
　

昨
年
よ
り
風
疹
の
流
行
が
続
い
て

お
り
、
今
年
も
早
い
ペ
ー
ス
で
患
者

が
増
加
し
て
い
ま
す
。
風
疹
は
、
発

熱
・
発
疹
・
リ
ン
パ
節
腫
脹
を
主
症

状
と
す
る
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
で
す
。

麻
疹（
は
し
か
）
よ
り
軽
症
の
た
め
、

「
三
日
は
し
か
」
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。

小
児
の
感
染
症
と
認
識
し
て
い
る
方

も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
1
歳
時
と

小
学
校
入
学
前
に
2
回
の
麻
疹
・
風

疹
混
合
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
免
疫
の
な
い
成
人
集

団
で
断
続
的
に
流
行
す
る
感
染
症
と

な
り
ま
し
た
。

　

今
回
流
行
の
中
心
は
30
～
40
代
男

性
で
あ
り
、
風
疹
ワ
ク
チ
ン
を
一
度

も
接
種
し
な
か
っ
た
世
代
で
す（
女

性
の
み
中
学
校
で
集
団
接
種
）。
小

児
か
ら
感
染
す
る
機
会
が
減
っ
た
た

め
、
こ
の
世
代
の
男
性
の
15
％
は
風

疹
に
対
す
る
抗
体
を
持
ち
ま
せ
ん
。

同
世
代
女
性
の
抗
体
陰
性
は
4
％
で

す
が
、
感
染
予
防
に
不
十
分
な
抗
体

量
の
人
が
11
％
も
い
ま
す
。

　

成
人
が
感
染
し
て
も
、
関
節
炎
を

伴
う
こ
と
が
あ
る
も
の
の
重
症
化
は

し
ま
せ
ん
。
最
大
の
問
題
は
、
妊
婦

感
染
に
伴
う
胎
児
の
先
天
性
風
疹

症
候
群
で
す（
新
生
児
の
先
天
性
心

疾
患
・
難
聴
・
白
内
障
な
ど
）。
風

疹
ワ
ク
チ
ン
は
弱
毒
化
し
て
い
る
も

の
の
、
生
き
た
ウ
イ
ル
ス
を
用
い
る

「
生
」
ワ
ク
チ
ン
で
あ
る
た
め
、
妊

婦
に
は
接
種
で
き
ま
せ
ん
。
妊
婦
も

し
く
は
妊
娠
す
る
可
能
性
の
あ
る
女

性
を
守
る
た
め
に
、
そ
の
周
り
の
方

（
夫
・
家
族
な
ど
）が
ワ
ク
チ
ン
で
免

疫
を
高
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

　

実
は
9
年
前
に
も
20
～
30
代
で
の

流
行
が
あ
り
、
そ
の
時
十
分
な
対
策

を
と
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
今
回
の
流

行
の
原
因
と
さ
れ
ま
す
。
現
在
ワ
ク

チ
ン
不
足
の
た
め
、
妊
娠
す
る
可
能

性
の
高
い
女
性
や
妊
婦
の
夫
・
同
居

家
族
の
接
種
が
最
優
先
で
す
。
し
か

し
供
給
に
余
裕
が
で
き
れ
ば
、
50
歳

以
下
で
2
回
の
接
種
歴
が
な
い
方
は

ぜ
ひ
接
種
を
お
考
え
く
だ
さ
い
。
小

児
予
防
接
種
が
普
及
し
て
自
然
感
染

す
る
機
会
が
減
る
と
、
1
回
の
弱
毒

化
ウ
イ
ル
ス
接
種
で
は
免
疫
が
薄
れ

て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
か
ら
で
す
。

ワ
ク
チ
ン
が
普
及
し
て
感
染
す
る
人

が
減
っ
て
も
、
病
原
体
が
根
絶
さ
れ

る
ま
で
は
ワ
ク
チ
ン
は
必
要
で
す
。

む
し
ろ
ワ
ク
チ
ン
に
よ
る
免
疫
に
依

存
す
る
た
め
、
よ
り
多
く
の
接
種
が

必
要
に
な
る
の
で
す
。

風
疹
予
防
接
種
の
考
え
方

―
か
か
る
の
は
大
人
・
守
る
べ
き
は
妊
婦
と
胎
児
―
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Ｊ
Ｒ
岩
間
駅
か
ら
東
へ
7
㎞
、
常
磐
自

動
車
道
の
高
架
橋
を
く
ぐ
る
と
、
そ
こ
は

笠
間
市
安あ

ご居
地
内
。
昔
か
ら
八は

ち
ま
ん幡
太た

ろ
う郎

義よ
し
い
え家
が
奥
州
征
伐
の
帰
り
道
、
焼
き
討
ち

を
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
「
あ
ず
ま
（
持

丸
）
長
者
伝
説
」
が
あ
る
場
所
で
す
。
そ

の
畑
か
ら
は
焼
き
米
が
大
量
に
出
土
し
、

古
代
道
が
通
り
、「
安
侯
駅
家
」
が
あ
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
か
ら
一
三
〇
〇
年
前
の
奈
良
・
平
安

時
代
の
頃
、
蝦え

ぞ夷
討
伐
の
た
め
中
央
と
地

方
を
結
ぶ
「
駅う

ま
や
じ路
」
が
整
備
さ
れ
盛
ん
に

兵
士
が
兵ひ

ょ
う
ろ
う糧
等
を
運
ぶ
た
め
利
用
し
て
い

ま
し
た
。
こ
の
古
代
道
に
は
、
16
㎞
ご
と

に
駅
家
が
設
け
ら
れ
朝
廷
か
ら
派
遣
さ
れ

る
使
者
の
宿
泊
施
設
や
乗
り
継
ぎ
の
馬
な

ど
が
用
意
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
安
侯
駅
家

の
あ
っ
た
駅
路
は
、都
か
ら
常
陸
国
府（
石

岡
市
）
ま
で
の
東
海
道
を
延
長
し
、
陸
奥

国
（
現
在
の
東
北
地
方
）
へ
行
く
た
め
に

造
ら
れ
た
常
陸
国
最
古
の
主
要
な
道
路
で

し
た
。

　

平
成
十
年
、
五
万
堀
古
道
（
長
兎
路
）

の
発
掘
調
査
に
よ
り
10
ｍ
幅
の
直
線
道
路

が
発
見
さ
れ
、
八
世
紀
前
半
に
造
ら
れ
た

こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
そ
の
延
長
上
に

位
置
す
る
安
居
地
内
も
古
代
道
が
通
っ
て

い
た
こ
と
が
確
実
と
な
り
ま
し
た
。
翌

年
、
安
侯
駅
家
推
定
地
よ
り
南
へ
５
０
０

ｍ
の
民
家
の
庭
か
ら
「
騎
兵
長
十
」
と
書

か
れ
た
墨ぼ

く
し
ょ書
土ど

き器
が
出
土
し
、
確
か
に
古

代
道
が
通
り
、
兵
士
が
こ
の
地
を
行
き
交

う
駅
家
の
存
在
が
改
め
て
証
明
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
後
、
本
格
的
に
周
辺
の
学
術
遺

跡
調
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
駅
家
と
し
て

は
珍
し
い
「
版は

ん
ち
く
き
だ
ん

築
基
壇
」
と
い
う
礎
石
建

物
跡
が
発
掘
さ
れ
、
大
規
模
な
法
倉
（
米

蔵
）
が
建
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し

た
。
そ
の
他
、
掘
立
柱
二
棟
な
ど
も
発
見

さ
れ
、
よ
り
駅
家
跡
の
可
能
性
が
大
き
い

結
果
と
な
り
ま
し
た
。

　

今
で
も
石
岡
市
の
一
里
塚
か
ら
県
道

52
号
線
（
石
岡
城
里
線
）
を
真
直
ぐ
下
る

と
古
代
道
と
ほ
ぼ
同
じ
道
筋
を
た
ど
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
途
中
小
美
玉
市
の

「
手て

つ
づ
み堤
」
の
地
名
は
、
八
幡
太
郎
義
家
が

5
万
の
兵
隊
を
率
い
て
奥
州
へ
向
か
う

時
、
大
雨
で
池
の
水
が
あ
ふ
れ
て
通
れ
な

い
の
で
、
手
で
土
を
も
っ
て
土
手
を
築
い

た
と
こ
ろ
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
岩
間
地
内
、
農
業

総
合
セ
ン
タ
ー
へ
入
る
と
、
転
々
と
古
代

道
跡
が
残
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
吉
沼
に

入
る
山
林
に
は
「
五
万
人
窪
」
と
い
う
地

名
が
あ
り
、
軍
勢
5
万
人
が
こ
こ
で
雨
宿

り
を
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
他

八
幡
神
社
や
腰
掛
石
な
ど
多
く
の
伝
説
が

残
り
、
今
で
も
遠
い
い
に
し
え
の
栄
華
を

忍
ば
せ
て
い
ま
す
。　

（
市
史
研
究
員　

川か
わ
さ
き﨑　

史ふ
み
こ子
）

「
安あ
ご
の侯
駅う
ま
や家
」
推
定
地

安候駅家推定地周辺
発掘調査時の様子
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