
2

南
蛮
由
来
の
和
食

 

「
江
戸
の
三
味
」
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
、

日
本
を
訪
れ
る
諸
外
国
の
人
に
も
人
気
。

今
で
こ
そ
和
食
の
代
表
格
の
て
ん
ぷ
ら
で

す
が
、
も
と
も
と
は
南
蛮
貿
易
に
伴
い
日

本
に
伝
え
ら
れ
た
外
国
由
来
の
料
理
だ
っ

た
と
い
わ
れ
ま
す
。

　
和
食
の
味
付
け
は
、「
さ
し
す
せ
そ
」

〔
砂
糖
・
塩
・
酢
・
し
ょ
う
ゆ
（
旧

～「
調
味
料
」と

　「
薬
味
」の
話 

　

魚
介
類
や
野
菜
に
薄
い
小
麦
粉
の
衣
を

つ
け
て
油
で
揚
げ
る
、
今
で
い
う
て
ん
ぷ

ら
と
い
う
料
理
が
江
戸
の
町
に
登
場
し
た

の
は
、
江
戸
時
代
中
期
の
こ
と
。
た
だ
し
、

そ
の
由
来
等
が
深
く
知
ら
れ
て
い
た
わ
け

で
は
な
い
よ
う
で
、「
て
ん
ぷ
ら
」
と
い
う

名
の
語
源
に
つ
い
て
は
江
戸
時
代
か
ら
論

争
が
あ
り
ま
し
た
。
代
表
的
な
も
の
で
は
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
語
の「
調
理
す
る（tem

pero

）」

あ
る
い
は
「
断
食
の
日
（tem

pora

）」
に

由
来
す
る
と
す
る
説
、
ス
ペ
イ
ン
語
等
の

「
天
上
の
日
（tém

poras

）」
由
来
説
、「
油

に
『
天
麩
羅
（
あ
ぶ
ら
の
当
て
字
）』
の
字

を
あ
て
、
音
読
し
た
」
と
す
る
説
、
当
時

の
戯
作
文
学
者
・
山
東
京
伝
に
よ
る
ネ
ー

ミ
ン
グ
と
し
た
説
等
々
、
今
も
結
論
は
出

て
い
ま
せ
ん
。
当
時
、「
油
で
揚
げ
る
」
調

理
法
は
精
進
料
理
や
普
茶
料
理
に
も
存
在

し
て
お
り
（
西
日
本
の
じ
ゃ
こ
天
や
さ
つ

ま
揚
げ
は
こ
ち
ら
の
系
譜
と
い
わ
れ
る
）、

両
者
が
混
同
さ
れ
て
て
ん
ぷ
ら
の
歴
史
を

た
ど
る
の
を
む
ず
か
し
く
し
て
い
る
と
も

い
わ
れ
ま
す
。

　

定
説
で
は
、
て
ん
ぷ
ら
の
祖
は
16
世
紀

に
南
蛮
貿
易
に
伴
い
長
崎
で
生
ま
れ
た「
長

崎
て
ん
ぷ
ら
（
味
を
つ
け
た
厚
い
衣
で
、

ラ
ー
ド
で
揚
げ
る
）」
で
、
そ
れ
が
関
西
に

伝
播
し
植
物
油
で
揚
げ
る
「
つ
け
揚
げ
」

に
発
展
、
さ
ら
に
幕
府
の
開
府
と
と
も
に

江
戸
に
伝
わ
っ
て
江
戸
前
の
魚
を
ゴ
マ
油

で
揚
げ
る
「
ゴ
マ
揚
げ
」
と
し
て
広
ま
っ

た
と
い
わ
れ
ま
す
。
関
西
で
は
野
菜
中
心

の
ネ
タ
を
卵
は
使
わ
な
い
衣
で
揚
げ
た
の

に
対
し
、
魚
介
類
を
ネ
タ
に
し
た
江
戸
で

は
生
臭
さ
を
消
す
た
め
に
卵
入
り
の
衣
・

香
り
の
強
い
ゴ
マ
油
で
揚
げ
た
と
す
る
説

も
あ
り
ま
す
。
ち
な
み
に
こ
の
頃
の
て
ん

ぷ
ら
は
タ
ネ
を
串
に
刺
し
て
揚
げ
、
串
を

つ
け
た
ま
ま
天
つ
ゆ
に
つ
け
て
食
べ
る
、

今
の
大
阪
の
串
カ
ツ
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル

で
し
た
。

　

さ
ら
に
江
戸
時
代
後
期
に
は
、
て
ん
ぷ

ら
は
花
街
の
お
座
敷
な
ど
で
も
食
べ
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
、
江
戸
で
も
色
の
薄
い
太

白
ゴ
マ
油
を
使
っ
て
白
く
品
よ
く
揚
げ
た

り
、
金
ぷ
ら
（
卵
の
黄
身
の
み
使
っ
て
黄

金
色
に
揚
げ
る
）・
銀
ぷ
ら
（
白
身
で
銀
色

＝
白
く
揚
げ
る
）
な
ど
高
級
化
が
進
み
ま

し
た
。

家
庭
で
揚
げ
るコツ

　

俗
に
て
ん
ぷ
ら
は
「
た
ね
七
分
に
腕
三

分
」
と
い
い
、
タ
ネ
の
良
し
悪
し
が
味
の

決
め
手
の
よ
う
に
語
ら
れ
ま
す
が
、
実
際

に
は
プ
ロ
の
手
で
供
さ
れ
る
て
ん
ぷ
ら
は

別
格
。
さ
ま
ざ
ま
な
技
の
集
大
成
で
す
。

（
天
婦
羅
）

～四季を楽しみ、健康を作る食生活、その神髄は 
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て
ん
ぷ
ら
で
油
が
パ
チ
パ
チ
音
を
立
て

る
の
は
、
タ
ネ
の
水
分
が
衣
を
通
り
抜
け

水
蒸
気
の
泡
と
な
っ
て
は
ぜ
る
音
。
水
分

が
追
い
出
さ
れ
た
タ
ネ
は
旨
味
が
凝
縮
さ

れ
、
美
味
し
さ
を
増
し
ま
す
。
タ
ネ
が
衣

で
包
ま
れ
て
い
る
て
ん
ぷ
ら
は
蒸
し
焼
き

の
よ
う
に
食
材
に
ゆ
っ
く
り
加
熱
さ
れ
る

た
め
、
タ
ネ
全
体
に
ム
ラ
な
く
火
が
入
り

ま
す
。

　

美
味
し
く
て
ん
ぷ
ら
を
揚
げ
る
コ
ツ
は
、

ま
ず
衣
。
小
麦
粉
は
、
こ
ね
る
に
つ
れ
て

グ
ル
テ
ン
と
い
う
た
ん
ぱ
く
質
が
で
き
ま

す
。
グ
ル
テ
ン
は
パ
ン
や
麺
を
作
る
と
き

に
は
膨
張
を
助
け
る
大
切
な
成
分
で
す
が
、

て
ん
ぷ
ら
の
場
合
、
グ
ル
テ
ン
が
増
え
る

と
衣
は
粘
り
気
が
増
し
、
水
分
を
通
し
づ

ら
く
な
り
、
油
を
多
く
含
ん
で
ぼ
っ
て
り

重
い
食
感
に
な
り
ま
す
。
グ
ル
テ
ン
の
生

成
を
抑
え
る
に
は
、
水
や
小
麦
粉
を
冷
蔵

庫
で
冷
や
し
、
混
ぜ
る
の
も
最
小
限
、
数

回
切
る
よ
う
に
混
ぜ
る
程
度
に
抑
え
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

揚
げ
る
際
は
、
温
度
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

家
庭
で
て
ん
ぷ
ら
を
揚
げ
る
場
合
、
底
の

面
積
が
狭
い
中
華
鍋
や
フ
ラ
イ
パ
ン
を
使

い
が
ち
で
す
が
、
専
用
の
て
ん
ぷ
ら
鍋
と

比
べ
る
と
油
の
熱
対
流
に
ム
ラ
が
で
き
や

す
く
、
揚
が
り
方
に
ば
ら
つ
き
が
出
ま
す
。

同
様
に
、
一
時
に
大
量
の
ネ
タ
を
投
入
す

る
と
油
の
温
度
を
下
げ
て
し
ま
う
た
め
、

禁
物
。
油
の
泡
の
パ
チ
パ
チ
い
う
音
の
変

化
を
聞
き
分
け
て
油
か
ら
引
き
上
げ
る
タ

イ
ミ
ン
グ
が
わ
か
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
本

格
派
で
す
。

　

も
と
も
と
江
戸
前
の
て
ん
ぷ
ら
で
は
、

香
り
が
高
く
色
が
濃
く
揚
が
る
ゴ
マ
油
を

揚
げ
る
油
に
使
っ
て
い
ま
し
た
が
、
色
や

香
り
は
好
み
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
。
市
販

の
て
ん
ぷ
ら
油
は
な
た
ね
油
や
綿
実
油（
サ

ラ
ダ
油
）、
椿
油
や
大
豆
油
な
ど
の
植
物
油

を
ブ
レ
ン
ド
し
て
い
る
の
で
、
好
み
に
合

わ
せ
て
選
ぶ
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

か
な
で
「
せ
う
ゆ
」）・
味
噌
（
み
そ
の

「
そ
」）〕
の
五
味
を
基
本
に
、
わ
さ

び
や
ね
ぎ
、
か
ら
し
な
ど
の
薬
味
で
ア

ク
セ
ン
ト
を
つ
け
ま
す
。

　
て
ん
ぷ
ら
は
、
調
味
料
に
何
を
使

う
か
議
論
が
多
い
料
理
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
し
ょ
う
ゆ
に
ダ
シ
等
を
合

わ
せ
た
天
つ
ゆ
の
ほ
か
、
軽
く
塩
を
ふ

る
、
生
じ
ょ
う
ゆ
、
レ
モ
ン
、
大
根
お

ろ
し
等
、
好
み
や
地
域
差
で
千
差
万

別
で
す
。
一
般
に
は
、
え
び
・
イ
カ
な

ど
の
素
材
の
甘
み
を
感
じ
る
も
の
や

野
菜
は
塩
、
あ
な
ご
や
か
き
揚
げ
等

味
の
強
い
も
の
に
は
天
つ
ゆ
と
使
い
分

け
た
り
し
ま
す
。

本誌で掲載してほしい健康に関わるテーマ、
当財団ヘのご要望などございましたら、

メール、FAX等にてお寄せいただければ幸いです。

一般財団法人 日本健康増進財団
⃝
⃝

⃝

⃝
⃝
⃝

三木一正
鈴木賢二／森崎伊久磨／森　誠
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岡本庸子
〒 150-0013
東京都渋谷区恵比寿一丁目 24 番 4 号
恵比寿ハートビル 
03-5420-8011（代表）
03-5420-8039
jhpf@e-kenkou21.or.jp
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第 4 回 財団講演会を開催します！

2017 年 10 月　第 36 号

いきいき健康だより

今年も10月24日㈫、当財団の第４回講演会「胃
がんリスク層別化検診、その費用対効果～データヘ

ルス計画における医療費削減に関する報告」を開催し
ます。胃がん早期発見の効果的手法である胃がんリスク層
別化検査について、当財団の三木一正代表理事、神鋼記
念会神鋼記念病院健診センター長・木村秀和先生によ
り、健保組合の導入事例を踏まえて講演いたします。
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連
載

　
働
く
時
間
の
長
さ
、
働
く
時

間
帯
、
そ
し
て
仕
事
の
ス
ト
レ
ス

は
私
た
ち
の
睡
眠
を
決
め
る
３
つ

の
大
き
な
条
件
で
す
。
仕
事
の
ス

ト
レ
ス
が
職
場
の
危
険
源
で
あ
れ

ば
、
そ
の
も
の
を
取
り
除
く
の
が

最
善
で
す
。
も
し
そ
れ
が
難
し
け

れ
ば
、
仕
事
の
ス
ト
レ
ス
に
よ
る

睡
眠
影
響
を
い
か
に
減
ら
す
か
が

課
題
に
な
り
ま
す
。
今
回
は
良
好

な
睡
眠
に
向
け
て
、
心
理
社
会

的
に
望
ま
し
い
労
働
環
境
を
ど
の

よ
う
に
整
え
る
か
に
つ
い
て
考
え

て
み
ま
し
ょ
う
。

働きがいと健康な睡眠

― 

独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安
全
機
構 

労
働
安
全
衛
生
総
合
研
究
所
　
高
橋　

正
也

第７回

の
見
直
し

「
仕
事
の
ス
ト
レス
」略　　歴

1990 年東京学芸大学教育学部卒業。同年、（現研究所の前身）労働省産業医学
総合研究所に勤務以来、勤務スケジュールに伴う睡眠問題とその対策に関する研
究に従事。2000 年群馬大学医学部にて医学博士取得。同年から 1 年間、ハーバー
ド大学医学部ブリガムアンドウィメンズ病院・睡眠医学科に留学。
2016 年より現職。
労働時間日本学会（会長）、日本臨床睡眠医学会（副理事長）、国際労働時間学会（役員）。

専門領域
産業睡眠医学

高橋　正也
（たかはし まさや）
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睡
眠
を
妨
げ
る
よ
う
な
仕
事
の
ス
ト
レ
ス
要
因
が

あ
れ
ば
、
職
場
と
し
て
適
切
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
ま
ず
、
望
ま
し
く
な
い
ス
ト
レ
ス
要
因
を
減
ら

す
、
可
能
で
あ
れ
ば
無
く
す
と
、
睡
眠
問
題
は
ど
の
よ

う
に
変
わ
る
か
を
検
討
し
ま
す
。

❶
仕
事
の
要
求
度
―
仕
事
の
裁
量
権

　

―
職
場
の
社
会
的
支
援
を
調
整
す
る

　
仕
事
の
ス
ト
レ
ス
を
捉
え
る
最
も
代
表
的
な
モ
デ
ル

で
あ
る
仕
事
の
要
求
度
―
仕
事
の
裁
量
権
―
職
場
の

社
会
的
支
援
の
状
況
が
変
わ
る
と
、
そ
の
後
に
睡
眠
は

ど
の
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
約
５
、０
０
０
名
の

労
働
者
を
対
象
に
追
跡
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
図

１
に
ま
と
め
た
よ
う
な
結
果
が
得
ら
れ
ま
し
た
。

　
初
回
と
二
回
目
（
２
年
後
）
の
結
果
を
調
べ
る
と
、

仕
事
の
要
求
度
が
高
い
と
、
そ
の
後
の
睡
眠
問
題
は

多
く
な
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、

仕
事
の
裁
量
権
や
職
場
の
社
会
的
支
援
は
睡
眠
と
の

関
連
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
仕
事
量
が
多
過
ぎ
で
は

な
い
か
、
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
大
き
過
ぎ
な
い
か
な
ど
に

目
配
り
し
調
整
す
る
の
が
よ
い
睡
眠
を
得
る
う
え
で

大
切
と
い
え
ま
す
。

　
興
味
深
い
の
は
初
回
の
睡
眠
問
題
が
多
い
と
、
そ
の

後
の
仕
事
の
要
求
度
が
高
く
、
仕
事
の
裁
量
権
は
低

く
、
職
場
の
社
会
的
支
援
も
低
く
な
っ
た
こ
と
で
す
。

よ
く
眠
れ
な
い
と
、
求
め
ら
れ
る
レ
ベ
ル
で
仕
事
を
進

め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
仕
事
が
よ
り
き
つ
い
と
感
じ
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
同
じ
よ
う
に
、
よ
い
睡
眠
が
と

れ
て
い
な
い
状
態
で
は
感
情
が
不
安
定
に
な
り
や
す

く
、
周
り
か
ら
の
信
頼
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
り
し
て
、

充
分
な
裁
量
権
や
支
援
を
受
け
ら
れ
な
い
と
も
予
想

さ
れ
ま
す
。
と
す
れ
ば
、
睡
眠
問
題
自
体
へ
の
適
切
な

ケ
ア
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

❷
努
力
―
報
酬
不
均
衡
を
是
正
す
る

　
仕
事
の
ス
ト
レ
ス
を
評
価
す
る
も
う
一
つ
の
重
要

な
モ
デ
ル
で
あ
る
努
力
―
報
酬
不
均
衡
と
い
う
面
か

ら
、
睡
眠
の
改
善
に
つ
な
が
る
方
策
を
見
つ
け
ら
れ
な

い
で
し
ょ
う
か
。
約
１
、７
０
０
名
の
労
働
者
を
対
象

に
し
た
追
跡
調
査
に
よ
れ
ば
、
図
２
に
示
し
た
結
果

が
得
ら
れ
ま
し
た
。

　
初
回
と
二
回
目
（
５
年
後
）
の
調
査
の
間
で
、
報

酬
が
低
い
と
、
そ
の
後
の
睡
眠
問
題
は
多
く
な
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
一
方
、
初
回
の
努
力

や
努
力
―
報
酬
不
均
衡
は
と
も
に
、
そ
の
後
の
睡
眠

問
題
と
有
意
な
関
連
が
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま

た
上
記
の
仕
事
の
要
求
度
―
仕
事
の
裁
量
権
―
職
場

の
社
会
的
支
援
と
同
じ
よ
う
に
、
初
回
の
睡
眠
問
題

が
多
い
と
、
そ
の
後
の
努
力
は
高
く
、
報
酬
は
低
く
、

不
均
衡
は
高
く
な
る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。

　
自
分
の
期
待
に
応
じ
た
評
価
を
上
司
か
ら
受
け
た

り
、
そ
の
具
体
的
な
表
れ
で
あ
る
給
料
も
よ
い
水
準
で

あ
っ
た
り
す
る
と
、
よ
く
眠
れ
る
よ
う
に
な
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

❸
職
場
の
不
公
正
を
修
正
す
る

　
職
場
に
お
け
る
物
事
の
決
め
方
や
上
司
の
態
度
・
行

動
の
公
正
さ
と
い
う
面
か
ら
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
初

回
お
よ
び
二
回
目
（
４
年
後
）
の
調
査
と
も
睡
眠
問

職
場
の

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
要
因

を
減
ら
す

1

仕事の要求度－仕事の裁量権－職場の社会的支援
と睡眠問題との相互関連

図 1

初　回 ２年後

要 求 度 要 求 度

裁 量 権 裁 量 権

社会的支援 社会的支援

睡 眠 問 題 睡 眠 問 題

約 5,000 名の労働者に対して、初回と２年後に行った調査結果から、
仕事のストレスと睡眠問題との相互関連を統計的に検証。実線の矢印は
正の関連、破線の矢印は負の関連。両年に渡る同じ変数間の関連は省略。

（Åkerstedt ら、Sleep 2015 より作成）

努力－報酬不均衡と睡眠問題との相互関連図 2

約 1,700 名の労働者に対して、初回と５年後に行った調査結果から、
仕事のストレスと睡眠問題との相互関連を統計的に検証。実線の矢印は
正の関連、破線の矢印は負の関連。両年に渡る同じ変数間の関連は省略。

（Törnroos ら、Work Stress 2017より作成）

初　回 ２年後

努 力 努 力

報 酬 報 酬

不 均 衡 不 均 衡

睡 眠 問 題 睡 眠 問 題
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題
を
訴
え
な
か
っ
た
労
働
者
が
対
象
と
な
っ
た
追
跡

調
査
に
お
い
て
、
物
事
の
決
め
方
が
初
回
か
ら
二
回

目
に
か
け
て
望
ま
し
く
な
い
方
向
に
変
化
し
た
群
（
約

６
、３
０
０
名
）
は
両
回
と
も
望
ま
し
い
状
態
で
あ
っ

た
群
に
比
べ
て
、
三
回
目
（
さ
ら
に
４
年
後
）
の
調
査

で
睡
眠
問
題
を
８
％
多
く
訴
え
ま
し
た
（
図
３
上
段
の

左
側
）。
そ
れ
に
対
し
て
、
初
回
か
ら
二
回
目
に
か
け

て
望
ま
し
い
方
向
に
変
化
し
た
群
（
約
２
、９
０
０
名
）

は
両
回
と
も
望
ま
し
く
な
い
状
態
で
あ
っ
た
群
よ
り
、

三
回
目
の
調
査
で
の
睡
眠
問
題
が
９
％
減
り
ま
し
た

（
図
３
上
段
の
右
側
）。

　
上
司
の
態
度
・
行
動
の
公
正
さ
に
つ
い
て
も
同
じ
よ

う
に
調
べ
る
と
、
初
回
か
ら
二
回
目
に
か
け
て
望
ま
し

く
な
い
方
向
に
変
化
し
た
群
は
15
％
も
睡
眠
問
題
が

増
え
た
の
に
対
し
て
、
望
ま
し
い
方
向
に
変
化
し
た
群

は
17
％
も
睡
眠
問
題
が
減
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た

（
図
３
下
段
）。

　
職
場
で
は
関
係
者
全
員
の
参
加
し
た
形
で
意
思
決

定
す
る
と
と
も
に
、
上
司
が
公
正
な
態
度
や
行
動
を
と

れ
る
よ
う
な
教
育
訓
練
を
施
す
こ
と
が
従
業
員
の
快

眠
に
有
効
と
な
る
で
し
ょ
う
。

❹
職
場
の
い
じ
め
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
防
ぐ

　
職
場
の
い
じ
め
の
変
化
は
そ
の
後
の
睡
眠
に
ど
の

よ
う
に
関
わ
る
で
し
ょ
う
か
。
初
回
と
二
回
目
（
２
年

後
）
の
調
査
と
も
い
じ
め
の
無
か
っ
た
群
に
比
べ
て
、

二
回
目
に
新
た
に
い
じ
め
が
有
っ
た
群
（
無
⬇
有
）、

両
回
と
も
い
じ
め
が
有
っ
た
群
（
有
⬇
有
）
は
睡
眠
問

題
の
得
点
が
高
く
な
り
ま
し
た
（
図
４
）。
注
目
す
べ

き
こ
と
は
、
初
回
に
い
じ
め
が
有
っ
て
、
二
回
目
の
調

査
時
に
は
無
か
っ
た
群
で
も
、
睡
眠
問
題
の
得
点
が
高

か
っ
た
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
い
じ
め
が
睡
眠
を
乱
す

影
響
は
長
く
続
く
と
い
う
わ
け
で
す
。
健
康
の
源
で
あ

る
睡
眠
を
妨
害
す
る
い
じ
め
や
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は
職

場
全
体
と
し
て
防
い
で
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

連
載働きがいと健康な睡眠

手続き的または対人的公正の変化と
その後の睡眠問題

図 3

調査は４年ごとに実施。初回および二回目の調査とも睡眠問
題を訴えなかった労働者が対象。初回から二回目にかけて各
公正が望ましくない方向に変化したか（■高➡低：約 6,300
名）、望ましい方向に変化したか（■低➡高：約 2,900 名）
で群分け。縦軸は常に望ましい公正であった群（□高➡高）、
常に望ましくない公正であった群（■低➡低）をそれぞれ基
準（＝１）とした三回目調査における睡眠問題の起こりやす
さ（オッズ比［OR］）。縦棒は 95％信頼区間。

（Lallukka ら、Int J Epidemiol 2017 (in press) より作成）

初回から二回目調査における組織の公正の変化

職場のいじめの変化とその後の睡眠問題 図 4

初回から２年後の調査にかけて職場のいじめの変化に応じて群分け。ただ
し、２年後の調査時に抑うつを訴えた労働者は除外。縦軸は他三群の睡眠
問題得点から両調査時ともにいじめの無かった群の得点を引いた差（非標
準化係数［Ｂ］）。高値は睡眠問題の多いことを意味。縦棒は 95％信頼区間。

（Hansen ら、Scand J Work Environ Health 2016 より作成）

初回から二回目の調査における職場のいじめの変化

　
睡
眠
を
妨
げ
る
よ
う
な
仕
事
の
ス
ト
レ
ス
要
因
を

減
ら
す
と
い
う
取
組
に
加
え
て
、
職
場
の
心
理
社
会
的

な
環
境
を
改
善
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
良
好
な
睡
眠
を

目
指
す
と
い
う
取
組
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な

例
を
い
く
つ
か
紹
介
し
ま
す
。

❶
職
場
の
一
体
感
を
高
め
る

　
こ
の
と
こ
ろ
、
多
く
の
職
場
で
は
「
つ
な
が
り
」
が

薄
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
ま
す
。
そ
の
せ
い
か
、

お
互
い
に
助
け
合
っ
た
り
、
信
頼
し
合
っ
た
り
す
る
価

職
場
の

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
要
因

を
増
や
す 

2

（OR）
1.4

1

0.6
高 ➡ 高 高 ➡ 低 低 ➡ 低 低 ➡ 高

手続き的公正

+8%

-9%

（OR）
1.4

1

0.6
高 ➡ 高 高 ➡ 低 低 ➡ 低 低 ➡ 高

対人的公正
+15%

-17%

（B）

無 ➡ 無 有 ➡ 有無 ➡ 有 有 ➡ 無

0.4

0.3

0.2

0.1

0
0
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労
働
時
間
や
勤
務
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
調
整
す
る

と
、
よ
く
眠
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
と
同

じ
よ
う
に
、
仕
事
の
ス
ト
レ
ス
を
緩
和
す
る
、
あ

る
い
は
上
手
に
向
き
合
う
と
、
睡
眠
は
改
善
す
る

と
期
待
で
き
ま
す
。
働
く
場
を
上
質
に
す
る
た
め

に
、
職
場
も
従
業
員
個
人
も
何
が
で
き
る
か
を
今

一
度
、
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

今
回
の
ま
と
め

回復促進プログラムの睡眠の質に
与える効果 

図 5

介入群（● : 45 名）、対照群（● : 43 名）。縦軸は最
近一週間における主観的な睡眠の質（１＝非常に悪い、
４＝非常に良い）。* 統計的に有意差あり（P<0.05）。
縦棒は標準偏差。

（Hahn ら、J Occup Health Psychol 2011より作成）

プログラム開始からの時間経過

値
―
職
場
の
一
体
感
―
が
見
直
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
職
場
の
一
体
感
と
携
帯
型
活
動
量
計
に
よ
っ
て
客

観
的
に
測
定
し
た
睡
眠
と
の
関
連
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、

一
体
感
の
高
い
ほ
ど
、
睡
眠
時
間
は
長
く
、
睡
眠
効

率
は
良
く
、
睡
眠
中
の
動
き
も
少
な
い
こ
と
が
分
か

り
ま
し
た
（
文
献
１
）。
相
互
に
尊
重
し
な
が
ら
仕
事

が
で
き
れ
ば
、
気
持
ち
よ
く
眠
れ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

さ
ら
に
、
ぐ
っ
す
り
眠
れ
ば
、
ま
た
よ
い
職
場
で
一
生

懸
命
働
き
た
い
と
な
る
で
し
ょ
う
。

❷
イ
キ
イ
キ
と
働
く

　
働
く
こ
と
は
楽
で
は
な
い
と
は
言
え
、
ぜ
ひ
イ
キ
イ

キ
と
働
き
た
い
も
の
で
す
。
実
際
、
仕
事
に
対
し
て
、

熱
意
を
も
ち
、
没
頭
し
、
活
力
を
も
っ
て
積
極
的
に
取

り
組
む
状
態
―
ワ
ー
ク
・
エ
ン
ゲ
イ
ジ
メ
ン
ト
―
は

こ
れ
か
ら
の
働
き
方
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
ま
す
（
文

献
２
）。
こ
の
ワ
ー
ク
・
エ
ン
ゲ
イ
ジ
メ
ン
ト
の
度
合

い
が
高
い
と
、
睡
眠
は
良
質
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て

い
ま
す
（
文
献
３
）。

❸
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
を
職
場
で
高
め
る

　
仕
事
と
と
も
に
、
家
族
や
私
生
活
が
ま
す
ま
す
大
切

に
な
っ
て
い
ま
す
（
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
）。

勤
務
時
間
に
対
す
る
裁
量
権
を
拡
げ
た
り
、
部
下
の

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
を
支
援
す
る
た
め
の

上
司
向
け
教
育
訓
練
を
行
っ
た
り
し
て
、
職
場
で
ワ
ー

ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
を
高
め
る
対
策
の
効
果
を
調

べ
た
研
究
が
あ
り
ま
す
（
文
献
４
）。

　
対
策
の
実
施
前
と
１
年
後
に
睡
眠
を
客
観
的
に
測

定
し
た
結
果
、
対
策
を
行
っ
た
群
で
は
行
わ
な
か
っ
た

群
に
比
べ
て
、
睡
眠
は
１
日
当
た
り
８
分
長
く
な
り
、

睡
眠
の
満
足
感
も
増
え
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
従

業
員
一
人
当
た
り
で
み
れ
ば
、
こ
う
し
た
効
果
は
そ
れ

ほ
ど
大
き
く
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
、
多
く
の

労
働
者
が
い
く
ら
か
で
も
睡
眠
を
長
く
と
れ
た
と
い

う
の
は
職
場
全
体
で
み
れ
ば
望
ま
し
い
変
化
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
な
に
よ
り
、
従
業
員
の
睡
眠
を
直
接
に
調

整
す
る
わ
け
で
は
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
上
記
の
対
策

が
良
好
な
睡
眠
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
か
ら
、
ワ
ー
ク
・

ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
見
直
し
は
快
眠
と
い
う
点
か
ら

も
有
効
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

❹
退
勤
後
や
休
日
は
仕
事
と
心
理
的
に
距
離
を
置
く

　
働
く
こ
と
と
休
む
こ
と
は
両
方
と
も
大
事
で
す
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
う
し
て
も
前
者
が
優
先
さ
れ
が
ち

で
す
。
し
っ
か
り
休
む
に
は
職
場
を
離
れ
た
ら
、
心
理

的
に
も
仕
事
を
終
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
仕
事
が

終
わ
っ
た
後
に
「
仕
事
の
こ
と
は
考
え
な
い
」、「
仕
事

の
こ
と
を
忘
れ
る
」
な
ど
に
よ
っ
て
仕
事
か
ら
心
理
的

に
距
離
を
置
く
と
、
疲
労
回
復
は
促
さ
れ
る
こ
と
が
示

さ
れ
て
い
ま
す
（
文
献
５
）。
ま
た
こ
の
よ
う
な
対
応

を
と
れ
る
よ
う
に
な
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
施
す
と
、
睡
眠

の
質
は
良
く
な
る
こ
と
も
分
か
っ
て
い
ま
す（
図
５
）。 

前 3 週間後1 週間後

4

3

2

1

＊ ＊



大人のこだわり充実ライフ

　
読
書
の
秋
。
今
年
は
日
本
の
古
典
、『
平

家
物
語
』
に
親
し
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。
古
典

と
い
う
と
敷
居
の
高
い
印
象
で
す
が
、
代
表

的
な
作
品
は
現
代
語
訳
が
出
て
い
る
の
で
、

ま
ず
は
そ
れ
を
手
に
し
て
み
る
と
よ
い
で

し
ょ
う
。
そ
う
し
た
と
っ
つ
き
や
す
さ
で
い

え
ば
、
お
す
す
め
は
『
平
家
物
語
』。
勇
ま

し
い
戦
に
渦
巻
く
陰
謀
、
人
間
模
様
が
錯

綜
し
、
現
代
の
ド
ラ
マ
や
小
説
に
勝
る
と

も
劣
ら
な
い
、
波
乱
万
丈
の
物
語
で
す
。

　
『
平
家
物
語
』
を
理
解
す
る
カ
ギ
は
、
平

清
盛
と
後
白
河
上
皇
、
両
者
の
人
間
模
様
で

す
。物
語
は
後
白
河
法
皇
の
近
臣
た
ち
が
僧
・

俊
寛
の
別
荘
・
鹿
ケ
谷
で
平
家
打
倒
の
陰
謀

を
め
ぐ
ら
す
話
か
ら
始
ま
り
ま
す
が
、
も
と

も
と
は
こ
の
２
人
、「
対
立
の
構
図
」
と
い
っ

た
単
純
な
間
柄
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ

『
平
家
物
語
』
に
先
立
つ
保
元
の
乱
・
平
治

の
乱
で
は
、
手
を
取
り
合
っ
て
反
対
勢
力
を

駆
逐
し
た
盟
友
同
士
で
し
た
。
そ
れ
が
ど
う

し
て
反
目
し
あ
う
に
至
っ
た
の
か
。『
平
家
物

語
』
で
は
そ
の
機
微
を
つ
か
む
の
は
困
難
で

す
が
、
歴
史
書
な
ど
を
開
い
て
清
盛
の
足
跡

を
た
ど
る
際
は
そ
の
辺
り
の
事
情
を
見
る
の

が
ポ
イ
ン
ト
と
な
り
そ
う
で
す
。

　源氏の世である鎌倉時代に作られた
『平家物語』では、清盛は基本的に
悪役です。白拍子（今でいうなら女優
でしょうか）を弄び、位の高い公家を
相手にも傍若無人にふるまい、南都（奈
良）の焼討ちなど仏門への弾圧――。
こうした悪行で、清盛は徹底した悪人
と描かれます。
　反面、清盛の人物像については、
正反対の評価も残っています。朝廷中
心の世から武家支配を確立するために
奔走した立役者、宋（中国）貿易の
振興に力を注ぐ等、進取の気風にすぐ
れた政治家であったり、周囲の人間へ
常に配慮を忘れなかった人格者と伝え
る史書も少なくありません。清盛は単な
る権力志向の暴君ではなく、希代のカ
リスマだったことは間違いないようです。

　鎌倉幕府を開いた源頼朝は、後白
河上皇を「日本一の大天狗」と評して
います。時の天皇や上皇、そして武家
の清盛、源義仲や頼朝と対立しつつも、
最後まで（政治的に）生き残った曲者
です。源義経を押し立てて頼朝と争い、
義経が追われた後は頼朝の軍門に下る
ことになりますが、自身が崩御するまで
頼朝を征夷大将軍に任ずることはなく、
意地を通しました。
　そんな曲者のイメージの強い後白河
上皇ですが、『平家物語』に描かれる
前、若い頃は流行の和歌（今様）に
血道をあげる、今でいう文学青年でし
た。人物評も決して高くなく、線の細い
印象の上皇がどのように変貌していった
のか。『平家物語』を読む際の、ポイ
ントの一つとなります。

源氏と平氏の争いのクライマックス、
壇ノ浦の戦いを描いた『平家物語』
巻第十一「遠矢」のシーン。船の
屋形に出た知盛は、大音声で味
方を叱咤します。

主人公か悪役か 盟友が政敵へ変貌 

平 清盛 後白河上皇

その他の
人間像

平重盛・知盛・宗盛
　同じ平家でも、物語に登場する面々は千差万別。話の前半、清盛と
同時に登場する重盛は良心の人、清盛の死後では宗盛が愚鈍な棟梁だっ
たのに対して知盛は知略の人と、常に対照的なキャラクターが描かれ
ています。

源頼朝・義経・義仲
　一番に都に攻め入ったものの粗暴な行いで後白河上皇に疎まれ、
非業の死を遂げた義仲、頼朝に謀反を疑われて追われる身と
なる義経。勝者であったはずの源氏でありながら、
頼朝以外は悲劇的な最期を迎えます。

読
書
の
秋
に
、

読
ん
で
お
き
た
い
こ
の
一
冊
。

❶

人
間
模
様
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の
戦
い
に
至
る
３
つ
の
合
戦
で
し
ょ
う
。
断

崖
を
駆
け
下
り
平
家
の
陣
を
急
襲
し
た
「
義

経
の
逆
落
し
」
で
有
名
な
一ノ
谷
の
戦
い
、
那

須
与
一の
扇
の
的
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
華
を
添
え

る
屋
島
の
戦
い
、
平
家
水
軍
が
壊
滅
し
、
安

徳
天
皇
を
始
め
一
門
が
続
々
入
水
す
る
描
写

が
涙
を
そ
そ
る
壇
ノ
浦
の
戦
い
な
ど
、
そ
れ

ぞ
れ
異
な
る
魅
力
が
あ
り
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
平
家
の
旗
は
赤
（
紅
）、
源

氏
の
旗
は
白
で
し
た
。
紅
白
戦
の
ル
ー
ツ
は
、

こ
の
源
平
合
戦
の
旗
の
色
に
求
め
る
の
が
一

般
的
で
す
。

　

物
語
前
半
の
節
目
は
、
平
家
へ
の
謀
反
の

企
み
で
す
。
読
者
は
発
覚
を
予
感
し
つ
つ
も
、

事
が
ど
の
よ
う
に
露
見
す
る
の
か
、
連
座
し

た
面
々
の
運
命
は
…
…
と
ハ
ラ
ハ
ラ
し
な
が

ら
読
み
進
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

代
表
的
な
陰
謀
を
３
つ
あ
げ
る
な
ら
、

「
鹿
ヶ
谷
の
変
」「
高
倉
宮
御
謀
反
」「
以

仁
王
の
叛
乱
・
頼
朝
の
旗
揚
げ
」
で
し
ょ
う
。

な
か
で
も
鹿
ヶ
谷
の
変
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
上
、

清
盛
と
後
白
河
上
皇
の
対
立
を
修
復
不
能

と
す
る
に
至
っ
た
ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
、
歌
舞

伎
や
能
の
題
材
と
も
な
っ
た
出
色
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
で
す
。

　

た
だ
し
実
際
に
は
、
こ
の
事
件
が
事
実
で

あ
っ
た
か
否
か
、
疑
問
視
す
る
声
が
少
な
く

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
（
上
皇
の
勢
力
を
削
ぐ

た
め
の
平
家
に
よ
る
で
っ
ち
あ
げ
説
も
）。
そ

う
し
た
駆
け
引
き
を
含
め
て
考
え
つ
つ
読
む

の
も
、『
平
家
物
語
』
の
醍
醐
味
で
す
。

　

物
語
の
緊
張
感
を
盛
り
上
げ
る
の
が
、
平

家
と
源
氏
の
戦
で
す
。
宇
治
合
戦
以
降
、
平

家
は
頼
朝
・
義
仲
・
義
経
ら
の
源
氏
と
数
々

の
合
戦
に
臨
む
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
山
場

は
一ノ
谷
の
戦
い
か
ら
屋
島
の
戦
い
、
壇
ノ
浦

　「祗園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり」
の発端が有名な『平家物語』は、「盛者必衰」
が基本テーマ。全 12 巻（プラス番外編的な「灌
頂巻」）の壮大な歴史絵巻のうち、前半６巻
では平清盛が登場し、平家が栄華を極め、そして清盛の死までを、
また後半６巻では平家が都落ちして壇ノ浦の合戦で滅亡し、勝者
だったはずの源義仲や義経がその後にたどる、悲劇的な運命が描
かれます。

　
「
祗
園
精
舎
の
鐘
の
声
」
で
始
ま
る
物
語

の
発
端
は
有
名
で
す
が
、『
平
家
物
語
』
の

結
び
を
ご
存
じ
で
す
か
？

　
『
平
家
物
語
』の
最
終
章「
灌
頂
巻
」で
は
、

壇
ノ
浦
の
戦
い
で
入
水
し
た
も
の
の
源
氏
方

に
捕
ら
え
ら
れ
、
隠
棲
の
身
と
な
っ
て
い
た

建
礼
門
院
を
、
後
白
河
法
皇
（「
上
皇
」
が

出
家
し
て
「
法
皇
」
に
な
っ
た
）
が
訪
ね
ま

す
。
建
礼
門
院
は
清
盛
の
娘
で
、
高
倉
天
皇

の
中
宮
・
安
徳
天
皇
の
母
だ
っ
た
女
性
。
平

家
を
破
滅
へ
と
導
い
た
法
皇
に
対
し
、
建
礼

門
院
は
自
ら
の
一
生
を
六
道
輪
廻
に
た
と
え
、

運
命
を
静
か
に
語
る
シ
ー
ン
が
印
象
的
で
す
。

そ
の
５
年
後
、
建
礼
門
院
は
静
か
に
極
楽
往

生
を
遂
げ
ま
し
た
。

◀壇ノ浦の戦いの後、建礼門院が隠棲した寂光院（京都）。

　当時、戦には「作法」がありました。対峙する両軍は

まず舌戦を繰り広げ、矢を射掛けあい、その後で騎馬ま

たは白兵での戦となりますが、基本はあくまで一対一の個人戦。また夜襲や、

海戦で漕ぎ手等を狙うことも卑怯な振舞とされていたのです。

　義経が天才的な戦術家と称えられるのは、日本の歴史上で初めて騎馬

の機動力を活かした戦術を展開したこと、さらにこうしたタブーをことごと

く打ち破り、勝利のための徹底した合理主義を貫いたことがあげられます。

　しかしこうした戦の天才も、巧みな政治運営をみせた兄・頼朝の前には

なす術もなく、落延びた先の奥州平泉で非業の死を遂げることになります。

戦の変革者～ 義 経

作者は……？

　作者が紫式部と知れ
ている『源氏物語』など
と比べ、『平家物語』の

作者は定説がありません。一個人の手によ
るものでなく、鎌倉時代に琵琶法師が平
家滅亡の戦記物語を語り継ぐうち、定本と
してまとまっていったものと見られています。

❷

陰
謀

❸

戦

諸
行
無
常
の
物
語
の
結
末

結
び
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シアトル

　
研
究
を
開
始
し
た
時
に
は
、
血
清
脂
質
に

つ
い
て
シ
ア
ト
ル
の
日
系
人
と
日
本
在
住
の

日
本
人
を
比
較
す
る
つ
も
り
で
い
ま
し
た
が
、

日
本
人
全
体
と
ア
メ
リ
カ
人
全
体
を
代
表
す

る
調
査
デ
ー
タ
が
存
在
し
、
す
で
に
公
表
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
た
め
、
こ
れ
ら

の
デ
ー
タ
も
加
え
て
４
集
団
を
比
較
す
る
こ

と
に
し
ま
し
た
。

　
前
回
、血
清
脂
質
の
測
定
値
の
精
度
チ
ェ
ッ

ク
は
、
シ
ア
ト
ル
の
日
系
人
と
日
本
健
康
増

進
財
団
の
両
方
で
実
施
し
た
こ
と
に
ふ
れ
ま

し
た
が
、
ア
メ
リ
カ
人
と
日
本
人
を
代
表
す

る
測
定
値
も
質
的
管
理
が
な
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
結
果
は
信
頼
で
き
る
こ
と
を
確
認
し
ま

し
た
。

　
表
１
は
、
４
集
団
の
調
査
期
間
と
調
査
参

加
者
数
を
示
し
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
人
全
体
と

日
本
人
全
体
の
意
味
は
、無
作
為
抽
出
に
よ
っ

て
選
ば
れ
、
ア
メ
リ
カ
人
と
日
本
人
を
代
表

し
て
い
る
集
団
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

動
脈
硬
化
の
原
因
と
い
わ
れ
る
血
清
脂
質
値
を

日
米
で
比
べ
る
と
…
？ 

―
一
般
財
団
法
人
日
本
健
康
増
進
財
団 

リ
サ
ー
チ
・
フ
ェロ
ー　

行
方　
令

日
本
人
の
健
康
に
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

第2回

1966年	 	新潟大学教育学部卒業、同年東京大学大学院健康教育
学科に移り、双生児集団による中高校生の身体発育と体力
について遺伝的及び環境要因を研究。

1971年	 	米国イリノイ大学に留学、1974 年にPh.D.を取得、同大
公衆衛生学部で環境疫学研究を担当。

1980年	 	シアトル市バテル記念研究所に移り、疫学研究を担当。
1983年	 	米国疫学学術院より上席研究フェローとして認定される。
1985年	 	東京大学医学部保健学科疫学教室より保健学博士を取得。
1989 年～ 2016 年

㈶パシフィック・リム疾病予防センターデレクターに就任し、
日系人の健診と疫学調査を推進する。
現在、日本健康増進財団のリサーチ・フェロー。

一般財団法人
日本健康増進財団
リサーチ・フェロー

行方　令
（なめかた　つかさ）
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調
査
結
果
を
示
す
前
に
、
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
と
動

脈
硬
化
の
関
連
を
説
明
し
て
、
な
ぜ
日
系
人
と
日
本

人
の
比
較
が
重
要
な
の
か
、
理
解
の
一
助
に
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

人
間
の
血
液
中
に
は
「
脂
質
」
と
呼
ば
れ
る
、
水

に
溶
け
に
く
い
物
質
が
あ
り
、
脂
質
の
主
な
も
の
に

は
、
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
、
中
性
脂
肪
（
ト
リ
グ
リ
セ

ラ
イ
ド
、略
し
て
Ｔ
Ｇ
）、リ
ン
脂
質
、コ
レ
ス
テ
ロ
ー

ル
エ
ス
テ
ル
、
遊
離
脂
肪
酸
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
水

に
溶
け
に
く
い
脂
質
は
血
液
中
で
リ
ン
脂
質
や
遊
離

コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
と
結
合
し
、
さ
ら
に
た
ん
ぱ
く
質

を
結
合
さ
せ
て
親
水
性
（
水
に
溶
け
や
す
い
）
の
リ

ポ
蛋
白
複
合
体
を
作
り
ま
す
。
リ
ポ
蛋
白
を
つ
く
っ

て
い
る
蛋
白
質
は
ア
ポ
リ
ポ
蛋
白
と
呼
び
、
ほ
と
ん

ど
の
脂
質
は
ア
ポ
リ
ポ
蛋
白
と
結
合
し
、
リ
ポ
蛋
白

の
形
で
血
液
に
溶
け
て
運
ば
れ
ま
す
。
リ
ポ
蛋
白
の

な
か
で
低
比
重
の
も
の
を
Ｌ
Ｄ
Ｌ
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル

と
呼
び
、
高
比
重
の
も
の
を
Ｈ
Ｄ
Ｌ
コ
レ
ス
テ
ロ
ー

ル
と
呼
び
ま
す
。

　

コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
は
細
胞
膜
を
形
成
す
る
た
め
に

不
可
欠
な
物
質
で
あ
り
、
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
が
体
内

に
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
ら
、
生
存
で
き
な
い
こ
と
に

な
り
ま
す
。
問
題
は
余
分
の
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
を
体

内
で
適
切
に
処
理
で
き
る
か
ど
う
か
で
す
。
こ
の
コ

レ
ス
テ
ロ
ー
ル
の
処
理
能
力
に
大
き
な
個
人
差
が
あ

り
、
体
内
に
Ｌ
Ｄ
Ｌ
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
が
過
剰
に
蓄

積
さ
れ
る
と
、
長
い
年
月
の
間
に
動
脈
管
壁
に
侵
入

し
て
血
管
内
壁
を
厚
く
し
、
血
管
を
狭
く
し
、
血
液

の
通
り
を
悪
く
す
る
「
動
脈
硬
化
」
と
い
う
状
態
を

引
き
起
こ
し
ま
す
。
こ
れ
が
冠
動
脈
で
生
じ
る
と
、

冠
動
脈
に
血
液
が
流
れ
に
く
く
な
り
、
一
時
的
に
心

筋
へ
の
血
液
供
給
が
不
足
し
、
胸
痛
発
作
な
ど
の
症

状
を
呈
す
る
狭
心
症
と
な
り
ま
す
。
心
筋
梗
塞
は
プ

ラ
ー
ク
と
呼
ば
れ
る
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
や
細
胞
成
分

を
含
む
柔
ら
か
い
部
分
が
血
栓
と
な
り
、
狭
く
な
っ

た
冠
動
脈
を
塞
ぎ
、
心
筋
に
酸
素
の
供
給
が
絶
た
れ

る
た
め
に
心
筋
が
壊
死
す
る
状
態
で
、
手
当
て
が
遅

れ
る
と
死
に
至
り
ま
す
。

　

総
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
は
、
す
べ
て
の
コ
レ
ス
テ

ロ
ー
ル
の
分
子
を
含
み
ま
す
の
で
、
Ｌ
Ｄ
Ｌ
、
Ｈ
Ｄ

Ｌ
、
Ｖ
Ｌ
Ｄ
Ｌ
な
ど
か
ら
成
り
ま
す
。
高
い
ほ
ど
動

脈
硬
化
を
促
進
さ
せ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
図

１
は
表
１
の
４
集
団
の
男
性
総
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
平

均
値
を
年
齢
別
に
比
較
し
た
も
の
で
す
。
女
性
に
つ

い
て
は
図
２
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
男
女
と
も
に
シ
ア

1コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
と

動
脈
硬
化
の
関
連 

ト
ル
日
系
人
が
最
も
高
く
、
２
番
目
に
ア
メ
リ
カ
人

全
体
が
高
く
、
日
本
人
全
体
と
都
市
部
日
本
人
は
最

も
低
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
結
果
か
ら
、
総
コ
レ

ス
テ
ロ
ー
ル
値
は
人
種
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で

は
な
く
、
住
む
環
境
、
す
な
わ
ち
食
生
活
や
ラ
イ
フ

ス
タ
イ
ル
の
影
響
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。
日
本
人
が
ア
メ
リ
カ
に
移
住
し
て
ア
メ
リ
カ
の

生
活
習
慣
に
な
れ
て
、
食
生
活
も
肉
食
中
心
に
な
っ

た
場
合
に
は
、
総
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
値
が
ア
メ
リ
カ

人
よ
り
高
く
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

男
性
に
お
い
て
は
、
日
系
人
と
都
市
部
日
本
人
で

加
齢
と
と
も
に
総
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
値
が
上
昇
す

る
傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、
米
国
人
全
体
は
凸
型
で
あ

り
、
日
本
人
全
体
は
40
歳
代
以
降
加
齢
と
と
も
に
下

が
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
一
方
、
女
性
に
お
い
て
は
、

す
べ
て
の
集
団
で
総
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
値
が
加
齢
に

伴
っ
て
急
上
昇
す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
女
性
の
場

合
、
40
歳
代
か
ら
女
性
ホ
ル
モ
ン
で
あ
る
エ
ス
ト
ロ

ジ
ェ
ン
が
減
少
し
、
50
歳
代
か
ら
閉
経
し
、
エ
ス
ト

ロ
ジ
ェ
ン
が
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
の
上
昇
を
抑
制
す
る

効
果
が
薄
れ
る
結
果
、
中
高
年
か
ら
す
べ
て
の
集
団

に
お
い
て
女
性
の
総
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
値
は
男
性
よ

り
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
従
っ
て
、
女
性
は
50
歳
以

降
動
脈
硬
化
関
連
疾
患
の
リ
ス
ク
が
徐
々
に
高
く
な

る
こ
と
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

米
国
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
で
は
、
総
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
値
２
０
０
㎎

／
dl
以
下
を
正
常
、
２
０
１
～
２
３
９
㎎
／
dl
を
境

界
線
で
要
注
意
、
２
４
０
㎎
／
dl
以
上
を
異
常
と
し

て
い
ま
す
。
日
本
動
脈
硬
化
学
会
で
は
、
２
０
１
７

年
４
月
に
従
来
の
血
清
脂
質
の
診
断
基
準
を
見
直

し
、
総
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
を
診
断
基
準
か
ら
外
し
ま

し
た
が
、
こ
れ
は
総
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
値
だ
け
を
見

て
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
を
下
げ
る
薬
を
処
方
す
る
の
で

は
な
く
、
Ｌ
Ｄ
Ｌ
と
Ｈ
Ｄ
Ｌ
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
値
や

2総
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
の
比
較 

表１　血清脂質の比較集団

対象集団 調査期間
調　　査
参加者数

シ ア ト ル 日 系 人
パシフィック・リム疾病予防
センターでの健診受診者

1989 ～
1994

1,466

ア メ リ カ 人 全 体
米国疾病予防
センターの調査

1988 ～
1991

5,475

日 本 人 全 体
（厚生労働省による調査）

1990 7,906

都 市 部 日 本 人
日本健康増進財団
での健診受診者

1989 146,782
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中
性
脂
肪
値
な
ど
の
測
定
結
果
か
ら
判
断
し
て
、
治

療
薬
を
処
方
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
の
こ
と
で
す
。

総
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
の
意
義
を
無
視
し
て
い
る
訳
で

は
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
ま
す
。

　

図
３
は
、
男
性
の
中
性
脂
肪
の
年
齢
別
平
均
値
を

４
集
団
で
比
較
し
た
結
果
で
す
。
図
４
は
、
女
性
の

結
果
を
示
し
ま
す
。
男
性
に
お
い
て
は
、
日
系
人
、

日
本
人
全
体
、
都
市
部
日
本
人
の
中
性
脂
肪
値
が
40

～
49
歳
の
年
齢
層
で
ピ
ー
ク
を
示
し
、
50
歳
以
降
減

少
傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、
米
国
人
全
体
で
は
45
～
54

歳
の
年
齢
層
で
ピ
ー
ク
と
な
り
、
そ
れ
以
降
減
少
し
、

日
系
人
よ
り
低
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

女
性
は
、
日
系
人
と
米
国
人
全
体
の
中
性
脂
肪
に

お
け
る
年
齢
別
平
均
値
の
パ
タ
ー
ン
が
総
コ
レ
ス

テ
ロ
ー
ル
値
の
パ
タ
ー
ン
と
酷
似
し
て
い
る
の
に
対

し
、
45
歳
以
降
日
本
人
全
体
と
都
市
部
日
本
人
の
平

均
値
は
、
日
系
人
と
米
国
人
全
体
の
平
均
値
よ
り
一

貫
し
て
低
く
な
っ
て
い
ま
す
。
特
に
注
目
さ
れ
る
の

は
、
都
市
部
日
本
人
の
年
齢
別
平
均
値
が
日
本
人
全

体
よ
り
20
㎎
／
dl
以
上
低
い
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
都

市
部
日
本
人
の
集
団
は
都
市
部
で
働
き
、
日
本
健
康

増
進
財
団
に
よ
る
健
診
の
受
診
者
で
あ
り
、
農
村
部

等
を
含
む
日
本
人
全
体
に
比
べ
て
健
康
集
団
で
あ
る

こ
と
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

図
５
と
図
６
は
、
善
玉
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
と
呼
ば

3中
性
脂
肪
の
比
較 

4Ｈ
Ｄ
Ｌ
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
の
比
較

図 2　総コレステロール 年齢別平均値の比較：女性
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図 4　中性脂肪 年齢別平均値の比較：女性 
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図１　総コレステロール 年齢別平均値の比較：男性
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図 3　中性脂肪 年齢別平均値の比較：男性 
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れ
る
Ｈ
Ｄ
Ｌ
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
の
年
齢
別
平
均
値

を
男
女
別
に
４
集
団
間
で
比
較
し
た
も
の
で
す
。
Ｈ

Ｄ
Ｌ
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
が
他
の
脂
質
と
異
な
る
特
質

は
、
加
齢
の
影
響
を
受
け
な
い
こ
と
で
す
。
Ｈ
Ｄ
Ｌ

コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
は
、
体
内
で
の
余
分
の
悪
玉
コ
レ

ス
テ
ロ
ー
ル
を
処
理
す
る
重
要
な
機
能
を
も
っ
て
い

る
の
で
、
加
齢
と
と
も
に
上
昇
し
て
く
れ
れ
ば
歳
を

と
っ
て
も
動
脈
硬
化
は
そ
れ
ほ
ど
進
展
せ
ず
、
動
脈

硬
化
性
疾
患
の
発
症
も
抑
え
ら
れ
る
の
で
す
が
、
現

実
は
そ
う
な
ら
ず
残
念
な
こ
と
で
す
。
男
性
に
つ
い

て
は
、
都
市
部
日
本
人
が
最
も
高
く
60
㎎
／
dl
近
く

で
あ
り
、
最
も
低
い
集
団
は
米
国
人
全
体
で
約
45
㎎

／
dl
で
す
。
中
間
に
日
系
人
と
日
本
人
全
体
が
位
置

し
、
50
㎎
／
dl
前
後
で
す
。

　

女
性
に
つ
い
て
は
、
各
集
団
の
Ｈ
Ｄ
Ｌ
コ
レ
ス
テ
ロ
ー

ル
平
均
値
は
、男
性
よ
り
５
～
10
㎎
／
dl
程
度
高
く
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
男
女
差
は
、
前
回
の
図
１
で
示
し
た

虚
血
性
心
疾
患
死
亡
率
の
男
女
差
（
男
性
が
女
性
よ
り

高
い
）
に
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。
Ｈ
Ｄ
Ｌ
コ
レ
ス
テ
ロ
ー

ル
値
が
最
も
高
い
の
は
都
市
部
日
本
人
で
64
～
70
㎎
／

dl
で
あ
り
、
２
番
目
に
高
い
集
団
は
日
系
人
女
性
で
62

～
65
㎎
／
dl
で
す
。
最
も
低
い
集
団
は
、
日
本
人
全
体

と
米
国
人
全
体
で
53
～
60
㎎
／
dl
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
血
清
脂
質
に
よ
る
比
較
結
果
か
ら
、
最

も
健
康
な
集
団
は
都
市
部
日
本
人
、
２
番
目
は
全
国
の

日
本
人
を
代
表
す
る
日
本
人
全
体
、
３
番
目
が
シ
ア
ト

ル
の
日
系
人
、
４
番
目
が
ア
メ
リ
カ
人
を
代
表
す
る
米

国
人
全
体
と
判
断
さ
れ
ま
す
。
シ
ア
ト
ル
の
日
系
人
女

性
に
つ
い
て
は
、
総
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
値
と
中
性
脂
肪

値
が
４
集
団
中
最
も
高
い
の
で
す
が
、
善
玉
で
あ
る
Ｈ

Ｄ
Ｌ
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
値
が
２
番
目
に
高
く
、
す
べ
て

の
年
齢
層
で
65
㎎
／
dl
か
、
そ
れ
に
近
い
の
で
、
動
脈

硬
化
の
程
度
は
日
本
人
全
体
に
近
い
と
推
察
さ
れ
ま
す
。

　

血
清
脂
質
に
関
し
て
は
、
日
本
人
が
他
の
人
種
よ
り

遺
伝
的
に
優
位
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
住
む
環
境
、

す
な
わ
ち
食
生
活
と
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
大
き
く
左
右

さ
れ
ま
す
。
日
本
人
の
食
生
活
が
欧
米
化
し
、
車
社
会

に
な
り
、
運
動
不
足
に
な
れ
ば
、
総
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル

値
と
中
性
脂
肪
値
は
上
昇
し
、
加
え
て
善
玉
で
あ
る
Ｈ

Ｄ
Ｌ
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
値
が
下
が
り
、
そ
の
結
果
動
脈

硬
化
が
進
展
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
上
記
の
よ
う
な

欧
米
化
を
避
け
る
な
ど
、
健
康
生
活
を
維
持
す
る
た
め

に
十
分
注
意
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。

　

次
回
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
要
因
が
血
清
脂
質

に
影
響
し
て
い
る
の
か
、
研
究
結
果
に
基
づ
い
て
お
話

し
ま
す
。

5血
清
脂
質
の

比
較
結
果
か
ら
、

ど
の
集
団
が
最
も

健
康
と
い
え
る
の
か

　T.Namekata, D.Moore, R.Knopp, 
S.Marcovina, E.Perrin, D.Hughes, 
K.Suzuki, M.Mori, C.Sempos, 
S.Hatano, C.Hayashi, M.Hasegawa: 
Cholesterol levels among Japanese 
Americans and other populations: 
Seattle Nikkei Health Study.
Journal of Atherosclerosis and 
Thrombosis,1996, 3:105-113

図 6　ＨＤＬコレステロール 年齢別平均値の比較：女性
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図 5　ＨＤＬコレステロール 年齢別平均値の比較：男性
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　当財団では、第４回講演会「胃がんリスク層別化検診、その費用対効果
～データヘルス計画における医療費削減に関する報告」を開催します。
　日本では、依然高い罹患率・死亡者数を記録している胃がん。その早期
発見率を高める効果的な手法である「胃がんリスク層別化検査」について、
健康保険組合での導入事例を踏まえて講演いたします。

日 時  2017年10月24日（火）
14時〜16時30分【13時30分開場】

場 所  渋谷シダックスカルチャーホール ８階
東京都渋谷区神南 1－12 －10

　　　　

演 者  ＪＲ渋谷駅（山手線・湘南新宿ライン・埼京線）ハチ公口 徒歩６分
東京メトロ渋谷駅（半蔵門線・副都心線・銀座線）徒歩４分

参加費  無料（先着順130名まで）

共 催  認定NPO法人 日本胃がん予知・診断・治療研究機構

第
４
回 

財
団
講
演
会
を
開
催
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ま
す
！
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テーマ

16時〜16時30分 パネルディスカッション

「胃がんリスク層別化検査が及ぼす
データヘルス計画における医療費削減効果」 

胃がん検診
「胃がんリスク層別化検査」の現状

演者 三木 一正
一般財団法人 日本健康増進財団 代表理事
認定ＮＰＯ法人 日本胃がん予知・診断・治療研究機構 理事長

14時〜14時45分 講演１

神戸製鋼所健康保険組合における
実例報告
演者 木村 秀和
社会医療法人神鋼記念会神鋼記念病院健診センター長

14時55分〜15時55分 講演２

山手線山手線

渋谷消防署

神南郵便局前

タワーレコード渋谷店

西武渋谷店

渋谷 みやしたこうえん

明治通り

渋谷東武ホテル

シダックス
ビレッジ

シダックス
ホールハチ公像ハチ公像

渋谷駅前交番渋谷駅前交番

東京メトロ副都心線東京メトロ副都心線
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当財団の健康診断・人間ドックに関する
お問い合わせは右記へご連絡ください

03-5420-8011
jhpf@e-kenkou21.or.jp（一財）日本健康増進財団 メール

☎

★  リーフレットや聴講申込書は、当財団ホームページ（ニュース &トピックス）からダウンロードいた
だくか、　当財団の渉外担当にお申し付けください。

★  当機関誌の読者、その事業所 ･ 健康保険組合様に限り、ご参加のお申込を10 月16 日までお受け
いたします。

「血液検査による胃がんリスク層別化検査」について

　本講演では、胃がんの早期発見に関して大きな成果をあげつつある「血液検査による胃がんリスク

層別化検査」をテーマとしています。

　ご講演いただく神戸製鋼所健康保険組合では、従来から定期健康診断に合わせて胃部レントゲン間

接撮影を実施しており、毎年約８割の高い受診率を示していました。しかしながら胃がん・食道がん

による被保険者の死亡は、ほぼ毎年発生し続けていたのです。

　健康保険組合の目的である ｢疾病を早期発見し、企業の貴重な人材を確保｣ する検診という趣旨か

ら考えると、これは残念でなりません。そこで健保組合、事業主、実施医療機関の三者は、胃がんの

早期発見率を高め、胃がんによる死亡をなくしていける検診方法を模索することになりました。その

結果、40 歳以上の全従業員に、「血液検査による胃がんリスク層別化検査」と「上部消化管内視鏡検査」

を行うことになったのです。

　新たな胃がん検診を導入した結果、（従来より高い受診率でバリウムによる胃部レントゲン間接撮影

を実施していたにもかかわらず）新たに胃がん・食道がんを多数発見することができました。さらに

着目すべき点は、その多くが早期がんであり、死亡件数の減少にもつながったのです。

　さらに新しい検診の効果は医療費の面でも現われており、2010 年 4 月に新たな胃がん検診を開始

してから 2015 年までの期間で医療費の削減効果は総額 5,263 万円に達しています。その後も、胃がん、

胃・十二指腸潰瘍に関する医療費は年々大幅な減額を示しているとしています。

　今回は、この取り組みに関してその後の集計も含めた最新データでご報告します。

　講演いただく木村先生は ｢今回の取り組みは、健康保険組合、事業主、実施医療機関の三者が従業

員の健康に配慮することができ、貴重な人材の確保と高騰する医療費の抑制に繋がった｣ と語ってい

ます。

　胃がんリスク層別化検診は、今日では足立区、目黒区、墨田区、品川区、中野区、豊島区、板橋区、

葛飾区、北区、荒川区、世田谷区、江東区、港区を初めとする全国

283 の自治体で住民検診として実施され、職域では 150 以上の企業・

健康保険組合が採用しております。さらにデータヘルス計画を策定す

る 52 健康保険組合と全国健康保険協会のうち、13 健康保険組合が胃

がんリスク層別化検診を組み入れています。


