
　
京
都
府
保
険
医

協
会
が
、
全
国
に

先
駆
け
て
組
織
的

に
医
師
賠
償
責
任

保
険
制
度
を
立
ち

上
げ
た
の
は
、
1

9
6
8
年（
昭
和
43
年
）の
こ
と

で
あ
る
。
ま
た
、
医
療
安
全
対

策
に
至
っ
て
は
、
医
師
賠
償
責

任
保
険
制
度
が
な
か
っ
た
1
9

5
9
年（
昭
和
34
年
）か
ら
、
す

で
に
そ
の
活
動
を
開
始
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
歴
史
は
全
国
的

に
見
て
も
最
長
の
一
つ
に
数
え

ら
れ
よ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
協
会
は
そ

の
歴
史
に
甘
ん
じ
る
こ
と
な

く
、
常
に
医
療
安
全
に
気
を
配

り
、
あ
る
意
味
で
、
そ
の
根
幹

を
な
す
医
師
賠
償
責
任
保
険
そ

の
も
の
に
つ
い
て
も
、
会
員
各

位
と
と
も
に
悩
み
な
が
ら
も
発

展
さ
せ
て
き
た
。
最
近
の
例
を

挙
げ
れ
ば
、
今
ま
で
保
険
適
用

外
で
あ
っ
た
刑
事
事
件
に
つ
い

て
も
、
対
応
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
具
体
的
に
言
え
ば
、
万
が
一

に
、
医
事
紛
争
が
刑
事
事
件
に

発
展
し
て
し
ま
っ
た
場
合
に
で

も
、
そ
の
弁
護
士
・
訴
訟
費
用

が
保
険
適
用
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
の
保
険
は
、
協
会

が
損
保
会
社
に
独
自
に
企
画
・

提
案
し
て
実
現
に
至
っ
た
も
の

で
あ
り
、
ま
さ
に
京
都
協
会
発

の
保
険
で
あ
る
。
そ
の
詳
細
な

経
過
は
こ
こ
で
は
省
略
さ
せ
て

い
た
だ
く
が
、
担
当
部
署
に
お

い
て
は
並
々
な
ら
ぬ
努
力
・
苦

労
・
試
行
錯
誤
が
あ
っ
た
。
大

企
業
の
損
保
会
社
相
手
に
保
険

を
作
る
と
い
う
こ
と
は
当
然
、

大
変
な
こ
と
で
あ
る
が
、
す
べ

て
は
協
会
の
会
員
本
位
と
い
う

こ
と
で
実
現
に
至
っ
た
の
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
会
員
の
ニ
ー

ズ
が
あ
っ
て
こ
そ
の
実
現
で

あ
っ
た
こ
と
に
間
違
い
は
な

い
。　

　
会
員
か
ら
は
時
に
「
協
会
の

医
賠
責
保
険
と
協
会
以
外
の
保

険
の
違
い
が
よ
く
分
か
ら
な
い

の
だ
が
…
」
と
い
う
声
を
聞
く

こ
と
が
あ
る
。
先
に
述
べ
た
歴

史
の
み
な
ら
ず
、
実
際
に
協
会

が
会
員
の
た
め
に
何
を
や
っ
て

い
る
か
を
見
て
い
た
だ
け
れ
ば

幸
い
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
も
会

員
一
人
ひ
と
り
の
声
を
聞
き
な

が
ら
、
協
会
は
会
員
と
と
も
に

発
展
し
て
い
く
所
存
で
あ
る
。

会
員
の
声
か
ら
さ
ら
な
る
発
展

協
会
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
医
師
賠
償
責
任
保
険

　
今
、
消
費

税
増
税
や
原

発
再
稼
働
な

ど
、
大
き
く

社
会
が
動
い
て
い
る
中
、
メ

デ
ィ
ア
は
し
っ
か
り
本
質
を
国

民
に
伝
え
て
い
る
だ
ろ
う
か
？

▼
日
本
新
聞
協
会
の
新
聞
倫
理

綱
領
に
は
、「
国
民
の
『
知
る

権
利
』
は
民
主
主
義
社
会
を
さ

さ
え
る
普
遍
の
原
理
で
あ
る
。

こ
の
権
利
は
、
言
論
・
表
現
の

自
由
の
も
と
、
高
い
倫
理
意
識

を
備
え
、
あ
ら
ゆ
る
権
力
か
ら

独
立
し
た
メ
デ
ィ
ア
が
存
在
し

て
初
め
て
保
障
さ
れ
る
。
新
聞

は
そ
れ
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し

い
担
い
手
で
あ
り
続
け
た
い
。

お
び
た
だ
し
い
量
の
情
報
が
飛

び
か
う
社
会
で
は
、
な
に
が
真

実
か
、
ど
れ
を
選
ぶ
べ
き
か
、

的
確
で
迅
速
な
判
断
が
強
く
求

め
ら
れ
て
い
る
。
新
聞
の
責
務

は
、
正
確
で
公
正
な
記
事
と
責

任
あ
る
論
評
に
よ
っ
て
こ
う
し

た
要
望
に
こ
た
え
、
公
共
的
、

文
化
的
使
命
を
果
た
す
こ
と
で

あ
る
。
編
集
、制
作
、広
告
、販

売
な
ど
す
べ
て
の
新
聞
人
は
、

そ
の
責
務
を
ま
っ
と
う
す
る
た

め
、
ま
た
読
者
と
の
信
頼
関
係

を
ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
に
す
る
た

め
、
言
論
・
表
現
の
自
由
を
守

り
抜
く
と
同
時
に
、
自
ら
を
厳

し
く
律
し
、
品
格
を
重
ん
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い

る
。
こ
の
こ
と
を
し
っ
か
り
貫

い
て
ほ
し
い
。
我
々
も
、
報
道

さ
れ
て
い
る
内
容
を
検
証
し
、

間
違
い
は
正
し
て
い
く
必
要
が

あ
る
▼
協
会
の
機
関
紙
で
あ
る

京
都
保
険
医
新
聞
も
、
情
勢
を

正
確
に
把
握
し
、
伝
え
る
責
任

が
あ
る
。
ま
た
、
医
療
に
係
る

問
題
点
を
指
摘
し
、
協
会
の
考

え
、
主
張
を
会
員
の
先
生
方
に

発
信
し
、
共
に
考
え
る
場
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
治
）

　

協
会
は
2
0
1
1
年
10
月

か
ら
12
年
4
月
に
か
け
て
、
会

員
医
療
機
関
を
対
象
に
「
受
診

抑
制
の
実
態
」
ア
ン
ケ
ー
ト
を

実
施
し
た
。
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト

は
、
高
す
ぎ
る
患
者
負
担
や
市

町
村
国
保
で
の
資
格
証
明
書
発

行
な
ど
で
患
者
の
受
療
権
が
狭

ま
る
中
で
、
医
療
現
場
で
ど
の

よ
う
な
問
題
が
起
こ
っ
て
い
る

か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
行
っ

た
も
の
。
04
年
度
と
06
年
度
も

類
似
調
査
を
行
い
、
マ
ス
コ
ミ

へ
の
情
報
提
供
や
改
善
に
向
け

た
厚
労
省
交
渉
、
府
内
自
治
体

と
の
懇
談
な
ど
で
活
用
し
て
い

る
。
今
回
は
そ
の
後
の
状
況
を

調
査
し
、
06
年
度
と
の
比
較
も

行
っ
た
。
今
回
の
結
果
も
ふ
ま

え
、
改
善
要
求
に
つ
な
げ
て
い

く
。
11
年
度
の
調
査
対
象
は

2
2
8
7
人
、
回
収
数
は
4

7
3
（
回
収
率
21
％
）。

　
な
お
、
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
は

11
年
度
地
区
懇
談
会
開
催
の
当

該
会
員
に
対
し
て
の
み
送
付
。

詳
細
は
メ
デ
ィ
ペ
ー
パ
ー
8
月

号
に
掲
載
す
る
。

資
格
証
は
医
療
に
影
響

　
市
町
村
国
民
健
康
保
険
で
保

険
料
滞
納
に
よ
り
資
格
証
明
書注

）

を
交
付
さ
れ
た
患
者
さ
ん
を
、

こ
の
1
年
間
で
診
療
経
験
が
あ

る
医
師
は
12
％
で
、そ
の
う
ち
の

74
％
が
窓
口
や
診
療
で
困
っ
た

こ
と
が
あ
る
と
回
答
。（
図
1
）

　
困
っ
た
内
容
は
、
①
患
者
さ

ん
が
医
療
費
の
10
割
負
担
を
し

な
い
と
い
け
な
い
こ
と
を
理
解

し
て
い
な
い
（
51
％
）
②
患
者

さ
ん
が
窓
口
負
担
を
支
払
え
ず

医
療
機
関
が
被
っ
た（
37
％
）③

費
用
面
の
心
配
か
ら
医
療
機
関

側
が
配
慮
し
て
診
療
内
容
を
手

控
え
た（
33
％
）④
費
用
面
の
心

配
か
ら
患
者
さ
ん
の
依
頼
で
診

療
内
容
を
手
控
え
た（
30
％
）―

な
ど
の
順
で
あ
っ
た
。（
図
2
）

　
ま
た
、
受
診
遅
れ
に
よ
る
重

症
化
や
死
亡
事
例
の
経
験
が
あ

る
と
の
回
答
が
6
人
、
間
接
的

に
聞
い
た
と
の
回
答
が
9
人

あ
っ
た
。

　
資
格
証
明
書
で
の
受
診
に
関

し
て
は
5
年
前
の
調
査
と
ほ
ぼ

同
様
の
結
果
が
出
て
お
り
、

「
診
療
内
容
の
手
控
え
」「
負
担

を
医
療
機
関
が
被
る
」
と
い
う

こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
事
態

が
常
態
化
し
て
い
る
こ
と
が
改

め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
。

患
者
と
医
療
機
関 

苦
悩
ま
ざ
ま
ざ

診
療
手
控
え
、窓
口
負
担
未
収 

…

窓
口
ト
ラ
ブ
ル
著
増

　
窓
口
負
担
を
巡
り
、
窓
口
で

の
や
り
と
り
や
診
療
に
際
し
て

困
っ
た
経
験
に
つ
い
て
、
33
％

が
「
あ
る
」
と
回
答
。
5
年
前

の
10
％
か
ら
23
ポ
イ
ン
ト
増
加

し
て
お
り
、
こ
の
間
の
負
担
割

合
に
大
き
な
変
動
は
な
い
た

め
、
厳
し
い
経
済
情
勢
の
中
で

3
割
負
担
に
よ
る
受
診
抑
制
な

ど
が
ま
す
ま
す
広
が
っ
て
い
る

と
推
察
さ
れ
る
。（
図
3
）

　
困
っ
た
事
例
に
つ
い
て
は
、

上
記
の
④
（
61
％
）
③
（
47

％
）
②
（
17
％
）
な
ど
の
順
で

あ
っ
た
。（
図
4
）

　民主・自民・公明の三党合意を経て、これからの社会保障制度の在り方
にも関わる内容を含んだ「社会保障制度改革推進法案」が一体改革関連法
案に盛り込まれ、衆院を通過。参院での審議が７月11日から始まっている。
　協会は修正合意が成立した際、「社会保障・税一体改革の修正合意に抗
議し、消費税増税法案を採決しないこと、『社会保障制度改革推進法案』
を提出しないことを求める」談話を発表した。（本紙2826号に既載）
　さらに、７月９日付で会員各位に対し、ファクスにて「社会保障制度改
革推進法案の廃案を求める緊急会員署名」への協力を呼びかけたところ、
17日現在において188筆が届いた。
　ご協力いただいた会員各位にお礼申し上げるとともに、まだの方はご連
絡いただければ用紙をお送りするので、ご協力をお願いしたい。用紙は
「保険医専用サイト」（下記）にも掲載。

緊急会員署名へご協力を改革推進法案
廃案を求める

注）京都府内の資格証明書交付
数は2011年6月1日現在4815
世帯で、5年前（06年6月4739
世帯）から76世帯増加。交付世
帯数はいったん08年に5020
世帯まで増加したが、同年に社
会問題化した「無保険の子」へ
の対応として、資格証明書の交
付について機械的な運用を行
うことなく対処することを求
める通知（10月30日）などが
出されたこともあり、09年度に
は交付数が4810に低下してい
た。また、自治体によって対応
が分かれるため、交付している
のは26市町村中、京都市、福知
山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、
亀岡市の6市（11年6月）である。

患者さんが医療費の 10 割負担を理解していなかった  
患者さんが窓口負担を支払えず、その分を医療機関が被った  
費用面の心配から、医療機関側が配慮して、診療内容を手控えた
費用面の心配から、患者さんからの依頼で診療内容を手控えた 
その他  

費用面の心配から、患者さんからの依頼で診療内容を手控えた 
費用面の心配から、医療機関側が配慮して、診療内容を手控えた 
患者さんが窓口負担を支払えず、その分を医療機関が被った
その他 
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主な内容

代
議
員
ア
ン
ケ
ー
ト
（
診
療
報
酬
改
定
）�

（
2
面
）

理
事
提
言
「
原
子
力
基
本
法
改
悪
」�

（
5
面
）

医
療
研
市
民
講
座
「
貧
困
と
医
療
」�

（
6
面
）



　
2
0
1
2
年
度
診
療
報
酬
改
定
を
、
会
員
が
ど
の
よ
う
に
実
感
し
、
評
価
し
て
い
る

の
か
を
把
握
す
る
た
め
に
、
改
定
後
2
回
の
レ
セ
プ
ト
請
求
が
終
わ
っ
た
6
月
の
中
旬
に

代
議
員
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
た
。
今
改
定
で
は
再
診
料
が
据
え
置
か
れ
、
会
員
の
多
く

を
占
め
る
診
療
所
や
中
小
病
院
に
は
明
る
い
材
料
を
見
出
す
こ
と
が
難
し
い
中
、
時
間
外

対
応
加
算
と
一
般
名
処
方
加
算
へ
の
対
応
と
、
改
定
全
体
に
対
す
る
不
合
理
点
等
に
つ
い

て
意
見
を
聞
い
た
。

　
回
答
者
の
内
訳
は
、
診
療
所

40
人
、
病
院
3
人
、
ま
た
内
科

系
29
人
、
外
科
系
14
人
で
あ
っ

た
。

　
初
め
に
、
2
回
の
レ
セ
プ
ト

請
求
を
終
え
た
段
階
で
改
定
に

対
す
る
感
想
を
質
問
し
た
。

「
変
化
を
感
じ
な
い
」「
特
に
な

し
」
が
大
半
で
、「
点
数
改
定

自
体
よ
り
電
子
カ
ル
テ
の
更
新

　
次
に
、
前
回
改
定
で
新
設
さ

れ
た
地
域
医
療
貢
献
加
算
が
名

称
変
更
さ
れ
、
3
区
分
化
さ
れ

た
時
間
外
対
応
加
算
の
届
出
状

況
と
問
題
点
を
診
療
所
の
会
員

に
質
問
し
た
。
そ
の
結
果
、
届

け
出
て
い
る
の
は
全
体
で
15

人
・
37
％
、内
科
系
で
は
12
人
・

44
％
で
あ
る
の
に
対
し
、
外
科

系
は
3
人
・
23
％
に
と
ど
ま
っ

作
業
に
手
間
取
っ
た
」
と
の
意

見
も
あ
り
、
診
療
所
・
中
小
病

院
に
と
っ
て
い
か
に
変
化
の
な

い
改
定
で
あ
っ
た
か
が
う
か
が

え
る
。
変
化
が
な
い
と
い
う
こ

と
は
、
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て

き
た
不
合
理
点
の
多
く
が
是
正

さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
の
証
左
で

も
あ
る
。

た
（
図
１
）。
そ
の
内
、
算
定

に
あ
た
り
問
題
が
あ
っ
た
と
答

え
た
の
は
1
人
で
、「
時
間
外

対
応
を
求
め
ら
れ
た
が
、
何
ら

か
の
理
由
で
時
間
外
対
応
が
で

き
な
い
時
が
あ
っ
た
」
と
し
て

い
る
。

　
一
方
、
届
け
出
て
い
な
い
と

答
え
た
方
25
人
に
そ
の
理
由
を

確
認
。「
24
時
間
・
3
6
5
日

対
応
〔
1
（
5
点
）〕
や
、
平

日
準
夜
10
時
ま
で
対
応
〔
2

（
3
点
）〕
が
で
き
な
い
」
が
最

も
多
く
14
人
・
56
％
、「
で
き

る
限
り
時
間
外
の
電
話
対
応
を

し
て
い
る
が
、
届
出
に
は
及
ば

な
い
」
が
9
人
・
36
％
、「
時

間
外
の
電
話
対
応
は
し
た
く
な

い
」
が
5
人
・
20
％
、「
こ
の

点
数
が
気
に
入
ら
な
い
」
が
4

人
・
16
％
で
あ
っ
た
。（
図
2
）

　
さ
ら
に
時
間
外
対
応
加
算
の

不
合
理
点
や
改
善
点
に
つ
い
て

質
問
し
た
。「
廃
止
し
て
、
再

診
料
を
引
き
上
げ
る
べ
き
」
が

最
も
多
く
23
人
・
58
％
、「
届

出
制
は
煩
雑
な
の
で
廃
止
し
て

ほ
し
い
」が
5
人
・
13
％
、「
名

称
を
直
す
べ
き
・
名
称
を
元
に

戻
す
べ
き
」
が
2
人
・
5
％
で

あ
っ
た
。（
図
3
）

　
こ
の
結
果
か
ら
は
、
24
時
間

3
6
5
日
対
応
や
平
日
準
夜

10
時
ま
で
対
応
は
開
業
医
に
は

厳
し
い
と
の
意
見
が
あ
る
一

方
、
時
間
外
の
電
話
対
応
は
当

然
し
て
い
る
が
、
届
出
は
し
た

く
な
い
と
の
思
い
が
強
い
と
感

じ
ら
れ
る
。
わ
ず
か
な
点
数
で

時
間
外
対
応
を
強
い
る
政
策
誘

導
へ
の
反
発
と
、
時
間
外
対
応

加
算
で
お
茶
を
濁
す
の
で
は
な

く
、
再
診
料
の
引
き
上
げ
で
開

業
医
の
医
療
を
き
ち
ん
と
評
価

し
て
ほ
し
い
と
の
思
い
が
表
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
、
処
方
せ
ん
料
の
一
般

名
処
方
加
算
に
つ
い
て
質
問
し

た
。「
算
定
し
て
い
る
」
が
全

体
で
16
人
・
37
％
、内
科
系
は

13
人
・
45
％
だ
っ
た
が
、
外
科

系
は
3
人
・
21
％
に
と
ど
ま
っ

た
。（
図
4
）

　
算
定
し
て
い
る
と
答
え
た
方

16
人
に
、
算
定
に
際
し
て
問
題

が
あ
っ
た
か
確
認
し
た
と
こ

ろ
、
7
人
・
44
％
の
方
が
「
薬

剤
師
が
手
間
と
る
」「
患
者
さ

ん
が
一
般
名
に
し
た
の
で
わ
か

ら
な
い
と
の
事
で
説
明
を
し
て

い
る
」「
一
般
名
が
な
か
な
か

覚
え
ら
れ
ず
、
元
々
処
方
し
て

い
た
商
品
名
と
一
致
し
な
い
」

な
ど
の
理
由
で
問
題
が
あ
っ
た

と
答
え
た
。 

　
算
定
し
て
い
な
い
と
答
え
た

方
25
人
に
、
そ
の
理
由
を
尋
ね

た
。「
ど
の
よ
う
な
後
発
品
が

処
方
さ
れ
る
の
か
分
か
ら
な
い

の
で
」
が
最
も
多
く
15
人
・
60

％
、「
一
般
名
を
書
く
の
が
面

倒
だ
」
が
7
人
・
28
％
、「
後

発
品
を
信
用
し
て
い
な
い
た

め
」
が
4
人
・
16
％
で
あ
っ
た

（
図
5
）。
一
般
名
で
記
載
し
て

調
剤
薬
局
で
ど
の
よ
う
な
後
発

品
が
出
さ
れ
る
か
保
険
医
自
身

が
わ
か
ら
な
い
中
で
は
処
方
し

た
く
な
い
、
と
の
医
療
に
対
す

る
責
任
感
の
表
れ
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　
続
い
て
一
般
名
処
方
加
算
の

不
合
理
点
、
改
善
点
に
つ
い
て

　
最
後
に
、
今
改
定
を
通
し
て

さ
ら
に
増
え
た
不
合
理
点
を
質

問
し
た
と
こ
ろ
、「
外
来
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
診
療
料
の
対

象
期
間
中
に
初
・
再
診
料
が
算

定
で
き
な
い
こ
と
」
と
「
診
療

報
酬
で
維
持
期
の
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
が
次
回
改
定
で
評

価
さ
れ
な
い
と
さ
れ
た
こ
と
」

が
そ
れ
ぞ
れ
5
人
、「
機
能
強

化
型
在
宅
療
養
支
援
診
療
所
・

支
援
病
院
の
『
看
取
り
実
績
2

件
以
上
』
の
施
設
基
準
」
が
4

人
、「
認
知
症
療
養
指
導
料
に

つ
い
て
、
特
定
疾
患
療
養
管
理

料
が
別
に
算
定
で
き
な
い
こ

と
」
が
3
人
で
あ
っ
た
（
図

6
）。
ま
た
、
患
者
の
態
度
や

受
診
行
動
の
変
化
に
つ
い
て
も

質
問
し
た
が
、
変
化
が
あ
る
と

答
え
た
方
は
3
人
・
7
％
に
と

ど
ま
り
、
変
化
は
な
い
と
答
え

た
方
は
28
人
・
65
％
で
あ
っ

た
。（
図
7
）

質
問
し
、「
医
療
を
受
け
る
患

者
さ
ん
に
と
っ
て
は
納
得
で
き

る
加
算
で
は
な
い
」「
銘
柄
に

よ
っ
て
適
応
病
名
が
異
な
る
の

を
改
め
る
べ
き
で
あ
る
」「
主

治
医
が
適
用
を
決
め
、
後
発
品

を
選
択
す
べ
き
と
考
え
る
」
な

ど
の
意
見
と
と
も
に
、
こ
の
よ

う
な
加
算
は
廃
止
す
べ
き
で
あ

る
と
の
意
見
も
あ
っ
た
。

　
今
改
定
は
、
一
体
改
革
推
進

の
第
一
歩
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
、
急
性
期
医
療
へ
の
資
源
集

中
、
入
院
医
療
機
関
の
機
能
分

化
と
入
院
か
ら
在
宅
へ
の
促
進

を
中
心
に
形
作
ら
れ
た
改
定
内

容
で
あ
っ
た
。
一
般
診
療
所
や

中
小
病
院
に
関
わ
る
部
分
に
つ

い
て
は
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な

か
っ
た
こ
と
が
、
ア
ン
ケ
ー
ト

結
果
で
裏
付
け
ら
れ
た
。
再
診

料
の
引
き
上
げ
も
な
さ
れ
ず
、

さ
ら
に
不
合
理
是
正
も
ほ
と
ん

ど
手
つ
か
ず
の
ま
ま
で
あ
る
。

　
国
民
皆
保
険
の
中
で
、
患
者

に
最
も
身
近
な
と
こ
ろ
で
医
療

を
担
っ
て
き
た
開
業
医
の
役
割

を
、
今
後
ど
の
よ
う
に
位
置
づ

け
、
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
の

か
、
我
々
の
側
か
ら
考
え
る
べ

き
時
に
き
て
い
る
。
協
会
で

は
、
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を

踏
ま
え
、
2
0
1
4
年
度
診

療
報
酬
改
定
に
向
け
た
活
動
を

強
め
、
運
動
に
繋
げ
て
い
く
所

存
で
あ
る
。

レ
セ
プ
ト
請
求
後
の
感
想
…
不
合
理
是
正
さ
れ
ず

時
間
外
対
応
加
算
届
出
し
な
い
が
6
割
超
も

時
間
外
対
応
加
算
廃
止
し
、
再
診
料
引
き
上
げ
を

一
般
名
処
方
加
算
で
半
数
近
く
問
題
あ
り

薬
剤
は
主
治
医
の
責
任
で
選
び
た
い

今
次
改
定
で
新
た
な
不
合
理
も

開
業
医
の
医
療
と
役
割
評
価
が
最
大
要
求

図 1  時間外対応加算の届出状況

図 2  時間外対応加算を届け出なかった
　　 理由（全体）（複数回答可）

24時間・365日対応
や平日準夜10時ま
で対応ができない
できる限り時間外の電
話対応をしているが、
届出には及ばない
時間外の電話対応
はしたくない

この点数が気に
入らない

廃止して、再診料
を引き上げるべき

届出制は煩雑なの
で廃止してほしい
名称を直すべき・
名称を元に戻すべき
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図 3  時間外対応加算の不合理点や
       改善点（全体）（複数回答可）
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図 4  一般名処方加算の算定状況

図 7  患者の態度や受診行動の変化

図 5  一般名処方加算を算定しない理由（全体）
（複数回答可）

どのような後発品が処方さ
れるのか分からないので

一般名を書くのが面倒だ

後発品を信用していな
いため

この点数が気に入らない

0 5 10 15 20

その他

無記入

図 6  診療報酬改定全体で、増えたと思われる
       不合理点（複数回答可）

外来リハビリテーション診
療料の対象期間中に初・再
診料が算定できないこと
認知症療養指導料について、
特定疾患療養管理料が別に
算定できないこと

診療報酬で維持期のリハビ
リテーションが次回改定で
評価されないとされたこと

機能強化型在宅療養支援診
療所・支援病院の「看取り
実績2件以上」の施設基準
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講　師　国立病院機構京都医療センター　診療部長
　　　　社会保険診療報酬支払基金京都支部　審査委員
　　　　　　　　　　　　　田上 哲也 氏　
日　時　７月28日（土）
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　　※日医生涯教育講座対象の研究会です。

第645回 社会保険研究会
ガイドラインと保険診療をふまえた
「甲状腺疾患の診かた、考えかた」
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　2008年のリーマンショックは100年に一度の「歴史的な
資本主義の転換期」と捉えられている。私は資本主義の大
きな変動の中で、世界の構図がどう変わるかに関心を持
ち、研究した。すると、米国は構造的な問題を抱えてお
り、当分苦しむことがわかった。米国は他国の市場獲得に
乗り出すだろう。
　100年前の転換期は世界恐慌だったが、このときは市場
の奪い合いが高じて戦争になった。今回は大きな戦争には
ならないだろうが、市場の奪い合いが起こる。したがっ
て、資本主義のあり方をどう是正して、来るべき経済的な
侵略にどう備えるか考えなければいけない。
　ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）と米国の経済戦略には
資本主義の構造変動が絡むので、ＴＰＰを語るには、まず
リーマンショックについて語る必要がある。

世界経済を支えた米国の大量消費（08年以前）
　リーマンショックを語るには、06年の資本主義の構造ま
で遡る必要がある（図１）。この当時、日本では①グロー
バル化が進む、②東アジアの成長を取り込む―この二つが
世界の構造を決めるといわれていた。
　当時日本は東アジアに輸出をしており、成長を取り込ん
でいるようにみえるが、東アジアから欧米、特に米国への
輸出もかなり多い。実は、東アジアは自分で成長していた
というよりも、日本からの部品の輸出と米国の大量輸入に
牽引されて成長していた。こういう世界の構図があった。
　このころ米国では、人々は借金をしてまで消費してい
た。住宅バブルによって、住宅の価格が上がっていたた
め、借金をしても返せると考えられていたからだ。そこに
各国がアジアに輸出をし、アジアはそれを元手に米国に大
量輸出をしまくり、ため込んだドルを米国へ投資。ドルが
流れ込んでバブルは止まらない。この循環がグローバル化
の正体である。当時経済学者や評論家がしたり顔で語って
いた「アジアの成長とグローバル化」は、米国の住宅バブ
ルの産物だったのだ。
　しかし、リーマンショックで住宅バブルが崩壊。住宅バ
ブルの上に成り立っていたグローバル化とアジアの成長も
吹っ飛んだ。だからリーマンショックは“世界の構図を大
きく変える”といわれたのだ。

リーマンショック以後の世界経済の方向性
　08年以前、世界は一方的に輸出する国と一方的に輸入を
する国に分かれており、バランスがとれていなかった。こ
れをグローバル・インバランス（ＧＩ）問題といい、これ
こそがリーマンショックを引き起こした原因である。
　「米国は輸入を減らし輸出を増やせ、アジアは輸出に依
存せず、内需の拡大を図れ」。これがＧＩ是正のための方
向性である。米国の戦略は「輸入を減らし輸出を増やす」、
つまりドル安を目指すということだ。

グローバル・インバランス是正に乗り出した米国
　オバマ大統領は10年の一般教書演説において、14年まで
に輸出を倍増し、ＧＩの原因である米国の過剰消費・貿易
赤字の是正に乗り出すことを表明している。この実現のた
めに、１ドル70円程度の円高・ドル安を国是として掲げ
た。日本は昨年１ドル75円の円高で泡を食っていたが、こ
れは米国にとって通過点に過ぎない。この時点で日本は輸

出主導の成長は望めないということを理解しなければいけ
なかった。
　10年６月にはガイトナー財務長官が各国に書簡を送り米
国の貯蓄率向上のために日本とドイツは内需拡大せよとい
う旨を主張している。それから10月には米国家経済会議の
サマーズ委員長（当時）が「世界経済は再調整を必要とし
ている。米国の消費者は世界経済成長の唯一のエンジンに
はなれない」と発言している。つまり、米国の高官は米国
の大量消費が世界経済を支えていたこと、住宅バブルが崩
壊したから、「世界経済のエンジンにはなれない」ことを
全員理解しているのだ。

ＴＰＰは米国の輸出倍増戦略の一環
　オバマ大統領は10年のＡＰＥＣ（アジア太平洋経済協
力）横浜会合でＴＰＰを推進しアジアの市場を獲得する旨
を発言しており、「国外に10億ドル輸出するたびに、米国
内に５千人の職が維持される」とも言っている。この意味
するところは、「アジアの雇用を奪って米国の雇用を増や
す」ということである。このような身も蓋もない利己的な
ことを公の場で発言するほどに、米国とオバマは追い詰め
られていた。当時米国の失業率は10％にまで跳ね上がって
おり、オバマの支持率は急落。また、11年の一般教書演説
でも32万人の雇用創出を訴えている。これらの発言は、２
年後の12年に大統領選を控えたオバマの、失業にあえぐ自
国の有権者へのアピールだったのだ。

ＴＰＰでアジアの成長は取り込めず
　ＴＰＰの参加交渉参加国のシンガポール、ニュージーラ
ンド、チリ、ブルネイ、米国、豪州、ペルー、ベトナム、
マレーシアに日本を加えたＧＤＰシェアは、日米で90％以
上。続いて豪州が4.3％。残り７カ国のうち４カ国がアジ
アだが、アジアのＧＤＰシェアは３％以下。ほとんど“誤
差”だ。日本がＴＰＰ参加の筆頭の理由として挙げている
「アジアの成長を取り込む」ことは不可能である。必然的
に、日本の輸出相手は米国となる。しかし、米国は輸出倍
増化戦略を国是として掲げており、「米国への輸出に頼る
な」とまで発言している。日本は輸出主導の成長の道を閉
ざされている。

日本は輸出立国というまやかし
　国内では日本は外需依存度が高いと信じられているが、
戦後日本が輸出立国だったことはない。日本における輸出
依存度は、米国との貿易摩擦があった70～80年代を通じて
ＧＤＰの１割台。中国は３割、韓国は４～５割。ＧＤＰよ
り輸出依存度が高い国さえある。こうして見ると、日本は
輸出立国ではないことが際立つ。世界には日本は米国と同
じく内需大国として知られている。輸出依存度が日本より
低いのは米国だけだ。日本がアジアを取り込むよりも、ア
ジアが日本を取り込みたいと考えていることだろう。

国際競争力は関税ではなく為替
　関税の撤廃が議論に上がっているが、貿易において関税
は大きな問題ではない。重要なのは為替である。米韓ＦＴ
Ａが発効され、米韓の関税はゼロになるが、それ以前から
韓国の企業は輸出に強かった。それは為替、通貨のおかげ

である。こんなものは国際経済の常識
だ。
　日本から米国へ輸出する際の関税は昔
から低く、自動車が2.5％、テレビが５
％。撤廃したところで現在のドル安を考
えれば相殺されてしまう。戦後最高の円
高ドル安の中、我々は通貨の威力を見せ
つけられているではないか。
　菅前首相が、ＡＰＥＣでＴＰＰについ
て発言した当時、１ドルは82円だった。
しかし、現在（４月当時）１ドルは77
円。１年間に５円も円高が進み、10年に
計算された関税撤廃による経済効果はな
くなっている。

農業はグローバル化できない
　製造業にとって関税は問題ではない。

だが、農業を守るためには関税が重要だ。米国の農家一戸
当たりの耕地面積は日本の約120倍。豪州は約1,500倍。土
地の大きさが全然違い、生産性で勝負にならない。農業は
グローバル化できないのだ。ＴＰＰに参加すれば関税は撤
廃されたうえ、米国の農産品は戦後最高の国際競争力をつ
けて日本の市場に襲いかかってくる。
　さらに、農耕地帯の多い東北は東日本大震災の被災で、
農業構造改革どころか、現状回復すら目途が立っていな
い。このような状況下、ＴＰＰ交渉参加を表明したこの国
はおかしいとしかいえない。

日本はルール作りに参加できない
　昨年のＡＰＥＣの前にはＴＰＰは既に大枠は合意されて
おり、今年中には議論が終わる。しかし、日本が交渉に参
加できるのは、米国との事前協議・正式協議を終えた半年
後。日本がルール作りに参加する余地はほとんどない。日
本と同時期にカナダとメキシコがルール作りに参加する余
地がないなか、交渉参加を表明したが、これは日本の市場
を狙ってのことである。
　野田首相は「国益の観点から交渉に臨み日本にとって有
利なルールを作る」というが、そもそも「日本にとって有
利なルール」とは何なのかの定義がなされていない。日本
に何が有利か定かでないのに、国益の観点から奪われては
ならない農業、医療、知的財産権、政府調達、投資のルー
ルを引っさげて、いったい何を得ようというのだろうか。

手をとれる国がない日本
　また、ＴＰＰ交渉参加国の顔ぶれを見ると、日本と利害
が一致し協力できる国はない。日本は内需が大きい工業品
輸出国で、農業競争力は脆弱、高賃金労働国であるが、交
渉参加国の経済構造は真逆である。
　米国以外は外需依存の小国で、米国も今や輸出志向。そ
こに内需大国の日本がのこのこやってくる。また、シンガ
ポールを除いて一次産品の輸出をしており、農業を守りた
い日本にとって不利。そんな国々に囲まれて、どうやって
日本に有利なルールを作るというのだろうか。韓国がＴＰ
Ｐに参加しないのは、この国の経済構造は日本と似てお
り、ＴＰＰ交渉参加国とは利害が一致しないからである。
　この協定は実質的には日米協定であり、日本に有利なル
ールにするには、米国との対決になる。しかし、日本に米
国と戦えるだけの交渉力はあるだろうか。

発言の訂正すらできない日本の交渉力
　11年のＡＰＥＣで野田首相は全ての品目を交渉のテーブ
ルに着けると明言したと、ホワイトハウスが報じた。当の
首相はそのような発言はないと言っているが、ホワイトハ
ウスに訂正させることができていない。日本の交渉力は、
発言の訂正もさせられない程度なのだ。この状態で、手負
いの米国を相手に日本に有利な交渉はできない。
　10年の菅前首相の演説はもっとまずい。外交の場で「日
本は今また国を開く」などと発言し、閉鎖的なイメージを
植えつけた。外交とは、自国がいかに素晴らしいかを見せ
つけることである。国際会議の場で、会議の議長であった
菅前首相が自国を貶める演説を披露する愚かしさ。日本は
交渉力のなさを露呈し、有利な交渉は望めないことを確定
させた。相手国の市場は開けず、自国の市場を開くのみで
あることを決定づけたのだ。

日本は既に開かれた国　焦点は非関税障壁に
　実は日本は全く閉鎖的ではない。日本の関税率は全品目
で低く、農産品に関しては韓国やＥＵより低い。（ 4面図
2 ）
　食糧自給率が低く、農産物を輸入に頼っていることにほ
かならないのだが、いかに農業が国際的に開かれているか
の裏づけでもある。
　もともと関税はないに等しい。こんなに関税率の低い国
が「開国」を宣言したのだから、焦点は食の安全、言語、
文化、そして医療といった非関税障壁に移った。非関税障
壁には商慣行、労使慣行、言語、文化も含まれる。これら
が撤廃されれば、日本語すら使えなくなる。報告書を英語
で書ける人間がどれだけいるだろうか。地方経済は立ち行
かなくなる。

（ 4面につづく）

医療問題研究会 講演要旨
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ＴＰＰに利益なし 日本市場は狙われている
　神奈川県保険医協会は４月６日に、医療問題研究会を開催。「ＴＰＰ亡国論」をテーマに、京都大学大学院工学研究科准教授（当
時）の中野剛志氏が講演した。神奈川県保険医新聞に掲載された講演要旨を転載する。（文責：神奈川県保険医協会政策部）

（出所）経済産業研究所「RIETI-TID2006」

東アジア

東アジア 米国
米国 東アジア

（百万ドル）

東アジア ＥＵ
ＥＵ 東アジア

（百万ドル）

日本 東アジア
東アジア 日本

（百万ドル）

（百万ドル）

94,613
49,401

341,185
273,812

147,688
68,274

475,852
274,572

525,845
227,856 日本 米国

米国 日本

日本

日本 ＥＵ
ＥＵ 日本

（百万ドル）

米国

ＥＵ

図 1　主要国・地域間の貿易額（2006年）
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米国ロビイストと日本の首相の発言が一致する
不可思議
　クレイトン・ヤイターというレーガン政権時代の通商代
表を務めたロビイストがいる。彼は日米半導体協定やカナ
ダとの自由貿易協定の締結に従事した。のちに、米加自由
貿易協定について、「カナダ国民は何に調印したのかをわ
かっていない。彼らは、20年以内にアメリカ経済に吸収さ
れるだろう」と発言している。日本がＴＰＰに参加したら
彼はこう言うだろう。「日本国民は何に参加したのかわか
っていない」と。
　このヤイターは、日本にＴＰＰに参加するようアドバイ
スを送っている。驚くべきことに、彼のアドバイスと、菅
前首相の発言や日本のＴＰＰ推進論者がメリットとして挙
げていることがピタリと一致している（上表）。
　私は米国の農業ロビイストが日本の世論・政治を支配し
ているという陰謀説を唱えたいのではない。「米国の元政
府高官がＴＰＰに参加すべきと言っているから、ＴＰＰに
入らなければいけない」という報道がされる、日本のメン
タリティーに問題があるのだ。

世界的な水不足と日本の低い食糧自給率
　最近食糧の価格が異様に上がっている。世界では水不足
が心配され、食糧価格が引き上がっている。日本は食糧を
海外からの輸入に頼っているので、輸入食物の価格が上が
れば、自然と日本の所得は海外へ移っていく。日本は金があ
るので輸入品を買うことができるが、日本が大量に海外か
ら食糧を調達したら、海外での食糧価格がさらに上がる。
すると、食糧価格の高騰に苦しむソマリアなどではもっと
人が飢えて死ぬのではないか。果たしてそれでいいのか。
　特に問題は米国のコーンベルトである。本来大平原のは
ずのコーンベルトは、野生動物の駆逐と地下水の灌漑によ
って穀倉地帯となった。その地下水の水位が下がっている
ことが問題視されている。そこで水不足が心配され、投機
マネーが食糧に殺到し、価格を跳ね上げているのだ。
　石油危機の時は、値段が跳ね上がっただけで、石油はま
だ途絶していない。しかし食糧は簡単に途絶する。米国は
これを輸出倍増戦略の狙いに定めている。

狙われる非関税障壁
　オバマ大統領の輸出倍増戦略は、米国の輸出製品として
30％を占めるサービス輸出の３倍増を掲げている。サービ
ス輸出とは、銀行、保険、医療、電気通信、知財、メディ
ア等々の非関税障壁の改廃だ。
　米国は特に日本の保険市場を狙っている。米国では08年
に世界最大の保険会社ＡＩＧが破綻し、巨額の税金を投入
し救済、国有化した。米国の保険市場は赤字状態だ。米国
内で救済は不可能と踏み、世界で２番目に保険市場の大き
い日本を標的にした。

米韓ＦＴＡという無惨な前例
　日本は米韓ＦＴＡ（自由貿易協定）を見習うべきであ
る。この協定において、韓国は惨敗だ。米韓ＦＴＡで韓国
が得たものは、コメの自由化の阻止と、無意味な関税撤廃
だけ。しかも、コメの自由化に関しては米国のカーク通商
代表が今後こじ開けると米国内で明言している。関税はす
でに低関税（自動車2.5％、テレビ５％）のうえ、海外生
産が進んでおり、実質無意味だ。
　反対に、韓国が差し出したものは大きい。医療関係で
は、このＦＴＡで、米国の医薬品メーカーが薬価に不服を
申し立てられる第三者機関が導入されてしまった。どこの
国も薬価は低いものだが、それに対して米国が文句を言え
る制度になったのだ。韓国の医薬品の価格は高くなる。
　韓国のチョン・テイン元大統領秘書官は、「主要な争点
で韓国が得たものは何もない。米国の要求はほとんど飲ん
だ」と臍

ほぞ

を噛んでいる。

ＩＳＤの危険性
　米韓ＦＴＡに導入されたＩＳＤ（国際紛争手続き）は、
海外投資家が投資対象国の政策によって不利益を被った場
合、国際仲裁所に対し、当該国を訴えることができる制度
だ。国際機関だから平等だと思い込んでいるのは日本だけ
で、この仲裁所の審理は①観点が経済的被害の有無のみ
で、政策の社会的な正当性（公共の福祉）は考慮されな
い、②非公開かつ判例に拘束されないので、何を議論され
ているのか、これからどうなるのかが分からない、③上訴
できない―といった問題点が指摘され、欧州・カナダなど
から激烈な批判を浴びている。
　ＮＡＦＴＡ（北米自由貿易協定）にもＩＳＤが導入され
ているが、この国際仲裁において、米国政府は負けなし。
カナダ・メキシコ政府は米国の企業に訴えられ、多額の賠
償金をむしり取られている。
　野田首相は「国益の観点から交渉に臨む」というので、
ＩＳＤを拒否しているだろうと思いきや、ＩＳＤは「我が
国が確保したいルール」の中に含まれている。「日本の企
業が進出した時に対応できるように」とのことだ。間抜け
なのは、日本が訴えられるリスクについて考えていないこ
とである。米国企業相手のＩＳＤに対する警戒感がなさす
ぎる。

ＴＰＰ不参加は日米関係に影響なし
　日米同盟を気にする人がいるが、日米同盟とＴＰＰは関
係ない。米国が日米同盟で日本に基地を置くのは軍事戦略
上必要だからであって、日本人を守るためでない。日本が
ＴＰＰに参加しないことを理由に、米国が日米同盟を放棄
することはありえない。普天間基地の問題で揉めたからＴ
ＰＰでご機嫌を取ろうとしているが、軍事問題を経済問題
で処理するのは不可能だ。そればかりか、「金で自国民を
守ってもらおうとした」と印象づけることになる。
　また、米国は民主主義を建国の理念とし、世界における
民主主義の守護神を自認する特異な国家である。ゆえに、
日本が国民運動の果てにＴＰＰを国会で否決したとして
も、米国はそれを尊重せざるを得ない。
　エジプトの革命時にも、親米のムバラク政権は助けを求
めたが、米国は応じなかった。同盟国だからこそ、民衆に
反米感情を持たれたくなかったのだ。イラク戦争の時にも
メキシコが反対したが米国による制裁はない。もはや米国
には、自国の意向に逆らう国家に対し、懲罰を加える能力
はないのだ。ＴＰＰを否決したところで、日米関係が悪化
することはないと言い切れる。

民意を無視した首相の参加表明
　日本の大手マスコミがＴＰＰ参加を煽ったにも関
わらず、議会制民主主義はまともな動きをした。交
渉参加の表明に賛成しているのは、野党ではみんな
の党だけ。与党では国民新党は反対、民主党内です
ら、検討を委ねられたプロジェクト・チームは「慎
重に判断すべき」というとりまとめに落ち着いた。
ＴＰＰ反対の請願署名には衆参合わせて過半数の国
会議員が紹介人になっている。昨年10月中旬の共同
通信社の調査では、賛成を表明した知事は６人に留
まっている。民意はＴＰＰ交渉参加に「反対」だ。
しかし、野田首相は民意を踏みにじる形でＴＰＰ交
渉に参加の表明をしてしまった。

民主主義は政府を止められない!?
　実は、交渉参加表明に民主的なコントロールは不要であ
る。憲法第73条第２号「外交関係の処理」は内閣の専権事
項で、国会の承認はいらないとある。そのため、国会や国
民への説明は必要とされない。「条約に文句があるのなら
批准を国会で否決しろ」というのが政府の言い分だ。しか
し、ここに落とし穴がある。条約批准は予算案と同様、衆
議院優越だ。たとえ参議院で否決されても、衆議院の決定
が優先されるので、現行の政治勢力でＴＰＰを民主主義で
阻止する手段はない。
　また、戦後日本において、政府が出した条約案を否決し
た例はない。ＴＰＰ批准の阻止には、憲政史上に残る大仕
掛けが必要だ。

「自由貿易は良いこと」という思い込み
　貿易の自由化が常によいとは限らない。自由貿易の最大
のメリットとは、安い製品が輸入でき、かつ競争が激化し
て生産性が上がることだ。しかし、今の日本はデフレで需
要が少なく供給過剰の状態。こんな中で生産性を上げてし
まえば、需要と供給のギャップが拡大し、デフレはさらに
進むことになる。生産性の向上はデフレ下ではやってはい
けないのだ。
　輸出もデフレになることがわかっている（図 3 ）。80～
90年代は、輸出額が増えるほどに一人あたりの給料が上が
っていたが、2000年代になって、輸出を増やしても一人あ
たりの給料が下がり、労働分配率も下がるという現象が起
こった。この原因は「グローバル化」だ。このとき、中国
やインドの低賃金労働者が大量に参入し、先進国の企業は
これらと戦わなければならず、労働者の給料を上げること
ができなくなった。企業の国際競争力とは、人件費のカッ
トとデフレがともなう。企業が国を選ぶ時代だといってグ
ローバル化に迎合した日本だが、「企業が国を選ぶ時代」
とは、企業と国民の利害が一致しなくなるということであ
る。
　日本が輸出で成功できていたころは１ドル110円の円安
だったが、現在は円高である。さらに、08年の米国住宅バ
ブルの崩壊で、輸出主導の成長の道筋は閉ざされた。この
状況下で円高のハンディを背負いながら輸出主導戦略に舵
を切る意味が分からない。仮に日本が輸出で貿易黒字をた
め込むことに成功しても、変動相場制なので、通貨が高く
なり、国際競争力は相殺される。ＴＰＰ推進論は何から何
まで間違っているという話である。
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TPP参加の理由 ヤイターの見解（産経新聞2010年12月） 菅前首相の発言

若者の閉塞感の
打破

　約20年間経済的停滞を続ける日本が
「若い世代に将来の希望を与えるため、
世界経済にもっと積極的に深くかかわる
必要がある」と指摘。

　21世紀に入り、経済が停滞する中、日本では、若者を含め、国民
の気持ちが内向きになっていることが懸念されています。この精神面
と経済面での閉塞を打ち破っていく「開国」が必要です。
� （ダボス会議）

世界の潮流から
の遅れ

　日本が不参加となれば、「競争上不利
な状況に立たされる」と警告。
　「来年のある時期までに、日本が決定
できなければ、列車（TPP交渉）は日本
を残して走り出す」と決断を促した。

　今日、世界の多くの国々が国を開き、次々と経済連携協定を結び、
自由な貿易圏を形成しています。率直に言って、わが国はこの世界の
潮流から取り残されつつあります。� （APEC）

TPPと農業改革
　TPP交渉を農業改革推進のメカニズム
として活用すべきだと提言。

　しかし私は、貿易自由化か、農業の存続か、という二者択一の発想
には立ちません。経済連携の推進と農業の両立は可能なのです。
� （ダボス会議）

農業改革の
方向性

　改革の方向性について、農業従事者の
世代交代を進めながら農地を集約してい
くことで「規模の利益を獲得できる」と
指摘。

　同時に、現在農業に従事しておられる皆さんの平均年齢は65.8歳、
約66歳になろうといたしております。
…農地法が、その後の時代変化の中で、若い人が農業に自由に参画す
る、あるいは…一般法人が農業に乗り出すといったことにかなり制約
になっております。� （APEC）

農業の
輸出産業化

　中間所得層の拡大が進むアジア諸国で
日本の青果物が「高い収益が得られる輸
出品となる」と予測し、「日本が農業輸
出国になれない理由はない」と訴えた。

　実は、日本の農業は生産額では世界４位なのです。日本の食文化の
魅力が世界に広がるとともに、日本の農業は、成長産業として再生す
ることができるのです。� （ダボス会議）

米国ロビイストと菅前首相のTPPに対する発言の比較図 2　主要国の平均関税率

図 3　輸出額と労働分配率　一人当たり給与の推移
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医
療
過
誤
の
有
無
は
別
と
し

て
、
高
齢
患
者
さ
ん
に
医
療
事

故
あ
る
い
は
施
設
事
故
（
転
倒

骨
折
な
ど
）
が
発
生
し
た
場

合
、
患
者
さ
ん
本
人
も
し
く
は

家
族
の
方
か
ら
、
過
激
と
も
思

わ
れ
る
責
め
を
受
け
る
こ
と
が

あ
る
よ
う
で
す
。
そ
の
際
に
担

当
医
師
や
看
護
師
の
中
に
は

「
で
き
る
だ
け
の
注
意
は
し
て

い
た
ん
で
す
よ
。
で
も
、
お
歳

が
お
歳
だ
っ
た
か
ら
…
」
と

お
っ
し
ゃ
る
方
も
い
る
よ
う
で

す
。
多
忙
を
き
わ
め
る
医
療
従

事
者
か
ら
す
れ
ば
「
つ
い
本

音
」
が
出
た
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
す
で
に
被
害
者
意
識
を

持
っ
て
い
る
患
者
さ
ん
側
か
ら

す
る
の
は
避
け
た
ほ
う
が
よ
い

と
思
い
ま
す
。
医
療
従
事
者
の

正
当
性
を
示
す
に
は
、
患
者
さ

ん
の
年
齢
を
引
き
合
い
に
出
す

よ
り
も
、
事
故
が
発
生
し
た
時

点
で
の
状
況
・
管
理
体
制
、
場

合
に
よ
っ
て
は
医
療
現
場
の
限

は
逃
げ
口
上
、
あ
る
い
は
責
任

転
嫁
の
発
言
と
取
ら
れ
か
ね
な

い
よ
う
で
す
。

　
そ
こ
で
患
者
さ
ん
対
応
の
工

夫
と
し
て
、
仮
に
高
齢
に
起
因

す
る
事
故
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
患
者
さ
ん
の
年
齢
に
言
及

界
な
ど
を
説
明
す
る
ほ
う
が
、

第
三
者
が
み
て
も
説
得
力
が
あ

る
か
ら
で
す
。

　
ま
た
、
高
齢
患
者
さ
ん
だ
か

ら
こ
そ
、
よ
り
注
意
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
同
じ
事
故
で
も
患
者
さ
ん

が
高
齢
で
あ
っ
た
た
め
に
、

（
一
部
）
有
責
と
判
断
せ
ざ
る

を
得
な
い
ケ
ー
ス
も
あ
る
か
ら

で
す
。
つ
ま
り
「
歳
が
歳
だ
か

ら
」
医
療
機
関
側
は
免
責
に
な

る
の
で
は
な
く
、「
歳
が
歳
だ

か
ら
」
一
層
の
注
意
義
務
を
課

せ
ら
れ
る
こ
と
も
十
分
に
考
え

ら
れ
る
の
で
す
。

　
医
療
事
故
が
マ
ス
コ
ミ
等
で

取
り
上
げ
続
け
ら
れ
て
い
る
た

め
か
、
1
9
9
0
年
代
後
半
頃

か
ら
、
そ
れ
以
前
に
は
ほ
と
ん

ど
見
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
医
事

紛
争
が
発
生
し
て
い
る
様
子
が

窺
わ
れ
ま
す
。
90
歳
代
末
期
癌

の
患
者
さ
ん
が
、
助
か
る
見
込

み
は
少
な
か
っ
た
に
し
て
も
医

療
機
関
側
の
説
明
が
た
り
な

か
っ
た
た
め
に
、
精
神
的
苦
痛

を
受
け
た
と
訴
訟
を
申
し
立
て

る
ケ
ー
ス
も
、
実
際
に
京
都
で

数
例
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

背
景
に
は
医
療
・
医
学
の
問
題

以
前
に
、
医
療
従
事
者
と
患
者

さ
ん
の
人
間
関
係
が
ひ
そ
ん
で

い
た
こ
と
も
想
像
で
き
ま
す
。

21
世
紀
に
入
り
、
医
療
従
事
者

も
意
識
の
改
革
を
迫
ら
れ
て
い

る
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
次
回
も
、
患
者
さ
ん
の
「
癇

に
障
る
」
一
言
に
つ
い
て
お
話

し
し
ま
す
。

　
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
の
他
医
療
機

関
へ
の
指
示
に
つ
い
て

　
Ｑ
、
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
を
他
の
医
療
機
関
に
依

頼
す
る
場
合
、
文
書
料
は
算
定

で
き
ま
す
か
。
当
院
で
は
、
訪

問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
指
導

管
理
料
を
算
定
す
る
こ
と
に
な

る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
Ａ
、
診
療
情
報
提
供
書
を
用

い
た
場
合
に
、
診
療
情
報
提
供

料
（
Ⅰ
）
の
算
定
が
可
能
で

す
。
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
指
導
管
理
料
は
、
訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
実
施
す
る

医
療
機
関
で
算
定
し
ま
す
。

　
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

を
実
施
す
る
医
療
機
関
か
ら
、

診
療
情
報
提
供
書
以
外
の
書
式

の
文
書
（
例
え
ば
独
自
の
リ
ハ

ビ
リ
依
頼
せ
ん
）
が
求
め
ら
れ

た
場
合
、
診
療
情
報
提
供
書
で

必
要
と
さ
れ
る
中
身
が
具
備
さ

れ
て
い
な
い
と
、
診
療
情
報
提

供
料
の
算
定
対
象
に
は
な
り
ま

せ
ん
の
で
、
独
自
の
文
書
に
加

え
て
、
診
療
情
報
提
供
書
も
併

せ
て
依
頼
す
る
と
よ
い
で
し
ょ

　
原
子
力
基
本
法
・
第
1
章

（
総
則
）
は
第
1
（
目
的
）、
第

2
（
基
本
方
針
）、
第
3
（
定

義
）
の
3
条
か
ら
成
る
。
そ
し

て
（
基
本
方
針
）
で
は
「
原
子

力
の
研
究
、
開
発
及
び
利
用

は
、
平
和
の
目
的
に
限
り
、
安

全
の
確
保
を
旨
と
し
て
、
民
主

的
な
運
営
の
下
に
、
自
主
的
に

こ
れ
を
行
う
も
の
と
し
、
そ
の

成
果
を
公
開
し
、
進
ん
で
国
際

協
力
に
資
す
る
も
の
と
す
る
」

と
定
め
、「
平
和
目
的
に
限
定
」

し
、「
民
主
」「
自
主
」「
公
開
」

の
三
つ
を
原
則
と
し
た
。
し
か

し
、
福
島
原
発
事
故
は
「
安
全

の
確
保
を
旨
と
し
て
」
い
な

か
っ
た
こ
と
を
白
日
の
も
と
に

さ
ら
し
、
三
つ
の
原
則
に
も
疑

問
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な

い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き

た
。

　
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
事
故
の
ど
さ
く
さ
に
ま
ぎ

れ
て
、
事
実
上
国
民
に
事
前
に

知
ら
す
こ
と
な
く
、
事
実
上
国

会
で
議
論
す
る
こ
と
な
く
、

「
平
和
目
的
に
限
定
」
に
疑
義

が
生
じ
る
改
悪
が
な
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

　
今
回
、
第
2
条
に
は
上
記
を

第
1
項
と
し
、
新
た
に
第
2
項

「
前
項
の
安
全
の
確
保
に
つ
い

て
は
、
確
立
さ
れ
た
国
際
的
な

基
準
を
踏
ま
え
、
国
民
の
生

命
、
健
康
及
び
財
産
の
保
護
、

環
境
の
保
全
並
び
に
我
が
国
の

安
全
保
障
に
資
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
、
行
う
も
の
と
す

る
」
が
追
加
さ
れ
た
。

　
「
国
の
安
全
保
障
に
資
す
る
」

と
は
、
一
部
に
は
核
の
不
正
転

用
や
核
テ
ロ
に
対
す
る
保
障
措

置
（
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
）
と
捉
え

る
向
き
も
あ
る
が
、
安
全
保
障

（
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
）
と
い
う

言
葉
は
、
防
衛
を
そ
の
中
心
に

置
く
言
葉
で
あ
り
、
そ
れ
を
保

障
措
置
と
い
う
の
は
詭
弁
で
あ

る
。

　
す
で
に
日
本
は
核
兵
器
に
転

用
可
能
な
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
を
大

量
に
保
有
し
、
海
外
か
ら
は

「
い
つ
で
も
核
兵
器
を
作
れ
る

潜
在
的
な
核
保
有
国
」
と
も
見

な
さ
れ
る
中
、
こ
の
改
定
は
国

際
情
勢
に
応
じ
て
法
の
解
釈
を

変
え
得
る
、
す
な
わ
ち
軍
事
利

用
の
可
能
性
を
含
意
し
て
い
る

と
し
て
、
核
兵
器
開
発
の
意
図

を
疑
わ
れ
か
ね
な
い
も
の
で
あ

り
、
断
じ
て
許
さ
れ
る
べ
き
も

の
で
は
な
い
。

　
そ
し
て
「
国
の
安
全
保
障
に

資
す
る
」
と
の
文
言
は
、
08
年

に
宇
宙
基
本
法
に
組
み
込
ま

れ
、
人
工
衛
星
の
防
衛
目
的
利

用
へ
の
圧
力
が
増
し
て
い
る
と

い
わ
れ
、
こ
の
表
現
は
現
実
化

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
原
子
力
に
関
す
る
憲
法

と
も
い
う
べ
き
基
本
法
が
、
原

子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
と
い

う
下
位
の
法
律
、
そ
れ
も
そ
の

附
則
で
改
定
さ
れ
る
な
ど
、
ま

さ
に
ど
さ
く
さ
ま
ぎ
れ
、
議
会

制
民
主
主
義
の
否
定
で
あ
る
。

政
策
部
会

 
飯
田 

哲
夫

「原子力基本法改悪」
　どさくさまぎれに、平和目的外も？　

　
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法

が
6
月
20
日
に
成
立
し
、
そ
の

附
則
に
原
子
力
の
研
究
と
開

発
、
利
用
の
基
本
方
針
を
掲
げ

た
「
原
子
力
基
本
法
」
に
看
過

で
き
な
い
重
大
な
変
更
が
行
わ

れ
た
。

　
上
記
「
理
事
提
言
」
に
詳
細

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
今
回

の
法
改
定
は
国
際
情
勢
に
応
じ

て
法
の
解
釈
を
変
え
ら
れ
る
、

つ
ま
り
「
軍
事
利
用
の
可
能
性

を
法
に
明
示
し
た
」
こ
と
と
同

じ
で
あ
る
。
他
国
に
核
兵
器
開

発
の
意
図
を
疑
わ
れ
か
ね
な
い

表
現
で
あ
り
、
協
会
は
7
月
12

日
付
で
、
こ
の
変
更
に
抗
議
し

撤
回
を
強
く
求
め
る
談
話
を
発

表
。
野
田
首
相
を
始
め
、
関
係

閣
僚
、
各
党
代
表
、
自
民
党
の

原
子
力
規
制
組
織
に
関
す
る
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
メ
ン

バ
ー
、
京
都
選
出
国
会
議
員
へ

届
け
た
。

　
ま
た
、
7
月
25
日
で
営
業
運

転
開
始
か
ら
丸
40
年
と
な
る
関

西
電
力
美
浜
原
発
2
号
機
に
つ

い
て
、
経
産
省
原
子
力
安
全
・

保
安
院
が
6
月
6
日
に
、
40
年

を
超
え
て
運
転
し
て
も
安
全
性

を
確
保
で
き
る
と
し
た
関
電
の

評
価
を
妥
当
と
す
る
方
針
を
決

め
た
こ
と
に
も
抗
議
。

　
抗
議
文
は
、
事
故
以
前
の
規

制
や
法
令
を
無
批
判
に
適
用
し

て
い
る
保
安
院
や
現
政
権
に
対

し
、
原
発
の
安
全
性
へ
の
姿
勢

を
問
う
も
の
で
、
7
月
10
日
付

で
送
付
し
た
。

う
。

　
な
お
、
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
の
依
頼
先
が
、
医
療
機

関
で
は
な
く
、
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
の
場
合
（
理
学
療

法
士
等
が
行
う
訪
問
看
護
を
行

う
場
合
）
は
、
診
療
情
報
提
供

書
で
は
な
く
、
訪
問
看
護
指
示

書
を
用
い
、
訪
問
看
護
指
示
料

を
算
定
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す

の
で
、
ご
留
意
下
さ
い
。

　
保
険
医
年
金
の
第
59
次
春
普

及
に
、
多
数
の
加
入
申
込
み
い

た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
ま
た
、
多
忙
に
も
関

わ
ら
ず
、
生
保
普
及
担
当
者
お

よ
び
協
会
事
務
局
と
ご
面
談
い

た
だ
き
ま
し
た
先
生
に
は
、
重

ね
て
お
礼
申
し
上
げ
る
と
と
も

に
、
普
及
期
間
中
、
電
話
や
訪

問
が
重
な
り
ま
し
た
こ
と
を
お

詫
び
し
ま
す
。

　
結
果
は
、
14
人
の
新
規
加
入

者
を
含
む
月
払
40
人
・
2
7
1

口
、
一
時
払
31
人
・
2
0
9
口

の
新
規
加
入
・
増
口
が
あ
り
ま

し
た
。
今
回
の
加
入
申
込
み
分

は
、
2
0
1
2
年
9
月
1
日
付

け
加
入
と
な
り
、
加
入
者
証
は

10
月
上
旬
に
協
会
よ
り
送
付
し

ま
す
の
で
、
今
し
ば
ら
く
お
待

ち
下
さ
い
。
な
お
、
加
入
・
増

口
分
の
掛
金
は
、
8
月
引
去
り

の
9
月
掛
金
か
ら
と
な
り
ま

す
。
一
時
払
に
つ
い
て
は
、
お

送
り
し
ま
し
た
振
込
依
頼
書

（
京
都
銀
行
取
扱
い
）
に
て
、

8
月
3
日
（
金
）
ま
で
に
各
自

お
振
込
み
下
さ
い
。

　
次
回
、
第
60
次
秋
普
及
は
、

9
月
1
日
（
土
）
よ
り
10
月
25

日
（
木
）
ま
で
を
加
入
受
付
期

間
と
し
、
2
0
1
3
年
1
月
1

日
付
け
加
入
と
な
り
ま
す
。
新

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
、
8
月
末
日

お
よ
び
9
月
の
メ
デ
ィ
パ
ッ
ク

に
て
発
送
予
定
で
す
の
で
、
多

数
お
申
込
み
下
さ
い
。
ま
た
、

生
保
普
及
担
当
者
が
訪
問
し
た

際
に
は
、
ご
面
談
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

「
歳
が
歳
だ
か
ら
… 

」

加
入
・
増
口
の
お
礼
と

9
月
普
及
開
始
の
お
知
ら
せ

保険医年金

原
子
力
基
本
法
改
悪
に
抗
議

「
安
全
保
障
に
資
す
る
」文
言
撤
回
を

主　催 全国保険医団体連合会
日　時 ９月15日（土）18：30～21：00
 ９月16日（日）10：00～15：00
会　場　保団連・新宿農協会館（新宿駅より徒歩約５分）
参加費　両日参加（１人8,000円）、１日のみ参加（１人 4,000円）
　※ 同一法人２人目以降は、両日参加6,000円、１日参加3,000円となります。

＊ 申込・お問い合わせは、京都府保険医協会（☎075-212-8877、fax075-
212-0707）まで。ご連絡いただければ、詳しい案内、申込用紙をお送り
いたします（申込締切：8 月31日）

好評です!! 
会員ご本人に限り、
参加費を半額協会負担!!

 保団連  病院・有床診療所セミナーのご案内

 主な内容 9 月15日（土）18:30～21:00（全体会議）
 ○基調報告 「入院医療をめぐる情勢と対策」
  保団連　病院有床診対策部長　安藤 元博 氏
 ○記念講演  「日本の医療に関する意識調査を踏まえ、これから

の医療に求められるもの」
  講師　日本医師会総合政策研究機構　主席研究員　江口 成美 氏
 9 月16日（日）10:00～12:00（全体会議）
 ○講演  「診療報酬改定を受けて、入院医療機関が取り組む在宅

ケア、医療連携」
 9 月16日（日）13:00～15:00（分科会）
 ○病 院 分 科 会　 学習会「点数改定を踏まえた、失敗しない入

院基本料等の管理」（仮題）
 ○有床診分科会　 交流・協議「有床診療所の位置づけ向上に向

けて」(仮題)
  講師　全国有床診療所連絡協議会　専務理事　鹿

 か こ う  
子生 健

けんいち
一 氏

2 0 1 2 年 (平成 2 4 年) 7 月 2 0 日 第 2 8 2 7 号京 都 保 険 医 新 聞毎月 5日･20日･25日発行 昭和 26 年 3 月 5 日第三種郵便物認可( 5 )



８
月
の

　

 

無
料
相
談
日

　
専
門
家
が
無
料
で
ご
相
談
に

応
じ
ま
す（
30
分
間
）。
協
会
事

務
局
へ
お
申
込
み
下
さ
い
。

◆
税
理
士

　
8
月
22
日（
水
）午
後
２
時
〜

　
担
当
＝
花
山
税
理
士

◆
建
築
士

　
8
月
8
日（
水
）午
後
２
時
〜

　
担
当
＝
坂
本
建
築
士

フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

　
松
井
博
史
氏
（
享
年
84
、
伏

見
）
6
月
30
日
ご
逝
去
。

　
芝
野
忠
夫
氏
（
享
年
79
、
宇

治
久
世
）
7
月
3
日
ご
逝
去
。

　
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
ま

す
。

訃
　
報

２
０
１
２
年（
第
32
回
）

平
和
の
た
め
の
京
都
の

戦
争
展

　
日
本
医
療
労
働
組
合
連
合

会
、
第
39
回
医
療
研
究
全
国
集

会
実
行
委
員
会
な
ど
の
主
催
に

よ
り
、
第
39
回
医
療
研
究
全
国

集
会
in
京
都
が
、
6
月
15
日
か

ら
3
日
間
の
日
程
で
開
催
さ

れ
、
全
国
か
ら
約
1
3
0
0

人
が
参
加
し
た
。

　
開
催
初
日
、
京
都
国
際
会
館

ア
ネ
ッ
ク
ス
ホ
ー
ル
に
お
い

て
、
一
橋
大
学
名
誉
教
授
の
渡

辺
治
氏
を
講
師
に
、「
社
会
保

障
と
税
の
一
体
改
革
で
ど
う
な

る
、
日
本
の
医
療
・
介
護
・
社

会
保
障
」
と
題
し
た
記
念
講
演

を
開
催
。
講
演
会
後
に
は
、
協

会
が
5
月
に
行
っ
た
韓
国
医
療

視
察
に
つ
い
て
、
協
会
事
務
局

が
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
：
韓
国
の
Ｆ
Ｔ
Ａ

で
医
療
は
ど
う
変
わ
っ
た
か
」

と
題
し
た
特
別
報
告
を
行
っ
た
。

　
2
日
目
に
は
、
京
都
大
学
を

会
場
に
市
民
講
座
を
開
催
。

「
貧
困
と
医
療
」
を
テ
ー
マ
に

協
会
の
垣
田
さ
ち
子
副
理
事
長

が
講
師
を
務
め
、
約
1
4
0

人
の
参
加
者
を
前
に
講
演
し
た
。

　
垣
田
氏
は
国
民
皆
保
険
で
平

均
寿
命
世
界
一
の
恩
恵
を
受
け

る
一
方
、
14
年
連
続
3
万
人
を

超
え
る
自
殺
者
、
貧
困
率
の
上

昇
、
皆
保
険
制
度
の
後
退
な

ど
、
国
民
生
活
が
困
難
性
を
増

し
、
健
康
が
阻
害
さ
れ
る
実
態

が
進
行
し
て
い
る
。
こ
の
具
体

例
と
し
て
、
協
会
の
受
診
抑
制

実
態
調
査
及
び
実
際
に
経
験
し

た
困
難
事
例
を
紹
介
し
た
。

　
調
査
結
果
か
ら
は
、「
窓
口

負
担
の
支
払
い
が
困
難
な
た

め
、
診
療
内
容
の
手
控
え
を
患

者
自
身
が
申
し
出
た
」
61
％
、

「
医
療
機
関
が
配
慮
し
て
手
控

え
た
」
47
％
、「
未
払
い
窓
口

負
担
を
医
療
機
関
が
被
る
」
17

％
―
な
ど
、
患
者
と
の
板
挟
み

で
苦
心
す
る
医
療
機
関
の
実
態

を
報
告
（
１
面
参
照
）。
あ
る

患
者
と
の
か
か
わ
り
を
報
告
し

た
困
難
事
例
で
は
、
介
護
保
険

　
日
　
時　
7
月
31
日
（
火
）

〜
8
月
6
日
（
月
）
午
前
9
時

30
分
〜
午
後
4
時
30
分

　
場
　
所　
立
命
館
大
学
国
際

平
和
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
中
野
記
念

ホ
ー
ル

　
主
　
催　
平
和
の
た
め
の
京

都
の
戦
争
展
実
行
委
員
会
（
☎

0
7
5
・
2
3
1
・
3
1
4
9
）

　
内
　
容　
「
歴
史
を
見
直
そ

う
学
び
な
お
そ
う
」
各
種
展

示
、
各
団
体
主
催
の
日
替
わ
り

文
化
企
画
（
8
月
3
日
午
後
2

開業医が日々直面する困難事例を紹介
市民講座「貧困と医療」をテーマに

時
〜
2
階
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
会
議

室
・
反
核
ネ
ッ
ト
主
催
「
放
射

線
の
健
康
に
与
え
る
影
響
は
？

チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
、
そ
し
て
福

島
へ
」
宗
川
吉
汪
氏
（
京
都
工

芸
繊
維
大
学
名
誉
教
授
）、
三

◆
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
ナ
ー

　
8
月
14
日（
火
）午
後
１
時
〜

　
担
当
＝
三
井
生
命
の
Ｆ
Ｃ

◆
法
　
律

　
8
月
23
日（
木
）午
後
２
時
〜

　
担
当
＝
莇
弁
護
士

◆
雇
用
管
理

　
8
月
14
日（
火
）午
後
２
時
〜

　
担
当
＝
本
宮
社
労
士

市
民
講
座
で
講
師
を
務
め
る
垣
田
副
理
事
長

宅
成
恒
氏
（
反
核
京
都
医
師
の

会
代
表
世
話
人
）、
8
月
4
日

午
後
2
時
〜　
2
階
ロ
ビ
ー
・

「
原
発
を
知
る　
被
曝
を
知
る
」

飯
田
哲
夫
氏
（
京
都
府
保
険
医

協
会
理
事
）

　
西
京
・
乙
訓
医
師
会
選
出

の
代
議
員
・
予
備
代
議
員
欠

員
に
伴
う
補
欠
選
挙
を
行
い

ま
し
た
と
こ
ろ
、
立
候
補
者

数
は
定
数
以
内
で
し
た
の

で
、
京
都
府
保
険
医
協
会
選

挙
規
定
第
2
章
第
31
条
に
よ

り
、
無
投
票
当
選
人
と
決
定

し
ま
し
た
。
任
期
は
2
0
1

3
年
4
月
30
日
ま
で
。

 

（
敬
称
略
）

西
京
医
師
会

【
代
議
員
】

金
子
宏
、
曽
我
部
俊
大
、
鶴

田
千
尋
、
塚
本
忠
司
、
内
田

亮【予
備
代
議
員
】

米
山
千
尋
、
土
井
た
か
し
、

中
尾
美
穂

乙
訓
医
師
会

【
代
議
員
】

橋
本
京
三
、
梅
山
信
、
西
村

幸
秀

【
予
備
代
議
員
】

高
山
成
信
、
窪
田
小
弓
、
平

井
幹
二
、
胡
興
柏
、
岩
見
達

也

代
議
員
・
予
備
代
議
員
　
補
選
の
結
果

西
京

乙
訓

施
行
以
前
は
行
政
が
解
決
し
て

い
た
よ
う
な
問
題
に
地
域
の
医

療
機
関
が
直
面
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
っ
た
経
緯
を
紹
介
し

た
。

　
低
医
療
費
政
策
の
中
で
、
開

業
医
が
献
身
的
に
国
民
皆
保
険

を
支
え
て
き
た
が
、
そ
れ
に
も

限
界
が
あ
り
、
強
い
公
共
で
地

域
を
支
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
地

域
包
括
ケ
ア
と
い
う
絵
の
中

で
、
今
後
ど
う
い
う
制
度
を

作
っ
て
い
く
の
か
が
問
わ
れ
る

と
結
ん
だ
。

　
ま
た
、
同
日
の
市
民
講
座
で

は
、
岐
阜
環
境
医
学
研
究
所
所

長
の
松
井
英
介
氏
を
講
師
と
し

た
「
原
発
と
医
療
」、
京
都
橘

大
学
准
教
授
の
高
山
一
夫
氏
を

講
師
と
し
た
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
と
医

療
」
も
開
催
さ
れ
た
。

第39回医療研究全国集会 in 京都　
詩
の
同
人
誌
「
Ｒ
Ａ
Ｖ
Ｉ
Ｎ

Ｅ
」
1
7
3
号
を
い
た
だ
い

た
。
平
成
22
年
3
月
１
日
、
発

行
。
古
い
詩
友
の
Ｉ
が
「
今
年

が
終
る
」
な
る
作
品
を
発
表
し

て
い
る
。そ
の
第
１
節
を
写
す
。

色
の
美
し
い
桜
や
柿
が

栃
や
桃　
杏　
楓
の
葉
は
と
っ

　
く
に
散
り
尽
く
し
た

山
茶
花
や
石ツ

ワ
蕗ブ

キ
の
花
は
も
う
盛

　
り
を
こ
え

あ
ち
こ
ち
に
植
え
っ
ぱ
な
し
た

　
水
仙
が
咲
き
は
じ
め
た

菊
は
老
残
の
醜
を
曝
し
て
い
て

　
物
の
哀
れ
と
い
う
と
こ
ろ

　
Ｉ
と
は
長
い
つ
き
合
い
で
、

彼
は
ぼ
く
よ
り
2
歳
年
長
。
旧

国
鉄
職
員
で
戦
争
中
は
鉄
道
連

隊
と
言
っ
た
だ
ろ
う
か
。
占
領

地
で
鉄
道
を
つ
く
る
仕
事
を
し

て
い
た
。
中
尉
だ
っ
た
か
少
尉

だ
っ
た
か
、
い
や
下
士
官
だ
っ

た
か
よ
く
知
ら
な
い
。
彼
は
そ

の
あ
た
り
は
伏
せ
て
い
て
、
話

し
て
も
ら
っ
た
記
憶
は
な
い
。

古
い
こ
と
に
な
る
が
、
ぼ
く
が

詩
を
書
き
始
め
て
余
り
時
間
の

た
っ
て
い
な
い
昭
和
26
年
、
詩

誌
「
詩
学
」
の
誌
上
で
「
交
替

詩
派
」
同
人
募
集
の
広
告
が
あ

り
、
ぼ
く
は
処
女
詩
集
「
風
信

旗
」
を
送
り
連
絡
を
し
て
同
人

と
な
っ
た
。
当
時
、
国
鉄
詩
人

は
な
か
な
か
多
く
、
詩
誌
も
発

行
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
内
部

に
芸
術
派
と
労
働
派
（
社
会

派
）
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
Ｉ
は

芸
術
派
の
筆
頭
だ
と
聞
い
た
。

こ
れ
は
詩
誌
「
さ
ん
た
ん
」
の

発
行
か
ら
亡
く
な
る
ま
で
交
流

が
あ
り
、
一
緒
に
同
人
誌
を

や
っ
て
い
た
Ｎ
か
ら
聞
い
た
話

で
あ
る
。
Ｉ
は
未
だ
現
役
で
活

躍
中
な
の
で
、
記
事
に
す
る
の

は
い
さ
さ
か
気
が
ひ
け
る
が
、

若
い
頃
の
Ｉ
は
独
立
独
歩
と
い

う
か
、
他
人
の
詩
調
の
変
化
に

も
容
赦
し
な
い
。
国
鉄
詩
人
内

部
で
も
激
し
い
論
戦
を
挑
ん
だ

と
の
こ
と
、
こ
の
話
を
聞
い
た

の
は
や
は
り
同
じ
国
鉄
詩
人
で

Ｉ
の
先
輩
の
前
記
し
た
Ｎ
で
あ

る
。「
交
替
詩
派
」
廃
刊
後
、

続
け
て
で
き
た
「
再
現
」
誌
に

は
Ｎ
も
Ｉ
も
参
加
せ
ず
、
Ｎ
は

昭
和
29
年
に
福
知
山
通
信
信
号

区
長
に
な
り
、
福
知
山
住
、
頻

繁
に
会
う
機
会
が
増
え
、
詩
誌

「
さ
ん
た
ん
」
を
創
刊
、「
鷺
」

「
浮
標
」
と
続
く
。
実
質
的
な

編
集
は
Ｉ
が
し
て
い
た
よ
う
だ

が
、
終
り
に
近
く
Ｉ
は
Ｎ
の
許

を
去
る
。
当
時
詩
の
某
団
体
の

会
長
で
あ
っ
た
Ｐ
氏
が
「
浮

標
」
に
参
加
が
し
た
い
。
た
だ

作
品
の
内
容
に
つ
い
て
は
一
切

の
加
筆
、
添
削
は
許
さ
な
い
と

の
条
件
だ
っ
た
が
、
Ｎ
が
そ
れ

を
受
け
入
れ
た
こ
と
に
対
す
る

Ｉ
の
反
発
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

Ｎ
死
亡
後
、
ぼ
く
は
浪
人
を
し

た
。
何
だ
か
同
人
誌
に
属
す
る

の
が
嫌
に
な
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
い
つ
の
こ
と
だ
っ
た
か
。

Ｉ
か
ら
葉
書
来
信
が
あ
り
、

「
Ｒ
Ａ
Ｖ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
」
の
同
人
に

な
っ
た
と
の
連
絡
報
告
で
あ
っ

た
。
ぼ
く
は
平
成
4
年
に
至

り
、
三
井
葉
子
の
「
楽
市
」
に

入
会
。
同
人
に
な
っ
た
。

　
一
昨
年
、
仕
事
を
辞
め
て
暇

に
な
っ
た
。
が
詩
が
書
け
な
く

な
っ
た
。
毎
号
の
Ｉ
の
作
品
に

会
う
と
、
嬉
し
く
て
心
が
弾
ん

だ
。
拙
宅
の
裏
庭
は
広
い
。
妻

と
そ
の
甥
が
野
菜
や
花
を
作
っ

て
い
る
。
ぼ
く
も
2
人
に
誘
わ

れ
た
が
、
こ
ん
な
仕
事
は
全
く

駄
目
で
2
週
間
と
続
か
な
か
っ

た
。
だ
が
1
日
に
1
回
は
、
雨

で
な
い
限
り
見
廻
っ
て
い
る
。

今
朝
も
雑
草
の
小
さ
な
花
を
見

つ
け
た
。
引
き
千
切
っ
て
家
妻

に
名
を
尋
ね
た
。「
菜
の
花
」

「
た
ん
ぽ
ぽ
」「
犬
の
ふ
ぐ
り
」。

　
現
在
関
西
の
詩
壇
で
Ｎ
こ

と
、
能
登
秀
夫
の
こ
と
を
語
る

人
は
、
全
く
と
い
っ
て
い
い
位

い
な
い
。
往
時
は
か
な
り
盛
名

を
馳
せ
て
い
た
の
に
。
某
氏
の

言
に
よ
る
と
、
社
会
派
風
の
詩

は
流
行
ら
な
い
と
の
こ
と
。
本

名
は
増
田
と
お
っ
し
ゃ
る
が
、

御
長
男
は
毎
年
、
賀
状
を
下
さ

る
。
西
宮
市
住
で
あ
る
。

花

谷口　謙（北丹） 　  ＜18＞

基金
国保

9日（木） 10日（金）
労災

10日（金）

○ ◎ ◎

8月のレセプト受取・締切

※○は受付窓口設置日、◎は締切日。
　受付時間： 基金 午前９時～午後５時30分、国保 午前８時30分～午後５時15分、

労災 午前９時～午後５時
※ 労災については、４月より締切を原則10日としていますが、2012年９月までは、
経過措置期間として従来通り12日まで受け付けます。 

第65回  定期総会

7月29日㊐午後１時～
ホテルグランヴィア京都

（第183回定時代議員会合併）

（JR京都駅中央口）
当日は、議案書をお持ち下さい。
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