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輝
か
し
い
平
成
23
年
が
幕
を
開
け
ま
し
た
。

　

今
年
は
地
域
医
療
の
再
生
や
市
民
自
治
な
ど
、
本
市
の

改
革
を
着
実
に
実
現
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

新
年
の
ま
ち
づ
く
り
の
展
望
を
、
嘉
田
由
紀
子
知
事
と

西
澤
市
長
が
語
り
ま
す
。

First special feature of 2011

対 談

三
方
よ
し
で

安
心
と
夢
の
あ
る

ま
ち
づ
く
り滋賀県知事　嘉田由紀子

東近江市長　西 澤 久 夫
市
長　

市
民
の
み
な
さ
ん
、
新
年
あ
け
ま
し

て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
本
年
も
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。

知
事　

東
近
江
市
民
の
み
な
さ
ん
、
あ
け
ま

し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

◆
「
三
方
よ
し
」
の
実
践

市
長　

今
日
は
、
近
江
商
人
の
「
三
方
よ
し
」

の
家
訓
を
残
さ
れ
た
、
中な

か
む
ら村
治じ

へ

え
兵
衛
さ
ん
の

屋
敷
跡
に
隣
接
す
る
お
宅
に
嘉
田
知
事
を
お

招
き
し
ま
し
た
。
私
た
ち
滋
賀
県
民
に
と
っ

て
、
三
方
よ
し
と
は
本
当
に
意
義
の
あ
る
言

葉
で
す
が
、
知
事
も
三
方
よ
し
を
い
ろ
い
ろ

な
と
こ
ろ
で
お
使
い
に
な
ら
れ
て
い
ま
す
ね
。

知
事　

今
日
は
、
三
方
よ
し
の
発
祥
の
地
に

お
招
き
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
こ
を
本
拠
地

に
し
て
、
天
秤
棒
一
つ
で
活
躍
し
た
近
江
商

人
の
精
神
に
、
あ
ら
た
め
て
感
動
し
て
い
ま

す
。

　

三
方
よ
し
と
は
、
今
で
い
う
Ｃ
Ｓ
Ｒ
※
１

の

こ
と
で
す
が
、
も
と
も
と
は
近
江
商
人
が
、

売
り
手
よ
し
、
買
い
手
よ
し
、
そ
し
て
結
果

と
し
て
世
間
よ
し
の
三
方
よ
し
を
生
み
出
し

て
お
ら
れ
た
こ
と
は
、
滋
賀
県
民
の
大
き
な

誇
り
で
す
。

　

私
も
、
県
政
で
三
方
よ
し
を
使
わ
せ
て
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
親
子
が
共
に

幸
せ
を
実
感
で
き
る
よ
う
に
、
子
育
て
支
援
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や
子
ど
も
の
命
を
守
る
取
り
組
み
な
ど
を「
子

育
て
三
方
よ
し
」と
し
て
、ま
た
昨
年
か
ら
は
、

若
者
の
仕
事
づ
く
り
を
「
滋
賀
の
『
三
方
よ

し
』
人
づ
く
り
事
業
」
と
し
て
始
め
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
求
職
す
る
人
が
自
分
の
力
を
発
揮

で
き
、
そ
の
こ
と
で
企
業
も
発
展
し
、
結
果

と
し
て
社
会
に
活
力
が
み
な
ぎ
る
と
い
う
も

の
で
す
。

◆
東
近
江
市
で
の
三
方
よ
し

市
長　

本
市
で
は
こ
れ
ま
で
か
ら
、
東
近
江

医
療
圏
域
全
体
で
「
東
近
江
地
域
医
療
連
携

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
推
進
会
議
（
通
称
：
三
方
よ

し
研
究
会
）」
を
立
ち
上
げ
て
、
医
師
、
看
護

師
な
ど
の
医
療
関
係
者
、介
護
関
係
者
、行
政
、

市
民
が
、
一
人
ひ
と
り
の
病
気
や
人
生
へ
の

か
か
わ
り
方
を
研
究
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

特
に
今
年
は
、
地
域
医
療
の
分
野
が
大
き

く
変
化
す
る
年
で
、
一
人
ひ
と
り
に
合
っ
た

医
療
や
介
護
、
さ
ら
に
最
期
の
看み

と取
り
ま
で

考
え
て
い
き
た

い
と
強
く
思
っ

て
い
ま
す
。

　

人
は
、
自
分

の
人
生
を
最
期

か
ら
見
つ
め
て

い
く
と
、
意
外

と
有
意
義
な
生

き
方
が
で
き
る

と
思
い
ま
す
。

　

私
は
、
こ
れ

は
一
種
の
バ
ッ

ク
キ
ャ
ス
テ
ィ

ン
グ
※
２

だ
と
思
い
ま
す
が
、
知
事
も
、
看
取

り
や
終
末
期
医
療
が
と
て
も
重
要
だ
と
考
え

て
お
ら
れ
ま
す
ね
。

知
事　

そ
う
で
す
ね
。
死
の
問
題
を
不
安
に

思
い
な
が
ら
隠
し
て
い
る
と
、
不
安
が
さ
ら

に
内
向
き
に
な
り
、
人
と
の
信
頼
関
係
が
崩

れ
た
り
、
家
族
で
も
話
題
に
で
き
な
か
っ
た

り
し
ま
す
。
今
は
天
寿
を
全
う
で
き
る
時
代

で
す
か
ら
、
政
治
や
行
政
が
最
初
か
ら
死
の

問
題
を
タ
ブ
ー
に
し
な
い
で
お
こ
う
と
考
え

て
い
ま
す
。

　

死
の
問
題
に
真
っ
向
か
ら
取
り
組
む
の
に

大
切
な
こ
と
は
、
医
療
と
介
護
と
看
護
、
そ

し
て
健
康
を
維
持
す
る
予
防
で
す
。
そ
の
問

題
を
、
三
方
よ
し
研
究
会
が
取
り
組
ん
で
お

ら
れ
、
ま
さ
に
滋
賀
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
た

い
へ
ん
心
強
く
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
え

ば
、
東
近
江
市
に
は
在
宅
医
療
を
頑
張
っ
て

お
ら
れ
る
先
駆
者
が
お
ら
れ
ま
す
よ
ね
。

市
長　

永
源
寺
診
療
所
の
花は

な

戸と

貴た
か

司し

先
生
で

す
ね
。
花
戸
先
生
は
、「
家
族
と
一
緒
に
最
期

を
過
ご
し
た
い
」
と
い
う
患
者
さ
ん
の
希
望

を
実
現
す
る
た
め
に
、
患
者
の
ご
家
族
と
も

話
し
合
い
、
介
護
福
祉
士
、
看
護
師
な
ど
と

手
を
取
り
合
い
な
が
ら
、
在
宅
で
の
看
取
り

に
取
り
組
ま
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
同
じ
く

永
源
寺
を
拠
点
と
す
る
桝ま

す

田だ

医
院
で
も
、
同

様
に
在
宅
医
療
に
取
り
組
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
地
域
や
家
族
の
中
で
の
助
け
合

い
の
し
く
み
を
、
行
政
も
支
援
し
て
い
ま
す
。

知
事　

私
た
ち
が
子
ど
も
の
こ
ろ
、１
９
５
０

年
代
、
60
年
代
は
、
８
割
の
人
が
自
宅
で
亡

く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
子
ど
も
や
孫
が
生

し
ょ
う
ろ
う老

病び
ょ
う
し死
を
日
常
生
活
の
中
で
体
験
す
る
こ
と
に

よ
り
、
人
は
い
つ
か
亡
く
な
る
と
い
う
こ
と

が
実
感
で
き
ま
し
た
。
し
か
し
こ
こ
数
十
年

は
、
医
療
の
進
歩
に
よ
っ
て
、
最
高
水
準
の

医
療
を
最
期
ま
で
病
院
で
受
け
ら
れ
、
今
で

は
８
割
の
人
が
病
院
で
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

で
は
、
本
人
や
家
族
は
本
当
に
幸
せ
か
と

い
う
こ
と
で
す
が
、
平
成
21
年
の
県
政
世
論

調
査
で
は
、
半
数
以
上
の
人
が
「
自
宅
で
最

期
を
迎
え
た
い
」
と
回
答
し
て
い
ま
す
。
私

た
ち
政
治
家
は
、
住
民
の
み
な
さ
ん
の
思
い

に
沿
っ
た
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
考
え
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

【プロフィール】

嘉
か だ

田 由
ゆ き こ

紀子 滋賀県知事
昭和56年滋賀県庁に入庁。琵琶湖
研究所研究員、琵琶湖博物館総括
学芸員を経て、平成12年に京都精
華大学人文学部教授および琵琶湖
博物館研究顧問となる。平成18年
７月に滋賀県知事に就任し、現在２
期目。琵琶湖の保全・再生、次世
代育成型社会の実現や地域の魅力
の再発見などに取り組む。

※１ CSR…C
コ ー ポ レ ー ト

orporate S
ソ ー シ ャ ル

ocial R
レ ス ポ ン シ ビ リ テ ィ

esponsibilityの略。企業の社会的責任の意味。 
※２ バックキャスティング…将来像から現在を振り返り、今すべきことを考える方法。
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市
長　

こ
の
こ
と
は
、
育
ち
ゆ
く
子
ど
も
た

ち
が
命
の
大
切
さ
を
感
じ
た
り
、
お
年
寄
り

を
み
ん
な
で
大
切
に
し
よ
う
と
い
う
思
い
も

含
め
て
、
本
当
に
大
切
な
こ
と
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
。

◆
地
域
医
療
の
再
生
が
動
き
出
す

市
長　

こ
う
し
た
在
宅
で
の
看
取
り
を
進
め

な
が
ら
、
今
年
は
２
つ
の
市
立
病
院
と
国
立

病
院
機
構
滋
賀
病
院
の
体
制
の
建
て
直
し
に

向
け
て
、
本
格
的
に
動
き
出
し
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
国
立
病
院
機
構
・
滋
賀
医

科
大
学
・
県
・
市
が
一
緒
に
な
り
、
滋
賀
病

院
に
新
し
く
中
核
病
院
＊
１
を
設
置
し
ま
す
。

平
成
25
年
度
に
は
中
核
病
院
と
し
て
本
格
的

に
稼
動
す
る
予
定
で
す
が
、そ
れ
ま
で
に
し
っ

か
り
と
形
づ
く
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

知
事　

医
師
不
足
や
医
療
体
制
の
崩
壊
は
、

全
国
的
な
問
題
で
す
。
大
都
会
に
し
か
医
師

が
集
ま
ら
ず
、
公
立
病
院
が
閉
鎖
さ
れ
る
中

で
、
思
い
切
っ
て
作
ら
れ
た
東
近
江
市
の
医

療
再
生
計
画
は
、
全
国
の
モ
デ
ル
に
な
る
と

思
い
ま
す
。

　

そ
の
中
で
も
、
滋
賀
医
科
大
学
の
総
合
内

科
と
総
合
外
科
の
寄
附
講
座
＊
２
は
、
い
わ

ば
滋
賀
病
院
の
中
に
大
学
の
分
校
が
で
き
る

と
い
う
こ
と
で
、
計
画
の
特
徴
に
な
っ
て
い

ま
す
ね
。

市
長　

今
年
は
そ
の
寄
附
講
座
に
、
教
授
や

ス
タ
ッ
フ
が
来
ら
れ
ま
す
。
滋
賀
医
科
大
学

に
は
、
滋
賀
病
院
で
研
修
医
を
し
っ
か
り
と

育
成
で
き
、
滋
賀
に
定
着
で
き
る
中
核
病
院

に
す
る
と
決
意
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
私

た
ち
も
、
地
域
を
あ
げ
て
応
援
を
し
て
い
き

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

知
事　

医
療
技
術
の
進
歩
で
医
師
が
専
門
化

し
て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
、
地
域
医

療
を
担
う
人
を
育
て
て
い
く
こ
と
も
必
要
で

す
。「
人
を
診
る
、
暮
ら
し
を
見
る
中
で
、
医

療
の
成
果
を
上
げ
よ
う
」
と
い
う
滋
賀
医
科

大
学
の
理
念
を
、
今
回
、
滋
賀
病
院
で
実
現

し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。

市
長　

こ
の
計
画
に
は
、
市
内
の
医
師
会
、

歯
科
医
師
会
、薬
剤
師
会
、介
護
関
係
者
な
ど
、

多
く
の
人
々
に
応
援
し
て
い
た
だ
き
、
期
待

を
持
っ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
環
境
は
整

え
た
の
で
、
こ
れ
か
ら
は
受
け
入
れ
に
力
を

新
春

特
集 三方よしで、安心と夢のある まちづくり三方よしで、安心と夢のある まちづくり
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対 談 ◆ 滋賀県知事 嘉田由紀子・東近江市長 西澤久夫

▲花戸先生の往診が、在宅医療を支える
（撮影：フォトジャーナリスト 國森康弘さん）

＊１ 中核病院
（仮称：独立行政法人国立病院機構
東近江総合医療センター）
　かかりつけ医では行うことが難
しい専門的な検査や治療など、市
内・圏域内のほかの医療機関では
できない機能をもつことで、地域の
医療連携の中核を担います。

＊２ 寄附講座
　医科大学に資金を提供して、そ
の資金を原資に医大生への講座を
開設してもらいます。通常は医科大
学内に講座を開設しますが、本市
では全国的にもめずらしく、中核病
院内に講座を開設します。
　寄附講座の開設で、大学の教授
クラスの医師が常勤しますので、よ
り安定的な医療を提供できるよう
になります。

▲ 現場で医療を担う医師とも
　懇談を重ねています

▲中核病院が整備される国立
　病院機構滋賀病院



5 広報ひがしおうみ　2011.1.1

注
ぎ
、
地
域
医
療
を
再
生
し
な
が
ら
、
将
来

は
滋
賀
県
の
医
師
と
し
て
県
内
に
定
着
し
て

い
た
だ
く
拠
点
に
な
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

知
事　

こ
れ
ま
で
開
業
医
の
み
な
さ
ん
が
地

域
医
療
を
支
え
て
こ
ら
れ
た
歴
史
が
あ
り
、

新
た
に
来
ら
れ
る
大
学
の
先
生
も
入
り
込
ん

で
、
医
療
、
介
護
、
看
護
、
在
宅
療
養
の
連

携
の
モ
デ
ル
に
し
て
い
た
だ
け
る
と
期
待
し

て
い
ま
す
。

◆
全
国
の
モ
デ
ル
を
東
近
江
市
か
ら

市
長　

医
療
の
ほ
か
に
も
、
全
国
の
モ
デ
ル

に
な
る
も
の
を
作
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
１
月
か
ら
、市
民
自
ら
が
指
定
管
理

者
＊
３
と
な
っ
て
、地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
の
管
理
運
営
を
始
め
て
い
た
だ
く

地
域
が
あ
り
ま
す
。
今
後
は
、
東
近
江
市
で

14
館
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
や
公
民

館
を
順
次
、
指
定
管
理
者
制
度
で
運
営
し
て

い
た
だ
こ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
運
営
費
用

を
市
が
負
担
し
、
市
民
の
み
な
さ
ん
に
よ
る

ま
ち
づ
く
り
を
お
願
い
し
て
い
き
ま
す
。

知
事　

医
療
や
介
護
、ま
ち
づ
く
り
は
、中
学

校
区
く
ら
い
の
小
さ
な
区

域
で
、
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を

と
っ
て
い
く
こ
と
が
大
切
で

す
ね
。

　

自
ら
助
け
る
「
自
助
」、

共
に
助
け
る
「
共
助
」、
こ

の
２
つ
に
「
公
助
」
が
う
ま

く
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
、
未
来

に
対
し
て
夢
の
あ
る
地
域
社

会
を
期
待
を
し
て
い
ま
す
。

市
長　

人
々
が
元
気
に
生
き

て
い
く
た
め
に
も
、
到
達
す

べ
き
将
来
像
を
見
届
け
な
が

ら
取
り
組
め
ば
、
す
べ
て
の
こ
と
が
う
ま
く

い
く
と
思
い
ま
す
。

知
事　
「
終
わ
り
良
け
れ
ば
す
べ
て
良
し
」
と

言
い
ま
す
が
、目
標
に
向
か
う
た
め
、逆
に
目

標
か
ら
さ
か
の
ぼ
る
「
バ
ッ
ク
キ
ャ
ス
テ
ィ

ン
グ
」で
、夢
の
あ
る
政
策
を
と
も
に
実
現
で

き
る
よ
う
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

市
長　

ぜ
ひ
応
援
を
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
に

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

▲指定管理者での運営が始まる
　平田コミュニティセンター

＊３ 指定管理者制度
　公の施設の管理に民間の能力を活用し
つつ、より質の高い住民サービスの提供
を図ることを目的に、平成15年の地方自
治法改正によって生まれた制度です。
　本市では、民間事業者、NPO、地域の団
体など幅広い担い手が「指定管理者」と
なって、89の公の施設を管理しています。
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岸 屋敷跡
（五個荘石馬寺町）

　中村治兵衛家は、江戸時代中期の麻布商。
特に２代目の宗岸は、「売り手よし、買い手よ
し、世間によし」という、近江商人の格言と
して有名な三方よしの理念を説いた人物です。
　中村治兵衛家の家訓には、「たとえ他国へ
商内に参り候ても、この商内物この国人一切
の人々皆々心よく着申され候様にと、自分の
事に思わず、皆人よき様にとおもひ、高利望
み申さず、とかく天道のめぐみ次第と、ただ
そのゆくさきの人を大切におもふべく候・・・」
と記されています。売り手によし、買い手に
よしは常識ですが、これに世間よしを加えた
ものが「三方よし」です。
　幕藩時代、特に他国での経済的貢献は近
江商人独特のものとして歓迎されました。こ
れが、地域に貢献する「三方よし」として商
人たちに浸透していきました。
　現在この屋敷跡は、隣接する「七福堂製菓」
の川添頼昭さんが所有され、庭園として美し
い風景を醸

かも

し出しています。

この新春対談は東近江ケーブルテレビでもご覧いただけます。
放送日時は14ページをご覧ください。


