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九
月 

別
名 

長
月
（
な
が
つ
き
）
・
建
戌
月
（
け
ん 

じ
ゅ
つ
げ
つ
）
・
季
秋
（
き
し
ゅ
う
）
秋
の
夜
長
を
表 

す
「
夜
長
月
」
が
語
源
か
と
い
う
説
と
、
五
月
、
九 

月
」
は
長
雨
の
季
節
で
「
な
が
め
」
と
称
す
る
物
忌
み 

の
月
だ
と
す
る
説
と
あ
り
、
は
っ
き
り
し
な
い
と
。
確 

か
に
夜
は
冬
至
の
十
二
月
二
十
二
日
に
向
か
っ
て
ま
だ 

ま
だ
長
く
な
り
ま
す
が
、
九
月
は
夏
に
比
べ
て
「
つ
る 

べ
落
と
し
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
暗
く
な
る
の
が
早
い
の 

で
長
い
夜
と
感
じ
て
し
ま
う
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

彼
岸
花

 

           

「
九
月
の
花 

 

菊
、
彼
岸
花
、
ダ
リ
ア
、
秋
海
棠
、
釣
船
草
、
芙 

蓉
、
松
虫
草
、
反
魂
草
、
吾
亦
紅
、
薄
雪
草
，
宮
城 

野
萩
、
桔
梗
、
女
郎
花
、
男
郎
花
、
藤
袴
、
南
蛮
煙 

管
（
ナ
ン
バ
ン
ギ
セ
ル
）
、
芒
（
す
す
き
） 

 

 
 

『九
月
の
言
葉
』 

私
ど
も
に
と
り
ま
し
て
は
、
愛
す
べ
き
名
と
て
は
天
上
天

下
た
だ
二
つ
あ
る
の
み
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
つ
は
イ
エ
ス

で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
他
の
も
の
は
日
本
で
あ
り
ま
す
。
こ

れ
を
英
語
で
申
し
ま
す
れ
ば
、
そ
の
第
一
は 

Je
s
u
s
 

で

あ
り
ま
す
。
そ
の
第
二
は Ja

p
a
n
 

で
あ
り
ま
す
。
二
つ
と

も
Ｊ
の
字
を
も
っ
て
は
じ
ま
っ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
私
は
こ

れ
を
称
し
て T

w
o
 J
´s

 

す
な
わ
ち
二
つ
の
ジ
ェ
ー
の
字

と
申
し
ま
す
。
イ
エ
ス
・キ
リ
ス
ト
の
た
め
で
あ
り
ま
す
。
日

令和 5年 9月（242）

９）（219）

（218）（207）

（（（No2011）  

 医院だより  

目 

次 

  

１ 

九
月
の
異
称
、
九
月
の
花
、
九
月
の
言
葉 

  

２ 

九
月
の
暦 

『
か
か
り
つ
け
医
」
に
つ
い
て
、
お
知
ら
せ
、 

３ 

診
療
案
内
、
当
番
医
、
五
月
八
日
以
降
の
コ 

ロ
ナ
対
応
、
健
康
テ
レ
フ
ォ
ン
、
大
岡 

信
選
集 

４  

け
ん
こ
う
（
一
六
五
） 

５ 

院
長
の
ひ
と
り
ご
と
（
二
一
一
） 

 

届
い
て
い
る
こ
と
を
早
く
に
連
絡
も
ら
っ
て
い
た
の
で

す
が
、
食
べ
て
み
な
い
う
ち
は
、
と
思
っ
て
い 

ま
し
た
。 

最
近
、
群
馬
で
も
群
馬
名
月
と
い
う
品
種
が
出
て
人
気

で
す
。
サ
ク
サ
ク
感
と
あ
っ
さ
り
し
た
甘
み
で 

す
。 

か
な
り
い
い
味
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
何
か
足
り

な
い
な
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
今
回
頂
い
た
長 

野
産
を
食
べ
て
み
て
、
ア
、
こ
れ
だ
、
と
思
っ
た
の
が

酸
味
で
し
た
。 

 

あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
コ
ロ
ナ
で
一
蹴
さ
れ
、
筆
不
精
に

な
る
の
も
コ
ロ
ナ
の
せ
い
と
言
い
訳
し
そ
う
な 

気
が
怖
い
で
す
。 

今
春
か
ら
一
人
の
姉
を
ひ
と
冬
家
の
中
に
住
ま
わ
し
て

お
く
の
は
心
配
だ
と
、
出
入
し
て
い
る
巻
き
「 

マ
ケ
」
の
一
人
か
ら
言
わ
れ
、
家
の
中
で
い
ざ
る
こ
と

が
多
く
な
っ
た
姉
を
施
設
に
見
て
も
ら
お
う
と 

よ
う
や
く
１
１
月
７
日
に
六
日
町
の
施
設
に
入
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。 

と
も
す
れ
ば
姉
に
も
家
に
対
す
る
未
練
が
わ
い
て
駄
々

を
こ
ね
た
り
し
た
の
で
す
が
、
宥
め
な
だ
め
入 

所
し
て
２
週
間
が
過
ぎ
ま
し
た
。 

残
っ
た
家
を
こ
れ
か
ら
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
大

問
題
で
、
小
さ
な
小
屋
を
建
て
わ
た
し
が
住
み 

た
い
気
が
あ
り
ま
す
が
、
家
族
か
ら
は
反
対
さ
れ
、
自

分
が
そ
の
立
場
だ
っ
た
ら
、
父
親
の
意
を
汲
ん 

で
、
父
親
を
応
援
し
た
だ
ろ
う
な
と
、
思
い
ま
し
た
。 

最
終
結
論
を
来
春
ま
で
待
ち
、
今
は
母
屋
の
家
具
や
物

品
の
取
り
片
付
け
で
す
。
長
岡
に
い
る
兄
貴
夫 

妻
と
家
内
や
娘
た
ち
が
交
替
ご
う
た
い
で
週
２,

３
回
ず

つ
通
っ
て
い
ま
す
。
み
ん
な
疲
れ
切
っ
て
お 

り
、
交
通
事
故
を
お
こ
さ
な
い
よ
う
に
と
祈
る
こ
と
が

で
き
る
だ
け
で
す
。 

今
冬
、
ま
す
ま
す
の
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
、
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
の
蔓
延
が
心
配
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
乗 

り
切
っ
て
、
明
る
く
有
益
な
計
画
が
立
て
ら
れ
れ
ば
と

思
案
し
て
い
ま
す
。 

 

宮
下
さ
ん
も
、
お
体
を
気
を
付
け
て
お
過
ご
し
く
だ
さ

い
。
山
崎
先
生
を
囲
ん
で
お
話
が
聞
き
た
い
で 

す
ね
。 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

秋
山
典 

夫 

拝 

 

 
 

４ 

日
野
原
先
生
語
録
、
大
岡 

信
「
折
々
の

う
た
」 

    

５  

け
ん
こ
う
（
１
５
６
） 

 
 

９ 

院
長
の
ひ
と
り
ご
と(

２
０
２)  
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 本
国
の
た
め
で
あ
り
ま
す
。
私
ど
も
は
こ
の
二
つ
の
愛

す
べ
き
名
の
た
め
に
、
私
ど
も
の
生
命
を
さ
さ
げ
よ
う

と
欲
（
お
も
）う
者
で
あ
り
ま
す
。 

（
別
の
個
所
で
内
村
は
、
こ
れ
に 

Jo
s
y
u

（上
州
） 

を

加
え
てT

h
re

e
 J´s

 
と
（あ
そ
ん
で
？
）い
ま
す
。
） 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

内
村
鑑
三
「続
一
日
一
生
」
九
月
一
日 

  

「九
月
の
暦
」 

 
 
 

一 

日 
 

二
百
十
日
、
防
災
の
日
、
関
東
大

震
災
記
念
日
、
富
山
八
尾
風
の
盆

（三
日
ま
で
） 

 
 

 

八 
 

日 
 

太
田
呑
竜
開
山
忌 

白
露 

（大
気
が
冷
え
て
き
て
露
を
結
ぶ
こ
ろ
の
こ
と
。

よ
う
や
く
残
暑
が
引
い
て
い
き
、
本
格
的
に
秋

が
訪
れ
て
き
ま
す
。
） 

 
 

初
候 

草
露
白
し
（
草
の
露
白
し
）草
に
下
り
た
露
が
白

く
光
っ
て
見
え
る
こ
ろ
。
朝
夕
の
涼
し
さ
が
、
く
っ
き
り
と

際
立
っ
て
き
ま
す
。 

（
新
暦
で
は
、
お
よ
そ
九
月
七
日
～
九
月
十
一
日
ご
ろ
） 

次
候 

（鶺
鴒
鳴
く
）（せ
き
れ
い
な
く
） 

 
 
 

イ
ザ
ナ
ギ
と
イ
ザ
ナ
ミ
に
男
女
の
交
わ
り
を
教
え
た
こ
と 

か
ら
恋
教
え
鳥
と
。 

(

新
暦
で
は
、
お
よ
そ
九
月
十
二
日
～
九
月
十
六
日
ご 

 
 
 

 
 
 

 
 

ろ) 

末
候 

（玄
鳥
去
る
）(

つ
ば
め
さ
る
） 

つ
ば
め
が
南
に
帰
る
こ
ろ
。
春
先
に
訪
れ
た
渡
り
鳥

と
、
し
ば
し
の
別
れ
で
す
。 

（新
暦
で
は
、
お
よ
そ
九
月
十
七
日
～
九
月
二
十
一 

日
ご
ろ
） 

 
 

 
 

九 
 

日  

重
陽
、
菊
の
節
句
で
長
寿
を
祈
る
日
。 

救
急
の
日 

 
 

 

十
一
日 

二
百
二
十
日 

 
 

 
 

十
五
日 

老
人
の
日 

 
 

 

十
八
日 

敬
老
の
日 

十
九
日 

子
規
忌 

二
十
日 

彼
岸
入
り 

空
の
日
、
動
物
愛
護
週
間
。 

二
十
三
日 

秋
分
の
日
、
秋
分 

（
秋
分
は
、
春
分
と
同
じ
く
昼
夜
の
長
さ
が
同
じ 

 
 

に
な
る
日
の
こ
と
。
こ
れ
か
ら
次
第
に
日
が
短
く

な
り
、
秋
が
深
ま
っ
て
い
き
ま
す
） 

 

初
侯 

（雷
乃
声
を
収
む
）（か
み
な
り
こ
え
を
お
さ
む
） 

 
 

 
 

 
 

夕
立
に
伴
う
雷
が
鳴
ら
な
く
な
る
こ
ろ
。
入
道
雲
か

ら
鰯
雲
へ
、
秋
の
空
が
晴
れ
渡
り
ま
す
。 

（新
暦
で
は
九
月
二
十
二
日
～
九
月
二
十
七
日
ご
ろ
） 

次
候 

（蟄
虫
戸
を
抷
す
）（
す
ご
も
り
の
む
し
と
を
と
ざ
す
） 

 

虫
が
隠
れ
て
戸
ふ
さ
ぐ
こ
ろ
。
土
の
中
へ
巣
ご
も
り

の
支
度
を
は
じ
め
ま
す 

（
新
暦
で
は
、
お
よ
そ
九
月
二
十
八
日
～
十
月
二
日
ご

ろ
） 

末
候 

（水
始
め
て
涸
る
）（
み
ず
は
じ
め
て
か
れ
る
） 

田
か
ら
水
を
抜
き
、
稲
刈
り
に
取
り
か
か
る
こ
ろ
。

た
わ
わ
に
実
っ
た
稲
穂
の
、
収
穫
の
秋
ま
っ
た
だ
な

か
で
す 

（
新
暦
で
は
、
お
よ
そ
十
月
三
日
～
十
月
七
日
ご
ろ
） 

二
十
九
日 

十
五
夜 

中
秋
の
名
月 

参
考 

令
和
５
年
神
宮
舘
運
勢
暦
（
神
宮
舘
）  

暮
ら
し
の
歳
時
記
３
６
５
日
『今
日
は
何
の
日
か
？
』（
講
談
社
） 

 

「か
か
り
つ
け
医
」に
つ
い
て 

 

当
院
で
は
、
日
本
医
師
会
に
認
定
さ
れ
た
日
医
か
か
り
つ
け
医
機 

能
研
修
制
度
の
「か
か
り
つ
け
医
」が
診
療
に
あ
た
り
ま
す 

（
か
か
り
つ
け
医
制
度
は
未
だ
定
義
が
あ
い
ま
い
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、

①
患
者
さ
ん
自
身
に
と
っ
て
な
ぜ
か
か
り
つ
け
医
が
必
要
な
の
か

②
か
か
り
つ
け
医
以
外
に
受
診
で
き
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
の

か
、
な
ど
の
疑
問
点
が
国
か
ら
ま
だ
十
分
説
明
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
人
も
あ
り
ま
す
。
） 

お
知
ら
せ 

一
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で
の
受
付
が
で
き
ま
す
。
保

険
証
の
代
わ
り
に
な
り
ま
す
。
将
来
的
に
は
他
院
で

の
処
方
や
特
定
検
診
結
果
も
こ
こ
か
ら
知
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。 

‣

ま
だ
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
な
い
方
は
、
月
の
最

初
の
受
診
時
に
は
、
受
付
に
保
険
証 

を
ご
提
示
く

だ
さ
い
。 
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 （こ
れ
に
関
し
て
は
ま
だ
国
の
方
針
が
は
っ
き
り

し
て
い
な
い
感
じ
が
し
ま
す
） 

二
、
診
療
案
内 

○
一
般
外
来
診
療
・往
診
・在
宅
医
療 

 
 
 

○ 

骨
粗
鬆
症
の
検
査･

治
療 

○ 

ピ
ロ
リ
菌
の
検
査
と
治
療 

○ 

Ｃ
Ｔ
、
Ｍ
Ｒ
Ｉ
、
Ｐ
Ｅ
Ｔ
の
予
約 

○ 

胃
カ
メ
ラ(

施
行
中) 

大
腸
カ
メ
ラ
（施
行
中
）  

 
 

○ 

肺
炎
球
菌
・ 

帯
状
疱
疹
ワ
ク
チ
ン 

 

三
、
当
番
医 

①
九
月
十
七
日
（日
） 

②
十
一
月
十
九
日
（日
） 

９
時
か
ら
１
８
時
ま
で 

四
、
５
月
８
日
か
ら
コ
ロ
ナ
対
応
の
変
化
（制
度
） 

新
型
コ
ロ
ナ
「２
類
相
当
」➡

「５
類
」に
変
更
さ
れ
ま
し 

た
。 

ど
こ
が
変
わ
っ
た
か
？ 

① 

医
療
費
や
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
公
費
負
担
は
段
階
的
に
縮
小 

② 

コ
ロ
ナ
患
者
に
対
応
す
る
医
療
機
関
を
段
階
的
に
拡
大 

③ 

医
療
費
の
公
費
負
担
と
医
療
提
供
体
制
も
変
わ
る 

④ 

マ
ス
ク
着
用
は
屋
内
外
を
問
わ
ず
、
個
人
の
主
体
的
な

選
択
を
尊
重 

⑤ 

感
染
者
の
全
数
把
握
を
終
了
、
定
点
把
握
に
移
行 

 

  

五
、
群
馬
県
保
険
医
協
会
二
十
四
時
間
健
康
テ
レ
ホ
ン 

 
 

 
 

電
話
〇
二
七―

二
三
四―

四
九
七
〇 

http://w
w
w
.raijin.com

/kenko/ 

    
 
 
 
 
 
 

 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

大
岡 

信
著 
『新
折
々
の
う
た
」四 

か
ら 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

暁
や
溲
瓶
（し
ゅ
び
ん
）の
中
の
き
り
ぎ
り
す 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

内
藤
鳴
雪 

『
鳴
雪
句
集
』（明
四
二
）所
収
。
「獺
祭
書
屋
（だ
っ
さ
い

し
ょ
お
く
）」と
題
が
あ
る
。
獺
祭
書
屋
主
人
と
も
号
し

た
正
岡
子
規
の
家
を
い
う
。
こ
の
句
と
隣
り
合
わ
せ
に

「
子
規
一
周
忌
」と
題
し
て
「下
手
な
句
を
作
れ
ば
叱
る

声
も
秋
」が
あ
る
。
子
規
が
没
し
た
の
は
明
治
三
十
五

年
九
月
十
九
日
。
右
の
句
は
そ
の
死
の
直
後
、
遺
体
を

守
っ
て
一
夜
を
過
ご
し
た
早
朝
に
見
た
光
景
を
詠
ん
で

悲
し
い
気
持
ち
を
も
ら
し
た
の
だ
ろ
う
。
溲
瓶
は
子
規

の
生
活
必
需
品
だ
っ
た
の
だ
か
ら
。 

 

蟷
螂
（と
う
ろ
う
）の
両
眼
貌
（か
お
）に
を
さ
ま
ら
ず 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

土
生
重
次
（は
ぶ
じ
ゅ
う
じ
） 

『素
足
』（平
六
）所
収
。
「蟷
螂
」は
カ
マ
キ
リ
。
イ
ボ
ム
シ
リ 

と
も
。
ば
っ
た
、
イ
ナ
ゴ
な
ど
と
並
び
、
秋
の
昆
虫
の
中
で 

も
俳
句
に
好
ん
で
詠
ま
れ
る
虫
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
何
と 

言
っ
て
も
そ
の
体
形
が
人
の
注
意
を
ひ
く
。
鎌
と
も
斧
と 

も
見
え
る
大
き
な
前
足
を
振
り
上
げ
て
相
手
に
立
ち
向
か 

う
姿
も
、
拝
む
よ
う
な
格
好
も
、
人
の
感
情
移
入
に
は
好 

適
で
あ
る
。
そ
ん
な
中
で
こ
の
句
は
、
目
玉
が
異
様
な
ほ
ど 

大
き
い
特
徴
に
着
目
し
て
、
新
味
を
追
求
し
た
。 

 

朝
顔
は
下
手
の
畫
（か
）く
さ
へ
哀
れ
な
り 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

松
尾
芭
蕉 

『芭
蕉
句
集
』所
収
。
「嵐
雪
が
画
き
し
に
讃
を
望
み
け 

れ
ば
」と
題
が
あ
る
。
嵐
雪
が
朝
顔
の
絵
を
描
き
、
芭
蕉
先 

生
に
讃
の
句
を
ね
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
先
生
よ
し
よ
し
と
讃 

を
し
た
は
い
い
が
、
そ
の
句
が
こ
れ
だ
っ
た
。
嵐
雪
も
大
笑 

い
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
ろ
う
。
こ
ん
な
戯
れ
の
句
を 

芭
蕉
が
作
る
ほ
ど
に
愛
す
る
弟
子
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
門 

人
に
其
角
・嵐
雪
あ
り
」と
彼
は
書
き
「両
の
手
に
桃
と
桜 

や
草
の
餅
」と
詠
ん
で
い
る
ほ
ど
だ
っ
た
。 

月 ドライマウス・口腔乾燥症 

火 物忘れが気になったら 

水 高齢者の皮膚病 

木 歯が痛いときの応急手当 

金 マンモグラフィ乳がん検診のすすめ 

土日 犬にかまれたら 

http://www.raijin.com/kenko/


4 

 
け
ん
こ
う 

 
(

百
六
十
五
） 

新
型
コ
ロ
ナ
の
「５
類
以
降
」後
の
制
度
や
生
活 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（５
月
８
日
読
売
新
聞
よ
り
） 

一 

感
染
者
へ
の
対
応 

①  

自
宅
待
機
（外
出
自
粛
） 

自
治
体
に
よ
る
要
請
は
な
く
な
り
、
個
人
判

断
に
。
政
府
は
「発
症
後
５
日
間
」は
外
出
を

控
え
る
こ
と
を
推
奨 

② 

入
院 

入
院
勧
告
・指
示
は
な
し
。
個
人
判
断
に 

③ 

小
中
高
校
な
ど
の
児
童
生
徒 

「発
症
後
５
日
間
」か
つ
「軽
快
後
１
日
」
が

過
ぎ
る
ま
で
出
席
停
止 

④ 

医
療
体
制 

幅
広
い
医
療
機
関
で
対
応
す
る
通
常
の
体
制

へ
段
階
的
に
移
行 

⑤ 

医
療
費
の
窓
口
支
払
い
分 

原
則
、
自
己
負
担
。
コ
ロ
ナ
治
療
薬
（経
口
薬
：

ラ
ゲ
ブ
リ
オ
、
ゾ
コ
ー
バ
、
点
滴
薬
：ベ
ク
ル
リ
ー
、
中

和
抗
体
薬
：ロ
ナ
プ
リ
ー
ブ
、
ゼ
ビ
ュ
デ
ィ
、
エ
バ
ジ
ェ

ル
ド
）や
入
院
医
療
費
は
急
激
な
負
担
増
を

避
け
る
た
め
、
９
月
末
ま
で
、
高
額
療
養
費

の
自
己
負
担
限
度
額
か
ら
２
万
円
を
減
額
、

２
万
円
以
下
の
場
合
は
そ
の
額
を
減
額
す
る
。 

⑥ 

ウ
イ
ル
ス
検
査 

費
用
は
原
則
、
自
己
負
担 

高
齢
者
施
設
な
ど
の
ク
ラ
ス
タ
ー
対
策
は
支
援
継
続 

二 

日
常
の
感
染
対
策 

① 

マ
ス
ク
や
、
店
舗
な
ど
で
の
対
策 

個
人
や
事
業
者
の
判
断 

三 

ワ
ク
チ
ン 

① 

接
種
費
用 

２
０
２
４
年
３
月
末
ま
で
は
自
己
負
担
な
し 

四 

感
染
動
向
の
把
握 

① 

感
染
者
の
把
握 

毎
日
の
全
感
染
者
数
の
集
計
は
終
了
。
全
国

約
５
０
０
０
医
療
機
関
の
患
者
数
を
週
１
回

公
表
す
る
定
点
把
握
に
変
更 

② 

死
者
数 

毎
日
の
集
計
は
終
了
。
約
５
か
月
遅
れ
の
「人

口
動
態
統
計
」で
月
単
位
の
公
表
に 

五 

政
府
・自
治
体
に
よ
る
制
限 

① 

緊
急
事
態
宣
言
な
ど 

緊
急
事
態
宣
言
、
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置

と
も
適
用
で
き
な
い 

② 

行
動
制
限 

特
措
法
に
基
づ
く
営
業
自
粛
、
外
出
自
粛
要

請
な
ど
は
で
き
な
い 

③ 

水
際
対
策 

入
国
時
の
陰
性
証
明
か
ワ
ク
チ
ン
接
種
証
明

の
提
示
は
、
４
月
２
８
日
で
既
に
終
了
。 

 

六 

こ
れ
か
ら
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
関
し
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

① 
 

世
界
子
供
白
書
２
０
２
３
で
世
界
で
は
２
０
１

９
～
２
１
に
か
け
て
約
６
７
０
０
万
人
の
子
供
た

ち
が
ワ
ク
チ
ン
接
種
機
会
を
逸
し
た
と
報
告 

② 

Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
Ｆ 

は
、
世
界
的
予
防
接
種
低
下
の
理

由
と
し
て
、 

・パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
対
す
る
不
安 

・ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
な
ど
を
介
し
た
誤
解
を
招 

く
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
増
加 

・専
門
家
に
対
す
る
信
頼
の
低
下 

・政
治
的
に
二
極
化 

な
ど
に
よ
り
、
ワ
ク
チ
ン
忌
避
が
発
生
し
や
す
く 

 
 
 

な
っ
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。 

③ 

接
種
機
会
を
失
っ
た
子
供
た
ち
は
ア
フ
リ
カ
や
東
南

ア
ジ
ア
に
多
い
が
、
日
本
で
も
、
麻
疹
風
疹
ワ
ク
チ
ン

第
Ⅰ
期
接
種
率
が
９
８
．
５
％
（２
０
２
０
）か
ら
９

３
．
５
％
（２
０
２
１
）ま
で
低
下
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
っ
た
。
空
気
感
染
疾
患
で
あ
る
麻
疹
の
集
団
免
疫

閾
値
（あ
る
集
団
に
お
い
て
感
染
症
が
伝
播
す
る
の

を
防
ぐ
の
に
必
要
と
な
る
免
疫
を
持
つ
人
の
割
合
）

は
９
２
～
９
４
％
と
さ
れ
て
い
て
、
今
後
海
外
か
ら

の
訪
日
客
が
増
加
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
国
内
に

お
け
る
麻
疹
再
流
行
の
可
能
性
が
高
い
。 

④ 

日
本
は
、
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ―

１
９
流
行
以
前
か
ら 

ワ
ク
チ
ン
に
対
す
る
信
頼
性
が
最
も
低
い
国
と
し
て

知
ら
れ
て
い
た
。
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ-

１
９
流
行
後
は
重
要
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性
を
認
識
す
る
率
は
３
０
％
低
下
し
、
５
４
％

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

（ワ
ク
チ
ン
の
あ
り
が
た
み
を
実
感
で
き
な
い
、

有
害
事
象
は
強
烈
に
報
道
さ
れ
る
こ
と
が
原
因

か
？
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

七
、
群
馬
県
感
染
症
発
生
動
向
調
査
よ
り 

 
 
   

（
群
馬
県
衛
生
環
境
研
究
所
感
染
制
御
セ
ン
タ
ー
）  

（
１
）
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
や
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス 

感
染
症
の
報
告
が
増
え
て
い
ま
す
。
周
り
に 

感
染
を
広
げ
な
い
よ
う
、
咳
や
く
し
ゃ
み 

が
出
る
と
き
は 

マ
ス
ク
を
着
用
す
る
な

ど
、
咳
エ
チ
ケ
ッ
ト
を
行
い
ま
し
ょ
う
。 

  

（
２
）
腸
管
出
血
性
大
腸
菌
感
染
症
の
届
出
が
続
い 

て
い
ま
す
。
気
温
が
高
く
な
る
今
の
季
節

は
、
特
に
注
意
が
必
要
で
す
。
肉
は
十
分
に

加
熱
し
、
生
野
菜
は
よ
く
洗
っ
て
食
べ
ま
し

ょ
う
。 

  

（
３
）
梅
毒
が
例
年
の
報
告
数
を
上
回
る
ペ
ー
ス
で 

増
加
し
て
い
ま
す
。
コ
ン
ド
ー
ム
を
正
し
く

使
用
し
、
不
特
定
の
人
と
の
性
行
為
は
避
け

ま
し
ょ
う
。 

 
 

   

 

      

院
長
の
ひ
と
り
ご
と
（二
一
一
） 

 

猿
手 

 
 

 

◇
通
常
、
手
の
ひ
ら
の
線
は
図
の
よ
う
に
感
情
線
、 

知
能
線
、
生
命
線
の
３
本
か
ら
な
る
こ
と
が
多
い
。 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

と
こ
ろ
が
、
百
人
に
１
人
く
ら
い
感
情
線
と
知
能 

線
が
一
本
に
な
っ
た
『ま
す
か
け
線
』
が
現
れ
る
人

が
い
る
と
い
う
。 
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◆
染
色
体
異
常
の
疾
患
の
ひ
と
つ
に
こ
の
手
相
が 

出
る
人
が
多
い
と
も
い
わ
れ
て
い
る
が
、
私
の
父

の
手
の
片
方
に
そ
の
手
相
が
あ
っ
た
。
私
は
６
番

目
の
子
供
で
、
私
は
両
手
に
同
じ
『ま
す
か
け

線
』を
持
っ
て
い
る
。
父
と
同
じ
手
の
ひ
ら
だ
っ

た
の
で
、
な
ん
だ
か
誇
ら
し
く
思
っ
て
い
た
。 

◇
兄
弟
姉
妹
の
４
番
目
の
次
兄
の
奥
さ
ん
が
片
手

に
こ
れ
を
持
っ
て
い
た
。
同
じ
手
相
だ
と
言
っ
て

あ
う
た
び
に
私
た
ち
は
二
人
で
得
意
に
な
っ
て

い
た
。 

◆
七
月
に
私
の
４
女
が
３
人
目
の
孫
を
出
産
し

た
。
婿
さ
ん
の
父
親
が
『ま
す
か
け
線
』を
持
っ

て
い
る
。
そ
し
た
ら
私
の
４
女
の
二
、
三
番
目
が

男
の
子
で
二
番
目
が
片
手
に
、
三
番
目
が
両
手

に
「ま
す
か
け
線
」を
持
っ
て
い
た
。 

◇
徳
川
家
康
の
手
形
が
静
岡
市
久
能
山
東
照
宮 

に
残
っ
て
い
ま
す
。 

 
 

そ
こ
に
は
は
っ
き
り
『ま
す
か
け
線
』が
見
ら
れ

ま
す
。 

 
 

 

 
 

家
康
が
天
下
を
取
り
、
世
界
に
類
を
見
な
い
三
百 

年
の
平
和
の
時
代
を
築
い
た
と
い
う
こ
と
で
『ま
す

か
け
線
』が
天
下
国
家
を
支
配
す
る
天
下
取
り
の

相
と
も
て
は
や
さ
れ
た
り
し
て
い
ま
す
が
、
百
人
に

１
人
が
天
下
取
り
し
て
い
た
ら
、
天
下
が
い
く
つ
あ

っ
て
も
足
り
な
い
で
し
ょ
う
。 

◆
そ
ん
な
も
の
は
要
ら
な
い
、
私
に
は
父
が
私
の
手
の 

ひ
ら
を
は
じ
め
て
見
た
と
き
、 

「お
や
、
お
前
も
同
じ
・・・」 

 
 

と
、
自
分
の
人
生
に
重
ね
て
、 

「…

道
を
歩
む
の
か
い
？
」 

と
赤
子
の
私
の
耳
に
さ
さ
や
い
た
よ
う
な
記
憶
、 

こ
れ
だ
け
で
十
分
満
足
な
の
で
あ
る
。 

  
 

 
 
 

 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

松
虫
草 
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海
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