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「
豆と

う

腐ふ

」

美
味
で
栄
養
価
も
高
い

〝
旬
〟
の
食
材
を
ご
紹
介
す
る
こ
の
ペ
ー
ジ
。

今
回
の
テ
ー
マ
は
、
豆
腐
で
す
。

　
豆
腐
は
中
国
か
ら
伝
来
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

中
国
で
豆
腐
が
誕
生
し
た
の
は
漢
の
時
代
（
紀
元
前
２
世

紀
頃
）
と
す
る
説
、
唐
の
時
代
（
８
～
９
世
紀
）
と
す
る

説
な
ど
諸
説
あ
り
、
絶
対
の
定
説
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
日
本
へ
の
伝
来
時
期
も
同
様
で
、
僧
・
空
海
が
伝
え

た
と
す
る
も
の
や
鎌
倉
時
代
に
帰
化
僧
が
伝
え
た
と
す

る
も
の
も
あ
り
、
は
っ
き
り
わ
か
り
ま
せ
ん
。
文
献
で
は

１
１
８
３
年
の
奈
良
・
春
日
神
社
の
供
物
帖
に
「
唐
府
」

の
記
述
が
あ
り
、
こ
れ
が
豆
腐
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
伝
来
し
た
当
初
、
豆
腐
は
僧
侶
の
精
進
料
理
と
し
て
食

べ
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
室
町
時
代
に
は
全
国
の
武
家
・

公
家
に
高
級
料
理
と
し
て
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
江

戸
時
代
に
は
庶
民
が
口
に
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

１
０
０
種
類
の
豆
腐
料
理
を
紹
介
し
て
い
る
こ
と
で
有
名

な
『
豆
腐
百
珍
』
は
、
江
戸
中
期
の
１
７
８
２
年
刊
で
す
。

豆
腐
を
使
っ
た
冬
の
味
覚
と
い
え
ば
湯
豆
腐
で
す
が
、『
豆

腐
百
珍
』で
は
湯
の
か
わ
り
に
葛
湯
を
使
っ
た「
湯
や
っ
こ
」

を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　
東
ア
ジ
ア
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
ま
で
広
く
作
ら
れ
て
い
る

豆
腐
で
す
が
、
白
く
て
柔
ら
か
い
豆
腐
は
日
本
独
自
の
も

の
。
中
華
料
理
な
ど
の
豆
腐
は
生
で
食
べ
る
こ
と
は
少
な

く
、
固
め
で
水
分
の
少
な
い
、
沖
縄
の
島
豆
腐
に
似
た
も

の
が
中
心
で
す
。

　
日
本
の
豆
腐
は
、
大
き
く
絹
ご
し
と
木
綿
の
２
種
類
が

あ
り
ま
す
。
一
般
の
豆
腐
は
、
水
に
浸
し
て
柔
ら
か
く
し
た

大
豆
を
す
り
つ
ぶ
し
、
煮
だ
し
て
豆
乳
を
作
り
、
熱
い
豆

乳
に
に
が
り
を
入
れ
て
た
ん
ぱ
く
質
を
凝
固
さ
せ
て
作
り

ま
す
。凝
固
さ
せ
る
際
、布
を
敷
い
た
型
箱
に
入
れ
て
圧
搾
、

水
を
し
ぼ
り
つ
つ
成
型
し
た
の
が
木
綿
豆
腐
。
絹
ご
し
は

圧
搾
を
行
わ
ず
、
濃
い
目
の
豆
乳
に
に
が
り
を
入
れ
た
ら

そ
の
ま
ま
型
箱
で
固
ま
ら
せ
ま
す
。
も
と
も
と
日
本
で
は

木
綿
豆
腐
が
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
江
戸
時
代
に
豆
腐

料
理
の
老
舗
「
笹
の
雪
」
が
絹
ご
し
を
考
案
し
ま
し
た
。

歴
史

豆
腐
の

　
俗
に
「
豆
腐
と
納
豆
は
、
中
国
か
ら
伝
来
し
た
際

に
名
前
が
入
れ
違
っ
て
伝
え
ら
れ
た
」
と
い
い
ま
す
が
、

こ
れ
は
間
違
い
。「
納
豆
」
は
日
本
固
有
の
呼
び
名
で

す
の
で
、
混
同
し
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
中
国
で
も
、

豆
乳
を
固
め
て
作
る
豆
腐
を
「
豆
腐
」
と
呼
び
ま
す
。

　
中
国
語
で
「
腐
」
と
い
う
漢
字
は
「
固
め
る
」「
液

体
と
固
体
の
間
の
柔
ら
か
い
ゲ
ル
状
の
も
の
」
を
指
す

そ
う
で
、つ
ま
り
豆
腐
と
は
「
豆
（
乳
）
を
固
め
た
も
の
」

の
意
味
に
な
り
ま
す
。

名
前
の
由
来  
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 プライバシーマークの認証が
 更新されました

2016年冬　第29号

いきいき健康だより

インターネットが発達し、個人情報に関す
る保護意識の高まった今日では、健康管理の

分野でも、個人情報保護への取り組みは不可欠な
課題です。
当財団では、個人情報保護に関する最も一般的な基
準である「プライバシーマーク」の認証を 2013
年に取得。今回は、その更新審査にもパスするこ
とができました。安全で安心して受けられる健
診機関の一つの条件といえます。

却
し
て
固
め
る
製
法
で
す
。
材
料
の
ロ
ス
が
少
な
く
、
腐
り

に
く
く
日
持
ち
す
る
な
ど
い
い
こ
と
ず
く
め
で
、
最
近
は

味
も
向
上
し
て
い
ま
す
が
、
豆
腐
通
は
敬
遠
す
る
人
が
多

い
よ
う
で
す
。
伝
統
的
な
製
法
の
豆
腐
は
パ
ッ
ク
の
中
で
水

に
浮
く
形
、
充
填
豆
腐
は
水
が
入
ら
ず
パ
ッ
ク
の
形
の
ま

ま
に
成
型
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、目
で
見
て
識
別
で
き
ま
す
。

　
に
が
り
は
、
昔
は
海
水
か
ら
塩
を
作
る
際
に
で
き
る
天

然
の
に
が
り
が
使
わ
れ
ま
し
た
が
、
最
近
は
国
内
で
海
水

か
ら
塩
を
作
る
こ
と
が
減
り
、
国
産
の
に
が
り
は
ほ
と
ん

ど
出
回
り
ま
せ
ん
。
塩
化
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
や
硫
酸
カ
ル
シ
ウ

ム
な
ど
化
学
的
な
凝
固
剤
を
使
う
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。

　
高
た
ん
ぱ
く
・
低
カ
ロ
リ
ー
食
品
の
代
表
格
・
豆
腐
。

重
量
の
80
～
90
％
は
水
分
で
す
が
、
水
分
以
外
の
成
分
で

は
た
ん
ぱ
く
質
が
半
分
近
く
を
占
め
ま
す
。
ま
た
必
須
ア

ミ
ノ
酸
が
豊
富
で
、
消
化
さ
れ
や
す
く
吸
収
率
も
高
い
た

め
、
栄
養
的
に
は
優
等
生
で
す
。

　
一
方
、
意
外
な
の
は
豆
腐
は
脂
質
も
多
く
含
む
こ
と
。

こ
れ
は
大
豆
の
脂
分
の
多
く
が
豆
腐
に
移
行
す
る
た
め
で

す
が
、
不
飽
和
脂
肪
酸
、
と
く
に
リ
ノ
ー
ル
酸
や
リ
ノ
レ
ン

酸
な
ど
が
多
い
た
め
、
健
康
面
で
あ
ま
り
心
配
は
い
り
ま

せ
ん
。
こ
の
ほ
か
イ
ソ
フ
ラ
ボ
ン
や
オ
リ
ゴ
糖
、
糖
尿
病
の

予
防
効
果
が
期
待
さ
れ
る
ト
リ
プ
シ
ン
阻
害
因
子
な
ど
も

含
み
、「tofu

」
は
世
界
的
に
ヘル
シ
ー
フ
ー
ド
と
人
気
で
す
。

　
豆
腐
の
選
び
方
で
よ
く
紹
介
さ
れ
る
の
が
大
豆
（
産
地
・

遺
伝
子
組
み
換
え
品
種
の
有
無
）、
に
が
り
（
天
然
か
凝

固
剤
か
）、
添
加
剤
の
有
無
な
ど
で
す
が
、
通
は
製
法
や

水
の
お
い
し
い
土
地
か
否
か
ま
で
気
を
配
り
ま
す
。

　
最
近
の
ス
ー
パ
ー
な
ど
で
は
、
充
填
豆
腐
を
多
く
目
に

す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
冷
た
い
豆
乳
に
凝
固

剤
を
入
れ
、
そ
の
ま
ま
パ
ッ
ク
に
流
し
込
み
、
加
熱
・
冷

目
利
き

栄
養



4

　
私
が
産
業
医
に
な
っ
た
２
０
０
３
年
頃

は
、
強
迫
型
性
格
傾
向
を
主
体
と
し
、
ま

じ
め
、
責
任
感
が
強
く
、
自
責
的
、
頑
張

り
屋
、
社
会
性
の
あ
る
典
型
的
な
メ
ラ
ン

コ
リ
ー
親
和
型
性
格
の
メ
ン
タ
ル
不
調
者

が
半
分
以
上
を
占
め
て
い
ま
し
た
。
い
わ

ゆ
る
「
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
親
和
型
う
つ
病
」

で
す
。
こ
の
タ
イ
プ
の
メ
ン
タ
ル
不
調
者

は
心
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
枯
渇
し
て
お
り
、

基
本
的
に
は
自
殺
に
気
を
付
け
、
休
職
し

て
も
ら
い
投
薬
治
療
を
開
始
す
れ
ば
回
復

す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
２
０
０
５
年
頃
よ
り
回
避
型
・

依
存
型
性
格
傾
向
を
主
体
と
す
る
「
逃
避

型
抑
う
つ
」、「
現
代
型
う
つ
病
」
と
呼
ば

れ
る
新
し
い
タ
イ
プ
の
メ
ン
タ
ル
不
調
者

が
増
え
て
き
ま
し
た
。
心
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

が
枯
渇
し
て
い
な
い
タ
イ
プ
で
す
。
他
責

的
で
、
ア
フ
タ
ー
フ
ァ
イ
ブ
や
土
日
は
元

気
に
遊
べ
る
け
れ
ど
、
仕
事
を
す
る
と
頭

が
重
く
な
っ
た
り
、
気
分
が
重
く
な
っ
て

仕
事
に
な
ら
ず
家
に
引
き
こ
も
る
（
気
分

反
応
性
）、
昼
夜
の
逆
転
し
た
生
活
に
な
り

　「
新
型
う
つ
病
」
と
い
う
言
葉
が
マ
ス

コ
ミ
を
賑
わ
せ
て
い
ま
す
が
、
新
型
、

旧
型
と
い
う
違
い
が
出
て
く
る
原
因
と

し
て
人
格
・
性
格
（personality

）
形

成
に
お
け
る
育
っ
た
文
化
の
違
い
が
大

き
い
と
い
う
の
が
今
回
の
お
話
で
す
。

― ㈱日立ソリューションズ健康管理統括センタ長辻正弘

第４回

う
つ
病
と
病
前
性
格

1
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こ
れ
ま
で
「
新
型
う
つ
」、「
旧
型
う
つ
」

と
い
う
言
葉
を
用
い
て
き
ま
し
た
が
、
う

つ
状
態
を
示
し
気
分
反
応
性
の
あ
る
も
の

を
「
新
型
う
つ
」
と
定
義
し
て
お
き
ま
す
。

新
型
う
つ
（
デ
ィ
ス
チ
ミ
ア
親
和
型
）
と

旧
型
う
つ
（
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
親
和
型
）
の

対
比
を
示
し
て
お
き
ま
す
（
表
１
）。

㈱日立ソリューションズ健康管理統括センタ長

辻正弘（つじまさひろ）

医師・医学博士・労働衛生コンサルタント。
京都大学理学部（数学科）、経済学部（経済学科）卒業後サラリーマンを経て、東
京大学理科Ⅲ類入学。1988 年同医学部医学科卒業後、東大病院での研修を経て
第一内科入局。病院勤務を経て東京大学医学系大学院博士課程卒業後、同大学
院ならびに医学部助手を経て、2003 年より日立ソフト健康管理統括センタ長［合併
により2011 年度より日立ソリューションズ健康管理統括センタ長］。2004 年より３年
間東京大学保健センター非常勤講師兼務。専門は消化器内科（内視鏡）。

が
ち
で
あ
る
が
出
社
で
き
た
時
は
普
通
に

働
け
る
と
い
う
メ
ン
タ
ル
不
調
で
す
。

　
さ
ら
に
２
０
０
７
年
頃
か
ら
境
界
型
性

格
傾
向
を
思
わ
せ
る
攻
撃
性
の
目
立
つ
メ

ン
タ
ル
不
調
者
が
目
立
つ
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
拒
絶
過
敏
（
注
１
）、
過
食
・
肥
満
、

気
分
反
応
性
、
鉛
の
様
に
重
い
身
体
的
重

圧
感
を
伴
っ
て
お
り
、「
非
定
型
う
つ
病
」

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。

　
産
業
医
と
し
て
「
新
型
う
つ
」
の
社
員

の
特
徴
と
し
て
思
う
こ
と
は
、
自
分
へ
の

こ
だ
わ
り
の
強
さ
と
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
し

て
の
プ
ロ
意
識
の
低
さ
で
す
。
職
場
と
い

う
公
的
な
場
に
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
理
由
を

平
気
で
持
ち
込
む
の
で
す
。「
風
邪
で
朝
遅

刻
す
る
こ
と
の
ど
こ
が
い
け
な
い
の
で
す

か
」
と
は
よ
く
聞
か
れ
る
文
言
で
す
が
、

要
す
る
に
遅
刻
の
頻
度
が
問
題
な
わ
け
で

す
。
体
調
の
維
持
管
理
は
プ
ロ
と
し
て
の

基
本
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
感
覚

に
は
乏
し
く
、
体
を
鍛
え
て
風
邪
を
引
か

な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
は
さ
れ
ま
せ
ん
。

給
料
に
見
合
っ
た
労
務
を
提
供
で
き
て
い

な
い
こ
と
に
対
し
て
危
機
感
に
乏
し
い
人

が
多
い
の
で
す
。
休
職
復
職
を
繰
り
返
し

が
ち
で
、
自
分
が
休
む
こ
と
に
よ
り
周
囲

の
同
僚
に
多
大
な
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
を

気
に
し
て
い
る
素
振
り
も
な
い
よ
う
に
見

え
、
職
場
で
は
困
っ
た
存
在
に
な
り
ま
す
。

　
こ
う
し
た
「
新
型
う
つ
」
は
明
ら
か
に

性
格
の
問
題
と
深
い
関
連
が
あ
り
ま
す
。

ど
の
タ
イ
プ
の
「
う
つ
病
」
も
強
迫
型
性

格
傾
向
を
母
体
と
し
、
本
人
の
社
会
性
が

高
く
大
人
の
自
我
構
造
を
も
っ
て
い
る
と

メ
ラ
ン
コ
リ
ー
型
に
、
社
会
性
が
低
く
子

ど
も
の
自
我
構
造
し
か
も
っ
て
い
な
い
場

合
は
現
代
型
や
逃
避
型
に
な
り
ま
す
。
今

ま
で
の
生
き
方
に
何
ら
か
の
無
理
が
あ
っ

た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
無
理
が
高
じ
て
仕
事

や
生
活
に
破
綻
を
来
し
た
の
で
す
か
ら
、

今
ま
で
の
生
き
方
を
修
正
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
ま
す
。
過
去
へ
の
こ
だ
わ
り
を
捨

て
新
し
い
生
き
方
へ
と
軌
道
修
正
が
で
き

な
い
と
再
発
を
防
ぐ
こ
と
は
難
し
い
と
思

い
ま
す
。

　
た
だ
、
こ
れ
は
幼
少
期
の
愛
着
障
害
な

ど
の
問
題
を
抱
え
、
自
分
へ
の
こ
だ
わ
り

が
強
い
人
に
と
っ
て
は
ピ
ッ
チ
ャ
ー
が
投

球
フ
ォ
ー
ム
を
変
え
る
よ
う
な
も
の
で
難

し
い
も
の
で
す
。

注
１

拒
絶
過
敏
：
自
分
に
対
す
る
否
定
的
な
ニ
ュ
ア

ン
ス
の
言
動
、
し
ぐ
さ
や
、
仕
事
上
で
注
意
さ

れ
た
り
す
る
こ
と
な
ど
に
対
し
て
、
ふ
つ
う
で

は
考
え
ら
れ
な
い
激
し
い
反
応
を
示
す
こ
と
。

新
型
う
つ
病

（
木
村
・
笠
原
分
類
Ⅲ
型
、
一
部
Ⅳ
型
）

と

旧
型
う
つ
病

（
木
村
・
笠
原
分
類
Ⅰ
型
、

  

メ
ラ
ン
コ
リ
ー
親
和
型
う
つ
病
）

2
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１
９
７
５
年
に
発
表
さ
れ
た
笠
原
嘉
先

生
の
う
つ
病
分
類（
表
２
）お
い
て
、「
病
像
、

亜
型
、
病
前
性
格
、
発
病
状
況
、
治
療
へ

の
反
応
、
経
過
、
年
齢
、
体
型
、
生
活
史
、

家
庭
像
、仮
称
、従
来
の
診
断
名
と
の
関
係
」

と
い
う
項
目
に
基
づ
く
多
軸
診
断
と
も
い

う
べ
き
分
類
法
を
示
し
て
お
ら
れ
ま
す
が
、

こ
の
分
類
は
現
在
で
も
非
常
に
有
用
で
す
。

こ
の
分
類
で
も
病
前
性
格
が
大
き
な
役
割

を
果
た
し
ま
す
（
注
３
）。
性
格
に
相
当
す

る
英
語
のpersonality

は
ギ
リ
シ
ャ
語
の

persona

（
仮
面
）
に
由
来
し
人
間
の
成
長

段
階
に
合
わ
せ
て
、
人
生
と
い
う
舞
台
で

身
に
付
け
重
ね
て
い
っ
た
仮
面
が
そ
の
人

のpersonality

（
性
格
・
人
格
）
に
な
る

と
の
考
え
に
由
来
し
ま
す
。
こ
こ
で
は
性

格
を
生
ま
れ
て
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
に

身
に
付
け
た
生
き
方
（
生
活
・
考
え
方
）

の
様
式
と
定
義
し
て
お
き
ま
す
。

　
新
型
う
つ
と
い
う
の
は
笠
原
分
類
で
の

Ⅲ
型
（
葛
藤
反
応
型
う
つ
病
）
も
し
く
は

Ⅳ
型
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
、「
抗
う
つ
薬

が
効
果
を
示
さ
ず
精
神
療
法
を
要
す
」「
自

責
傾
向
少
な
く
他
責
傾
向
あ
り
」
と
40
年

も
前
に
は
っ
き
り
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
こ
う
し
た
病
態
そ
の
も
の
は

１
９
７
０
年
代
に
は
知
ら
れ
て
い
ま
し
た

が
、
多
数
派
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の

が
２
０
０
５
年
頃
以
降
の
現
代
の
日
本
社

会
の
特
徴
で
す
。

　
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
「
旧

型
う
つ
」、「
新
型
う
つ
」
と
い
う
区
別
は

あ
く
ま
で
も
「
あ
る
が
ま
ま
の
病
態
（
病

気
そ
れ
自
体
）」
を
分
析
す
る
た
め
の
分
析

概して良好。
ふつう一定の時間

（3 カ月から 6 カ月が
多い）を要して治癒
反復傾向はⅡより少
ない
亜型Ⅰ-3 は遷延する
こと多い

概して良好であるが、
反復傾向はⅠより高い

慢性化遷延化の傾向
つよい

早晩分裂病性症状を
発現する

一過性、ただしＶ－２
は遷延多し

中年から初老期に
多い。ただし 20
代、30 代にも稀
ではない。10 代
にもありうる

初発は若年期に
比較的多く、晩発
は少ない

二つあり、一つは
10 代後半から 20
代、今一つは 40
代、50 代

青春期後期

特徴なし

どちらかというと
細長型

肥満型多い

特徴なし

細長型多い

特徴なし

発病前の社会適応
良好、仮面うつ病
的な身体的違和感
をもつこと多し

インターバルにお
いての社会適応は
Ⅰほど十分ならず

すでにうつ病発症
前から神経症症状
もしくは性格神経
症的傾向を示す

少年 期、 青 春 期
前期において「模
範児童」的。自己
アイデンティティ
をめぐる困難前駆
すること多し

特徴なし

原則として病者自
身が家庭内での精
神的経済的支柱で
あることが多い。
伝統思考的な家庭

家庭内に権威的も
しくは庇護的人物
をもつ。大家族構
成が多い。伝統志
向のつよい家族

特徴なし

分裂病の家族研究
として知られる特
徴を示す場合が多
い

特徴なし

メランコリー性格型
うつ病、あるいは性
格（反応）型うつ病

循環型うつ病

葛藤反応型うつ病

偽循環病型分裂病

悲壮反応

その他のうつ状態

内因性うつ病
軽症うつ病
反応性うつ病
心因性うつ病
神経症性うつ病
抑うつ神経症
更年期（退行期）うつ病
非定型精神病

躁うつ病
内因性うつ病
循環病
循環性うつ病
非定型精神病

神経症性うつ病
抑うつ神経症
反応性うつ病
心因性うつ病
心因反応
更年期（退行期）うつ病
Claiming depression
Hysterodepression

神経症性うつ病無気力反応
Student apathy
境界型分裂病
慢性軽症分裂病分裂質

神経症性うつ病
抑うつ神経症
反応性うつ病
心因性うつ病
心因反応

症候性うつ病
医薬原性うつ病
老年うつ病
脳動脈硬化性うつ病
若年うつ病
Ictal  depression

「病前性格－発病状況－病像－経過」をセットとするこの分類の視点から把えられないうつ状態をまとめたもの

年　齢 体　型 生活史 家庭像 仮　称 従来の診断名との関係経過
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表 2  笠原嘉「精神病と神経症」みすず書房より（注２）

表 1  ■■■■■■■■■■■■■■

スチューデント・アパシー
退却傾向と無気力

自己自身への愛着（役割抜き） 
規範に対してストレスであると抵抗する
秩序への否定感情と漠然とした万能感
元々仕事熱心ではない

強い（遊びはできるが、仕事はできない）

不全感と倦怠
回避と他罰的感情（他者への非難）
衝動的な自傷、一方で軽やかな自殺企図

多くは部分的効果（病み終えない） 

どこまでが「生き方」で、どこからが「症状経過」か不分明

休養と服薬のみではしばしば慢性化する
置かれた場・環境の変化で急速に改善することがある

執着気質
メランコリー性格

社会的役割・規範への愛着
規範に対して好意的で同一化
秩序を愛し、配慮的で几帳面
基本的に仕事熱心

弱い（遊びも仕事も何もできない）

焦燥と抑制
疲弊と罪悪感（申し訳なさの表明）
完遂しかねない「熟慮した」自殺企図

多くは良好（病み終える）

疾病による行動変化が明らか

休養と服薬で全般に軽快しやすい
場・環境の変化は

年 齢 層

関 連 気 質

病 前 性 格

症 候 学 的 特 徴

薬 物 へ の反 応

気 分 反 応 性

認知と行動特性

予後と環境変化

ディスチミア親和型
青 年 層

メランコリー親和型
中高年層

樽味伸、神庭重信「うつ病の社会文化的試論……」一部改変　日本社会精神医学会後誌 13:129-136、2005

精神症状と身体症状の双方を具
備する典型的うつ病像。しばしば
その症状は網羅的で、かつ多くの
例において画一的である

Ⅰ型に準じるが、個別症状をⅠ型
ほど網羅的にもたず、画一性にも
とぼしい

Ⅰ型のように一連の症状を完備せ
ず。ときに依存性、誇大性大。そ
の他の神経症状併存。自責傾向
は少ない。他責傾向あり。

うつ病像の非典型性、アクティン
グ・アウト、自己アイデンティティ
拡散、無気力がめだつ。躁病相も
ありうる。ただし、躁もうつも病
相の長さは短い。（いわゆる境界
例にあたるものが多い）

悲壮体験への反応としての
うつ状態

その他のうつ状態。
症状の非典型性、多様性。
多種の症状の依存

メランコリー親和型
性格（テレンバッハ）、
執着性格（下田、平沢）

循環性格
（クレチマー）

未熟
秩序愛ならびに他者
への配慮性少なし

分裂質

特徴なし

特有の状況変化頻度高
い（転勤、昇任、家族
成員の移動、身体疾患
への罹患、負担の急激
な増加ないし軽減、出
産、居住地の移動と改
変、愛着する事物ある
いは財産の喪失など）

Ⅰ型ほど明白でない場
合が多い、生物学的条
件の関与少なくない（季
節、月経、出産等）

過大な負担、性格的弱
点にふれるような困難、
対人葛藤、成熟危機

個別化の危機（恋愛、
性愛体験、宗教的体験、
孤立、自立、旅行、受
験等）

悲壮体験

治療意欲高い
抗うつ剤によく反
応、ときにニュー
ロレプチカの併用
を要す。
精神療法は支持的
療法で十分

抗うつ剤への反応
はⅠほどよくない

抗うつ剤ほどんど
無効。本格的な精
神療法を要す

抗うつによる根本
的改善なし。
精神療法もしばし
ば困難

抗うつ剤無効

Ⅰ-1：単相うつ病、しばしば軽症
Ⅰ-2：軽躁（あるいはうつ）の混入
Ⅰ-3：持続的葛藤の二次的な露呈
Ⅰ-4：非定型精神病像の混入

Ⅱ-1：躁とうつの規則的反復
Ⅱ-2：主としてうつ病相のみの反復
Ⅱ-3：主として躁病相のみの反復
Ⅱ-4：非定型精神病像の混入
躁うつ混合状態あり

Ⅲ -1：神経症レベルに止まるもの
Ⅲ -2：一過的に精神病レベルにお
ちこむもの

Ⅳ -1：うつ病像のみ
Ⅳ -2：躁病像を併せもつもの

Ｖ－１：正常悲壮反応
Ｖ－２：異常悲壮反応
Ｖ－３：精神病レベルの症状の混入

Ⅵ－１：明白な身体的基盤をもった
うつ状態 ( 症候性、医薬原性など）
Ⅵ－２：老年性変化が基盤に推定
されるもの
Ⅵ－３：若年のうつ状態
Ⅵ－４：その他

「病前性格－発病状況－病像－経過」をセットとするこの分類の視点から把えられないうつ状態をまとめたもの

項目
類型 病　　像

Ⅰ型

Ⅱ型

Ⅲ型

Ⅳ型

Ⅴ型

Ⅵ型

亜　　　型 病前性格 発病状況 治療への反応
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障
害
を
患
っ
た
と
き
に
は
「
メ
ラ
ン
コ

リ
ー
親
和
型
う
つ
病
」
と
し
て
現
れ
る
の

が
当
然
と
い
え
ま
す
。
以
前
の
日
本
で
は

メ
ラ
ン
コ
リ
ー
親
和
型
う
つ
病
が
支
配
的

で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、最
近
は
「
新

型
う
つ
」
が
多
く
見
ら
れ
、メ
ラ
ン
コ
リ
ー

親
和
型
う
つ
病
が
シ
ー
ラ
カ
ン
ス
の
よ
う

な
絶
滅
危
惧
種
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
の
も
、

大
人
に
な
る
過
程
で
の
育
っ
た
文
化
の
違

い
が
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
敗
戦
と
い
う

社
会
の
大
激
震
を
経
て
、
戦
前
の
日
本
社

会
を
支
え
て
い
た
規
範
や
道
徳
は
良
い
も

の
も
悪
い
も
の
も
全
て
ひ
っ
く
る
め
て
否

定
さ
れ
た
の
が
戦
後
の
日
本
社
会
だ
と
思

い
ま
す
。
否
定
の
中
心
に
な
っ
た
の
は
、

注
3

う
つ
病
と
病
前
性
格
に
は
関
連
が
な
い
と
い
う

論
文
も
あ
り
ま
す
が
、
Ｄ
Ｓ
Ｍ
‐
４
に
よ
る

う
つ
病
概
念
の
拡
散
を
考
え
て
い
な
い
こ
と
が

原
因
だ
と
思
い
ま
す
。
最
近
「
神
経
質
」
と
関

連
が
あ
る
と
い
う
論
文
が
あ
り
ま
す
が
、
納
得

で
き
る
も
の
で
す
（Personality and M

ajor 
D

epression-A Sw
edish Longitudinal, 

Population-Based Tw
in Study, JAM

A 
Psychiatry, O

ctober1, 2006, Vol63, 
N

o10, Kenneth S Kendler et al

）。

 

　
人
間
が
人
間
に
な
る
た
め
に
は
文
化
に

よ
っ
て
調
教
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
、
そ

れ
が
な
い
と
人
間
は
と
ん
で
も
な
い
化
け

物
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
人
間
は
育
っ

た
文
化
を
取
り
込
ん
で
性
格
と
し
て
内
面

化
し
て
い
き
ま
す
。「
新
型
う
つ
」
に
し

ろ
「
旧
型
う
つ
」
に
し
ろ
、「
う
つ
」
に
な

る
人
は
自
我
形
成
の
際
の
背
景
と
な
っ
た

家
庭
や
日
本
の
文
化
に
過
剰
に
一
体
化
し
、

過
剰
適
応
し
て
し
ま
っ
て
柔
軟
性
に
欠
け

る
の
が
特
徴
で
す
。
場
の
雰
囲
気
に
非
常

に
敏
感
で
あ
っ
た
り
、
気
が
小
さ
く
周
囲

の
目
を
極
端
に
気
に
し
た
り
、
場
の
雰
囲

気
を
自
分
の
中
に
取
り
込
み
、
そ
れ
に
過

剰
に
一
体
化
し
や
す
い
傾
向
に
あ
る
と
思

い
ま
す
。
夜
7
時
以
降
の
就
労
が
禁
止
さ

れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
忙
し
い
職

場
に
い
る
と
ど
う
し
て
も
夜
遅
く
ま
で
働

い
て
し
ま
っ
て
翌
日
か
ら
出
社
で
き
な
く

な
り
、
自
ら
墓
穴
を
掘
っ
て
し
ま
う
よ
う

に
見
え
る
社
員
も
多
い
の
で
す
。

　「
菊
と
刀
」（
注
４
）
と
い
う
名
著
が
あ

り
ま
す
。
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
ア
メ
リ

カ
在
住
の
日
本
人
移
民
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
を

重
ね
て
書
か
れ
た
本
で
、
そ
の
中
に
「
罪

の
文
化
と
恥
の
文
化
」
と
い
う
テ
ー
マ
が

あ
り
ま
す
。「
罪
の
文
化
」
と
い
う
の
は
キ

リ
ス
ト
教
の
原
罪
と
い
う
観
念
に
象
徴
さ

れ
る
よ
う
に
唯
一
絶
対
神
を
信
じ
る
一
神

教
の
社
会
で
見
ら
れ
る
も
の
で
、
唯
一
絶

対
神
と
の
関
係
で
罪
と
い
う
の
は
決
ま
っ

て
き
ま
す
（
注
５
）。
そ
れ
に
対
し
て
「
恥

の
文
化
」
と
い
う
の
は
日
本
社
会
で
普
通

に
見
ら
れ
る
も
の
で
す
。
恥
と
い
う
観
念

の
背
後
に
は
唯
一
絶
対
神
を
意
識
す
る
の

で
は
な
く
、
常
に
人
の
目
（
世
間
の
目
）

を
意
識
し
た
文
化
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

世
間
と
い
う
も
の
が
日
本
に
お
い
て
は
西

欧
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
役
割
を
担
っ

て
お
り
、
生
活
や
行
動
の
規
範
の
中
心
に

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
赤
ん
坊
と
し
て
生

ま
れ
大
人
へ
と
成
長
し
て
行
く
過
程
で
の

人
格
形
成
に
お
い
て
、
育
っ
た
文
化
の
影

響
を
強
く
受
け
る
と
い
う
の
は
当
然
の
こ

と
と
い
え
ま
す
。
敗
戦
前
の
日
本
文
化
の

中
で
人
格
形
成
を
し
た
人
や
そ
の
子
供
た

ち
に
共
通
す
る
の
は
「
世
間
（
他
人
）
に

迷
惑
を
掛
け
る
な
」と「
死
ぬ
気
で
頑
張
れ
」

と
い
う
二
本
柱
で
し
た
。
こ
う
い
う
規
範

が
支
配
的
な
文
化
の
中
で
育
つ
と
、
気
分

道
具
・
分
析
概
念
で
あ
っ
て
、
実
際
の
病

態
は
明
確
に
区
別
で
き
る
も
の
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
で
す
。「
旧
型
う
つ
」
と
考
え

ら
れ
る
ケ
ー
ス
で
も
「
新
型
う
つ
」
と
考

え
ら
れ
る
ケ
ー
ス
で
も
、
あ
る
が
ま
ま
の

病
態
（
病
気
そ
れ
自
体
）
に
は
両
者
の
要

素
が
さ
ま
ざ
ま
な
割
合
で
ミ
ッ
ク
ス
さ
れ

て
い
ま
す
。「
新
型
う
つ
」
の
要
素
が
強
い

か
「
旧
型
う
つ
」
の
要
素
が
強
い
か
と
い
っ

た
程
度
の
差
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
多
く
、

「
新
型
う
つ
」
と
「
旧
型
う
つ
」
の
違
い
は

自
我
を
形
成
す
る
際
の
背
景
と
な
っ
た
家

庭
や
日
本
の
文
化
の
差
に
過
ぎ
な
い
こ
と

が
多
い
の
で
す
。「
旧
型
う
つ
」
の
社
員
で

も
１
９
８
０
年
代
以
降
に
生
ま
れ
て
い
れ

ば
「
新
型
う
つ
」
の
要
素
が
多
く
な
り
、「
新

型
う
つ
」
の
人
で
も
１
９
６
０
年
以
前
に

生
ま
れ
て
い
れ
ば
、「
旧
型
う
つ
」
の
要
素

が
多
く
な
る
と
思
い
ま
す
。

　
現
実
の
「
う
つ
」
は
両
者
の
ミ
ッ
ク
ス

で
あ
り
、「
新
型
う
つ
」「
旧
型
う
つ
」
と

い
う
よ
う
に
明
確
に
区
別
で
き
る
の
は

「
分
析
概
念
」
と
し
て
だ
け
で
あ
る
こ
と

を
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に

育
っ
た
文
化
に
よ
っ
て
症
状
の
現
れ
方
に

違
い
が
出
て
く
る
の
で
あ
れ
ば
、
新
型
う

つ
が
こ
れ
程
は
び
こ
る
現
代
の
日
本
社
会

に
は
子
ど
も
の
心
を
育
て
る
文
化
に
根
本

的
な
欠
陥
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
り

ま
せ
ん
。

注
2

笠
原
嘉
、「
う
つ
病
と
神
経
症
」：
み
す
ず
書
房

大
人
に
な
る

過
程
の
な
か
で
過
ご
す

文
化
の
役
割

3
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に
そ
れ
は
プ
ラ
イ
ド
と
な
っ
て
、
他
者
と
の

違
い
を
誇
示
し
よ
う
と
す
る
意
識
や
行
動

を
創
り
出
し
ま
す
が
、
な
か
な
か
表
面
化
し

ま
せ
ん
。

❷ 

自
分
を
押
し
だ
す
自
信
の
な
さ

　

 

そ
う
し
た
こ
だ
わ
り
や
プ
ラ
イ
ド
を
有
し

な
が
ら
、
そ
れ
を
前
面
に
押
し
出
し
て
い

く
だ
け
の
自
信
を
実
は
持
っ
て
い
ま
せ
ん
。

人
前
に
そ
れ
を
さ
ら
け
出
す
こ
と
へ
の
怖

れ
や
不
安
が
常
に
つ
き
ま
と
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
だ
け
に
人
に
近
づ
く
こ
と
を
恐
れ
て

お
り
、
他
者
と
の
親
密
な
関
係
を
作
る
こ
と

に
は
抵
抗
を
感
じ
て
い
ま
す
。

❸ 

他
者
と
の
争
い
・
対
立
を
避
け
た
い
心
理

　

 

「
人
と
争
う
」
こ
と
を
避
け
よ
う
と
す
る
意

識
傾
向
の
存
在
で
す
。
こ
れ
は
、
今
日
に
お

け
る
若
者
た
ち
に
共
通
す
る
意
識
傾
向
で

も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
三
つ
の
心
理
状
態
が
重
な
る
と
き
、
身

動
き
が
取
れ
な
く
な
り
、「
ひ
き
こ
も
り
」
へ

と
つ
な
が
る
心
的
状
態
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
考

え
ら
れ
る
。「
自
己
実
現
」
で
あ
る
と
か
「
自

己
肯
定
感
」
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
、
自

分
へ
の
こ
だ
わ
り
を
重
視
す
る
近
代
的
自
我

（
一
神
教
的
自
我
）
と
他
者
と
の
調
和
を
気
に

す
る
古
典
的
自
我
（
世
間
で
支
え
る
自
我
）
と

が
内
面
に
お
い
て
共
存
し
て
い
る
（
明
朝
は
辻

に
よ
る
追
加
改
変
）。

注
7

「
日
本
を
揺
る
が
す
人
材
の
危
機
」（「
職
場
を

襲
う
新
型
う
つ
」、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
取
材
班
［
編
著
］、

２
０
１
３
年
4
月
15
日
、
株
式
会
社 

文
藝
春

秋
）

多
感
な
青
年
期
に
社
会
の
劇
変
を
経
験
し

た
人
や
そ
の
子
供
た
ち
で
す
。
主
観
的
に

は
ど
う
で
あ
れ
、
結
果
と
し
て
近
隣
諸
国

に
も
迷
惑
を
か
け
、
３
１
０
万
人
も
の
日

本
人
が
命
を
落
と
し
そ
の
挙
句
に
残
さ
れ

た
荒
廃
し
た
国
土
、
イ
ン
パ
ー
ル
大
作
戦

に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
無
謀
な
作

戦
で
武
器
も
食
料
も
な
く
徒
に
命
を
落
と

し
て
い
っ
た
兵
士
た
ち
の
無
念
さ
を
思
う

と
、
戦
後
に
な
っ
て
戦
前
の
日
本
文
化
が

全
否
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
も
仕
方
な
い

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
敗
戦
と
い
う
形
で

日
本
文
化
の
持
つ
欠
点
が
明
ら
か
に
な
り
、

「
自
由
な
個
人
」
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ

る
よ
う
な
、
自
分
ら
し
さ
や
個
人
を
尊
重

す
る
文
化
（
自
分
へ
の
こ
だ
わ
り
を
重
ん

じ
る
文
化
）
へ
の
憧
れ
が
市
民
権
を
得
た

の
が
戦
後
社
会
で
す
。「
自
由
な
個
人
」
と

い
う
も
の
に
は
大
き
な
魅
力
を
感
じ
ま
す

が
、
そ
れ
を
生
み
出
し
た
西
欧
社
会
に
は

２
０
０
０
年
に
も
亘
る
キ
リ
ス
ト
教
の
伝

統
が
あ
り
、
日
本
人
か
ら
み
れ
ば
窮
屈
き

わ
ま
り
な
い
唯
一
神
と
の
契
約
の
中
か
ら

生
ま
れ
て
き
た
「
自
由
な
個
人
」
で
も
あ

る
の
で
す
。
そ
う
し
た
伝
統
を
持
た
な
い

日
本
社
会
に
お
い
て
、
そ
の
負
の
側
面
が

顕
在
化
し
た
の
が
、「
新
型
う
つ
」
や
「
ひ

き
こ
も
り
」
が
は
び
こ
っ
て
い
る
今
の
日

本
社
会
で
す
。「
新
型
う
つ
」
に
し
ろ
「
ひ

き
こ
も
り
」
に
し
ろ
、
本
来
な
ら
ば
元
気

に
働
い
て
老
人
や
子
供
を
支
え
な
い
と
い

け
な
い
人
た
ち
が
、
社
会
や
家
庭
に
支
え

て
も
ら
わ
な
い
と
生
き
て
い
け
な
い
と
い

う
の
は
明
ら
か
に
異
常
で
あ
り
、
会
社
に

お
け
る「
新
型
う
つ
」と
家
庭
に
お
け
る「
ひ

き
こ
も
り
」
は
同
根
の
現
象
と
思
い
ま
す
。

高
塚
雄
介
の
「
ひ
き
こ
も
る
若
者
た
ち
の

心
理
」
に
よ
れ
ば
【
①
自
己
存
在
に
対
す

る
こ
だ
わ
り
、
②
自
分
を
押
し
だ
す
自
信

の
無
さ
、
③
他
者
と
の
争
い
・
対
立
を
避

け
た
い
心
理
】
の
三
つ
が
重
な
る
と
「
ひ

き
こ
も
り
」
へ
と
繋
が
る
心
的
状
態
が
も

た
ら
さ
れ
る
と
の
こ
と
で
す
（
注
６
）。
こ

う
し
た
心
理
を
も
っ
た
青
年
が
仕
事
に
お

い
て
結
果
責
任
を
負
う
と
い
う
、
社
会
人

と
し
て
の
出
立
に
際
し
て
変
調
を
き
た
し

た
の
が
「
新
型
う
つ
」
と
思
い
ま
す
。
ま

さ
に「
日
本
を
揺
る
が
す
人
材
の
危
機
」（
注

７
）
な
の
で
す
。

注
4

「
菊
と
刀
」、
ル
ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
、
講
談

社
学
術
文
庫

注
5

一
神
教
の
世
界
に
お
い
て
い
か
に
神
が
中
心
的

役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
の
例
と
し
て
岸
田
秀

が
指
摘
し
て
い
る
例
が
含
蓄
に
富
む
と
思
い
ま

す
。
結
婚
式
を
挙
げ
る
と
き
日
本
人
は
お
互
い

に
結
婚
相
手
に
対
し
て
永
遠
の
愛
を
誓
う
と
い

う
の
が
自
然
に
感
じ
る
と
思
い
ま
す
が
、
教
会

で
の
結
婚
式
で
は
結
婚
相
手
に
永
遠
の
愛
を
誓

う
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
神
に
対
し
て
永

遠
の
愛
を
誓
う
と
い
う
指
摘
で
す
。

注
6

ひ
き
こ
も
る
若
者
た
ち
の
心
理

～
東
京
都
「
若
者
の
自
立
支
援
に
関
す
る

実
態
調
査
」
か
ら
見
え
て
き
た
も
の
～

　

こ
こ
ろ
の
健
康
だ
よ
り
２
０
０
８
年
10
月
号

N
o. 

93
明
星
大
学
教
授
高
塚
雄
介
よ
り
抜
粋

調
査
か
ら
見
え
て
き
た

「
ひ
き
こ
も
る
」
若
者
た
ち
の
心
的
世
界

　
「
ひ
き
こ
も
り
」
が
も
た
ら
さ
れ
る
要
因
は

さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
…
…
た
だ
、
き
っ
か
け
は
何

で
あ
れ
、
そ
の
後
に
形
成
さ
れ
て
く
る
心
の
ひ

ず
み
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か

…
…
今
回
の
調
査
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た

も
の
は
「
心
理
的
ひ
き
こ
も
り
」
と
呼
ぶ
べ
き

存
在
で
す
。
ど
の
よ
う
な
心
理
状
態
に
あ
る
か

と
い
う
と
、
内
的
矛
盾
を
抱
え
た
ま
ま
、
葛
藤

回
避
的
な
世
界
に
し
が
み
つ
こ
う
と
し
て
い
る

若
者
た
ち
で
す
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な
葛
藤
か

ら
回
避
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

❶ 

自
己
存
在
に
対
す
る
こ
だ
わ
り

　
「
自
分
へ
の
こ
だ
わ
り
の
強
さ
」
で
す
。
時
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大人のこだわり充実ライフ

「
御
朱
印
集
め
」と
は
？

　
歴
史
ブ
ー
ム
の
流
れ
か
、
お
城
や
刀
剣
な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
に
熱
中
す
る
人
が
増

え
て
き
ま
し
た
。
そ
ん
な
な
か
、
最
近
、
と

く
に
女
性
を
中
心
に
人
気
を
集
め
て
い
る
の

が
御
朱
印
集
め
で
す
。

　
御
朱
印
と
は
、
神
社
・
仏
閣
に
お
参
り
し

た
際
に
い
た
だ
く
も
の
で
、
墨
や
朱
墨
で
寺

社
や
ご
本
尊
の
お
名
前
や
姿
、
参
拝
の
日
付

が
押
印
さ
れ
た
り
、
筆
で
書
か
れ
た
り
し
て

い
ま
す
。
も
と
も
と
は
お
寺
に
写
経
し
た
経

を
納
め
た
人
が
そ
の
証
と
し
て
い
た
だ
く
も
の

だ
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
時
代
と
と
も
に

（
一
説
に
は
江
戸
時
代
後
期
よ
り
）
霊
場
巡
り

な
ど
の
際
の
参
拝
の
記
念
に
い
た
だ
い
て
帰

る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
い
い
ま
す
。

最
近
、
と
く
に
女
性
の
間
で

静
か
な
ブ
ー
ム
と
な
っ
て
い
る
の
が

「
御
朱
印
集
め
」
で
す
。

　御朱印をいただくための帳面が、「御
朱印帳」です。寺社により、また参拝
時期などの関係で混雑している場合など
は用意された和紙に書いていただくこと
もありますが、基本的に御朱印は持参し
た御朱印帳に書いていただきます。
　御朱印帳に規格はありません。大き
さは文庫本程度からＡ５判、Ｂ５判くら
いまで、綴じ方はジャバラ式のものとひ
もで綴じた和製本のものがあります。最
近は御朱印帳として販売されており、自
分なりに使いやすいものを選ぶので結構
ですが、墨が乗りにくい洋紙は不向き、
また通常のノートやスケッチブックなど
を出したりするのは失礼に当たります。
　人により、お寺と神社で御朱印帳を
分ける場合がありますが、これは必須
の決まりごとというわけではありません。
整理のために便利な方はとりいれてみて
もよいでしょう。ただし寺社により一部
では、他宗派の御朱印の書かれた御朱
印帳には御朱印をいただけなかったり、
文言が簡略化される例もありますので、
そうした場合はその寺社で御朱印帳を
購入させていただいたりするのが無難で
す。

御朱印帳
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「
楽
し
さ
」の
ポ
イ
ン
ト 

　
本
来
は
、
訪
れ
た
霊
場
や
七
福
神
巡
り
の

思
い
出
な
ど
を
呼
び
起
こ
す
き
っ
か
け
と
な

る
の
が
御
朱
印
で
し
た
が
、
ご
住
職
や
ご
神

職
・
氏
子
の
方
が
墨
や
朱
墨
で
し
た
た
め
る

御
朱
印
に
は
、
独
特
の
美
し
さ
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
自
体
を
鑑
賞
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
達

者
な
手
跡
、
梵
字
や
旧
字
体
の
形
の
妙
、
縁
ゆ
か
り

の
動
植
物
が
描
か
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
り
で
、

そ
の
寺
社
だ
け
の
唯
一
無
二
の
魅
力
が
つ

ま
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
御
朱
印
に
書
か
れ
た
文
字
や
言
葉
、
ま

た
は
そ
の
意
味
な
ど
を
読
ん
だ
り
理
解
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
り
す
る
と
、
も
の
を
集
め
る

楽
し
み
に
加
え
て
あ
な
た
の
御
朱
印
集
め
は

さ
ら
に
意
義
深
い
も
の
と
な
る
は
ず
で
す
。

　
御
朱
印
、
御
朱
印
集
め
は
日
本
固
有
の
も

の
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
最
近
は
日
本
を
訪
れ

た
外
国
の
人
が
御
朱
印
を
求
め
る
例
も
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
。

　
御
朱
印
を
書
い
て
い
た
だ
く
に
は
、
時
間

が
か
か
り
ま
す
。
参
拝
者
の
多
い
時
期
、
参

拝
時
間
ギ
リ
ギ
リ
の
お
願
い
な
ど
は
自
重
し

ま
し
ょ
う
。
寺
社
に
よ
り
拝
観
時
間
よ
り
も

早
め
に
受
付
を
終
了
す
る
場
合
も
あ
る
の
で
、

時
間
に
は
余
裕
を
も
っ
て
。
ま
た
ご
住
職
・

ご
神
職
が
ご
多
忙
の
際
な
ど
は
、
時
期
・
時

間
を
う
か
が
っ
て
出
な
お
し
て
く
だ
さ
い
。

　
御
朱
印
は
御
札
や
御
守
に
準
じ
る
意
味
を

持
ち
、
年
配
の
方
な
ど
は
神
棚
に
お
い
て
保

管
し
た
り
し
ま
す
。
粗
末
に
扱
う
の
は
厳
禁

で
す
。

　
お
寺
や
神
社
を
問
わ
ず
、
御
朱
印
は
「
御

朱
印
受
付
」
の
札
を
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
も

多
い
よ
う
で
す
。
御
守
や
御
札
、
お
み
く
じ

を
い
た
だ
く
場
や
そ
の
周
辺
を
探
し
て
み
ま

し
ょ
う
。
お
寺
の
場
合
は
今
も
納
経
所
で
い

た
だ
け
る
例
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
が
見

当
た
ら
な
け
れ
ば
、
寺
務
所
や
社
務
所
で
お

た
ず
ね
し
て
く
だ
さ
い
。

「
マ
ナ
ー
」を
守
っ
て 

　
お
寺
や
神
社
は
信
仰
の
場
で
、
御
朱
印
は

駅
や
観
光
地
の
記
念
ス
タ
ン
プ
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
基
本
的
に
は
礼
と
敬
意
を
守
っ
て
お

願
い
す
れ
ば
よ
い
の
で
す
が
、
初
め
て
御
朱

印
を
い
た
だ
く
方
は
以
下
の
よ
う
な
こ
と
を

注
意
し
ま
し
ょ
う
。

　
書
い
て
い
た
だ
く
の
に
時
間
が
必
要
な
た

め
、
参
拝
者
の
多
い
寺
社
で
は
参
拝
前
に
御
朱

印
帳
を
預
か
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、
御

朱
印
は
参
拝
の
証
で
す
の
で
、
基
本
は
参
拝
後

に
お
願
い
し
ま
し
ょ
う
。も
ち
ろ
ん
電
話
や
郵

便
で
お
願
い
し
た
り
す
る
の
は
論
外
で
す
。

　
お
願
い
の
際
・
い
た
だ
い
た
後
は
、
寺
社

へ
の
礼
儀
を
忘
れ
ず
に
（
か
ぶ
っ
た
ま
ま
の

帽
子
や
背
負
っ
た
リ
ュ
ッ
ク
な
ど
は
失
礼
に

あ
た
り
ま
す
）。
極
端
な
話
で
は
、
お
願
い
の

口
上
や
お
礼
の
言
葉
す
ら
忘
れ
る
方
が
い
る

と
い
い
ま
す
。
書
い
て
い
た
だ
い
て
い
る
間

は
、
話
し
か
け
て
気
を
散
ら
さ
な
い
よ
う
に

配
慮
し
、
飲
食
、
携
帯
電
話
の
操
作
、
撮
影

な
ど
も
無
礼
で
す
。

　
多
く
の
寺
社
で
は
御
朱
印
の
記
帳
に

３
０
０
～
５
０
０
円
程
度
の
寸
志
を
お
願
い

し
、
寺
社
の
保
存
費
用
な
ど
に
あ
て
る
な
ど

し
て
い
ま
す
。
ま
た
大
き
な
釣
り
銭
の
な
い

よ
う
に
小
銭
を
準
備
し
た
う
え
で
お
願
い
す

る
心
遣
い
も
大
切
で
し
ょ
う
。

必
ず
参
拝
し
た
後
に

保
管
は
大
切
に

お
願
い
す
る
場
所
は

礼
と
節
度

寸
志

時
期
や
時
間
帯

 　初詣の際にも気になるお参りのしか
たですが、基本的には「礼」の問題です。
以下は標準的なしかたです。

 神社の場合

　鳥居をくぐる際はまず一礼。鳥居をくぐっ
た先の参道では、道の真ん中は神様（な
いしはその「気」）の通るところとなります。
端を歩くようにしましょう。参拝の前には手
水で手と口を清め、穢

けが

れを祓
はら

ってください。
拝殿では、賽銭を納めて鈴を鳴らし（ちな
みにお賽銭は投げるのは、本来は失礼にあ
たります）、ニ拝ニ拍手。お参りを終えたら

一礼を（二礼二拍手一礼）。

 お寺の場合

　やはりまずは山門で一礼。手水で清めた
ら、本堂で賽銭を納めて合掌。神社のよう
に拍手ではなく、静かに手を合わせる合掌
ですので、パチンパチンと音高く打ち鳴らさ

ないようにご注意を。

★寺社・宗派によりお参りのしかたは異
なります。たとえば出雲大社などは二
礼四拍手一礼、またお寺によっては
両手の指を組む合掌もあります。

参拝のしかた
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健
診
（
あ
る
い
は
時
に
検
診
）
を
巡
る
現
況

に
つ
い
て
話
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
現
在
の
総

合
健
診
の
有
効
性
を
証
明
す
る
難
し
さ
や
、
そ

の
有
効
性
を
高
め
る
た
め
に
生
活
習
慣
改
善
を

促
す
仕
組
み
と
セ
ッ
ト
に
す
る
必
要
性
に
触
れ

ま
し
た
。
個
別
に
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
す
る
任
意
式

健
診
の
よ
う
な
展
開
に
も
触
れ
ま
し
た
。
そ
し

て
、
健
診
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
議
論
を
大
い
に

深
め
る
段
階
に
あ
る
と
い
う
こ
と
も
お
伝
え
し

て
き
ま
し
た
。

　

今
回
は
シ
リ
ー
ズ
の
最
終
稿
と
し
て
、
健
診

の
あ
り
方
や
そ
の
結
果
の
活
か
し
方
に
関
す
る

情
報
や
考
え
を
提
供
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

自治医科大学
地域医療学 教授
小谷 和彦（こたに かずひこ）

― 

自
治
医
科
大
学 

地
域
医
療
学 

教
授
　
小
谷 

和
彦

「
健
診
の
進
化
」と
は
？ 

　
～
健
診
の
進
路

第
４
回

1992 年 自治医科大学医学部 卒業 地域医療に従事
2008 年 自治医科大学 公衆衛生学（兼）医学部臨床検査医学
2012 年 米国 NIH（National Institutes of Health） 脂質部門 留学
2015 年 自治医科大学 地域医療学 教授
　　　　同 公衆衛生学（兼）医学部臨床検査医学 兼任教授

2005 年～ 国立京都医療センター予防医学研究室 客員室長
2010 年～ Touro大学California 校酸化・糖化疾患研究部客員教授

予防医学、健康教育学、地域医療学、脂質代謝検査学、動脈硬化学

略　　歴

そ の 他

専門領域
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健
診
の
あ
り
方

健
診
結
果
の
社
会
的
活
用 

　
健
診
の
コ
ン
セ
プ
ト
や
内
容
の
革
新
に
つ
い
て
は
、

依
然
と
し
て
検
討
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
。
ち
ょ
う
ど

最
近
、
こ
の
点
に
関
す
る
議
論
が
、
海
外
に
お
い
て

も
あ
り
ま
し
た
（
文
献
１
と
２
）。
健
診
自
体
あ
る
い

は
そ
の
効
果
に
つ
い
て
の
批
判
は
あ
る
と
し
て
、
こ

れ
に
任
せ
て
健
診
を
中
止
し
て
し
ま
う
と
社
会
全
体

の
健
康
保
持
・
増
進
に
対
す
る
契
機
や
気
運
を
失
い

か
ね
な
い
と
い
う
見
方
が
あ
り
ま
す
。
健
診
と
い
う

存
在
が
社
会
に
根
づ
い
て
い
る
こ
と
が
一
因
で
す
。

ま
た
、
健
診
は
、
プ
ラ
イ
マ
リ
ケ
ア
医
と
の
関
係
を

作
る
機
会
で
あ
り
、
対
話
を
重
ね
る
こ
と
で
あ
ら
ゆ

る
健
康
問
題
を
相
談
す
る
た
め
の
場
に
発
展
し
え
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
付
随
し
た
価
値
が
発
生
す
る
効
果

は
見
逃
せ
な
い
と
い
う
見
方
も
あ
り
ま
す
。

　
海
外
の
議
論
で
は
、
こ
う
し
た
見
方
に
基
づ
き
、

健
診
が
う
ま
い
仕
掛
け
と
な
る
よ
う
な
再
構
築
へ
の

提
言
が
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
例
え
ば
、
受
診
者
の

健
康
問
題
は
Ｉ
Ｔ
の
よ
う
な
現
代
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

を
用
い
て
把
握
し
、
ま
た
コ
メ
デ
ィ
カ
ル
と
の
チ
ー

ム
化
で
サ
ー
ビ
ス
を
分
業
し
て
重
厚
に
し
、
プ
ラ
イ

マ
リ
ケ
ア
医
と
の
個
別
対
話
を
十
分
に
確
保
す
る
方

向
性
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
健
診
は

受
診
者
個
々
の
心
身
に
関
す
る
総
評
を
し
た
り
健
康

観
を
形
成
し
た
り
す
る
場
で
あ
る
べ
き
と
つ
づ
ら
れ

て
い
ま
し
た
。

　
私
も
、
健
診
は
プ
ラ
イ
マ
リ
ケ
ア
に
接
触
す
る
好

機
だ
と
思
い
ま
す
。
医
療
面
接
（
問
診
）
の
際
に
医

療
従
事
者
と
意
見
交
換
を
し
た
り
、
生
活
習
慣
の
意

義
や
検
査
の
結
果
を
学
習
し
た
り
す
る
こ
と
で
幅
広

く
総
合
的
な
医
療
情
報
を
勉
強
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
医
療
は
、
専
門
家
と
受
診
者
の
双
方
が
持
っ
て

い
る
知
識
に
差
が
あ
っ
て
、
い
わ
ば
情
報
の
非
対
称

性
と
い
う
状
況
の
な
か
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

が
、し
ば
し
ば
、実
地
で
不
具
合
を
き
た
し
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
さ
ら
に
詳
し
い
検
査
の
実
施
や
薬
の
服
用

を
決
定
す
る
場
面
で
は
専
門
家
と
受
診
者
間
で
の
情

報
の
共
有
が
求
め
ら
れ
る
の
で
す
が
、
情
報
の
非
対

称
性
に
よ
っ
て
受
診
者
の
自
己
決
定
が
困
難
に
な
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
健
康
な
、
あ
る
い
は
未
病
の
時

期
か
ら
心
身
に
関
心
を
高
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
医
療
情

報
を
勉
強
す
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
状
況
の
是
正
に

貢
献
す
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
昨
今
の
健
診
で
は
、
個
別
に
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
し
て

各
受
診
者
の
健
康
問
題
に
さ
ら
に
接
近
す
る
こ
と
が

指
向
さ
れ
て
い
ま
す
。
健
診
結
果
も
個
人
の
も
の
と

し
て
活
用
す
る
工
夫
が
一
層
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
に
加
え
、
健
診
の
あ
り
方
に
関
連

し
て
、
健
診
結
果
を
社
会
的
資
源
と
し
て
集
団
で

活
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
採
り
上
げ
た
い
と
思

い
ま
す
。

　
現
代
社
会
に
お
け
る
ヘ
ル
ス
ケ
ア
体
制
で
は
、
限

ら
れ
た
資
源
を
有
効
に
利
用
し
、
自
助
（
個
人
が
主

体
的
に
行
う
）
と
と
も
に
、
共
助
や
公
助
（
地
域
や

公
的
組
織
と
協
力
し
て
行
う
）
を
組
み
合
わ
せ
る
重

要
性
が
認
識
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
個
人
に

焦
点
化
す
る
こ
と
に
加
え
て
、
集
団
、
地
域
あ
る
い

は
職
域
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
予
防
医
学
の
展
開
が
、

最
近
、
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
疾
病
の
危
険
因
子
を
持
っ
て
い
る
集
団
の
中
で
危

険
度
の
高
い
者
に
対
し
て
働
き
か
け
て
病
気
を
予
防

す
る
方
法
を
ハ
イ
リ
ス
ク
ア
プ
ロ
ー
チ
と
呼
び
、
集
団

全
体
や
環
境
に
対
し
て
働
き
か
け
る
方
法
を
ポ
ピ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
ア
プ
ロ
ー
チ
と
呼
び
ま
す
。
実
は
、
生

活
習
慣
は
、
家
族
や
同
僚
、
そ
し
て
住
ん
だ
り
働
い

た
り
し
て
い
る
環
境
と
い
っ
た
周
囲
か
ら
影
響
を
受

け
て
い
ま
す
。
そ
の
影
響
度
は
案
外
に
大
き
い
こ
と

が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ポ
ピ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
ア

プ
ロ
ー
チ
の
重
要
性
が
謳
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

ま
し
た
。
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お
わ
り
に

１．Mehrotra A, Prochazka A. Improving Value in 
Health Care-Against the Annual　Physical. N 
Engl J Med. 2015;373:1485-7.

２．Goroll  AH. Toward Trust ing Therapeutic 
Relationships-In Favor of the Annual Physical. N 
Engl J Med. 2015;373:1487-9.

３．小谷和彦．参加者の心と体を動かす健康教室の実践．
2009 年、羊土社（東京）刊．

　
特
定
健
康
診
査
・
保
健
指
導
で
生
活
習
慣
改
善
が

特
に
必
要
な
個
人
を
抽
出
し
て
重
点
的
に
保
健
指
導

を
実
施
す
る
の
は
、
ハ
イ
リ
ス
ク
ア
プ
ロ
ー
チ
と
言

え
ま
す
。
他
方
で
、
特
定
保
健
指
導
の
対
象
に
該
当

し
な
く
て
も
生
活
習
慣
病
の
危
険
性
が
潜
ん
で
い
る

人
は
少
な
か
ら
ず
い
ま
す
。
集
団
全
体
の
危
険
度
の

低
減
を
図
り
、「
向
健
康
社
会
」
を
目
指
す
に
は
、
こ

う
し
た
人
も
含
め
て
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
考
え
て
い
く

ほ
う
が
ス
マ
ー
ト
で
す
。
そ
こ
で
、
例
え
ば
、
生
活

習
慣
、
特
に
運
動
習
慣
を
獲
得
し
た
り
継
続
し
た
り

す
る
た
め
に
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
し
や
す
い
道
路
や
公
園

を
整
備
し
た
り
、
運
動
の
健
康
効
果
を
広
く
情
報
提

供
す
る
住
民
組
織
が
啓
発
活
動
を
し
た
り
す
る
の
は

ポ
ピ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
ア
プ
ロ
ー
チ
（
共
助
や
公
助
に

相
当
）
と
言
え
ま
す
。
ポ
ピ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
ア
プ
ロ
ー

チ
の
い
く
つ
か
の
例
を
図
１
に
示
し
ま
す
（
文
献
３
）。

　
地
域
や
職
域
で
の
健
診
（
含
生
活
習
慣
）
の
結
果

を
（
個
人
情
報
保
護
に
配
慮
し
た
上
で
）
全
体
の
結

果
と
し
て
ま
と
め
て
、
集
団
の
傾
向
と
し
て
開
示
し

て
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
た
り
、
集
団
教
室
を
実
施
し

た
り
す
る
こ
と
は
も
っ
と
実
現
し
て
い
い
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
実
際
に
は
、
特
定
健
診
結
果
の
全
国
的
な

デ
ー
タ
活
用
も
進
ん
で
き
て
い
ま
す
が
、
卑
近
な
と

こ
ろ
で
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
あ
る
集
団
に
お
い
て

比
較
的
特
異
な
結
果
が
見
ら
れ
た
場
合
に
、
こ
の
情

報
を
そ
の
集
団
で
共
有
す
る
と
し
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、
い
わ
ば
ご
当
地
健
診
が
立
案
さ
れ
た
り
、
集
団

の
向
健
康
意
識
が
高
ま
っ
て
何
ら
か
の
ア
ク
シ
ョ
ン

が
起
こ
れ
ば
、
延
い
て
は
そ
の
集
団
に
属
す
る
一
人

ひ
と
り
の
健
康
度
も
向
上
し
て
く
る
と
い
っ
た
流
れ

に
繋
が
っ
て
い
く
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
健
診
の
実
施
に
留
ま
ら
ず
、
そ
の
コ
ン
セ
プ
ト
や

中
身
、
す
な
わ
ち
あ
り
方
に
つ
い
て
の
話
題
の
一
端

を
提
示
し
ま
し
た
。
ま
た
、
健
診
を
単
な
る
個
人
の

も
の
と
せ
ず
に
、
社
会
的
活
用
を
も
パ
ッ
ケ
ー
ジ
と

す
る
考
え
も
提
示
し
ま
し
た
。
と
ま
れ
、
健
診
は
社

会
的
存
在
と
し
て
進
化
を
迫
ら
れ
て
い
ま
す
。

　「The

　
健
診
」、
そ
の
進
路
は
？

―
皆
で
さ
ら
な
る
模
索
を
続
け
て
参
り
ま
し
ょ
う
。

ポピュレーションアプローチ（例）図 1

タバコ自販機撤廃条例の制定 栄養成分表示化条例の制定 健診受診費助成 健診地区宣言

健康推進飲食店の店頭掲示 ウオーキング道路の整備 運動公園の造設
健康指標記録媒体の
地区内設置
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ストレスチェックや健康診断・人間ドックに関する
お問い合わせは、右記までご連絡ください

当財団の健康診断・人間ドックに関する
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03-5420-8011
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☎

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
マ
ー
ク
の
認
証
が

　
　  

さ
れ
ま
し
た

 　

個
人
情
報
保
護
法
は
２
０
０
５
年
４
月
１
日
に
全
面

施
行
さ
れ
た
法
律
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
発
達
し
た

高
度
な
情
報
社
会
の
な
か
で
、
個
人
情
報
の
有
効
活
用

と
そ
の
保
護
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
個
人
情
報
を
取

り
扱
う
事
業
者
（
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
）
は
こ
の
法

律
に
適
合
し
、
個
人
情
報
保
護
の
体
制
を
確
立
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

こ
う
し
た
個
人
情
報
保
護
に
関
し
、
経
済
産
業
省
の

外
郭
団
体
・
日
本
情
報
経
済
社
会
推
進
協
会
（
Ｊ
Ｉ
Ｐ

Ｄ
Ｅ
Ｃ
）
が
行
う
認
証
制
度
が
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
マ
ー

ク
」
で
す
。
個
人
情
報
保
護
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ

ム
が
構
築
さ
れ
て
い
る
か
、
適
切
な
シ
ス
テ
ム
を
維
持

し
て
い
く
た
め
の
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
が
正
し
く
運
用

さ
れ
て
い
る
か
、
書
類
と
現
地
監
査
に
よ
り
厳
重
に
審

査
さ
れ
、
基
準
を
明
確
に
充
た
さ
な
け
れ
ば
認
証
さ
れ

ま
せ
ん
。
現
在
、
全
国
１
４
、０
０
０
社
以
上
が
そ
の

認
証
を
取
得
し
て
い
ま
す
（
平
成
27
年
12
月
現
在
）。

　

健
診
機
関
は
個
人
の
健
康
情
報
と
い
う
機
微
な
情
報

を
扱
う
こ
と
も
あ
り
、
受
診
者
や
医
療
保
険
者
が
安
全

で
有
効
に
健
診
デ
ー
タ
等
を
活
用
す
る
に
は
、
適
切
な

個
人
情
報
の
取
り
扱
い
が
不
可
欠
で
す
。
当
財
団
で
は

２
０
１
３
年
４
月
に
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
マ
ー
ク
を
取
得
し

ま
し
た
。

　

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
マ
ー
ク
は
一
度
取
得
す
れ
ば
終
わ
り

で
は
な
く
、
２
年
に
１
回
、
再
審
査
を
受
け
更
新
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
更
新
審
査
は
、
技
術
の
進

歩
や
個
人
情
報
を
め
ぐ
る
社
会
環
境
の
変
化
に
応
じ
て

改
定
さ
れ
た
最
新
の
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｑ 

１
５
０
０
１
に
則
っ

て
行
わ
れ
ま
す
。
今
回
、
当
財
団
は
更
新
を
受
け
た
こ

と
で
、
個
人
情
報
保
護
に
適
切
に
取
り
組
ん
で
い
る
施

設
と
し
て
あ
ら
た
め
て
認
証
い
た
だ
け
た
こ
と
に
な
り

ま
す
。

当
財
団
で
は
、
健
診
デ
ー
タ
を
初
め
と
す
る

「
個
人
情
報
の
保
護
」
に
最
善
の
努
力
を
図
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
一
環
と
し
て
２
０
１
３
年
に
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
マ
ー
ク
を
取
得
。

今
回
そ
の
更
新
が
行
わ
れ
、
個
人
情
報
が
厳
重
に
守
ら
れ
て
い
る
施
設
と
し
て

あ
ら
た
め
て
認
証
を
受
け
ま
し
た
。

安
全
で
安
心
し
て
受
け
ら
れ
る
健
診
機
関
の
一
つ
の
条
件
と
い
え
ま
す
。

「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
マ
ー
ク
」と
は
…
…

当
財
団
は
２
０
１
３
年
に

認
証
取
得

ＰＤＣＡサイクル

　プライバシーマークは単なるインターネットのセ
キュリティ対策の認証ではなく、個人情報保護のマ
ネジメントシステムが構築され、日常的に運用され
ているかが確認されます。
　そのためには、Plan（計画）、Do（運用）、Check（監
査）、Act（見直し）のＰＤＣＡサイクルが正しく回っ
ている必要があります。ＰＤＣＡサイクルは段階的
向上を目指すものであり、審査員は前回の審査より
厳しくチェック、不具合を指摘し、さらなる改善を
求めてきます。したがって前回のまま同じことをし
ていれば今回も合格するというわけにはいかず、継
続的に改善に取り組み、その成果を見せなければ
なりません。


