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医院だより  

      
 

 
 

             
 

 

８
月 

別
名 

葉
月
（は
づ
き
）、
建
酉
月
（け
ん
ゆ
う

げ
つ 

）、
仲
秋
（ち
ゅ
う
し
ゅ
う
） 

葉
月
の
語
源
と
し
て
「葉
落
ち
月
」で
は
な
い
か
と
言

わ
れ
ま
す
。
他
方
、
中
国
で
は
古
く
か
ら
月
に
生
え

て
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
桂
の
葉
の
月
と
い
う
意

味
だ
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
や
が
て
秋
の
気
配
が

漂
い
始
め
、
月
見
月
（つ
き
み
づ
き
）、
観
月
（
か
ん
げ

つ
）桂
月
（
け
い
げ
つ
）、
雁
来
月
（が
ん
き
づ
き
）、
燕

去
月
（え
ん
き
ょ
づ
き
）な
ど
と
呼
ば
れ
る
頃
と
な

り
ま
す
。  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

赤
堀
、
蓮
園 

 
 

 
 

 
 

 
 

『八
月
の
花
』 

向
日
葵
（ひ
ま
わ
り
）、
朝
顔
（あ
さ
が
お
）
、
百
日
紅

（さ
る
す
べ
り
）、
カ
ン
ナ
、
白
粉
花
（お
し
ろ
い
ば
な
）、

大
待
宵
草
（お
お
ま
つ
よ
い
ぐ
さ
）、
百
日
草
、
鷺
草

（さ
ぎ
そ
う
）、
露
草
（つ
ゆ
く
さ
）な
ど 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

蓮
の
葉
の
文
様 

 
 

 
 

 
 

 

『八
月
の
言
葉
』 

『立
秋
（り
っ
し
ゅ
う
）』初
め
て
秋
の
気
配
が
ほ
の
見
え
る

こ
ろ
の
こ
と
。
ま
だ
暑
い
盛
り
で
す
が
、
こ
れ
以
降
は
夏
の
名

残
り
の
残
暑
と
言
い
ま
す
。 

『秋
隣
（あ
き
と
な
り
）』秋
の
気
配
を
す
ぐ
そ
ば
に
感
じ
る
、 

と
い
う
意
味
の
夏
の
季
語
。
八
月
の
暑
い
さ
な
か
に
時
折
吹 



く
涼
風
朝
晩
の
涼
し
さ
、
虫
の
鳴
き
声
の
変
化
、
草
木
の 

よ
う
す
な
ど
に
秋
の
近
付
き
を
感
じ
ま
す
。 

 

松
が
根
に
小
草
花
さ
く
秋
隣 

 
 

 

正
岡
子
規 

『つ
ゆ
く
さ
』瑠
璃
色
を
し
た
小
さ
な
花
で
、
道
端
や
畑

の
隅
に
咲
い
て
い
ま
す
。
花
の
時
期
は
七
月
か
ら
九
月
。

古
く
は
花
の
摺
り
布
を
染
め
た
の
で
着
き
草
（
つ
き
く
さ
）

と
呼
ば
れ
、
転
じ
て
月
草
の
名
で
歌
に
詠
ま
れ
た
と
の
こ

と
。
染
め
た
着
物
が
す
ぐ
色
褪
せ
て
し
ま
う
の
で
、
心
の

移
ろ
い
や
は
か
な
さ
を
感
じ
さ
せ
る
歌
の
言
葉
に
な
り

ま
し
た
。 

 
 

 

百
（も
も
）に
千
（ち
）に
人
は
言
ふ
と
も
月
草
の 

 
 

 
 

 
 

う
つ
ろ
ふ
心
我
れ
持
て
め
や
も 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

読
み
人
知
ら
ず 

 
 

（
た
と
え
人
が
い
ろ
ん
な
こ
と
を
言
お
う
と
も
、
わ
た

し
の
心
は
、
月
草
の
よ
う
に
移
ろ
う
こ
と
な
く
あ
な
た

を
い
ち
ず
に
思
っ
て
い
ま
す
）  

 
 

 
 

ツ
ユ
ク
サ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

『処
暑
（し
ょ
し
ょ
）』暑
さ
が
少
し
和
ら
ぐ
こ
ろ
の
こ
と
を

い
い
ま
す
。
朝
の
風
や
夜
の
虫
の
声
に
、
秋
の
気
配
が
漂
い

出
し
ま
す
。 

『二
百
十
日
（に
ひ
ゃ
く
と
お
か
）』立
春
か
ら
数
え
て
二

百
十
日
目
。
台
風
が
や
っ
て
来
る
日
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

『真
夏
日
』最
高
気
温
が
三
十
度
以
上
の
日 

『熱
帯
夜
』明
け
方
の
最
低
気
温
が
二
十
五
度
以
下
に
な

ら
な
い
夜
を
い
う
。 

『夕
立
ち
』夏
の
に
わ
か
雨
。
雷
を
伴
い
、
夕
方
に
降
る
こ

と
が
多
い
の
で
こ
う
い
う
。 

『土
用
波
』夏
の
土
用
、
立
秋
の
前
十
八
日
間
に
寄
せ
て

く
る
大
き
い
波
。
南
方
海
上
に
発
生
し
た
大
型
台
風
の 

 
 

影
響
で
起
き
ま
す
。
晴
天
で
暑
さ
も
真
っ
盛
り
、
穏
や
か

な
天
気
の
海
岸
に
高
い
波
が
押
し
寄
せ
る
た
め
、
遊
泳
禁

止
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

『残
暑
』八
月
を
過
ぎ
て
も
暑
さ
は
ま
だ
ま
だ
お
さ
ま
ら

な
い
。
立
秋
を
過
ぎ
て
も
暑
い
こ
と
を
残
暑
と
言
い
ま

す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

『八
月
の
暦
』 

 
  

一 

日  
 

八
朔
、
水
の
日
、 

 
 

 

二 

日 
 

青
森
ね
ぷ
た
祭
り
（七
日
ま
で
）八
代
将
軍

徳
川
吉
宗
、
目
安
箱
設
置
（一
七
二
一
） 

 
 

 

三 

日 
 

秋
田
竿
灯
（六
日
ま
で
） 

 
 

 

五 

日 
 

山
形
花
笠
祭
（七
日
ま
で
）タ
ク
シ
ー
の
日 

 
 

 

六 

日 
 

広
島
平
和
記
念
日
、
仙
台
七
夕
（八
日
ま

で
） 

 
 

 

七 

日 
 

立
秋
、
鼻
の
日
、
木
曽
御
嶽
御
神
火
祭 

 
 

 

八 

日 
 

世
阿
弥
忌 

 
 

 

九 

日 
 

長
崎
原
爆
の
日
、
京
都
清
水
寺
千
日
詣
り 

 
 

 

十 

日 
 

西
鶴
忌 

 
 

 

十
一
日 

 

山
の
日 

 
 

 

十
五
日 

 

終
戦
記
念
日 

 
 

 

十
八
日 

 

伝
教
大
師
誕
生
会
、
太
閤
忌 

 
 

 

十
九
日 

 

バ
イ
ク
の
日 

 
 

二
十
三
日 

 

処
暑
、
一
遍
上
人
忌 

三
十
日   

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
来
日
（一
九
四
五
）  

 
   

参
考 

鈴
木
充
広
著
「暮
ら
し
に
生
か
す
旧
暦
ノ
ー
ト
」河
出
書
房
、 

白
井
明
大
「日
本
の
七
十
二
候
を
楽
し
む
」（東
邦
出
版
）、 

平
成
二
十
九
年
神
宮
舘
運
勢
暦
（神
宮
舘
） 

日
本
大
歳
時
記
・暮
ら
し
の
歳
時
記
（講
談
社
） 

暮
ら
し
の
歳
時
記
３
６
５
日
『 

今
日
は
何
の
日
か
？
』（講
談
社
） 

      
   

   
   

   
   

   
   

  
 



    

お
し
ら
せ 

一
、
保
険
証
の
提
示
に
つ
い
て 

月
の
最
初
の
受
診
時
に
は
、
受
付
に
保
険

証
を
ご
提
示
く
だ
さ
い
。 

二
、
当
番
医
は
八
月
二
十
七
日
（ 

日
） 

三
、
休
診
の
お
知
ら
せ 

 
 

九
月
十
六
日
（土
）お
休
み
し
ま
す
。  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

四
、
第
８
回
文
化
講
演
会
お
知
ら
せ 

キ
リ
ス
ト
教
は
何
を
教
え
て
い
る
の
か
？ 

第
５
回
（最
終
回
） 

『内
村
鑑
三
と
新
島 

襄
』 

講
師 

高
崎
日
高
教
会 

中
村
孝
志
牧
師 

 
 

 
 

 

期
日 

八
月
十
八
日(

金)

午
後
七
時 

      

会
場 

秋
山
医
院
待
合
室 

 
 

 
  

ど
な
た
も
参
加
で
き
ま
す
。
内
容
は
多
少
変

わ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ご
質
問
歓
迎
し
ま
す
。

全
５
回
、
今
回
が
最
終
回
と
な
り
ま
す
。 

五
、
開
院
十
五
周
年
記
念
コ
ン
サ
ー
ト 

フ
ル
ー
ト 

 

鶴
渕 

千
景
さ
ん 

      
 

ピ
ア
ノ 

 
 

田
中
悠
一
郎
さ
ん 

     

で
平
成
２
９
年
７
月
２
０
日
（木
）午
後
７
時 

  

     

か
ら
当
院
待
合
室
で
開
催
さ
れ
五
十
人
の 

 
 

 
 

皆
さ
ま
と
演
奏
を
楽
し
み
ま
し
た
。 

   

 
 

 

 

  

七
、
診
療
案
内 

○
一
般
外
来
診
療
・往
診
・在
宅
医
療 

 
 

 

○
禁
煙
外
来 

○
骨
粗
鬆
症
の
検
査･

治
療 

○
ピ
ロ
リ
菌
有
無
の
検
索
と
除
菌 

○
Ｃ
Ｔ
、
Ｍ
Ｒ
Ｉ
、
Ｐ
Ｅ
Ｔ
の
予
約 

○
胃
カ
メ
ラ
・大
腸
カ
メ
ラ 

 

○
肺
炎
球
菌
・帯
状
疱
疹
ワ
ク
チ
ン 

八
、
外
来
の
一
部
予
約
制
の
利
用
に
つ
い
て 

☆
１
時
間
１
名
ず
つ
、
予
約
制
で
診
療
を
行
っ
て

い
ま
す
。
前
日
ま
で
に
受
付
で
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

是
非
ご
利
用
下
さ
い
。 

九
、
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

h
ttp://

w
w
w
.raijin.com

/
ken

ko/ 

 

          

月曜 タバコは口にもよくないことが・・・ 

火曜 便秘の注意事項 

水曜 女性の基礎体温について 

木曜 ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ 乳がん検診の勧め 

金曜 妊婦さんの歯科支援 

土日 小学生の歯の外傷について 

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


 
 

 
 

ウ
ミ 

 
 

 
 

作
詞 

林 

柳
波 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

作
曲 

井
上
武
士 

  
       

一 

う
み
は 

ひ
ろ
い
な 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
大
き
い
な 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
つ
き
が 

の
ぼ
る
し 

            

日
が 
し
ず
む   

        

二 

う
み
は 
大
な
み 

あ
お
い
な
み 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ゆ
れ
て 

ど
こ
ま
で 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

つ
づ
く
や
ら 

        

三 

う
み
に 

お
ふ
ね
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

う
か
ば
せ
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

い
っ
て 

み
た
い
な 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

よ
そ
の
く
に 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（ 

一
九
四
一
年
） 

昭
和
十
六
年
、
尋
常
小
学
校
は
国
民
学
校
と
名
称 

を
変
え
、
そ
の
目
的
を
戦
時
体
制
へ
の
即
応
と
、
皇
国 

の
民
と
し
て
の
基
礎
的
錬
成
と
し
た
。
そ
れ
ま
で
児 

童
、
学
童
と
呼
ば
れ
た
子
ど
も
た
ち
は
「
少
国
民
」
と 

な
っ
た
。
教
育
過
程
も
新
た
に
制
定
さ
れ
、
そ
れ
に 

伴
い
唱
歌
の
教
科
書
の
内
容
も
大
き
く
変
わ
っ
た
。 

国
語
の
教
科
書
が
、
そ
れ
ま
で
の
内
容
と
は
一
変
し 

て
軍
事
色
の
濃
い
本
に
な
っ
た
の
に
比
べ
、
唱
歌
は
優 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

し
さ
あ
ふ
れ
る
内
容
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
は
時
局
に
協
力

的
で
な
か
っ
た
林
柳
波
の
影
響
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
と
さ
れ
て
い
る
。 

林
柳
波
は
明
治
二
十
六
年
、
群
馬
県
沼
田
市
生
ま
れ
、 

井
上
武
士
は
明
治
二
十
七
年
、
同
じ
く
前
橋
市
の
生
ま 

れ
で
、
海
の
な
い
県
で
育
っ
た
ふ
た
り
が
作
詞
作
曲
を
受 

け
持
っ
て
こ
の
歌
を
作
っ
た
こ
と
は
、
ふ
た
り
の
気
骨
が
伝 

わ
っ
て
く
る
よ
う
で
上
州
人
と
し
て
は
爽
快
で
は
な
い
か
。  

 
 

 
 

学
習
研
究
社 

私
の
心
の
歌
（夏
） 

参
考 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

象
潟
や
雨
に
西
施
が
ね
ぶ
の
花 

 
芭
蕉 

 

け
ん
こ
う 

（ 

九
十
三
） 

ピ
ロ
リ
菌
に
つ
い
て 

は
じ
め
に 

 

ピ
ロ
リ
菌
に
感
染
す
る
と
、
胃
潰
瘍
や
胃
が
ん
に
な 

り
や
す
く
な
る
こ
と
が
分
か
っ
て
お
り
、
予
防
の
た
め 

に
は
、
ピ
ロ
リ
菌
の
早
期
発
見
、
除
菌
治
療
が
効
果
的 

で
す
。  

一
、
ピ
ロ
リ
菌
と
は
？ 

 

ピ
ロ
リ
菌
は
胃
の
粘
膜
に
生
息
し
て
い
る
ら
せ
ん
の
形
を
し

た
細
菌
で
す
。
ヘリ
コ
バ
ク
タ
ー
の
ヘリ
コ
は
ら
せ
ん
型
と
い
う

意
味
で
す
。
胃
に
は
強
い
酸
が
あ
る
の
で 

細
菌
は
胃
の
中

に
は
い
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
１
９
８
２
年
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
の
ワ
レ
ン
と
マ
ー
シ
ャ
ル
が
胃
の
粘
膜
か
ら
培
養
に

成
功
し
ま
し
た
。
そ
の
後
の
研
究
で
ピ
ロ
リ
菌
が
胃
炎
や
胃

潰
瘍
な
ど
の
胃
の
病
気
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
り
ま
し
た
。  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

モ
ミ
ジ
バ
リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
ア
サ
ガ
オ 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

二
、
ピ
ロ
リ
菌
の
感
染
の
仕
方 

ピ
ロ
リ
菌
の
感
染
の
仕
方
は
お
そ
ら
く
、
経
口
感

染
が
大
部
分
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
感
染

率
は
、
乳
幼
児
期
の
衛
生
環
境
と
関
係
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
上
下
水
道
が
普
及
し
て

い
な
か
っ
た
世
代
の
人
で
高
い
感
染
率
が
あ
る
こ
と

も
そ
の
こ
と
を
裏
付
け
て
い
ま
す
。
衛
生
環
境
が

整
っ
た
現
代
で
は
ピ
ロ
リ
菌
の
感
染
は
著
し
く
低

下
し
て
欧
米
並
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

三
、
ピ
ロ
リ
菌
の
関
係
す
る
病
気 

 

胃
に
炎
症
を
起
こ
す
が
、
ほ
と
ん
ど
自
覚
症
状
は
な

い
。 

感
染
が
長
く
続
く
と
、
感
染
部
位
が
広
が
っ
て 

ヘリ
コ
バ
ク
タ
ー
・ピ
ロ
リ
感
染
胃
炎
に
な
り
ま
す
。
さ
ら

に
胃
酸
分
泌
組
織
が
消
失
し
た
状
態(

萎
縮
性
胃
炎) 

と
な
り
一
部
は
胃
が
ん
に
な
り
ま
す
。 

胃
潰
瘍
、
十

二
指
腸
潰
瘍
の
患
者
さ
ん
の
ピ
ロ
リ
菌
感
染
率
は 

 

８
０-

９
０
％ 

で 

胃
が
ん
に
な
っ
た
人
の
９
５
％ 

以
上

に 

ピ
ロ
リ
菌
が
陽
性
で
す
。  

四
、
ピ
ロ
リ
菌
を
除
菌
す
る
と
、
ど
う
な
る
の
か
？ 

除
菌
後
１
年
間
の
、
再
発
率
は 

胃
潰
瘍
で
は
、 

除
菌
不
成
功
者
が
６
４
．
５
％
に
対
し
、 

成
功
者
で
は
、
１
１
．
４
％
で
あ
り
、 

十
二
指
腸
潰
瘍
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ 

 

８
５
．
３
％
、
６
．
８
％ 

と
、
除
菌
成
功
者
で
再
発
率
が
低
値
で
し
た
。 

五
、
ピ
ロ
リ
感
染
陽
性
者
の
除
菌
に
つ
い
て 

日
本
人
の
感
染
者
は
、
約
３
，
５
０
０
万
人 

と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
ほ
と
ん
ど
は
自
覚
症
状
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

学
会
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
全
員
除
菌
を
受
け
る
こ

と
が
勧
め
ら
れ
て
い
ま
す
。  

除
菌
に
保
険
適
用
で
き
る
人
は
、
ピ
ロ
リ
菌(+)

の
人
で 

次
の
疾
患
の
患
者
さ
ん
で
す
。 

 

①
ヘリ
コ
バ
ク
タ
ー
ピ
ロ
リ
―
感
染
胃
炎 

 

②
胃
潰
瘍
ま
た
は
十
二
指
腸
潰
瘍  

 

③
胃
Ｍ
Ａ
Ｌ
Ｔ
リ
ン
パ
腫  

 

④
特
発
性
血
小
板
減
少
性
紫
斑
病  

 

⑤
早
期
胃
が
ん
の
内
視
鏡
的
治
療
後 

 

六
、
ピ
ロ
リ
菌
以
外
の
胃
潰
瘍
の
原
因 

 

１
．
非
ス
テ
ロ
イ
ド
系
消
炎
鎮
痛
剤
（Ｎ
Ｓ
Ａ
Ｉ
Ｄ
Ｓ)  

 

２
．
低
用
量
ア
ス
ピ
リ
ン  

 

３
．
お
酒
、
タ
バ
コ
、
過
度
の
ス
ト
レ
ス  

 

ピ
ロ
リ
菌
感
染
が
な
い
、
ま
た
は
治
療
し
た
と
い
っ
て 

も
決
し
て
潰
瘍
に
な
ら
な
い(

あ
る
い
は
再
発
し
な
い) 

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。  

七
、
ピ
ロ
リ
菌
と
胃
が
ん
の
関
係 

胃
が
ん
と
ピ
ロ
リ
菌
は
密
接
に
関
連
し
て
い
る
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。  

胃
潰
瘍
、
十
二
指
腸
潰
瘍
や
胃
炎
な
ど
の
患
者
さ
ん

を
対
象
と
し
た
我
が
国
の
調
査
で
は
、
１
０
年
間
で
胃

が
ん
に
な
っ
た
人
の
割
合
が
、 

ピ
ロ
リ
菌
に
感
染
し
て
い
な
い
人
で
は 

０ 

だ
っ
た
の
に
対
し 

ピ
ロ
リ
菌
に
感
染
し
て
い
る
人
で
は 

２
．
９
％ 

と
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。  

八
、
胃
が
ん
予
防
と
ピ
ロ
リ
菌
除
菌
の
有
効
性 

ピ
ロ
リ
菌
を
除
菌
す
る
と
、
新
し
い
胃
が
ん
が
発
生
す

る
確
率
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。 

 

早
期
胃
が
ん
の
治
療
後
に
ピ
ロ
リ
菌
を
除
菌
し
た
患

者
さ
ん
は
、
除
菌
し
な
か
っ
た
患
者
さ
ん
と
比
較
し
て

３
年
以
内
の
新
し
い
胃
が
ん
の
発
生
が
約
１/

３
だ
っ
た



と
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
Ｗ
Ｈ
Ｏ(

世
界
保
健
機
構)

も
、
ピ
ロ
リ
菌
除
菌
に
胃
が
ん
予
防
効
果
が
あ
る
こ

と
を
認
め
、
各
国
ご
と
に
そ
の
戦
略
を
た
て
る
よ
う

勧
め
て
い
ま
す
。     

 
 

 
 

 
 

 
 

ハ
イ
ビ
ス
カ
ス 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
、
除
菌
療
法
の
対
象
者  

ピ
ロ
リ
菌
感
染
が
疑
わ
れ
る
患
者
さ
ん
で 

 

１
．
内
視
鏡
検
査
ま
た
は
造
影
検
査
で
胃
潰
瘍
ま

た
は
十
二
指
腸
と
診
断
さ
れ
た
患
者
さ
ん 

 

２
．
胃
Ｍ
Ａ
Ｌ
Ｔ
リ
ン
パ
腫
の
患
者
さ
ん 

 

 

３
．
特
発
性
血
小
板
減
少
性
紫
斑
病
の
患
者
さ
ん 

 

４
．
早
期
胃
が
ん
に
対
す
る
内
視
鏡
的
治
療
後
胃

の
患
者
さ
ん 

５
．
内
視
鏡
検
査
で
胃
炎
と
診
断
さ
れ
た
患
者
さ
ん 

十
、
除
菌
療
法
の
や
り
方 

胃
酸
分
泌
を
抑
え
る
薬
と
、
２
種
類
の
抗
菌
薬
を
７
日

間
服
用
（一
次
除
菌
）後
４
～
６
週
間
以
降
に
判
定
し

て
、
除
菌
で
き
な
か
っ
た
人
に
は
、
抗
生
剤
を
変
更
し
て

再
度
行
い
ま
す
（二
次
除
菌
）。 

十
一
、
除
菌
療
法
上
の
注
意
点 

確
実
に
ピ
ロ
リ
菌
を
除
菌
す
る
た
め
に
、 

①
指
示
さ
れ
た
薬
は
必
ず
服
用
す
る
こ
と 

②
自
分
の
判
断
で
服
用
中
止
す
る
と
、
除
菌
に
失
敗
し

治
療
薬
に
耐
性
を
持
っ
た
ピ
ロ
リ
菌
が
出
現
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。  

③
全
て
の
治
療
が
終
了
し
、
４
週
間
以
上
経
過
し
て
か

ら
行
う
ピ
ロ
リ
菌
の
検
査
は
必
ず
受
け
る
。 

④
検
査
に
抗
体
測
定
を
用
い
る
場
合
は
６
カ
月
以
上
空

け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

⑤
副
作
用
が
現
れ
た
ら
主
治
医
ま
た
は
薬
剤
師
に 

相
談
す
る
、 

⑥
二
次
除
菌
療
法
の
間
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
摂
取(

飲 

酒)

を
避
け
る
こ
と
が
大
切
で
す
。 

飲
酒
・コ
ー
ヒ
ー
は
胃
酸
の
分
泌
を
高
め
ま
す
。
喫
煙
者

の
除
菌
率
は
非
喫
煙
者
の
除
菌
率
よ
り
も
低
い
こ
と
が

分
か
っ
て
い
ま
す
。
一
次
除
菌
か
ら
の
制
限
が
望
ま
し
い
。

三
次
薬
は
ま
だ
保
険
適
応
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。 

 
 

 

十
二
、
除
菌
療
法
の
成
功
率
は
？ 

正
し
く
服
用
す
れ
ば
１
回
目
の
除
菌
療
法
の
成
功
率

は 

７
５
％
と
言
わ
れ
て
い
る
。
最
近
は 

約
９
０
％
と
す

る
報
告
も
あ
る
。 

一
次
除
菌
療
法
で
除
菌
で
き
な
か
っ
た
場
合
、
２
種
類

の
抗
菌
薬
の
う
ち
の
１
つ
を 

別
の
薬
に
か
え
て
、
再
び

除
菌
療
法
を
行
う
（二
次
除
菌
）。
二
次
ま
で
行
え
ば

ほ
と
ん
ど
除
菌
が
成
功
す
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

十
三
、
除
菌
療
法
の
副
作
用 

①
軟
便
、
下
痢  

 
 

②
味
覚
異
常  

 
 

③
肝
機
能
（Ａ
Ｓ
Ｔ
、
Ａ
Ｌ
Ｔ)

の
変
動  

 
 

④
ア
レ
ル
ギ
ー
反
応  

 

十
四
、
ピ
ロ
リ
菌
の
検
査 

内
視
鏡
を
使
う
方
法  

 
 

 

１
．
迅
速
ウ
レ
ア
ー
ゼ
試
験  

 
 

 

２
．
鏡
検
法 

 

 
 

 

３ 

培
養
法 

 

内
視
鏡
を
使
わ
な
い
方
法  

 
 

 

１
．
抗
体
検
査 

 

 
 

 

２
．
尿
素
呼
気
試
験 

 

 
 

 

３
．
便
中
抗
原
測
定 

 



十
五
、
除
菌
後
の
こ
と 

逆
流
性
食
道
炎
が
起
き
や
す
く
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
胃
酸
分
泌
抑
制
剤
の
服
用
が
必
要
に
な
り

ま
す
。  

無
菌
に
な
っ
て
も
、
胃
粘
膜
萎
縮
が
あ
る
と
胃
が
ん

に
な
り
や
す
い
状
態
は
続
い
て
い
る
の
で
、
定
期
的

な
検
査
は
必
要
で
す
。 

 

十
六
、
ま
と
め 

 

１
．
ピ
ロ
リ
菌
と
胃
潰
瘍
・十
二
指
腸
潰
瘍
の
発
生

・再
発
に
相
関
が
あ
る  

２
．
胃
が
ん
の
発
生
に
も
ピ
ロ
リ
菌
感
染
は
関
係
し 

て
い
る  

３
．
感
染
は
乳
幼
児
期
の
衛
生
環
境 (

上
下
水
道

の
普
及)

に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る  

４
．
正
し
い
除
菌
を
行
う
と
、
１
次+

２
次
除
菌
で 

９
９
％
除
菌
可
能  

５
．
除
菌
し
て
も
胃
粘
膜
萎
縮
が
残
る
場
合
は
、
発 

が
ん
は
起
き
う
る
の
で
胃
の
検
査
は
必
要  

６
．
診
断
に
は
内
視
鏡
使
用
・不
使
用
で
各
々
３ 

種
類
の
方
法
が
あ
る  

７
．
積
極
的
に
ピ
ロ
リ
菌
感
染
の
有
無
を
調
べ
、
除

菌
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い  

   

院
長
の
ひ
と
り
ご
と
（ 

百
四
十
） 

 

荒
城
の
月 

追
想 

 

◇
以
前
か
ら
「・・・は
な
の
え
ん
・・・」の
『
え
』に
二 

通
り
の
歌
い
方
が
あ
る
こ
と
に
気
付
い
て
い
ま
し
た 

が
、
な
ぜ
か
ま
で
は
調
べ
て
み
る
こ
と
は
あ
り
ま 

せ
ん
で
し
た
。 

◆
普
段
歌
っ
て
い
る
の
が
「
＃
」の
な
い
山
田
耕
筰
編 

 
 

曲
版
で
、
「＃
」が
つ
い
て
い
る
の
が
滝
廉
太
郎
作
曲  

の
も
と
も
と
の
形
と
知
っ
た
の
が
数
年
前
。 

◇
１
９
０
１
年
に
作
曲
さ
れ
て
か
ら
１
０
０
年
以
上 

 
 

過
ぎ
た
今
で
も
色
褪
せ
る
こ
と
な
く
、
日
本
人
の
郷 

愁
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
こ
の
曲
の
生
命
力
は
、
滝

廉
太
郎
、
土
井
晩
翠
、
山
田
耕
筰
と
い
っ
た
日
本
語

を
大
切
に
考
え
た
三
人
の
祈
り
が
込
め
ら
れ
て
い
る

か
ら
か
と
考
え
て
い
ま
す
。 

◆
土
井
晩
翠
は
、
「荒
城
の
月
」と
い
う
課
題
に
、
仙 

 
 

台
青
葉
城
と
会
津
若
松
鶴
ヶ
城
を
思
い
浮
か
べ 

て 

作
詞
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
滝
廉
太
郎
も
自
分

が
育
っ
た
大
分
県
竹
田
市
の
岡
城
址
を
想
い
出
し
な

が
ら
作
曲
し
た
と
い
い
ま
す
。 

◇
滝
は
『荒
城
の
月
』発
表
後
直
ぐ
日
本
で
２
人
目  

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
学
生
と
し
て
ド
イ
ツ
に
留
学
し
ま
す

が
肺
結
核
を
発
症
し
無
念
の
う
ち
に
帰
途
に
就
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。 

◆
帰
路
の
途
、
ロ
ン
ド
ン
テ
ム
ズ
川
の
船
上
で
新
し
く

留
学
生
と
し
て
や
っ
て
き
た
土
井
晩
翠
と
最
初
で
最

後
の
奇
跡
的
な
出
会
い
を
し
ま
す
。
滝
二
十
三
歳
、

晩
翠
三
十
歳
の
こ
と
で
し
た
。 

◇
滝
は
帰
国
後
ま
も
な
く
、
二
十
三
歳
の
若
さ
で 

 
 

亡
く
な
り
ま
す
。 



◆
後
年
、
滝
廉
太
郎
の
４
５
周
年
忌
に
滝
が
育
っ  

 
た
大
分
県
竹
田
市
を
訪
れ
た
土
井
晩
翠
は
、
滝 

 

の
曲
の
美
し
さ
を
賞
賛
し
、
も
っ
と
長
生
き
し
て 

 

日
本
の
情
緒
豊
か
な
歌
を
た
く
さ
ん
作
っ
て
ほ
し 

 

か
っ
た
と
い
う
感
慨
を
述
べ
て
、
滝
を
偲
ん
で
い
ま 

 

す
。 

◇
山
田
耕
筰
編
曲
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
な
意
見 

が
あ
り
ま
す
。
編
曲
に
よ
っ
て
歌
い
や
す
く
な
り 

日
本
人
の
国
民
的
歌
曲
に
な
り
ま
し
た
が
、
滝 

の
思
い
と
は
、
ズ
レ
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

滝
の
故
郷
、
竹
田
の
人
た
ち
は
、
山
田
耕
筰 

編
曲
版
は
絶
対
歌
わ
な
い
と
の
こ
と
で
す
。 

◆
し
か
し
『荒
城
の
月
』は
そ
れ
ら
の
狭
い
気
持

ち
を
は
る
か
に
超
え
て
揺
る
ぐ
こ
と
な
く
存
在

し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

◇
先
日
、
ラ
ジ
オ
で
歌
手
由
紀
さ
お
り
さ
ん
の 

講
演
を
き
く
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
由
紀
さ
ん

も
日
本
の
美
し
い
言
葉
を
残
し
た
い
と
歌
い
続
け

て
い
る
方
で
す
が
、
滝
廉
太
郎
の
「花
」と
い
う
曲

に
も
触
れ
て
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

◆
「花
」 

一 

は
る
の
う
ら
ら
の 

隅
田
川
（が
わ
）  

の
ぼ
り
く
だ
り
の 

舟
人
が 

櫂
（か
ひ
）の
し
づ
く
も 

花
と
散
る 

   

な
が
め
を
何
に 

た
と
ふ
べ
き 

 
 

二 

見
ず
や
あ
け
ぼ
の 

露
浴
び
て 

 
 

わ
れ
に
も
の
言
ふ 

桜
木
を 

 
 

見
ず
や
夕
ぐ
れ 

手
を
の
べ
て 

 
 

わ
れ
さ
し
ま
ね
く 

青
柳
（あ
お
や
ぎ
）を 

三 

錦
お
り
な
す 

長
堤
（ち
ょ
う
て
い
）に 

 
 

く
る
れ
ば
の
ぼ
る 

お
ぼ
ろ
月 

 
 

げ
に
一
刻
も 

千
金
の 

 
 

な
が
め
を
何
に 

た
と
ふ
べ
き 

 
 

 

隅
田
川
の
『が
』
、
露
浴
び
て
の
『び
』、
長
堤
の
『い
』 

 

を
使
い
分
け
て
音
符
を
つ
け
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。 

  

『が
』と
『い
』
で
は
高
く
歌
う
と
こ
ろ
を
『び
』は
低
く

お
さ
え
て
、
耳
に
あ
ま
り
よ
い
響
き
で
は
な
い
『び
』

の
文
字
が
強
く
発
声
さ
れ
る
の
を
抑
え
た
の
で
は
な

い
か
と
話
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。 

◇
と
も
す
る
と
、
曲
に
合
わ
せ
て
歌
詞
が
あ
る
よ
う
に 

し
か
考
え
て
い
な
か
っ
た
私
に
は
歌
詞
に
合
わ
せ
て
曲 

の
方
を
変
え
る
こ
と
は
と
て
も
衝
撃
で
し
た
。 

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
思
い
で
作
曲
し
て
い
た
の
な
ら
、 

「荒
城
の
月
」も
『＃
』の
有
無
で
曲
の
感
じ
が
ど
の
よ
う 

に
変
わ
る
か
に
つ
い
て
は
、
滝
廉
太
郎
の
中
で
は
何
度 

も
試
行
、
実
験
さ
れ
た
末
の
『＃
』
の
選
択
だ
っ
た 

の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
た
の
で
す
。 

◆
山
田
耕
筰
版
の
「荒
城
の
月
」も
、
他
の
山
田
の
作 

品
も
わ
た
し
は
大
好
き
で
す
が
、
同
時
に
滝
廉
太
郎
の 

思
い
も
汲
ま
ず
に
は
お
れ
な
い
と
い
う
気
が
湧
い
て 

き
た
こ
と
は
自
分
への
新
し
い
発
見
で
し
た
。 

◇
日
本
語
の
響
き
を
大
切
に
し
、
そ
れ
に
美
し
い 

日
本
の
メ
ロ
デ
ィ
を
つ
け
て
行
こ
う
と
し
た
若
き
音
楽

家
が
日
本
の
黎
明
期
に
生
ま
れ
合
わ
せ
て
く
れ
た
と
い

う
こ
と
は
、
日
本
人
に
と
っ
て
何
と
幸
い
だ
っ
た
こ
と
で

し
ょ
う
か
。 

◆
廃
仏
毀
釈
な
ど
古
い
日
本
的
な
も
の
に
は
ほ
と
ん
ど

の
日
本
人
が
一
切
価
値
を
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
時
代
に
、

滝
廉
太
郎
や
土
井
晩
翠
が
生
ま
れ
合
わ
せ
て
く
れ
た

こ
と
で
、
い
か
に
古
く
か
ら
の
日
本
の
言
語
文
化
や
情

趣
が
壊
さ
れ
ず
に
、
今
生
き
る
私
た
ち
に
伝
わ
っ
て
き

た
こ
と
で
し
ょ
う
か
。 

◇
小
学
校
の
音
楽
教
室
の
壁
に
、
日
本
人
作
曲
家
で

は
唯
一
人
掲
げ
ら
れ
て
い
た
滝
廉
太
郎
の
肖
像
画
を

見
て
以
来
、
ず
っ
と
そ
れ
は
、
天
才
だ
が
病
弱
だ
っ
た

哀
れ
む
べ
き
人
と
し
て
し
か
見
て
こ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

今
の
私
の
思
い
の
中
で
は
、
血
気
盛
ん
、
向
学
心
に
満

ち
満
ち
た
力
強
い
若
者
に
変
貌
し
て
い
る
こ
と
に
気
付

く
の
で
す
。 

 

 


