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葛
切
り

御
手
洗
祭

（
2
0
1
9
年
7
月
19
日
〜
28
日
）

祇
王
寺

広
沢
池
灯
籠
流
し  

（
8
月
16
日
）

　
夏
の
涼
や
か
な
水
菓
子
と
し
て
人
気
。

葛
粉
を
水
溶
き
し
て
煮
詰
め
、板
状
に
固

め
た
も
の
を
細
長
く
切
っ
て
冷
や
し
、黒

み
つ
や
白
み
つ
、き
な
こ
な
ど
を
か
け
て

い
た
だ
く
。昭
和
初
期
に
京
都
の
和
菓
子

屋
で
誕
生
し
た
と
さ
れ
る
。も
ち
っ
と
し

た
コ
シ
の
強
さ
だ
が
つ
る
ん
と
し
た
喉
ご

し
で
、上
品
な
甘
さ
の
み
つ
と
よ
く
合
う
。

　
下
鴨
神
社
の
末
社
の
一
つ
、
御
手
洗
社
の
祭
礼
で
、
毎
年

7
月
の
土
用
の
丑
の
日
前
後
に
行
わ
れ
る
。「
足
つ
け
神
事
」

と
も
呼
ば
れ
、
境
内
の
御
手
洗
池
で
ろ
う
そ
く
を
手
に
膝

ま
で
足
を
浸
し
て
進
み
、
灯
明
を
供
え
て
ご
神
水
を
い
た

だ
く
。
古
代
の
み
そ
ぎ
の
風
習
に
由
来
し
、
罪
、
け
が
れ
を

は
ら
い
、
安
産
に
も
ご
利
益
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

　
奥
嵯
峨
野
に
た
た
ず
む
草
庵
。平
家
物
語
に
登
場

し
、悲
恋
の
尼
寺
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。紅
葉
の
名
所

で
も
あ
る
が
、夏
に
は
苔
の
庭
と
竹
林
、楓
が
織
り
な

す
清
々
し
い
緑
に
包
ま
れ
る
。草
庵
の
控
え
の
間
に
あ

る
吉
野
窓
は
、時
間
帯
に
よ
り
影
が
虹
の
よ
う
に
見
え

る
た
め「
虹
の
窓
」と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

　〝
と
う
が
ら
し
の
王
様
〞と
も
称
さ
れ
る
万
願

寺
と
う
が
ら
し
。そ
の
発
祥
地
の
舞
鶴
市
を
は
じ

め
綾
部
市
、福
知
山
市
で
生
産
さ
れ
る
も
の
を

「
万
願
寺
甘
と
う
」と
呼
び
、京
の
ブ
ラ
ン
ド
産

品
に
認
証
さ
れ
て
い
る
。大
き
く
肉
厚
で
柔
ら
か

く
、ほ
の
か
な
甘
み
が
あ
り
辛
み
は
な
い
。食
物

繊
維
、ビ
タ
ミ
ン
C
が
豊
富
。焼
く
、煮
る
、揚
げ

る
な
ど
多
彩
に
楽
し
め
る
。

万
願
寺
甘
と
う

　
五
山
の
送
り
火
の
一
つ
、

嵯
峨
曼
荼
羅
山
に
灯
る
鳥
居

形
と
と
も
に
、広
沢
池
で
は

灯
籠
流
し
が
行
わ
れ
る
。遍

照
寺
が
執
り
行
っ
て
お
り
、

当
日
の
受
付
は
児
神
社
。仏

の
智
恵
を
表
す
と
い
う
赤
、

白
、黄
、青
、緑
の
五
色
の
灯

籠
が
漆
黒
の
闇
の
中
に
浮
か

び
、荘
厳
で
幽
玄
な
世
界
に
。

ち
ご
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医
療
事
故
の
再
発
防
止
の
た
め
に
創
設

さ
れ
た
医
療
事
故
調
査
制
度
と
、
医
師
の

応
召
義
務
に
よ
る
過
重
労
働
な
ど
の
現
状

を
背
景
に
検
討
さ
れ
て
い
る
医
師
の
働
き

方
改
革
。
こ
の
２
つ
の
課
題
と
今
後
の
方

策
に
つ
い
て
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

医
療
事
故
調
査
制
度
の

現
状
と
課
題

◉
医
療
事
故
調
査
制
度　

　

医
療
事
故
調
査
制
度
は
2
0
1
5
年
の
10
月

に
ス
タ
ー
ト
し
た
制
度
で
、
創
設
か
ら
3
年
が

経
過
し
ま
し
た
。
こ
の
制
度
は
医
療
機
関
の
管

理
者
が
予
期
せ
ぬ
死
亡
事
例
で
あ
る
と
判
断

し
、
ご
遺
族
に
そ
の
旨
を
説
明
し
た
時
か
ら
ス

タ
ー
ト
し
ま
す
。
こ
の
ス
イ
ッ
チ
は
医
療
機
関

の
管
理
者
に
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
ず
ご
遺
族
に
説
明
を
し
た
後
、
日
本
医

療
安
全
調
査
機
構
の
中
に
あ
る
医
療
事
故
調

査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
に
、
医
療
事
故
の
発
生
報

告
を
し
ま
す
。
同
時
に
院
内
に
於
い
て
院
内
調

査
委
員
会
を
立
ち
上
げ
て
院
内
調
査
を
ス
タ
ー

ト
し
ま
す
。
そ
し
て
事
故
の
病
態
解
明
と
原
因

を
究
明
す
る
作
業
を
行
い
、
報
告
書
を
作
成
し

て
院
内
調
査
結
果
を
ご
遺
族
に
説
明
し
ま
す
。

こ
れ
は
報
告
書
を
携
え
て
説
明
す
る
の
が
基
本

で
す
。

　

ご
遺
族
の
方
に
説
明
を
す
る
と
同
時
に
、
医

療
事
故
調
査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
に
も
医
療
機
関

か
ら
院
内
の
調
査
報
告
書
を
提
出
し
ま
す
。
こ

の
段
階
で
こ
の
医
療
事
故
制
度
は
一
旦
完
結
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
説
明
を
受
け
た
ご
遺
族

の
方
が
、
納
得
が
い
か
な
い
、
も
っ
と
調
べ
て

欲
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
セ
ン
タ
ー
の

方
に
も
っ
と
詳
し
い
再
調
査
依
頼
を
し
、
セ
ン

タ
ー
が
も
う
一
度
調
査
を
行
う
場
合
も
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
ご
遺
族
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
医

療
機
関
で
調
べ
た
け
れ
ど
も
分
か
ら
な
い
の
で
、

医
療
機
関
の
方
か
ら
も
う
少
し
精
度
を
上
げ
た

検
証
を
、
セ
ン
タ
ー
の
方
に
依
頼
を
さ
れ
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

　

院
内
調
査
を
し
て
い
る
時
に
、
医
療
機
関
の

規
模
に
よ
っ
て
は
自
院
だ
け
で
は
し
っ
か
り
と

し
た
調
査
が
で
き
な
い
と
い
う
場
合
に
は
、
そ

の
病
気
に
対
し
て
造
詣
の
深
い
先
生
や
医
療
安

全
に
詳
し
い
方
な
ど
、
そ
の
ケ
ー
ス
に
よ
っ
て

必
要
な
外
部
の
委
員
を
支
援
団
体
か
ら
院
内
調

査
委
員
会
に
派
遣
を
し
、
支
援
を
し
て
院
内
調

査
の
精
度
を
上
げ
る
こ
と
も
行
わ
れ
ま
す
。
こ

れ
が
医
療
事
故
調
査
制
度
の
基
本
で
す
。

◉
医
療
事
故
調
査
制
度
の
現
況

　

医
療
事
故
の
報
告
件
数
は
1
，2
8
4
件
で
、

こ
れ
は
制
度
か
ら
3
年
半
で
、
１
日
あ
た
り
ほ

ぼ
１
件
強
の
割
合
で
セ
ン
タ
ー
に
全
国
か
ら
報

告
が
上
が
っ
て
き
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

予
期
せ
ぬ
死
亡
事
例
か
ど
う
か
、
報
告
す
べ

き
ケ
ー
ス
か
ど
う
か
を
相
談
す
る
相
談
受
付
件

数
が
6
，5
5
5
件
と
、
こ
れ
は
報
告
件
数
の

５
倍
く
ら
い
で
す
か
ら
、
１
日
に
５
件
強
の
相

談
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
院
内
調
査
結
果
の
報

医療事故調査制度の現状と課題/
医療機関における医師の働き方改革

城守 国斗氏
公益社団法人 日本医師会
常任理事
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告
書
が
で
き
上
が
っ
た
の
が
9
4
9
件
に
な
っ

て
い
ま
す
。
納
得
が
で
き
な
い
の
で
セ
ン
タ
ー

に
再
調
査
を
お
願
い
し
た
い
と
い
う
セ
ン
タ
ー

調
査
の
依
頼
の
数
が
こ
れ
ま
で
に
86
件
に
な
っ

て
い
ま
す
。
大
体
月
に
30
件
か
ら
40
件
程
度
の

報
告
が
あ
り
、
そ
の
内
1
件
強
の
再
調
査
依
頼

が
あ
る
と
ご
理
解
く
だ
さ
い
。

　

医
療
事
故
報
告
の
経
年
的
な
推
移
を
見
る
と
、

事
故
発
生
の
報
告
件
数
は
３
年
間
で
増
え
も
減

り
も
し
て
い
ま
せ
ん
。
大
体
１
日
１
件
程
度
の

報
告
で
す
。
こ
の
制
度
は
医
療
機
関
か
ら
し
か

ス
イ
ッ
チ
が
押
せ
な
い
の
で
、
そ
れ
に
対
し
て

患
者
団
体
か
ら
も
ス
イ
ッ
チ
を
押
せ
る
制
度
に

変
え
て
い
く
こ
と
を
現
在
強
く
要
望
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

医
療
機
関
の
病
床
規
模
別
の
報
告
件
数
で
す

が
、
診
療
所
で
は
死
亡
事
故
が
起
こ
る
と
い
う

こ
と
は
極
め
て
稀
で
す
の
で
件
数
と
し
て
は
少
な

い
の
で
す
が
、
や
は
り
ベ
ッ
ド
規
模
が
多
く
な
れ

ば
、
高
度
な
医
療
、
難
し
い
医
療
も
行
わ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
報
告
件
数
が
増
え

る
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

◉
病
床
規
模
別
の
病
理
解
剖
お
よ
び
Ａ
ｉ
実
施

状
況

　

医
療
事
故
調
査
制
度
に
お
い
て
は
、
解
剖
が

非
常
に
重
要
で
す
。
ま
た
解
剖
が
で
き
な
く
て

も
Ａ
ｉ
で
病
態
解
明
に
寄
与
す
る
や
り
方
も
あ

り
ま
す
。
現
在
、
基
本
的
に
医
療
機
関
で
の
解

剖
は
国
内
で
は
１
％
も
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い

う
の
が
現
状
で
す
。
報
告
さ
れ
た
事
例
に
つ
い

て
は
大
体
3
年
間
で
４
割
く
ら
い
解
剖
が
行
わ

れ
て
い
て
、
死
因
究
明
に
は
解
剖
が
非
常
に
重

要
で
す
。
Ａ
ｉ
は
３
割
強
く
ら
い
で
、
評
価
は

分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
こ
の
割

合
が
ど
ん
ど
ん
増
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
と
予
測

さ
れ
ま
す
。 

　

病
床
別
の
病
理
解
剖
の
数
は
、
5
0
0
床
く

ら
い
の
病
院
に
な
る
と
自
院
で
解
剖
さ
れ
る
、

小
さ
い
所
で
は
他
施
設
の
協
力
を
得
て
解
剖
す

る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
こ
は
支
援
団
体
が
支
援

を
し
て
、
解
剖
の
施
設
と
提
携
を
し
て
紹
介
を

し
て
も
ら
う
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。

◉
外
部
委
員
の
参
加
状
況

　

院
内
調
査
は
自
院
だ
け
で
行
う
と
、
ご
遺
族

の
方
か
ら
「
公
平
性
や
中
立
性
が
担
保
さ
れ
な

い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
ご
指
摘
が
ど
う
し

て
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
払
拭
す
る

意
味
で
も
、
ま
た
病
態
解
明
の
精
度
を
上
げ
る

と
い
う
意
味
で
も
、
や
は
り
専
門
性
の
高
い
外

部
委
員
の
参
加
が
必
要
に
な
る
こ
と
が
多
い
わ

け
で
す
。
制
度
上
は
原
則
、
外
部
委
員
の
招
へ

い
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ま

で
の
3
年
間
で
は
、
参
加
割
合
は
87
・
6
％
で

す
。
更
に
複
数
の
参
加
と
い
う
こ
と
で
、
外
部

委
員
は
1
人
よ
り
も
2
人
、
2
人
よ
り
も
3
人

の
方
が
、
調
査
の
精
度
及
び
委
員
会
の
中
立
性

に
好
結
果
を
及
ぼ
す
と
い
う
こ
と
は
皆
さ
ん
も

お
分
か
り
か
と
思
い
ま
す
。

　

院
内
の
調
査
で
基
本
的
に
は
こ
の
制
度
は
完

結
す
る
訳
で
す
が
、
ご
遺
族
の
方
ま
た
は
医
療

機
関
が
、
病
態
解
明
の
た
め
に
セ
ン
タ
ー
に
再

調
査
を
依
頼
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
は
、
す
べ

て
の
報
告
件
数
8
1
7
件
の
内
１
割
が
再
調
査

依
頼
と
い
う
こ
と
で
す
。
依
頼
元
は
ご
遺
族
の

方
が
約
8
割
、
そ
し
て
医
療
機
関
が
約
2
割
と

い
う
内
訳
に
な
っ
て
い
ま
す
。

◉
日
本
医
療
安
全
調
査
機
構
の
組
織
と
仕
組
み

　

日
本
医
療
安
全
調
査
機
構
の
組
織
は
、
基
本

的
に
再
発
防
止
委
員
会
、
総
合
調
査
委
員
会
、

医
療
事
故
調
査
・
支
援
事
業
運
営
委
員
会
の
３

つ
が
委
員
会
と
し
て
あ
り
ま
す
。
再
発
防
止
委

員
会
と
総
合
調
査
委
員
会
は
基
本
的
に
非
公

開
、
運
営
委
員
会
は
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
再

調
査
依
頼
が
ご
遺
族
ま
た
は
医
療
機
関
か
ら
来

る
と
、
ま
ず
は
総
合
調
査
委
員
会
に
そ
の
レ

ポ
ー
ト
が
上
が
っ
て
き
ま
す
。
総
合
調
査
委
員

会
と
い
う
所
で
ど
の
学
会
の
先
生
が
適
切
な
再

調
査
の
委
員
と
し
て
必
要
な
の
か
と
い
う
こ
と

を
決
め
ま
す
。

　

そ
し
て
個
別
調
査
部
会
と
い
う
部
会
を
事
案

ご
と
に
設
置
し
て
、
そ
こ
で
し
っ
か
り
と
再
調

査
を
し
て
い
た
だ
き
、
そ
の
結
果
を
も
う
一
度

総
合
調
査
委
員
会
に
上
げ
て
、
全
員
で
ク
オ
リ

テ
ィ
ー
の
高
い
病
態
解
明
に
な
っ
て
い
る
か
、

個
人
の
責
任
追
及
に
な
る
よ
う
な
記
載
に
な
っ

て
い
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
な
が
ら
、

全
員
で
討
議
を
し
て
、
最
終
的
に
承
認
さ
れ
れ

ば
セ
ン
タ
ー
調
査
報
告
書
と
し
て
、
ご
遺
族
の

方
と
医
療
機
関
に
そ
の
報
告
書
が
渡
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

報
告
の
中
に
は
類
型
化
さ
れ
る
よ
う
な
、
例

え
ば
Ｃ
Ｖ
ポ
ー
ト
に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル
や
胃
ろ
う

の
胃
管
の
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
り
、
同
じ
よ
う
な

ケ
ー
ス
が
何
例
か
上
が
っ
て
き
ま
す
の
で
、
そ

れ
は
類
型
化
さ
せ
て
病
態
解
明
だ
け
で
は
な
く
、

こ
の
制
度
の
最
後
の
目
的
は
再
発
の
防
止
で
す

か
ら
、
再
発
防
止
に
繋
げ
る
た
め
の
提
言
書
が

出
せ
な
い
か
、
再
発
防
止
委
員
会
で
議
論
す
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
制
度
の
目
的
は
実
は
法
律
上
明
記
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
。
病
態
解
明
そ
し
て
再
発
防
止
、

そ
れ
に
よ
っ
て
の
医
療
の
安
全
と
質
の
向
上
を

図
り
医
療
事
故
の
再
発
防
止
を
行
う
こ
と
が
こ

の
制
度
の
目
的
で
す
。
個
人
の
責
任
の
追
及
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ

こ
は
非
常
に
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

◉
院
内
調
査
で
調
査
す
べ
き
事
項
、
方
法

　

医
療
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
必
要
な
院
内

調
査
方
法
は
、
①
診
療
に
関
す
る
記
録
の
確
認

②
そ
の
医
療
事
故
に
係
る
医
療
従
事
者
か
ら
の
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事
情
の
聴
取
③
そ
れ
以
外
の
関
係
者
か
ら
の

事
情
の
聴
取
④
解
剖
⑤
死
亡
時
画
像
診
断（
Ａ

ｉ
）
⑥
使
用
さ
れ
た
医
薬
品
、
医
療
機
器
、
設

備
そ
の
他
の
確
認
⑦
血
液
又
は
尿
そ
の
他
に

つ
い
て
の
検
査
、
の
７
つ
の
調
査
方
法
が
あ
り

ま
す
。
④
の
解
剖
と
、
⑤
の
Ａ
ｉ
を
除
い
た
も

の
は
、
基
本
的
に
は
情
報
と
し
て
収
集
し
、
解

剖
と
Ａ
ｉ
に
関
し
て
は
医
療
機
関
の
判
断
に
委

ね
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
病
態
解
明
が

で
き
て
い
な
い
ケ
ー
ス
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と

を
考
え
る
と
④
の
解
剖
が
非
常
に
重
要
で
、
⑤

の
Ａ
ｉ
は
必
須
に
な
る
と
ご
認
識
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
制
度
は
医
療
側
に
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
が

あ
る
制
度
で
あ
る
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
と
思

い
ま
す
。
死
亡
事
例
が
起
こ
っ
た
時
に
、
ま
ず

は
誠
意
を
持
っ
て
ご
遺
族
の
方
に
お
話
し
を
す

る
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
す
。
そ
こ
で
不
信
感

を
持
た
れ
関
係
性
が
壊
れ
て
し
ま
い
ま
す
と
、

こ
の
事
故
調
査
制
度
に
乗
っ
て
結
果
が
出
た
後

に
、
ご
遺
族
の
方
は
納
得
さ
れ
な
い
と
い
う
こ

と
が
多
い
で
す
。
初
期
対
応
の
良
し
悪
し
が
事

故
調
査
全
体
の
質
を
左
右
し
ま
す
の
で
、
支
援

団
体
の
対
応
も
極
め
て
重
要
で
す
。

　

そ
し
て
こ
の
制
度
に
乗
せ
る
乗
せ
な
い
と
い

う
と
こ
ろ
も
非
常
に
大
き
な
分
岐
点
に
な
り
ま

す
の
で
、
こ
こ
の
判
断
が
難
し
い
と
い
う
時
に

は
、
支
援
団
体
が
し
っ
か
り
と
相
談
に
乗
れ
る
、

ア
ド
バ
イ
ス
で
き
る
と
い
う
体
制
が
必
要
に

な
っ
て
き
ま
す
。
院
内
調
査
に
お
い
て
は
、
関

係
者
か
ら
の
丁
寧
な
聞
き
取
り
と
そ
れ
に
よ
る

正
確
な
病
態
の
解
明
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

医
療
機
関
に
お
け
る
医
師
の

働
き
方
改
革
に
つ
い
て

◉
働
き
方
改
革
関
連
法
に
つ
い
て

　

働
き
方
改
革
関
連
法
は
2
0
1
8
年
の
6
月

29
日
に
成
立
し
た
法
律
で
、「
働
き
過
ぎ
」
を

防
ぎ
な
が
ら
、「
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン

ス
」
と
「
多
様
で
柔
軟
な
働
き
方
」
を
実
現
す

る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
ま
す
。
日
本
人
は
昔

か
ら
働
き
過
ぎ
と
い
わ
れ
、
諸
外
国
と
比
較
し

て
労
働
生
産
性
も
非
常
に
低
い
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
を
踏
ま
え
な
が
ら
個
人
の
健
康
確

保
を
最
大
の
重
点
に
上
げ
て
法
案
が
で
き
あ
が

り
ま
し
た
。
労
働
時
間
に
関
す
る
制
度
の
主
な

見
直
し
と
し
て
、
長
時
間
労
働
の
是
正（
時
間

外
労
働
の
上
限
規
制
の
導
入
）と
労
働
時
間
の

状
況
の
把
握
の
実
効
性
確
保
が
あ
げ
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

医
療
機
関
、
特
に
医
師
は
、
こ
れ
ま
で
労
働

と
い
う
意
識
が
低
か
っ
た
の
で
、
労
働
条
件
や

労
働
基
準
法
や
労
働
安
全
衛
生
法
な
ど
に
関
し

て
、
医
療
機
関
の
管
理
者
も
無
関
心
、
無
頓
着

で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
で
す
か
ら
医
師
の
勤

務
状
態
の
管
理
を
あ
ま
り
し
て
こ
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
こ
の
状
況
を
確
保
し

て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
1
人
1
年

あ
た
り
5
日
間
の
年
次
有
給
休
暇
の
取
得
が
義

務
づ
け
ら
れ
、
月
に
60
時
間
を
超
え
る
残
業
は

割
増
賃
金
率
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
医
療

機
関
と
い
う
の
は
健
康
を
確
保
す
る
た
め
に
、

日
夜
努
力
を
し
て
い
る
業
種
に
も
関
わ
ら
ず
、

そ
の
医
療
機
関
内
に
於
い
て
健
康
確
保
が
極
め

て
杜
撰
に
行
わ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
、
産

業
医
が
中
心
と
な
っ
て
し
っ
か
り
と
し
た
産
業

保
健
機
能
の
強
化
、
健
康
確
保
対
策
を
強
化
し

よ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
し
て
新
た
な
制
度
と
し
て
勤
務
間
イ
ン

タ
ー
バ
ル
制
度
の
導
入
が
加
わ
り
ま
し
た
。
こ

れ
は
1
日
の
勤
務
終
了
後
、
翌
日
の
出
社
ま
で

の
間
に
、
一
定
時
間
以
上
の
休
息
時
間
を
確
保

す
る
仕
組
み
で
、
諸
外
国
で
は
既
に
導
入
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
も
多
く
、
特
に
医
療
機
関
に
お

い
て
は
こ
れ
を
導
入
促
進
す
る
こ
と
が
大
き
な

要
因
と
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
も
年
次
有
給
休
暇
は
、
労
働
者
自

ら
が
申
請
す
れ
ば
取
得
で
き
る
と
い
う
こ
と

だ
っ
た
の
で
す
が
、
事
実
上
は
有
給
休
暇
の
申

し
出
が
し
に
く
い
と
い
う
状
況
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
を
使
用
者
が
労
働
者
の
希
望
を
聴
き
、
そ

の
希
望
を
踏
ま
え
て
時
期
を
確
定
し
て
年
5
日

間
の
年
次
有
給
休
暇
の
付
与
が
義
務
付
け
ら
れ

ま
し
た
。

◉
厚
労
省
「
医
師
の
働
き
方
改
革
に
関
す
る
検

討
会
」

　

こ
の
検
討
会
は
、
医
療
側
と
労
働
側
と
そ
し

て
学
識
経
験
者
と
い
う
形
で
構
成
さ
れ
て
い
た

訳
で
す
が
、
医
療
側
の
考
え
方
と
、
労
働
側
の

考
え
方
が
合
わ
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

我
々
は
医
師
の
健
康
を
確
保
し
な
が
ら
医
師
の

勤
務
時
間
の
短
縮
を
目
指
し
、
地
域
医
療
の
崩

壊
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
短
縮
計
画
を
立
て
て

両
方
を
上
手
く
擦
り
合
わ
せ
て
い
こ
う
と
い
う

考
え
方
で
す
が
、
労
働
側
は
医
師
も
労
働
者
な

の
だ
か
ら
労
働
基
準
法
が
あ
っ
て
過
労
死
ラ
イ

ン
も
分
か
っ
て
い
て
、
時
間
外
労
働
の
規
制
も

決
ま
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
そ
こ
に
現
状
を
早
く

押
し
込
め
な
さ
い
と
い
う
考
え
で
す
の
で
、
非

常
に
難
し
い
議
論
に
な
り
ま
し
た
。

◉「
い
の
ち
を
ま
も
り
、
医
療
を
ま
も
る
」
国
民

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
宣
言
！

　

方
策
と
し
て
は
、
医
療
の
現
場
が
危
機
で
あ

る
現
状
を
国
民
に
広
く
共
有
し
、
夜
中
の
方
が

空
い
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
、
コ
ン
ビ
ニ
受
診

的
な
こ
と
は
や
め
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
と
共

に
、
昔
は
大
家
族
で
年
長
者
の
知
恵
も
借
り
ら

れ
た
と
思
い
ま
す
が
、
今
は
核
家
族
化
し
て
正

し
い
情
報
を
得
る
手
段
が
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
の
で
、
厚
生
労
働
省
が
中
心
と
な
っ
て
、
緊

急
時
の
相
談
電
話
や
医
療
情
報
を
見
や
す
く
ま

と
め
た
サ
イ
ト
を
導
入
・
周
知
・
活
用
し
て
信
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頼
で
き
る
医
療
情
報
を
提
供
し
た
り
、
小
児
救

急
医
療
電
話
相
談
♯
8
0
0
0
や
、
救
急
相
談

セ
ン
タ
ー
♯
7
1
1
9
な
ど
、
患
者
や
家
族
の

不
安
を
解
消
す
る
取
り
組
み
を
し
っ
か
り
整
備

し
た
り
、
チ
ー
ム
医
療
を
徹
底
し
、
患
者
家
族

の
相
談
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い

ま
す
。「
上
手
な
医
療
の
か
か
り
方
を
広
め
る

た
め
の
懇
談
会
」
で
は
、
上
記
の
方
策
を
、
国

が
速
や
か
に
具
体
的
方
策
と
し
て
実
行
し
、
全

て
の
関
係
者
の
取
り
組
み
が
前
進
す
る
よ
う
、

来
年
度
以
降
も
継
続
的
に
コ
ミ
ッ
ト
し
、
進
捗

を
チ
ェ
ッ
ク
し
続
け
ま
す
。

◉
医
師
の
時
間
外
労
働
規
制
に
つ
い
て

　

日
本
医
師
会
の
横
倉
会
長
が
定
例
記
者
会
見

で
、「
過
酷
な
勤
務
に
苦
し
む
医
師
が
希
望
を

持
て
る
制
度
を
目
指
す
」
と
明
言
し
、「
医
師

の
健
康
へ
の
配
慮
」
と
「
地
域
医
療
の
継
続
性
」

の
両
立
が
重
要
と
話
し
ま
し
た
。
2
0
2
4
年

度
か
ら
の
新
制
度
で
は
、
時
間
外
上
限
時
間
は

年
間
9
6
0
時
間
と
し
、
た
だ
し
地
域
医
療
を

守
る
た
め
各
都
道
府
県
が
認
め
た
医
療
機
関
の

医
師
に
つ
い
て
は
、
年
間
1
8
6
0
時
間
を
時

間
外
労
働
の
暫
定
特
例
水
準
と
し
て
認
め
る
こ

と
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
我
々
は
そ
の
時

間
ま
で
の
労
働
を
強
制
す
る
も
の
で
は
な
い
と

常
々
お
話
し
し
て
お
り
ま
す
し
、
こ
の
こ
と
は

検
討
会
の
委
員
も
全
て
共
有
し
て
い
る
こ
と
な

の
で
す
が
、
何
故
か
新
聞
は
こ
こ
ま
で
働
か
せ

る
と
い
う
書
き
方
を
し
ま
す
の
で
、
勤
務
医
の

先
生
方
か
ら
非
常
に
大
き
な
反
発
が
出
ま
し
た
。

そ
れ
を
そ
の
都
度
ご
説
明
に
回
っ
て
い
る
と
い

う
現
状
で
す
。
い
わ
ゆ
る
三
六
協
定
を
結
ん
で

働
く
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
上
限
を
超
え
る
と

罰
則
規
定
が
発
生
し
ま
す
の
で
、
あ
ま
り
厳
し

い
上
限
規
制
に
し
て
お
き
ま
す
と
各
医
療
機
関

が
罰
則
を
恐
れ
て
医
療
が
縮
小
す
る
と
い
う
こ

と
が
予
測
さ
れ
ま
す
。
医
療
機
能
と
し
て
地
域

医
療
構
想
の
策
定
の
中
で
ど
う
い
う
機
能
を
役

割
と
し
て
担
う
か
と
い
う
こ
と
を
、
ま
ず
自
院

と
し
て
決
め
て
い
た
だ
く
こ
と
が
重
要
に
な
り

ま
す
。
ド
ク
タ
ー
の
勤
怠
管
理
を
タ
イ
ム
レ

コ
ー
ダ
ー
な
ど
も
含
め
て
、
き
ち
ん
と
し
た
勤

務
実
態
を
把
握
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
重
要
で

す
。
こ
れ
か
ら
国
が
示
す
時
間
外
労
働
に
関
し

て
の
規
制
の
指
針
と
い
う
も
の
が
出
ま
す
か
ら
、

そ
の
指
針
に
基
づ
い
て
短
縮
の
計
画
を
立
て
、

そ
し
て
本
当
に
勤
務
時
間
を
短
縮
し
て
い
け
る

の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
、
年
次
確
認
し
て

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

基
本
的
に
こ
れ
ま
で
医
療
機
関
は
、
健
診
や

衛
生
委
員
会
の
設
置
に
関
し
て
、
他
業
種
に
比

べ
て
意
識
が
低
く
、
か
な
り
批
判
が
多
く
あ
り

ま
し
た
。
そ
れ
が
健
康
確
保
の
必
要
性
の
1
つ

の
理
由
付
け
に
な
っ
て
い
ま
す
。

◉
医
師
が
元
気
に
働
く
た
め
に

　

勤
務
医
の
健
康
を
守
る
た
め
に
、
医
師
自
身

が
自
ら
の
睡
眠
や
休
息
を
取
る
意
識
が
大
事
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
検
討
会
で
も
6
時
間
の

睡
眠
の
確
保
を
推
奨
し
て
い
ま
す
。
他
に
も
休

日
の
確
保
、
ス
ト
レ
ス
の
発
散
な
ど
、
日
本
医

師
会
で
は
2
0
0
9
年
2
月
に
作
成
し
た
元
気

に
働
く
た
め
の
7
か
条
を
提
言
し
て
い
ま
す
。

　

連
続
勤
務
時
間
制
限
と
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ

ル
で
の
休
日
の
確
保
、
も
ち
ろ
ん
法
定
休
日
は

当
然
で
す
が
、
そ
れ
に
加
え
て
タ
ス
ク
シ
フ
ト

と
シ
ェ
ア
で
そ
れ
ぞ
れ
の
是
正
を
行
う
と
い
う

こ
と
で
す
。
特
に
若
い
勤
務
医
の
ド
ク
タ
ー
は

か
な
り
意
識
が
変
わ
っ
て
お
り
ま
す
。
医
師
の

確
保
も
非
常
に
重
要
で
す
が
、
な
に
よ
り
重
要

な
の
は
管
理
監
督
者
で
あ
る
先
生
の
意
識
改
革

で
す
。
医
師
の
健
康
を
守
り
地
域
医
療
を
守
る

と
い
う
こ
と
を
し
っ
か
り
と
認
識
を
し
て
、
働
き

方
改
革
に
取
り
組
ん
で
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
今
取
り
組
む
べ
き
は
勤
怠
管
理
、
ま

た
産
業
保
健
機
能
を
強
化
す
る
た
め
に
衛
生
委

員
会
を
強
化
し
て
い
く
と
い
う
意
識
を
し
っ
か

り
持
っ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
健

診
に
し
っ
か
り
と
取
り
組
む
こ
と
、
ま
た
三
六

協
定
が
し
っ
か
り
と
提
携
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

ま
た
女
性
医
師
の
支
援
体
制
も
重
要
に
な
っ
て

き
ま
す
。
今
で
き
る
こ
と
を
ど
ん
ど
ん
や
っ
て

い
き
な
が
ら
、
自
院
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
時
間

短
縮
が
で
き
る
の
か
、
そ
れ
が
医
療
機
関
の
経

営
に
ど
う
響
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
し
っ
か
り

と
認
識
し
な
が
ら
、
自
院
の
設
定
を
掲
げ
て
、

取
り
組
み
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
る
と
思

い
ま
す
。

　

医
師
の
働
き
方
改
革
の
基
本
理
念
と
し
て
、

守
る
べ
き
は
医
師
の
健
康
へ
の
配
慮
、
そ
し
て

地
域
医
療
の
継
続
性
の
確
保
と
い
う
こ
と
で
、

両
者
の
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
て
い
る
か
常
に
振

り
返
る
姿
勢
を
大
切
に
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

1983年　新潟大学医学部卒業
1983年～84年　京都府立医科大学

整形外科学教室
1984年～87年　公立湖北総合病院
1988年～1991年　京都第一赤十字病院
1999年～2002年　社会福祉法人京都社会

事業団西陣病院 副院長
兼部長

2005年～現在　医療法人三幸会 理事長
2008年～17年　京都府医師会理事
2012年～18年　日本医師会「広報委員会」

委員
2014年～16年　日本医師会「財務委員会」

委員
2014年～18年　日本医師会代議員
2017年～現在　京都府医師会副会長
2018年～現在　日本医師会常任理事

2
0
1
9
年
４
月
６
日（
土
）京
都
き
づ
川
病

院
春
の
文
化
講
演
会
の
内
容
か
ら
抜
粋
し
て

掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。



専門性を生かして
チーム医療、地域医療に貢献

医療技術部 薬剤部門（京都きづ川病院内） 
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薬
剤
の
専
門
家
で
あ
る
薬
剤
師
は
︑
調
剤
は
も
ち
ろ

ん
近
年
は
病
棟
業
務
に
も
関
わ
り
活
躍
す
る
場
を
広
げ

て
い
ま
す
︒
当
院
で
は
︑
個
々
の
薬
剤
師
の
さ
ら
な
る

ス
キ
ル
ア
ッ
プ
に
も
力
を
入
れ
︑
積
極
的
に
地
域
の
皆

様
の
健
康
維
持
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
︒

正
し
く
安
全
な
薬
を
届
け
る

　

薬
剤
部
門
に
は
、
現
在
非
常
勤
１
名
を
含
む
17
名

の
薬
剤
師
が
勤
務
し
て
お
り
、
交
代
で
調
剤
や
病
棟

で
の
業
務
を
は
じ
め
さ
ま
ざ
ま
な
仕
事
を
担
当
し
て

い
ま
す
。
薬
剤
師
の
仕
事
と
い
え
ば
思
い
浮
か
ぶ
方

が
多
い
の
が
調
剤
業
務
。
入
院
患
者
様
向
け
を
主
と

し
た
内
服
薬
の
調
剤
の
ほ
か
、
点
滴
や
注
射
薬
の
調

剤
が
あ
り
ま
す
。
内
服
薬
が
交
付
さ
れ
る
ま
で
に
は
、

処
方
箋
の
監
査
、
調
剤
、
調
剤
監
査
と
い
っ
た
業
務

を
経
て
い
ま
す
。
注
射
薬
も
同
様
で
す
が
、
正
し
い

処
方
で
安
全
に
患
者
様
へ
届
け
ら
れ
る
よ
う
チ
ェ
ッ

ク
す
る
の
も
薬
剤
師
の
仕
事
で
す
。

患
者
様
の
近
く
で
医
療
に
参
加

　

当
院
で
は
、
病
棟
業
務
が
診
療
報
酬
で
算
定
さ
れ

る
2
0
1
1
年
以
前
か
ら
、
病
棟
に
薬
剤
師
を
配
置

し
、
薬
剤
師
が
積
極
的
に
参
加
す
る
チ
ー
ム
医
療
に

取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

　

薬
剤
師
は
３
名
が
１
チ
ー
ム
に
な
っ
て
各
病
棟
を

担
当
。
病
棟
業
務
と
薬
剤
管
理
指
導
を
行
っ
て
い
ま

す
。
薬
剤
管
理
指
導
で
は
、
薬
剤
師
が
患
者
様
の
ベ
ッ

ド
サ
イ
ド
へ
う
か
が
い
、
投
薬
内
容
の
説
明
、
服
薬

状
況
の
確
認
、
副
作
用
の
発
現
が
な
い
か
な
ど
の
情

報
収
集
を
行
い
ま
す
。
患
者
様
か
ら
の
お
薬
に
関
す

る
疑
問
に
お
答
え
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

情
報
は
、
医
師
・
看
護
師
や
他
の
ス
タ
ッ
フ
と
も

共
有
し
、
ス
ム
ー
ズ
な
医
療
連
携
に
役
立
て
て
い
ま
す
。

専
門
分
野
を
持
っ
て
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ

　

当
院
の
薬
剤
師
の
多
く
は
、
が
ん
薬
物
療
法
認
定

薬
剤
師
、
抗
菌
化
学
療
法
認
定
薬
剤
師
、
糖
尿
病
療

養
指
導
士
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
専
門
分
野
の
資
格
を

持
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
日
頃
の
業
務
の
成
果
や
症
例

を
も
と
に
、
各
種
学
会
で
発
表
す
る
な
ど
、
院
外
で

の
活
動
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

森
本
和
雄
薬
局
長
は
、
昨
年
災
害
医
療
チ
ー
ム

A
M
A
T
の
一
員
と
し
て
災
害
医
療
活
動
に
参
加
し

ま
し
た
。
そ
れ
に
続
く
形
で
、
薬
剤
部
門
の
ス
タ
ッ

フ
の
一
人
が
A
M
A
T
の
資
格
を
取
得
し
ま
し
た
。

「
若
い
ス
タ
ッ
フ
で
も
専
門
性
を
持
つ
こ
と
で
頼
ら
れ

る
場
面
が
あ
り
、
自
信
が
つ
き
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
に
つ

な
が
り
ま
す
。
さ
ら
に
院
外
で
活
躍
の
場
が
あ
る
と

お
互
い
に
い
い
刺
激
に
も
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

今
後
も
機
会
が
あ
れ
ば
ス
タ
ッ
フ
に
認
定
取
得
を
勧

め
て
い
き
た
い
」
と
話
し
て
い
ま
す
。

無菌状態をつくるクリーンベンチ内での注射薬の調製

内服調剤

森本和雄薬局長
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上手に汗をかいて、夏を乗り切ろう
　蒸し暑い季節。ベタベタな汗にうんざりという方も、逆に若いころより汗をかかなくなったという
方もいらっしゃるでしょう。熱中症や夏バテにも関係する汗のかき方。少し見直して、夏を元気に過
ごしましょう。

体温調節のために汗をかく

　汗は、主に皮膚に無数にある汗腺から分泌され、
体温調節の役割を果たしています。気温の上昇や運
動などによって体内に熱が生じると、汗腺から汗を
出して皮膚から蒸発させることで体温を調節します。
その量には個人差がありますが、年齢や環境によっ
ても変化します。
　加齢や運動不足などでこの発汗機能と体温調節機
能が低下すると、汗のかき方に影響を及ぼします。
たとえば中高年になると、ふだんはあまり汗をかか
ないのに、急ぎ足で歩いたり運動したりすると、一
気に大量の汗をかくこともあります。また高齢者の
場合は、気温や体温が上昇しても汗をかけなくなり、
体内に熱がこもって、室内に居ても熱中症を起こし
てしまうこともあります。
　また冷房などで温度調整された環境で暮らす現代
では、汗腺が減少し、汗をかきにくい人が増えてい
るとも言われています。

サラサラな「良い汗」、ベタベタな「悪い汗」

　発汗機能が正常であれば、小粒でサラサラな汗が
出ます。蒸発しやすい、いわゆる「良い汗」がかけ
ます。においもありません。しかし機能が衰えると、
大粒でベタベタとした、蒸発しにくい「悪い汗」に
なってしまいます。血液中に含まれる水分だけでな
く、ナトリウム（塩分）などのミネラルを一緒に排出
してしまうのです。汗が乾きにくく、体を冷やすこ
とができないので、体温調節の効率が悪くなってし

まいます。いつまでも不快でにおいの原因にも。汗
をうまくかけないと代謝が抑制されてしまい、夏バ
テや秋バテ、冷えなど不調の原因にもなります。

上手に汗をかくために

　汗を上手にかくためには、汗腺の働きを改善して
発汗機能を高めることが大切です。

⃝シャワーではなく、ぬるめのお湯に浸かって体を
温めましょう。入浴後は体をしっかりふいて、風通
しの良い場所でゆったりとリラックスを。入浴前
後には水分を十分とるようにしましょう。

⃝朝や夕方～夜間など暑さが厳しくない時間帯に、
ウォーキングや室内でのストレッチなど、軽い運動
を。必ずスポーツドリンクなどミネラルを含む水分
補給を心がけ、熱中症などにくれぐれもご注意を。

⃝ショウガや葛、大豆食品など体を温めるものを積
極的に摂りましょう。

⃝流れ出る汗はこまめにふきとりましょう。



病院内の行事や予定などのお知らせです。
また、病院のホームページでは、最新の情報を掲載してますので、
ぜひご覧ください。き づ 川 病 院

News
http://kyoto-keishinkai.or.jp

ウェブ検索ウェブ検索啓信会

関 連 施 設

啓信会グループ
理事長　中野 博美

医療法人
啓 信 会　きづ川クリニック

＜城陽市平川西六反44＞

院長　青谷 裕文
ＴＥＬ.0774-54-1113
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医療法人啓信会
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医療法人啓信会
介護老人保健施設　ひ し の 里

＜久世郡久御山町佐古内屋敷81-1＞

施設長　植村 師子
ＴＥＬ.0774-43-2626
ＦＡＸ.0774-43-2627

京都きづ川病院
院長　中川 雅生
TEL.0774-54-1111 FAX.0774-54-1118

〒610-0101　城陽市平川西六反 26-1   TEL 0774-54-1111  FAX 0774-54-1119
URL http://kyoto-keishinkai.or.jp/kizugawa

医療法人　啓信会　京都きづ川病院

●京都四条診療所　●四条健康管理センター

　在宅サービス

　訪問看護ステーション きづ川はろー

　ヘルパーステーション 萌木の村 21

　ヘルパーステーション リエゾン大津　

　ヘルパーステーション リエゾン大久保

　ヘルパーステーション リエゾン四条

　ヘルパーステーション リエゾン健康村

　ヘルパーステーション リエゾン羽束師

　デイサービスセンター リエゾン健康村

　デイサービスセンター リエゾン久御山ひしの里

　デイサービスセンター リエゾン羽束師

　デイサービスセンター リエゾン宇治おおくぼ

　認知症対応型デイサービスセンター リエゾン萌木の村

　認知症対応型デイサービスセンター リエゾン久御山ひしの里

　介護予防デイサービスセンター リエゾン萌木の村

　居宅介護支援事業所  リエゾン大津

　居宅介護支援センター 萌木の村

　居宅介護支援センター リエゾン四条

　ケアプランセンター  リエゾン健康村

　ケアプランセンター  リエゾン久御山ひしの里

　ケアプランセンター  リエゾン羽束師

　ケアプランセンター  リエゾン宇治おおくぼ

　城陽市在宅介護支援センター 萌木の村　

　地域密着型サービス

　小規模多機能ホーム　リエゾン萌木の村

　小規模多機能ホーム　リエゾン健康村　　　

　小規模多機能ホーム　リエゾン久御山ひしの里

　小規模多機能ホーム　リエゾン羽束師　

　小規模多機能ホーム　リエゾン宇治おおくぼ　

　グ ル ー プ ホ ー ム　リエゾン萌木の村　

　グ ル ー プ ホ ー ム　リエゾンくみやま

　グ ル ー プ ホ ー ム　リエゾン健康村

　グ ル ー プ ホ ー ム　リエゾン羽束師

　グ ル ー プ ホ ー ム　リエゾン宇治おおくぼ
　サービス付き高齢者向け住宅

　サービス付き高齢者向け住宅　えがお
　教育部門

　ケアスクールリエゾン 大久保校

　ケアスクールリエゾン 大津校
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葛
切
り

御
手
洗
祭

（
2
0
1
9
年
7
月
19
日
〜
28
日
）

祇
王
寺

広
沢
池
灯
籠
流
し  

（
8
月
16
日
）

　
夏
の
涼
や
か
な
水
菓
子
と
し
て
人
気
。

葛
粉
を
水
溶
き
し
て
煮
詰
め
、板
状
に
固

め
た
も
の
を
細
長
く
切
っ
て
冷
や
し
、黒

み
つ
や
白
み
つ
、き
な
こ
な
ど
を
か
け
て

い
た
だ
く
。昭
和
初
期
に
京
都
の
和
菓
子

屋
で
誕
生
し
た
と
さ
れ
る
。も
ち
っ
と
し

た
コ
シ
の
強
さ
だ
が
つ
る
ん
と
し
た
喉
ご

し
で
、上
品
な
甘
さ
の
み
つ
と
よ
く
合
う
。

　
下
鴨
神
社
の
末
社
の
一
つ
、
御
手
洗
社
の
祭
礼
で
、
毎
年

7
月
の
土
用
の
丑
の
日
前
後
に
行
わ
れ
る
。「
足
つ
け
神
事
」

と
も
呼
ば
れ
、
境
内
の
御
手
洗
池
で
ろ
う
そ
く
を
手
に
膝

ま
で
足
を
浸
し
て
進
み
、
灯
明
を
供
え
て
ご
神
水
を
い
た

だ
く
。
古
代
の
み
そ
ぎ
の
風
習
に
由
来
し
、
罪
、
け
が
れ
を

は
ら
い
、
安
産
に
も
ご
利
益
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

　
奥
嵯
峨
野
に
た
た
ず
む
草
庵
。平
家
物
語
に
登
場

し
、悲
恋
の
尼
寺
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。紅
葉
の
名
所

で
も
あ
る
が
、夏
に
は
苔
の
庭
と
竹
林
、楓
が
織
り
な

す
清
々
し
い
緑
に
包
ま
れ
る
。草
庵
の
控
え
の
間
に
あ

る
吉
野
窓
は
、時
間
帯
に
よ
り
影
が
虹
の
よ
う
に
見
え

る
た
め「
虹
の
窓
」と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

　〝
と
う
が
ら
し
の
王
様
〞と
も
称
さ
れ
る
万
願

寺
と
う
が
ら
し
。そ
の
発
祥
地
の
舞
鶴
市
を
は
じ

め
綾
部
市
、福
知
山
市
で
生
産
さ
れ
る
も
の
を

「
万
願
寺
甘
と
う
」と
呼
び
、京
の
ブ
ラ
ン
ド
産

品
に
認
証
さ
れ
て
い
る
。大
き
く
肉
厚
で
柔
ら
か

く
、ほ
の
か
な
甘
み
が
あ
り
辛
み
は
な
い
。食
物

繊
維
、ビ
タ
ミ
ン
C
が
豊
富
。焼
く
、煮
る
、揚
げ

る
な
ど
多
彩
に
楽
し
め
る
。

万
願
寺
甘
と
う

　
五
山
の
送
り
火
の
一
つ
、

嵯
峨
曼
荼
羅
山
に
灯
る
鳥
居

形
と
と
も
に
、広
沢
池
で
は

灯
籠
流
し
が
行
わ
れ
る
。遍

照
寺
が
執
り
行
っ
て
お
り
、

当
日
の
受
付
は
児
神
社
。仏

の
智
恵
を
表
す
と
い
う
赤
、

白
、黄
、青
、緑
の
五
色
の
灯

籠
が
漆
黒
の
闇
の
中
に
浮
か

び
、荘
厳
で
幽
玄
な
世
界
に
。

ち
ご
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