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「
二
重
行
政
」解
消
の
弊
害

市
立
特
別
支
援
学
校
と
住
吉
市
民
病
院
の
事
例
報
告
か
ら

特 集

柏
原
　
誠

大
阪
経
済
大
学

二
重
行
政
は
解
消
す
べ
き
も
の
な
の
か
？

　

前
回
の
住
民
投
票
時
に
も
、
そ
し
て
今
回
の

設
置
協
定
書
の
総
論
部
分
で
も
、
マ
ジ
ッ
ク
ワ

ー
ド
と
し
て
、﹁
二
重
行
政
の
解
消
﹂
が
掲
げ

ら
れ
、
府
と
市
で
行
政
が
重
複
し
て
い
る
、
す

な
わ
ち
ム
ダ
で
あ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
副
首
都
推
進
局
は
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で

﹁
二
重
行
政
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
広
域

機
能
を
有
す
る
両
者
が
、
狭
い
府
域
の
中
で
、

大
阪
ト
ー
タ
ル
の
視
点
が
十
分
で
な
い
ま
ま
、

役
割
分
担
を
明
確
に
す
る
こ
と
な
く
、
府
市
そ

れ
ぞ
れ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
方
に
基
づ
く
サ

ー
ビ
ス
提
供
が
行
わ
れ
、
大
阪
都
市
圏
全
体
と

し
て
最
適
に
な
っ
て
い
な
い
状
態
﹂
と
説
明
し

て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、﹁
大
学
、
港
湾
、

信
用
保
証
協
会
、
特
別
支
援
学
校
、
府
立
公
衆

衛
生
研
究
所
・
市
立
環
境
科
学
研
究
所
、
府
立

産
業
技
術
総
合
研
究
所
・
市
立
工
業
研
究
所
、

高
校
な
ど
﹂
が
こ
れ
に
あ
た
る
と
さ
れ
、
う
ち
、

信
用
保
証
協
会
の
合
併
、
特
別
支
援
学
校
の
府

移
管
等
が
強
行
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

日
本
の
地
方
自
治
制
度
で
は
、
事
務
権
限
に

つ
い
て
﹁
概
括
授
権
方
式
﹂
を
採
用
し
て
い
ま

す
か
ら
、
個
別
法
で
都
道
府
県
や
市
町
村
に
義

務
付
け
て
い
る
事
務
は
あ
り
ま
す
が
、
一
般
的

に
市
民
の
ニ
ー
ズ
や
政
策
の
必
要
性
に
応
じ

て
、
任
意
に
施
策
を
行
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、

市
民
の
固
有
の
ニ
ー
ズ
が
あ
り
、
行
政
の
内
容

の
違
い
が
あ
り
、
役
割
分
担
が
あ
る
は
ず
で
、

そ
の
場
合
は
ム
ダ
で
は
な
く
豊
か
さ
と
い
う
べ

き
で
す
。
同
種
の
事
務
を
や
っ
て
い
る
と
い
う

だ
け
で
ム
ダ
と
決
め
つ
け
る
全
体
最
適
論
の
ほ

う
が
問
題
で
す
。
ま
た
市
町
村
優
先
の
原
則
か

ら
い
う
と
、
市
町
村
の
施
策
が
優
先
さ
れ
る
べ

き
で
あ
り
、
府
県
の
施
策
は
そ
の
補
完
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
再
確
認
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

な
お
、
維
新
の
ビ
ラ
で
二
重
行
政
の
例
と
し
て

り
ん
く
う
ゲ
ー
ト
ビ
ル
と
Ｗ
Ｔ
Ｃ
ビ
ル
の
例
が

紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
あ
れ
は
、
単
体
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
そ
れ
ぞ
れ
が
ム
ダ
だ
っ
た
の
で
あ

っ
て
、
継
続
的
に
政
策
が
実
施
さ
れ
る
﹁
二
重

行
政
﹂
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
10
年
、
震
災
、
風
水
害
、
そ

し
て
今
回
の
コ
ロ
ナ
禍
、
想
定
外
の
事
態
の
中

で
、
行
政
の
対
応
が
後
手
後
手
に
回
り
被
害
が

拡
大
す
る
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ

は
、
行
政
の
重
複
を
解
消
す
べ
き
ム
ダ
と
し
か

見
ず
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
冗
長
性
を
無
視
し
て

き
た
結
果
と
言
え
ま
す
。
元
来
Ｉ
Ｔ
用
語
で
あ

る
﹁
冗
長
性
﹂
と
は
、︵
平
時
に
︶
必
要
以
上

に
備
え
て
お
く
こ
と
で
、
シ
ス
テ
ム
に
障
害
を

生
じ
た
と
き
に
も
、
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
が
あ
る
こ

と
で
、
シ
ス
テ
ム
の
復
帰
や
維
持
が
図
ら
れ
る

と
い
う
積
極
的
な
意
味
に
使
わ
れ
ま
す
。
施
策

が
、
多
元
的
に
存
在
す
る
こ
と
は
、
非
常
時
の

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
と
し
て
む
し
ろ
有
効
な
の
で
す
。

　

以
下
、
前
回
の
住
民
投
票
後
、
協
定
書
が
一

旦
否
決
さ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
強
引
に
統
合

・
移
管
さ
れ
た
、
大
阪
市
立
特
別
支
援
学
校
と

同
住
吉
市
民
病
院
の
事
例
を
レ
ポ
ー
ト
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。
い
ず
れ
も
、
現
場
が
担
っ
て
き

た
公
共
的
な
役
割
や
利
用
者
の
事
情
を
顧
み
な

い
、﹁
全
体
最
適
論
﹂
か
ら
の
失
敗
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
も
の
で
す
。
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特集●いま、大阪府市に問われるもの

■
は
じ
め
に

　

２
０
１
６
年
４
月
、﹁
都
構
想
﹂
の
先
取
り

と
し
て
大
阪
市
立
特
別
支
援
学
校
の
府
移
管
が

障
害
者
・
家
族
・
関
係
者
等
の
反
対
を
押
し
き

っ
て
強
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

大
阪
府
と
大
阪
市
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で

特
別
支
援
学
校
の
設
置
に
つ
い
て
明
確
な
役
割

分
担
が
な
さ
れ
、
二
重
行
政
は
存
在
し
て
い
ま

せ
ん
。
歴
史
的
に
も
大
阪
市
立
の
障
害
児
学
校

は
全
国
で
先
進
的
な
役
割
を
果
た
し
て
き
ま
し

た
。
大
阪
市
立
盲
学
校
は
京
都
盲
学
校
に
次
ぎ

日
本
で
二
番
目
に
整
備
さ
れ
ま
し
た
。
大
阪
市

立
聾
学
校
は
、
全
国
に
先
駆
け
て
手
話
教
育
を

展
開
し
て
き
ま
し
た
。
思
斉
特
別
支
援
学
校
も

日
本
で
最
も
古
い
知
的
障
害
の
養
護
学
校
と
し

て
整
備
さ
れ
ま
し
た
。
地
域
の
小
中
学
校
と
の

連
携
も
、
同
じ
大
阪
市
立
で
あ
る
こ
と
に
よ
り

ス
ム
ー
ズ
に
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
大
阪
市
立
特
別
支
援
学
校
の
府
移

管
は
、
２
０
１
４
年
１
月
、﹁
支
援
学
校
の
法

律
上
の
設
置
義
務
は
都
道
府
県
に
あ
る
﹂﹁
支

援
学
校
の
運
営
に
つ
い
て
は
広
域
自
治
体
で

﹁
教
育
条
件
は
後
退
さ
せ
な
い
﹂
と
繰
り
返
し

て
き
た
府
教
委
・
大
阪
市
教
委
の
説
明
に
は
何

の
根
拠
も
無
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、

府
移
管
に
伴
う
大
幅
な
教
育
条
件
の
後
退
内
容

が
よ
り
鮮
明
に
な
り
ま
し
た
。

■
府
移
管
強
行
後
の
教
育
条
件
の
低
下

　

大
阪
市
立
特
別
支
援
学
校
の
府
移
管
の
際
、

大
阪
市
会
で
は
す
べ
て
の
会
派
が
﹁
教
育
サ
ー

ビ
ス
の
後
退
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
﹂
と
い
う

立
場
を
取
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
２
０
１
６
年

４
月
の
府
移
管
後
の
旧
大
阪
市
立
特
別
支
援
学

校
の
現
場
で
は
、
維
持
運
営
費
減
だ
け
で
な

く
、
維
持
運
営
費
に
含
ま
れ
て
い
な
い
様
々
な

教
育
条
件
が
後
退
︵
以
下
に
示
し
た
項
目
は
一

部
で
、
他
に
も
多
く
の
問
題
が
起
こ
っ
て
い
ま

す
︶
し
ま
し
た
。

◯
予
算
の
大
幅
減

　
﹁
学
校
維
持
運
営
費
は
現
行
水
準
を
維
持
﹂

と
し
た
説
明
に
反
し
て
、
３
割
減
の
予
算
を
さ

ら
に
半
減
し
ま
し
た
。

　
﹁
教
材
費
﹂
に
つ
い
て
は
、
大
阪
市
で
は
公

費
化
さ
れ
て
い
た
、
画
用
紙
・
粘
土
・
芸
術
鑑

賞
の
行
事
な
ど
の
費
用
に
つ
い
て
は
、﹁
府
立

学
校
で
は
、
直
接
的
利
益
が
児
童
・
生
徒
個
人

に
還
元
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て

保
護
者
負
担
で
あ
る
﹂
と
し
て
、
移
管
後
２
年

間
は
激
変
緩
和
を
行
っ
た
が
、
そ
の
後
は
大
阪

府
の
ル
ー
ル
に
合
わ
せ
る
こ
と
で
減
額
と
な
り

あ
る
府
に
一
元
化
す
る
﹂
と
し
て
、
当
時
の

松
井
知
事
と
橋
下
市
長
が
合
意
し
た
と
し
て
、

府
市
統
合
本
部
が
学
校
関
係
者
に
何
の
説
明

も
無
く
発
表
し
た
も
の
で
す
。

■
府
移
管
に
反
対
す
る
と
り
く
み

　

府
移
管
が
行
わ
れ
れ
ば
、
府
立
支
援
学
校

と
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
行

っ
て
い
た
大
阪
市
の
独
自
事
業
の
多
く
は
見
直

し
の
対
象
と
し
て
切
り
捨
て
ら
れ
、
教
育
条
件

の
低
下
が
危
惧
さ
れ
ま
し
た
。

　

９
月
19
日
の
大
阪
市
会
本
会
議
で
の
決
定
を

受
け
、
府
障
教
︵
現
：
大
障
教
︶
は
、
大
阪
の

障
害
児
教
育
を
よ
く
す
る
会
︵
以
下
、﹁
よ
く

す
る
会
﹂︶・
市
障
教
と
共
同
し
、
障
害
者
団
体

等
に
も
幅
広
く
呼
び
か
け
て
、
大
阪
府
議
会
議

長
宛
の
﹁
大
阪
市
立
特
別
支
援
学
校
の
拙
速
な

府
へ
の
移
管
を
行
わ
な
い
こ
と
を
求
め
る
﹂
請

願
署
名
に
と
り
く
み
ま
し
た
。
教
育
関
係
者
だ

け
で
な
く
、
卒
業
生
や
障
害
者
団
体
等
も
府
移

管
へ
の
大
き
な
不
安
と
懸
念
を
抱
き
、
わ
ず
か

17
日
間
で
１
万
５
４
６
筆
の
個
人
署
名
を
集

め
、
府
議
会
事
務
局
に
提
出
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
府
移
管
に
反
対
す
る
と
り
く
み
と
し

て
、
府
議
会
全
会
派
へ
の
請
願
要
請
、
大
阪
市

教
育
委
員
会
と
の
交
渉
、
大
阪
市
会
へ
の
陳
情

署
名
提
出
、
大
阪
府
知
事
・
大
阪
府
教
育
委
員

会
教
育
長
へ
の
﹁
緊
急
要
望
書
﹂
提
出
も
行
い

ま
し
た
。
と
り
く
み
を
通
し
て
、
こ
れ
ま
で

レ
ポ
ー
ト
１

障
害
児
学
校
に
お
け
る 

府
移
管
の
実
態

 

西
面
友
史

（
大
阪
府
立
障
害
児
学
校
教
職
員
組
合
書
記
長
）
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室
は
ガ
ラ
ガ
ラ
の
書
棚
が
並
ん
で
い
ま
し
た
。

◯
点
字
教
科
書
・
指
導
書
の
購
入
費
用
削
減

■
道
理
の
無
い
府
移
管
の
強
行

　

府
移
管
条
例
案
が
府
議
会
本
会
議
で
可
決
さ

れ
た
２
０
１
４
年
10
月
27
日
、
大
阪
市
を
廃
止

・
解
体
し
て
特
別
区
を
設
置
す
る
﹁
大
阪
都
﹂

構
想
の
﹁
協
定
書
﹂
は
、
府
議
会
・
大
阪
市
議

会
で
、
維
新
の
会
以
外
の
反
対
多
数
で
否
決
さ

れ
ま
し
た
。﹁
大
阪
市
に
お
け
る
特
別
区
設
置

法
﹂
に
は
、
議
会
の
承
認
が
な
け
れ
ば
、﹁
協

定
書
﹂
を
住
民
投
票
に
か
け
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。﹁
協
定
書
﹂
は
否

決
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
支
援
学
校

の
府
移
管
だ
け
を
す
す
め
る
な
ど
、
全
く
道
理

に
合
い
ま
せ
ん
。

　

府
移
管
は
、
十
分
な
審
議
も
無
く
、
父
母
・

教
職
員
・
関
係
者
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
強
行

さ
れ
ま
し
た
。
府
議
会
の
審
議
の
中
で
、
松
井

知
事
は
、﹁
移
管
後
も
、
こ
れ
ま
で
と
教
育
や

サ
ー
ビ
ス
の
内
容
が
大
き
く
変
わ
る
も
の
で
は

な
い
﹂
と
答
弁
し
ま
し
た
。
府
移
管
に
よ
り
、

ど
れ
ほ
ど
の
子
ど
も
の
教
育
に
影
響
が
及
ん
だ

の
か
、
行
政
は
そ
の
検
証
を
行
う
責
任
が
あ
り

ま
す
。
大
障
教
は
、
引
き
続
き
﹁
よ
く
す
る
会
﹂

や
障
害
者
団
体
等
と
共
同
し
、
障
害
児
学
校
の

教
育
諸
条
件
整
備
を
求
め
る
運
動
と
と
も
に
、

障
害
児
学
校
の
適
正
規
模
に
よ
る
適
正
配
置
実

現
を
め
ざ
し
て
運
動
を
す
す
め
ま
す
。

■
は
じ
め
に

　
﹁
住
吉
市
民
病
院
の
医
療
機
能
を
求
め
る
マ

マ
・
パ
パ
の
会
﹂
は
２
０
１
８
年
３
月
末
に
住

吉
市
民
病
院
︵
以
下
市
民
病
院
︶
が
閉
院
に
な

っ
て
い
く
過
程
で
﹁
地
域
で
か
け
が
え
の
な
い

役
割
を
果
た
し
て
き
た
市
民
病
院
を
守
り
、
医

療
機
能
を
継
続
し
て
欲
し
い
﹂
と
い
う
思
い
を

持
つ
有
志
で
で
き
た
会
で
す
。

　

市
民
病
院
廃
止
後
も
地
域
で
医
療
空
白
を
作

る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
大
阪
市
に
は
た
ら
き

か
け
て
い
ま
す
。
今
回
は
市
民
病
院
廃
止
後
の

地
域
の
実
態
に
つ
い
て
報
告
し
ま
す
。

■
二
重
行
政
の
ム
ダ
？

　

そ
も
そ
も
、
こ
の
問
題
は
当
時
の
橋
下
市
長

が﹁
２
km
先
に
は
府
立
急
性
期
・
医
療
セ
ン
タ

ー
︵
以
下
府
立
︶
が
あ
る
か
ら
二
重
行
政
の
ム

ダ
﹂﹁
赤
字
の
公
立
病
院
は
要
ら
な
い
﹂
と
市

民
病
院
を
廃
止
し
府
立
へ
統
合
を
発
表
し
た
こ

と
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
地
域
住
民
の
廃
止
反

対
運
動
の
影
響
が
強
く
、
大
阪
市
は
市
民
病
院

は
廃
止
す
る
が
、
跡
地
に
同
等
の
医
療
機
能
を

持
つ
民
間
病
院
を
誘
致
す
る
と
い
う
方
針
に
転

ま
し
た
︵
表
参
照
︶。

◯�「
実
習
助
手
」の

大
幅
削
減

　
﹁
日
常
生
活
訓
練

助
手
﹂
と
し
て
、
大

阪
市
の
独
自
予
算
で

肢
体
不
自
由
校
を
中

心
に
配
置
し
て
い
た

37
人
︵
内
24
人
が
正

規
職
員
︶
の
実
習
教

員
が
、
大
阪
府
の
基

準
に
合
わ
せ
て
削

減︵
Ａ
校
11
名
↓
２

名
、
Ｂ
校
８
名
↓
２

名
、
Ｃ
校
８
名
↓
２

名
、
Ｄ
校
９
名
↓
４

名
︶
さ
れ
、
大
き
く

教
育
条
件
が
低
下
し
ま
し
た
。

◯
理
学
療
法
士
等
派
遣
回
数
の
削
減

　

肢
体
不
自
由
校
に
お
け
る
理
学
療
法
士
派
遣

は
、
年
42
回
か
ら
平
均
16
回
に
削
減
さ
れ
、
大

き
く
教
育
条
件
が
低
下
し
ま
し
た
。

◯
視
覚
・
聴
覚
支
援
学
校
の
早
期
教
育

　
﹁
学
校
に
お
い
て
０
～
２
歳
児
を
対
象
と
す

る
早
期
教
育
を
実
施
す
る
と
い
う
こ
と
は
な

い
﹂︵
府
教
委
回
答
よ
り
︶

◯
学
校
図
書
館
図
書
の
整
備
費
用
の
大
幅
削
減

　

50
万
円
が
９
万
円
に
削
減
。
新
設
校
の
図
書

府移管によって削減された教育予算
一般管理費
（千円）

教材費
（千円） 学校数

2015年度 旧府立 644,503 25,641 34

2016年度 旧府立 606,921 24,360 34
旧市立 308,841 36,303 12

2017年度 旧府立 798,923 24,360 34
旧市立 294,607 36,303 12

2018年度 旧府立 798,923 24,360 34
旧市立 294,607 18,303 12

2019年度 旧府立 755,409 24,587 34
旧市立 273,678 18,486 12

レ
ポ
ー
ト
２

地
域
に
身
近
な
公
的
病
院
の 

必
要
性
が
明
ら
か
に
…
…

 

海
道
智
紀

（
住
吉
市
民
病
院
の
医
療
機
能
を
求
め
る
マ
マ
・
パ
パ
の
会
事
務
局
長
）
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が
も
ら
え
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
ほ
か
に
も

急
性
の
ア
レ
ル
ギ
ー
症
状
を
呈
し
た
小
児
を
府

立
で
診
て
も
ら
お
う
と
連
絡
を
取
っ
た
が
断
ら

れ
別
の
休
日
急
病
診
療
所
で
処
置
を
受
け
て
も

ら
っ
た
と
い
う
事
例
も
聞
い
て
い
ま
す
。
二
次

救
急
は
一
時
的
に
切
迫
し
た
状
況
に
な
っ
て
い

ま
し
た
。

■ 

緊
急
時
だ
か
ら
、
必
要
な
医
療
は 

身
近
な
公
的
病
院
で
！

　

府
立
は
こ
れ
か
ら
も
重
症
コ
ロ
ナ
患
者
を
受

け
持
つ
よ
う
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
市
民
病
院
廃

止
の
影
響
は
続
き
ま
す
。
や
は
り
身
近
で
、
通

常
診
療
が
行
え
る
公
的
病
院
が
必
要
だ
と
強
く

感
じ
ま
し
た
。
今
行
う
べ
き
事
は
、
大
阪
市
の

廃
止
で
は
な
く
市
が
責
任
を
持
っ
て
住
民
が
安

心
し
て
暮
ら
せ
る
状
況
を
作
る
こ
と
で
す
。
緊

急
時
と
は
い
え
小
児
救
急
の
受
け
入
れ
拒
否
が

お
こ
っ
て
い
る
状
況
か
ら
は
地
域
で
医
療
機
能

が
充
実
し
て
い
る
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
今
後
の

感
染
症
対
策
は
じ
め
、
妊
婦
や
子
育
て
を
し
て

い
る
方
が
身
近
に
通
え
る
産
科
・
小
児
科
の
病

床
を
確
保
し
、
子
育
て
を
安
心
し
て
行
え
る
よ

う
に
大
阪
市
が
責
任
を
持
っ
て
二
重
に
も
三
重

に
も
対
策
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
今
後
も

大
阪
市
に
対
し
て
は
た
ら
き
か
け
を
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

換
し
ま
し
た
。
ま
た
、
市
議
会
で
は
廃
止
に
あ

た
る
付
帯
決
議
で
﹁
新
病
院
の
開
院
を
待
つ
こ

と
な
く
病
床
を
確
保
す
る
こ
と
﹂
を
採
択
し
ま

し
た
。
市
民
の
声
で
、
こ
の
地
域
に
市
民
病
院

の
医
療
機
能
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
を
認
め
さ

せ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
民
間
病
院
の
誘
致
に

失
敗
し
、
迷
走
の
結
果
、
老
朽
化
し
た
市
立
弘

済
院
︵
吹
田
市
︶
を
跡
地
に
誘
致
し
新
病
院
を

建
設
、
大
阪
市
立
大
学
に
移
管
す
る
と
い
う
計

画
案
を
作
成
、
来
年
厚
労
省
に
申
請
す
る
予
定

で
す
。
今
は
暫
定
的
に
新
病
院
が
で
き
る
ま
で

の
間
、
市
立
住
之
江
診
療
所
が
開
設
さ
れ
て
い

ま
す
。
現
在
大
阪
市
が
誘
致
を
予
定
し
て
い
る

新
病
院
に
は
小
児
・
周
産
期
医
療
の
病
床
が
予

定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

■
ア
ン
ケ
ー
ト
に
寄
せ
ら
れ
た
切
実
な
声

　

廃
止
後
に
取
り
組
ん
だ
子
育
て
世
代
へ
の
実

態
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
﹁
住
之
江
診
療
所
は
午
後

の
診
療
も
し
て
欲
し
い
﹂﹁
府
立
は
交
通
の
便

が
悪
く
通
い
に
く
い
の
で
改
善
を
し
て
欲
し

い
﹂
な
ど
の
声
が
よ
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

﹁
か
か
り
つ
け
の
小
児
科
医
か
ら
治
療
の
た
め

府
立
へ
の
入
院
を
勧
め
ら
れ
た
が
通
い
に
く
い

の
で
他
の
病
院
に
し
て
も
ら
っ
た
﹂﹁
府
立
の

救
急
の
待
ち
時
間
が
２
～
３
時
間
か
か
っ
た
﹂

﹁
入
院
を
断
ら
れ
た
﹂
と
い
う
事
例
も
出
て
い

ま
す
。
市
は
住
民
に
対
し
て
の
説
明
会
で
何
度

も
﹁
市
民
病
院
を
廃
止
し
て
も
医
療
空
白
は
作

り
ま
せ
ん
、
高
度
な
医
療
を
府
立
の
方
に
作
る

の
で
安
心
し
て
下
さ
い
﹂﹁
24
時
間
３
６
５
日

断
ら
な
い
病
院
に
な
り
ま
す
﹂
と
言
っ
て
き
ま

し
た
が
、
府
立
に
集
中
す
る
問
題
や
市
民
病
院

か
ら
は
交
通
の
便
が
悪
く
通
い
に
く
い
と
い
う

問
題
が
あ
り
ま
す
。

■
地
域
の
願
い
は
近
く
て
安
心
な
医
療

　

ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
分
か
る
の
は
、
通
院
す
る

方
全
て
が
車
を
所
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
周
囲
に
子
育
て
を
フ
ォ
ロ
ー
し
て
も
ら
え

る
人
が
い
な
い
方
も
い
ま
す
。
自
宅
近
く
で
安

心
し
て
通
え
る
身
近
な
病
院
が
求
め
ら
れ
て
い

る
と
実
感
し
ま
す
。
特
に
市
民
病
院
で
は
保
護

者
の
付
き
添
い
な
し
で
も
入
院
が
可
能
で
し
た

が
府
立
で
は
そ
れ
が
で
き
ず
、
第
二
子
、
三
子

の
い
る
家
庭
で
は
大
問
題
で
す
。

■ 
コ
ロ
ナ
禍
で
分
か
っ
た
こ
と
─
医
療
に
二
重

行
政
の
ム
ダ
な
ど
無
い

　

ま
た
、
今
回
の
コ
ロ
ナ
禍
で
は
府
立
が
コ
ロ

ナ
感
染
の
重
症
患
者
の
受
け
入
れ
と
治
療
を
受

け
持
ち
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
一
時
期
は
通
常

の
診
療
業
務
を
縮
小
・
一
部
休
止
せ
ざ
る
を
得

な
い
状
況
に
な
り
、
夜
間
・
休
日
の
救
急
外
来

診
察
は
原
則
休
止
と
な
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た

中
、
普
段
な
ら
地
域
の
小
児
科
か
ら
﹁
紹
介
患

者
と
し
て
対
応
し
て
く
れ
る
か
ら
、
夜
間
・
休

日
に
調
子
が
悪
く
な
っ
た
時
は
急
性
期
に
行
っ

て
ね
﹂
と
渡
し
て
も
ら
え
る
﹁
連
携
カ
ー
ド
﹂


