
　

今
年
は
異
常
気
象
で
、
10
月
に
入
っ

て
か
ら
も
真
夏
日
が
４
日
も
あ
り
ま
し

た
。
海
が
温
め
ら
れ
た
影
響
か
、
多
く

の
大
き
な
台
風
が
日
本
を
襲
い
、
各
地

に
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。

特
に
９
月
16
日
に
近
畿
地
方
に
接
近
し

た
台
風
18
号
で
は
、
京
都
府
内
で
も
洪

水
に
よ
る
大
き
な
被
害
が
発
生
し
て
い

ま
す
。
災
害
に
遭
わ
れ
た
病
院
に
は
心

よ
り
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

医
療
界
で
も
重
要
な
で
き
ご
と
が
あ

り
ま
し
た
。
８
月
６
日
に
社
会
保
障
制

度
改
革
国
民
会
議
が
20
回
に
お
よ
ぶ
審

議
を
経
て
、
報
告
書
を
安
倍
首
相
に
提

出
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
２
０
０
８
年

の
福
田
内
閣
で
の
社
会
保
障
国
民
会
議

に
始
ま
り
、
そ
れ
を
引
き
継
い
だ
麻
生

内
閣
で
の
検
討
と
中
間
報
告
、
民
主
党

政
権
下
で
の
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革

の
議
論
を
経
て
作
成
さ
れ
た
報
告
書

で
、
社
会
保
障
を
今
後
も
充
実
・
強
化

し
持
続
可
能
と
し
て
い
く
た
め
の
方
向

性
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
ま
で
の
将

来
構
想
が
財
政
基
盤
を
明
確
に
し
な
い

ま
ま
立
て
ら
れ
た
も
の
と
は
違
い
、
今

回
は
消
費
税
を
そ
の
財
源
に
充
て
る
こ

と
が
明
確
に
な
っ
た
後
の
報
告
書
で
あ

る
こ
と
と
、
久
し
ぶ
り
に
政
権
が
安
定

し
て
長
く
続
き
そ
う
な
の
で
、
報
告
書

に
書
い
て
あ
る
方
向
に
社
会
保
障
が
整

備
さ
れ
て
い
く
可
能
性
が
高
い
と
思
い

ま
す
。
医
療
を
含
む
社
会
保
障
の
維
持

の
た
め
と
は
い
え
、
そ
の
費
用
を
国
債

発
行
に
よ
る
借
金
で
賄
い
続
け
る
と
、

日
本
の
財
政
が
破
綻
す
る
の
で
は
と
い

う
危
惧
が
あ
り
ま
し
た
。
ひ
と
ま
ず
財

源
と
し
て
消
費
税
を
充
て
る
こ
と
が
明

確
に
な
っ
た
の
で
一
安
心
で
す
が
、
そ

の
分
医
療
界
に
も
厳
し
い
要
求
が
突
き

つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
報
告
書
の
中
に

「
我
々
国
民
が
こ
れ
ま
で
享
受
し
て
き

た
日
本
の
皆
保
険
制
度
の
良
さ
を
変
え

ず
に
守
り
通
す
た
め
に
は
、
医
療
そ
の

も
の
が
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
の
記
述
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
国
民

の
医
療
・
介
護
ニ
ー
ズ
と
提
供
体
制
の

間
に
は
ミ
ス
マ
ッ
チ
が
存
在
す
る
の

で
、
そ
れ
を
是
正
し
ろ
と
要
求
し
て
い

る
の
で
す
。

　

医
療
提
供
は
本
来
、
医
療
ニ
ー
ズ
に

応
じ
て
変
化
し
て
い
く
べ
き
で
す
。
当

然
今
ま
で
も
、
各
医
療
機
関
が
そ
れ
ぞ

れ
の
医
療
圏
の
医
療
ニ
ー
ズ
を
推
測

し
、
そ
れ
に
合
致
し
た
医
療
を
提
供
し

よ
う
と
努
力
を
し
て
き
ま
し
た
。
し
か

し
少
子
高
齢
化
の
ス
ピ
ー
ド
が
あ
ま
り

に
も
早
く
、
そ
の
変
化
に
適
切
に
対
応

し
き
れ
て
い
な
い
部
分
も
あ
り
ま
す
。

国
も
人
口
減
少
や
高
齢
化
な
ど
の
日
本

全
体
で
の
医
療
ニ
ー
ズ
の
変
化
に
適
合

し
た
医
療
提
供
体
制
を
実
現
す
べ
く
、

診
療
報
酬
改
定
と
い
う
ツ
ー
ル
を
用
い

て
じ
わ
じ
わ
と
そ
の
方
向
に
誘
導
し
て

い
こ
う
と
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
全

国
一
律
の
方
針
で
は
各
地
域
の
実
情
と

は
合
致
し
な
い
こ
と
も
あ
り
、
な
か
な

か
目
に
見
え
た
変
化
は
起
き
て
い
ま
せ

ん
。「
地
域
ご
と
に
高
齢
化
の
状
況
が

異
な
っ
て
お
り
、
ま
た
地
域
に
お
け
る

社
会
資
源
も
異
な
る
」
と
の
記
述
に
も

あ
る
よ
う
に
、
国
が
今
ま
で
の
様
に
全

国
一
律
で
方
針
を
出
す
事
が
困
難
に

な
っ
て
い
る
事
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。

今
後
の
医
療
提
供
体
制
は
実
際
に
医

療
・
介
護
を
受
け
ら
れ
る
方
々
に
近
い
、

都
道
府
県
単
位
で
検
討
し
作
成
す
る
事

が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　
「
各
二
次
医
療
圏
に
お
け
る
将
来
の

性
別
、
年
齢
階
級
別
の
人
口
構
成
や
有

病
率
の
デ
ー
タ
を
基
に
各
地
域
に
お
け

る
医
療
ニ
ー
ズ
を
予
測
し
」
と
書
い
て

あ
り
ま
す
が
、
予
測
の
た
め
の
客
観
的

な
デ
ー
タ
を
手
に
入
れ
る
事
は
な
か
な

か
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
特
に
有
病

率
の
デ
ー
タ
は
、
国
や
京
都
府
に
も
存

在
し
な
い
の
が
実
情
で
す
。
レ
セ
プ
ト

情
報
で
は
レ
セ
プ
ト
病
名
を
含
み
ま
す

し
、Ｄ
Ｐ
Ｃ
デ
ー
タ
は
入
院
の
一
部
分

し
か
カ
バ
ー
で
き
ず
、
し
か
も
一
人
を

複
数
回
カ
ウ
ン
ト
す
る
た
め
正
確
な
予

測
に
は
使
え
ま
せ
ん
。
予
測
の
た
め
に

は
ま
ず
疾
病
の
発
生
状
況
が
正
確
に
分

か
る
何
ら
か
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築

を
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

現
在
、
そ
の
地
域
で
必
要
と
さ
れ
て

い
る
医
療
が
何
か
は
、
そ
の
地
域
で
今

実
際
に
医
療
を
提
供
し
て
い
る
我
々
が

一
番
良
く
理
解
し
て
い
ま
す
。
今
後
の

医
療
提
供
体
制
を
構
成
す
る
各
種
医
療

団
体
と
行
政
が
情
報
を
持
ち
寄
り
将
来

の
医
療
提
供
体
制
を
検
討
す
べ
き
で

す
。
医
療
機
関
の
機
能
分
担
が
進
め
ば

ミ
ス
マ
ッ
チ
は
解
消
し
て
い
き
ま
す
。

当
然
、
機
能
分
担
し
た
病
院
は
緊
密

な
連
携
を
取
る
事
が
大
切
で
す
し
、

医
療
・
介
護
の
連
携
や
在
宅
医
療
の

推
進
も
非
常
に
大
切
に
な
っ
て
き
ま

す
。

　

今
か
ら
12
年
後
の
２
０
２
５
年
に

は
、
京
都
府
の
人
口
が
現
在
よ
り
17
万

人
減
少
し
、
65
歳
以
上
の
人
が
30
％
、

75
歳
以
上
の
人
が
19
％
を
占
め
る
時
代

に
な
り
ま
す
。
医
療
提
供
体
制
も
今
の

ま
ま
で
は
だ
め
で
す
よ
と
言
わ
れ
て
い

る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
時
に
、
適

切
な
機
能
分
担
が
済
ん
で
い
な
け
れ

ば
、
一
番
害
を
被
ら
れ
る
の
は
、
そ
の

地
域
に
お
住
ま
い
の
方
々
な
の
で
す
か

ら
。
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本
会
か
ら
個
人
３
名
、４
団
体
が
受
賞

　

平
成
25
年
度
京
都
府
保
健
医
療
・
救

急
医
療
功
労
者
等
知
事
表
彰
の
表
彰
式

が
11
月
７
日（
木
）に
執
り
行
わ
れ
、
京

都
府
病
院
協
会
か
ら
は
保
健
医
療
・
救

急
医
療
の
各
部
門
に
お
い
て
、
個
人
３

名
、
４
団
体
が
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。
受

賞
者
は
以
下
の
と
お
り
。
先
生
方
の
受

賞
を
心
か
ら
お
喜
び
申
し
上
げ
ま
す
と

と
も
に
、
今
後
ま
す
ま
す
の
ご
活
躍
を

祈
念
い
た
し
ま
す
。

い
う
こ
と
も
あ
り
、
セ
ン
タ
ー
内
は
拝

見
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
施

設
見
学
で
は
「
北
米
型
Ｅ
Ｒ
」
を
目
指

す
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
や
山
々
に
囲
ま

れ
た
松
本
市
特
有
の
傷
病
へ
対
応
す
る

ヘ
リ
ポ
ー
ト
、
が
ん
治
療
を
オ
ー
ル
イ

ン
ワ
ン
で
対
応
す
る
こ
と
で
、
よ
り
効

果
的
な
が
ん
治
療
を
行
う
「
が
ん
集
学

治
療
セ
ン
タ
ー
」、
さ
ら
に
は
在
宅
医

療
へ
の
取
り
組
み
と
し
て
は
珍
し
い

「
院
内
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
」
等
を
約
１
時

間
に
わ
た
っ
て
見
学
し
ま
し
た
。特
に
、

が
ん
に
関
す
る
治
療
施
設
を
集
約
し
た

「
が
ん
集
学
治
療
セ
ン
タ
ー
」
は
先
述

の
「
陽
子
線
治
療
セ
ン
タ
ー
」
と
直
結

し
て
お
り
、
患
者
さ
ん
に
と
っ
て
も
効

果
的
な
治
療
が
提
供
で
き
る
体
制
が
整

え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

今
回
の
研
修
は
、
先
進
技
術
を
有
し

急
性
期
医
療
を
担
う
地
域
の
中
核
病
院

と
し
て
、
ま
た
地
域
医
療
連
携
の
中
心

的
役
割
を
担
う
地
域
密
着
型
病
院
と
し

て
、
一
見
の
価
値
あ
る
病
院
で
し
た
。

ま
た
、
人
材
育
成
と
い
う
観
点
に
お
い

て
も
特
徴
的
な
取
り
組
み
を
さ
れ
る

等
、
今
後
の
病
院
経
営
に
と
っ
て
非
常

に
有
意
義
な
見
学
と
な
り
ま
し
た
。

　

施
設
見
学
終
了
後
、
松
本
か
ら
軽
井

沢
へ
移
動
し
、
信
州
料
理
を
堪
能
し
、

帰
京
し
ま
し
た
。

　

各
地
の
優
れ
た
病
院
を
訪
問
し
、
そ

の
先
端
技
術
や
施
設
を
見
学
、
病
院
運

営
な
ど
に
つ
い
て
意
見
交
換
を
す
る
機

会
と
し
て
例
年
開
催
し
て
い
る
「
病
院

長
研
修
」を
、今
年
度
も
11
月
１
日（
金
）

〜
２
日（
土
）に
か
け
て
、
長
野
県
松
本

市
の
社
会
医
療
法
人
財
団
慈
泉
会
相
澤

病
院
を
見
学
し
ま
し
た
。
相
澤
病
院
は

小
説
「
神
様
の
カ
ル
テ
」
の
モ
デ
ル
と

な
っ
た
こ
と
で
も
有
名
で
す
。
今
回
の

参
加
者
は
野
口
会
長
以
下
17
名
で
、
本

会
顧
問
の
阿
部
光
幸
先
生
に
も
ご
参
加

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

今
回
見
学
し
た
相
澤
病
院
は
、
長
野

県
松
本
市（
人
口
43
万
人
）の
中
心
部
に

位
置
す
る
５
０
２
床
の
総
合
病
院
で
、

救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
や
が
ん
集
学
治
療

セ
ン
タ
ー
等
、
地
域
の
中
核
病
院
と
し

て
の
役
割
を
担
う
だ
け
で
な
く
、
地
域

医
療
連
携
に
も
積
極
的
に
取
り
組
ま

れ
、
地
域
密
着
型
の
病
院
と
し
て
地
域

住
民
の
健
康
・
生
命
を
守
っ
て
お
ら
れ
る

病
院
で
す
。特
に
、が
ん
治
療
に
お
け
る

先
進
技
術「
陽
子
線
治
療
セ
ン
タ
ー
」を

有
す
る
病
院
と
し
て
も
有
名
で
す
。

　

相
澤
病
院
の
陽
子
線
治
療
セ
ン
タ
ー

は
世
界
初
の
「
上
下
配
置
式
」
の
陽
子

線
治
療
施
設
で
、
参
加
者
も
こ
の
施
設

見
学
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
が
、

残
念
な
が
ら
、
見
学
当
日
は
調
整
中
と

　

加
入
病
院
数
は
58
病
院（
２
０
１
３

年
10
月
現
在
）。
会
務
担
当
理
事
会
は

毎
月
第
１
火
曜
日
に
開
催
し
て
お
り
、

京
都
府
に
お
け
る
医
療
を
取
り
巻
く
諸

問
題
に
つ
き
検
討
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
行
政
関
係
の
各
種
審
議
会
に
委

員
と
し
て
役
員
が
参
加
し
、
意
見
具
申

を
行
っ
て
い
ま
す
。

４
月　

平
成
25
年
度
の
定
時
総
会
を
開
催
。

新
会
長
に
野
口
雅
滋
氏
が
選
出
さ

れ
る
。
事
業
計
画
・
予
算
を
承
認
。

事
業
計
画
で
は
、
法
人
化
取
得
に

向
け
た
検
討
を
は
じ
め
る
こ
と
を
提

案
す
る
。

５
月　

京
都
私
立
病
院
協
会
と
の
合
同
会

議
を
開
催
し
、
意
見
交
換
を
行
う
。

６
月　

第
48
回
京
都
病
院
学
会
を
京
都
私

立
病
院
協
会
と
共
催
で
開
催
。
今

年
度
は
京
都
府
病
院
協
会
の
野
口

会
長
が
学
会
長
を
務
め
る
。

７
月　

平
成
25
年
度
近
畿
病
院
団
体
連
合

会
第
１
回
委
員
会（
主
管
：
兵
庫
県
）

に
本
会
よ
り
５
名
が
出
席
。
野
口
会

長
よ
り
院
内
事
故
調
査
委
員
会
の

現
状
調
査
の
集
計
結
果
に
つ
い
て
報

告
し
、
話
題
提
供
し
た
。

11
月　

平
成
25
年
度
病
院
長
研
修
を
開
催
、

長
野
県
松
本
市
の
相
澤
病
院
を
見

学
。

　

〃　　
　

今
年
度
、第
２
回
目
と
な
る
京
都
私

立
病
院
協
会
と
の
合
同
会
議
を
開
催
。

社
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慈
泉
会 
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澤
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澤
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平
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京
都
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医
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医
療
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等
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表
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山
田
俊
夫
氏

（
京
都
第
一
赤
十
字
病
院
）

京
丹
後
市
立
久
美
浜
病
院

内
藤
和
世
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（
京
都
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病
院
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京
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京
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院

《
保
健
医
療
功
労
》

《
救
急
医
療
功
労
》

◎
本
会
推
薦

団
体
の
部

個
人
の
部

団
体
の
部

個
人
の
部

《
救
急
医
療
功
労
》

◎
他
団
体
推
薦

団
体
の
部

個
人
の
部

平
成
25
年
度 

病
院
長
研
修

〈
平
成
25
年
の
活
動
状
況
〉

（
平
成
25
年
４
月
〜
11
月
）

上
半
期
の
活
動
状
況
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と
指
摘
し
、
仮
に
も
訴
訟
に
利
用
さ
れ

る
よ
う
な
こ
と
に
な
れ
ば
、
結
局
は
原

因
究
明
に
つ
な
が
ら
な
い
。「
医
療
事

故
調
」
の
真
の
目
的
で
あ
る
「
再
発
防

止
」
に
は
結
び
つ
か
な
い
、
と
の
意
見

を
出
し
ま
し
た
。

◆
電
気
料
金
の
値
上
げ
に
つ
い
て

　

兵
庫
県
民
間
病
院
協
会
よ
り
報
告
。

病
院
経
営
が
厳
し
い
中
、
電
気
料
金
の

値
上
げ
が
実
施
さ
れ
、
夏
と
冬
の
ピ
ー

ク
時
で
は
５
０
０
万
円
以
上
の
支
出
も

あ
り
う
る
と
の
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
。

診
療
報
酬
で
の
補
填
も
必
要
で
は
な
い

か
。
今
後
、
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い

く
か
、
意
見
交
換
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

京
都
私
立
病
院
協
会
か
ら
は
、
病
床
規

模
や
区
分
に
よ
っ
て
差
が
出
て
く
る
可

能
性
が
あ
り
、
特
に
急
性
期
病
院
で
は

大
幅
な
ア
ッ
プ
も
あ
り
う
る
た
め
、
今

後
も
各
病
院
に
お
い
て
継
続
的
に
推
移

を
み
て
対
応
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と

の
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

◆
医
療
消
費
税
訴
訟
の
経
緯

　

兵
庫
県
民
間
病
院
協
会
よ
り
報
告
。

今
後
の
増
税
へ
の
対
応
に
つ
い
て
意
見

交
換
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
昨
年
11
月
の

判
決
で
は「
棄
却
」さ
れ
、敗
訴
と
な
っ

た
が
、
判
決
内
容
に
は
、
一
部
、
わ
れ

わ
れ
の
主
張
も
盛
り
込
ま
れ
た
こ
と

で
、
一
定
の
評
価
は
で
き
る
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
い
る
。
今
後
、
税
率
が

８
％
、
10
％
へ
と
増
税
さ
れ
る
こ
と
が

予
定
さ
れ
て
お
り
、
今
後
も
注
視
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
報
告
が

な
さ
れ
ま
し
た
。
問
題
は
課
税
か
非
課

税
化
か
？
課
税
な
ら
軽
減
税
率
、
ゼ

ロ
税
率
の
導
入
も
視
野
に
入
れ
検
討

が
進
ん
で
い
る
。
た
だ
、
８
％
ま
で

は
診
療
報
酬
で
の
補
填
と
い
う
方
向

に
な
る
が
、
同
じ
轍
を
踏
ん
で
は
い

け
な
い
。
病
院
団
体
と
し
て
は
、「
課

税
」
と
し
、
軽
減
税
率
の
導
入
を
目

指
す
べ
き
だ
と
の
意
見
が
出
さ
れ
ま

し
た
。

国
際
化
に
は
大
幅
な
規
制
緩
和
が
必
要

で
、
医
師
会
や
看
護
協
会
等
か
ら
は
反

対
意
見
も
出
さ
れ
て
い
る
が
、
今
こ
そ

医
療
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
目
を
向
け
、

こ
れ
ら
の
技
術
の
開
発
を
阻
害
す
る
要

因
を
克
服
す
べ
く
、
①
医
療
機
関
・
診

断
セ
ン
タ
ー
の
海
外
設
置
②
医
師
・

看
護
師
等
の
輸
入
・
輸
出
③
日
本
の

医
薬
品
、
医
療
機
器
の
輸
入
・
輸
出
に

つ
い
て
提
案
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　

各
協
会
か
ら
は
「
方
向
性
と
し
て
は

間
違
っ
て
お
ら
ず
、
反
対
す
る
も
の
で

は
な
い
が
、課
題
も
多
く
、慎
重
な
対
応

が
必
要
」と
の
意
見
が
出
さ
れ
、次
回
の

委
員
会
で
の
継
続
審
議
と
な
り
ま
し
た
。

◆
医
療
事
故
調
査
制
度
に
つ
い
て

　

滋
賀
県
病
院
協
会
な
ら
び
に
京
都
府

病
院
協
会
よ
り
報
告
。
今
秋
に
も
法
案

が
提
出
さ
れ
る
予
定
の「
医
療
事
故
調
」

に
つ
い
て
、
各
協
会
が
ど
の
よ
う
な
対

応
を
検
討
し
て
い
る
か
意
見
交
換
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
京
都
府
病
院
協
会
か
ら

は
、
事
前
に
実
施
し
た
「
院
内
事
故
調

査
委
員
会
の
実
態
」
に
関
す
る
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
の
集
計
結
果
を
も
と
に
話

題
提
供
し
ま
し
た
。
特
に
、
報
告
書
の

取
り
扱
い
で
は
免
責
制
の
確
保
が
重
要

　
平
成
25
年
度
の
近
畿
病
院
団
体
連
合
会

第
１
回
委
員
会
が
、
７
月
30
日（
火
）、

ホ
テ
ル
オ
ー
ク
ラ
神
戸
に
お
い
て
、
兵

庫
県
民
間
病
院
協
会
の
主
管
で
開
催
さ

れ
ま
し
た
。京
都
府
病
院
協
会
か
ら
は
、

野
口
会
長
、
依
田
・
三
木
両
副
会
長
、

内
藤
理
事
と
事
務
局
が
出
席
し
ま
し

た
。
委
員
会
当
日
は
協
議
事
項
２
題
、

報
告
・
情
報
提
供
３
題
に
つ
い
て
議
論

さ
れ
た
他
、
基
調
講
演
で
は
、
公
益
財

団
法
人
先
端
医
療
振
興
財
団
の
理
事

長
、
井
村
裕
夫
氏
よ
り
『
メ
デ
ィ
カ
ル

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
神
戸
ク
ラ
ス
タ
ー
』

と
題
し
て
講
演
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

当
日
、
本
会
か
ら
は
、
情
報
提
供
と

し
て「
院
内
事
故
調
査
委
員
会
の
現
状
」

に
つ
い
て
話
題
提
供
し
、
事
前
ア
ン

ケ
ー
ト
の
結
果
を
報
告
し
ま
し
た
。

◆
医
療
の
国
際
化
に
つ
い
て

　

兵
庫
県
民
間
病
院
協
会
よ
り
提
案
。

医
療
の
国
際
化
が
日
本
の
経
済
成
長
を

後
押
し
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る

中
、
国
内
で
は
様
々
な
法
律
に
よ
り
国

際
的
競
争
か
ら
遅
れ
を
と
っ
て
き
た

が
、
最
先
端
医
療
や
医
薬
品
・
医
療
機

器
の
分
野
で
の
革
新
的
技
術
の
開
発
が

求
め
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
し
ま
し
た
。

本
会
か
ら
は
「
院
内
事
故
調
査
委
員
会
の
現
状
」

に
つ
い
て
話
題
提
供

平
成
25
年
度  

近
畿
病
院
団
体
連
合
会  

第
１
回
委
員
会

本
会
か
ら
は
「
院
内
事
故
調
査
委
員
会
の
現
状
」

に
つ
い
て
話
題
提
供

平
成
25
年
度  

近
畿
病
院
団
体
連
合
会  

第
１
回
委
員
会

平成26年 新春講演会・懇親会のご案内

病院等における防火・防災対策の徹底について

日時 平成26年1月9日㈭ 午後5時30分～
（講演会終了後、懇親会）

場所 ホテル日航プリンセス京都

【講演会の演者】京都産業大学 総合生命科学部 教授 永田 和宏 先生

平成26年の『新春講演会・懇親会』を以下のとおり開催します。新春講演会では、京都産業
大学総合生命科学部教授の永田和宏先生をお招きし、ご講演いただきます。会員病院の
先生方におかれましては、是非、ご参加をいただきますようご案内いたします。なお、当日は病院
事務部の方の参加も歓迎します（参加費を徴収いたします）ので、あわせてご案内いたします。

　福岡市博多区における有床診療所の火災事故発生を受け、「病院等における防火・防災
対策要綱」が見直されることとなりました。
　各病院におかれましては、医療法、消防法および建築基準法の規定に基づき、適切な
防火・防災体制を整備していただいているところですが、再度、消防設備等の点検や避難
経路の確認を実施していただくなど、万一の火災事故に備えた更なる安全対策の徹底に
ついて、ご高配を賜りますようお願い申し上げます。
　なお、今回、見直された「病院等における防火・防災対策要綱」につきましては、『京都
健康医療よろずネット』に掲載されておりますので、ご確認ください。
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院内医療事故調査委員会の現状について
アンケート実施

院内医療事故調査委員会の現状について
アンケート実施

　医療事故調査制度の創設については、先般、厚労省より「基
本的なあり方」が示されたところであり、今後、院内事故調
査委員会のガイドラインを策定したうえで、今秋には医療法
の一部改正という形で法制化されることになりそうである。
政権交代などにより、一時は議論が頓挫したが、昨年、よう
やく議論が再開された。医療関係者にとっても、患者・遺族
側にとっても、永年の懸案事項であった「医療事故調」が第
一歩を踏み出したこととなるが、未確定な部分も多く、今後
の動向を注視していかなければならない。
　「基本的なあり方」では、『院内事故調査委員会』および『第
三者機関』のあり方について言及されている。特に、院内事
故調査委員会のあり方については、今後、ガイドラインが示
される予定である。そこで、今回、本協会の会員病院におけ
る院内事故調査委員会の現状についてアンケートを実施した
ので、その結果を報告させていただく。

　2/3の病院で「設置している」と回答した。「設置していない」
と回答した病院では多くが、院内の医療安全委員会で対応し
ている、との回答であった。

　「はい」と回答した病院で、その職種を問うと、最も多かっ

たのが「弁護士」であった。その他、「他の病院から、事故内
容に応じて必要と判断した専門職を入れている」との回答も
あった。
　「いいえ」と回答した病院では、「必要性を感じない」「適任
者がいない、信頼できる人材がいない」との回答があった。

　「公表している」と回答したのは37％で、42％の病院が「公
表していない」と回答した。多くが、院内の関係者や患者へ
の説明という意味での公表であった。公表していない理由と
しては「公表基準が明確になっていないため」が多かった。
そこで、関連設問として、院内において公表基準があるかど
うか？と聞いたところ、「ある」が55％、「ない」が18％、「そ
の他」が27％であった。

［今回の厚労省案への意見（自由意見）］

　厚労省（案）への意見としては、
①報告書の取扱いについて、訴訟に利用されることへの懸念
が残っていること

②どのような死亡例を対象にするのか具体的になっていない
こと

③本来の意味での再発防止につなげるための免責制が確保さ
れていないこと

などがあげられた。
　特に、報告書公表にあたっては、訴訟に使わないとの確約
がないと、十分調査に協力が得られない可能性があり、ひい
ては事故の再発防止が妨げられる可能性があることや匿名性
（患者・病院ともに匿名）が担保される必要があるとの意見も
あった。
　その他、第三者機関の設置で、病理解剖の事例も増加すると
思われるが、その体制の構築（病理医の確保など）も必要とな
るとの意見も出された。
　一方で、院内事故調査委員会については、外部委員を入れ
た調査委員会（院内）の設置が困難であったり、事故調査の進
め方の方法論に熟知していない病院などもあり、病院規模に
よって、院内事故調をどうやって運営していくのかがカギに
なりそうである。

　　　　　　＜調査結果＞
◆回収率：50.0％（29病院 /58病院）
◆回答病院の病床数
～99床
100床～199床
200床～499床
500床～

・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

2病院
7病院
16病院
4病院

調査委員会には外部からの委員を入れておられますか

貴院では、院内事故調査委員会を設置されていますか

調査委員会での報告書は公表（交付）していますか

はい
65％

いいえ
21％

その他
14％

はい
33％

いいえ
48％

その他
19％

はい
37％

いいえ
42％

その他
21％

［調査実施日：2013年7月］
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