
②
専
門
医
に
よ
る
無
料
相
談

　
（
電
話
相
談
・
面
談
相
談
）

　
☎
０
３－

３
５
４
１－

７
８
３
５

　
　
毎
週
月
〜
金
曜
日（
祝
日
を
除
く
）

　
　
午
前
10
時
か
ら
午
後
5
時
ま
で

　
　
事
前
予
約
制

　
　
お
ひ
と
り 

電
話
20
分

　
　
　
　
　
　 

面
接
30
分
（
会
場
：
東
京
）

　が
ん
は
死
因
の
第
1
位
で
あ
り
、
男
性

で
は
2
人
に
1
人
、
女
性
で
は
3
人
に
1

人
が
、
生
涯
、
が
ん
に
罹
患
す
る
可
能
性

が
あ
る
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
が
ん
」の
悩
み
、話
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

　
心
配
ご
と
や
不
安
な
気
持
ち
、
治
療

や
副
作
用
に
つ
い
て
な
ど
、
ど
な
た
で

も
お
気
軽
に
相
談
で
き
ま
す
。

①
が
ん
相
談
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
（
電
話
相
談
）

　
看
護
師
や
社
会
福
祉
士
が
無
料
で
相

談
に
応
じ
ま
す

　
た
と
え
ば
、「
今
後
の
生
活
の
こ
と
が

心
配
」「
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
と
は
？
」

　
「
抗
が
ん
剤
の
副
作
用
が
不
安
」「
家

庭
で
で
き
る
こ
と
は
？
」
な
ど

　
☎
０
３－

３
５
４
１－

７
８
３
０

　
　
毎
日（
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

　
　
午
前
10
時
か
ら
午
後
6
時
ま
で

　
　
予
約
不
要

　
　
お
ひ
と
り
20
分
ま
で

　
が
ん
検
診
を
受
け
、
が
ん
の
早

期
発
見
に
努
め
る
こ
と
が
大
切
で

す
。
町
が
実
施
し
て
い
る
が
ん
検

診
に
つ
い
て
は
、
毎
年
５
月
に
全

戸
配
布
し
て
い
る「
健
診
ガ
イ
ド
」

（
日
野
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も

掲
載
）
を
ご
確
認
い
た
だ
く
か
、

保
健
セ
ン
タ
ー
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

「
私
は
が
ん
に
な
り
ま
せ
ん
」

  
そ
う
言
い
き
れ
る
の
は
2
人
に
1
人

2月4日～10日は『滋賀県がんと向き合う週間』です

相
談
内
容
の
秘
密
は
厳
守
！

◆
問
い
合
わ
せ
先
　
保
健
セ
ン
タ
ー
　
☎
0
7
4
8－

5
2－

6
5
７
４

り

か
ん

滋賀県
健康づくりキャラクター
しがのハグ＆クミ

日野町 健診ガイド 検 索

公
益
財
団
法
人  

日
本
対
が
ん
協
会

http
：//w

w
w

.jcancer.jp

☎
０
３－
３
５
４
１－

４
７
７
１

の
警
備
ボ
ラ
ン
テ
イ
ア
を
募
集
し
て

い
ま
す
。
公
認
の
Ｔ
シ
ャ
ツ
が
も
ら
え

ま
す
。
ふ
る
っ
て
応
募
を
お
願
い
し
ま

す
。

　

聖
火
ラ
ン
ナ
ー
と
い
え
ば
前
回
の

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
最
終
聖
火
ラ

ン
ナ
ー
は
昭
和
20
年
8
月
6
日
広

島
生
ま
れ
の
坂さ

か

井い

義よ
し

則の
り

さ
ん
で
し
た
。

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
ス
ポ
ー
ツ
の
祭
典
と

と
も
に
平
和
の
祭
典
で
す
。
国
際
平

和
が
広
が
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
新
年
早
々
ア
メ
リ
カ

が
イ
ラ
ン
の
司
令
官
を
標
的
に
攻
撃

し
殺
害
し
ま
し
た
。
国
連
憲
章
に
も

違
反
す
る
も
の
で
す
。
イ
ラ
ン
も
「
報

復
攻
撃
」
を
行
い
、
中
東
の
緊
張
が

高
ま
り
ま
し
た
。
武
力
行
使
は
憎
し

み
と
恨
み
の
連
鎖
を
う
む
だ
け
で
す
。

冷
静
な
外
交
交
渉
こ
そ
大
切
で
す
。

　

今
年
は
、
戦
後
75
周
年
の
節
目
の

年
。
日
本
が
二
度
と
戦
争
を
し
な
い

と
誓
い
、
憲
法
の
も
と
で
国
際
社
会

に
復
帰
し
ま
し
た
。
1
9
6
4
年
、

戦
後
復
興
と
平
和
の
誓
い
を
新
た
に

し
た
前
回
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
か

ら
50
余
年
、
日
本
は
平
和
な
国
際
社

会
を
築
く
た
め
に
憲
法
の
趣
旨
を
い

か
し
、
平
和
外
交
を
行
う
こ
と
こ
そ

果
た
す
べ
き
役
割
で
す
。
戦
争
の
な

い
平
和
な
社
会
を
築
く
た
め
に
力
を

合
わ
せ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

綿
向
山
の
頂

が
う
っ
す
ら
雪
化

粧
、
穏
や
か
な
年

明
け
を
迎
え
ま
し

た
。
今
年
は
、
東

京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
、

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

の
年
で
す
。
日
野

町
で
は
5
月
29
日
、

聖
火
リ
レ
ー
が
行
わ
れ
ま
す
。
役
場

南
側
の
都
市
計
画
街
路
を
松
尾
2
区

か
ら
村
井
に
向
か
っ
て
1.4
㎞
8
人
の

ラ
ン
ナ
ー
が
走
り
ま
す
。

　

ス
キ
ー
モ
ー
グ
ル
の
元
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
選
手
伊い

藤と
う

み
き
さ
ん
も
走
り
ま
す
。

伊
藤
さ
ん
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
出
場
を

町
を
あ
げ
て
応
援
し
大
い
に
盛
り
上

が
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。
伊

藤
さ
ん
は
遠
征
の
合
間
に
日
野
町
に

帰
っ
て
き
て
は
、
役
場
や
母
校
の
日

野
小
学
校
、
日
野
中
学
校
に
顔
を
出

し
て
い
た
だ
き
、
子
ど
も
達
や
町
民

の
皆
さ
ん
に
大
き
な
希
望
と
勇
気
を

与
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
レ

ス
リ
ン
グ
の
選
手
と
し
て
活
躍
さ
れ
、

現
在
日
野
レ
ス
リ
ン
グ
ク
ラ
ブ
代
表

の
北き

た

岡お
か

秀ひ
で

王お

さ
ん
も
走
り
ま
す
。
レ

ス
リ
ン
グ
と
い
え
ば
園そ

の

田だ

新あ
ら
たさ
ん
は

東
京
オ
リ
ン
ッ
ピ
ッ
ク
出
場
を
め
ざ

さ
れ
て
い
ま
す
。
応
援
し
た
い
と
思
い

ま
す
。
そ
の
他
の
ラ
ン
ナ
ー
は
ス
ポ
ン

サ
ー
が
選
定
し
ま
す
。
現
在
、
沿
道

日野町長　藤澤 直広
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温
故
知
新

日
野
歴
史
探
訪

　私
た
ち
の
住
む
日
野
町
に
は
、
52
の
大
字
が
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
地
域
が
豊
か
な
自
然
と
歴
史
文
化
で
彩
ら
れ
て
い
ま

す
。　温

故
知
新
で
は
、
町
内
各
大
字
の
歴
史
と
代
表
的
な
文
化

財
を
シ
リ
ー
ズ
で
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

歴
史
は
未
来
の
羅
針
盤

近江日野商人ふるさと館「旧山中正吉邸」 ☎0748－52－0008 / 近江日野商人館 ☎0748－52－0007

大
字
下し

も

駒こ
ま

月づ
き

　

大
字
下
駒
月
は
、
南
比
都
佐
地
区
の
中

央
部
、
砂
川
沿
い
の
谷
間
に
位
置
し
て
い

ま
す
。
古
く
は
上
駒
月
と
一い

っ

村そ
ん

で
、「
駒こ

ま

月づ
き

」「
狛こ

ま

月づ
き

」
な
ど
と
記
さ
れ
ま
し
た
。

「
駒
」「
狛
」
の
字
が
朝
鮮
半
島
の
古
代
国

家
「
高こ

う

句く

麗り

」
を
意
味
す
る
こ
と
か
ら
、

渡と

来ら
い

人じ
ん

が
開
墾
し
た
村
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

安あ
ん

楽ら
く

寺じ

に
伝
わ
る
大だ

い

般は
ん

若に
ゃ

経き
ょ
う

6
0
0

巻
の
う
ち
第
7
巻
の
奥
書
に
は
「
応お

う

徳と
く

3

（
1
0
8
6
）
年
閏う

る
う

2
月
29
日　

為
結
縁

筆
生
惟
宗
定
通
書
写
也　

奉
施
入
江
州
狛

月
谷
十
禅
師
宮
」
と
あ
り
ま
す
。「
十

じ
ゅ
う

禅ぜ
ん

師じ
の

宮み
や

」
は
坂さ

か

本も
と

日ひ

吉よ
し

大た
い

社し
ゃ

の
17
社
の
ひ
と

つ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
平
安
時
代
の
中
頃

に
は
日
吉
大
社
領
と
な
っ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

中
世
に
入
る
と
、
在ざ

い

地ち

土ど

豪ご
う

の
狛
月

氏
が
、
儀ぎ

俄が

氏
の
一
族
と
し
て
村
を
治

め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
戦
国
時
代

に
は
、
蒲
生
氏
当
主
の
娘
が
水
口
の
土

豪
・
美み

濃の

部べ

氏
に
嫁
ぎ
、
化
粧
料
と
し
て

下
駒
月
村
を
持
参
し
た
と
い
う
伝
承
が
残

っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
当
地
に
あ
る
西さ

い

照し
ょ
う

院い
ん

に
は
、
美
濃
部
氏
の
一
族
が
下
駒
月
村

に
移
り
住
ん
で
武た

け

島し
ま

姓
を
名
乗
り
、
大だ

い

永え
い

2
（
1
5
2
2
）
年
に
当
寺
を
建
立
し
た

と
い
う
記
録
が
伝
わ
り
、
16
世
紀
の
前
半

に
は
武
島
氏
が
蒲が

も

生う

氏
の
一
族
と
し
て
頭

角
を
あ
ら
わ
し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す

（『
日
野
町
下
駒
月
の
歴
史
』）。
徳と

く

川が
わ

家い
え

康や
す

に
仕
え
た
武た

け

島し
ま

茂し
げ

幸ゆ
き

は
、
そ
の
戦
功
に
よ

り
、
旗
本
に
取
り
立
て
ら
れ
下
駒
月
の
領

地
5
0
0
石
を
賜
り
ま
し
た
（『
寛か

ん

政せ
い

重ち
ょ
う

修し
ゅ
う

緒し
ょ

家か

譜ふ

』）。

　

江
戸
時
代
の
下
駒
月
村
は
甲
賀
郡
に
属

し
、
領
主
は
二
人
の
旗
本
に
よ
っ
て
分
割

支
配
さ
れ
ま
し
た
。
村
高
7
0
7
石
の

う
ち
、
約
5
0
0
石
分
は
引
き
続
き
旗

本
武
島
氏
が
、
残
る
約
2
0
0
石
分
を

旗
本
水
野
氏
が
領
有
し
ま
し
た
。

　

集
落
内
に
は
、
安
楽
寺
・
西
照
院
、
日ひ

枝え

神
社
と
い
っ
た
社
寺
仏
閣
の
ほ
か
、
古

い
祭
礼
や
伝
統
行
事
、
伝
承
な
ど
が
数
多

く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

安
楽
寺
の
古
仏

　

大
字
下
駒
月
に
残
る
文
化
財
の
う
ち
、

今
回
は
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て

い
る
安
楽
寺
の
坐
像
2
躯く

を
ご
紹
介
し
ま

す
。

　

安
楽
寺
は
、
平
安
時
代
の
中
頃
に
天て

ん

台だ
い

寺じ

院い
ん

と
し
て
小こ

岳だ
け

山
に
創
建
さ
れ
、
数
度

の
盛
衰
を
経
て
、
集
落
中
心
部
の
現
在
地

に
移
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
は
真
言
宗
御お

室む
ろ

派
仁に

ん

和な

寺じ

末ま
つ

の
寺
院
と
な
り
、
地
元
の
人

び
と
に
よ
っ
て
大
切
に
管
理
さ
れ
て
い
ま

す
。

①
阿あ

弥み

陀だ

如に
ょ

来ら
い

坐ざ

像ぞ
う

　

阿
弥
陀
如
来
は
、
無
限
の
光
と
命
で
人

び
と
を
極
楽
浄
土
の
世
界
に
導
く
仏
で
、

11
世
紀
に
浄
土
教
が
盛
ん
に
な
る
に
つ
れ

て
信
仰
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
日

本
最
古
の
作
例
は
宇
治
平び

ょ
う

等ど
う

院い
ん

鳳ほ
う

凰お
う

堂ど
う

の

本
尊
で
す
が
、
安
楽
寺
の
仏
像
も
ほ
ぼ
同

じ
11
世
紀
に
、
割わ

り

矧は
ぎ

作づ
く
りと
呼
ば
れ
る
技
法

で
組
み
立
て
ら
れ
た
古こ

様よ
う

を
伝
え
る
秀
作

と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

十
体
の
菩
薩
が
彫
刻
さ
れ
た
光こ

う

背は
い

に

は
、
永え

い

仁に
ん

4
（
1
2
9
6
）
年
に
修
理
さ

れ
た
こ
と
を
示
す
墨
書
が
あ
り
、
貴
重
な

歴
史
を
伝
え
て
い
ま
す
。

②
薬や

く

師し

如に
ょ

来ら
い

坐ざ

像ぞ
う

　

薬
師
如
来
は
、
左
手
に
持
っ
た
薬や

っ

壺こ

の

力
で
病
に
苦
し
む
人
び
と
を
救
う
仏
で
、

安
楽
寺
の
本
尊
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
仏
像
の
胎た

い

内な
い

に
は
一
枚
の
木
札
が

打
ち
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
平
家
一
門
出

身
の
高
僧
「
忠

ち
ゅ
う

快か
い

」
が
寄
進
者
の
一
人

と
し
て
名
を
連
ね
て
お
り
、
像
が
作
ら

れ
た
時
期
が
平
安
時
代
末
期
の
治じ

承し
ょ
う

4

（
1
1
8
0
）
年
頃
で
あ
る
こ
と
が
判
明

す
る
と
と
も
に
、
平
安
期
の
造
像
を
示
す

一
級
の
歴
史
資
料
と
し
て
も
注
目
さ
れ
て

い
ま
す
。

安楽寺木造阿弥陀如来坐像 安楽寺木造薬師如来坐像
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