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身
（
さ
し
み
）」。
海
外

で
魚
介
を
生
で
食
べ
る

料
理
と
い
え
ば
生
牡
蠣

や
韓
国
の
「
フ
ェ
」
が

あ
り
ま
す
が
、
他
は
か

な
り
珍
し
い
存
在
で
す
。
肉
ま
で
広
げ
て

も
、有
名
ど
こ
ろ
で
は
「
タ
ル
タ
ル
ス
テ
ー

キ
」や
イ
タ
リ
ア
料
理
の「
カ
ル
パ
ッ
チ
ョ
」

な
ど
が
あ
る
程
度
。生
食
は
、例
外
的
で
す
。

　
も
と
も
と
人
間
は
狩
猟
し
た
肉
や
魚
を
、

最
初
は
生
で
食
べ
て
い
た
は
ず
で
す
が
、

細
菌
に
よ
る
食
中
毒
や
寄
生
虫
の
心
配
か

ら
、
か
な
り
早
い
段
階
で
生
食
の
食
習
慣

は
失
わ
れ
た
よ
う
で
す
。
日
本
で
も
「
川

魚
の
刺
身
は
怖
い
」
と
い
う
の
は
、
こ
の

寄
生
虫
の
問
題
の
た
め
で
し
ょ
う
。

　
日
本
で
は
ど
う
し
て
魚
介
の
生
食
の
文

化
が
維
持
さ
れ
た
の
か
、
刺
身
は
ど
の
よ

う
に
生
ま
れ
た
か
。
実
は
定
か
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　
一
見
こ
れ
以
上
な
い
ほ
ど
シ
ン
プ
ル
な

調
理
法
な
が
ら
、
す
し
や
天
ぷ
ら
以
上
に

和
食
の
イ
メ
ー
ジ
を
体
現
す
る
の
が
「
刺

和
食
を
代
表
す
る

イ
メ
ー
ジ

歴
史
と
由
来

　
日
本
で
は
、
古
事
記
や
日
本
書
紀
に

「
膾な
ま
す
」
の
語
が
登
場
し
ま
す
。
こ
れ
は
生

の
肉
を
細
か
く
刻
み
、
わ
さ
び
や
し
ょ
う

が
で
食
べ
る
も
の
で
、
や
が
て
味
付
け
に

煎
り
酒
や
酢
を
用
い
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
７
世
紀
以
降
は
朝
廷
か
ら
「
肉
食

禁
止
令
」
が
発
せ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
、

膾
は
徐
々
に
鱠な
ま
す（

魚
を
使
っ
た
も
の
）
と

な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。

　「
さ
し
み
」
の
名
が
初
め
て
登
場
す
る
の

は
室
町
時
代
、
京
都
吉
田
神
社
の
神
官
・

鈴
鹿
家
の
記
録『
鈴
鹿
家
記
』で（
１
３
９
９

年
）、「
指
身
　
鯉
、
イ
リ
酒
、
ワ
サ
ビ
」

の
記
載
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
頃
は
刺
身
の

表
記
で
は
な
く
、
指
味
、
差
味
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
漢
字
が
使
わ
れ
ま
し
た
。
醤
油
が

な
か
っ
た
こ
の
時
代
は
、
わ
さ
び
や
し
ょ

う
が
、
か
ら
し
な
ど
の
ほ
か
、
煎
り
酒
や

酢
を
つ
け
て
食
べ
る
、
鱠
と
よ
く
似
た
存

在
だ
っ
た
よ
う
で
す
（
鱠
と
刺
身
の
違
い

は
、刺
身
の
ほ
う
が
大
き
く
切
っ
て
い
た
）。

　
江
戸
時
代
は
、
刺
身
が
ほ
ぼ
現
在
の
姿

へ
と
確
立
さ
れ
た
時
代
で
す
。
一
番
の
カ

ギ
は
醤
油
の
普
及
（
江
戸
中
期
）
で
す
が
、

刺
身
の
「
け
ん
（
俗
に
い
う
「
つ
ま
」）
が

17
世
紀
中
ご
ろ
に
、
醤
油
と
わ
さ
び
の
組

み
合
わ
せ
は
18
世
紀
に
登
場
し
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
後
期
に
は
屋
台
で
刺
身
を
売
り

歩
く
刺
身
屋
な
る
商
売
が
人
気
を
博
し
、

主
に
鮪
や
鰹
の
刺
身
を
商
っ
て
歩
き
ま
し

た
（
高
級
魚
は
鯛
や
鯉
が
人
気
）。
こ
の
頃

の
鮪
は
赤
身
が
中
心
で
、
ト
ロ
の
身
は
肥

料
に
さ
れ
た
り
し
た
そ
う
で
す
。

「さしみ」の語源
　どうして刺身と書くかは、諸説あります。一
般には、武家の社会で切腹を想起させる「切」
の字を嫌ったためとされ、他には「刺」の字
は「包丁で刺して細かくする」との調理法か
ら来たとする説、刺身を供する際に切った身
だけでは何の魚かわからないため尾の部分を
刺して盛り付けしたとする説、さまざまです。
ちなみに刺身はもともと江戸の呼び方で、京
や大阪ではお造り（お作り）といいました。

～四季を楽しみ、健康を作る食生活、その神髄は 
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も
の
で
す
が
、
保
存
が
き
か
ず
、
醤
油
の

登
場
で
徐
々
に
駆
逐
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
酢
や
煎
り
酒
で
刺
身
を
食
べ
て
い

た
時
代
か
ら
、
薬
味
は
欠
か
せ
な
い
存
在

で
し
た
。
薬
味
は
、古
く
は
わ
さ
び
や
し
ょ

う
が
、
タ
デ
な
ど
が
知
ら
れ
、
江
戸
時
代

の
浮
世
絵
で
は
食
膳
に
置
か
れ
た
刺
身
用

と
思
し
き
大
根
お
ろ
し
を
作
る
女
性
の
姿

が
描
か
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
江

戸
は
元
禄
時
代
の
画
家
・
芸
人
で
あ
る
英

一
蝶
は
、「
初
鰹 

か
ら
し
が
な
く
て 

涙
か

な
」
な
る
川
柳
を
残
し
て
お
り
、
醤
油
が

普
及
す
る
ま
で
は
、
か
ら
し
も
薬
味
と
し

て
人
気
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
江
戸
時
代
に
刺
身
が
普
及
し
た
の
は
新

鮮
な
魚
介
の
流
通
が
可
能
と
な
っ
た
、
町

人
に
よ
る
商
品
経
済
が
確
立
し
た
な
ど
の

背
景
も
あ
り
ま
す
が
、
魚
の
生
臭
さ
を
解

消
す
る
醤
油
の
普
及
が
一
番
の
要
因
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　
醤
油
が
普
及
す
る
以
前
は
、
刺
身
は
酢

や
煎
り
酒
で
味
を
つ
け
て
食
べ
て
い
ま
し

た
。
煎
り
酒
は
、
酒
に
梅
干
や
鰹
節
な
ど

を
入
れ
て
と
ろ
み
の
出
る
ま
で
煮
つ
め
た

薬
味
・
調
味
料

刺身の遠縁の先祖？  膾と鱠
　中国では春秋戦国時代、生で細切りにし
た肉や魚を酢やねぎなどの薬味につけて食べ
る膾・鱠という料理がありました（肉を使うの
が膾、魚は鱠）。孔子は膾を好んだと伝えられ、
ことわざにも登場するため、ご存じの方も多い
でしょう。ただし内陸部に都をおく中国の王朝
では新鮮な海産魚が手に入らず、寄生虫の
心配もあり時代とともに生食の習慣は失われ、
清代にはほぼ絶滅します。

大根はつま？ けん？ 

　刺身の添え物、下に敷く千切りの大根を俗
に「刺身のつま」と呼びますが、これは誤用
なのだとか。“つま”は端やへりの意味で、
刺身の手前に添えられるもずくや海苔、穂紫
蘇などをさします。大根
の千切りは「けん」。け
んは剣で、剣のように細
長く切られたものを呼ぶ
のに使われます。

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
堂地浩行／森山博美／枡田喜文
阿部　悟／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

発 行 人
編集委員
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当財団職員２名が全衛連の表彰受賞
第５回日本健康増進財団講演会

2019年 1月　第41号

いきいき健康だより

当財団は第５回講演会「子宮がん撲滅のために
～若年層における子宮頸がん検診の重要性と最新

の知見」を開催しました。ＨＰＶへの感染が原因と
なり、その他のがんとは異なる罹患状況を示す子宮頸
がん。ワクチン接種やその他の経緯から、諸外国と日本
の間では、その対策に大きな方向性の違いが見られま
す。今後の予防対策について長年子宮頸がん対策に
取り組んでいらした諸先生に講演いただきました。
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シ
ア
ト
ル
在
住
日
系
人
に
お
け
る

胃
が
ん
リ
ス
ク
要
因
の
調
査
結
果
か
ら

日
本
人
の
健
康
を
考
え
る 

―
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７回

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）

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	 	米国ワシントン州ワシントン大学公衆衛生学部臨床准教

授兼任。
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。

　
シ
ア
ト
ル
市
で
胃
が
ん
の
リ
ス
ク
要
因
を
調

査
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
１
９
９
３
年

『
厚
生
の
指
標
』〔（
一
財
）
厚
生
労
働
統
計

協
会
刊
〕
に
載
っ
た
論
文
に
遭
遇
し
た
こ
と
で

す
。
そ
こ
に
は
、
血
中
ペ
プ
シ
ノ
ゲ
ン
を
調
べ

る
こ
と
で
、
胃
が
ん
の
前
駆
症
状
で
あ
る
慢
性

萎
縮
性
胃
炎
が
診
断
で
き
る
と
書
か
れ
て
い
ま

し
た
。
同
年
９
月
に
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
シ

ド
ニ
ー
で
開
催
さ
れ
た
国
際
疫
学
会
で
研
究
発

表
し
た
時
、
そ
の
論
文
の
著
者
で
あ
る
稲
葉
裕

教
授
（
当
時
順
天
堂
大
学
在
職
）
に
、
シ
ア

ト
ル
市
で
日
系
人
を
対
象
に
ペ
プ
シ
ノ
ゲ
ン
を

調
べ
て
み
た
い
と
お
話
し
た
と
こ
ろ
、
次
に
東

京
に
来
る
際
、
ペ
プ
シ
ノ
ゲ
ン
測
定
法
を
考
案

さ
れ
た
三
木
一
正
先
生
を
ご
紹
介
し
て
く
だ
さ

る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
翌
年
東
京
で
三
木
先

生
に
お
会
い
す
る
こ
と
が
で
き
、
シ
ア
ト
ル
で

の
調
査
研
究
が
実
現
し
た
と
い
う
次
第
で
す
。 
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過
去
長
い
間
、
胃
が
ん
が
発
症
す
る
原
因
に
つ
い
て

は
は
っ
き
り
と
し
た
こ
と
が
解
明
で
き
ず
、
胃
が
ん
は

特
に
日
本
人
に
多
い
こ
と
か
ら
日
本
人
の
食
生
活
や

生
活
習
慣
が
胃
が
ん
の
発
症
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
日
本
人
は
漬
物

や
味
噌
汁
を
よ
く
摂
取
す
る
こ
と
か
ら
、
塩
分
が
原

因
だ
ろ
う
と
か
、
焦
げ
た
魚
や
肉
を
食
べ
る
こ
と
が
原

因
で
あ
ろ
う
と
か
、
あ
る
い
は
日
本
人
男
性
は
よ
く
タ

バ
コ
を
吸
う
か
ら
喫
煙
が
原
因
だ
ろ
う
と
か
、
い
ろ
い

ろ
な
こ
と
が
原
因
と
し
て
疑
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

　
胃
が
ん
の
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
す
る
き
っ
か

け
と
な
っ
た
の
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ウ
ォ
レ

ン
博
士
と
マ
ー
シ
ャ
ル
博
士
が
１
９
８
２
年
に
胃

潰
瘍
患
者
の
胃
液
か
ら
ピ
ロ
リ
菌
（H

elicobacter 
pylori

：
図
１
）
を
発
見
し
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。

そ
れ
ま
で
は
、
酸
性
度
の
強
い
胃
の
中
で
バ
ク
テ
リ

ア
な
ど
が
生
き
ら
れ
る
は
ず
が
な
い
と
信
じ
ら
れ

て
い
た
の
で
す
。
マ
ー
シ
ャ
ル
博
士
が
ピ
ロ
リ
菌
を

発
見
し
た
の
は
、
胃
潰
瘍
患
者
の
胃
液
を
培
養
し
て

い
る
と
き
、
休
日
が
挟
ま
っ
て
取
り
出
す
の
が
１
日

遅
れ
た
た
め
に
、
ピ
ロ
リ
菌
の
培
養
が
成
功
し
た
と

語
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
偶
然
が
偉
大
な
発
見

に
つ
な
が
っ
た
こ
と
は
、
誠
に
ラ
ッ
キ
ー
で
す
。
ピ

ロ
リ
菌
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
で
、
そ
れ
を
除
菌
す

る
抗
生
物
質
が
開
発
さ
れ
、
胃
潰
瘍
は
ピ
ロ
リ
菌
を

除
菌
す
る
こ
と
で
完
治
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

２
０
０
５
年
に
ピ
ロ
リ
菌
発
見
の
功
績
が
認
め
ら
れ

て
、
ウ
ォ
レ
ン
博
士
と
マ
ー
シ
ャ
ル
博
士
は
ノ
ー
ベ

ル
医
学
生
理
学
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。

　
ピ
ロ
リ
菌
の
発
見
に
伴
い
、
ピ
ロ
リ
菌
は
胃
が
ん

の
発
生
機
序
に
深
く
関
与
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、

多
く
の
日
本
人
が
ピ
ロ
リ
菌
に
、
幼
少
時
知
ら
な
い

う
ち
に
感
染
し
、
胃
の
中
に
住
み
着
い
て
活
発
化
す

る
と
、
ピ
ロ
リ
菌
が
胃
壁
に
炎
症
を
起
こ
し
、
胃
潰

瘍
の
原
因
に
な
り
ま
す
が
、
大
部
分
の
感
染
者
は
無

症
状
で
す
。
何
十
年
と
い
う
長
い
時
間
を
か
け
て
、

ピ
ロ
リ
菌
は
胃
壁
細
胞
を
が
ん
細
胞
に
変
え
て
い
き

ま
す
。
そ
の
前
駆
症
状
が
慢
性
萎
縮
性
胃
炎
で
あ
り
、

三
木
先
生
は
こ
れ
を
血
液
検
査
で
診
断
す
る
ペ
プ

シ
ノ
ゲ
ン
測
定
法
を
開
発
さ
れ
、
そ
の
業
績
に
よ
り

２
０
０
５
年
に
朝
日
が
ん
大
賞
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

　
シ
ア
ト
ル
市
で
１
９
９
４
年
に
実
施
し
た
健
診
参

加
日
系
人
男
性
４
１
５
名
と
女
性
３
６
１
名
を
対
象

に
、
血
液
検
査
に
よ
る
ピ
ロ
リ
菌
の
感
染
の
有
無
を
、

次
に
ペ
プ
シ
ノ
ゲ
ン
法
に
よ
っ
て
慢
性
萎
縮
性
胃
炎

の
有
無
を
調
べ
ま
し
た
。
ペ
プ
シ
ノ
ゲ
ン
は
蛋
白
質

の
分
解
酵
素
ペ
プ
シ
ン
の
前
駆
体
で
、
そ
の
99
％
は

胃
内
腔
に
分
泌
さ
れ
ま
す
が
、
１
％
は
血
液
中
に
流

入
し
ま
す
。
血
中
の
ペ
プ
シ
ノ
ゲ
ン
濃
度
は
食
事
な

ど
の
影
響
を
受
け
ず
一
定
で
す
が
、
慢
性
萎
縮
性
胃

炎
や
胃
が
ん
を
患
う
と
、
ペ
プ
シ
ノ
ゲ
ン
の
分
泌
が

阻
害
さ
れ
、
血
中
の
濃
度
が
減
少
し
ま
す
。
減
少
の

程
度
に
基
準
を
設
け
る
と
慢
性
萎
縮
性
胃
炎
の
有
無

が
診
断
で
き
る
わ
け
で
す
。

　
図
２
と
図
３
は
、
日
系
人
の
ピ
ロ
リ
菌
感
染
率
と

慢
性
萎
縮
性
胃
炎
有
症
率
を
年
齢
別
に
示
し
ま
す

が
、
男
女
と
も
に
加
齢
に
し
た
が
っ
て
上
昇
し
ま
す
。

男
女
の
ピ
ロ
リ
菌
感
染
率
と
慢
性
萎
縮
性
胃
炎
有
症

率
は
64
歳
ま
で
ほ
ぼ
同
じ
で
す
が
、
65
歳
以
上
で

は
ピ
ロ
リ
菌
感
染
率
は
女
性
の
方
が
男
性
よ
り
高
く

な
っ
て
い
ま
す
。
　

　
で
は
、
ピ
ロ
リ
菌
に
感
染
し
て
い
る
者
が
ど
れ
く

ら
い
の
割
合
で
慢
性
萎
縮
性
胃
炎
に
な
っ
て
い
る
の

で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
を
示
し
た
の
が
図
4
で
す
。
64

歳
ま
で
は
男
女
と
も
ほ
ぼ
同
じ
割
合
で
す
が
、
65
歳

を
過
ぎ
る
と
男
女
差
が
大
き
く
な
り
、
ピ
ロ
リ
菌
感

染
者
中
で
慢
性
萎
縮
性
胃
炎
者
の
割
合
は
65
～
74
歳

で
男
性
77
・
５
％
、
女
性
45
・
４
％
、
75
歳
以
上
で

は
男
性
85
・
７
％
、
女
性
63
・
６
％
と
、
圧
倒
的
に

男
性
の
ほ
う
が
高
い
割
合
と
な
り
ま
す
。
こ
の
こ
と

は
男
性
の
胃
が
ん
死
亡
率
が
女
性
よ
り
も
高
い
と
い

1研
究
の
背
景

2シ
ア
ト
ル
市
で
の

日
系
人
を
対
象
に
し
た

胃
が
ん
リ
ス
ク
要
因
の

調
査

図１　ピロリ菌
 　　　（Helicobacter pylori）

ピロリ菌は長さ約3μmで直径
約0.5μmのバクテリア。

引用：Wikipedia, the free encyclopedia

3日
系
人
の

ピ
ロ
リ
菌
感
染
率
と

慢
性
萎
縮
性
胃
炎
の

有
症
率
は
ど
れ
く
ら
い
か
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う
事
実
を
裏
付
け
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
日
系
人
の
胃
が
ん
死
亡
統
計
は
ア
メ
リ
カ
で
は
集

計
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
日
本
の
国
立
が
ん
研
究
セ

ン
タ
ー
に
よ
る
と
、
２
０
１
６
年
の
日
本
人
の
胃
が

ん
死
亡
率
は
人
口
10
万
人
あ
た
り
男
性
49
・
０
に
対

し
て
女
性
は
24
・
４
で
す
。
男
性
の
胃
が
ん
死
亡
率

は
女
性
の
２
倍
で
す
。

　
日
本
か
ら
ア
メ
リ
カ
へ
、
１
０
０
年
以
上
前
に
移

民
し
て
成
り
立
っ
た
日
系
人
集
団
の
ピ
ロ
リ
菌
感
染

率
と
萎
縮
性
胃
炎
率
は
、
日
本
人
と
ど
れ
く
ら
い
違

う
の
で
し
ょ
う
か
。

　
京
都
府
立
医
科
大
学
の
渡
邊
能
行
教
授
（
当
時
）

の
ご
協
力
を
得
て
、
１
９
８
７
年
に
京
都
府
Ｋ
町
で

実
施
し
た
健
診
参
加
者
１
、３
９
３
名
を
比
較
対
照

集
団
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
ず
、
図
５
の

ピ
ロ
リ
菌
感
染
率
を
比
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。
ピ
ロ
リ

菌
感
染
率
は
、
日
本
人
が
50
歳
未
満
の
65
％
か
ら

50
～
64
歳
の
79
％
の
間
に
位
置
す
る
の
に
、
日
系
人

は
50
歳
未
満
の
15
％
か
ら
70
歳
以
上
の
47
％
の
間
で

す
。
日
本
人
の
ピ
ロ
リ
菌
感
染
率
が
圧
倒
的
に
高
い

こ
と
は
明
ら
か
で
す
。

　
図
６
は
、
慢
性
萎
縮
性
胃
炎
有
症
率
の
比
較
で
す
。

両
集
団
と
も
加
齢
に
し
た
が
っ
て
有
症
率
が
上
昇
し

て
い
ま
す
が
、
特
に
日
系
人
は
そ
の
傾
向
が
ピ
ロ
リ

菌
感
染
率
同
様
、
顕
著
で
す
。
ピ
ロ
リ
菌
の
高
い
感

染
率
を
反
映
し
て
日
本
人
の
慢
性
萎
縮
性
胃
炎
有
症

率
が
各
年
齢
層
を
通
じ
て
日
系
人
よ
り
高
く
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
大
き
な
違
い
は
、
日
本
人
と

ア
メ
リ
カ
人
の
胃
が
ん
死
亡
率
の
大
差
を
裏
付
け
る

も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
日
本
人
の
胃
が
ん
死
亡
率

は
人
口
10
万
人
あ
た
り
男
性
49
・
０
、
女
性
24
・
４

に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
人
は
男
性
４・５
、
女
性
３
・

１
で
す
。

　
慢
性
萎
縮
性
胃
炎
の
リ
ス
ク
を
推
定
す
る
た
め

に
、
シ
ア
ト
ル
日
系
人
と
京
都
府
Ｋ
町
の
住
民
を
対

5慢
性
萎
縮
性
胃
炎
の

リ
ス
ク
を
高
め
る

要
因
は
何
か

4日
系
人
と
日
本
人
を

比
べ
る
と
…
…

図２　日系人男性のピロリ菌感染率
　　　と慢性萎縮性胃炎有症率

％
50

40

30

20

10

0
年齢＜50歳　　50～64歳　　65～74 歳　　≧75歳

■ピロリ菌感染率　■慢性萎縮性胃炎有症率

15.2

2.5

14.7

33.1
35.6

27.6

41.2

35.3

図４　ピロリ菌感染者中における
　　　 慢性萎縮性胃炎有症者の割合（％） 

％
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

年齢＜50歳　　50～64歳　　65～74 歳　　≧75歳

■男性　■女性

16.4 13.2

47.344.4

77.5

45.4

85.7

63.6

図３　日系人女性のピロリ菌感染率
　　　と慢性萎縮性胃炎有症率 

％
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10

0
年齢＜50歳　　50～64歳　　65～74 歳　　≧75歳

■ピロリ菌感染率　■慢性萎縮性胃炎有症率

15.2

2.0

15.5

32.8

44.0
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図５　日系人と日本人の
　　　ピロリ菌感染率（％） 
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図６　日系人と日本人の
　　　慢性萎縮性胃炎有症率（％）
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象
に
し
て
多
重
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
回
帰
分
析
を
適
用

し
ま
し
た
。
こ
の
分
析
方
法
に
つ
い
て
は
本
稿
シ

リ
ー
ズ
の
４
回
目
を
参
照
く
だ
さ
い
。
図
７
は
、
慢

性
萎
縮
性
胃
炎
を
従
属
変
数
と
し
て
、
そ
の
リ
ス
ク

を
推
定
し
た
オ
ッ
ズ
比
を
示
し
ま
す
。
シ
ア
ト
ル

日
系
人
で
は
、
年
齢
50
歳
未
満
（
オ
ッ
ズ
比
１・
０
）

に
比
べ
て
50
歳
以
上
の
年
齢
層
の
リ
ス
ク
が
そ
れ
ぞ

れ
６・
４
倍
、16
・
９
倍
、30
・
１
倍
と
大
変
高
く
現

れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
50
歳
未
満
の
慢
性
萎
縮
性

胃
炎
有
症
者
が
極
端
に
少
な
い
た
め
で
す
。
ピ
ロ
リ

菌
よ
り
年
齢
が
慢
性
萎
縮
性
胃
炎
と
胃
が
ん
の
リ
ス

ク
要
因
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
京
都
府
日
本
人
の
50
歳
以
上
の
慢
性
萎
縮

性
胃
炎
の
リ
ス
ク
は
50
歳
未
満
に
比
べ
て
１・
９
倍
、

２・
２
倍
、３・
１
倍
と
な
り
、加
齢
と
と
も
に
リ
ス

ク
が
徐
々
に
上
昇
す
る
典
型
的
な
パ
タ
ー
ン
で
す
。

　
京
都
府
日
本
人
の
デ
ー
タ
に
は
親
の
胃
が
ん
歴
の

情
報
が
あ
り
、
親
が
胃
が
ん
に
罹
っ
た
こ
と
が
あ
る

場
合
、
な
し
に
比
べ
て
慢
性
萎
縮
性
胃
炎
に
な
る
リ

ス
ク
が
１・
６
倍
で
す
。
こ
れ
は
親
の
が
ん
に
な
り

や
す
い
体
質
よ
り
も
同
じ
環
境
で
育
っ
た
た
め
に
ピ

ロ
リ
菌
に
感
染
し
、
子
ど
も
も
成
人
し
て
か
ら
慢
性

萎
縮
性
胃
炎
に
な
る
た
め
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
シ
ア
ト
ル
日
系
人
に
は
、
過
去
に
日
本
で
ど
れ
く

ら
い
の
期
間
住
ん
で
い
た
か
を
質
問
し
ま
し
た
。
日

本
で
の
居
住
歴
１
年
未
満
に
比
べ
て
20
年
以
上
の
居

住
者
の
慢
性
萎
縮
性
胃
炎
の
リ
ス
ク
は
４・
５
倍
と

な
り
、
日
本
で
長
く
生
活
し
た
こ
と
で
ピ
ロ
リ
菌
に

感
染
し
、
後
年
慢
性
萎
縮
性
胃
炎
に
な
る
リ
ス
ク
が

高
く
な
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。

　
日
系
人
の
加
齢
の
リ
ス
ク
を
除
く
と
、
ピ
ロ
リ
菌

感
染
者
に
お
け
る
慢
性
萎
縮
性
胃
炎
の
リ
ス
ク
は
非

感
染
者
に
比
べ
て
日
本
人
が
７・
８
倍
、
日
系
人
が

10
・
１
倍
と
な
り
、
リ
ス
ク
要
因
の
中
で
は
最
も
高

い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
ま
す
。
分
析
に
喫
煙
習
慣
と
飲

酒
習
慣
を
加
え
ま
し
た
が
、
慢
性
萎
縮
性
胃
炎
と
の

関
連
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
私
共
の
シ
ア
ト
ル
日
系
人
に
お
け
る
ピ
ロ
リ
菌

と
慢
性
萎
縮
性
胃
炎
の
研
究
が
、
ア
メ
リ
カ
疫
学
誌

（Am
erican Journal of Epidem

iology
）に
発
表
さ

れ
た
の
が
２
０
０
０
年
で
す
。
５
年
後
の
２
０
０
５

年
に
ピ
ロ
リ
菌
を
発
見
し
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の

ウ
ォ
レ
ン
博
士
と
マ
ー
シ
ャ
ル
博
士
に
ノ
ー
ベ
ル
医

学
生
理
学
賞
が
授
与
さ
れ
ま
し
た
。
私
ど
も
の
研
究

は
ピ
ロ
リ
菌
と
慢
性
萎
縮
性
胃
炎
と
の
関
連
を
疫
学

的
に
解
析
し
、
ピ
ロ
リ
菌
の
果
た
す
役
割
の
重
要
性

に
着
目
し
た
こ
と
で
、
少
し
は
学
術
的
に
貢
献
で
き

た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
日
本
健

康
増
進
財
団
の
理
事
長
で
あ
る
三
木
一
正
先
生
が

２
０
０
５
年
ペ
プ
シ
ノ
ゲ
ン
測
定
法
の
確
立
と
普
及

の
功
績
に
よ
り
、
朝
日
が
ん
大
賞
を
受
賞
さ
れ
た
こ

と
は
、
三
木
先
生
に
シ
ア
ト
ル
の
研
究
を
支
援
し
て

い
た
だ
い
た
だ
け
に
、
誠
に
喜
ば
し
い
こ
と
と
思
っ

て
い
ま
す
。

　
本
研
究
で
は
、
ア
メ
リ
カ
で
の
ピ
ロ
リ
菌
の
感
染

率
が
低
い
こ
と
を
反
映
し
て
、
シ
ア
ト
ル
日
系
人
の

ピ
ロ
リ
菌
感
染
率
は
日
本
人
よ
り
相
当
低
く
、
そ
の

た
め
慢
性
萎
縮
性
胃
炎
有
症
率
も
日
本
人
よ
り
格
段

に
低
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
慢
性
萎
縮

性
胃
炎
の
リ
ス
ク
は
、
第
一
に
ピ
ロ
リ
菌
、
そ
れ
以

外
に
加
齢
、
親
の
胃
が
ん
歴
（
日
本
人
）、
日
本
で

の
長
期
居
住
（
日
系
人
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

　
次
回
は
、
私
ど
も
が
シ
ア
ト
ル
で
日
系
人
を
含
め

た
ア
ジ
ア
系
移
民
を
対
象
と
し
て
行
っ
た
ピ
ロ
リ
菌

と
慢
性
萎
縮
性
胃
炎
に
関
す
る
疫
学
研
究
結
果
を
ご

紹
介
し
ま
す
。

1. Namekata T, Miki K, Kimmey M, Fritsche 
T, Hughes D, Moore D, Suzuki K. Chronic 
atrophic gastritis and Helicobacter pylori 
infection among Japanese Americans in 
Seattle. American J Epidemiology, 2000; 
151:820-30.

2. Namekata T, Watanabe Y, Miki K, Kimmey 
M. Comparison of chronic atrophic 
gastritis and its risk factors between 
Japanese Americans in Seattle and native 
Japanese in Kyoto, Japan. Presented at 
the 67th Annual Meeting of American 
College of Gastroenterology in Seattle, 
Washington, October 20-22, 2002.

6結
語

図７　シアトル在住日系人と京都府日本人における
　　　慢性萎縮性胃炎のリスクを推定するオッズ比

　（注）親の胃がん歴あり（p ＜0.10）以外のオッズ比は p ＜0.05 で有意

■日系人　■日本人

年齢 50 歳未満
50 ～64歳
65 ～74 歳
75 歳以上

ピロリ菌感染なし
あり

親の胃がん歴なし
あり

日本での居住歴：１年未満
20 年以上
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て
金
で
装
飾
し
た
り
、
和
歌
を
描
い
た
歌
貝

に
発
展
し
ま
し
た
。
た
だ
し
形
の
整
っ
た
貝
殻

を
そ
ろ
え
る
た
め
高
価
で
、
主
に
宮
中
で
遊

ば
れ
た
よ
う
で
す
。

　
時
代
は
下
っ
て
室
町
時
代
、
16
世
紀
後
半

に
な
る
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
に
よ
り
カ
ー
ド
（
カ

ル
タ
）
遊
び
が
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。
や
が
て
カ

ル
タ
は
貝
合
わ
せ
と
融
合
し
、
さ
ら
に
木
版

印
刷
で
量
産
が
可
能
と
な
り
、
歌
か
る
た
と

し
て
町
人
に
広
ま
り
ま
す
。
当
時
は
和
歌
を

覚
え
る
教
育
的
な
意
味
で
読
み
札
に
は
上
句

の
み
が
描
か
れ
、
上
句
の
み
を
詠
み
上
げ
た
よ

う
で
す
。
ち
な
み
に
幕
末
に
近
い
19
世
紀
中
頃

に
は
「
い
ろ
は
か
る
た
」
も
誕
生
し
ま
し
た
。

当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ト
ラ
ン
プ
や
タ
ロ
ッ
ト
は
主

に
ゲ
ー
ム
だ
っ
た
の
に
比
べ
、
和
歌
や
格
言
の

描
か
れ
た
か
る
た
は
江
戸
の
町
人
文
化
の
水

準
の
高
さ
を
う
か
が
わ
せ
ま
す
。

「
百
人
一
首
」
と
聞
い
て
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、

和
歌
に
合
わ
せ
て
読
み
札
を
取
る〝
歌
か
る
た
〟で
し
ょ
う
。

し
か
し
元
々
の
百
人
一
首
は
鎌
倉
時
代
の
歌
人
・
藤
原
定
家
が
編
纂
し
た
歌
集
で
、

歌
か
る
た
が
考
案
・
普
及
し
た
の
は
室
町
時
代
末
期
か
ら
江
戸
時
代
で
す
。

以
来
、
特
に
お
正
月
の
風
物
詩
と
し
て
広
く
親
し
ま
れ
て
き
ま
し
た
。

　
も
と
も
と
の
「
百
人
一
首
」
は
、
平
安
～
鎌

倉
時
代
の
歌
人
・
藤
原
定
家
が
歌
人
１
０
０

人
の
和
歌
を
一
首
ず
つ
選
ん
で
ま
と
め
た
秀
歌

撰
で
す
。
こ
の
〝
１
０
０
人
か
ら
一
首
ず
つ
〟

と
い
う
ス
タ
イ
ル
は
人
気
で
、
後
代
い
ろ
い
ろ
な

百
人
一
首
が
編
ま
れ
ま
し
た
。
し
か
し
本
家
・

定
家
の
百
人
一
首
は
別
格
。
定
家
が
百
首
を
選

ん
だ
京
都
・
小
倉
山
の
山
荘
に
ち
な
ん
で
「
小

倉
百
人
一
首
」
と
呼
ば
れ
、
和
歌
に
興
味
の
な

い
方
で
も
ご
存
じ
の
歌
が
多
く
含
ま
れ
ま
す
。

　
小
倉
百
人
一
首
は
、
１
番
の
天
智
天
皇
（
飛

鳥
時
代
）
か
ら
１
０
０
番
の
順
徳
院
（
鎌
倉

時
代
）
ま
で
、概
ね
年
代
順
に
並
ん
で
い
ま
す
。

ち
な
み
に
男
性
の
詠
み
手
79
名
に
対
し
、女
性

（
姫
）
は
21
名
。
ま
た
男
性
の
う
ち
12
名
が

僧
侶
（
坊
主
）
で
す
。

　
百
人
一
首
の
歌
か
る
た
は
読
み
札
・
取
り
札

が
１
０
０
枚
ず
つ
、
計
２
０
０
枚
で
構
成
さ
れ

ま
す
。
大
和
絵
風
の
詠
み
手
の
姿
と
一
首
全
体

が
描
か
れ
る
の
が
読
み
札
、
取
り
札
に
は
下

句
の
み
が
仮
名
書
き
さ
れ
ま
す
。

　
歌
か
る
た
は
室
町
時
代
に
考
案
さ
れ
た
と

さ
れ
ま
す
が
、
町
人
な
ど
に
普
及
し
た
の
は

江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
。歌
か
る
た
の
誕
生
・

普
及
に
は
、（
小
倉
百
人
一
首
以
外
に
）「
貝

合
わ
せ
」「
カ
ル
タ
（
カ
ー
ド
遊
び
）」「
木
版

印
刷
」
の
３
つ
の
要
素
が
必
要
で
し
た
。

　
平
安
時
代
の
宮
中
で
は
、「
貝
合
わ
せ
」
が

流
行
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
は
ま
ぐ
り
な
ど
の

二
枚
貝
を
二
つ
に
分
け
、
一
方
に
合
う
相
方
を

見
つ
け
る
遊
び
で
（
正
し
く
は
貝
覆
い
。
遊
び

方
・
呼
び
名
は
時
代
と
と
も
に
変
遷
）、
や
が

歌
か
る
た
の
原
型
・

「
小
倉
百
人
一
首
」

歌
か
る
た
が

考
案
さ
れ
た
背
景

歌
か
る
た

　歌かるたは、地域や時代とともに、さまざまな遊び方が生まれてきました。

散らし取り 100 枚の取り札を散らし、読み札は上句から詠んで取った札の枚数を競
う、最も基本的なかるた遊び。

逆さまかるた  読み札・取り札を逆にし、下句を詠んで上句の絵札を取り合います。

坊主めくり  裏返しの絵札 100 枚
を山に積み、参加者は一枚ずつ引い
ていきます。坊主を引くと全札は没収
されて山の横に置かれ、次に姫の札
を引いた人の総取りに。

かるたの遊び方

▲ 坊主 ▲ 姫 ▲ 蝉丸（引くと１回休み）

貝合わせ

▲ 読み札（右）と取り札

大人のこだわり充実ライフ
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本
誌
７
、
10
月
号
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ

白
内
障
、
緑
内
障
に
テ
ー
マ
を
絞
り
お

話
し
ま
し
た
が
、
本
稿
で
は
、
こ
の
シ

リ
ー
ズ
の
締
め
く
く
り
と
し
て
主
な
眼

底
疾
患
を
、
と
く
に
こ
の
財
団
が
実
施

し
た
健
診
の
眼
底
検
査
で
観
察
さ
れ
た

疾
患
に
絞
っ
て
お
話
し
ま
す
。
検
査
で

使
わ
れ
る
眼
底
カ
メ
ラ
は
、
瞳
を
薬
で

開
か
ず
に
そ
の
ま
ま
撮
影
で
き
る
無
散

瞳
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
で
す
。
眼
底
検
査

の
重
要
性
は
、
後
述
す
る
主
な
眼
底
疾

患
を
知
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
ご
理
解

い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

―東邦大学医学部名誉教授・日本眼科学会専門医　杤久保 哲男

主な眼底疾患
みなさまの健康のために

第4回

　
一
般
に
眼
科
外
来
で
の
眼
底
検
査
は
、

ま
ず
検
眼
鏡
を
用
い
ま
す
が
、
説
明
の
た

め
に
無
散
瞳
眼
底
カ
メ
ラ
を
撮
り
ま
す
。

し
か
し
瞳
が
小
さ
い
、
眩
し
が
る
、
白
内

障
な
ど
で
眼
底
の
詳
細
が
観
察
し
に
く
い

と
き
は
、
散
瞳
し
て
眼
底
カ
メ
ラ
で
記
録

し
、
モ
ニ
タ
ー
や
ポ
ラ
ロ
イ
ド
で
本
人
に

お
見
せ
し
ま
す
。
集
団
健
診
で
は
、
短
時

間
に
多
く
の
眼
底
撮
影
を
行
う
た
め
、
必

然
的
に
無
散
瞳
カ
メ
ラ
を
用
い
ま
す
の
で
、

前
述
し
た
よ
う
に
散
瞳
し
な
け
れ
ば
観
察

で
き
な
い
人
の
眼
底
写
真
の
判
読
は
難
し

く
判
定
で
き
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、

健
診
で
よ
く
見
ら
れ
る
疾
患
を
順
次
ご
説

明
し
ま
す
。

a 

星
状
硝
子
体
症
（
図
１
） 

　
硝
子
体
の
中
に
白
い
結
晶
が
浮
遊
し
て

は
じ
め
に

中
間
透
光
体
の

混
濁

1 無
散
瞳
カ
メ
ラ
に
よ
る

眼
底
検
査
で
分
か
る
主
な
疾
患

図 1

杤久保 哲男
（とちくぼ　てつお）

1976 年　東邦大学医学部卒業、同学部眼科学教室にて研修
1978 年　東邦大学医学部眼科学講座助手
1985 年　国立大蔵病院眼科医長、東邦大学医学部博士号取得
1988 年　東邦大学医学部講師（眼科学講座）
1989 年　日本眼科学会専門医取得
1990 年　東邦大学医療短期大学看護学科兼担講師（眼科学）
1991 年　東邦大学医学部助教授（眼科学第一講座）
1995 年　東邦大学医学部教授（眼科学講座）
2014 年　東邦大学退職、同大学名誉教授

略　歴
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みなさまの健康のために

障
で
あ
る
確
率
が
高
く
な
り
ま
す
。
健
診

の
予
診
で
自
己
申
告
が
あ
る
と
眼
底
に
特

徴
的
所
見
を
認
め
ま
す
が
、
申
告
の
な
い

人
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
す
。

無
症
状
の
ま
ま
慢
性
に
経
過
す
る
本
症
は
、

最
も
健
診
に
よ
る
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
対

象
疾
患
の
代
表
で
す
。
健
診
で
視
神
経
乳

頭
陥
凹
が
指
摘
さ
れ
、
外
来
に
来
ら
れ
る

方
も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

b 

視
神
経
萎
縮
（
図
4
）

　
全
体
が
血
色
な
く
蒼
白
で
す
。
視
神
経

炎
の
既
往
や
か
な
り
進
行
し
た
緑
内
障
で

も
見
ら
れ
る
所
見
で
す
。

c 

乳
頭
浮
腫
（
う
っ
血
乳
頭
）（
図
5
）

　
視
神
経
辺
縁
の
境
界
が
不
鮮
明
で
、
周

辺
に
線
状
出
血
や
軟
性
白
斑
が
見
ら
れ
ま

す
。
ほ
と
ん
ど
が
両
眼
性
で
あ
り
、
頭
蓋

内
圧
が
亢
進
し
て
い
る
状
態
な
の
で
、
で

き
る
だ
け
早
期
の
精
査
が
必
要
で
す
。
初

期
に
は
、
視
神
経
炎
と
異
な
り
、
視
力
障

害
が
あ
ま
り
強
く
な
く
、
頭
痛
が
主
な
自

覚
症
状
で
す
。

a 

加
齢
黄
斑
変
性
（
図
6
）

　
中
高
年
に
見
ら
れ
る
疾
患
で
、
黄
斑
部

に
出
血
や
滲
出
性
変
化
が
出
現
し
、
物
が

歪
ん
で
見
え
、
視
力
も
低
下
し
ま
す
。
治

療
は
光
感
受
性
の
物
質
（
ビ
ス
ダ
イ
ン
）

を
血
管
内
に
注
射
し
、黄
斑
部
に
レ
ー
ザ
ー

照
射
す
る
こ
と
で
、
原
因
と
な
る
脈
絡
膜

由
来
の
新
生
血
管
を
消
褪
さ
せ
る
光
線
力

学
療
法
と
、
ル
セ
ン
テ
ィ
ス
や
ア
イ
リ
ー

ア
な
ど
の
抗
血
管
新
生
因
子
薬
を
硝
子
体

に
注
射
す
る
方
法
が
あ
り
、
現
行
で
は
後

者
が
主
流
で
す
。
問
題
は
こ
の
注
射
薬
が

高
価
で
あ
る
こ
と
、
一
回
で
は
効
果
が
あ

ま
り
な
く
数
回
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。
つ
ま
り
、
患
者
さ
ん
の
負
担
が
大

き
い
こ
と
で
す
。
本
症
は
、
肥
満･

喫
煙

な
ど
の
習
慣
的
要
因
や
紫
外
線･

ブ
ル
ー

ラ
イ
ト
な
ど
の
強
い
光
の
ダ
メ
ー
ジ
も
発

症
原
因
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

b 

中
心
性
漿
液
性
網
脈
絡
膜
症
（
図
7
）

　
働
き
盛
り
の
男
性
に
多
く
、
患
眼
に
丸

く
暗
く
見
え
る
部
分
（
比
較
暗
点
）
と
線

な
ど
の
歪
み
を
自
覚
し
ま
す
。
ス
ト
レ
ス

が
誘
因
で
起
こ
る
脈
絡
膜
毛
細
血
管
の
一

部
か
ら
血
漿
の
漏
出
に
よ
る
限
局
性
網
膜

剥
離
で
す
。
血
圧
が
上
が
る
よ
う
な
運
動

や
眼
を
酷
使
す
る
仕
事
を
避
け
、
酒
・
た

ば
こ
を
節
制
し
て
も
ら
い
ま
す
。

c 

黄
斑
上
膜
（
図
8
）

　
よ
く
見
ら
れ
る
所
見
で
、
上
膜
の
中
心

に
向
か
っ
て
膜
に
襞
が
観
察
さ
れ
ま
す
。

中
心
窩
が
見
ら
れ
な
い
場
合
は
視
力
低
下

が
あ
る
と
考
え
ま
す
。
明
ら
か
に
障
害
が

あ
る
と
、
硝
子
体
手
術
で
膜
を
剥
が
せ
ば
、

あ
る
程
度
回
復
し
ま
す
。

網
膜
黄
斑
部
の
疾
患

3

図 4図 5

図 6

図 7図 8

い
る
所
見
で
、
程
度
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

自
覚
的
に
は
飛
蚊
症
で
、
視
力
障
害
は
あ

り
ま
せ
ん
。

b 
白
内
障
（
図
2
）

　
写
真
全
体
に
、
程
度
は
さ
ま
ざ
ま
で
す

が
、
白
い
ベ
ー
ル
で
被
わ
れ
た
よ
う
に
霞

ん
で
観
察
さ
れ
ま
す
。
白
内
障
に
つ
い
て

の
説
明
は
本
誌
7
月
号
に
詳
述
し
ま
し
た
。

a 

緑
内
障
（
図
3
）

　
眼
圧
に
関
係
し
た
視
神
経
障
害
で
す
か

ら
、
そ
の
特
徴
的
所
見
で
あ
る
視
神
経
乳

頭
の
陥
凹
拡
大
、
乳
頭
辺
縁
部
の
菲
薄
化

や
切
痕
と
そ
の
部
分
に
集
ま
る
神
経
線
維

の
束
状
の
欠
損
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
緑
内

視
神
経
の
疾
患

2
図 2図 3
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４
に
分
類
さ
れ
ま
す
。
高
血
圧
が
あ
る
場

合
は
、
高
血
圧
所
見
Ｈ
１
～
Ｈ
４
を
併
記

し
ま
す
。Scheie

分
類
（
ex. 

Ｈ
２
、Ｓ
２
）、

Keith-W
agner

分
類
（
ex. 

Ｋ
Ｗ
Ⅱ
、
Ｈ

２
、
Ｓ
２
）
と
表
記
し
ま
す
。
ち
な
み
に
、

Ｈ
１
は
動
脈
が
全
体
に
細
く
な
り
、
Ｈ
２

は
動
脈
の
口
径
不
同
が
見
ら
れ
、
Ｈ
３
は

狭
細
化
と
口
径
不
同
に
網
膜
出
血
が
出
現
、

Ｈ
４
は
こ
れ
ら
の
所
見
に
乳
頭
浮
腫
が
伴

う
状
態
で
、
放
置
す
れ
ば
生
命
の
危
険
に

さ
ら
さ
れ
ま
す
。

b 

網
膜
静
脈
閉
塞
症
（
図
11
）

　
中
心
静
脈
の
閉
塞
と
分
枝
静
脈
の
閉
塞

が
あ
り
、
硬
化
し
た
動
脈
に
よ
っ
て
交
叉

部
位
で
柔
ら
か
い
静
脈
が
圧
迫
さ
れ
て
血

流
障
害
を
き
た
し
、
特
徴
的
な
火
炎
状
の

出
血
を
起
こ
し
ま
す
。
中
心
静
脈
に
閉
塞

が
進
む
と
出
血
は
網
膜
全
域
に
生
じ
、
視

力
の
予
後
は
不
良
で
、
ひ
い
て
は
血
管
新

生
緑
内
障
を
併
発
し
、
失
明
す
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。

c 

高
血
圧
性
網
膜
症
（
図
12
）

　
高
血
圧
症
で
眼
底
網
膜
に
Ｈ
３
以
上
の

所
見
が
認
め
ら
れ
る
状
態
を
言
い
ま
す
。

Ｋ
Ｗ
分
類
は
Ｈ
所
見
の
程
度
で
行
い
ま
す
。

d 

黄
斑
偽
円
孔
（
図
9
）

　
黄
斑
部
に
あ
た
か
も
穴
が
開
い
た
よ
う

に
見
え
る
所
見
で
、
視
力
が
保
た
れ
て
い

る
の
で
、
偽
り
の
円
孔
に
な
り
ま
す
。
や

は
り
、
中
心
窩
の
周
囲
に
生
じ
た
上
膜
に

よ
る
も
の
で
す
。
Ｏ
Ｃ
Ｔ
で
は
中
心
小
窩

は
保
た
れ
て
い
る
の
が
分
か
り
ま
す
。

a 

網
膜
動
脈
硬
化
症
、
高
血
圧
性
眼
底

    （
図
10
）

　
網
膜
の
動
脈
と
静
脈
第
一
分
岐
以
降
で

の
交
差
部
で
、
静
脈
が
少
し
圧
排
さ
れ
て

い
れ
ば
硬
化
度
Ｓ
１
、
明
ら
か
に
圧
排
さ

れ
て
い
れ
ば
Ｓ
２
、
動
脈
の
反
射
が
銅
線

色
に
な
っ
て
い
れ
ば
Ｓ
３
、
白
線
化
は
Ｓ

a 

網
膜
有
髄
神
経
線
維
症
（
図
13
）

　
網
膜
線
維
は
本
来
無
髄
線
維
で
生
ま
れ

ま
す
が
、
一
部
有
髄
を
残
し
て
生
ま
れ
る

と
、
乳
頭
か
ら
白
い
線
維
が
線
維
走
行
に

沿
う
形
で
認
め
ら
れ
ま
す
。
視
力
障
害
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
マ
リ
オ
ッ
ト
盲
点
の
拡
大
が

視
野
に
認
め
ら
れ
ま
す
。
先
天
異
常
で
す
。

b 

糖
尿
病
網
膜
症
（
図
14
）

　
イ
ン
シ
ュ
リ
ン
の
作
用
不
足
に
よ
っ
て

起
こ
る
高
血
糖
が
、
血
管
内
の
細
胞
成
分
や

蛋
白
に
糖
化
を
起
こ
し
、
血
管
内
凝
固
や

内
皮
損
傷
で
血
栓
形
成
、
血
管
壁
の
脆
弱

化
に
よ
る
毛
細
管
瘤
や
点
状
、
斑
状
の
出

血
、
硬
性
白
斑
を
起
こ
し
ま
す
（
単
純
糖

尿
病
網
膜
症
）。
さ
ら
に
進
行
す
る
と
、
網

膜
内
血
管
の
異
常
や
途
絶
に
よ
る
循
環
障

害
が
軟
性
白
斑
と
な
っ
て
出
現
し
ま
す
（
前

増
殖
型
糖
尿
病
網
膜
症
）。
増
殖
期
に
な
る

と
新
生
血
管
が
出
現
し
、
大
き
な
出
血
や

網
膜
前
出
血
、
硝
子
体
出
血
、
線
維
血
管

膜
が
見
ら
れ
、
放
置
す
る
と
網
膜
剥
離
や

血
管
新
生
緑
内
障
が
出
現
し
、
失
明
し
ま

す
（
増
殖
型
糖
尿
病
網
膜
症
）。
血
糖
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
が
重
要
で
、
指
標
で
あ
る
糖
化

ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
（H

bA1c

）（
正
常
５
・
８
％

以
下
）
を
多
く
と
も
７
％
く
ら
い
ま
で
下

げ
ま
す
。
眼
科
的
に
は
、
増
殖
型
に
な
る

前
に
網
膜
光
凝
固
に
よ
り
虚
血
網
膜
を
無

く
し
、
血
管
新
生
を
抑
え
ま
す
。
虚
血
網

膜
が
広
範
囲
の
場
合
は
、
で
き
る
だ
け
早

期
に
汎
網
膜
光
凝
固
を
完
成
さ
せ
ま
す
。

c 

網
膜
色
素
変
性
症
（
図
15
）

　
網
膜
の
最
外
層
に
あ
る
色
素
上
皮
に
、

網
膜
血
管
の
疾
患

4

網
膜
の
疾
患

5

図 9

図 11

図 13

図 15

図 12

図 14

図 10

11



金
屏
風
の
色
調
を
呈
す
る
珍
し
い
疾
患
で

す
。
２
～
３
時
間
の
暗
順
応
で
網
膜
の
色

調
は
正
常
の
色
に
戻
り
ま
す
が
、
明
る
い

と
こ
ろ
に
出
て
15
分
ぐ
ら
い
経
つ
と
も
と

の
金
屏
風
の
色
調
に
戻
り
ま
す
。

f 

網
膜
色
素
線
条
（
図
18
）

　
両
眼
の
視
神
経
乳
頭
部
か
ら
放
射
状
不

規
則
に
線
条
の
伸
展
が
見
ら
れ
ま
す
。
弾

力
線
維
性
仮
性
黄
色
症
と
い
う
遺
伝
性
疾

患
で
、
色
素
上
皮
と
脈
絡
膜
の
間
に
あ
る

ブ
ル
フ
膜
の
断
裂
で
起
こ
る
疾
患
で
す
が
、

進
行
性
の
骨
片
様
色
素
沈
着
を
伴
う
変
性

を
き
た
し
、
中
間
周
辺
部
か
ら
周
辺
な
ら

び
に
黄
斑
部
中
心
に
向
か
っ
て
変
性
が
進

み
、
自
覚
的
に
は
変
性
所
見
が
出
る
前
か

ら
夜
盲
が
あ
り
、
視
野
異
常
は
特
徴
的
な

輪
状
暗
点
か
ら
求
心
性
に
狭
く
な
っ
て
い

き
ま
す
。
常
染
色
体
優
性
遺
伝
で
、
暗
順

応
が
悪
く
、
暗
が
り
で
見
え
な
い
夜
盲
を

呈
す
る
疾
患
の
代
表
で
す
。

d 

網
膜
剥
離
（
図
16
）

　
網
膜
の
色
素
上
皮
と
視
細
胞
層
が
剥
が

れ
た
状
態
で
、
多
く
は
網
膜
周
辺
の
格
子

状
変
性
な
ど
か
ら
裂
け
て
剥
が
れ
ま
す
。

近
視
が
強
い
人
や
高
齢
者
に
多
く
、
自
覚

的
に
は
急
激
な
飛
蚊
症
や
光
視
症
の
出
現

が
前
駆
症
状
と
な
り
、
視
野
が
狭
く
な
り

ま
す
。
剥
離
が
黄
斑
部
に
及
ぶ
と
急
激
に

視
力
が
低
下
し
ま
す
。
裂
け
て
も
剥
が
れ

て
な
い
時
期
に
は
、
レ
ー
ザ
ー
で
裂
孔
の

周
り
を
固
め
る
治
療
を
行
い
、
剥
離
に
移

行
し
た
場
合
は
手
術
で
網
膜
を
元
の
位
置

に
戻
し
ま
す
。
経
強
膜
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー

チ
と
硝
子
体
手
術
で
中
か
ら
裂
孔
を
閉
鎖

す
る
方
法
が
あ
り
ま
す
。

e 

小
口
病
（
図
17
）　

　
先
天
性
停
止
性
夜
盲
で
、
剥
げ
か
け
た

皮
膚
科
的
診
断
も
必
要
で
す
。
線
条
が
黄

斑
部
に
進
展
す
れ
ば
、
視
力
障
害
の
原
因

に
な
り
ま
す
。

a 

脈
絡
膜
変
性
（
図
19
）

　
高
度
近
視
や
悪
性
近
視
に
見
ら
れ
る
乳

頭
周
囲
の
広
範
な
網
脈
絡
膜
の
変
性
萎
縮

や
黄
斑
部
と
そ
の
周
囲
の
変
性
萎
縮
が
見

ら
れ
、
視
力
障
害
や
視
野
障
害
を
き
た
し

ま
す
。

　
加
齢
黄
斑
変
性
、
中
心
性
漿
液
性
網
脈

絡
膜
症
、
そ
の
他
眼
外
傷
や
網
膜
剥
離
術

後
の
変
性
、
糖
尿
病
網
膜
症
や
静
脈
閉
塞

症
に
対
し
て
の
レ
ー
ザ
ー
痕
な
ど
が
あ
り

ま
す
。

　
ぶ
ど
う
膜
炎
、
と
く
に
原
田
病
の
炎
症

後
の
脱
色
素
に
よ
る
夕
焼
け
眼
底
が
特
徴

的
で
す
（
図
18
）。

b 
色
素
性
母
斑
（
図
20
）

　
円
形
の
メ
ラ
ニ
ン
色
素
に
富
ん
だ
黒
色

斑
で
認
め
ら
れ
ま
す
。
中
に
は
血
管
腫
や

悪
性
黒
色
腫
も
稀
に
あ
り
、
注
意
を
要
し

ま
す
。

　
本
稿
で
は
、
健
診
で
見
ら
れ
た
所
見

や
疾
患
か
ら
、
主
な
疾
患
を
抽
出
し
ま

し
た
。
日
本
健
康
増
進
財
団
が
行
っ
て

い
る
カ
ラ
ー
眼
底
写
真
判
読
に
よ
る
ス

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
は
、
非
常
に
重
要
な
検

査
に
な
り
ま
す
。
も
っ
と
も
恩
恵
を
受

け
る
の
は
自
覚
症
状
が
な
く
、
慢
性
に

経
過
す
る
緑
内
障
で
し
ょ
う
。
糖
尿
病

を
有
す
る
人
で
は
、
所
見
の
有
無
を
調

べ
ま
す
が
、
な
か
に
は
明
ら
か
に
所
見

が
あ
る
の
に
、
診
断
さ
れ
ず
に
い
る
人

が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
高
血
圧
症
で
も

眼
底
動
脈
に
狭
細
、
口
径
不
同
や
硬
化

が
著
明
に
出
現
し
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
治
療
管
理
さ
れ
て
い
な
い
人
も

散
見
さ
れ
ま
す
。
年
一
回
の
健
診
で
、

埋
も
れ
た
要
治
療
者
を
で
き
る
だ
け
眼

科
受
診
に
勧
奨
で
き
れ
ば
、
非
常
に
有

意
義
な
も
の
と
な
り
ま
す
。

　
稿
を
終
え
る
に
当
た
り
、膨
大
な
デ
ー

タ
か
ら
眼
底
写
真
の
選
択
に
終
始
ご
協

力
戴
い
た
日
本
健
康
増
進
財
団
岡
本
宏

氏
に
深
謝
い
た
し
ま
す
。

脈
絡
膜
の
疾
患

6

図 16

図 18

図 19

図 20

図 17

お
わ
り
に

みなさまの健康のために
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藤
原
昭
利
氏
（
奨
励
賞
）
は
平
成
5
年
4
月
に

入
職
し
、
健
診
業
務
に
従
事
し
て
10
年
以
上
が
経

過
、
中
堅
職
員
と
し
て
職
務
に
専
念
し
て
い
ま
す
。

枡
田
喜
文
氏（
功
績
賞
）は
平
成
元
年
4
月
に
入
職
、

健
診
業
務
に
従
事
し
て
20
年
以
上
が
経
ち
、
そ
の

業
績
が
と
く
に
他
の
範
と
な
り
ま
す
。
2
人
と
も
、

長
年
に
わ
た
る
精
励
と
顕
著
な
功
績
が
認
め
ら
れ
、

今
後
の
活
躍
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
平
成
30

年
6
月
に
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

　

当
財
団
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
８
名
の
ス
タ
ッ
フ
が

全
衛
連
よ
り
表
彰
を
受
け
ま
し
た
。
ま
た
、
日
々
の

健
康
診
断
・
検
査
の
技
能
に
研
鑽
を
重
ね
、
こ
れ

に
続
か
ん
と
す
る
者
も
多
く
お
り
ま
す
。

　

健
康
診
断
や
人
間
ド
ッ
ク
は
、
人
を
最
新
の
検

査
機
器
に
か
け
て
そ
の
健
康
を
測
る
の
で
は
な
く
、

日
々
の
暮
ら
し
の
安
心
と
将
来
へ
向
け
た
健
康
増
進

の
た
め
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
確
認
い
た
だ
く
た
め
の
も
の
。

当
財
団
の
ス
タ
ッ
フ
は
、
そ
の
お
手
伝
い
を
す
る
べ

く
、
知
識
や
経
験
の
修
得
と
と
も
に
自
ら
の
人
間

性
に
磨
き
を
か
け
る
べ
く
、
常
に
努
め
て
お
り
ま
す
。

当
財
団
職
員
が

公
益
社
団
法
人

全
国
労
働
衛
生
団
体
連
合
会
（
全
衛
連
）

か
ら
表
彰
さ
れ
る
！

表彰式会場にて。
向かって右は全衛連・
只野祐専務理事

功績賞  枡田 喜文氏 奨励賞  藤原 昭利氏

　当財団は、この方々のマンパワーを活かして確かな健診

を行い、確かな健診結果を分かりやすくお届けし、皆様の

健康管理に役立つべく努めてまいります。
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平
成
30
年
10
月
23
日
、「
子
宮
が
ん
撲
滅
の
た
め
に
～
若
年
層
に
お
け
る
子
宮
頸
が
ん
検
診
の
重
要
性
と
最
新

の
知
見
」
を
テ
ー
マ
に
、
当
財
団
の
第
５
回
講
演
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
近
年
、
若
年
層
の
死
亡
率
が
上
昇
を
続
け
て
い
る
子
宮
頸
が
ん
。
今
回
の
講
演
は
、
子
宮
頸
が
ん
と
検
診
を

め
ぐ
る
情
勢
に
つ
い
て
講
演
い
た
だ
き
ま
し
た
。

第
５
回

日
本
健
康
増
進
財
団
講
演
会

平
成
30
年
10
月
23
日
　
渋
谷
シ
ダ
ッ
ク
ス
カ
ル
チ
ャ
ー
ホ
ー
ル（
東
京
都
）

　
子
宮
頸
が
ん
は
、
ヒ
ト
・
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス
（
Ｈ
Ｐ
Ｖ
）

へ
の
感
染
が
原
因
と
な
る
。
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス
は
１
５
０

種
類
ほ
ど
あ
り
、
最
近
は
ウ
イ
ル
ス
の
型
を
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る

検
査
法
が
開
発
さ
れ
、
発
が
ん
性
の
あ
る
高
リ
ス
ク
型
、
良
性

腫
瘍
を
作
る
低
リ
ス
ク
型
が
判
別
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
現
在
、Ｈ
Ｐ
Ｖ
ワ
ク
チ
ン
接
種
は
勧
奨
が
中
止
さ
れ
て
い
る
。

日
本
で
は
４
価
の
ワ
ク
チ
ン
が
主
流
な
の
に
対
し
、
世
界
で
は

９
価
が
主
流
。
９
価
の
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
が
進
め
ば
子
宮
頸
が

ん
の
約
７
割
は
征
圧
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る
。
女
性
は
１
万
人
に

対
し
て
６
０
０
０
人
以
上
が
Ｈ
Ｐ
Ｖ
に
感
染
す
る
と
さ
れ
、
そ

の
う
ち
細
胞
に
軽
度
の
異
形
成
や
前
が
ん
病
変
が
生
じ
る
の
は

60
人
、
上
皮
内
が
ん
に
な
り
、
浸
潤
が
ん
に
な
る
の
は
６
人
程

度
と
い
わ
れ
る
。
子
宮
頸
が
ん
の
予
防
は
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
で

Ｈ
Ｐ
Ｖ
へ
の
感
染
を
防
ぎ
、
細
胞
に
異
常
が
出
た
場
合
は
検
診

で
チ
ェ
ッ
ク
す
る
の
が
基
本
だ
。
世
界
で
は
ま
ず
Ｈ
Ｐ
Ｖ
検
査

を
行
い
、
陽
性
の
者
に
細
胞
診
を
行
う
し
く
み
が
広
ま
り
つ
つ

あ
る
が
、
Ｈ
Ｐ
Ｖ
検
査
は
Ｐ
Ｃ
Ｒ
法
の
場
合
、
自
己
採
取
法
で

も
医
師
採
取
法
と
ほ
ぼ
同
等
の
精
度
と
な
っ
て
い
る
。

北
海
道
大
野
記
念
病
院 

婦
人
科
が
ん
セン
タ
ー
長

ス
ト
ッ
プ
！ 

子
宮
頸
が
ん
の
会 

理
事
長

寒
河
江 

悟 

先
生

子
宮
が
ん
撲
滅
の
た
め
に

を
開
催
！

～
若
年
層
に
お
け
る
子
宮
頸
が
ん
検
診
の
重
要
性
と
最
新
の
知
見

「
子
宮
頸
が
ん
と
ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス（
Ｈ
Ｐ
Ｖ
）に
つ
い
て
」

イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
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☎

　
Ｈ
Ｐ
Ｖ
は
、
子
宮
頸
が
ん
以
外
に
肛
門
が
ん
や
口
腔
が
ん
、

舌
が
ん
な
ど
粘
膜
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
が
ん
の
原
因
と
な
り
、

男
性
で
も
口
腔
が
ん
・
咽
頭
が
ん
を
誘
発
す
る
。
Ｈ
Ｐ
Ｖ
感

染
に
喫
煙
が
加
わ
る
と
リ
ス
ク
は
著
し
く
増
大
す
る
。

　
Ｈ
Ｐ
Ｖ
は
強
い
発
が
ん
遺
伝
子
を
持
ち
、
こ
れ
が
人
間
の

Ｄ
Ｎ
Ａ
に
組
み
込
ま
れ
て
細
胞
の
が
ん
化
が
始
ま
る
。
Ｂ
型
・

Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
や
ピ
ロ
リ
菌
も
が
ん
を
引
き
起
こ
す
が

こ
れ
ら
は
発
が
ん
遺
伝
子
を
持
つ
わ
け
で
は
な
く
、
が
ん
の

リ
ス
ク
・
危
険
度
は
Ｈ
Ｐ
Ｖ
が
上
回
る
。
胃
・
肺
・
大
腸
・

乳
が
ん
は
年
齢
と
と
も
に
発
生
率
が
上
昇
す
る
が
、
子
宮
頸

が
ん
は
Ｈ
Ｐ
Ｖ
感
染
で
が
ん
化
が
始
ま
る
た
め
、
20
歳
代
か

ら
高
い
発
生
率
を
示
す
。

　
子
宮
頸
が
ん
の
95
％
は
Ｈ
Ｐ
Ｖ
が
原
因
で
あ
り
、
Ｈ
Ｐ
Ｖ

検
査
が
陰
性
な
ら
子
宮
頸
が
ん
の
リ
ス
ク
の
95
％
が
な
く
な

る
。
子
宮
頸
部
の
細
胞
診
は
１
９
２
８
年
に
開
発
さ
れ
た
古

い
技
術
で
、
細
胞
診
の
み
の
異
常
発
見
率
は
70
～
80
％
、
Ｈ

Ｐ
Ｖ
に
感
染
し
て
も
潜
伏
期
や
キ
ャ
リ
ア
の
場
合
は
陰
性
と

な
り
発
見
で
き
な
い
。
Ｈ
Ｐ
Ｖ
の
数
は
異
型
細
胞
の
数
よ
り

圧
倒
的
に
多
い
た
め
、
細
胞
診
は
医
師
採
取
法
か
自
己
採
取

法
か
で
発
見
率
に
大
き
な
開
き
が
あ
る
の
に
対
し
、
Ｈ
Ｐ
Ｖ

検
査
は
誰
が
行
っ
て
も
発
見
率
に
大
き
な
開
き
は
な
い
。

　
厚
生
労
働
省
は
２
０
１
６
年
、「
職
域
の
婦
人
科
系
が
ん
検

診
の
実
施
率
が
低
い
」
と
指
摘
し
た
。
子
宮
頸
が
ん
検
診
の

受
診
率
は
30
％
強
で
、
そ
の
う
ち
42
・
７
％
が
職
場
で
受
診

す
る
が
、
他
の
が
ん
と
比
べ
る
と
職
域
の
受
診
率
は
低
い
。

　
日
本
で
は
子
宮
頸
が
ん
検
診
は
細
胞
診
が
推
奨
さ
れ
、
Ｈ

Ｐ
Ｖ
検
査
は
証
拠
不
十
分
で
推
奨
で
き
な
い
と
さ
れ
た
。
し

か
し
海
外
は
Ｈ
Ｐ
Ｖ
検
査
が
主
流
で
あ
り
、
見
直
し
の
時
期

で
は
な
い
か
。

　
検
診
受
診
率
の
低
さ
は
、
時
間
的
・
地
理
的
・
心
理
的
な

制
約
が
原
因
と
な
る
。
自
己
採
取
法
に
よ
る
検
診
は
制
約
の

解
消
に
役
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
自
己
採
取
法
に
よ
る
細

胞
診
の
陽
性
率
は
医
師
採
取
法
の
７
分
の
１
程
度
に
と
ど
ま

り
、
特
に
細
胞
診
の
頻
度
が
高
い
若
い
年
代
で
陽
性
率
が
低

い
。
一
方
、
Ｐ
Ｃ
Ｒ
法
で
行
う
自
己
採
取
Ｈ
Ｐ
Ｖ
検
査
は
医

師
採
取
法
と
同
等
の
精
度
を
示
し
、
未
受
診
者
対
策
と
し
て

有
効
性
が
期
待
で
き
る
。
海
外
の
研
究
で
は
、
未
受
診
者
へ

の
検
査
キ
ッ
ト
の
直
接
送
付
に
よ
る
受
診
勧
奨
は
通
常
の
受

診
勧
奨
に
比
べ
応
諾
率
比
で
２・４
倍
と
な
っ
た
。

　
北
海
道
江
別
市
で
行
っ
た
、
自
己
採
取
法
Ｈ
Ｐ
Ｖ
検
査
の

受
診
率
向
上
効
果
の
研
究
で
は
、
２
０
１
４・
１
６・
１
７
年

度
の
３
年
間
で
Ｈ
Ｐ
Ｖ
陽
性
率
は
９・
２
～
12
・
７
％
、
陽
性

者
へ
の
細
胞
診
の
異
常
率
は
53
・
３
～
66
・
７
％
と
、
全
道

一
般
住
民
検
診
の
同
じ
率
（
４・
６
％
／
３・
４
％
）
を
大
き

く
上
回
っ
て
い
る
。

　
子
宮
頸
が
ん
予
防
は
、
世
界
的
に
検
診
受
診
と
ワ
ク
チ
ン

接
種
の
両
立
が
不
可
欠
と
な
っ
て
い
る
が
、
日
本
で
は
検
診

受
診
率
の
低
迷
に
加
え
、
副
反
応
の
問
題
で
ワ
ク
チ
ン
接
種

も
課
題
を
抱
え
て
い
る
。
20
～
69
歳
の
子
宮
頸
が
ん
検
診
受

診
率
は
ア
メ
リ
カ
84
・
５
％
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
81
・
５
％
、

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
平
均
61
・
６
％
等
に
対
し
て
日
本
は
42
・
１
％
。

Ｈ
Ｐ
Ｖ
ワ
ク
チ
ン
の
３
回
接
種
率
は
マ
レ
ー
シ
ア
87
・
０
％
、

イ
ギ
リ
ス
86
・
０
％
、
デ
ン
マ
ー
ク
82
・
０
％
に
対
し
て
日

本
は
０・
６
％
。
Ｈ
Ｐ
Ｖ
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
副
反
応
は
全
身
の

痛
み
や
運
動
障
害
が
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
疫
学
調
査
で
は

ワ
ク
チ
ン
接
種
と
の
関
係
は
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
日
本
の
子
宮
頸
が
ん
死
亡
者
数
は
、
50
歳
未
満
で
増
加
傾

向
に
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
子
宮
頸
が
ん
対
策
の
実
施

は
日
本
よ
り
遅
か
っ
た
も
の
の
、
２
０
０
６
年
の
Ｈ
Ｐ
Ｖ
ワ

ク
チ
ン
接
種
プ
ロ
グ
ラ
ム
導
入
に
続
き
、
２
０
１
２
年
に
は

男
性
へ
も
Ｈ
Ｐ
Ｖ
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
決
定
し
た
。
そ
の
結
果
、

子
宮
頸
が
ん
死
亡
率
は
減
少
を
続
け
て
い
る
。
２
０
１
７
年

に
は
検
診
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
変
更
も
行
い
、
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

と
し
て
Ｈ
Ｐ
Ｖ
検
査
を
行
い
、
陽
性
者
へ
細
胞
診
を
行
う
こ

と
と
な
っ
た
（
自
己
採
取
Ｈ
Ｐ
Ｖ
検
査
の
オ
プ
シ
ョ
ン
も
あ

り
）。
オ
ラ
ン
ダ
や
ス
ペ
イ
ン
も
Ｈ
Ｐ
Ｖ
検
査
を
初
回
ス
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
に
行
い
、
セ
カ
ン
ド
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
に
細
胞

診
を
行
う
。

北
海
道
対
が
ん
協
会
細
胞
診
セン
タ
ー
長

ス
ト
ッ
プ
！ 

子
宮
頸
が
ん
の
会 

会
長

藤
田 
博
正 

先
生

北
海
道
大
学
名
誉
教
授

ス
ト
ッ
プ
！
子
宮
頸
が
ん
の
会 

名
誉
会
長

櫻
木 

範
明 

先
生

横
浜
市
立
大
学
医
学
部

　
　
が
ん
総
合
医
療
学
教
授

宮
城 

悦
子 

先
生

新
し
い
子
宮
頸
が
ん
検
査

の
試
み 

基
調
講
演

子
宮
頸
が
ん
検
診
未
受
診
者

対
策
と
し
て
の
Ｈ
Ｐ
Ｖ
検
査 

教
育
講
演

子
宮
頸
が
ん
検
診
の

重
要
性
と
最
新
の
知
見

特
別
講
演


