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千
三
百
年
余
り
の
歴
史
を
も
つ
「
式

年
遷
宮
」
。
二
十
年
に
一
度
、
伊
勢
神

宮
の
ご
神
体
が
お
住
ま
い
を
遷
さ
れ

る
神
事
は
、
こ
の
十
月
に
行
わ
れ
た
ば

か
り
。
日
本
古
来
の
伝
統
文
化
が
今

も
息
づ
く

”
伊
勢
の
国
“
に
あ
っ
て
、

三
十
三
年
の
間
「
本
居
宣
長
記
念
館
」

に
籍
を
置
い
て
、
宣
長
の
功
績
を
朝
か

ら
晩
ま
で
許
す
限
り
の
時
間
を
使
っ

て
調
べ
て
き
ま
し
た
。
類
ま
れ
な
る
集

中
力
で
『
古
事
記
伝
』
を
著
し
、
そ
れ

ま
で
埋
も
れ
て
い
た
『
古
事
記
』
に
光

を
当
て
て
、
よ
み
が
え
ら
せ
た
宣
長
。

そ
の
彼
が
生
き
た
江
戸
の
世
は
「
今
よ

り
も
多
少
面
倒
が
あ
っ
て
も
、
豊
か
な

時
間
に
あ
ふ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
」

…

本
居
宣
長
を
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、

そ
う
感
じ
て
な
り
ま
せ
ん
。

文
字
は
声（
言
葉
）を

書
き
写
し
た
も
の
。

古
く
て
難
し
そ
う
な

書
物
こ
そ
音
読
を
。

保険Q&A

鍼灸歴史探訪

本居宣長の
コミュニケーション術

特集

No.20
2014.1

発行／公益社団法人 日本鍼灸師会
〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-44-14
TEL：03-3985-6771　FAX：03-3985-6622

E-mail：info@harikyu.or.jp
発行者／仲野弥和

編集担当／一見隆彦・日野博・赤井康紀
制作・印刷／株式会社 キューアイ・マネージ

公
益
社
団
法
人
日
本
鍼
灸
師
会

公
益
社
団
法
人
日
本
鍼
灸
師
会

（
中
面
へ
続
く
）

鍼灸師会が取り組む地域ケアとしての
コミュニティ・アウトリーチ活動

シリーズ・介護予防



　

世
の
中
す
べ
て
が
文
字
で
表
現
さ

れ
、
ま
た
記
録
さ
れ
て
い
く
の
が
当
た

り
前—

で
も
、
実
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
。

今
か
ら
千
三
百
年
前
、
時
期
的
に

「
式
年
遷
宮
」
と
重
な
る
の
が
面
白
い

と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
「
大
宝
律
令

（
日
本
最
古
の
法
律
）
」
が
制
定
さ
れ

て
か
ら
で
す
、
日
本
が
急
速
に
文
字
の

世
界
に
入
っ
て
い
く
の
は
。
そ
れ
よ
り

も
前
、
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
声
、

言
葉
が
中
心
で
し
た
。
記
憶
さ
れ
る

時
代
が
終
わ
り
記
録
の
時
代
に
入

る
、
そ
う
し
た
文
化
の
過
渡
期
に
あ
っ

た
〈
記
憶
〉
に
、
千
年
の
の
ち
、
光
を
当

て
た
の
が
本
居
宣
長
と
い
う
人
物
で

す
。
日
本
最
古
の
歴
史
書
で
あ
る
『
古

事
記
』
を
つ
ぶ
さ
に
研
究
し
、
全
四
十

四
巻
の
注
釈
書
『
古
事
記
伝
』を
書
き

あ
げ
、
『
古
事
記
』
を
世
に
送
り
出
す

き
っ
か
け
を
作
っ
た—

ま
さ
に
時
空

を
超
え
た
、
超
人
的
な
偉
業
だ
と
思

い
ま
す
ね
。

 

『
古
事
記
』も
、
そ
の
手
引
書
と
な
る

『
古
事
記
伝
』
も
、
み
な
さ
ん
難
し
く

て
読
め
な
い
と
お
っ
し
ゃ
る
。
昔
の
書

物
で
す
か
ら
、
た
し
か
に
難
解
か
も
し

れ
な
い
。
そ
こ
で
問
題
に
し
て
い
た
だ

き
た
い
の
は
、
「
声
に
出
し
て
い
る

か
？
」
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
ま
で
の
文

化
を
考
え
れ
ば
わ
か
る
と
思
い
ま
す

が
、
こ
れ
は
と
て
も
大
事
な
こ
と
な
ん

で
す
。
黙
読
さ
れ
て
い
た
と
し
た
ら…

ま
ず
、
そ
れ
が
い
け
な
い
。
あ
れ
は
、
音

読
し
な
い
と
ダ
メ
で
す
。
音
読
し

て
、
”

停
滞
“
し
な
い
こ
と
。
黙
読
す

る
と
な
ぜ
ダ
メ
な
の
か
と
い
う
と
、
分

か
ら
な
い
と
こ
ろ
で
止
ま
っ
て
し
ま

う
。
意
味
が
分
か
る
ま
で
読
も
う
と

す
る
。
こ
れ
が
、
い
け
な
い
ん
で
す
。
そ

し
て
『
古
事
記
伝
』
で
言
え
ば
、
書
き

進
め
る
宣
長
の
姿
を
思
い
描
き
、
彼
の

リ
ズ
ミ
カ
ル
な
思
考
に
触
れ
な
が
ら
読

も
う
と
す
れ
ば
、
自
然
と
音
読
に
な

る
は
ず
で…

そ
れ
が
宣
長
独
特
の
”

リ
ズ
ム
“
に
乗
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で

す
。

 

宣
長
は
、
一
日
の
か
な
り
の
時
間
を

使
っ
て
歩
い
て
い
ま
す
。
こ
の
歩
い
て
い

る
時
間
、
つ
ま
り

”
動
い
て
い
る
“
時

間
が
、
彼
に
と
っ
て
思
考
の
時
間
。
だ

か
ら
、
そ
の
思
考
が
躍
動
す
る
の
で

す
。
私
た
ち
は
、
本
を
開
か
な
い
と
、

机
に
向
か
わ
な
い
と
学
問
が
で
き
な
い

と
い
う
。
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん…

で

も
、
宣
長
は
違
っ
た
。
彼
は
頭
の
中
に

「
素
材
」
を
全
部
入
れ
て
、
つ
ま
り
記

憶
し
て
、
そ
れ
を
検
索
し
整
理
し
な
が

ら
歩
い
て
い
た
。
だ
か
ら
、
机
に
向
か
っ

た
ら
、
す
ぐ
に
書
き
始
め
る
こ
と
が
で

き
た
は
ず
で
す
。
「
さ
あ
何
を
書
こ
う

か
」
と
、
机
の
前
で
考
え
る
必
要
な
ん

て
な
い
。
そ
れ
が
彼
の
”

リ
ズ
ム
“
に

つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

 

思
い
つ
い
た
こ
と
を

”
最
短
“
で
”

最
適
“
な
文
章
に
す
る
た
め
、
宣
長

に
は
歩
く
時
間
が
必
要
だ
っ
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
彼
が
六
十
四
歳
の

と
き
、
友
だ
ち
に
「
私
は
還
暦
を
過
ぎ

て
も
、
痛
い
腰
を
さ
す
り
な
が
ら
、
朝

か
ら
晩
ま
で
走
り
回
っ
て
い
る
」
と
書

い
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
宣
長
の
実
際
の

生
涯
だ
と
思
い
ま
す
。
彼
の
文
章
は
非

常
に
具
体
的
に
書
か
れ
て
い
て
、
読
み

や
す
く
内
容
が
よ
く
分
か
る
。
「
な
ぜ

百
姓
一
揆
が
起
こ
る
の
か
」
「
な
ぜ
人

が
飢
え
る
の
か
」
「
世
の
中
っ
て
ど
う
あ

る
べ
き
な
の
か
」
と
い
う
こ
と
が
、
平
た

く
記
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
江
戸
時
代
に

書
か
れ
た
本
と
読
み
比
べ
て
み
れ
ば
、

断
然
宣
長
の
方
が
読
み
や
す
い
は
ず

で
す
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
宣
長
の
設
定

し
た

”
テ
ー
マ
“
が
、
こ
の
よ
う
に
具

体
的
で
あ
る
こ
と—

で
も
、
そ
れ
だ

け
で
は
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
や
っ
ぱ

り

”
リ
ズ
ミ
カ
ル
“
と
い
う
部
分
が
影

響
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
机
に
は
向
か

わ
ず
、
動
き
回
り
な
が
ら
考
え
を
め

ぐ
ら
せ
て
い
る
こ
と
で
、
思
考
自
体
が

と
て
も
な
め
ら
か—

こ
れ
こ
そ
が
、
そ

の
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
文
章
の
秘
訣
な
の
だ

と
思
い
ま
す
。

　

今
、
パ
ソ
コ
ン
を
使
い
過
ぎ
た
り
す
る

と
、
文
字
が
書
け
な
く
な
る
。
本
当
に

漢
字
を
忘
れ
た
り
す
る
。
メ
ー
ル
ば
か

り
で
、
「
会
話
が
で
き
な
く
な
る
」
と
い

う
の
も
、
よ
く
聞
く
話
で
す
。
文
章
を

書
く
よ
う
な
仕
事
を
し
て
い
る
と
、
文

章
が
ダ
メ
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
か

う
わ
け
で
す
。
手
紙
を
書
く
こ
と
で
、

書
き
手
の
気
持
ち
は
和
ら
げ
ら
れ
る

の
で
す…

。

　

今
で
も
似
た
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
学
生
が
、
親
元
か
ら
離
れ
た
所
で

生
活
し
て
い
る
と
、
子
ど
も
が
無
茶
苦

茶
な
こ
と
を
し
て
い
て
も
、
怒
る
に
怒

れ
な
い
。
そ
れ
が

”
距
離
“
と
い
う
も

の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
最
近
で
は
、
至
る

と
こ
ろ
で
距
離
が
な
く
な
っ
て
き
て
い

ま
す
よ
ね
。
手
紙
も
そ
う
。
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
や
メ
ー
ル
に
情
報
を
伝
え
る
、

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
た
め
の
座
を
奪

わ
れ
、
「
書
簡
」と
い
う
文
化
も
消
え
つ

つ
あ
り
ま
す
。
距
離
が

”
消
え
て
“
し

ま
っ
た
こ
と
で
、
気
持
ち
や
文
章
の
熟

成
す
る
時
間
が
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
が

か
え
っ
て
「
気
持
ち
が
伝
わ
り
や
す
い

ん
じ
ゃ
な
い
か
」
「
ス
ト
レ
ー
ト
に
伝
わ

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
」…

そ
う
じ
ゃ
な
い
、

逆
で
す
。
手
紙
を
書
く
と
い
う
行
為

に
は
、
た
と
え
三
十
分
で
も
一
時
間
で

も

”
考
え
る
時
間

“
と
い
う
も
の
が

あ
る
。
半
月
か
か
る
と
き
だ
っ
て
あ

る
。
と
き
に
「
作
法
＝
形
式
」
と
い
う

も
の
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
、

思
っ
て
も
い
な
い
、
本
心
で
な
い
言
葉

が
出
て
し
ま
う
場
合
も
あ
る
わ
け
で

す
。
文
章
読
本
に
あ
る
よ
う
な
「
一
晩

お
い
て
読
み
返
す
」
よ
う
な
こ
と
が
、

宣
長
の
時
代
で
は
ご
く
普
通
の
こ
と

だ
っ
た…

ど
ち
ら
の
時
代
が
豊
か
で
あ

る
の
か
、
よ
く
は
分
か
り
ま
せ
ん
け

ど
。

　

体
が
健
康
な
ら
良
い
言
葉
も
出
て

く
る
し
、
怒
っ
て
い
れ
ば
言
葉
が
荒
く

も
な
る
し
、
お
だ
や
か
な
ら
ば
言
葉

も
優
し
く
な
る
。
体
の
状
態
に
よ
っ

て
、
人
の
言
葉
が
変
わ
る
の
は
間
違
い

あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
宣
長
は
、
「
姿

は
似
せ
難
く
、
意
は
似
せ
易
し
」
と

言
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
逆
。
言
葉
が

整
え
ば
、
体
の
中
は
整
う
と
言
う
ん

で
す
。
心
の
中
を
整
え
る
の
は
難
し
い

け
ど
、
言
葉
を
飾
る
の
は
ち
っ
と
も
難

し
く
な
い—

私
た
ち
は
、
そ
う
思
っ
て

し
ま
い
ま
す
が
、
実
は
逆
な
ん
だ
と
い

う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

「
辛
か
っ
た
こ
と
や
悲
し
か
っ
た
こ
と

は
、
言
葉
に
し
て
人
に
聞
い
て
も
ら
う

こ
と
で
減
っ
て
い
く
」と
も
。

　

「
気
の
毒
だ
っ
た
ね
、
か
わ
い
そ
う

だ
っ
た
ね
」と
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と

　

例
え
ば
こ
の
（
記
念
館
の
）
二
階
に
、

宣
長
の
雑
記
帳
と
い
う
か
備
忘
録
が

展
示
し
て
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
「
八
月

二
十
四
日
の
手
紙
が
十
一
月
に
届
い

た
」
と
書
い
て
あ
る
。
ど
こ
か
ら
の
手

紙
か
と
い
う
と
、
九
州
の
熊
本
か
ら
で

す
。
つ
ま
り
手
紙
が
届
く
の
に
、
二
カ

月
以
上
か
か
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ

の
二
カ
月
と
い
う

”
時
間
“
が
、
と
て

も
重
要
な
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

江
戸
（
東
京
）
と
松
坂
と
の
間
に
は
、

四
百
三
十
キ
ロ
と
い
う
距
離
が
あ
り

ま
す
。
宣
長
の
時
代
、
こ
の
四
百
三
十

キ
ロ
と
い
う
距
離
が
生
む

”
時
間

“
、
”

間
“
と
い
う
も
の
が
、
と
て
も

重
要
な
働
き
を
す
る
。
そ
れ
は
ど
う
い

う
こ
と
か
。
宣
長
の
先
生
で
あ
る
賀
茂

真
淵
は
よ
く
怒
っ
た
そ
う
で
す
。
で
も

真
淵
は
江
戸
に
居
る
。
今
な
ら
メ
ー
ル

で
一
言
「
ば
か
や
ろ
う
」
で
済
み
ま
す

が
、
手
紙
で
は
そ
う
簡
単
に
は
い
き
ま

せ
ん
。
ま
ず
、
時
候
の
挨
拶
か
ら
入
っ

て
、
そ
れ
か
ら
「
こ
の
前
の
手
紙
は
大

変
不
愉
快
で
あ
る
」
「
今
後
一
切
、
返

事
は
書
か
な
い
」
と
い
う
風
に
綴
ら
な

き
ゃ
い
け
な
い
。
そ
れ
が
手
紙
の
作
法

と
い
う
も
の
で
す
。
手
数
も
多
く
て
、

手
間
も
か
か
る
。
で
、
ど
う
な
る
か
。

江
戸
で
手
を
振
り
上
げ
て
も
、
四
百

三
十
キ
ロ
離
れ
た
松
坂
に
届
く
間
に

は
、
お
だ
や
か
な
文
言
に
な
っ
て
し
ま

…

無
駄
ば
か
り
多
く
て
、
し
ま
り
の
な

い
文
章
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は

”

コ
ピ
ペ
“
、
つ
ま
り
文
章
を
簡
単
に

”

切
り
貼
り
“
し
て
い
く
か
ら
、
メ
リ
ハ

リ
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
。

　

こ
う
な
っ
て
く
る
と
、
千
三
百
年
前

に
日
本
人
が
体
験
し
た
こ
と
と
同
じ

こ
と
が
、
今
起
こ
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い

か
。
長
い
言
葉
の
時
代
を
終
え
て
、
文

字
の
時
代
に
入
っ
て
い
っ
た
と
き
に
体

験
し
た
こ
と
と
同
じ
よ
う
な
大
き
な

変
革
期
に
、
今
、
差
し
か
か
っ
て
い
る

ん
じ
ゃ
な
い
か—

そ
う
思
い
ま
す
。
も

ち
ろ
ん
文
字
に
は
す
ば
ら
し
い
利
点

が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
学
問
だ
っ

て
、
そ
も
そ
も
文
字
が
な
か
っ
た
ら
成

立
し
な
い
も
の
で
す
よ
。
だ
か
ら
、
文

字
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
初
め
て
豊
か

な
生
活
と
い
う
か
、
知
的
な
活
動
も

で
き
る
こ
と
は
事
実
な
ん
で
す
け
ど
、

た
だ
、
そ
の
代
償
も
や
っ
ぱ
り
大
き

い
。
そ
の
こ
と
に
敏
感
に
反
応
し
た
の

が
、
宣
長
で
は
な
い
か
。
文
字
と
い
う

も
の
を
選
ん
で
、
便
利
な
生
活
に
な
っ

た
と
き
に
、
失
っ
た
も
の
の
大
き
さ
。
つ

ま
り
、
言
葉
が
も
た
ら
し
て
く
れ
た
大

切
な
も
の
に
気
づ
い
た
の
が
、
宣
長
と

い
う
人
の
学
問
で
は
な
か
っ
た
か
と
、

あ
ら
た
め
て
感
じ
ま
す
。
そ
し
て
、
そ

の
大
切
な
も
の
の
ひ
と
つ
に
、
「
時
間
」

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で

す
。
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写真提供：本居宣長記念館

千
三
百
年
前
に
迎
え
た
大
き
な

転
換
期
と
同
じ
こ
と
が
、

今
、起
き
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

言
葉
か
ら
文
字
の
文
化
へ
。

そ
の
過
程
で
失
わ
れ
た
も
の
が

何
で
あ
っ
た
の
か
、そ
れ
を
知
る

絶
好
の
機
会
と
も
言
え
る
。



どのようなときに鍼灸治療を健康保険で受けられるのですか？
また、必要な物は何ですか？

　

新
連
載
の「
鍼
灸
歴
史
探
訪
」。記

念
す
べ
き
第
一
回
で
は
、
”鍼
聖
“
と

呼
ば
れ
、今
で
も
そ
の
命
日
に
は
全
国

で
多
く
の
方
が
偉
業
を
偲
ぶ
杉
山
和

一
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
ま
し
た
。出
身

地
の
三
重
県
津
市
か
ら
神
奈
川
の
江

ノ
島
、そ
し
て
東
京
両
国
へ―

―

和
一

ゆ
か
り
の
地
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

慶
長
八
年（
一
六
〇
三
年
）、津
藩

士
の
子
と
し
て
三
重
県
津
市
に
生
ま

れ
た
和
一
で
す
が
、幼
い
時
に
失
明
し

て
し
ま
い
ま
す
。そ
の
不
自
由
を
は
ね

の
け
、鍼
術
を
学
ぼ
う
と
江
戸
に
出
て

行
っ
た
和
一
。す
べ
て
は
石
碑
の
建
つ
、

こ
の
地
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
す
。

　

江
戸
で
は
幾
度
と
な
く
挫
折
を
味

わ
い
、そ
れ
で
も
江
ノ
島
弁
財
天
の
岩

屋
に
籠
も
り
修
行
を
続
け
た
和
一
が
、

後
世
に
名
を
残
す「
管
鍼
術
」を
思
い

つ
い
た
の
は
、そ
こ
か
ら
の
帰
り
道
に

石（
福
石
）に
つ
ま
ず
い
て
、転
ん
だ
時

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

杉
山
和
一
の
墓
所
か
ら
は
、相
模
湾

の
海
が
一
望
で
き
、福
石
は
、江
ノ
島

弁
財
天
の
敷
地
内
に
あ
り
ま
す
。初
春

の
海
風
に
誘
わ
れ
て
、足
を
運
ん
で
み

て
は
い
か
が
で
す
か
？
福
石
の
御
利

益
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
よ
。

　

和
一
を
偲
ぶ
杉
山
祭
は
、命
日
の
五

月
十
八
日
前
後
に
全
国
で
開
催
さ
れ

て
い
ま
す
。墓
前
で
あ
る
神
奈
川
県
の

江
ノ
島
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、東
京

墨
田
に
あ
る
江
島
杉
山
神
社
で
も
盛

大
に
催
さ
れ
ま
す
の
で
、緑
の
季
節
の

散
策
に
訪
れ
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
。

鍼灸歴史探訪

質
問

こ
た
え

保険で受けられる傷病名には、次の７つがあります。
これらの症状に対し、「医師の同意書」があれば健康保険で鍼灸治療が受けられます。
①神経痛 （顔、腕、腰、足など神経に沿って痛む。たとえば坐骨神経痛、肋間神経痛など）
②リウマチ （手首や肘、膝、足首など、各関節が腫れて痛むもの）
③腰痛 （腰が痛む、腰が重い。たとえば、変形性腰椎症など）
④五十肩 （肩の関節が痛くて腕が上がらないもの）
⑤頚腕症候群 （頚、肩、腕の痛みやしびれ、だるさなど）
⑥その他の疾患 （慢性的な痛みのある疾患で保険者が認めたもの）

なお、健康保険以外の鍼灸に関する疑問については、最寄りの日本鍼灸師会会員の鍼灸院に
お問い合わせください。

と
同
じ
こ
と
で
す
。
良
い
こ
と
が
あ
っ

た
ら
、
悪
い
こ
と
も
あ
る
。
そ
こ
で
、

「
心
配
し
な
く
て
も
最
後
は
必
ず
良

く
な
っ
て
い
く
」
と
い
う
の
が
、
宣
長
の

世
界
観
で
す
。
彼
に
言
わ
せ
れ
ば
「
悪

い
と
き
も
あ
れ
ば
良
い
と
き
も
あ
る
」

と
い
う
こ
と
な
ん
だ
け
ど
、
ど
う
も
そ

う
で
は
な
く
て…

今
は
、
ど
ん
ど
ん
悪

く
な
る
一
方
じ
ゃ
な
い
か
と
。
第
一

に
、
国
を
代
表
す
る
立
場
の
人
の
言

葉
使
い
が
悪
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
言

葉
に
も
重
み
が
ま
っ
た
く
な
い
で
す
よ

ね
。
若
い
人
に

”
示
し
“
が
つ
か
な

い
。
こ
れ
で
は
宣
長
さ
ん
だ
っ
て
叱
る

は
ず
で
す
。
私
た
ち
も
、
ま
ず
は
先
輩

諸
氏
の
一
人
と
し
て
、
よ
ど
み
な
く
流

れ
る
よ
う
に
日
本
語
を
話
し
、
書
く

よ
う
に
心
が
け
た
い
も
の
で
す
。

と
心
が
し
ゃ
ん
と
し
て
く
る
。
何
と

な
く
分
か
る
よ
う
な
気
が
し
ま
せ
ん

か
？

　

今
の
時
代
、
う
ま
く
言
葉
が
、
日
本

語
が
残
っ
て
い
く
か
な
と
、
ち
ょ
っ
と
心

配
に
な
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
宣
長

が
現
在
を
生
き
て
い
た
と
し
た
ら
、
ど

う
思
わ
れ
る
か
。
こ
れ
だ
け
メ
ー
ル
が

普
及
し
て
く
る
と…

彼
を
し
て
も
、
も

う
打
つ
手
は
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
も

思
い
ま
す
け
ど
（
笑
）
。
い
や
、
も
し
か

し
た
ら
彼
の
こ
と
だ
か
ら
、
う
ま
い
解

決
法
を
見
つ
け
出
す
か
も
し
れ
ま
せ

ん
ね
。
若
い
人
た
ち
が
「
コ
レ
、
か
っ
こ
い

い
」
と
感
じ
て
く
れ
て
、
何
か
を
真
似

し
て
く
れ
た
ら
い
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

た
だ…
一
言
、
二
言
の
短
い
言
葉
に
は

敏
感
で
も
、
文
章
そ
の
も
の
に
対
し
て

「
か
っ
こ
い
い
！
」
と
い
う
反
応
が
、
な

か
な
か
出
て
こ
な
い
。
い
い
文
章
な
り

詩
な
り
、
そ
う
い
う
も
の
を
学
校
で
暗

唱
さ
せ
る
な
り
し
て
、
感
性
を
磨
い
て

い
く
の
が
良
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い

ま
す
ね
。
若
く
て
も
上
品
で
洒
落
た

文
章
を
書
け
る
人
が
ど
ん
ど
ん
現
れ

て
き
た
ら…

素
敵
な
こ
と
じ
ゃ
な
い
で

す
か
。

　

『
玉
く
し
げ
』
の
中
に
書
い
て
あ
り
ま

す
が
、
世
の
中
に
は
良
い
神
様
と
悪
い

神
様
が
い
て
、
そ
の
二
人
が
交
互
に…

「
禍
福
は
あ
ざ
な
え
る
縄
の
ご
と
し
」

で
、
人
間
の
悲
し
み
と
い
う
の
は
、
少

し
ず
つ
癒
え
て
い
く
も
の
な
ん
で
す
。

反
対
に
喜
び
と
い
う
の
は
、
倍
々
に
増

え
て
い
く
と
。
つ
ま
り
、
う
れ
し
い
こ
と

は
ど
ん
ど
ん
膨
れ
て
い
く
。
人
に
話
し

て
「
お
お
、
す
ご
い
じ
ゃ
な
い
、
良
か
っ

た
ね
」
と
言
わ
れ
れ
ば
、
う
れ
し
い
気

持
ち
が
大
き
く
な
っ
て
い
く
。
こ
こ
に

歌
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
物
語
と
い

う
も
の
が
生
ま
れ
る
源
泉
が
あ
る
と

考
え
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
素
直
な
気

持
ち
を
表
現
す
る
こ
と
で
言
葉
に
は

力
が
宿
る…

。

　

宣
長
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
言
葉
が

廃
れ
た
ら
心
が
滅
び
る
わ
け
で
す
か

ら…

心
だ
け
が
残
れ
ば
い
い
と
い
う
の

は
嘘
で
、
言
葉
が
廃
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
心
も
無
く
な
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま

り
、
メ
ー
ル
で
も
何
で
も
、
伝
え
る
言

葉
が
貧
し
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
心
は

そ
れ
以
上
に
も
っ
と
も
っ
と
崩
れ
て

い
っ
て
し
ま
う
、
そ
う
い
う
こ
と
な
ん

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
一

言
、
一
言
を
真
剣
に
選
び
、
言
葉
を

紡
い
で
い
く
必
要
が
あ
る
ん
で
す
。
言

葉
や
文
字
が
き
ち
ん
と
す
れ
ば
、
自
然

本居宣長のコミュニケーション術

う
つ
く
し
い
日
本
語
が
、

き
れ
い
な
心
身
を
つ
く
る
。

内
面
に
言
葉
の
力
を
宿
し
て
、

品
の
あ
る
人
生
を
過
ご
し
て

い
け
た
ら
良
い
と
思
う
。

鍼灸界の画期的発明  鍼管の発明者　杉山和一を訪ねて

【ご案内】
※1　JR近鉄津駅徒歩5分
※3　JR両国駅徒歩20分
※2、4　小田急線片瀬江ノ島駅徒歩10分

※1　和一の出身地である
三重県津市にある石碑

※2　和一がつまずいた福石※3　江島杉山神社※4　江の島の杉山検校墓所

保険で鍼灸治療が
受けられるの？

保険Q&A

本居宣長記念館
公益財団法人鈴屋遺蹟保存会が運営管理する登録
博物館。江戸時代の国学者・本居宣長の旧宅「鈴屋」
を管理して公開し、展示室では『古事記伝』などの自筆
稿本類や遺品、自画像などを公開。また関連資料の収
集や、宣長に関する調査や研究も行っている。

住所：〒515-0073 三重県松阪市殿町1536-7　電話：0598-21-0312
開館時間：午前9時00分～午後4時30分　休館日：月曜日・年末年始　
入館料：本居宣長記念館・旧宅（共通）　大人400円／大学生300円／子供（小学4年から高校生）200円　※団体・身障者割引有り
ホームページ：http://www.norinagakinenkan.com



　

「
病
気
に
な
っ
た
か
ら
」
「
具
合
が
悪

く
な
っ
た
か
ら
」
と
い
う
と
き
に
だ
け

鍼
灸
院
を
訪
ね
る
の
で
は
な
く
、
健
康

で
元
気
な
と
き
か
ら
鍼
灸
治
療
を
受

け
る
こ
と
は
、
病
気
予
防
や
介
護
予

防
と
い
っ
た
健
康
管
理
に
つ
な
が
っ
て

い
き
ま
す
。
福
島
県
鍼
灸
師
会
は
、
地

域
や
家
庭
医
療
を
支
え
る

”
鍼
灸
師

集
団

“
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
避
難

さ
れ
て
い
る
皆
さ
ん
と
と
も
に
、
「
復

興
」
に
向
け
て
互
い
に
歩
み
続
け
て
い

き
ま
す
。
毎
日
の
生
活
の
な
か
で
、
ご

自
身
の
健
康
で
気
に
な
る
こ
と
が
あ

り
ま
し
た
ら
、
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

　

福
島
県
浜
通
り
に
あ
っ
て
、
温
暖
な

生
活
環
境
だ
っ
た
大
熊
町
。
小
さ
な

仮
設
住
宅
の
な
か
、
慣
れ
な
い
雪
深
い

会
津
で
の
避
難
生
活
は
、
気
苦
労
の

絶
え
な
い
毎
日
だ
と
言
い
ま
す
。
そ
う

し
た
不
自
由
な
避
難
生
活
か
ら
か
、

胃
腸
障
害
や
不
眠
症
な
ど
、
自
律
神

経
の
不
調
を
訴
え
る
方
が
多
く
見
ら

れ
ま
す
。
日
々
ご
苦
労
さ
れ
て
い
る

大
熊
町
の
皆
さ
ん
に
平
成
二
十
五
年

七
月
、
「
や
く
だ
つ
鍼
灸
・
あ
な
た
の
ツ

ボ
教
え
ま
す
！
」
と
題
し
て
、
健
康
ツ

ボ
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
も
全
国
各
都
道
府
県
鍼

灸
師
会
が
お
こ
な
う
公
益
性
の
あ
る

事
業
に
対
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
形
で
支

援
さ
れ
て
い
る
（
公
社
）
日
本
鍼
灸
師

会
に
後
援
い
た
だ
き
、
東
京
都
の
深
山

す
み
子
先
生
（
鍼
灸
師
）
と
と
も
に
、

ツ
ボ
の
効
果
や
お
灸
の
説
明
に
体
験

ま
す
。
こ
れ
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

場
と
し
て
も
「
大
切
な
時
間
」
と
な

り
、
「
元
気
に
な
ろ
う
」
と
い
う
意
識

を
高
め
る
こ
と
に
も
効
果
が
あ
り
ま

す
。

　

お
子
さ
ん
や
お
孫
さ
ん
を
連
れ
て

ご
家
族
で
参
加
さ
れ
た
り
し
て
、
他
の

地
域
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
地
域
支

援
事
業
と
は
、
ひ
と
味
違
っ
た
介
護
予

防
教
室
に
な
っ
て
い
る
、
い
わ
き
市
の

「
い
き
い
き
教
室
」
。
一
人
で
も
多
く
の

方
に
元
気
で
避
難
生
活
を
送
っ
て
い
た

だ
け
る
よ
う
、
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
内

容
を
充
実
さ
せ
て
、
皆
さ
ん
の
健
康

増
進
に
貢
献
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

福島第一原子力発電所事故避難者の
大熊町の方を対象として

シリーズ・介護予防

手を差しのべるーその言葉のとおり、「医療者が地域住民の健康保持・増進を目的として、

その地域に出向く活動」のことを、医療・介護の現場では“コミュニティ・アウトリーチ（Community Outreach）”と呼んでいます。

地域や家庭に根ざす医療としての鍼灸。私たち鍼灸師は、

日頃から地域住民の健康保持・増進にかかわるという大切な役割を担っています。

とりわけ福島県鍼灸師会では、このコミュニティ・アウトリーチという視点から、

多くの事業で東日本大震災の被災者に向けた支援を続けています。

今回、その支援活動のひとつとして、福島第一原子力発電所の立地町であり、今なお会津若松市といわき市に避難されている

大熊町の方々を対象に、鍼灸の体験治療と介護予防運動指導などの「地域ケア活動」をおこないました。

「
や
く
だ
つ
鍼
灸
・

あ
な
た
の
ツ
ボ

教
え
ま
す
！
」

〜
会
津
若
松
市
で
の

　
　

鍼
灸
ケ
ア
活
動
〜

「
い
き
い
き
教
室
」

〜
い
わ
き
市
で
の

　
　

介
護
予
防
運
動

　
　
　

指
導
活
動
〜

地
域
ケ
ア
を
担
う

”
鍼
灸
師
集
団
“

と
し
て

一般社団法人 福島県鍼灸師会 地域医療推進委員会

ま
す
が
、
放
射
線
量
の
問
題
か
ら
避

難
生
活
の
長
期
化
が
心
配
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
こ
で
、
長
引
く
避
難
生
活
の

な
か
で
も
生
き
が
い
を
持
っ
て
自
立
し

た
生
活
を
営
め
る
よ
う
に
、
そ
し
て
、

高
齢
者
の
方
々
が
長
期
の
避
難
生
活

に
よ
っ
て
要
介
護
状
態
に
陥
ら
な
い
よ

う
に
、
「
い
き
い
き
教
室
」
を
通
じ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
状
態
に
合
わ
せ
た
支
援

を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
「
い
き
い
き
教
室
」
は
、
平
成
二

十
五
年
五
月
か
ら
翌
三
月
ま
で
月
一

回
、
合
計
十
一
回
開
催
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
毎
回
多
く
の
町

民
の
皆
さ
ん
に
参
加
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
で

は
、
一
度
に
多
く
の
方
た
ち
が
関
わ
り

あ
い
ま
す
か
ら
、
地
域
の
皆
さ
ん
同
士

が
助
け
合
い
、
学
び
合
う
こ
と
が
で
き

治
療
、
そ
し
て
介
護
予
防
運
動
指
導

員
で
あ
る
本
会
会
員
を
中
心
に
「
筋

ト
レ
指
導
」
と
、
盛
り
だ
く
さ
ん
の
内

容
で
し
た
。

　

鍼
灸
の
体
験
治
療
で
は
、
避
難
者
ひ

と
り
一
人
の
症
状
に
合
っ
た
ツ
ボ
を
て

い
ね
い
に
紹
介
。
腰
痛
や
膝
の
痛
み
、

肩
こ
り
に
悩
ん
で
い
ら
し
た
方
々
が
、

体
験
後
、
「
体
が
温
か
く
な
っ
た
」
「
軽

く
な
っ
た
」
な
ど
と
話
さ
れ
、
と
て
も

好
評
で
し
た
。
ま
た
筋
ト
レ
で
は
、
足

腰
の
筋
力
が
弱
く
な
ら
れ
た
避
難
者

の
方
に
転
倒
予
防
の
コ
ツ
を
お
教
え
し

た
と
こ
ろ
、
こ
ち
ら
も
大
変
よ
ろ
こ
ん

で
い
た
だ
け
ま
し
た
。
避
難
生
活
に
お

け
る
セ
ル
フ
ケ
ア
の
大
切
さ
を
感
じ
て

い
た
だ
け
た
よ
う
で
す
。

　

い
わ
き
市
に
避
難
さ
れ
て
い
る
大
熊

町
民
は
、
現
在
約
三
千
人
。
市
内

七
ヶ
所
の
仮
設
住
宅
で
暮
ら
さ
れ
て
い

2013年の流行語大賞になった「今でしょ。」
生活習慣を見直すには、

「明日から」ではなく「今から」です。
「いつか」を「いつも」にして始める一歩が

時がたてば実を結びます。
セルフケアを忘れず、ツボでコンディショニングしましょう。






