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各ブロック・支部のとりくみをお寄せください。

　大分県医療生協共済組合では、「コロナ禍で共済として何ができ
るか」を議論する中で、共済組合員全員に「歯ブラシ」を配布す
ることとしました。
　お口のケアをすることは全身の健康維持にとって大切であると、
けんせい歯科クリニックの主任（歯科衛生士）から意見が出され、
限られた財政の中ですが、通常の交流事業が困難な中で、職員へ
の直接支援の一環として「歯ブラシ」を配布しようということに
決定しました。
　歯科からは、「マスクをしていると、無意識のうちに楽に息がで
きる口呼吸を行っている可能性があります。鼻は『天然の空気清
浄機』ともいわれ、鼻毛や鼻粘膜によって、ウイルスなどの異物
を取り除き、ほどよく加湿して風邪やアレルギーなどの病気を防
いでくれます」と共済組合員への手紙を添えています。
　感染力の強い新型コロナウイルス感染予防にとって、
「お口の中を健康に保つこと」は、たいへん大事なこ
とです。また、口の中の衛生状態が良くないと、口腔
内の細菌の数が増加し、免疫力の低下を招き、細菌に
よる炎症を併発する結果、ウイルス性肺炎が重症化す
るという傾向があるともいわれています。
　また、医療生協では「オーラルフレイル（歯・口の
機能の虚弱）」予防に取り組んでいますが、図にある
ように「噛む機能の低下」→「噛めない」→「やわら
かいものを食べる」の悪循環から口腔機能の低下、いわゆる「オーラルフレイル」へとつながっ

ていきます。新型コロナ感染症対策には、適切
な栄養摂取が極めて大切です。そのためにも口
腔内の清潔と機能を保つことは重症化を防ぐ上
でとても大切です。
　感染予防として、徹底した手洗い、マスク、
外出を控え「三密」を避けるといったことは当
然のことですが、お口の中のことも忘れずに対
策してもらおうとアピールしています。

コロナ禍で共済として何ができるか
― 全職員に手紙を添えて「歯ブラシ」を配布

配布した歯ブラシとお手紙

お手紙の全文

●大分民医連共済会

ブロック・支部交流ページ

の
抗
議
行
動
を
全
て
中
止

し
て
い
ま
す
。

　

経
済
（
Ｇ
ｏ 

Ｔ
ｏ
）
と

感
染
抑
制
は
両
立
で
き
ま

せ
ん
。
新
型
コ
ロ
ナ
か
ら

国
民
の
命
を
守
る
政
治
に

変
え
る
た
め
、
全
国
か
ら

声
を
挙
げ
続
け
ま
し
ょ
う
。

２
０
２
０
年
８
月
６
日

沖
縄
民
医
連
共
済
会
連
絡
会

会
長　

瀬
長
和
男

　

７
月
４
日
は
ア
メ
リ
カ
の
独
立
記
念

日
で
す
。
在
沖
米
軍
も
式
典
を
催
し
、

本
国
と
同
様
、
祝
日
と
し
て
過
ご
し
ま

し
た
。
今
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
も

あ
り
、
本
国
で
は
外
出
規
制
な
ど
厳
し

い
制
限
が
あ
り
ま
す
が
、
ア
メ
リ
カ
に

比
較
す
る
と
圧
倒
的
に
感
染
者
の
少
な

か
っ
た
沖
縄
で
は
、
米
軍
関
係
者
主
催

の
大
規
模
な
イ
ベ
ン
ト
や
パ
ー
テ
ィ
ー

が
、
民
間
地
の
ビ
ー
チ
や
公
園
な
ど
で
、

開
催
許
可
申
請
も
行
わ
ず
無
許
可
で
開

催
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

沖
縄
県
民
が
「
３
密
」
を
避
け
、
外

出
時
に
は
し
っ
か
り
と
マ
ス
ク
を
着
用

し
、
感
染
防
止
に
努
力
し
て
い
る
な
か

で
米
兵
ら
は
、
ほ
と
ん
ど
が
マ
ス
ク
も

つ
け
ず
、
大
勢
で
も
み
く
ち
ゃ
に
な
り

な
が
ら
ゲ
ー
ム
に
興
じ
、
肩
を
組
み
な

が
ら
歌
を
歌
う
様
子
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
発
信

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
わ
ず

か
１
カ
月
程
度
の
間
に
、
２
０
０
人
を

超
え
る
感
染
者
を
出
し
て
い
ま
す
。
感

染
拡
大
が
続
く
ア
メ
リ
カ
か
ら
日
本
へ

の
渡
航
は
禁
止
さ
れ
て
い
て
も
、

米
軍
関
係
者
は
直
接
、
嘉
手
納
基

地
か
ら
入
国
し
、
日
米
地
位
協
定

で
検
疫
さ
え
も
免
除
さ
れ
る
た
め
、

症
状
の
な
い
感
染
者
が
多
数
沖
縄

に
入
り
、
ど
ん
ち
ゃ
ん
騒
ぎ
の
結

果
、
感
染
拡
大
を
招
い
た
の
で
す
。

　

沖
縄
県
の
新
規
感
染
者
は
５
月

下
旬
か
ら
40
日
以
上
確
認
さ
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
県
を
跨

ぐ
移
動
に
よ
る
感
染
者
が
７
月
初

旬
か
ら
出
は
じ
め
、
米
軍
関
係
者

の
爆
発
的
な
感
染
以
降
、
県
内
の

感
染
者
数
も
二
ケ
タ
を
超
え
て
い

き
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
Ｇ
ｏ 

Ｔ
ｏ

ト
ラ
ベ
ル
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
開
始

さ
れ
て
か
ら
は
、
過
去
最
高
の
感

染
者
数
が
連
日
続
き
、
10
万
人
あ

た
り
の
感
染
者
数
は
全
国
最
悪
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
の
辺
野
古
ゲ
ー
ト
前
座

り
込
み
は
、
第
１
波
の
緊
急
事
態
宣
言
が
解

除
さ
れ
て
以
降
再
開
さ
れ
ま
し
た
が
、
感
染

防
止
の
た
め
県
警
機
動
隊
と
の
接
触
（
ご
ぼ

う
抜
き
）
を
避
け
、
自
ら
立
ち
上
が
り
移
動

す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
し
た
。
沖
縄
県
独
自

の
緊
急
事
態
宣
言
が
再
び
出
さ
れ
た
の
に
合

わ
せ
て
８
月
３
日
か
ら
、
「
命
」
を
守
る
こ

と
を
優
先
す
る
た
め
、
辺
野
古
新
基
地
建
設

辺
野
古
の
座
り
込
み
も「
命
」最
優
先
に

の米地で症

辺
野
古
の
座
り
込
み
も「
命
」最
優優
先
に

い
ま
、沖
縄
に
連
帯
し
て

距離を取って座る市民と密集する民間警備員

新型コロナ対応で行ったゲートでの検温チェックのため発生した大渋滞

◎カンパ送付先
郵便振替口座　加入者名：沖縄県統一連
　　　　　　　口座番号：01710-8-62723
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
家
で
過
ご
す
こ
と
が
多
い
で
す
が
、
ク
ロ
ス
ワ
ー
ド
が
い
い
気
分
転
換
に

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。　
　
　
　
　
　

（
北
海
道
・
勤
医
協
中
央
病
院
・
小
山
紀
子
）



いま、なぜ憲法改悪なのか
○ 欠陥の多い育鵬社・公民教科書
　　～不採択で子どもに正しい学びを～
80

シリーズ

「明日の自由を守る若手弁護士の会」共同代表   黒澤いつき
公式ブログ　http://www.asuno-jiyuu.com/
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憲
法
や
人
権
、
民
主
主
義
の
正
し
い
知
識

を
身
に
つ
け
る
こ
と
は
、
そ
の
人
の
人
格
形

成
や
社
会
と
の
か
か
わ
り
方
を
大
き
く
変
え

ま
す
。
そ
こ
に
生
き
る
人
々
が
、
自
由
や
平

等
に
つ
い
て
の
正
し
い
知
識
、
た
し
か
な
人

権
感
覚
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
社
会

や
国
家
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
左
右
し
ま
す
。

そ
れ
は
今
、
政
治
へ
の
無
関
心
や
、
さ
ま
ざ

ま
な
差
別
、
弱
者
へ
の
冷
た
い
視
線
な
ど
が

際
立
つ
社
会
を
振
り
返
る
と
、
身
に
染
み
て

感
じ
る
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
点
が
不
正
確
な
教
科
書
が
学
校
で
使
わ

れ
る
こ
と
は
、
子
ど
も
た
ち
の
成
長
や
学
び

に
と
っ
て
大
変
危
険
で
、
避
け
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

⑴ 

不
採
択
が
続
く
育
鵬
社
の
教
科
書

　

こ
こ
最
近
、
東
京
都
立
の
中
高
一
貫
校
や

特
別
支
援
学
校
、
さ
ら
に
神
奈
川
県
横
浜
市

や
藤
沢
市
で
、
来
年
度
か
ら
使
う
中
学
の
教

科
書
の
採
択
が
行
わ
れ
、
そ
れ
ま
で
使
用
さ

れ
て
い
た
育
鵬
社
の
公
民
教
科
書
が
不
採
択

に
な
っ
た
こ
と
が
話
題
に
な
り
ま
し
た
。

　

育
鵬
社
の
公
民
や
歴
史
の
教
科
書
は
、
数

多
く
の
歴
史
的
事
実
が
書
か
れ
て
い
な
か
っ

た
り
不
正
確
だ
っ
た
り
、
他
方
で
神
話
ベ
ー

ス
な
話
が
あ
た
か
も
史
実
か
の
よ
う
に
書
か

れ
た
り
、
問
題
の
多
さ
が
以
前
か
ら
批
判
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
特
に
憲
法
に
つ
い
て
の
記

述
は
、
異
常
と
も
い
え
る
も
の
で
す
。

⑵ 

大
日
本
帝
国
憲
法
の
「
賛
美
」

　

ま
ず
、
大
日
本
帝
国
憲
法
に
つ
い
て
の
記

述
が
多
い
上
に
、
賛
美
す
る
ば
か
り
で
批
判

的
な
視
点
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
点
で
す
。

例
え
ば
大
日
本
帝
国
憲
法
を
「
ア
ジ
ア
で
初

め
て
の
本
格
的
な
近
代
憲
法
と
し
て
内
外
と

も
に
高
く
評
価
さ
れ
ま
し
た
」（
40
ペ
ー
ジ
）

と
高
く
評
価
す
る
記
述
が
あ
り
ま
す
が
、

「
万
世
一
世
」
で
「
神
聖
不
可
侵
」
な
天
皇

が
絶
対
的
な
主
権
者
で
あ
る
、
と
い
う
神
話

と
史
実
が
混
ざ
っ
た
も
の
が
中
心
原
理
の
憲

法
を
「
近
代
憲
法
」
と
評
価
す
る
の
は
、
正

し
い
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
国
民
が
主
権
者
で
は
な
く
「
臣

民
」
で
あ
り
、
基
本
的
人
権
が
「
法
律
の
範

囲
内
」
で
し
か
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
致
命

的
な
欠
陥
に
つ
い
て
批
判
す
る
記
述
が
一
切

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
制
限
が
、
数
々
の
治
安

立
法
や
言
論
弾
圧
を
許
し
、
果
て
は
戦
争
へ

と
政
府
と
軍
を
暴
走
さ
せ
た
と
い
う
の
に
。

　

こ
う
し
た
「
賛
美
」
だ
け
で
は
、
日
本
が

な
ぜ
無
謀
な
侵
略
戦
争
へ
と
突
き
進
ん
だ
の

か
、
歴
史
の
流
れ
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と

は
不
可
能
で
す
。

⑶ 

平
和
主
義
は
「
お
し
つ
け
」
！？

　

さ
ら
に
９
条
に
つ
い
て
は
、
侵
略
戦
争
へ

の
反
省
と
い
う
視
点
が
な
く
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
押

し
つ
け
ら
れ
た
も
の
、
と
し
か
書
か
れ
て
い

ま
せ
ん
。

「
連
合
国
軍
は
日
本
に
非
武
装
化
を
強
く
求

め
，
そ
の
趣
旨
を
日
本
国
憲
法
に
も
反
映
さ

せ
る
こ
と
を
要
求
し
ま
し
た
。
こ
の
た
め
，

国
家
と
し
て
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と

し
て
の
戦
争
を
放
棄
し
，
「
戦
力
」
を
保
持

し
な
い
こ
と
，
国
の
「
交
戦
権
」
を
認
め
な

い
こ
と
な
ど
を
憲
法
に
定
め
，
徹
底
し
た
平

和
主
義
を
基
本
原
理
と
し
ま
し
た
。」（
48

ペ
ー
ジ
） 

　

こ
の
記
述
で
、
日
本
国
憲
法
の
生
い
立
ち

や
、
戦
争
放
棄
に
込
め
ら
れ
た
国
民
の
思
い

を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
子
ど
も

た
ち
の
学
び
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
ど
こ
ろ

か
、
歪
ん
だ
解
説
で
妨
げ
て
い
る
と
す
ら
い

え
ま
す
。

　

そ
の
他
、
立
憲
主
義
に
つ
い
て
の
説
明
も

不
正
確
で
、
性
差
別
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題

へ
の
無
関
心
も
際
立
ち
、
こ
れ
で
は
教
科
書

と
し
て
欠
陥
品
、
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　

今
な
お
こ
の
教
科
書
を
採
択
し
て
い
る
自

治
体
が
あ
る
こ
と
は
大
問
題
で
す
が
、
市
民

の
良
識
と
地
道
な
努
力
の
成
果
で
、
判
断
を

切
り
替
え
て
不
採
択
に
し
た
自
治
体
が
出
て

き
た
こ
と
は
、
子
ど
も
に
と
っ
て
も
社
会
に

と
っ
て
も
大
き
な
こ
と
で
す
。

 

こ
の
と
こ
ろ
「
功
利
主
義
」
と
い
う
言
葉
が
頭
か
ら

離
れ
な
い
。
哲
学
辞
典
の
類
が
、
「
一
般
に
は
功
利
効

用
を
一
切
の
価
値
の
基
準
と
す
る
人
生
観
を
指
す
」
な

ど
と
解
説
し
て
い
る
社
会
思
想
の
こ
と
だ
。

　

気
に
な
る
理
由
は
、
昨
年
刊
行
さ
れ
た
『
幸
福
な
監

視
国
家
・
中
国
』（
梶
谷
懐
・
高
口
康
太
著
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出

版
新
書
）
を
読
ん
だ
こ
と
に
あ
る
。
Ｉ
Ｔ
を
駆
使
し
た

究
極
の
監
視
社
会
で
、
道
徳
心
や
愛
国
心
ま
で
格
付
け

さ
れ
、
生
活
を
左
右
さ
せ
ら
れ
る
中
国
人
民
の
大
多
数

は
、
そ
の
状
況
を
喜
ん
で
い
る
と
い
う
。
圧
倒
的
な
利

便
性
や
共
同
体
の
利
益
の
総
和
の
前
に
は
、
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
だ
の
個
人
の
思
想
信
条
、
ラ
イ
ド
、
意
地
、
尊
厳

だ
の
の
精
神
性
に
は
価
値
が
な
い
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。

　

―
―

〝
命
の
選
別
〞
の
問
題
に
も
通
じ
る
。
日
本
も

い
ず
れ
「
功
利
主
義
」
に
覆
わ
れ
て
い
く
の
か
も
。

　

懸
念
が
募
る
一
方
の
折
も
折
、
プ
ロ
野
球
の
世
界
で
、

こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
。
８
月
６
日
、
甲
子
園
球
場
で

の
巨
人―

阪
神
戦
。
巨
人
は
８
回
裏
に
満
塁
ホ
ー
ム
ラ

ン
を
浴
び
、
０―

11
と
大
量
リ
ー
ド
さ
れ
た
直
後
、
投

手
を
増
田
大
輝
内
野
手
に
交
替
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
も

は
や
勝
ち
目
が
な
い
試
合
で
、
本
職
の
投
手
を
疲
れ
さ

せ
た
く
な
い
と
い
う
わ
け
だ
。

　

は
た
し
て
巨
人
は
そ
の
ま
ま
大
敗
。
原
辰
徳
監
督

（
62
）は
「
最
善
策
で
す
よ
」
と
語
っ
た
が
、
収
ま
ら
な

か
っ
た
の
が
巨
人
Ｏ
Ｂ
で
元
監
督
の
堀
内
恒
夫
氏（
72
）。

直
ち
に
自
身
の
ブ
ロ
グ
を
更
新
し
、
「
こ
ん
な
こ
と
を

し
て
、
相
手
の
チ
ー
ム
は
、
ど
う
思
う
だ
ろ
う
か
。
馬

鹿
に
さ
れ
て
る
と
は
、
思
わ
な
い
だ
ろ
う
か
」
な
ど
と

書
き
込
ん
だ
。
か
つ
て
原
監
督
の
下
で
ヘ
ッ
ド
コ
ー
チ

を
務
め
た
伊
原
春
樹
氏（
71
）も
、
新
聞
の
取
材
に
応
え

て
、
「
何
よ
り
も
試
合
を
諦
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
、

巨
人
と
い
う
チ
ー
ム
で
は
よ
ろ
し
く
な
い
」
と
語
っ
た
。

　

こ
う
し
た
指
摘
は
、
し
か
し
、
ど
う
も
分
が
悪
そ
う

だ
。
報
道
を
見
る
限
り
、
「
外
野
手
登
録
の
選
手
が
、

内
野
を
守
っ
た
ら
失
礼
に
な
り
ま
す
か
？　

限
ら
れ
た

人
数
で
、
ど
う
使
う
か
は
監
督
の
判
断
だ
と
思
い
ま

す
」
と
ツ
イ
ー
ト
し
た
巨
人
Ｏ
Ｂ
の
上
原
浩
治
氏（
45
）

や
、
「
や
っ
ぱ
り
メ
ジ
ャ
ー
経
験
が
あ
っ
て
先
発
、
中

継
ぎ
、
抑
え
を
経
験
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
説
得
力
が
あ

り
ま
す
ね
」
と
追
随
し
た
現
役
メ
ジ
ャ
ー
リ
ー
ガ
ー
の

ダ
ル
ビ
ッ
シ
ュ
有（
34
）の
ほ
う
が
、
若
い
世
代
の
支

持
を
得
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
種
の
珍
事
は
過
去
に
も
あ
っ
た
が
、
以
前
は

「
無
礼
だ
」
と
い
う
精
神
性
が
よ
り
尊
重
さ
れ
て
い
た

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
時
代
は
移
ろ
う
。
と
は
い
え
、

原
采
配
を
め
ぐ
る
突
然
の
論
争
の
雲
行
き
が
、
近
年
の

プ
ロ
野
球
界
に
顕
著
な
〝
メ
ジ
ャ
ー
リ
ー
グ
信
仰
〞
に

と
ど
ま
ら
ず
、日
本
社
会
全
体
の「
功
利
主
義
」万
能
視

に
向
か
う
集
合
的
無
意
識
に
も
直
結
す
る
と
し
た
ら…

。

　

甲
子
園
球
場
で
の
巨
人―

阪
神
戦

た
ぐ
い
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憲
法
や
人
権
、
民
主
主
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の
正
し
い
知
識

を
身
に
つ
け
る
こ
と
は
、
そ
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人
の
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格
形
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や
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と
の
か
か
わ
り
方
を
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き
く
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え

ま
す
。
そ
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人
々
が
、
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平

等
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い
て
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知
識
、
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な
人

権
感
覚
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
社
会

や
国
家
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
左
右
し
ま
す
。

そ
れ
は
今
、
政
治
へ
の
無
関
心
や
、
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ま
ざ

ま
な
差
別
、
弱
者
へ
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冷
た
い
視
線
な
ど
が

際
立
つ
社
会
を
振
り
返
る
と
、
身
に
染
み
て

感
じ
る
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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不
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わ

れ
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と
は
、
子
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も
た
ち
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や
学
び

に
と
っ
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大
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危
険
で
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避
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な
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な

り
ま
せ
ん
。

⑴ 

不
採
択
が
続
く
育
鵬
社
の
教
科
書
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近
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藤
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さ
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。

　

育
鵬
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史
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史
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た
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ー
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史
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憲
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⑵ 

大
日
本
帝
国
憲
法
の
「
賛
美
」
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。
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憲
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40
ペ
ー
ジ
）
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史
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憲

法
を
「
近
代
憲
法
」
と
評
価
す
る
の
は
、
正

し
い
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
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者
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臣
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範
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。

　

こ
う
し
た
「
賛
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で
は
、
日
本
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な
ぜ
無
謀
な
侵
略
戦
争
へ
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突
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進
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だ
の

か
、
歴
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の
流
れ
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と

は
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能
で
す
。

⑶ 

平
和
主
義
は
「
お
し
つ
け
」
！？
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ん
。

「
連
合
国
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は
日
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非
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装
化
を
強
く
求

め
，
そ
の
趣
旨
を
日
本
国
憲
法
に
も
反
映
さ

せ
る
こ
と
を
要
求
し
ま
し
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。
こ
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た
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国
家
と
し
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国
際
紛
争
を
解
決
す
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て
の
戦
争
を
放
棄
し
，
「
戦
力
」
を
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持

し
な
い
こ
と
，
国
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交
戦
権
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を
認
め
な

い
こ
と
な
ど
を
憲
法
に
定
め
，
徹
底
し
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平

和
主
義
を
基
本
原
理
と
し
ま
し
た
。」（
48

ペ
ー
ジ
） 

　

こ
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で
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憲
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す
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す
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ど
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ろ

か
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説
で
妨
げ
て
い
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と
す
ら
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ま
す
。

　

そ
の
他
、
立
憲
主
義
に
つ
い
て
の
説
明
も

不
正
確
で
、
性
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別
・
ジ
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ン
ダ
ー
の
問
題

へ
の
無
関
心
も
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ち
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こ
れ
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教
科
書

と
し
て
欠
陥
品
、
と
い
っ
て
も
過
言
で
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あ

り
ま
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ん
。

　

今
な
お
こ
の
教
科
書
を
採
択
し
て
い
る
自

治
体
が
あ
る
こ
と
は
大
問
題
で
す
が
、
市
民

の
良
識
と
地
道
な
努
力
の
成
果
で
、
判
断
を

切
り
替
え
て
不
採
択
に
し
た
自
治
体
が
出
て

き
た
こ
と
は
、
子
ど
も
に
と
っ
て
も
社
会
に

と
っ
て
も
大
き
な
こ
と
で
す
。

 

こ
の
と
こ
ろ
「
功
利
主
義
」
と
い
う
言
葉
が
頭
か
ら

離
れ
な
い
。
哲
学
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典
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が
、
「
一
般
に
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功
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。
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懐
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右
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。
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