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大学の機能強化
滋賀医科大学学長　馬 場  忠 雄

　

本
学
は
、１
９
７
４
年
１０

月
１
日
に
創
立
さ
れ
、学
則

第
一
条
に「
広
く
知
識
を
授
け

る
と
と
も
に
、有
能
に
し
て

医
の
倫
理
に
徹
し
、か
つ
旺

盛
な
探
究
心
を
有
す
る
臨
床

医
及
び
研
究
者
を
育
成
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
、も
っ
て
医

学
教
育
水
準
の
向
上
を
通
じ

て
社
会
の
福
祉
に
貢
献
す
る

こ
と
を
使
命
と
す
る
」と
銘

記
さ
れ
ま
し
た
。以
来
一
貫
し

て
こ
の
理
念
の
も
と
に
学
生

の
教
育
の
質
の
向
上
と
医
学
研
究
の
推
進
、ま
た
、附
属
病
院
の
機
能
を
充
実
し
、先
進
医

療
や
高
度
医
療
を
担
い
、地
域
中
核
病
院
と
し
て
寄
与
し
て
き
ま
し
た
。全
国
に
あ
る
８６

国
立
大
学
法
人
の
組
織
で
あ
る
国
立
大
学
協
会（
国
大
協
）は
、今
、国
民
に
対
す
る
約
束

と
し
て
、国
立
大
学
の
機
能
強
化
を
目
指
し
、国
立
大
学
の
存
在
意
義
を
強
調
す
る
こ
と

を
各
大
学
に
求
め
て
い
ま
す
。財
政
運
営
の
厳
し
い
な
か
、教
育
研
究
基
盤
経
費
で
あ
る

運
営
費
交
付
金
は
税
で
ま
か
な
わ
れ
て
お
り
、機
能
強
化
に
取
り
組
む
こ
と
を
明
確
に
し
、

国
立
大
学
に
対
す
る
国
民
の
理
解
と
支
持
を
得
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

１
．
国
立
大
学
に
お
け
る
機
能
強
化

　

平
成
１６
年
に
法
人
化
後
、各
大
学
は
第
一
期
６
年
間
の
中
期
目
標
・
計
画
を
立
て
、そ
の
年

度
計
画
に
し
た
が
っ
て
、実
績
を
積
み
上
げ
、毎
年
実
績
報
告
書
に
ま
と
め
、評
価
を
受
け
て

き
ま
し
た
。各
年
度
の
評
価
に
加
え
て
、第
一
期
６
年
間
の
総
合
評
価
を
受
け
ま
し
た
。法
人

化
後
、国
立
大
学
の
時
代
に
は
な
か
っ
た
計
画
、実
行
、評
価
な
ど
、い
わ
ゆ
る
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ

イ
ク
ル
に
よ
り
業
務
を
行
い
、ま
た
、財
務
は
、損
益
計
算
書
や
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
な
ど
に
よ
っ

て
公
表
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。す
な
わ
ち
、国
か
ら
の
運
営
費
交
付
金
を
基
盤
と
し
て
、

入
学
金
や
授
業
料
、科
学
研
究
費
、産
学
連
携
な
ど
に
よ
る
外
部
資
金
の
獲
得
や
附
属
病
院

の
収
益
に
よ
る
収
入
で
教
育
、研
究
、診
療
、業
務
な
ど
全
て
を
ま
か
な
っ
て
い
ま
す
。

　

国
税
か
ら
支
出
さ
れ
る
運
営
費
交
付
金
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、大
学
の
教
育
、研
究
、診

療
、業
務
、財
政
な
ど
全
て
に
つ
い
て
、説
明
責
任
を
課
せ
ら
れ
、社
会
に
対
し
て
情
報
の
公

開
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。全
国
立
大
学
法
人
で
年
間
１
兆
１
５
０
０
億
円
に
の

ぼ
る
運
営
費
交
付
金
に
対
し
て
、各
国
立
大
学
の
役
割
を
明
確
に
示
す
必
要
が
生
じ
て
き
ま

し
た
。す
な
わ
ち
、国
立
大
学
と
し
て
の
存
在
意
義
を
説
明
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、

こ
れ
に
対
し
て
、国
立
大
学
は
、優
秀
な
人
材
を
育
成
す
る
基
盤
の
強
化
と
高
度
な
教
育
研

究
の
推
進
に
よ
る
国
際
的
な
貢
献
、さ
ら
に
地
域
に
お
け
る
知
の
拠
点
と
し
て
、ま
た
、イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
の
推
進
や
地
域
医
療
の
最
後
の
砦
と
し
て
、大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ

と
を
示
す
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

　

そ
こ
で
、本
年
６
月
に
国
大
協
総
会
に
お
い
て
、「
国
立
大
学
の
機
能
強
化　

―
国
民
へ
の

約
束
―（
中
間
ま
と
め
）」が
提
案
さ
れ
、承
認
さ
れ
ま
し
た（
表
１
）。そ
し
て
、国
立
大
学
と

し
て
強
化
す
べ
き
機
能
と
機
能
強
化
の
た
め
の
方
策（http://w

w
w

.janu.jp

参
照
）が
あ

げ
ら
れ
、各
大
学
は
こ
れ
ら
を
基
本
に
機
能
強
化
に
向
け
て
取
り
組
み
、そ
の
成
果
を
求
め

ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

機
能
強
化
の
た
め
の
具
体
的
な
方
策
の
事
例
と
し
て
、学
部
、大
学
院
研
究
科
の
共
同
設

置
、コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
・
事
務
連
携
、東
日
本
大
震
災
を
教
訓
と
し
た
防
災
・
復
旧
・
復
興
に
関

す
る
連
携
、大
学
資
源
の
共
同
利
用
、国
公
私
立
を
含
め
た
複
数
大
学
・
機
関
の
連
携
、大
学

独
自
の
機
能
強
化
の
取
り
ま
と
め
の
計
画
・
方
針
の
策
定
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

2
．
本
学
の
機
能
強
化
の
現
状

　

本
学
は
平
成
２２
年
度
か
ら
６
年
間
の
第
二
期
中
期
目
標
・
計
画
を
立
案
す
る
に
際
し
て
、

全
学
的
に
意
見
を
集
約
し
て
、大
学
の
教
育
・
研
究
の
質
の
向
上
、附
属
病
院
に
お
け
る
高
度

医
療
や
先
進
医
療
の
推
進
、ま
た
業
務
運
営
の
改
善
及
び
効
率
化
に
つ
い
て
は
、組
織
戦
略
を
、

財
務
内
容
の
改
善
に
つ
い
て
は
、コ
ス
ト
効
率
化
戦
略
を
立
て
、さ
ら
に
、環
境
保
全
の
維
持

な
ど
に
ま
と
め
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
中
心
的
課
題
を
、Ｓ（Society-based Education

：
地
域
基
盤
型
教
育・研
修
）

Ｕ（U
nique Research

：
独
創
的
研
究
）Ｍ（M

indful M
edical Service

：
充
実
し
た
医
療
）

Ｓ（Strategic, activated Service

：
戦
略
的
組
織
活
性
化
）と
し
て
、Ｓ
Ｕ
Ｍ
Ｓ
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
２
０
１
０-

２
０
１
５「
次
世
代
を
担
う
人
材
育
成
と
医
療
科
学
・
技
術
の
創
出
」に
ま

と
め
、平
成
２２
年
４
月
に
は
本
学
の
機
能
強
化
の
柱
と
し
て
、広
く
周
知
す
る
こ
と
に
し
ま

し
た
。そ
し
て
、Ｓ
Ｕ
Ｍ
Ｓ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
そ
れ
ぞ
れ
の
柱
を
実
施
す
る
方
策
と
し
て
具
体

的
な
取
り
組
み
を
明
示
し
ま
し
た
。現
在
、２
年
目
の
半
ば
を
過
ぎ
て
お
り
、実
施
状
況
を
以

下
に
示
し
ま
す
。

　

地
域
基
盤
型
教
育
に
つ
い
て
は
、患
者
宅
へ
の
訪
問
、市
民
の
授
業
へ
の
参
加
、模
擬
患
者

の
会
な
ど
、地
域
の
方
々
が
学
生
の
教
育
に
直
接
係
わ
っ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。ま
た
、里

親
支
援
事
業
に
よ
る
里
親
な
ど
と
の
交
流
を
通
し
て
、協
同
で
学
生
を
育
成
し
て
い
ま
す
。

　

地
域
医
療
の
崩
壊
の
対
策
の
一
助
と
し
て
、医
学
部
定
員
は
、本
学
で
は
１５
名
の
増
と
な

り
ま
し
た
。さ
ら
に
、平
成
２３
年
度
に
研
究
医
と
し
て
２
名
増
員
し
ま
し
た
。し
か
し
、教
員

の
定
員
増
は
な
く
、教
育
設
備
の
拡
充
に
つ
い
て
も
十
分
な
予
算
措
置
は
と
ら
れ
て
い
ま
せ

ん
。そ
の
な
か
で
、寄
附
講
座
の
設
置
や
本
学
独
自
の
戦
略
的
・
重
点
的
経
費
に
よ
り
特
任
教

員
を
増
加（
８
名
）し
、教
員
の
不
足
を
補
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、人
材
育
成
に
つ
い
て
は
、独
自

の
資
金
で
若
手
教
員
の
海
外
留
学
の
支
援（
Ｈ
２２
年
度
３
名
、Ｈ
２３
年
度
３
名
）や
コ
メ
デ
ィ

カ
ル
と
事
務
職
員
の
研
修
支
援（
Ｈ
２２
年
度
５
名
、Ｈ
２３
年
度
６
名
）を
行
い
ま
し
た
。

　

一
方
、教
育
研
究
費
に
つ
い
て
は
、学
内
で
の
教
育
研
究
基
盤
経
費
や
重
点
配
分
、科
学
研

究
費
の
獲
得
や
受
託
研
究
と
共
同
研
究
な
ど
外
部
資
金（
１６
億
円
）に
よ
り
維
持
し
て
い
る

の
が
現
状
で
あ
り
ま
す
。

　

研
究
領
域
に
つ
い
て
は
、本
学
は
単
科
医
科
大
学
で
あ
り
、基
礎
・
臨
床
の
各
講
座
ご
と
の

縦
割
り
で
は
な
く
研
究
領
域
で
学
内
外
と
の
共
同
研
究
を
行
い
、幅
を
広
く
し
て
研
究
の
質

の
充
実
を
は
か
っ
て
い
ま
す
。そ
の
契
機
と
な
る
基
礎
・
臨
床
共
同
研
究
会
は
今
ま
で
に
７
回

開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。海
外
か
ら
の
留
学
生（
Ｈ
２２
年
度
５
名
、Ｈ
２３
年
度
４
名
）に
つ
い
て
は
、

交
流
協
定
に
基
づ
い
て
支
援
し
て
い
ま
す
が
、応
募
者
が
多
く
、受
入
人
数
の
増
加
が
課
題

の
一
つ
で
あ
り
ま
す
。第
一
期
か
ら
今
年
の
論
文
数
を
み
る
と
、や
や
増
加
傾
向
に
あ
り
、今

後
一
層
充
実
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。産
学
連
携
に
つ
い
て
は
、Ｍ
Ｒ
Ｉ
下
の
低
侵
襲

手
術
機
器
の
開
発
を
中
心
に
幅
広
く
行
わ
れ
て
お
り
、外
部
資
金
の
獲
得
も
多
く
、順
調
に

経
過
す
る
と
数
年
以
内
に
臨
床
応
用
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

　

附
属
病
院
に
お
い
て
は
、各
診
療
科
に
お
い
て
、特
徴
の
あ
る
臨
床
実
績
を
あ
げ
て
お
り
、

な
か
で
も
心
臓
血
管
系
の
手
術
は
わ
が
国
で
も
高
い
評
価
が
得
ら
れ
て
い
る
高
度
医
療
で

あ
り
ま
す
。先
進
医
療
は
８
件
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、さ
ら
に
充
実
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。

　

組
織
の
活
性
化
に
つ
い
て
は
、業
務
改
善
ポ
ス
タ
ー
発
表
会
や
宿
泊
研
修
な
ど
に
よ
り
ボ
ト

ム
ア
ッ
プ
か
ら
の
提
言
と
そ
の
対
応
を
示
し
、ま
た
、キ
ャ
リ
ア
マ
ッ
プ
を
明
確
に
し
、そ
の
支

援
体
制
の
確
保
、積
極
的
な
情
報
開
示
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

３
月
１１
日
の
、東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
域
に
対
し
て
、Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
の
派
遣
、医
療
支
援
チ
ー

ム
や
心
の
ケ
ア
チ
ー
ム
の
派
遣
、さ
ら
に
リ
レ
ー
方
式
に
よ
る
医
療
支
援
を
国
立
大
学
間
の
連

携
で
行
い
ま
し
た
。こ
れ
と
は
別
に
、９
月
以
降
全
国
国
公
私
立
医
科
大
学
・
医
学
部
に
よ
る
被

災
地
医
療
の
支
援
に
も
参
加
し
、来
年
３
月
末
ま
で
引
き
続
き
行
わ
れ
る
予
定
で
あ
り
ま
す
。

　

地
域
の
大
学
と
の
連
携
に
関
し
て
は
、環
び
わ
こ
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
に
参
加
し
て
お
り
、学

生
間
の
交
流
や
単
位
互
換
の
活
用
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。京
都
橘
大
学
や
滋
賀
短
期
大
学
の

看
護
教
育
や
医
療
秘
書
養
成
に
教
育
や
実
習
で
協
力
し
て
い
ま
す
。　

　

地
域
医
療
機
関
と
の
連
携
強
化
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
、国
立
病
院
機
構
滋
賀
病
院
を

中
心
に
東
近
江
市
立
病
院
の
整
備
に
よ
る
東
近
江
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー（
仮
称
）に
２
つ
の
寄

附
講
座
を
設
置
し
、平
成
２３
年
４
月
１
日
よ
り
、各
科
の
協
力
に
よ
り
医
師
の
派
遣
が
行
わ

れ
て
い
ま
す
。そ
の
他
、県
の
が
ん
診
療
高
度
中
核
拠
点
病
院
と
し
て
、ま
た
、東
近
江
地
区

の
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
と
し
て
高
度
な
が
ん
診
療
や
人
材
育
成
を
行
っ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
本
学
は
、国
大
協
が
求
め
て
い
る
大
学
の
特
徴
を
生
か
し
た
機
能
強
化
に
取

り
組
み
、県
民
ひ
い
て
は
国
民
の
皆
様
方
に
一
層
の
理
解
と
支
援
を
い
た
だ
く
よ
う
学
生
・
教

職
員
が
努
力
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

国
立
大
学
は
今
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、機
能
を
強
化
し
、国
民
に
対
し
て
国
立
大
学

の
果
た
す
役
割
と
実
績
を
示
し
、成
果
を
公
表
し
、理
解
を
得
る
努
力
を
積
み
重
ね
る
こ
と

が
不
可
避
で
す
。本
学
に
お
い
て
も
、Ｓ
Ｕ
Ｍ
Ｓ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
る
機
能
強
化
の
方
向
性

を
示
す
こ
と
が
で
き
て
お
り
、そ
の
方
策
を
着
実
に
実
行
し
、県
民
は
勿
論
の
こ
と
、全
国
民

に
対
し
て
、本
学
の
使
命
と
役
割
を
踏
ま
え
た
成
果
を
全
学
教
職
員
と
共
に
築
い
て
ゆ
く
こ

と
が
可
能
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
ま
す
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
上

わが国は、これまで、長期にわたる経済の停滞や財政構造の悪化、少子高齢化の進行な
ど、活力の再生が求められる困難な長期的課題に対峙していました。今や、私たちは、こ
の度の東日本大震災により、自然に関する人類の知識とそれを活かす人の力は未だ不十
分であることを確認させられ、地震・津波・火山噴火、あるいは異常気象などによる自然
災害への備え、資源・エネルギー、食料の安全で安定的な確保、社会的インフラストラク
チャーのあり方など、地球規模で解決していかなければならない多くの緊迫した課題に
直面しています。
わが国が直面している課題は、世界のすべての国の安全・安心の保障と持続可能社会構
築のプロセスに直接影響する現代社会の構造的課題でもあり、世界各国は、日本が現下
の困難をどのように克服するのか、日本は新たな価値社会を建設することができるの
か、固唾を呑んで見守っています。

国立大学の機能強化
-国民への約束-

わが国が直面しているこの厳しく、困難な状況を克服して、安全かつ安心な社会を構築
するには、とりわけ、未来への希望が何よりも必要とされるこの時期においては、社会の
あらゆる分野において知の継続的な革新を図り、次世代を担う卓越した人材の育成を計
画的に実現できる公的な教育研究組織を確実に整備し、単に維持するだけでなく、その
機能の抜本的な強化が不可欠です。

わが国の再生と持続的発展を実現するために、今、国立大学は、

全国に満遍なく設置されている86国立大学は、それぞれの個性と特色を明確にしなが
ら、国際的な教育研究のネットワークの一員として、高度の教育研究とイノベーション
の推進に中核的な役割を果たすナショナルセンターとしての機能を更に徹底して強化
します。

〈ナショナルセンター機能の徹底的強化〉

同時に、地域の産業・経済活動、教育・文化・芸術・スポーツ活動、医療活動、歴史・文化の保
存・伝承など、地域振興の全般にわたって地域社会に不可欠なリージョナルセンターと
しての機能の抜本的な強化をはかります。

〈リージョナルセンター機能の抜本的強化〉

国立大学は、それぞれ次頁に示した機能を徹底的に強化し、各大学の個性と特色を最大
限に活かし、不退転の覚悟と決意をもって与えられた責務を果たしてまいります。
同時に、国立大学は、国立大学間だけでなく、国内外の教育研究機関や地域と相互に緊密
な連携と協力を図り、新たな可能性とより高いレベルの成果をもたらすことのできる
「有機的な連携共同システム」として稼働し、日本の希望ある未来と世界の人々が希求す
る安定的で持続的な社会の構築を導く原動力となるように、教育研究機能の抜本的な強
化を実現する覚悟です。

〈有機的な連携共同システムとしての機能強化〉

平成23年6月22日 一般社団法人国立大学協会

（表1）
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標準治療の提供で幅広くアレルギー性皮膚疾患に対応

と
し
て
認
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、平
成
２２
年
度
か

ら
保
険
医
療
と
な
り
ま
し
た
。

　

悪
性
黒
色
腫
は
皮
膚
が
ん
の
一
つ
で
、リ
ン
パ
節

に
転
移
す
る
可
能
性
が
高
い
た
め
、以
前
は
手
術
の

際
に
リ
ン
パ
節
郭
清
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。し
か
し
、

手
術
に
よ
る
侵
襲
や
術
後
の
合
併
症
の
影
響
が
少
な

く
な
い
こ
と
か
ら
、リ
ン
パ
節
転
移
の
有
無
を
調
べ

る
た
め
に
、手
術
の
前
、あ
る
い
は
手
術
中
に
が
ん
の

病
巣
に
色
素
や
放
射
性
同
位
元
素
を
注
入
し
、こ
れ

が
最
初
に
入
る
セ
ン
チ
ネ
ル
リ
ン
パ
節
を
詳
し
く
検

査
し
て
、転
移
が
見
つ
か
っ
た
場
合
に
の
み
リ
ン
パ

節
郭
清
を
行
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。県
内
で
悪
性

黒
色
腫
の
セ
ン
チ
ネ
ル
リ
ン
パ
節
生
検
を
先
進
医
療

と
し
て
行
っ
て
い
た
の
は
当
科
だ
け
で
す
。微
小
な

転
移
を
見
つ
け
る
医
療
技
術
が
先
進
医
療
か
ら
保
険

医
療
に
移
っ
た
事
は
、日
本
の
医
療
水
準
が
一
歩
進

ん
だ
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

　

次
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
、私
た
ち
は
、が
ん
に
関
し

て
は「
隆
起
性
皮
膚
線
維
肉
腫
の
遺
伝
子
診
断
」で

先
進
医
療
を
行
っ
て
い
ま
す
。こ
れ
は
が
ん
の
診
断

に
遺
伝
子
工
学
の
手
法
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
す
。

隆
起
性
皮
膚
線
維
肉
腫
は
、皮
膚
の
線
維
芽
細
胞
が

悪
性
化（
が
ん
化
）し
た
も
の
で
す
が
、見
た
だ
け
で

は
悪
性
か
良
性
か
が
区
別
し
に
く
い
た
め
、確
定
診

断
が
困
難
な
場
合
、こ
の
肉
腫
か
ら
Ｒ
Ｎ
Ａ（
リ
ボ
核

酸
）を
採
取
し
て
、融
合
タ
ン
パ
ク
を
作
る
Ｒ
Ｎ
Ａ
が

あ
る
か
ど
う
か
を
調
べ
る
遺
伝
子
検
査
を
行
い
ま

す
。正
常
細
胞
で
は
、コ
ラ
ー
ゲ
ン
の
遺
伝
子
と
Ｐ
Ｄ

Ｇ
Ｆ（
血
小
板
由
来
増
殖
因
子
）の
遺
伝
子
は
、独
立

し
て
存
在
し
て
い
ま
す
が
、こ
の「
が
ん
」（
肉
腫
と
言

い
ま
す
）で
は
、２
つ
の
遺
伝
子
が
お
互
い
に
融
合
し

て
、遺
伝
子
融
合
を
起
こ
し
て
い
ま
す
。

　

遺
伝
子
融
合
を
証
明
す
る
事
が
、こ
の
病
気
の
診

断
で
は
早
道
で
、正
確
な
診
断
へ
と
つ
な
が
り
ま
す
。

　

ま
た
、現
在
、ケ
ラ
チ
ン
病
の
先
進
医
療
を
行
う
た

め
の
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。ケ
ラ
チ
ン
病
は
皮
膚

の
ケ
ラ
チ
ン
線
維
の
遺
伝
子
の
変
異
に
よ
っ
て
発
症

す
る
疾
患
で
、血
液
細
胞
中
の
ケ
ラ
チ
ン
遺
伝
子
の

塩
基
配
列
を
調
べ
て
遺
伝
子
の
変
異
を
同
定
し
、確

定
診
断
を
行
い
ま
す
。こ
れ
も
、遺
伝
子
工
学
の
手
法

を
取
り
入
れ
た
診
断
法
で
す
。

　

今
後
、こ
の
よ
う
な
遺
伝
子
診
断
の
増
加
が
予
想

さ
れ
ま
す
が
、当
科
で
は
教
授
を
含
む
３
名
の
医
師

が
臨
床
遺
伝
専
門
医
の
資
格
を
取
得
し
て
い
ま
す
。

　

紅
皮
症
で
当
科
を
受
診
さ
れ
た
患
者
さ
ん
の
皮
膚

病
変
か
ら
、こ
れ
ま
で
に
報
告
の
な
い
新
し
い
抗
酸

菌
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

　

複
数
箇
所
の
組
織
か
ら
分
離
し
た
も
の
で
、当
初

はM
. sim

iae

（
マ
イ
コ
バ
ク
テ
リ
ウ
ム
・
シ
ミ
エ
）で

は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
が
、国
立
感
染
症
研
究
所

に
詳
細
な
遺
伝
子
解
析
を
依
頼
し
た
結
果
、未
だ
報

告
の
な
い
新
し
い
抗
酸
菌
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
ま

し
た
。

　

発
見
者
に
は
菌
の
命
名
権
が
与
え
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、「
マ
イ
コ
バ
ク
テ
リ
ウ
ム
・
シ
ガ
エ
ン
ス
：

M
ycobacterium

 Shigaense

」と
名
付
け
ま
し
た
。

ヒ
ト
の
感
染
の
原
因
と
な
る
菌
が
発
見
さ
れ
る
こ
と

は
た
い
へ
ん
め
ず
ら
し
い
こ
と
で
す
。最
終
的
な
詰

め
の
実
験
は
国
立
予
防
研
究
所
な
ら
び
に
イ
タ
リ
ア

の
共
同
研
究
者
に
お
願
い
を
し
ま
し
た
が
、そ
の
前

の
ス
テ
ッ
プ
、す
な
わ
ち
、こ
の
菌
が
こ
れ
ま
で
知
ら

れ
て
い
る
非
結
核
性
抗
酸
菌
症
で
あ
る
と
こ
ろ
ま
で

突
き
止
め
た
の
は
、滋
賀
医
大
検
査
部
の
資
格
を
持

つ
方
（々
臨
床
検
査
技
師
と
言
う
資
格
で
す
）の
能
力

が
い
か
に
高
い
か
を
示
す
良
い
例
で
は
な
い
か
と
皮

膚
科
で
は
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
で
は
、適
切
な
ス
キ

ン
ケ
ア
の
指
導
と
症
状
を
悪
化
さ
せ
る
因
子
の
特

定
、症
状
に
合
わ
せ
た
ス
テ
ロ
イ
ド
外
用
薬
の
処
方

と
か
ゆ
み
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
３
つ
を
病
気
の
重
さ

に
よ
っ
て
適
切
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
が
標
準
治
療

と
さ
れ
て
お
り
、具
体
的
に
は
ス
テ
ロ
イ
ド
軟
膏
と

免
疫
抑
制
剤
プ
ロ
ト
ピ
ッ
ク
軟
膏
を
病
気
の
起
こ
っ

て
い
る
場
所
や
病
気
の
強
さ
に
応
じ
て
使
い
分
け
る

ほ
か
、か
ゆ
み
を
抑
え
る
抗
ヒ
ス
タ
ミ
ン
剤
や
抗
ア

レ
ル
ギ
ー
剤
を
用
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、乾
燥

を
阻
止
す
る
た
め
の
治
療
も
行
い
ま
す
。

　

疾
患
に
よ
っ
て
は
、標
準
治
療
を
提
供
す
る
た
め

に
高
い
技
術
力
が
必
要
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

特
に
、自
己
免
疫
性
水
疱
症
や
Ｓ
Ｌ
Ｅ
に
対
し
て
、通

常
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
推
奨
す
る
全
て
の
標
準
治
療

の
行
え
る
施
設
は
限
ら
れ
て
い
ま
す
。例
え
ば
、自
己

免
疫
性
水
疱
症
の
標
準
治
療
は
、ス
テ
ロ
イ
ド
全
身

投
与
を
第
一
選
択
と
し
、免
疫
抑
制
薬
を
用
い
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。難
治
性
の
場
合
は
血
漿
交
換
療
法

や
大
量
γ
グ
ロ
ブ
リ
ン
療
法
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ア
レ
ル
ギ
ー
を
起
こ
す
物
質
を
特
定
し
て
、そ
れ

を
避
け
る
こ
と
は
非
常
に
大
切
な
考
え
方
で
す
。Ⅳ

型
の
ア
レ
ル
ギ
ー
の
代
表
で
あ
る
接
触
皮
膚
炎
で

は
特
に
そ
う
で
す
。革
の
手
袋
を
す
る
と
手
が
か
ゆ

く
な
る
方
が
あ
り
ま
す
が
、革
を
な
め
す
た
め
に
使

う
金
属
に
か
ぶ
れ
て
い
る
事
が
多
い
で
す
。金
属
の

貼
付
試
験
を
行
い
ま
す
と
陽
性
に
で
ま
す
。こ
の
よ

う
な
時
は
、か
ぶ
れ
を
起
こ
す
も
の
を
含
む
衣
類
な

ど
を
遠
ざ
け
る
事
が
最
も
大
切
な
生
活
指
導
に
な

り
ま
す
。

先
進
医
療
の
お
話
し

ー
よ
り
精
度
の
高
い
遺
伝
子
診
断
へ
の
取
り
組
み
ー

　

当
科
で
は「
悪
性
黒
色
腫
に
お
け
る
セ
ン
チ
ネ
ル

リ
ン
パ
節
の
同
定
及
び
転
移
の
検
索
」が
先
進
医
療

　

Ⅲ
型
は
体
内
に
侵
入
し
て
き
た
ア
レ
ル
ゲ
ン
が
Ｉ

ｇ
Ｇ
や
Ｉ
ｇ
Ｍ
が
結
合
し
た
免
疫
複
合
体
に
よ
っ
て

起
こ
る
ア
レ
ル
ギ
ー
で
、関
節
リ
ウ
マ
チ
や
、膠
原
病

の
一
つ
で
顔
や
手
に
赤
い
発
疹
が
現
れ
る
Ｓ
Ｌ
Ｅ

（
全
身
性
エ
リ
テ
マ
ト
ー
デ
ス
）な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

Ⅳ
型
は
、抗
体
と
は
関
係
な
く
お
こ
る
ア
レ
ル

ギ
ー
で
、リ
ン
パ
球
や
マ
ク
ロ
フ
ァ
ー
ジ
と
い
う
細

胞
が
抗
原
に
対
し
て
異
常
反
応
し
て
起
こ
り
、ゆ
っ

く
り
症
状
が
現
れ
る
た
め
遅
延
型
ア
レ
ル
ギ
ー
と
も

言
わ
れ
て
い
ま
す
。漆
か
ぶ
れ
や
サ
ク
ラ
ソ
ウ
皮
膚

炎
の
よ
う
な
植
物
に
か
ぶ
れ
る
方
、金
属
に
か
ぶ
れ

る
方
、女
性
で
あ
れ
ば
化
粧
品
な
ど
に
よ
っ
て
起
こ

る「
接
触
性
皮
膚
炎
」が
Ⅳ
型
に
当
た
り
、ア
ト
ピ
ー

性
皮
膚
炎
に
は
Ⅰ
型
と
Ⅳ
型
の
ア
レ
ル
ギ
ー
反
応
が

か
か
わ
っ
て
い
ま
す
。か
ぶ
れ
以
外
で
は
、移
植
で
起

こ
る
拒
絶
反
応
や
、輸
血
や
骨
髄
移
植
後
の
Ｇ
Ｖ
Ｈ

Ｄ
と
言
わ
れ
る
病
気
も
こ
の
範
疇
に
入
り
ま
す
。

　

Ⅰ
型
か
ら
Ⅳ
型
ま
で
、す
べ
て
の
ア
レ
ル
ギ
ー
の

病
気
に
皮
膚
科
の
病
気
の
例
が
書
い
て
あ
る
事
か

ら
も
お
分
か
り
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
に
、滋
賀
医
科

大
学
医
学
部
附
属
病
院
皮
膚
科
で
は
、Ⅰ
型
か
ら
Ⅳ

型
ま
で
、す
べ
て
の
ア
レ
ル
ギ
ー
性
皮
膚
疾
患
の
診

断
と
治
療
を
行
っ
て
い
ま
す
。そ
し
て
、炎
症
性
疾
患

（
湿
疹
、ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
、水
疱
症
等
）に
お
い
て

も
、腫
瘍
性
疾
患（
一
般
的
に
は
皮
膚
が
ん
と
呼
ば
れ

る
悪
性
の
皮
膚
腫
瘍
）に
お
い
て
も
、標
準
治
療
を
提

供
で
き
る
よ
う
に
技
術
の
維
持
・
向
上
に
努
め
て
い

ま
す
。

　
「
標
準
治
療
」と
は
あ
る
病
気
を
治
す
に
あ
た
っ
て
、

専
門
家
が
適
切
で
あ
る
と
認
め
、治
癒
率
が
高
い
と
さ

れ
る
治
療
法
で
す
。つ
ま
り
、現
在
根
拠
に
基
づ
い
た

治
療
法
の
中
で
、一
番
適
切
と
考
え
ら
れ
て
い
る
治
療

法
の
こ
と
で
、ど
れ
が
そ
れ
に
相
当
す
る
か
は
、各
学

会
等
が
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
し
て
い
ま
す
。

標
準
治
療
の
提
供
で
幅
広
く
ア
レ
ル
ギ
ー
性
皮
膚
疾
患
に
対
応

皮
膚
科
学
講
座　

教
授　

田
中　

俊
宏

ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
の
４
分
類
に
つ
い
て

　

ア
レ
ル
ギ
ー
の
種
類
は
、Ⅰ
、Ⅱ
、Ⅲ
、Ⅳ
型
に
分
類

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

Ⅰ
型
ア
レ
ル
ギ
ー
は
、Ｉ
ｇ
Ｅ
抗
体
が
関
与
す
る

こ
と
で
引
き
起
こ
さ
れ
る
ア
レ
ル
ギ
ー
で
、そ
の
症

状
を
引
き
起
こ
す
原
因
と
な
る
ア
レ
ル
ゲ
ン
が
体
内

に
入
っ
て
す
ぐ
に
反
応
が
出
ま
す
。皮
膚
科
領
域
の

代
表
的
な
疾
患
は
蕁
麻
疹（
じ
ん
ま
し
ん
）で
、他
に

気
管
支
ぜ
ん
そ
く
や
花
粉
症
な
ど
の
ア
レ
ル
ギ
ー
性

鼻
炎
が
あ
り
ま
す
。最
近
、マ
ス
コ
ミ
で
報
道
さ
れ
て

い
る
石
鹸
に
含
ま
れ
る
成
分
に
よ
り
、食
物
ア
レ
ル

ギ
ー
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、年
間

数
十
人
が
亡
く
な
る
と
言
わ
れ
て
い
る
蜂
等
に
刺
さ

れ
て
起
こ
る
蜂
ア
レ
ル
ギ
ー（
ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー

と
い
い
ま
す
）も
、こ
の
範
疇
に
入
り
ま
す
。

　

Ⅱ
型
は
細
胞
障
害
型
と
言
わ
れ
る
も
の
で
、自
身

の
細
胞
表
面
が
抗
原
と
認
識
さ
れ
て
攻
撃
さ
れ
る
こ

と
で
起
こ
り
ま
す
。自
己
免
疫
性
溶
血
性
貧
血
や
自

己
免
疫
性
水
疱
症（
後
天
性
の
水
疱
症
）が
こ
れ
に
当

た
り
ま
す
。

皮膚科学講座
教授　田中　俊宏

　

滋
賀
医
科
大
学
医
学
部
附
属
病
院
皮
膚
科
の
診
療
紹
介
を
い
た
し
ま
す
。
今
回
の
テ
ー
マ
で
あ
る
ア
レ
ル
ギ
ー
を

中
心
に
紹
介
し
、
そ
れ
以
外
に
も
先
進
医
療
、
最
近
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
を
紹
介
し
ま
す
。

　

皮
膚
科
で
カ
バ
ー
す
る
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
は
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
い
ま
す
。

　

診
断
並
び
に
治
療
の
基
本
的
な
ス
タ
ン
ス
は
、
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
に
限
ら
ず
、
皮
膚
科
学
の
分
野
を
網
羅
的
に
カ

バ
ー
し
て
、
地
域
の
病
院
や
診
療
所
か
ら
の
診
断
・
治
療
依
頼
に
応
え
、「
標
準
治
療
の
提
供
」を
第
一
の
運
営
目
標

と
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
専
門
外
来
で
は
一
歩
踏
み
込
ん
だ
診
断
と
治
療
を
行
っ
て
い
ま
す
。

新
種
の
抗
酸
菌「
シ
ガ
エ
ン
ス
」を
発
見

　

ー
モ
モ
か
ら
生
ま
れ
た
桃
太
郎
、

　
　
　
　
　
　

滋
賀
で
見
つ
け
た
シ
ガ
エ
ン
ス
ー

Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
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スギ以外の花粉症
スギ花粉症
通年性アレルギー性鼻炎
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激増するアレルギー疾患への取り組み

割
は
ヒ
ノ
キ
科
花
粉
症
も
発
症
し
て
い
ま
す
の
で
、

合
わ
せ
て
３
ヶ
月
近
く
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。こ
う
し
た
特
徴
の
た
め
患
者
数
が
激
増
し
、ス
ギ

花
粉
症
は
日
本
の
国
民
病
に
な
っ
て
い
ま
す
。

花
粉
飛
散
量
の
計
測
と
花
粉
飛
散
予
測

　

私
た
ち
は
臨
床
研
究
棟
の
屋
上
に
花
粉
補
集
器
を

設
置
し
、ワ
セ
リ
ン
を
塗
っ
た
ス
ラ
イ
ド
グ
ラ
ス
に

付
着
し
た
花
粉
数
を
毎
日
計
測
し
て
、ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
な
ど
で
公
表
し
て
い
ま
す（
図
３
）。花
粉
症
の
生

活
指
導
に
お
い
て
、ど
れ
く
ら
い
花
粉
が
飛
散
す
る

か
と
い
う
こ
と
は
極
め
て
重
要
な
情
報
で
あ
り
、先

生
方
や
患
者
さ
ん
に
役
立
て
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

図
４
に
過
去
１７
年
間
の
大
津
市
に
お
け
る
ス
ギ
・
ヒ

ノ
キ
科
花
粉
飛
散
総
数
を
示
し
ま
す
。昨
年
は
ス
ギ
・

ヒ
ノ
キ
と
も
に
大
量
飛
散
年
で
し
た
。ヒ
ノ
キ
は
東

日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
生
育
し
て
い
ま
せ
ん
が
、西
日

本
で
は
極
め
て
多
く
花
粉
飛
散
量
が
ス
ギ
を
大
き
く

超
え
て
増
え
て
い
ま
す
。ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
と
も
に
飛
散

数
は
隔
年
で
増
減
す
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。さ
ら
に

前
年
の
夏
の
気
候
が
そ
の
発
育
に
大
き
く
影
響
し
ま

す
。

　

私
た
ち
は
前
年
の
７
月
の
気
温
や
日
照
時
間
な
ど

を
参
考
に
毎
年
の
花
粉
飛
散
予
測
も
行
っ
て
い
ま

す
。す
で
に
平
成
２４
年
は
例
年
以
下
の
少
量
飛
散
で

あ
る
こ
と
を
予
測
し
、小
冊
子
を
作
成
し
て
県
下
の

耳
鼻
咽
喉
科
の
先
生
方
に
配
布
し
て
い
ま
す
。１０
月

に
は
甲
賀
市
の
森
林
セ
ン
タ
ー
で
花
粉
を
飛
散
さ
せ

る
花
芽
の
着
生
状
況
も
視
察
し
て
き
ま
し
た
。ま
た
、

ス
ギ
花
粉
の
飛
散

開
始
時
期
に
は
１

月
か
ら
の
気
温
が

大
き
く
影
響
し
ま

す
。暖
冬
で
あ
れ
ば

飛
散
開
始
が
早
く

な
り
、寒
い
年
は
遅
く
な
り
ま
す
。大
津
市
で
は
１
月

か
ら
の
最
高
気
温
の
積
算
値
が
４００
を
超
え
る
と
飛
散

が
始
ま
り
ま
す
の
で
、毎
日
の
気
温
条
件
を
調
べ
て

飛
散
開
始
日
も
予
測
し
て
い
ま
す
。

ア
レ
ル
ギ
ー
性
鼻
炎
の
予
防
と
対
策

ア
レ
ル
ギ
ー
性
鼻
炎
の
治
療
に
は
、
以
下
の
よ
う
な

方
法
が
あ
り
ま
す
。　

    

●
原
因
と
な
る
抗
原
の
除
去
と
回
避

●
症
状
を
抑
え
る
た
め
の
薬
物
療
法

●
体
質
改
善
を
は
か
る
特
異
的
免
疫
療
法　

　
（
減
感
作
療
法
）

●
手
術
療
法

し
、以
後
花
粉
飛
散
量
、患
者
数
と
も
に
増
え
続
け
て

い
ま
す
。感
作
・
発
症
と
も
に
若
年
化
し
て
お
り
、自

然
治
癒
も
少
な
い
た
め
現
在
は
日
本
人
の
４
割
近
く

が
罹
患
し
、国
民
病
と
言
え
ま
す
。

　

日
本
の
文
化
は
弥
生
時
代
か
ら
ス
ギ
と
と
も
に

発
展
し
て
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
が
、花
粉
の
原
因

と
な
る
日
本
ス
ギ
は
日
本
固
有
の
品
種
で
、海
外
で

は
中
国
の
一
部
な
ど
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ

ん
。で
す
か
ら
ス
ギ
花
粉
症
は
日
本
だ
け
の
病
気
で

す
。イ
ネ
科
や
ブ
タ
ク
サ
花
粉
症
と
の
大
き
な
違
い

は
、花
粉
量
が
極
め
て
多
い
こ
と
、そ
の
他
の
花
粉
で

は
せ
い
ぜ
い
数
百
メ
ー
ト
ル
し
か
飛
散
し
な
い
の
に

対
し
て
ス
ギ
花
粉
の
飛
散
距
離
が
数
十
キ
ロ
か
ら
数

百
キ
ロ
に
及
び
、花
粉
飛
散
距
離
が
長
い
た
め
回
避

す
る
こ
と
が
困
難
な
こ
と
、花
粉
飛
散
期
間
が
長
い

こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。滋
賀
県
で
は
２
月
の

終
わ
り
ご
ろ
か
ら
飛
散
し
始
め
４
月
半
ば
ま
で
、次

い
で
ヒ
ノ
キ
科
の
花
粉
が
３
月
終
わ
り
か
ら
５
月

初
め
ま
で
飛
散
し
ま
す（
図
２
）。ス
ギ
と
ヒ
ノ
キ
に

は
交
差
抗
原
性
が
あ
り
、ス
ギ
花
粉
症
の
人
の
６-

８

養
状
態
の
改
善
、ス
ト
レ
ス
社
会
な
ど
多
く

の
因
子
が
関
与
し
て
い
る
と
推
定
さ
れ
ま

す
。し
か
し
な
ん
と
い
っ
て
も
抗
原
量
が
増

え
た
こ
と
が
最
も
大
き
な
原
因
で
す
。ハ
ウ

ス
ダ
ス
ト
と
そ
の
原
因
抗
原
で
あ
る
ダ
ニ
の

増
加
は
、気
密
性
の
高
い
西
洋
式
建
築
や
暖

房
な
ど
の
生
活
様
式
の
変
化
が
ダ
ニ
の
棲
息

を
助
長
し
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。ス
ギ
・
ヒ
ノ

キ
花
粉
の
増
加
は
戦
後
の
植
林
政
策
に
よ

り
、ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
が
北
海
道
と
沖
縄
を
除
く

全
国
の
山
林
で
植
林
さ
れ
、そ
れ
ら
が
花
粉
生
産
能
力

の
高
い
樹
齢
３０
年
を
超
え
る
よ
う
に
な
っ
て
急
増
し

ま
し
た
。

ス
ギ
花
粉
症
の
特
徴

　

世
界
の
３
大
花
粉
症
に
、１
８
０
０
年
代
の
初
め
に

イ
ギ
リ
ス
で
最
初
に
報
告
さ
れ
た
イ
ネ
科（
牧
草
）花

粉
症
、同
じ
く
１
９
８
０
年
代
後
半
に
報
告
さ
れ
た
ア

メ
リ
カ
の
ブ
タ
ク
サ
花
粉
症
と
日
本
の
ス
ギ
花
粉
症

が
あ
り
ま
す
。日
本
の
ス
ギ
花
粉
症
の
歴
史
は
ま
だ
浅

く
、１
９
６
３
年
に
初
め
て
栃
木
県
日
光
の
ス
ギ
並
木

に
よ
る
も
の
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。ち
ょ
う
ど
そ
の
頃

か
ら
戦
後
植
林
さ
れ
た
樹
木
が
花
粉
を
生
産
す
る
よ

う
に
な
り
、１
９
７
０
年
代
に
入
っ
て
患
者
数
が
急
増

激
増
す
る
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
へ
の
取
り
組
み

耳
鼻
咽
喉
科
学
講
座　

教
授　

清
水　

猛
史

ア
レ
ル
ギ
ー
性
鼻
炎
増
加
の
原
因

　

日
本
に
お
け
る
ア
レ
ル
ギ
ー
性
鼻
炎
の
有
病
率
は
、

１
９
９
８
年
に
２９.８
％
で
し
た
が
１０
年
後
の
２
０
０
８

年
に
は
３９.４
％
に
増
加
し
、患
者
数
が
増
え
続
け
て
い
ま

す
。ア
レ
ル
ギ
ー
性
鼻
炎
に
は
ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
に
代
表

さ
れ
る
花
粉
が
原
因
に
な
る
季
節
性
の
も
の
と
、ハ
ウ

ス
ダ
ス
ト
に
含
ま
れ
る
ダ
ニ
や
、カ
ビ
・
ペ
ッ
ト
な
ど

が
原
因
の
通
年
性
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。現
在
で
は
ス

ギ
・
ヒ
ノ
キ
花
粉
症
は
３０-

５０
歳
代
で
は
３-
４
割
の

人
が
、ハ
ウ
ス
ダ
ス
ト
の
ア
レ
ル
ギ
ー
は
１０-
２０
歳
代

を
中
心
に
や
は
り
３-

４
割
の
人
が
罹
患
し
て
い
ま
す

（
図
１
）。小
児
に
お
い
て
も
以
前
は
ア
レ
ル
ギ
ー
マ
ー

チ
と
呼
ば
れ
た
よ
う
に
、幼
児
期
に
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー

や
ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
に
罹
患
し
、小
児
期
に
小
児
喘

息
、学
童
期
に
な
っ
て
ア
レ
ル
ギ
ー
性
鼻
炎
を
発
症
し

て
く
る
の
が
普
通
の
経
過
で
し
た
が
、現
在
で
は
ア
レ

ル
ギ
ー
性
鼻
炎
の
発
症
が
低
年
齢
化
し
、幼
児
期
や
小

児
期
か
ら
み
ら
れ
る
こ
と
、さ
ら
に
重
症
化
や
多
抗
原

化
が
大
き
な
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ア
レ
ル
ギ
ー
性
鼻
炎
増
加
の
原
因
は
様
々
で
す
が
、

感
染
症
の
減
少
に
よ
り
免
疫
担
当
細
胞
の
バ
ラ
ン
ス

が
感
染
か
ら
ア
レ
ル
ギ
ー
へ
傾
斜
し
て
、ア
レ
ル
ギ
ー

疾
患
が
増
え
た
と
す
る「
衛
生
仮
説
」が
現
象
面
か
ら

支
持
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
の
他
、大
気
汚
染
や
黄
砂
、栄

耳鼻咽喉科学講座　
教授　清水　猛史

　

滋
賀
医
科
大
学
医
学
部
附
属
病
院
の
耳
鼻
咽
喉
科
で
は
、年
々
患
者
数
が
増
加
し
て
い
る
ア
レ
ル
ギ
ー
性

鼻
炎
に
対
し
て
、専
門
外
来
を
設
け
て
大
学
病
院
な
ら
で
は
の
検
査
、治
療
、生
活
指
導
な
ど
を
行
う
と
と
も

に
、臨
床
研
究
棟
の
屋
上
で
毎
日
の
花
粉
飛
散
数
を
測
定
し
て
一
般
向
け
の
情
報
発
信
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
ア
レ
ル
ギ
ー
性
鼻
炎
診
療
の
現
状
と
、そ
の
ほ
か
の
耳
科
疾
患
、鼻
科
疾
患
、頭
頸
部
癌
な
ど
の
患

者
さ
ん
に
対
す
る
耳
鼻
咽
喉
科
の
最
先
端
の
診
療
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

1週間あたりのスギ・ヒノキ科花粉飛散合計数

大津市における週別スギ・ヒノキ科花粉飛散数
（2006年～2011年）
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（図1） アレルギー性鼻炎の年齢層別有病率

（図3）

（図4）
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激増するアレルギー疾患への取り組み

内
視
鏡
下
鼻
副
鼻
腔
手
術
の
発
展
と
ナ
ビ

ゲ
ー
シ
ョ
ン
手
術
、
マ
ク
ロ
ラ
イ
ド
療
法

　

鼻
副
鼻
腔
疾
患
の
治
療
も
近
年
大
き
く
発
展
し
て

い
ま
す
。
ま
ず
、
１
９
９
０
年
代
に
マ
ク
ロ
ラ
イ
ド

療
法
が
確
立
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
薬
物
療
法
の
効
果
が

乏
し
か
っ
た
慢
性
副
鼻
腔
炎
が
１４
員
環
マ
ク
ロ
ラ
イ

ド
の
少
量
長
期
投
与
に
よ
り
治
癒
す
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
１４
員
環
マ
ク
ロ
ラ
イ
ド
に
は
免
疫
調
節
作

用
が
あ
り
、
抗
菌
作
用
以
外
の
作
用
に
よ
っ
て
効
果

が
発
揮
さ
れ
る
こ
と
も
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
内
視
鏡
手
術
が
導
入
さ
れ
、
鼻
・
副
鼻
腔

炎
の
手
術
が
鼻
内
か
ら
低
侵
襲
で
行
う
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
当
初
は
鼻
・
副
鼻
腔
炎
だ

け
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
副
鼻
腔
の
う
胞
や
眼

窩
骨
折
、
鼻
出
血
手
術
、
後
鼻
神
経
切
断
術
、
鼻
・

副
鼻
腔
腫
瘍
な
ど
に
も
そ
の
適
応
が
広
が
り
、
現
在

で
は
９０
％
以
上
の
鼻
科
手
術
を
内
視
鏡
下
に
行
っ
て

い
ま
す
。
私
た
ち
の
教
室
も
内
視
鏡
下
の
血
管
結
紮

手
術
や
歯
原
性
の
う
胞
の
新
し
い
手
術
法
を
国
際
誌

に
報
告
し
、
こ
う
し
た
内
視
鏡
手
術
の
適
応
の
拡
大

に
大
き
く
貢
献
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
困
難
な
再
手

術
例
や
、
鼻
・
副
鼻
腔
腫
瘍
の
手
術
に
は
、
Ｃ
Ｔ
に

よ
る
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
や
、
２
０
０
０
年

に
日
本
で
初
め
て
導
入
さ
れ
た
術
中
Ｍ
Ｒ
Ｉ
手
術
シ

ス
テ
ム
を
利
用
し
て
、
よ
り
安
全
で
確
実
な
手
術
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

嗅
覚
や
味
覚
は
人
間
が
人
間
ら
し
く
生
き
る
上
で

極
め
て
重
要
な
感
覚
で
す
が
、
嗅
覚
・
味
覚
の
障
害

を
専
門
で
治
療
す
る
施
設
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

当
科
で
は
５
年
前
か
ら
、
京
滋
地
区
で
は
唯
一
の
嗅

覚
味
覚
外
来
を
開
設
し
て
検
査
・
評
価
か
ら
症
例
に

応
じ
た
治
療
に
取
り
組
み
、
患
者
さ
ん
の
悩
み
に
答

え
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
嗅
覚
味
覚
障
害
の
治
療
法

に
関
す
る
臨
床
研
究
や
基
礎
研
究
に
も
力
を
入
れ
て

い
ま
す
。

頭
頸
部
癌
の
治
療  —

血
管
吻
合
に
よ
る
再
建

外
科
の
進
歩
と
機
能
回
復
へ
の
取
り
組
み

　

人
間
が
生
き
る
上
で
、
食
事
が
で
き
る
こ
と
と
音
声

が
出
せ
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
す
。
頭
頸
部
癌
の
治

療
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
機
能
を
い
か
に
温
存
あ
る

い
は
再
建
し
て
、
患
者
さ
ん
の
Ｑ
Ｏ
Ｌ
を
維
持
す
る
か

に
つ
い
て
の
努
力
を
続
け
て
い
ま
す
。
近
年
、
血
管
吻

合
技
術
の
発
展
に
よ
り
腫
瘍
切
除
後
に
体
の
他
の
部
分

か
ら
組
織
を
移
植
し
て
再
建
す
る
遊
離
組
織
移
植
手
術

が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
手
術
の
適
用
が
大
き
く
広

が
り
ま
し
た
。
私
た
ち
も
、
舌
・
口
腔
・
咽
頭
の
再
建

に
は
前
腕
皮
弁
や
腹
直
筋
皮
弁
な
ど
を
利
用
し
、
下
咽

頭
や
頸
部
食
道
の
再
建
に
は
遊
離
空
腸
を
使
っ
て
術
後

の
機
能
再
建
を
行
っ
て
い
ま
す
。
一
方
で
、
喉
頭
の
音

声
機
能
の
温
存
を
目
指
し
て
、
喉
頭
部
分
切
除
術
や
喉

頭
亜
全
摘
手
術
な
ど
の
新
た
に
開
発
さ
れ
た
手
術
法
に

積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、
上
顎
癌
に
対

し
て
は
選
択
的
動
注
化
学
療
法
を
併
用
す
る
こ
と
で
ほ

と
ん
ど
の
症
例
で
眼
球
が
温
存
で
き
て
い
ま
す
。
さ
ら

に
初
期
の
咽
頭
癌
に
対
す
る
経
口
腔
的
な
新
し
い
低
侵

襲
手
術
へ
の
取
り
組
み
も
開
始
し
ま
し
た
。

　

頭
頸
部
癌
に
対
し
て
は
、
手
術
、
放
射
線
、
化
学
療

法
を
組
み
合
わ
せ
た
集
学
的
治
療
が
重
要
で
す
が
、
放

射
線
科
、
形
成
外
科
、
消
化
器
外
科
、
呼
吸
器
外
科
、

脳
外
科
、
眼
科
、
口
腔
外
科
な
ど
の
先
生
方
と
連
携
を

と
り
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
患
者
さ
ん
の
病
態
に
応
じ

て
最
も
適
切
な
治
療
法
を
選
択
し
て
い
ま
す
。
患
者
さ

ん
の
Ｑ
Ｏ
Ｌ
を
向
上
さ
せ
る
目
的
で
嚥
下
外
来
も
開
設

し
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科
と
協
力
し
て
嚥
下
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
と
と
も
に
嚥
下
障
害
に
対
す

る
外
科
的
治
療
も
行
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
音
声
外
来

も
開
設
し
、
声
帯
麻
痺
症
例
に
対
す
る
音
声
機
能
の
改

善
の
た
め
の
手
術
も
行
い
、
患
者
さ
ん
の
Ｑ
Ｏ
Ｌ
の
回

復
を
最
終
目
的
と
し
た
治
療
を
行
っ
て
い
ま
す
。

を
傾
け
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
先
天
性
難
聴

は
出
生
児
１
０
０
０
人

に
１
人
認
め
ら
れ
る
頻

度
の
高
い
先
天
性
障
害

で
す
。
先
天
性
難
聴
の

う
ち
お
お
よ
そ
５０
％
は

遺
伝
子
に
原
因
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

当
科
で
は
先
天
性
難
聴

の
遺
伝
診
断
を
先
進
医

療
と
し
て
実
施
す
る
準

備
も
進
め
て
い
ま
す
。

難
聴
の
原
因
を
遺
伝
子

レ
ベ
ル
で
特
定
す
る
こ

と
で
、
早
期
の
人
工
内

耳
手
術
な
ど
、
原
因
に

応
じ
た
治
療
を
実
施
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

難
聴
の
患
者
さ
ん
に

は
補
聴
器
の
使
用
が
有
用
で
す
。
し
か
し
、
補
聴
器

の
フ
ィ
ッ
テ
ィ
ン
グ
に
は
医
師
の
診
断
を
受
け
た
上

で
正
し
く
装
用
す
る
こ
と
が
重
要
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の

聴
力
に
あ
っ
た
補
聴
器
を
使
用
し
な
け
れ
ば
、
効
果

が
得
ら
れ
な
い
ば
か
り
か
有
害
に
な
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
耳
鼻
咽
喉
科
医
師
と
認
定
補
聴
器
専
門
店
の

連
携
の
上
に
補
聴
器
を
購
入
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い

の
で
す
が
、
実
際
に
は
眼
鏡
屋
さ
ん
で
高
価
な
補
聴

器
を
購
入
さ
せ
ら
れ
た
り
、
通
信
販
売
で
購
入
し
て

い
る
人
も
多
く
、
大
き
な
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
ま

す
。
当
科
で
は
日
本
耳
鼻
咽
喉
科
学
会
認
定
の
補
聴

器
相
談
医
が
認
定
補
聴
器
専
門
店
と
連
携
し
て
、
補

聴
器
外
来
を
開
設
し
て
い
ま
す
。
そ
の
他
、
補
聴
器

相
談
医
の
教
育
研
修
や
、
難
聴
の
方
々
向
け
の
講
演

会
も
行
っ
て
、
適
正
な
補
聴
器
使
用
の
あ
り
方
に
つ

い
て
の
啓
蒙
活
動
も
行
っ
て
い
ま
す
。

な
い
と
行
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
近
年
、
新
た
な
特

異
的
免
疫
療
法
と
し
て「
舌
下
免
疫
療
法
」が
注
目
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
保
険
適
応
が
な
く
、
抗
原
の
濃
度
や

投
与
間
隔
な
ど
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
も
多

く
残
さ
れ
て
お
り
、
未
だ
臨
床
試
験
の
段
階
に
あ
り
ま

す
。

　

手
術
療
法
は
鼻
閉
が
強
い
重
症
例
や
鼻
腔
形
態
異
常

を
伴
う
場
合
に
行
い
ま
す
。
鼻
粘
膜
の
縮
小
と
変
調
を

目
的
と
し
た
レ
ー
ザ
ー
手
術
、
鼻
腔
通
気
の
改
善
を
目

的
と
し
た
下
鼻
甲
介
切
除
術
、
鼻
漏
の
改
善
を
目
的
と

し
た
後
鼻
神
経
切
断
術
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
レ
ー
ザ
ー

手
術
は
外
来
で
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
再
発
し
や

す
い
た
め
複
数
回
の
処
置
が
必
要
で
す
。
そ
の
他
の
手

術
は
高
い
有
効
性
が
得
ら
れ
ま
す
が
、
入
院
加
療
を
要

し
ま
す
。
患
者
さ
ん
の
症
状
や
希
望
に
合
わ
せ
て
治
療

手
段
を
選
択
し
て
い
ま
す
。

ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
の
基
礎
研
究

　

４
年
前
か
ら
米
国
メ
イ
ヨ
ー
ク
リ
ニ
ッ
ク
免
疫
ア
レ

ル
ギ
ー
部
門
の
Ｋ
ｉ
ｔ
ａ
教
授
の
も
と
へ
ス
タ
ッ
フ
を

派
遣
し
て
共
同
研
究
を
進
め
て
い
ま
す
。
最
近
、
ア
レ

ル
ゲ
ン
な
ど
の
直
接
刺
激
に
よ
り
気
道
上
皮
細
胞
か
ら

放
出
さ
れ
る 

Ｉ
Ｌ-

３３
、 Ｉ
Ｌ-

２５
、Ｔ
Ｓ
Ｌ
Ｐ（thym

ic 
strom

al lym
phopoietin

）な
ど
の
サ
イ
ト
カ
イ
ン
が
、

自
然
型
ア
レ
ル
ギ
ー
反
応
と
獲
得
型
ア
レ
ル
ギ
ー
反
応

の
両
者
に
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と

が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
こ
う
し
た
サ
イ
ト

カ
イ
ン
の
放
出
と
作
用
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
検
討
す
る
こ

と
で
、
ア
レ
ル
ギ
ー
性
鼻
炎
の
病
態
を
明
ら
か
に
す
る

試
み
を
続
け
て
い
ま
す
。
臨
床
を
行
い
な
が
ら
基
礎
研

究
者
と
研
究
成
果
を
競
い
合
う
の
は
大
変
で
す
が
、
臨

床
で
の
疑
問
を
す
ぐ
に
研
究
に
生
か
せ
る
利
点
や
、
臨

床
検
体
が
す
ぐ
に
手
に
入
る
利
点
、
研
究
成
果
を
臨
床

へ
還
元
す
る
視
点
な
ど
臨
床
医
な
ら
で
は
の
特
徴
を
生

か
し
た
研
究
を
精
力
的
に
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
花
粉
症
患
者
に
対
す
る
初
期
治
療
の
有
用
性

や
抗
ヒ
ス
タ
ミ
ン
薬
の
選
択
、
鼻
噴
霧
用
ス
テ
ロ
イ
ド

の
使
い
方
な
ど
に
関
す
る
臨
床
研
究
や
、
特
異
的
免
疫

療
法
の
効
果
や
レ
ー
ザ
ー
手
術
法
の
比
較
を
行
っ
て
、

実
際
に
患
者
さ
ん
や
耳
鼻
咽
喉
科
医
が
薬
物
療
法
や
特

異
的
免
疫
療
法
、
手
術
療
法
を
行
う
際
に
参
考
に
し
て

い
た
だ
く
エ
ビ
デ
ン
ス
を
広
く
提
供
し
て
い
ま
す
。

　

耳
鼻
咽
喉
科
は
、
大
き
く
耳
科
学
、
鼻
科
学
、
咽

喉
頭
学
の
３
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
そ

れ
ぞ
れ
が
、
め
ま
い
・
難
聴
・
中
耳
炎
・
耳
科
手
術
・

補
聴
器
・
人
工
内
耳
、
副
鼻
腔
炎
・
顔
面
外
傷
・
ア

レ
ル
ギ
ー
・
嗅
覚
味
覚
、
頭
頸
部
腫
瘍
・
扁
桃
・
甲

状
腺
・
嚥
下
・
音
声
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ブ
ス
ペ

シ
ャ
リ
テ
ィ
を
有
し
て
い
ま
す
。
特
に
Ｑ
Ｏ
Ｌ
に
深

く
関
わ
っ
て
い
る
、
聴
覚
・
平
衡
覚
・
嗅
覚
・
味
覚
・

嚥
下
・
音
声
言
語
・
呼
吸
な
ど
、
人
間
が
生
き
て
い

く
た
め
に
極
め
て
重
要
な
感
覚
や
機
能
を
扱
っ
て
い

ま
す
。
こ
う
し
た
耳
鼻
咽
喉
科
診
療
の
最
先
端
に
つ

い
て
も
ご
紹
介
し
ま
す
。

進
歩
す
る
聴
力
改
善
手
術
、
人
工
内
耳
の
発

展
、
先
天
性
難
聴
の
遺
伝
子
診
断

　

顕
微
鏡
下
の
耳
科
手
術
も
近
年
大
き
く
発
展
し
て

い
ま
す
。
真
珠
腫
性
中
耳
炎
、
慢
性
中
耳
炎
に
対
す

る
手
術
の
他
に
耳
硬
化
症
、
耳
小
骨
離
断
、
外
リ
ン

パ
漏
な
ど
の
よ
り
高
度
な
手
術
も
行
っ
て
い
ま
す
。

ほ
ぼ
１００
％
の
症
例
で
耳
漏
が
停
止
し
、
８０
％
以
上
の

症
例
で
聴
力
が
改
善
し
、
患
者
さ
ん
に
大
変
喜
ば
れ

て
い
ま
す
。
補
聴
器
で
も
会
話
が
で
き
な
い
両
耳
の

高
度
難
聴
に
対
し
て
は
、
先
進
医
療
で
あ
る
人
工
内

耳
埋
め
込
み
術
も
行
っ
て
い
ま
す（
図
５
）。
こ
れ
は

内
耳
に
直
接
電
極
を
埋
め
込
ん
で
蝸
牛
神
経
を
電
気

刺
激
す
る
方
法
で
、
ま
っ
た
く
聞
こ
え
な
く
な
っ
た

人
に
聴
覚
を
回
復
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
夢
の
よ
う

な
治
療
法
で
す
。
当
教
室
に
は
自
ら
が
人
工
内
耳
手

術
を
受
け
て
、
人
工
内
耳
を
使
用
し
て
い
る
医
師
が

い
ま
す
。
人
工
内
耳
に
も
限
界
が
あ
り
ま
す
が
、
患

者
さ
ん
の
立
場
に
立
っ
て
聴
覚
障
害
の
診
療
に
情
熱

　

抗
原
の
除
去
と
回
避
は
、
治
療
に
対
す
る
患
者
の
主

体
性
を
促
す
た
め
に
も
重
要
で
、
ハ
ウ
ス
ダ
ス
ト
や
ダ

ニ
に
よ
る
ア
レ
ル
ギ
ー
に
は
掃
除
や
寝
具
の
洗
濯
に
よ

る
抗
原
の
除
去
を
行
い
ま
す
。
室
温（
２０-

２５
度
以
下
）

や
湿
度（
５０
％
以
下
）を
低
く
保
つ
こ
と
も
ダ
ニ
の
減

量
に
効
果
的
で
す
。
花
粉
に
対
し
て
は
毎
日
の
飛
散
情

報
を
把
握
し
て
、
花
粉
を
避
け
る
た
め
の
対
策
を
行
い

ま
す
。
例
え
ば
、
洗
濯
物
を
屋
外
に
干
さ
な
い
、
晴
れ

た
風
の
強
い
日
中
は
で
き
る
だ
け
外
出
を
避
け
る
、
出

か
け
る
時
に
は
マ
ス
ク
や
ゴ
ー
グ
ル
を
使
用
し
、
室
内

に
花
粉
を
持
ち
込
ま
な
い
な
ど
で
す
。

　

薬
物
療
法
は
患
者
さ
ん
の
症
状
や
重
症
度
に
応
じ
て

治
療
法
を
選
択
し
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
薬
剤
が
あ
り
ま

す
が
、
中
等
症
以
上
の
症
例
で
あ
れ
ば
抗
ヒ
ス
タ
ミ
ン

薬
の
内
服
と
鼻
噴
霧
用
ス
テ
ロ
イ
ド
薬
が
基
本
的
な
治

療
薬
で
、
鼻
閉
の
強
い
症
例
に
は
抗
ロ
イ
コ
ト
リ
エ
ン

薬
や
抗
ト
ロ
ン
ボ
キ
サ
ン
薬
な
ど
を
併
用
し
ま
す
。
最

重
症
例
で
は
花
粉
飛
散
の
ピ
ー
ク
時
に
鼻
噴
霧
用
ス
テ

ロ
イ
ド
だ
け
で
は
症
状
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
こ

と
が
あ
り
、
内
服
ス
テ
ロ
イ
ド
を
短
期
間
併
用
す
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
症
状
の
少
な
い
初
期
か
ら
抗

ヒ
ス
タ
ミ
ン
薬
な
ど
で
治
療
を
開
始
す
る「
初
期
療
法
」

を
行
う
こ
と
で
、
鼻
粘
膜
の
過
敏
性
を
低
下
さ
せ
て
花

粉
飛
散
期
の
症
状
を
か
な
り
抑
制
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
抗
ヒ
ス
タ
ミ
ン
薬
の
問
題
点
と
し
て
眠
気
の
副
作

用
が
あ
り
ま
す
が
、
最
近
の
抗
ヒ
ス
タ
ミ
ン
薬
は
脳
内

へ
の
移
行
が
抑
制
さ
れ
、
眠
気
の
少
な
い
薬
剤
が
多
く

な
り
ま
し
た
。
患
者
さ
ん
の
症
状
に
合
わ
せ
て
、
多
く

の
薬
剤
の
選
択
が
可
能
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

特
異
的
免
疫
療
法
は
長
期
寛
解（
症
状
が
継
続
的
に

軽
減
し
た
状
態
）を
得
る
こ
と
が
で
き
る
唯
一
の
治
療

法
で
す
。
し
か
し
、
治
療
に
用
い
ら
れ
る
エ
キ
ス
の
数

が
限
ら
れ
標
準
化
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
注
射
療
法
の

た
め
の
通
院
を
要
し
、
で
き
れ
ば
２-

３
年
の
継
続
注

射
が
必
要
な
こ
と
、効
果
発
現
が
遅
く
ま
れ
に
蕁
麻
疹
、

顔
面
浮
腫
、
ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー
シ
ョ
ッ
ク
な
ど
の
全

身
症
状
が
生
じ
る
こ
と
な
ど
の
問
題
が
あ
り
、
当
科
の

よ
う
な
ア
レ
ル
ギ
ー
専
門
医
の
い
る
専
門
医
療
機
関
で

（図5）
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わさび臭による覚醒の研究と聴覚障害者用報知器の開発で
イグ・ノーベル賞を受賞

と
っ
て
救
い
と
な

る
研
究
が
で
き
た

と
思
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、イ
グ
・

ノ
ー
ベ
ル
賞
を

い
た
だ
い
た
こ
と

で
、こ
の
方
法
が

有
効
で
あ
る
こ
と

を
多
く
の
方
々
に

知
っ
て
い
た
だ
け

た
こ
と
を
う
れ
し

く
思
っ
て
い
ま
す
。

　

今
後
の
研
究
の

広
が
り
と
し
て
、

「
聴
覚
障
害
者
の

ほ
う
が
臭
気
に
対

す
る
反
応
が
早
い
の
は
な
ぜ
か
」と
い
う
こ
と
を
解

明
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

わ
さ
び
は
嗅
覚
で
は
な
く
、ア
リ
ル
イ
ソ
チ
オ

シ
ア
ネ
ー
ト
が
冷
刺
激
受
容
体
Ｔ
Ｒ
Ｐ
Ａ
１
を
刺

激
し
て
冷
た
い
感
覚
が
生
じ
、触
覚
に
近
い
刺
激

と
し
て
脳
内
で
処
理
さ
れ
ま
す
。

　

聴
覚
障
害
者
の
場
合
、本

来
は
音
を
聴
く
脳
の
領
域
で

あ
る
側
頭
葉
が
、触
覚
を
処

理
す
る
能
力
を
補
っ
て
い
る

可
能
性
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

視
覚
障
害
者
が
点
字
に
触
れ

る
時
、視
覚
情
報
を
処
理
す

る
後
頭
葉
が
触
覚
情
報
を
処

理
す
る
機
能
を
補
っ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す

が
、こ
れ
は
目
覚
め
て
い
る

時
の
こ
と
で
、眠
っ
て
い
る

間
で
も
機
能
を
補
え
る
か
に

つ
い
て
は
ま
だ
研
究
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
。　

　

こ
の
研
究
を
進
め
て
い
く
こ
と
で
、睡
眠
時
の

感
覚
情
報
処
理
機
構
や
先
天
性
聴
覚
障
害
者
に
お

け
る
神
経
系
の
機
能
的
再
構
築
の
問
題
な
ど
に
つ

い
て
の
考
察
が
可
能
に
な
り
、今
後
、神
経
医
学
、

睡
眠
学
、も
の
づ
く
り
の
３
領
域
で
の
広
が
り
が

期
待
で
き
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

今
井
講
師
は
、村
上
医
師
、香
り
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン

グ
協
会
の
田
島
幸
信
理
事
長
ら
と
と
も
に
、９
月

２９
日
に
ア
メ
リ
カ
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
の
ハ
ー

バ
ー
ド
大
学
サ
ン
ダ
ー
ス
シ
ア
タ
ー
で
行
わ
れ
た

授
賞
式
に
出
席
し
ま
し
た
。

　

受
賞
ス
ペ
ー
チ
で
は
聴
衆
か
ら
笑
い
を
取
る
こ

と
が
要
求
さ
れ
る
た
め
、今
井
講
師
は「
こ
の
賞
は

実
験
に
参
加
し
て
く
れ
た
聴
覚
障
害
者
の
方
々
か

ら
の
宝
物
で
す
。で
も
間
違
っ
て
も
、わ
さ
び
臭
ス

プ
レ
ー
を
お
寿
司
や
そ
ば
に
か
け
な
い
で
く
だ
さ

い
」と
、ユ
ー
モ
ア
た
っ
ぷ
り
の
ス
ピ
ー
チ
で
会
場

を
湧
か
せ
ま
し
た
。

後
に
ス
イ
ッ
チ
を
押
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

睡
眠
段
階
２（
軽
い
寝
息
を
た
て
る
中
等
度

の
睡
眠
状
態
）で
、聴
覚
障
害
者
は
平
均
２１
秒
、

正
常
聴
力
者
は
平
均
４５
秒
で
覚
醒
し
、Ａ
Ｉ
Ｔ

の
最
適
濃
度
が
５
︱

２０
ｐ
ｐ
ｍ
で
あ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
ま
し
た
。ま
た
、刺
激
臭
に
よ
る
涙

や
咳
き
込
み
は
あ
る
も
の
の
、避
難
に
支
障
が

な
い
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。

　

こ
の
臨
床
実
験
に
よ
っ
て
わ
さ
び
臭
に
よ
る

覚
醒
効
果
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、神

戸
市
に
あ
る
エ
ア
・
ウ
ォ
ー
タ
ー
防
災
株
式
会

社
が
、火
災
報
知
器
と
し
て
作
動
す
る
臭
気
発

生
装
置
を
商
品
開
発
、す
で
に
販
売
さ
れ
て
聾

学
校
や
ホ
テ
ル
に
配
備
さ
れ
て
い
ま
す
。

期
待
さ
れ
る
神
経
医
学
、睡
眠
学
、も
の

づ
く
り
へ
の
広
が
り

　

臨
床
実
験
に
参
加
し
た
の
は
、琵
琶
湖
病
院

や
滋
賀
医
科
大
学
の
職
員
と
京
都
の
聴
覚
障
害

者
の
団
体
で
、わ
さ
び
臭
に
む
せ
て
涙
し
な
が

ら
協
力
い
た
だ
い
た
方
々
に
と
て
も
感
謝
し
て

い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
聴
覚
障
害
者
向
け
の
警
報
装
置

は
振
動
や
光

の
点
滅
で
火
災

を
知
ら
せ
る
と

い
う
も
の
で
す

が
、
睡
眠
時
に

は
効
果
が
不
安

定
で
し
た
。
睡

眠
時
の
火
災
に

対
し
て
不
安
を

感
じ
て
お
ら
れ

た
聴
覚
障
害
者

の
み
な
さ
ん
に

ら
い
の
さ
ま
ざ
ま
な
臭
い
を
試
し
た
結
果
、ワ
サ

ビ
の
匂
い
が
最
も
強
烈
で
、寝
て
い
る
人
で
も
す

ぐ
に
気
づ
く
こ
と
か
ら
選
ば
れ
ま
し
た
。

　

滋
賀
医
科
大
学
医
学
部
附
属
病
院
内
の
睡
眠
検

査
室
で
、共
同
研
究
者
で
あ
る
琵
琶
湖
病
院
の
村

上
純
一
医
師
と
と
も
に
、聴
覚
障
害
の
あ
る
人
と

障
害
の
な
い
正
常
聴
力
者
を
対
象
と
し
て
臨
床
実

験
を
行
い
ま
し
た
。

　

ポ
リ
グ
ラ
フ
で
被
験
者
の
睡
眠
を
確
認
、ま
ず

無
臭
の
気
体
を
遠
隔
操
作
で
室
内
に
噴
霧
し
、睡

眠
の
継
続
を
確
認
し
た
後
、次
に
わ
さ
び
の
刺
激

性
臭
気（
ア
リ
ル
イ
ソ
チ
オ
シ
ア
ネ
ー
ト
：
Ａ
Ｉ

Ｔ
）を
室
内
に
噴
霧
し
て
、睡
眠
の
深
さ
、目
を
覚

ま
す
ま
で
と
枕
元
の
ス
イ
ッ
チ
を
押
す
ま
で
の
時

間
と
、枕
元
の
臭
い
の
濃
度
を
測
定
し
ま
し
た
。

　

正
常
聴
力
者
で
は
ス
プ
レ
ー
の
噴
霧
音
で
目
が

覚
め
な
い
よ
う
、ホ
ワ
イ
ト
ノ
イ
ズ
を
流
し
た
り
、

耳
栓
を
使
用
し
て
も
ら
い
、聴
覚
障
害
者
に
は
手

話
通
訳
者
の
協
力
を
お
願
い
し
ま
し
た
。

　

一
度
で
覚
醒
し
な
い
場
合
は
1.5
分
間
隔
で
、濃

度
を
だ
ん
だ
ん
濃
く
し
な
が
ら
、脳
波
と
ビ
デ
オ

モ
ニ
タ
ー
で
観
察
し
た
と
こ
ろ
、鼻
づ
ま
り
の
被

験
者
を
除
い
て
、枕
元
に
臭
気
が
到
達
し
て
か
ら

２
分
半
後
ま
で
に
被
験
者
が
目
を
覚
ま
し
て
そ
の

臨
床
実
験
で
わ
さ
び
臭
に
よ
る
覚
醒
効

果
を
実
証

　

臨
床
研
究
の
き
っ
か
け
は
、香
り
を
医
療
な

ど
に
応
用
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
を
展
開
す
る
株
式
会

社
シ
ー
ム
ス
か
ら
の
依
頼
で
し
た
。

　

聴
覚
に
障
害
の
あ
る
人
の
た
め
の
警
報
装
置

を
開
発
す
る
た
め
に
、眠
っ
て
い
る
人
を
臭
気

で
目
覚
め
さ
せ
る
技
術
を
研
究
し
て
い
る
が
、

臨
床
面
で
の
検
証
を
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う

こ
と
で
し
た
。ミ
ン
ト
や
カ
ラ
シ
な
ど
１００
種
く

精神医学講座
講師　今井　眞

わ
さ
び
臭
に
よ
る
覚
醒
の
研
究
と
聴
覚
障
害
者
用
報
知
器
の

開
発
で
イ
グ
・
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
受
賞

精
神
医
学
講
座　

講
師　

今
井　

眞

　

精
神
医
学
講
座
の
今
井　

眞
講
師
が
、「
わ
さ
び
臭
に
よ
る
覚
醒
と
そ
れ
を
応
用
し
た
報
知
器

開
発
」に
よ
っ
て
、
６
名
の
共
同
研
究
者
と
と
も
に
２
０
１
１
年
の
第
２１
回
イ
グ
・
ノ
ー
ベ
ル
賞
の

化
学
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。
火
災
な
ど
緊
急
時
に
眠
っ
て
い
る
人
を
起
こ
す
の
に
適
切
な
空
気
中

の
わ
さ
び
の
濃
度
発
見
と
、
こ
れ
を
利
用
し
た
わ
さ
び
警
報
装
置
の
開
発
に
対
し
て
贈
ら
れ
た
も

の
で
す
。

　

イ
グ
・
ノ
ー
ベ
ル
賞
は
、「
人
々
を
笑
わ
せ
、
そ
し
て
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
研
究
」に
対
し
て
与
え

ら
れ
る
賞
で
、１
９
９
１
年
に
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
賞
を
企
画
運
営
す
る
の
は
、サ
イ
エ
ン
ス
・

ユ
ー
モ
ア
雑
誌『
風
変
わ
り
な
研
究
の
年
報
』 （Annals of Im

probable Research

） 

と
、
そ
の

編
集
者
で
あ
る
マ
ー
ク
・エ
イ
ブ
ラ
ハ
ム
ズ
氏
で
、
ハ
ー
バ
ー
ド
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
協
会
、
ハ
ー
バ
ー

ド
・
ラ
ド
ク
リ
フ
Ｓ
Ｆ
協
会
な
ど
が
共
同
ス
ポ
ン
サ
ー
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ノ
ー
ベ
ル
賞
の
パ
ロ
デ
ィ
と
も
言
わ
れ
、
中
に
は
か
な
り
皮
肉
が
込
め
ら
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
す

が
、
正
統
な
科
学
研
究
に
つ
い
て
も
賞
の
定
義
に
の
っ
と
っ
て
い
る
場
合
は
受
賞
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

今
井
講
師
に
受
賞
対
象
と
な
っ
た
研
究
に
つ
い
て
う
か
が
い
ま
し
た
。

第２１回イグ・ノーベル賞 化学賞
「わさび臭による覚醒と

　　　　それを応用した報知器開発」

今井　眞（滋賀医科大学講師）

村上純一（琵琶湖病院）

田島幸信（香りマーケティング協会理事長）

漆畑直樹、種村秀輝（シームス株式会社）

後藤秀晃、溝口浩一郎（エア・ウォーター防災株式会社）
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胎生期の環境と生活習慣病の
相関に着目したＤＯＨａＤ研究

解剖学講座生体機能形態学部門　
教授　宇田川　潤　

胎
生
期
の
環
境
と
生
活
習
慣
病
の

相
関
に
着
目
し
た
Ｄ
Ｏ
Ｈ
ａ
Ｄ
研
究

解
剖
学
講
座
生
体
機
能
形
態
学
部
門　

教
授　

宇
田
川　

潤

　

本
学
の
解
剖
学
講
座
に
は
、生
体
機
能
形
態
学
部
門（
旧
解
剖
学
第
一
講
座
）と
神
経
形
態
学
部

門（
旧
解
剖
学
第
二
講
座
）の
２
部
門
が
あ
り
ま
す
。

　

平
成
２３
年
６
月
に
生
体
機
能
形
態
学
部
門
の
教
授
に
就
任
さ
れ
た
宇
田
川
潤
教
授
に
、研
究
の

メ
イ
ン
テ
ー
マ
で
あ
る「
発
生
」や
今
後
の
展
望
に
つ
い
て
う
か
が
い
ま
し
た
。

機
能
に
異
常
の
あ
る
細
胞
が
で
き
て
し
ま
い
ま

す
。こ
の
よ
う
に
し
て
、病
気
の
素
因
が
形
成
さ

れ
る
わ
け
で
す
。

　

こ
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
塩
基
配
列
の
違
い
に
よ
ら
ず

に
遺
伝
子
発
現
の
多
様
性
を
生
み
出
す
し
く
み

は
、エ
ピ
ジ
ェ
ネ
テ
ィ
ク
ス（Ep

igen
etics

）と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

エ
ピ
ジ
ェ
ネ
テ
ィ
ク
ス
の
し
く
み
と
し
て
、

Ｄ
Ｎ
Ａ
の
メ
チ
ル
化
や
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
取
り
巻
く
ヒ

ス
ト
ン
タ
ン
パ
ク
質
の
ア
セ
チ
ル
化
、あ
る
い

は
遺
伝
情
報
を
も
た
な
い
マ
イ
ク
ロ
Ｒ
Ｎ
Ａ
が

遺
伝
子
情
報
を
読
む
か
読
ま
な
い
か
を
制
御

し
て
い
ま
す
。エ
ピ
ジ
ェ
ネ
テ
ィ
ク
ス
因
子
は

胎
生
期
の
環
境
に
限
ら
ず
、生
ま
れ
て
か
ら
も

ず
っ
と
栄
養
や
ス
ト
レ
ス
と
い
っ
た
ラ
イ
フ
ス

タ
イ
ル
の
影
響
を
受
け
や
す
い
こ
と
が
特
徴
で

す
。同
一
の
遺
伝
子
セ
ッ
ト
を
持
っ
た
一
卵
性

双
生
児
で
も
、身
体
的
特
徴
や
病
気
の
発
症
な

ど
に
差
が
出
る
の
は
そ
の
た
め
で
す
。

若
い
研
究
者
を
中
心
に
据
え
た

活
気
の
あ
る
研
究
室
を
目
指
し
て

　

島
根
大
学
で
は
、四
肢
の
骨
格
な
ど
の
比
率

や
形
を
複
比
、あ
る
い
は
私
た
ち
が
三
重
比
と

名
付
け
た
比
率
を
使
っ
て
数
学
的
に
評
価
し

て
、手
足
の
機
能
と
の
関
連
を
解
析
す
る
研
究

に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。そ
の
過
程
で
い
ろ

い
ろ
な
動
物
の
骨
を
計
測
し
た
と
こ
ろ
、霊
長

類
の
手
と
足
の
骨
格
構
造
が
樹
上
性（
ほ
ぼ
樹

木
の
上
で
生
活
す
る
こ
と
）と
半
樹
上
性（
樹
木

の
上
と
地
上
を
行
き
来
し
な
が
ら
生
活
す
る
こ

と
）で
き
れ
い
に
分
か
れ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま

し
た
。複
比
や
三
重
比
は
メ
ビ
ウ
ス
変
換 f

（z
） 

= 

（az + b

）/

（cz + d

） 

と
深
く
関
連
し
て
い

ま
す
の
で
、今
後
は
メ
ビ
ウ
ス
変
換
な
ど
の
数

学
的
手
法
を
取
り
入
れ
て
、手
の
機
能
と
形
の

研
究
を
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

実
際
に
は
、手
の
麻
痺
が
あ
る
患
者
さ
ん
へ

の
、効
果
的
な
リ
ハ
ビ
リ
な
ど
に
応
用
で
き
る

よ
う
、理
学
療
法
士
や
作
業
療
法
士
の
協
力
を

得
な
が
ら
進
め
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
ロ
ボ
ッ
ト
工
学
で
ど
う
い
う
手
の

形
に
す
る
と
つ
か
み
や
す
い
か
と
い
う
研
究
に

も
、将
来
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し

て
い
ま
す
。

　

今
後
も
研
究
の
メ
イ
ン
は
発
生
で
あ
り
、胎

生
期
の
環
境
と
統
合
失
調
症
と
の
関
連
に
つ
い

て
研
究
を
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。現
在
、研
究
医
コ
ー
ス
を
志
し
て
い
る
学
生

と
と
も
に
、脳
の
発
生
の
研
究
を
始
め
て
い
ま

す
。
生
体
機
能
形
態
学
部
門
で
は
、
学
生
や
若

い
研
究
者
を
中
心
に
据
え
、彼
ら
の
ア
イ
デ
ア

を
取
り
入
れ
な
が
ら
発
展
さ
せ
た
研
究
の
成
果

を
、学
会
や
論
文
で
積
極
的
に
発
表
し
て
も
ら

え
る
よ
う
な
活
気
の
あ
る
研
究
室
に
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

低
出
生
体
重
児
が
増
え
て
い
ま
す
。こ
れ
は
、一
時

期
特
に
問
題
と
な
っ
て
い
た
妊
娠
合
併
症
を
防
ぐ

た
め
に
行
っ
た
妊
娠
中
の
厳
格
な
体
重
増
加
制
限

の
影
響
や
、高
齢
出
産
傾
向
、あ
る
い
は
多
胎
妊
娠

の
増
加
に
加
え
て
、女
性
の
強
い
痩
せ
願
望
か
ら

く
る
妊
婦
自
身
の
過
度
な
食
事
制
限
も
原
因
の
一

つ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。そ
の
た
め
日
本
で
は
、

今
後
生
活
習
慣
病
が
増
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か

と
危
惧
さ
れ
て
い
ま
す
。

発
生
・
分
化
の
重
要
な
機
能
を
担
う

エ
ピ
ジ
ェ
ネ
テ
ィ
ク
ス

　

今
、
関
心
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
胎
生
期
の
環

境
の
変
化
と
将
来
起
こ
り
や
す
い
精
神
神
経
疾
患

と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で

す
。

　

低
栄
養
の
母
胎
で
育
っ
た
胎
児（
子
宮
内
発
育

不
全
）は
、生
ま
れ
た
後
に
２
型
の
糖
尿
病
や
虚
血

性
心
疾
患
な
ど
の
生
活
習
慣
病
に
な
る
確
率
が
高

い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。同
じ
よ
う
に
、統
合

失
調
症
や
自
閉
症
な
ど
の
精
神
神
経
疾
患
の
発
症

も
、胎
生
期
の
栄
養
環
境
や
母
体
感
染
症
と
の
関

連
性
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
て
、こ
れ
に
は
エ
ピ

ジ
ェ
ネ
テ
ィ
ク
ス
が
関
係
し
て
い
ま
す
。

　

１
個
の
受
精
卵
か
ら
分
裂
し
て
い
く
と
、ど
の

細
胞
も
基
本
的
に
同
じ
遺
伝
情
報
を
持
っ
て
い
る

は
ず
な
の
に
、別
々
の
細
胞
に
な
れ
る
の
は
、Ｄ
Ｎ

Ａ
の
情
報
の
中
で
読
ま
れ
る
部
分
と
読
ま
れ
な
い

部
分
が
あ
る
た
め
で
、あ
る
も
の
の
み
を
発
現
さ

せ
、ほ
か
の
も
の
を
発
現
さ
せ
な
い
と
い
う
遺
伝

子
の
選
択
的
発
現
が
あ
る
か
ら
で
す
。

　

胎
生
期
の
環
境
に
変
化
が
あ
っ
た
場
合
、通
常

な
ら
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
分
が
読
ま
れ

な
か
っ
た
り
、そ
の
逆
が
起
こ
っ
た
り
す
る
と
、遺

伝
子
す
な
わ
ち
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
塩
基
配
列
に
変
異
が
な

く
て
も
、
間
違
っ
て
読
ま
れ
た
情
報
に
よ
っ
て
、

胞
や
グ
リ
ア
細
胞
の
元
と
な
る
神
経
幹
細

胞
や
グ
リ
ア
前
駆
細
胞
が
維
持
さ
れ
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
し
た
。す
な
わ
ち
、ホ
ル
モ

ン
や
サ
イ
ト
カ
イ
ン
を
含
む
内
分
泌
環
境

の
変
化
は
、胎
生
期
に
組
織
が
作
ら
れ
て

い
く
過
程
で
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
を
与
え
て
い
る

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

欧
米
で
は
１
９
８
０
年
頃
か
ら
、
胎
児
・
新

生
児
・
乳
幼
児
の
栄
養
環
境
が
成
人
期
の
生
活

習
慣
病
の
発
症
リ
ス
ク
に
影
響
す
る
と
い
う
、

D
O

H
aD

（D
evelo

p
m

en
tal O

rig
in

s o
f 

H
ealth

 an
d D

isease

：
ド
ー
ハ
ッ
ド
）と
呼

ば
れ
る
考
え
方
が
広
ま
っ
て
き
ま
し
た
。胎
生

期
に
栄
養
が
十
分
で
な
い
と
、生
後
に
低
栄
養

状
態
に
耐
え
ら
れ
る
よ
う
に
体
が
適
応
し
、出

産
後
に
栄
養
を
過
剰
に
与
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、肥
満
や
生
活
習
慣
病
の
リ
ス
ク
が
増
加
す

る
と
い
う
考
え
方
で
す
。

　

わ
が
国
で
は
、平
均
出
生
体
重
が
戦
後
の
食

生
活
改
善
に
伴
っ
て
１
９
８
０
年
頃
ま
で
は
上

昇
し
て
い
ま
し
た
が
、以
後
は
次
第
に
低
下
し
、

胎
生
期
の
環
境
と
生
活
習
慣
病
の

相
関
に
着
目
し
た
Ｄ
Ｏ
Ｈ
ａ
Ｄ
研
究

　

発
生
生
物
学
は
、１
個
の
受
精
卵
か
ら
複
雑
な

成
体
が
で
き
る
ま
で
の
個
体
発
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

を
解
明
す
る
研
究
分
野
で
す
。精
子
と
卵
子
が
つ

く
ら
れ
る
段
階
か
ら
、受
精
を
経
て
胎
児
か
ら
成

人
に
成
長
す
る
ま
で
を
主
に
対
象
と
し
て
い
ま
す

が
、再
生
、も
っ
と
広
義
に
は
老
化
も
発
生
学
の
１

分
野
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

前
任
地
の
島
根
大
学
で
は
、胎
生
期（
胎
児
）の

脳
の
発
生
を
中
心
に
研
究
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
一
つ
と
し
て
、脳
視
床
下
部
に
働
い
て
食
欲

を
抑
制
し
、代
謝
を
高
め
る
働
き
を
す
る
レ
プ
チ

ン
と
い
う
ホ
ル
モ
ン
が
、食
欲
と
は
無
縁
の
胎
生

期
に
も
、脳
や
中
枢
神
経
の
発
生
に
関
与
し
て
い

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
ま
し
た
。

　

レ
プ
チ
ン
欠
損
マ
ウ
ス
は
、通
常
の
マ
ウ
ス
と

比
較
す
る
と
脳
の
発
生
が
よ
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、

レ
プ
チ
ン
を
投
与
す
る
と
脳
を
構
成
す
る
神
経
細

出生時体重 2,500g 未満の出生割合の推移

近年、出生数は横ばい・減少となっているが、
低出生体重児の割合が増加している。

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

S35 S40 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H19
0.0％

2.0％

4.0％

6.0％

8.0％

10.0％

12.0％

厚生労働省「人口動態統計」

0

２
５
０
０
ｇ
未
満
の
出
生
割
合

出
生
数

1,606041

1,934,239
1,901440

1,576,889

総数
平成 19 年
出生数　1,089,818 人
2,500ｇ未満割合　9.6％

2,500ｇ未満

1,431,577
1,221,585

1,187,064 1,190,547
1,062,5301,089,818

7.1％

5.7％
5.1％ 5.2％ 5.5％

6.3％

7.5％

8.6 9.5％ 9.6％

昭和 50 年
出生数　1,901,440 人
2,500ｇ未満割合　5.1％

ＤＮＡメチル化とヒストン修飾
（ヒストンタンパク質のアセチル化）
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看護管理者を対象とした看護管理実践（修士課程）を開設

　

本
院
で
は
看
護
部
長
１
名
、副
看
護
部
長
４

名
、看
護
師
長
２８
名
の
計
３３
名
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
に
よ
り
、パ
ー
ト
職
員
も
含
め
て
約
６５０
名
か
ら

な
る
看
護
部
が
組
織
さ
れ
て
い
ま
す
。看
護
管
理

者
の
育
成
に
つ
い
て
は
、看
護
師
長
を
目
指
す
者

は
日
本
看
護
協
会
認
定
の
フ
ァ
ー
ス
ト
レ
ベ
ル

看
護
管
理
者
研
修
の
修
了
を
、ま
た
す
べ
て
の
看

護
師
長
は
セ
カ
ン
ド
レ
ベ
ル
看
護
管
理
者
研
修

の
修
了
を
目
指
す
方
針
を
明
確
化
し
て
い
ま
す
。

臨
床
と
看
護
学
科
の
統
一
化
で
受
講
生
の

意
欲
と
希
望
に
応
え
る

　

看
護
管
理
以
外
の
修
士
認
定
に
必
要
な
看
護

研
究
や
看
護
理
論
等
に
つ
い
て
は
、足
立
教
授
が

指
導
に
当
た
り
、臨
床
と
看
護
教
育
研
究
の
ユ
ニ

フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
、大
学
院
教
育
コ
ー

ス
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

先
駆
的
看
護
管
理
を
実
践
し
て
い
る
病
院
で

の
実
習
や
学
会
へ
の
参
加
・
発
表
、接
客
や
プ
レ

ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を

行
い
ま
す
。ま
た
、大
学
院
生
が
勤
務
す
る
病
院

の
体
制
や
規
模
に
合
わ
せ
て
、看
護
管
理
者
と
し

て
、臨
床
現
場
で
活
用
で
き
る
ス
キ
ル
を
身
に
つ

け
て
も
ら
え
る
よ
う
に
し
ま
す
。

　

大
学
病
院
の
医
師
は
実
践
家
で
あ
り
教
育
者

で
も
あ
り
ま
す
が
、看
護
師
の
場
合
は
臨
床
現
場

で
働
く
看
護
師
と
教
育
者
は
明
確
に
分
か
れ
て

い
ま
す
。看
護
部
長
と
し
て
、日
々
臨
床
の
現
場

で
看
護
管
理
に
取
り
組
む
実
践
家
が
教
育
に
当

た
る
と
こ
ろ
の
意
義
は
大
き
い
と
自
負
し
て
い

ま
す
。

　

本
大
学
院
看
護
学
専
攻
高
度
専
門
職
コ
ー
ス

の
ユ
ニ
ー
ク
な
と
こ
ろ
は
、日
本
看
護
協
会
認
定

看
護
管
理
者
研
修
の
セ
カ
ン
ド
レ
ベ
ル
研
修
を

修
了
し
て
い
る
こ
と
を
入
学
条
件
と
し
、入
学
試

験
は
小
論
文
と
口
述
試
験
で
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
で

す
。学
士
を
持
た
な
い
受
験
者
は「
入
学
資
格
認
定

試
験
」を
受
験
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

看
護
管
理
実
践
の
必
須
科
目
で
あ
る「
看
護
管

理
論
」は
、土
曜
日
に
集
中
講
義
を
行
う
よ
う
に

し
て
、勤
務
し
な
が
ら
で
も
受
講
し
や
す
い
よ
う

に
工
夫
し
て
い
ま
す
。臨
床
現
場
の
看
護
管
理
者

に
学
ん
で
欲
し
い
と
い
う
思
い
を
、こ
の
コ
ー
ス

に
寄
せ
ま
し
た
。働
き
な
が
ら
学
ぶ
こ
と
は
決
し

て
容
易
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、意
欲
あ
る

大
学
院
生
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
全
力
で
サ
ポ
ー
ト

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

者
の
資
質
が
病
院
の
診
療
、組
織
、経
営
に
大
き

な
影
響
力
を
及
ぼ
す
こ
と
か
ら
、看
護
管
理
教
育

の
充
実
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

自
ら
チ
ャ
ン
ス
を
切
り
拓
く

滋
賀
医
科
大
学
医
学
部
附
属
病
院
の

臨
床
看
護
教
育
体
制

　

本
院
は
、平
成
２１
年
に
文
部
科
学
省
の「
看
護

職
キ
ャ
リ
ア
シ
ス
テ
ム
構
築
プ
ラ
ン
」事
業
に
選

定
さ
れ
、看
護
学
生
の
教
育
か
ら
新
人
看
護
師
教

育
、さ
ら
に
現
場
の
看
護
師
を
教
育
す
る
臨
床
教

育
看
護
師
の
育
成
ま
で
、看
護
学
科
と
協
同
し
て

行
う
体
制
を
整
備
し
ま
し
た
。

　

臨
床
に
お
け
る
看
護
教
育
に
つ
い
て
は
、Ⅰ
〜

Ⅳ
段
階
の
ク
リ
ニ
カ
ル
ラ
ダ
ー（
臨
床
能
力
段

階
）と
リ
ン
ク
し
た
教
育
体
制
を
構
築
し
て
い
ま

す
。看
護
教
育
は
、院
内
で
の
Ｏ
Ｊ
Ｔ（
仕
事
を
通

じ
て
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
す
る
）と
集
合
教
育
、院

外
で
の
研
修
に
分
け
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
院
外
研
修
は
ク
リ
ニ
カ
ル
ラ
ダ
ー
Ⅲ

段
階
以
上
を
獲
得
し
た
看
護
師
が
、そ
の
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ブ
と
し
て
希
望
す
る
研
修
や
海
外
研
修

に
出
張
扱
い
で
参
加
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
ま

す
。

　

ク
リ
ニ
カ
ル
ラ
ダ
ー
Ⅲ
を
獲
得
し
た
後
、「
臨

床
看
護
教
育
者
コ
ー
ス
」「
看
護
ジ
ェ
ネ
ラ
リ
ス

ト
コ
ー
ス
」「
看
護
管
理
者
コ
ー
ス
」「
看
護
ス
ペ

シ
ャ
リ
ス
ト
コ
ー
ス
」の
４
つ
の
キ
ャ
リ
ア
コ
ー

ス
を
選
択
で
き
る
よ
う
に
し
て
、看
護
師
の
キ
ャ

リ
ア
開
発
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

　

看
護
師
と
し
て
勤
務
し
た
経
験
年
数
に
関
係

な
く
、有
能
で
あ
れ
ば
さ
ま
ざ
ま
な
チ
ャ
ン
ス
を

得
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
、与
え
ら
れ
る
の
で
は
な

く
自
ら
チ
ャ
ン
ス
を
獲
得
し
チ
ャ
レ
ン
ジ
で
き

る
シ
ス
テ
ム
を
確
立
し
て
い
ま
す
。

分
析
な
ど
に
今
ま
で
以
上
の
能
力
が
求
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、高
学
歴
の
ス
タ
ッ
フ
に
対
す
る
交
渉
力

や
高
い
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
能
力
な
ど
も
、管

理
者
と
し
て
欠
か
せ
な
い
ス
キ
ル
と
な
っ
て
き

ま
し
た
。

　

例
え
ば
、診
療
報
酬
の
改
訂
は
、看
護
師
の
確

保
数
や
配
置
、人
材
育
成
に
も
大
き
な
影
響
を
与

え
ま
す
。平
成
１９
年
度
の
診
療
報
酬
改
定
で
実
施

さ
れ
た「
７
対
１
看
護
配
置
に
対
す
る
入
院
基
本

料
加
算
」は
、病
院
収
入
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ

す
も
の
で
し
た
。７
対
１
を
維
持
す
る
た
め
の
看

護
師
確
保
と
離
職
防
止
へ
の
取
り
組
み
は
、看
護

管
理
に
と
っ
て
大
き
な
課
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

滋
賀
医
科
大
学
医
学
部
附
属
病
院
で
は
、７
対
１

看
護
配
置
を
実
現
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
大
幅
な

収
入
増
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

看
護
業
務
に
お
い
て
、結
果
や
成
果
を
示
す
こ

と
は
難
し
い
こ
と
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
き
ま
し

た
。し
か
し
、近
年
、褥
瘡
管
理
加
算
や
リ
ン
パ
浮

腫
指
導
管
理
料
な
ど
、看
護
ケ
ア
に
つ
い
て
診
療

報
酬
加
算
と
い
う
形
で
数
値
化
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、低
い
褥
瘡
発
生
率
の
よ
う
に
看
護
の
質

が
高
い
こ
と
を
示
す
数
値
や
、看
護
師
確
保
数
、

退
職
数
、超
過
勤
務
時
間
な
ど
看
護
部
の
実
績
を

デ
ー
タ
化
し
て
示
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。当
院
で

は
５６
項
目
か
ら
な
る「
看
護
管
理
デ
ー
タ
」を
作

成
し
て
、病
院
管
理
運
営
会
議
と
診
療
科
長
会
議

で
定
期
的
に
発
表
し
て
い
ま
す
。

　

経
営
的
視
点
を
も
っ
て
、い
か
に
効
率
的
に
看

護
部
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
行
え
る
か
、看
護
管
理

看
護
管
理
者
を
対
象
と
し
た

　
　
　

看
護
管
理
実
践（
修
士
課
程
）を
開
設

大
学
院
医
学
系
研
究
科
修
士
課
程
看
護
学
専
攻

基
礎
看
護
学
研
究
領
域
高
度
専
門
職
コ
ー
ス
（
看
護
管
理
実
践
）
教
授

滋
賀
医
科
大
学
医
学
部
附
属
病
院　

副
病
院
長
兼
看
護
部
長　

藤
野　

み
つ
子

経
営
的
手
腕
や
デ
ー
タ
処
理
な
ど

求
め
ら
れ
る
高
度
な
看
護
管
理
能
力

　

全
国
に
約
１３０
あ
る
看
護
系
大
学
院
に
は
、看
護

管
理
と
い
う
コ
ー
ス
を
設
け
て
い
る
と
こ
ろ
が

い
く
つ
か
あ
り
ま
す
が
、看
護
管
理
の
理
論
が
中

心
で
、臨
床
現
場
に
お
け
る
看
護
管
理
者
の
実
践

能
力
の
向
上
を
目
的
と
し
た
教
育
を
行
っ
て
い

る
と
こ
ろ
は
少
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

高
学
歴
の
専
門
職
が
数
多
く
働
く
病
院
に
お

い
て
、大
学
を
卒
業
し
た
学
士
看
護
師
の
割
合
が

徐
々
に
増
え
て
、修
士
号
や
博
士
号
を
持
つ
看
護

師
も
臨
床
で
活
躍
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し

た
。そ
う
い
っ
た
看
護
師
を
管
理
す
る
立
場
に
あ

る
看
護
管
理
者
に
は
、従
来
か
ら
行
っ
て
き
た
人

事
や
労
務
管
理
だ
け
で
な
く
、経
営
的
手
腕
や
業

務
改
善
の
た
め
の
理
論
的
分
析
、デ
ー
タ
管
理
・

大学院医学系研究科修士課程看護学専攻
基礎看護学研究領域高度専門職コース（看護管理実践）教授
滋賀医科大学医学部附属病院　副病院長兼看護部長　
藤野みつ子

　

平
成
２３
年
１０
月
１
日
、滋
賀
医
科
大
学
の
大
学
院
看
護
学
専
攻
高
度
専
門
職
コ
ー
ス
に「
看
護
管
理
実
践
」（
修
士

課
程
）が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

　

医
療
施
設
な
ど
で
勤
務
し
な
が
ら
看
護
管
理
者
を
目
指
す
看
護
師
を
対
象
に
、滋
賀
医
科
大
学
医
学
部
附
属
病
院

の
藤
野
み
つ
子
副
病
院
長
兼
看
護
部
長
が
看
護
学
専
攻
大
学
院
教
授
に
就
任
し
て
、基
礎
看
護
学
講
座
の
足
立
み
ゆ

き
教
授
と
協
同
で
指
導
に
当
た
り
ま
す
。

　

高
度
化
し
、激
変
す
る
医
療
現
場
で
活
躍
で
き
る
看
護
管
理
者
の
育
成
に
、臨
床
家
と
し
て
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ

た
藤
野
看
護
部
長
に
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

大学院（修士課程・博士課程）

看護部キャリアパス

臨床看護教育者
コース

臨床看護師認定
（選任教育看護師）

臨床実習指導者
実習指導者講習会参加

クリニカルラダーⅢ審査認定
（卒後5年目以上程度）

プリセプター　　　　　　
（新人教育担当）

新人研修

クリニカルラダーⅡ認定審査認定
（卒後3年目以上程度）

クリニカルラダーⅠ認定審査認定
（卒後2年目以上程度）

ファーストレベル研修

看護ジェネラリスト
コース

クリニカルラダーⅣ
審査認定

看護管理者
コース

サードレベル研修・セカンドレベル研修
看護師長・副看護師長

臨 床 准 教 授
臨 床 講 師
臨 床 助 教

看護スペシャリスト
コース

認定看護師
スーパー助産師認定（認定看護師研修学校修了）

専 門 看 護 師看 護 部 長
副 看 護 部 長

看
護
実
践
研
修

看
護
管
理
研
修

キ
ャ
リ
ア
開
発
研
修

受験情報の詳細については、以下のサイトをご参照ください。
http://www.shiga-med.ac.jp/examinees/examinees.html


