
の
方
で
飲
み
分
け
る
こ
と
を
大
い
に
や
っ

て
も
ら
い
た
い
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
患
者

さ
ん
に
も
そ
れ
が
何
に
効
く
漢
方
な
の
か
し
っ

か
り
把
握
し
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。

い
つ
も
心
が
け
て
お
ら
れ
る
こ
と
は
？

　

誠
心
誠
意
、
た
く
さ
ん
の
症
状
や
課
題
が

あ
る
方
に
も
手
抜
き
を
せ
ず
、
患
者
さ
ん
が

納
得
い
く
よ
う
に
一
つ
ず
つ
説
明
し
解
決
し
て

い
く
こ
と
を
心
が
け
て
い
ま
す
。
忙
し
く
な
る

と
時
間
と
の
関
係
で
大
変
な
ん
で
す
け
ど
ね
。

　

そ
し
て
、
こ
の
診
療
体
制
を
継
続
す
る
こ

と
を
こ
れ
か
ら
先
も
目
標
と
考
え
て
い
ま
す
。

地
域
医
療
に
と
っ
て
も
、
私
を
か
か
り
つ
け

医
と
し
て
く
れ
て
い
る
患
者
さ
ん
に
と
っ
て

も
、
続
け
て
い
く
こ
と
は
当
た
り
前
の
よ
う

で
す
が
大
切
で
す
よ
ね
。

6
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日
本
で
は
、古
来
よ
り
、山
の
神
、海
の
神
と
い
っ
た
自

然
崇
拝
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、城
陽
市
に
は
、数
百

年
も
続
く「
初
寅
の
山
の
神
ま
つ
り
」が
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

旧
観
音
堂
村
、中
村
、市
辺
村
の
三
村
が
、山
と
里
と

の
境
界「
一
の
口
」「
二
の
口
」（
現
在
は
山
砂
利
採
集
場

と
な
っ
て
消
滅
）「
三
の
口
」に
祭
壇
を
作
り
、山
の
神
を

迎
え
て
、山
と
地
域
の
安
全
で
豊
か
な
暮
ら
し
を
祈
り

続
け
て
き
た
も
の
で
す
。場
所
は
、例
年
、梅
ま
つ
り
で
に

ぎ
わ
う
、府
下一を
誇
る
青
谷
梅
林
の
近
く
で
す
。

　

新
年
が
明
け
て
最
初
の
寅
の
日
、ふ
れ
太
鼓
の
音
と
と

も
に
、龍
福
寺
住
職
を
は
じ
め
、地
域
の
男
性
た
ち
が
御

幣
、祭
壇
の
材

料
、神
饌
物
を

持
っ
て
集
ま
り
、

「
一
の
口
」「
三

の
口
」
で
ま
つ

り
を
と
り
行
い

ま
す
。

　

司
祭
者
が
寺

の
住
職
と
い
う

神
仏
混
淆
の
趣

を
残
し
、男
性
の
み
が
参
列
す
る
な
ど
、民
俗

学
的
に
も
貴
重
で
珍
し
い
ま
つ
り
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、山
の
神
は
女
性
神
と
し
て
信

仰
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、恐
れ
ら
れ
た
こ
と

か
ら
、中
世
以
降
、口
や
か
ま
し
い
妻
を「
山

の
神
」と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。　　
（
協
力
…
城
陽
市
観
光
協
会
）

冬でも乾燥しない肌に
　寒
く
な
る
と
、乾
燥
が
気
に
な
り
ま
す
ね
。肌
が
か
ゆ
く
な
っ
た

り
、粉
を
ふ
い
た
よ
う
に
な
っ
た
り
…
と
、肌
ト
ラ
ブ
ル
に
悩
む
方

も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。日
常
生
活
の
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と

に
気
を
つ
け
て
、健
康
な
お
肌
を
取
り
戻
し
ま
し
ょ
う
。

⃝
乾
燥
肌
の
原
因
と
は

　

気
温
や
湿
度
が
低
く
な
る
と
、肌
の
皮
脂
量
が
減
り
、水
分
の
蒸

発
量
が
増
え
て
、乾
燥
肌
に
な
り
や
す
く
、か
ゆ
み
な
ど
の
ト
ラ
ブ

ル
が
起
こ
る
原
因
と
な
り
ま
す
。ま
た
、加
齢
と
と
も
に
皮
脂
量
が

減
っ
て
い
く
の
で
、肌
の
機
能
が
低
下
し
て
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
や
す

く
な
る
こ
と
も
。さ
ら
に
、寒
さ
に
よ
る
血
行
不
良
、ス
ト
レ
ス
や
生

活
習
慣
の
乱
れ
も
肌
に
は
大
敵
で
す
。

　

た
だ
、か
ゆ
み
が
な
か
な
か
治
ら
な
い
場
合
は
、ア
ト
ピ
ー
性
皮

膚
炎
や
内
臓
疾
患
な
ど
、乾
燥
以
外
に
原
因
が
あ
る
こ
と
も
。早
め

に
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

⃝

早
め
に
、こ
ま
め
に
予
防
を

　

か
ゆ
い
か
ら
と
言
っ
て
、か
い
て
し
ま
う
と
、そ
れ
が
刺
激
と
な
り
、

か
ゆ
み
が
増
し
て
し
ま
う
…
と
い
う
悪
循
環
に
。早
め
に
症
状
に

合
っ
た
治
療
薬
を
塗
っ
て
、か
ゆ
み
対
策
を
し
ま
し
ょ
う
。

　

冬
の
お
風
呂
は
体
を
温
め
ほ
っ
こ
り
す
る
も
の
で
す
が
、肌
は
乾

燥
し
や
す
く
な
る
の
で
ご
注
意
を
。ぬ
る
め
の
湯
に
入
り
、体
を
ゴ

シ
ゴ
シ
洗
わ
な
い
、ナ
イ
ロ
ン
製
タ
オ
ル
を
使
わ
な
い
、石
鹸
類
は
ア

ル
カ
リ
性
で
は
な
く
弱
酸
性
を
使
う
な
ど
、気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

　

肌
着
も
、ウ
ー
ル
や
ナ
イ
ロ
ン
製
を
避
け
、木
綿
や
絹
製
の
も
の

で
、締
め
付
け
な
い
も
の
を
。

　

部
屋
の
暖
房
に
も
心
配
り
を
。控
え
め
の
温
度
に
設
定
し
、加
湿

器
な
ど
を
併
用
し
て
、湿
度
を
50
〜
60
％
程
度
に
し
ま
す
。

　

肌
が
カ
サ
カ
サ
し
て
き
た
な
と
感
じ
た
ら
、こ
ま
め
に
保
湿
剤
で

ケ
ア
を
。さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
が
あ
り
ま
す
が
、自
分
の
肌
に
合
っ

た
も
の
を
選
び
ま
し
ょ
う
。

山の神・一の口、三の口の位置

フレダイコを先頭に三の口に向かう行列（平成23年1月11日） 三の口での祭祀（神木は樫）
龍福寺の住職が司祭となり読経する神仏混淆の趣を伝えている

数百年続く
「初寅の
山の神まつり」
市指定無形民俗文化財

数百年続く

わ が 町歴史探訪
古代からの歴史に彩られた街、城陽市。当院のご近所の史跡をご紹介します。
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