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神
経
難
病
、認
知
症
の
状
況
と
課
題

堀
池　
「
基
礎
研
究
と
臨
床
研
究
と
を
つ
な

ぎ
、認
知
症
な
ど
の
神
経
難
病
に
挑
む
」と
題

し
て
、皆
さ
ん
に
お
集
り
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
ず
は
分
子
神
経
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー

に
お
い
て
神
経
難
病
研
究
の
中
心
と
な
っ
て

お
ら
れ
る
遠
山
先
生
か
ら
お
話
し
い
た
だ
け

ま
す
か
。

遠
山　

分
子
神
経
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
は

設
立
さ
れ
て
か
ら
今
年
で
25
周
年
を
迎
え

ま
し
た
。10
年
ご
と
に
改
組
し
な
が
ら
発
展

し
て
き
ま
し
た
が
、２
回
目
の
改
組
時
の
平

成
21
年
か
ら
は
、「
神
経
難
病
を
知
る
」「
神

経
難
病
を
見
つ
け
る
」「
神
経
難
病
を
治
す
」

と
い
う
3
つ
の
コ
ン
セ
プ
ト
に
、本
学
の
特

徴
で
あ
る
サ
ル
を
使
っ
た
研
究
に
よ
る「
モ

デ
ル
サ
ル
を
作
る
」を
あ
わ
せ
た
４
つ
の

キ
ー
ワ
ー
ド
で
、「
神
経
難
病
病
因
学
分
野
」

「
神
経
難
病
診
断
学
分
野
」「
神
経
難
病
治
療

学
分
野
」、そ
し
て「
モ
デ
ル
サ
ル
開
発
分

野
」と
い
う
４
つ
の
組
織
を
作
っ
て
研
究
を

進
め
て
き
ま
し
た
。

　

近
年
、認
知
症
が
社
会
的
に
大
き
な
問
題

に
な
っ
て
き
ま
し
た
の
で
、特
に
神
経
難
病

の
中
で
も
認
知
症
に
焦
点
を
当
て
、基
礎
研

究
の
成
果
を
治
療
に
活
か
す
こ
と
が
必
要
だ

と
考
え
て
、新
た
に「
認
知
症
研
究
分
野
」を

立
ち
上
げ
、研
究
組
織
の
強
化
を
進
め
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

堀
池　

認
知
症
に
つ
い
て
は
、臨
床
医
学
の

先
生
方
が
、日
常
の
診
療
の
中
で
も
関
係
さ
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　認知症といった神経難病は、医療の問題と
して大きくなってきています。滋賀医科大学
では、平成28年度から始まる第３期中期計
画期間に向け、これまでこの分野で培ってき
た研究実績をさらに発展させるべく、新たな
研究組織の構築を計画しています。今回、そ
の課題や展望について、関係する教員によ
る座談会を開催しました。

滋賀医科大学理事（教育・研究等担当） 堀
ほりいけ

池　喜
き は ち ろ う

八郎（司会）

分子神経科学研究センター長　教授 遠
とおやま

山　育
い く お

夫

動物生命科学研究センター　教授 依
え ま

馬　正
まさつぐ

次

内科学講座　教授 前
まえがわ

川　聡
ひろし

精神医学講座　教授 山
や ま だ

田　尚
な お と

登

脳神経外科学講座　教授 野
の ざ き

﨑　和
かずひこ

彦

基礎研究と臨床医学とをつなぎ
認知症などの神経難病に挑む

巻頭座談会



れ
る
こ
と
が
多
い
と
思
い
ま
す
し
、社
会
的

な
問
題
と
し
て
も
、よ
り
身
近
な
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
。そ
の
あ
た
り
に
つ
い
て
、ま
ず
は

精
神
科
の
山
田
先
生
か
ら
お
話
し
い
た
だ
け

ま
す
か
。

山
田　

私
は
滋
賀
県
の
認
知
症
対
策
推
進

会
議
の
委
員
も
務
め
て
い
ま
す
が
、県
の
資

料
に
よ
れ
ば
、２
０
１
０
年
で
滋
賀
県
の
65

歳
以
上
の
人
口
は
約
29
万
人
で
、そ
の
う
ち

の
15
％
、約
４
万
４
千
人
が
認
知
症
患
者
と

推
計
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

患
者
数
は
高
齢
化
の
進
展
と
と
も
に
増

加
し
、２
０
２
５
年
に
は
、約
７
万
８
千
人
と

約
1.7
倍
以
上
に
増
え
る
と
見
込
ま
れ
て
お

り
、医
療
は
も
と
よ
り
社
会
的
に
も
一
層
大

き
な
問
題
に
な
る
と
予
想
さ
れ
ま
す
。

堀
池　

医
療
の
こ
と
と
し
て
は
、当
然
の
こ

と
で
す
が
、本
学
に
と
っ
て
も
、非
常
に
重
要

な
課
題
に
な
っ
て
き
ま
す
ね
。臨
床
的
な
ト

ピ
ッ
ク
ス
は
い
か
が
で
す
か
。

山
田　

認
知
症
と
無
呼
吸
と
の

関
係
を
調
べ
て
い
ま
す
。睡
眠

時
無
呼
吸
症
候
群
の
方
は
一
般

男
性
の
４
％
く
ら
い
で
す
が
、

認
知
症
の
方
が
入
院
し
て
い
る

病
棟
を
見
ま
し
た
と
こ
ろ
、睡

眠
時
無
呼
吸
症
候
群
の
方
は

90
％
を
超
え
て
い
ま
し
た
。認

知
症
が
重
症
な
方
ほ
ど
無
呼
吸

指
数
が
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

堀
池　

前
川
先
生
、内
科
に
つ

い
て
は
い
か
が
で
す
か
。

前
川　

高
齢
化
社
会
を
迎
え
て
、加
齢
そ
の

も
の
が
認
知
症
の
リ
ス
ク
に
な
り
ま
す
。私

は
糖
尿
病
を
専
門
と
し
て
い
ま
す
が
、糖
尿

病
を
患
っ
て
い
る
方
で
は
、認
知
症
の
リ
ス

ク
は
２
倍
に
な
り
ま
す
。簡
単
に
言
う
と
糖

尿
病
だ
と
、認
知
症
の
リ
ス
ク
は
年
齢
に
５

歳
プ
ラ
ス
し
た
状
態
に
な
り
ま
す
。

　

糖
尿
病
の
ほ
か
、高
血
圧
や
メ
タ
ボ
リ
ッ

ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
、ま
た
、喫
煙
も
認
知
症
の

リ
ス
ク
に
な
り
ま
す
。

　

臨
床
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、こ
れ
ら
の
病
気

を
持
っ
た
患
者
さ
ん
の
中
で
認
知
症
を
発
症

し
た
患
者
さ
ん
が
ど
の
位
お
ら
れ
る
の
か
、認

知
症
の
リ
ス
ク
を
高
め
る
病
気
を
持
っ
た
患

者
さ
ん
に
対
し
て
、ど
の
よ
う
に
ア
プ
ロ
ー
チ

し
て
、評
価
し
、ど
う
い
っ
た
治
療
を
進
め
て

い
く
べ
き
か
と
い
う
こ
と
が
、現
在
取
り
組
む

べ
き
課
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

糖
尿
病
患
者
さ
ん
の
認
知
機
能
の
評
価

に
つ
い
て
は
、滋
賀
県
か
ら
委
託
を
受
け
、看

護
学
科
の
宮
松
直
美
教
授
と
と
も
に
、本
学

附
属
病
院
の
糖
尿
病
外
来
を
は
じ
め
、県
内

の
病
院
で
調
査
を
し
て
い
ま
す
。認
知
症
に

な
る
恐
れ
の
あ
る
軽
度
の
認
知
機
能
障
害
の

患
者
さ
ん
が
ど
の
位
存
在
す
る
の
か
、そ
の

方
が
ど
う
い
っ
た
リ
ス
ク
を
持
っ
て
い
る
の

か
と
い
う
こ
と
を
調
査
し
て
い
ま
す
。

　

内
科
医
は
、日
頃
、認
知
症
の
予
備
軍
で
あ

る
方
も
診
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、本
学
の

基
礎
研
究
に
よ
り
、そ
の
患
者
さ
ん
の
認
知

症
の
程
度
を
早
く
診
断
で
き
る
よ
う
に
な
れ

ば
、非
常
に
有
意
義
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

堀
池　

野
﨑
先
生
、脳
神
経
外
科
に
つ
い
て

は
い
か
が
で
す
か
。

野
﨑　

認
知
症
は
即
ち
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー

病
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、実
は

血
管
性
の
認
知
障
害
と
い
う
の
も
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。

　

一
人
の
患
者
さ
ん
に
と
っ
て
、認
知
症
の

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
と
し
て
は
、ア
ル
ツ
ハ

イ
マ
ー
型
だ
け
で
な
く
、血
管

障
害
型
の
要
素
も
必
ず
含
ま
れ

て
い
ま
す
。当
然
、両
方
を
治
療

し
な
い
と
い
け
な
い
の
で
、脳

卒
中
の
軽
症
化
や
発
症
リ
ス
ク

の
低
下
と
い
っ
た
こ
と
も
含
め

た
対
策
を
構
築
す
る
こ
と
が
、

脳
神
経
外
科
に
お
け
る
課
題
だ

と
思
い
ま
す
。

堀
池　

２
つ
は
重
な
っ
た
り
す

る
の
で
す
か
。

野
﨑　

ア
ミ
ロ
イ
ド
沈
着
と

神
経
原
線
維
変
化
に
よ
り
ア
ル
ツ
ハ
イ

マ
ー
型
の
認
知
症
に
な
っ
て
い
き
ま
す
が
、

そ
れ
が
並
行
し
て
進
む
過
程
に
お
い
て
、神

経
の
変
性
を
促
進
す
る
要
因
と
し
て
血
流

障
害
と
い
う
の
も
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性

も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

高
ま
る
認
知
症
研
究
へ
の
期
待
と

研
究
の
動
き

堀
池　

認
知
症
に
つ
い
て
は
、臨
床
の
現
場

か
ら
も
研
究
へ
の
期
待
が
大
き
く
な
っ
て
い

ま
す
。

遠
山　

認
知
症
は
大
き
な
社
会
問
題
に

な
っ
て
き
て
い
ま
す
が
、滋
賀
医
科
大
学
で

は
、第
１
期（
平
成
16
～
21
年
度
）お
よ
び
第

２
期（
平
成
22
～
27
年
度
）の
中
期
計
画
期
間

に
お
い
て
、神
経
難
病
研
究
を
重
点
研
究
の

一
つ
と
し
て
い
ま
す
。

　

研
究
の
成
果
と
し
て
は
、最
近
で
は
、ア

堀池　喜八郎 理事

遠山　育夫 教授
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ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
の
原
因
物
質
で
あ
る
ア
ミ

ロ
イ
ド
β
の
産
生
を
減
ら
し
、そ
の
発
症
を

抑
制
す
る
タ
ン
パ
ク
質「
Ｉ
Ｌ
Ｅ
Ｉ（
ア
イ
レ

イ
）」を
私
た
ち
が
発
見
し
、昨
年
６
月
に
論

文
を
ネ
イ
チ
ャ
ー・コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

ズ
に
掲
載
し
、新
聞
各
紙
や
Ｎ
Ｈ
Ｋ
な
ど
の

テ
レ
ビ
で
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。副
作
用
の
少

な
い
認
知
症
の
治
療
薬
開
発
に
つ
な
が
る
成

果
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
診
断
法
に
お
き
ま
し
て
は
、鼻

腔
内
か
ら
サ
ン
プ
ル
を
採
取
し
て
認
知
症

を
早
期
診
断
す
る
体
外
診
断
方
法
や
、Ｍ
Ｒ

Ｉ
を
用
い
た
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
の
画
像

診
断
法
の
開
発
に
取
り
組
み
、Shiga-X 

、 
Shiga-Y

と
い
う
新
し
い
画
像
診
断
薬
を
開

発
し
、論
文
発
表
す
る
と
と
も
に
特
許
を
出

願
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
滋
賀
医
大
発
の
化
合
物
の

中
で
、ま
だ
動
物
実
験
の
段
階
で
す
が
、

Shiga-Y5

が
認
知
症
の
治
療
効
果
を
も
つ

こ
と
を
見
い
だ
し
、画
像
診
断
薬
と
し
て
も

治
療
薬
と
し
て
も
可
能
性
の
あ
る
化
合
物
と

し
て
論
文
発
表
し
ま
し
た
。【
図
1
】　　

　

と
こ
ろ
で
、平
成
25
年
度
に
策
定
し
た
本

学
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
再
定
義
の
中
に
は
、先
端

的
で
特
色
あ
る
研
究
と
と
も
に
、新
た
な
医
療

技
術
の
開
発
も
掲
げ
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

分
子
神
経
科
学
研
究

セ
ン
タ
ー
と
し
て
も
、こ

れ
ま
で
の
基
礎
研
究
の

実
績
を
活
か
し
、新
た
な

医
療
技
術
を
開
発
す
る

と
と
も
に
、医
療
の
向
上

へ
と
つ
な
げ
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
は
、こ

れ
ま
で
の
研
究
体
制
を

よ
り
充
実
さ
せ
る
こ
と

が
必
要
で
、分
子
神
経

科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
を

改
組
し
、基
礎
医
学
や

臨
床
医
学
の
講
座
の
一

部
、ま
た
、動
物
生
命
科

学
研
究
セ
ン
タ
ー
や
バ

アルツハイマー病の原因は、アミロイドβ (Aβ)と呼ばれるタンパク質の断片が脳に蓄
積することですが、この根幹となる病態に有効な治療法は未だ開発されていません。
Aβの蓄積は認知症を発症する20年以上も前から始まっているためか、発症した後に
脳のAβ蓄積を除去しても認知症の進行は止められませんでした。このため、Aβ蓄積を
発症前から治療の対象とする先制医療を可能にすることの重要性が強調されています。
それには、脳内Aβ蓄積に対して、その原因を究明し、早期に検出する高感度な診断法を
見出し、副作用のない治療法を開発することが不可欠です。
私の研究グループは10年以上にわたり、脳に生来あるタンパク質のなかでAβ産生を
制御する働きをもつ一群を探索することから、新たな治療の標的を見つけ出すことを目
指してきました。
その成果として、分泌型タンパク質FAM3ファミリーに属するILEI（アイレイ）が脳内
のAβ産生を減少させる活性を示すことにより、アルツハイマー病の発症を抑える効果
を示すことを発見しました。ILEIはAβ産生に働く酵素γセクレターゼを阻害することなく
Aβ産生を抑制するため副作用が少ないと考えられ、現にアルツハイマー病モデルマウ
スにおいて、脳にILEIを多量にもつように操作するとAβ蓄積や記憶障害が副作用なく抑
えられることを確認しました（右図参照）。
また、ILEIは健常な脳の神経細胞にありますが、その量はアルツハイマー病を発症する

と減少することも見出していることから、脳内のILEI量が減少することがAβ蓄積を引き起
こし、ひいてはアルツハイマー病の原因として関与していることも推測されます。
以上のことから、ILEI減少が早期診断の指標になる可能性や、早期からのILEIの機能
的補填が副作用のない治療法として有効である可能性が見込まれます。臨床応用まで
には越えるべき障壁も少なくないと予想されますが、今回の成果をもとに今後は、ILEIに
基づく先制医療の実現に向けた研究を推進していきます。

Y型迷路による記憶テストの結果
（グラフC）では、モデルマウスに
記憶力低下がみられるのに対し、
ILEIを多量にもつよう操作したモ
デルマウスは健常マウスやILEIを
多くもつマウスと同じレベルの記
憶力を示し、記憶障害が抑えられ
ていることがわかる。

モデルマウスの脳ではAβ沈着が斑状（緑の蛍光）に見られる(写真A)の
に対し、ILEIを多量にもつモデルマウスの脳ではAβ沈着が明らかに少な
くなっている(写真B)。

アルツハイマー病の発症を抑える
新たなタンパク質（ILEI）を発見

分子神経科学研究センター　教授　　　西村　正樹
にしむら まさき

H-MRI は脳の構造をみるプロトン MR 画像、F-MRI は老人斑をみるフッ素 MR
画像。アルツハイマー病モデルマウスでは、フッ素画像（F-MRI）で老人斑を示
す黄色から赤色の画像が得られる。

図１－１ Shiga-Y5 と Shiga-X22 の構造式

図１－2 Shiga-Y5 と Shiga-X22 による老人斑の画像化試験
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イ
オ
メ
デ
ィ
カ
ル・イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン

タ
ー
の
よ
う
な
諸
施
設
を
機
能
的
に
統
合
さ

せ
て
、基
礎
研
究
ユ
ニ
ッ
ト
と
臨
床
研
究
ユ

ニ
ッ
ト
、そ
し
て
、そ
の
間
を
つ
な
ぐ
橋
渡
し

研
究
ユ
ニ
ッ
ト
で
構
成
さ
れ
る
研
究
機
構
を

作
り
、基
礎
研
究
の
成
果
を
よ
り
早
く
臨
床
応

用
に
つ
な
げ
、さ
ら
に
社
会
に
貢
献
で
き
る
体

制
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

堀
池　

例
え
ば
、動
物
を
使
っ
た
研
究
で

は
、ラ
ッ
ト
と
い
っ
た
げ
っ
歯
類
で
は
限
界

が
あ
り
ま
す
が
、霊
長
類
の
モ
デ
ル
動
物
が

で
き
れ
ば
、よ
り
早
く
臨
床
へ
の
応
用
に
つ

な
が
り
ま
す
ね
。

遠
山　

脳
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
の
で
、

ラ
ッ
ト
と
ヒ
ト
で
は
脳
の
構
造
や
機
能
の
違

い
が
大
き
く
、ヒ
ト
に
近
い
サ
ル
を
使
っ
た

研
究
が
非
常
に
重
要
で
す
。こ
の
数
年
間
、動

物
生
命
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
の
依
馬
先
生
と

共
同
研
究
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
、よ

う
や
く
新
し
い
モ
デ
ル
サ
ル
が
で
き
そ
う
な

状
況
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

依
馬　

認
知
症
に
関
し
て
は
、

げ
っ
歯
類
で
ヒ
ト
の
病
態
を
再

現
す
る
の
は
か
な
り
難
し
い
と

思
い
ま
す
。一
部
し
か
再
現
で

き
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ

て
き
て
い
ま
す
の
で
、カ
ニ
ク

イ
ザ
ル
を
用
い
て
、10
年
く
ら

い
前
か
ら
ヒ
ト
の
病
態
を
再
現

で
き
る
よ
う
な
モ
デ
ル
を
作
る

こ
と
を
進
め
て
い
ま
す
。遺
伝

子
組
換
え
カ
ニ
ク
イ
ザ
ル
の
作

成
が
進
展
し
て
き
て
お
り
、今
後
ア
ル
ツ
ハ

イ
マ
ー
病
な
ど
認
知
症
モ
デ
ル
と
な
る
カ
ニ

ク
イ
ザ
ル
の
作
成
を
進
め
た
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
。

堀
池　

ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
の
モ
デ
ル
サ

ル
は
、前
段
階
の
遺
伝
子
を
変
え
る
と
こ
ろ

ま
で
は
で
き
て
き
て
い
る
の
で
す
か
。

依
馬　

遺
伝
子
組
換
え
に
つ
い
て
は
、あ
と

２
，３
年
は
か
か
る
と
思
い
ま
す
。た
だ
、そ

こ
か
ら
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
を
発
症
す
る
段
階

ま
で
は
、さ
ら
に
期
間
を
要
す
る
と
思
わ
れ

ま
す
。

遠
山　

モ
デ
ル
作
成
に
時
間
は
か
か
り
ま

す
が
、認
知
症
な
ど
神
経
難
病
の
研
究
の
進

展
の
た
め
に
は
、モ
デ
ル
サ
ル
は
必
要
で
す
。

山
田　

そ
の
モ
デ
ル
サ
ル
が
、例
え
ば
、糖

尿
病
に
な
る
と
ど
う
な
る
か
と
い
っ
た
こ

と
も
、臨
床
的
に
は
た
い
へ
ん
興
味
が
あ
り

ま
す
。

依
馬　

Shiga-Y

な
ど
を
使
え
ば
ア
ル
ツ
ハ

イ
マ
ー
を
発
症
す
る
前
か
ら
、そ
の
兆
候
が

画
像
で
わ
か
る
の
で
、モ
デ
ル
サ
ル
の
発
症

前
診
断
も
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

遠
山　

認
知
症
の
診
断
の
み
な
ら
ず
治
療
法

の
開
発
に
も
応
用
で
き
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

基
礎
研
究
を
よ
り
早
く
臨
床
に
つ
な
ぐ

遠
山　

臨
床
と
の
融
合
と
い
う
こ
と
で
は
、

私
た
ち
の
基
礎
研
究
の
成
果
を
臨
床
に
ど
の

よ
う
に
展
開
し
て
い
く
か
が
非
常
に
重
要
な

と
こ
ろ
で
、そ
の
た
め
の
部
門
を
充
実
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
は
セ
ン
タ
ー
だ
け
で
は
で
き

な
い
の
で
、臨
床
医
学
講
座
や
大
学
病
院
の
先

生
方
の
ご
協
力
を
得
て
、分
子
神
経
科
学
研
究

セ
ン
タ
ー
と
共
に
臨
床
研
究
ユ
ニ
ッ
ト
を
ど

う
組
み
立
て
て
い
く
か
と
い
う
の
が
大
き
な

ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

堀
池　

そ
の
あ
た
り
に
つ
い
て
、山
田
先

生
、い
か
が
で
す
か
。

山
田　

現
在
、認
知
症
を
診
察

し
て
治
療
す
る
う
え
で
最
も
問

題
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、

他
の
疾
患
と
同
じ
く
、い
か
に

早
期
に
見
つ
け
る
か
、あ
る
い

は
軽
い
状
態
で
見
つ
け
る
か
、

そ
し
て
い
か
に
早
く
見
分
け

て
、治
療
を
始
め
る
か
と
い
う

こ
と
で
す
。

　

現
在
、問
診
を
中
心
に
画
像

検
査
な
ど
を
加
え
て
診
断
し
て

い
ま
す
。画
像
検
査
で
は
、Ｓ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｔ
を
用

い
て
脳
内
の
ド
パ
ミ
ン
ト
ラ
ン
ス
ポ
ー
タ
ー

の
密
度
の
低
下
を
診
る
も
の
が
あ
り
ま
す

が
、県
内
で
こ
れ
が
で
き
る
と
こ
ろ
は
そ
う

多
く
あ
り
ま
せ
ん
。

前
川　

パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
と
レ
ビ
ー
小
体

型
認
知
症
の
診
断
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
ね
。

山
田　

し
か
し
、認
知
症
全
体
と
し
て
、診

断
に
つ
い
て
は
、ま
だ
ま
だ
不
完
全
な
と
こ

ろ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

現
在
の
検
査
に
加
え
、生
物
学
的
な
マ
ー

カ
ー
も
用
い
て
、認
知
症
を
い
か
に
早
く
発

見
し
て
、治
療
で
き
る
か
と
い
う
の
は
非
常

に
大
き
な
事
柄
だ
と
思
い
ま
す
。先
ほ
ど
糖

尿
病
と
い
っ
た
生
活
習
慣
病
の
話
が
あ
り
ま

し
た
が
、認
知
症
の
ご
く
早
期
の
段
階
で
診

断
で
き
れ
ば
、さ
ら
に
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。

前
川　

た
だ
、コ
ス
ト
の
問
題
も
あ
り
ま

す
。す
べ
て
を
行
う
こ
と
は
難
し
い
の
で
、問

依馬　正次 教授

山田　尚登 教授
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診
な
ど
で
症
状
が
軽
い
方
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ

し
て
調
べ
る
と
か
、い
か
に
ス
ク
リ
ー
ニ
ン

グ
す
る
か
、い
か
に
簡
便
に
見
分
け
る
か
と

い
う
こ
と
で
す
。そ
し
て
、見
つ
か
っ
た
方
に

対
し
て
ど
の
よ
う
に
治
療
す
る
か
で
す
。

　

し
か
し
、ど
う
す
れ
ば
進
行
し
な
い
か
と

い
っ
た
デ
ー
タ
が
ま
だ
十
分
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。早
く
見
つ
け
た
ら
症
状
の
抑
制
が
可

能
な
の
か
と
い
っ
た
根
拠
が
あ
ま
り
な
い

の
で
す
。

遠
山　

先
ほ
ど
お
話
し
し
ま
し
た
Ｉ
Ｌ
Ｅ

Ｉ
と
い
っ
た
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
を
抑
制
す

る
タ
ン
パ
ク
質
を
見
つ
け
て
い
ま
す
の
で
、

そ
う
い
っ
た
知
見
を
活
か
し
て
根
本
治
療
薬

の
開
発
に
つ
な
げ
て
い
こ
う
と
考
え
て
い
る

の
で
す
が
、実
用
化
ま
で
に
は
時
間
が
か
か

る
と
思
い
ま
す
。根
本
治
療
薬
が
実
用
化
さ

れ
る
ま
で
は
、現
在
い
る
患
者
さ
ん
に
対
し

て
ど
の
よ
う
に
対
処
し
て
い
く
べ
き
か
、と

い
う
こ
と
も
、同
時
に
考
え
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
す
ね
。

　

そ
う
す
る
と
や
は
り
予
防
や
進
行
抑
制

が
大
切
に
な
っ
て
き
ま
す
。先
ほ
ど
お
話
し

が
あ
っ
た
生
活
習
慣
病
と
い
っ
た
リ
ス
ク
と

認
知
症
の
関
連
は
重
要
な
と
こ
ろ
で
す
。

山
田　

滋
賀
県
に
は
現
在
、認
知
症
疾
患
セ

ン
タ
ー
が
精
神
科
の
あ
る
病
院
を
中
心
に
４

つ
あ
り
ま
す
。今
後
２
つ
増
え
る
予
定
で
、そ

う
い
っ
た
病
院
と
も
協
力
し
、本
学
で
研
究

開
発
し
た
診
断
方
法
な
ど
が
応
用
で
き
れ

ば
、早
く
社
会
的
に
貢
献
で
き
る
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

遠
山　

基
礎
研
究
の
臨
床
応
用
を
促
進
す

る
た
め
に
は
、精
神
医
学
講
座
、脳
神
経
外
科

学
講
座
、神
経
内
科
と
い
っ
た
臨
床
医
学
講

座
や
診
療
科
と
、分
子
神
経
科
学
研
究
セ
ン

タ
ー
に
あ
る
神
経
難
病
治
療
学
分
野
と
を
機

能
的
に
結
び
つ
け
て
、実
行
性
の
あ
る
臨
床

研
究
ユ
ニ
ッ
ト
を
立
ち
上
げ
て
い
く
こ
と
が

目
標
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、臨
床
で
は
患
者
さ
ん
と
直
結
す
る

た
め
、研
究
成
果
の
み
を
重
視
す
る
の
で
は

な
く
、研
究
と
臨
床
の
両
立
を
め
ざ
し
、患

者
さ
ん
に
役
立
つ
医
療
を
提
供
す
る
こ
と

が
大
切
で
す
。臨
床
も
最
先
端
治
療
だ
け
で

な
く
、介
護
や
福
祉
な
ど
も
含
め
た
認
知
症

対
策
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
は
、い
か
に
基
礎
と
臨
床
を

統
合
し
た
機
構
を
作
っ
て
い
く
か
と
い
う

組
織
の
デ
ザ
イ
ン
が
非
常
に
重
要
に
な
っ

て
き
ま
す
。

山
田　

そ
う
で
す
ね
。私
も
参
加
し
て
い
る

滋
賀
県
認
知
症
対
策
推
進
会
議
で
も
、学
識

経
験
者
、保
健
医
療
関
係
者
、福
祉
介
護
関
係

者
、家
族
の
会
、行
政
関
係
者
な
ど
と
い
っ
た

構
成
に
な
っ
て
い
ま
し
て
、さ
ま
ざ
ま
な
方

が
関
係
し
て
い
ま
す
。

野
﨑　

認
知
症
が
ま
す
ま
す
重
大
な
疾
患

に
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
て
、滋
賀
県
と

も
連
携
し
て
、認
知
症
セ
ン
タ
ー
と
言
い
ま

す
か
、研
究
も
臨
床
も
含
め
た
柱
を
作
っ
て

い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

遠
山　

認
知
症
の
研
究
組
織
と
し
て
は
、本

動物生命科学研究センター

トロント
大学

ブリティッシュ
コロンビア
大学

ヴァンダー
ビルト
大学

ハルピン
医科大学

中国
医科大学

マレーシア
国民大学

国立成育
医療研究
センター

長浜
バイオ大学

実験動物
中央研究所 民間企業 行政機関

橋渡し研究ユニット 臨床研究ユニット基礎研究ユニット
神経難病の病態解明 臨床応用

神経変性疾患研究部門 認知症臨床部門

MR医学部門

精神医学講座

脳神経外科学講座

神経内科

臨床研究開発センター

認知症研究部門

診断・治療法の研究開発
創薬部門

トランスレーショナルリサーチ部門※

前臨床研究部門

産学連携

バイオメディカル・イノベーションセンター 

生理学講座

解剖学講座

生化学・分子生物学講座

薬理学講座

神経変性疾患モデルサル作製と前臨床

神経難病、認知症の克服へ

※基礎研究を臨床に橋渡しする役割を担う部門
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ケ
ア
も
含
め
た
シ
ス
テ
ム
づ
く
り
は
大
学

で
な
い
と
な
か
な
か
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。

本
学
は
そ
う
い
う
意
味
で
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
の

良
い
大
学
な
の
で
、作
り
上
げ
て
い
く
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

依
馬　

動
物
生
命
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
と

し
て
は
、カ
ニ
ク
イ
ザ
ル
を
大
規
模
に
飼
育

し
て
い
る
、国
内
随
一
、唯
一
の
研
究
機
関
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
、そ
の
強
み
を
活
か
し

な
が
ら
基
礎
医
学
や
臨
床
医
学
の
研
究
者
の

方
々
と
連
携
し
て
認
知
症
の
研
究
に
あ
た
り

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

堀
池　

本
学
で
は
、平
成
28
年
度
か
ら
第
３

期
の
中
期
計
画
期
間
が
始
ま
り
ま
す
が
、基

礎
医
学
と
臨
床
医
学
と
が
連
携
し
て
取
り
組

む
認
知
症
研
究
の
展
開
に
大
い
に
期
待
し
て

い
ま
す
。

　

本
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
（
対
談
日：平
成
26
年
12
月
17
日
）

学
の
分
子
神
経
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
は
日
本

で
も
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
に
あ
り
ま
す
。認
知
症

を
主
体
と
し
た
研
究
機
関
は
そ
う
多
く
は
な

く
、も
ち
ろ
ん
臨
床
の
神
経
内
科
や
精
神
科

で
基
礎
研
究
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り

ま
す
が
、基
礎
研
究
に
重
点
を
お
い
て
い
る

組
織
は
な
か
な
か
少
な
い
の
で
す
。

　

本
学
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、基
礎
研

究
の
成
果
を
い
か
に
臨
床
に
展
開
し
て
い

く
の
か
と
い
う
点
が
課
題
で
あ
り
、当
セ
ン

タ
ー
で
も
今
後
、強
化
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
の
ひ
と
つ
に
、臨
床
応
用
を
め
ざ
し
た

動
物
実
験
で
あ
る
前
臨
床
研
究
が
挙
げ
ら
れ

ま
す
。特
に
サ
ル
を
使
っ
た
前
臨
床
研
究
は
、

滋
賀
医
科
大
学
の
特
色
を
活
か
せ
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

依
馬　

サ
ル
に
関
し
て
は
Ｍ
Ｒ
医
学
研
究

分
野
と
の
連
携
も
重
要
で
す
ね
。

遠
山　

そ
う
で
す
ね
。現
在
、認
知
症
の
画

像
診
断
の
面
で
は
Ｓ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｔ
や
Ｐ
Ｅ
Ｔ
が

中
心
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、放
射
線
を
使
わ

な
い
Ｍ
Ｒ
画
像
診
断
は
、次
世
代
の
画
像
診

断
法
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。本
学
が

開
発
し
たShiga-Y

な
ど
の
Ｍ
Ｒ
画
像
診
断

薬
は
、こ
の
分
野
で
貢
献
で
き
る
と
考
え
て

い
ま
す
。

堀
池　

先
生
方
の
お
話
を
お
聞
き
し
て
い

ま
す
と
、研
究
か
ら
治
療
へ
の
応
用
も
含
め

て
取
り
組
む
、横
断
的
な
組
織
は
も
ち
ろ
ん

必
要
で
す
が
、大
学
の
外
に
あ
る
様
々
な
組

織
と
の
連
携
も
重
要
で
す
ね
。

認
知
症
の
基
礎
研
究
か
ら
、臨
床
、さ
ら

に
は
ケ
ア
な
ど
の
シ
ス
テ
ム
構
築
ま
で

堀
池　

今
後
の
展
望
に
つ
い
て
お
話
し
い

た
だ
け
ま
す
か
。

遠
山　

滋
賀
医
科
大
学
の
第
１
期
お
よ
び

第
２
期
中
期
計
画
の
５
つ
の
重
点
研
究
の

中
に
、神
経
難
病
研
究
、サ
ル

を
用
い
た
医
学
研
究
、Ｍ
Ｒ
医

学
研
究
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
３
つ
の
研
究
を
担
っ

て
き
た
分
子
神
経
科
学
研
究
セ

ン
タ
ー
、動
物
生
命
科
学
研
究

セ
ン
タ
ー
、Ｍ
Ｒ
医
学
総
合
研

究
セ
ン
タ
ー
を
連
携
さ
せ
、そ

こ
に
産
学
連
携
の
役
目
を
担

う
バ
イ
オ
メ
デ
ィ
カ
ル・
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
と
、さ

ら
に
は
基
礎
医
学
講
座
と
臨
床

医
学
講
座
の
一
部
を
加
え
た
新

た
な
機
構
を
作
る
こ
と
で
、基

礎
研
究
の
成
果
を
臨
床
に
応
用

す
る
認
知
症
を
は
じ
め
と
す
る

神
経
難
病
の
研
究
拠
点
を
形
成

し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
機
構
を
通
し
て
、本
学

の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
再
定
義
に
掲

げ
て
あ
り
ま
す
、「
先
端
的
で
特

色
あ
る
研
究
と
と
も
に
、新
た

な
医
療
技
術
の
開
発
」を
目
指

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

山
田　

臨
床
の
立
場
か
ら
は
、ま
ず
診
断
が

一
番
問
題
に
な
り
ま
す
が
、滋
賀
医
科
大
学

が
こ
の
領
域
で
役
割
を
十
分
果
た
し
て
、早

期
診
断
法
の
開
発
な
ど
で
成
果
を
出
し
て

い
け
ば
、地
域
の
み
な
ら
ず
国
全
体
に
役
立

つ
も
の
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て

い
ま
す
。

野
﨑　

高
齢
化
に
伴
っ
て
、健
康
寿
命
の
長

さ
が
課
題
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
が
、人
が

最
後
に
抱
え
て
い
る
の
は
認
知
障
害
で
あ
る

と
思
い
ま
す
。

　

国
民
が
よ
り
よ
く
生
き
、生
活
す
る
た
め

に
、終
末
期
医
療
も
含
め
た
、よ
り
大
き
な
医

療
全
体
の
施
策
も
理
論
的
に
構
築
で
き
る
よ

う
な
役
割
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

前
川　

認
知
症
と
い
う
の
は
、非
常
に
大
き

な
国
民
的
な
病
気
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
思
い

ま
す
。滋
賀
医
科
大
学
に
お
い
て
基
礎
研
究
、

臨
床
、ケ
ア・介
護
を
統
合
し
た
シ
ス
テ
ム
を

作
る
こ
と
が
非
常
に
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

野﨑　和彦 教授

前川　聡 教授
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細
胞
や
組
織
を
調
べ
て

適
切
な
治
療
方
針
を
導
く
病
理
診
断

　

病
理
診
断
で
は
、摘
出
さ
れ
た
臓
器
や
組

織
を
肉
眼
的
に
し
っ
か
り
観
察
し
た
上
で
、

顕
微
鏡
標
本（
組
織
標
本
）を
作
成
し
て
、病

変
の
形
や
大
き
さ
、位
置
関
係
な
ど
を
病
理

専
門
医
が
総
合
的
に
評
価
し
て
、診
断
・
治
療

に
役
立
て
ま
す
。

　

病
理
専
門
医
の
仕
事
に
は
次
の
よ
う
な
も

の
が
あ
り
ま
す
。

■
生
検
組
織
診
断

■
細
胞
診
断

■
手
術
で
摘
出
さ
れ
た
臓
器・組
織
の
診
断

■
手
術
中
の
迅
速
診
断

■
病
理
解
剖

　

生
検
組
織
診
断
は
、例
え
ば
胃
や
大
腸
の

内
視
鏡
検
査
を
行
っ
た
時
に
、病
変
の
一
部

を
採
取
し
て
、そ
の
細
胞
や
組
織
を
顕
微
鏡

標
本
に
し
、良
性
、悪
性
な
ど
の
診
断
を
行
い

ま
す
。

　

細
胞
診
断
は
、例
え
ば
子
宮
が
ん
検
診
で

は
、子
宮
頸
部
の
細
胞
を
こ
す
り
と
っ
て
き

て
、が
ん
細
胞
の
有
無
を
調
べ
ま
す
。ま
た
、

乳
房
に
し
こ
り
が
見
つ
か
っ
た
時
に
は
、し

こ
り
に
細
い
注
射
針
を
刺
し
て
細
胞
を
吸
引

し
て
が
ん
細
胞
が
な
い
か
を
調
べ
ま
す
。

　

ま
た
、手
術
で
切
除
さ
れ
た
臓
器
を
詳
し

く
調
べ
て
、が
ん
の
場
合
は
大
き
さ
や
深
さ

（
浸
潤
）、血
管
・
リ
ン
パ
管
へ
の
侵
入
が
な
い

か
を
調
べ
ま
す
。そ
し
て
、悪
い
部
分
が
手
術
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　患者さんの体から採取された組織や細胞を、顕微鏡
などで観察して病変の有無や種類について診断する病
理診断。特にがんの治療では、がんの種類などを見極
める病理専門医の診断によって、治療の方針などが最
終的に決定されるため、たいへん重要な仕事です。
　滋賀医科大学医学部附属病院では、２０１４年６月に

「病理診断科」の標榜を開始し、各診療科や基礎講座と
連携しながらより精度の高い診断と病理専門医の育成
を目指していくことになりました。

臨床検査医学講座　教授

（病理診断科科長、検査部・病理部・輸血部部長）九
く し ま

嶋　亮
りょうじ

治

適切な治療、質の高い医療を支える
最終診断の担い手“病理専門医”について
～より精度の高い診断を目指して「病理診断科」を開設～

手術で切除された大腸。腫瘍の大きさや深さ、
血管・リンパ管への侵入がないかを詳しく調べる。



で
す
べ
て
取
り
除
か
れ
た
か
、追
加
手
術
は

必
要
な
い
か
、が
ん
の
性
質
の
善
し
悪
し
や
、

他
へ
の
広
が
り
や
転
移
の
有
無
を
判
断
し
、

そ
の
後
の
治
療
方
針
の
決
定
に
役
立
つ
情
報

を
臨
床
医
に
提
供
し
ま
す
。

　

体
の
深
い
部
分
に
病
変
が
あ
っ
て
生
検
組

織
診
断
が
難
し
い
場
合
に
は
、手
術
中
に
採

取
さ
れ
た
病
変
組
織
を
調
べ
る
術
中
迅
速
診

断
が
行
わ
れ
ま
す
。通
常
診
断
に
要
す
る
時

間
は
15
～
20
分
程
度
で
、診
断
の
結
果
を
も

と
に
手
術
で
切
除
す
る
範
囲
な
ど
が
決
定
さ

れ
ま
す
。

　

ご
遺
族
の
承
諾
の
も
と
に
、病
気
で
亡
く
な

ら
れ
た
患
者
さ
ん
の
ご
遺
体
を
解
剖
し
て
、死

因
や
治
療
効
果
な
ど
を
調
べ
る
の
が
病
理
解

剖
で
、剖
検（
ぼ
う
け
ん
）と
も
呼
ば
れ
て
い
ま

す
。生
前
の
診
断
は
正
し
か
っ
た
の
か
、適
切

な
治
療
が
行
わ
れ
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
で
、今
後
の
治
療
に
役
立
て
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。病
理
解
剖
の
結
果
の
蓄
積
が
、医

学
・
医
療
の
進
歩
を
支
え
て
き
た
と
言
っ
て
も

過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。ま
た
、学
生
の
卒
前
・

卒
後
医
学
教
育
に
と
っ
て
も
極
め
て
重
要
な

役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。

臨
床
医
と
の
連
携
で
実
現
す
る

よ
り
正
確
な
診
断
と
適
切
な
治
療

　

滋
賀
医
科
大
学
附
属
病
院
の
病
理
診
断
科

で
は
、複
数
の
病
理
専
門
医
と
細
胞
検
査
士
＊

を
配
置
し
て
、外
来
、病
棟
、手
術
室
か
ら
提

出
さ
れ
る
す
べ
て
の
細
胞
、組
織
、臓
器
に
つ

い
て
形
態
診
断
を
行
っ
て
い
ま
す
。組
織
検

査
は
年
間
約
８
，０
０
０
件
、細
胞
診
検
査
は

約
６
，０
０
０
件
、術
中
迅
速
診
断
検
査
は
年

間
約
７
０
０
件
実
施
し
て
い
ま
す
が
、医
療

安
全
を
重
視
し
、検
体
の
取
り
違
え
事
故
な

ど
が
な
い
よ
う「
指
差
喚
呼
」に
よ
る「
確
認
」

を
徹
底
し
て
い
ま
す
。

　

病
理
標
本
の
作
成
は
、Ｈ
Ｅ（
ヘ
マ
ト
キ
シ

リ
ン
・
エ
オ
ジ
ン
）染
色
標
本
が
基
本
で
す

が
、必
要
に
応
じ
て
免
疫
組
織
学
的
検
査
、in 

situ hybridization

（
Ｉ
Ｓ
Ｈ
法
）な
ど
の
特

殊
検
査
を
加
え
て
、詳
細
に
検
討
し
報
告
す

る
体
制
を
整
え
て
い
ま
す
。検
体
が
提
出
さ

れ
た
後
、で
き
る
だ
け
早
く
診
断
結
果
を
報
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胃がん診療における病理専門医の役割 

病理診断をもとに手術方針を決定・変更
追加治療、患者さんの予後（転帰）の推定

病気の種類を決めないと治療が始まらない 
腫瘍（しゅよう、新生物）かどうか？ 
腫瘍ならば良性腫瘍か、悪性腫瘍（がん）か？ 
どんな種類の腫瘍か？（腫瘍もいろいろ） 
比較的良いがんか？ たち（性質）の悪いガンか？（がんもいろいろ） 

•胃の病気を確定的に診断する 1

剥がしてはいけないタイプのがんなので、外科で手術するか？ 
•胃カメラ（内視鏡）で剥がしても良いタイプのがんか？ 2

治療を追加する必要があるだろうか？ 
分子標的治療が効くがん細胞だろうか？ 

•がんはどれだけ進んで（広がって・もぐり込んで）いるか？3

•がん細胞が胃以外に転移していないか？4
•手術で取り残しはないか、胃がん細胞はちゃんと
　採りきれているだろうか？

5

凍結切片作製装置（クリオスタット）
組織片をマイナス16～20℃で凍らせて薄くカットする装置。これを染
色して顕微鏡で観察するための標本を作成する。



告
す
る
よ
う
努
め
て
い
ま
す
が
、病
理
診
断

で
は
、い
き
な
り
顕
微
鏡
で
組
織
標
本
を
見

る
の
で
は
な
く
、そ
の
前
に
臨
床
情
報
を
収

集
し
て
、提
出
さ
れ
た
臓
器
を
臨
床
医
と
と

も
に
肉
眼
的
に
観
察
し
、十
分
に
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
す
。ま

た
、稀
少
が
ん
な
ど
、当
科
で
確
定
診
断
が
困

難
な
症
例
に
関
し
て
は
、臆
せ
ず
に
、私
が

２
０
１
４
年
３
月
ま
で
勤
め
て
い
た
国
立
が

ん
研
究
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
専
門
家
に
相
談
し

て
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
を
求
め
ま
す
。

　

ま
た
、病
理
・
細
胞
診
断
結
果
が
妥
当
で

あ
っ
た
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
た
め
、病
理

学
的
な
所
見
と
臨
床
デ
ー
タ
と
の
整
合
性
を

十
分
に
対
比
・
検
討
で
き
る
よ
う
、各
診
療
科

や
院
外
と
の
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
充
実
を

図
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

細
胞
検
査
士
＊

細
胞
検
査
士
認
定
試
験
に
合
格
し
た
臨
床
検
査
技
師
、

衛
生
検
査
技
師
で
細
胞
検
査
を
担
当
す
る
。細
胞
検
査

士
が
見
つ
け
だ
し
た「
が
ん
細
胞
」や「
あ
や
し
い
細
胞
」

は
、病
理
専
門
医
が
最
終
診
断
を
下
す
。

年
々
増
加
す
る
病
理
診
断
件
数

深
刻
化
す
る
病
理
専
門
医
不
足

　

病
理
診
断
を
専
門
と
す
る「
病
理
専
門
医
」

不
足
は
極
め
て
深
刻
な
状
況
に
あ
り
ま
す
。

病
理
専
門
医
の
数
は
約
２
，０
０
０
名
で
、全

医
師
数
に
占
め
る
割
合
は
０
．76
％
程
度
、医

師
不
足
が
話
題
と
な
る
こ
と
の
多
い
産
婦
人

科
や
小
児
科
、麻
酔
科
よ
り
さ
ら
に
不
足
率

が
高
い
の
で
す
。

　

一
方
で
、病
理
診
断
の
件
数
は
年
々
増
加

し
て
、厚
生
労
働
省
の
調
査
で
は
２
０
０
５

年
か
ら
２
０
１
２
年
の
７
年
間
に
病
理
診
断

料
の
件
数
は
1.7
倍
、術
中
迅
速
診
断
の
件
数

は
３
．04 

倍
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、病
理
診
断
に
盛
り
込
ま
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
情
報
量
は
格
段
に
増
加
し
、そ

の
上
で
精
度
の
高
い
診
断
が
要
求
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

厚
生
労
働
省
も
病
理
専
門
医
不
足
を
解
消

す
る
た
め
さ
ま
ざ
ま
な
施
策
に
取
り
組
み
、

２
０
０
８
年
に
は「
病
理
診
断
科
」が
広
告
で

き
る
診
療
科
名（
標
榜
診
療
科
）と
な
り
、診

療
報
酬
改
定
で
そ
れ
ま
で
は
検
体
検
査
の
中

に
含
め
ら
れ
て
い
た
病
理
診
断
が
、病
理
診

断
料
と
し
て
新
設
さ
れ
診
療
報
酬
が
算
定
で
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手術室と直結している滋賀医科大学医学部附属病院の病理検査室
複数の病理専門医と細胞検査士が、外来、病棟、手術室から依頼される病理検査に対応している。



き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

少
し
ず
つ
病
理
診
断
の
重
要
性
が
認
識
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
は
い
ま
す
が
、常

勤
の
病
理
専
門
医
が
い
な
い
病
院
も
多
い
た

め
、例
え
ば
術
中
迅
速
診
断
が
必
要
な
手
術

日
に
病
理
専
門
医
の
派
遣
を
要
請
す
る
な

ど
、多
く
の
病
院
で
は
非
常
勤
の
病
理
専
門

医
や
外
注
検
査
に
頼
っ
て
い
ま
す
。

　

病
理
専
門
医
の
い
る
医
療
機
関
は
全
国
に

約
５
０
０
施
設
、そ
の
内
約
３
０
０
施
設
で

は
、た
っ
た
一
人
の
病
理
専
門
医
が
医
療
安

全
や
精
度
管
理
な
ど
に
配
慮
し
な
が
ら
、限

ら
れ
た
時
間
で
多
数
の
病
理
診
断
を
行
う
と

い
う
過
酷
な
業
務
を
担
っ
て
い
ま
す
。が
ん

診
療
連
携
拠
点
病
院
を
見
て
も
、病
理
専
門

医
が
不
在
の
病
院
が
３
７
２
病
院
中
48
病
院

（
13
％
）を
占
め
て
い
ま
す（
２
０
０
９
年
９

月
１
日
現
在
）。

　

病
理
専
門
医
不
足
を
招
い
た
原
因
の
一
つ

は
、病
理
専
門
医
の
認
知
度
が
低
か
っ
た
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。一
般
市
民
だ
け
で
な
く
、

医
療
従
事
者
や
医
学
生
に
も
そ
の
重
要
度
は

あ
ま
り
認
識
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。病

理
学
は
日
本
で
は
基
礎
医
学
の
一
部
に
な
っ

て
い
ま
す
が
、医
学
教
育
の
中
の
位
置
づ
け

も
曖
昧
で
あ
っ
た
た
め
、臨
床
医
学
と
し
て

の
病
理
実
習
は
５
～
６
年
生
時
に
短
時
間

行
わ
れ
る
だ
け
で
、な
か
な
か
関
心
を
持
っ

て
も
ら
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま

す
。今
後
の
医
学
教
育
で
は
、グ
ロ
ー
バ
ル
ス

タ
ン
ダ
ー
ド
と
し
て
、臨
床
実
習
の
時
間
数

の
増
加
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、病

理
学
と
法
医
学
の
実
習
を「
臨
床
実
習
」と
し

て
組
み
入
れ
る
動
き
も
一
部
の
大
学
で
始

ま
っ
て
い
ま
す
。

病
理
診
断
の
重
要
性
を
訴
え

病
理
専
門
医
の
育
成
に
取
り
組
む

　

よ
り
安
全
で
適
切
な
手
術
や
治
療
を
行
っ

て
医
療
の
質
を
確
保
し
て
い
く
た
め
に
、病

理
専
門
医
を
ど
の
よ
う
に
育
成
し
て
い
く
か

が
、今
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

当
科
で
は
学
内
の
病
理
学
講
座
を
は
じ

め
、国
内
外
の
施
設
と
も
協
力
し
て
医
学
生

や
研
修
医
の
教
育
に
取
り
組
み
、一
人
で
も

多
く
病
理
専
門
医
を
育
成
す
る
よ
う
努
め
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。今
後
は
、病
理

専
門
医
を
目
指
す
若
い
先
生
が
集
ま
り
や
す

い
雰
囲
気
と
、働
き
や
す
い
環
境
づ
く
り
に

も
取
り
組
み
、病
理
診
断
の
大
切
さ
や
そ
の

魅
力
を
も
っ
と
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

　

昨
年
、高
校
生
を
対
象
に
体
験
授
業
を

行
っ
た
と
こ
ろ
、医
学
部
を
目
指
す
受
講
生

か
ら
は「
病
理
学
と
い
う
領
域
が
あ
る
こ
と

を
初
め
て
知
っ
て
興
味
を
持
っ
た
」と
い
っ

た
感
想
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。私
自
身
は

学
生
時
代
に「
病
理
医
覚
え
書
」（
金
子
仁
著
、

日
本
医
事
新
報
社
）と
い
う
本
に
出
会
っ
た

こ
と
が
、病
理
専
門
医
を
目
指
す
き
っ
か
け

と
な
り
ま
し
た
。

　

日
本
の
病
理
診
断
業
務
は
少
人
数
の
病
理

専
門
医
で
広
い
範
囲
を
カ
バ
ー
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
が
、専
門
性
を
発
揮
し
、得
意
分

野
を
も
つ
こ
と
も
重
要
で
す
。私
は
特
に
消
化

管
病
理
を
専
門
と
し
、骨
軟
部
腫
瘍
に
興
味
を

持
っ
て
い
ま
す
。他
分
野
の
専
門
家
も
こ
れ
か

ら
採
用
し
よ
う
と
計
画
し
て
い
ま
す
。

　
「
臨
床
情
報
を
し
っ
か
り
踏
ま
え
た
上
で
、

マ
ク
ロ
か
ら
ミ
ク
ロ
そ
し
て
遺
伝
子
レ
ベ
ル

ま
で
病
気
を
俯
瞰
す
る
」と
い
う
こ
と
を
モ
ッ

ト
ー
に
や
っ
て
き
ま
し
た
し
、そ
れ
が
病
理
診

断
学
の
面
白
さ
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
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事
故
原
因
の
約
１
割
は
体
調
不
良
や
体
調
変
化

　
自
動
車
の
安
全
性
能
の
向
上
や
法
律
改

正
、救
急
医
療
体
制
の
整
備
な
ど
で
、わ
が
国

の
交
通
事
故
に
よ
る
死
者
数
は
年
々
減
り
続

け
、２
０
１
３
年
に
は
４
，３
７
３
人（
事
故

後
24
時
間
以
内
の
死
亡
）と
、１
９
５
１
年
以

降
最
低
と
な
り
ま
し
た
。し
か
し
な
が
ら
、事

故
後
１
カ
月
以
内
に
死
亡
し
た
人
を
含
め
る

と
死
者
数
は
５
，１
５
２
人
と
な
っ
て
、約

１
．18
倍
増
え
る
こ
と
に
な
り
、ま
た
、依
然

と
し
て
年
間
77
万
人
以
上
が
交
通
事
故
で
負

傷
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、今
後
さ
ら
に
死
傷

者
数
を
減
ら
し
て
い
く
た
め
に
は
、新

た
な
視
点
で
対
策
を
講
じ
て
い
く
こ
と

が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

海
外
の
研
究
者
の
論
文
に
よ
れ

ば
、フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
２
０
０
３
～

２
０
０
４
年
の
交
通
死
亡
事
故
の
う

ち
、10
．３
％
が
ド
ラ
イ
バ
ー
の
体
調
不

良
が
原
因
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
報
告

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
警
察
が
発
表
す
る
事
故
原
因
で
は
、体

調
変
化
に
よ
る
も
の
は
２
０
１
３
年
に

国
内
で
起
き
た
交
通
事
故
約
62
万
件
の

う
ち
、２
４
３
件
で
全
体
の
０
．04
％
。こ

れ
は
ド
ラ
イ
バ
ー
の
運
転
ミ
ス
と
し
て

処
理
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
た
め
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、精
査
す
れ
ば
交

通
事
故
の
約
１
割
は
ド
ラ
イ
バ
ー
の
体

調
不
良
や
体
調
変
化
が
原
因
の
事
故
で

あ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。救
急
医
療

施
設
か
ら
の
報
告
で
も
、同
様
の
傾
向
で
あ

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
て
ん
か
ん
の
持
病
を
持
つ
ド
ラ
イ
バ
ー
に

よ
る
大
き
な
交
通
事
故
が
世
間
の
注
目
を
集

め
ま
し
た
が
、よ
り
身
近
な
生
活
習
慣
病
や

消
化
器
疾
患
、花
粉
症
な
ど
も
事
故
に
つ
な

が
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

　
ト
ラ
ッ
ク
運
転
手
な
ど
の
職
業
ド
ラ
イ

バ
ー
が
、体
調
不
良
で
運
転
を
継
続
で
き
な

く
な
っ
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
調
査
し
た
結

果
、脳
卒
中
な
ど
の
脳
血
管
疾
患
が
最
も
多

く
、心
筋
梗
塞
な
ど
の
心
疾
患
、糖
尿
病
の
低

血
糖
な
ど
が
原
因
と
み
ら
れ
る
失
神
、消
化

身近な病気も重大事故に
つながる
体調変化による交通事故を
防止するために
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　運転中に体調不良を発症して痛ましい交通事故を
起こすケースがマスコミなどで大きく報じられ、注目
を集めています。
　法医学の立場から、交通外傷分析や外因死の予防医
学、体調変化による交通事故について調査・研究を行い、

「運転者の体調変化による事故発生状況の実態調査と
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6.0
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職業ドライバーが、
運転を継続
できなくなった
原因・疾患の割合

（%）



器
疾
患
な
ど
が
主
な
原
因
疾
患
で
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

　
運
転
中
に
重
篤
な
体
調
変
化
を
起
こ
す

と
、事
故
を
回
避
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難

で
す
。解
剖
で
直
接
の
死
因
が
突
然
死
と
診

断
さ
れ
た
46
例
の
う
ち
、約
７
割
は
ブ
レ
ー

キ
を
か
け
た
り
、ハ
ン
ド
ル
を
切
っ
た
り
と

い
う
回
避
行
動
が
と
れ
な
い
ま
ま
事
故
を
起

こ
し
て
い
ま
し
た
。強
い
発
作
や
重
篤
な
体

調
変
化
が
起
こ
っ
た
時
に
は
、車
を
操
作
す

る
余
裕
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、ま
わ
り
の
車
や
歩
行
者
を
巻
き
込

む
リ
ス
ク
が
高
ま
り
ま
す
。

大
切
な
こ
と
は
適
切
な
体
調
管
理
と

安
全
運
転
へ
の
意
識
づ
け

　
運
転
中
の
体
調
変
化
は
突
然
起
こ
る
と
思

わ
れ
が
ち
で
す
が
、体
調
変
化
を
経
験
し
た

多
く
の
人
が
発
症
前
に
何
ら
か
の
異
変
を
感

じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。道
路
交
通
法

で
は「
何
人
も
、過
労
、病
気
、薬
物
の
影
響
、

そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、正
常
な
運
転
が
で

き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
状
態
で
車
両
等
を
運

転
し
て
は
な
ら
な
い
」と
規
定
さ
れ
て
い
て
、

自
動
車
を
運
転
す
る
人
に
対
し
て
、適
切
に

健
康
管
理
を
行
う
こ
と
が
自
己
責
任
と
し
て

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
定
期
的
に
健
康
チ
ェ
ッ
ク
を
受
診
し
て
体

調
管
理
を
心
が
け
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す

が
、体
調
が
お
か
し
い
と
感
じ
た
ら
車
を
運

転
し
な
い
、運
転
中
に
異
変
を
感
じ
た
ら
速

や
か
に
安
全
な
場
所
に
車
を
止
め
る
と
い
っ

た
こ
と
を
、ド
ラ
イ
バ
ー
に
啓
発
し
て
い
く

こ
と
が
必
要
で
す
。

　
高
齢
化
に
伴
い
持
病
を
抱
え
る
運
転
者
が

増
加
し
て
い
ま
す
。運
転
中
は
瞬
時
に
複
数

の
判
断
が
必
要
に
な
る
た
め
、ス
ト
レ
ス
で

血
圧
が
上
が
り
ま
す
。ま
た
、自
己
判
断
で
薬

が
正
し
く
服
用
で
き
て
い
な
い
ケ
ー
ス
、重

大
な
副
作
用
が
あ
る
薬
を
服
用
し
て
い
る

ケ
ー
ス
な
ど
も
、急
な
体
調
変
化
の
リ
ス
ク

が
高
ま
り
ま
す
。市
販
の
風
邪
薬
や
花
粉
症

の
薬
の
多
く
に
含
ま
れ
て
い
る
第
１
世
代
の

抗
ヒ
ス
タ
ミ
ン
薬
は
、運
転
中
に
眠
気
を
催

す
可
能
性
が
高
い
た
め
注
意
が
必
要
で
す
。

　
脳
血
管
障
害
を
発
症
し
て
亡
く
な
る
人

は
１
割
程
度
で
、多
く
の
患
者
さ
ん
は
社
会

復
帰
を
目
指
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。地
方
で

は
特
に
移
動
手
段
と
し
て
自
動
車
の
必
要
性

が
高
い
こ
と
か
ら
、身
体
機
能
の
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
と
並
行
し
て
、ド
ラ
イ
ブ
シ
ュ

ミ
レ
ー
タ
ー
な
ど
を
使
っ
た
運
転
復
帰
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
も
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。今

後
、障
害
の
残
っ
た
ド
ラ
イ
バ
ー
の
運
転
復

帰
を
支
援
す
る
た
め
の
体
制
整
備
も
必
要
に

な
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

妊
婦
さ
ん
と
赤
ち
ゃ
ん
の

命
を
守
る
シ
ー
ト
ベ
ル
ト

　
道
路
交
通
法
で
妊
婦
さ
ん
は
シ
ー
ト
ベ
ル

ト
着
用
を
免
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、

「
妊
婦
さ
ん
は
例
外
」「
着
用
し
な
く
て
も
い

い
」と
思
っ
て
い
る
人
が
多
い
よ
う
で
す
が
、

シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を
着
用
せ
ず
に
事
故
に
あ
っ

て
、母
児
と
も
に
大
け
が
を
し
た
り
死
亡
し
た

り
す
る
例
が
多
数
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を
着
用
し
た
ほ
う
が
事
故

の
際
の
リ
ス
ク
を
軽
減
で
き
る
と
い
う
科
学

的
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、株
式
会
社

本
田
技
術
研
究
所
四
輪
Ｒ
＆
Ｄ
セ
ン
タ
ー
の

協
力
を
得
て
、妊
娠
30
週
の
女
性
に
模
し
た

衝
突
試
験
用
ダ
ミ
ー
人
形
を
使
っ
て
実
験
を

繰
り
返
し
て
き
ま
し
た
。

　
時
速
約
30
キ
ロ
の
追
突
事
故
を
想
定
し
た

実
験
で
は
、ダ
ミ
ー
の
子
宮
内
部
に
か
か
っ

た
圧
力
は
、シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を
着
用
し
た
場

合
の
約
20
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
に
対
し
て
、着
用

し
な
い
場
合
は
３
倍
の
約
60
キ
ロ
パ
ス
カ

ル
。交
通
事
故
に
合
っ
た

際
、妊
婦
さ
ん
の
子
宮
に
か

か
る
圧
力
が
59
キ
ロ
パ
ス

カ
ル
の
場
合
の
胎
児
の
死

亡
率
は
20
％
、88
キ
ロ
パ
ス

カ
ル
で
は
50
％
に
な
る
こ

と
が
ア
メ
リ
カ
の
研
究
で

報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
妊
婦
さ
ん
30
名
を

対
象
に
、運
転
す
る
時
の
姿

勢
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、お

腹
と
ハ
ン
ド
ル
の
水
平
距

離
が
平
均
約
14
．５
㎝
と
、

妊
娠
し
て
い
な
い
女
性
よ

り
約
10
㎝
ハ
ン
ド
ル
に
近

い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

運
転
中
、妊
婦
さ
ん
は
体
が
少
し
前
に
押
し

出
さ
れ
た
だ
け
で
、ハ
ン
ド
ル
に
腹
部
を
強

打
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。正
し
く
シ
ー
ト

ベ
ル
ト
を
着
用
し
て
い
れ
ば
、腹
部
と
ハ
ン

ド
ル
の
接
触
が
回
避
で
き
、子
宮
内
に
か
か

る
圧
力
を
軽
減
で
き
ま
す
。

　
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
で
お
腹
が
圧
迫
さ
れ
る
こ

と
が
、妊
婦
さ
ん
が
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を
嫌
う

理
由
で
す
が
、ベ
ル
ト
を
肩
と
腰
に
固
定
し
、

腰
回
り
の
ベ
ル
ト
を
大
き
く
な
っ
た
お
腹
の

下
に
通
せ
ば
、お
腹
へ
の
圧
迫
感
は
軽
減
さ

れ
ま
す
。

　
母
親
と
胎
児
の
安
全
を
守
る
た
め
に
シ
ー

ト
ベ
ル
ト
着
用
が
有
効
な
こ
と
を
、正
し
い

着
用
方
法
も
含
め
て
、母
親
教
室
な
ど
で
呼

び
か
け
て
い
く
こ
と
が
大
切
に
な
り
ま
す
。
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妊娠中のシートベルト着用法

腰ベルトは腰骨の
低い位置にかけ、
おなかのふくらみ
の下に着用

肩ベルトは腹部を
さけて胸部にかか
るように着用

シートに深く
腰かけ、正し
い姿勢をとる



母
乳
中
の
免
疫
物
質
と
ス
ト
レ
ス
の
関
係

　
母
乳
は
乳
児
の
健
康
を
維
持
し
成
長
を
促

進
す
る
う
え
で
数
々
の
利
点
が
あ
り
、新
生

児
栄
養
に
最
適
な
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

母
乳
育
児
の
利
点
と
し
て
、感
染
症
の
減
少
、

ア
レ
ル
ギ
ー
発
症
の
減
少
、母
児
相
互
作
用

の
強
化
、知
的
発
達
の
促
進
な
ど
が
挙
げ
ら

れ
て
い
ま
す
。

　
乳
児
の
感
染
症
防
御
に
重
要
な
物
質
と
し

て
、免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
、リ
ゾ
チ
ー
ム
、ラ
ク

ト
フ
ェ
リ
ン
な
ど
が
あ
り
、母
乳
中
に
存
在

す
る
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
成
分
に
は
、S-IgA

、

IgG

、IgM

、IgE

が
あ
り
ま
す
。

　
特
に
病
原
性
大
腸
菌
や
サ
ル
モ
ネ
ラ
、赤

痢
菌
、ポ
リ
オ
ウ
イ
ル
ス
と
い
っ
た
腸
管
や

気
道
に
存
在
し
や
す
い
細
菌
や
ウ
イ
ル
ス
に

対
す
る
抗
体
活
性
を
有
す
るS-IgA

は
、分

娩
後
48
～
72
時
間
で
分
泌
さ
れ
る
初
乳
の
中

に
高
濃
度
に
検
出
さ
れ
ま
す
が
、そ
の
濃
度

に
は
個
人
差
が
大
き
い
こ
と
が
報
告
さ
れ
て

い
ま
し
た
。

　
近
年
、ス
ト
レ
ス
と
免
疫
応
答
の
関
連
が

注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、出

産
ス
ト
レ
ス
が
初
乳
中
のS-IgA

濃
度
に
及

ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
、１
２
９
名
の
母
親
を

対
象
に
調
査
を
行
っ
て
、初
乳
中
のS-IgA

濃
度
を
測
定
し
、産
婦
の
身
体
条
件
と
ス
ト

レ
ス
感
受
性
、性
格
と
の
関
連
を
検
討
し
ま

し
た
。

　
出
産
時
に
母
親
が
受
け
る
ス
ト
レ
ス
は
、

分
娩
所
要
時
間
や
分
娩
時
の
出
血
量
、陣
痛

の
痛
み
の
強
さ
な
ど
の
ほ
か
に
、母
親
の
ス

ト
レ
ス
感
受
性
や
分
娩
時
の
身
体
的
条
件
、

性
格
傾
向
が
影
響
を
与
え
ま
す
。

　
調
査
で
は
、分
娩
時
の
身
体
的
負
荷
因

子
に
つ
い
て
は
、分
娩
前
Ｂ
Ｍ
Ｉ
、分
娩
所

要
時
間
、分
娩
時
出
血
量
、産
褥
２
日
目
の

血
液
検
査
測
定
値
を
、ま
た
陣
痛
の
痛
み

の
強
さ
に
つ
い
て
は
記
述
調
査
を
行
い
ま

し
た
。さ
ら
に
、母
親
の
性
格
傾
向
に
つ

い
て
は
質
問
紙
形
式
の
性
格
検
査
を
実
施

し
、ス
ト
レ
ス
感
受
性
に
つ
い
て
は
、ス
ト

レ
ス
耐
性
度
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
用
い
て

測
定
し
ま
し
た
。

ス
ト
レ
ス
が
大
き
い
ほ
ど
高
ま
る

S-IgA

濃
度

　
調
査
結
果
を
も
と
に
、分
娩
時
ス
ト
レ
ス

状
態
と
初
乳
中S-IgA

濃
度
と
の
関
係
に
つ

い
て
検
討
し
た
結
果
、次
の
こ
と
が
明
ら
か

に
な
り
ま
し
た
。

■
初
乳
中
のS-IgA

濃
度
は
個
人
差
が
大
き

か
っ
た
。

■
分
娩
所
要
時
間
の
延
長
や
出
血
と
い
う

身
体
ス
ト
レ
ス
を
受
け
た
母
親
か
ら
分

泌
さ
れ
る
初
乳
中
のS-IgA

濃
度
は
有

意
に
高
か
っ
た
。

■
ス
ト
レ
ス
耐
性
の
あ
る
母
親
か
ら
分
泌

さ
れ
る
初
乳
中S-IgA

濃
度
は
低
い
が
、

ス
ト
レ
ス
を
感
じ
や
す
い
母
親
のS-IgA

濃
度
は
有
意
に
高
か
っ
た
。
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　母乳は赤ちゃんに必要な栄養をすべて含んだパー
フェクトな食べ物で、特に出産してから２～３日の間に分
泌される「初乳」には、分泌型免疫グロブリンＡ（S-IgA）
と呼ばれる免疫物質が多量に含まれています。
　一方で現在、私たちの身のまわりにはさまざまな環
境汚染物質があり、それがお母さんの体内に取り込ま
れて、母乳が汚染される恐れがあることが指摘されて
います。
　母乳に関する研究に取り組んでいる立岡弓子教授
に、出産ストレスと母乳中の免疫物質の関係や、環境ホ
ルモンの影響についてお話をうかがいました。

臨床看護学講座　母性看護学・助産学
教授　立

たておか
岡　弓

ゆ み こ
子

より良い授乳ケア、
母乳育児のサポートを
目指して



肝
臓
で
代
謝
さ
れ
、尿
中
に
排
出
さ
れ
ま
す

が
、肝
臓
の
機
能
が
未
発
達
で
あ
る
赤
ち
ゃ

ん
は
大
人
以
上
に
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
心

配
さ
れ
ま
す
。

　
Ｂ
Ｐ
Ａ
は
温
度
が
80
度
以
上
に
な
る
と

溶
出
が
起
こ
り
、電
子
レ
ン
ジ
で
高
温
に
な

る
ま
で
加
熱
す
る
と
特
に
溶
け
や
す
く
な

り
ま
す
。陶
器
な
ど
に
移
し
替
え
て
か
ら
レ

ン
ジ
加
熱
を
し
た
り
、で
き
る
だ
け
ペ
ッ
ト

ボ
ト
ル
飲
料
を
避
け
た
り
、Ｂ
Ｐ
Ａ
フ
リ
ー

の
容
器
や
ラ
ッ
プ
フ
ィ
ル
ム
を
選
ぶ
な
ど
、

ち
ょ
っ
と
し
た
心
が
け
で
Ｂ
Ｐ
Ａ
の
摂
取
を

抑
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
妊
娠・出
産
を
す
る
女
性
は
、特

に
Ｂ
Ｐ
Ａ
に
つ
い
て
正
し
い
知
識
を
持
つ
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
た
め
、母
親
教
室
や
授
乳

指
導
、育
児
指
導
の
機
会
を
通
じ
て
、啓
発
を

行
っ
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
考
え
て

い
ま
す
。

■
産
後
、情
緒
不
安
定
で
あ
っ
た
り
、抑
う

つ・神
経
症
傾
向
を
認
め
る
母
親
の
性
格

傾
向
が
、初
乳
中S-IgA

濃
度
を
高
く
す

る
影
響
因
子
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

■
陣
痛
の
痛
み
を
我
慢
で
き
な
い
と
感
じ

た
母
親
か
ら
分
泌
さ
れ
た
初
乳
中S-IgA

濃
度
は
有
意
に
高
か
っ
た
。

■
精
神
的
に
も
身
体
的
に
も
ス
ト
レ
ス
を

受
け
た
母
親
か
ら
分
泌
さ
れ
た
初
乳
中

S-IgA

濃
度
は
、ス
ト
レ
ス
の
少
な
か
っ

た
母
親
と
比
べ
て
有
意
に
高
か
っ
た
。

　
ス
ト
レ
ス
と
免
疫
の
関
係
に
つ
い
て
一
定

し
た
見
解
は
な
い
も
の
の
、一
般
的
に
免
疫

能
は
ス
ト
レ
ス
に
よ
っ
て
抑
制
さ
れ
る
と
い

う
報
告
が
多
い
中
で
、分
娩
所
要
時
間
が
長

く
、分
娩
時
出
血
が
多
く
、ス
ト
レ
ス
耐
性
が

弱
い
母
親
が
、よ
り
免
疫
学
的
活
性
の
高
い

初
乳
を
分
泌
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う

結
果
が
出
た
こ
と
は
、看
護
学
領
域
に
と
っ

て
新
し
い
看
護
介
入
の
知
見
に
な
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　
ま
た
、ス
ト
レ
ス
を
受
け
て
出
産
に
至
っ

た
新
生
児
に
対
し
て
、母
乳
と
い
う
手
段
で

よ
り
多
く
の
免
疫
学
的
恩
恵
を
与
え
よ
う
と

す
る
母
親
の
力
を
認
識
す
る
こ
と
に
も
な
り

ま
し
た
。

　
分
娩
時
に
ス
ト
レ
ス
を
受
け
た
母
親
に
対

し
て
、疲
労
へ
の
援
助
を
行
い
な
が
ら
で
き
る

だ
け
早
期
に
初
乳
を
新
生
児
に
与
え
ら
れ
る

よ
う
、助
産
師
や
看
護
師
が
授
乳
ケ
ア
を
行
う

こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

環
境
ホ
ル
モ
ン
Ｂ
Ｐ
Ａ
の
影
響
に
つ
い
て

　
こ
の
研
究
を
始
め
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た

の
は
、母
親
学
級
で
お
母
さ
ん
か
ら
寄
せ
ら
れ

た「
乳
幼
児
用
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
食
器
は
安

全
か
」と
い
う
質
問
で
し
た
。

　

ビ
ス
フ
ェ
ノ
ー
ル
Ａ（
Ｂ
Ｐ
Ａ
）は
、

１
９
９
８
年
に
環
境
庁（
現
環
境
省
）が
環
境

ホ
ル
モ
ン
と
し
て
指
定
し
た
67
の
物
質
の
一

つ
で
、プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
ポ
リ
カ
ー
ボ
ネ
ー
ト

樹
脂
や
ポ
リ
ス
チ
レ
ン
樹
脂
、ポ
リ
塩
化
ビ
ニ

ル
樹
脂
を
原
材
料
と
す
る
食
器
容
器
か
ら
溶

け
出
す
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
Ｂ
Ｐ
Ａ
の
人
体
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
血
液
や
臍
帯
血
、羊
水
に
つ
い
て

調
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、母
乳
汚
染
に
関

す
る
研
究
は
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
そ
こ
で
、１
０
２
名
の
母
親
の
初
乳
を
分
娩

後
３
日
目
に
採
取
し
て
、そ
の
中
に
含
ま
れ
て

い
る
Ｂ
Ｐ
Ａ
を
測
定
し
、質
問
紙
に
よ
る
調
査

で
、ポ
リ
カ
ー
ボ
ネ
ー
ト
製
耐
熱
容
器
、ペ
ッ

ト
ボ
ト
ル
飲
料
、コ
ン
ビ
ニ
弁
当
、カ
ッ
プ
め

ん
、缶
コ
ー
ヒ
ー
飲
料（
缶
の
内
側
に
エ
ポ
キ

シ
樹
脂
が
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
さ
れ
た
コ
ー
ヒ
ー

飲
料
）の
使
用
状
況
を
尋
ね
ま
し
た
。

　
測
定
の
結
果
、す
べ
て
の
初
乳
か
ら
ご
く

微
量
の
Ｂ
Ｐ
Ａ
が
検
出
さ
れ
ま
し
た
が
、Ｂ
Ｐ

Ａ
が
溶
出
す
る
食
器
や
包
装
容
器
を
使
用
し

た
頻
度
の
高
い
母
親
の
初
乳
は
、Ｂ
Ｐ
Ａ
濃
度

が
高
い
傾
向
を
示
し
ま
し
た
。特
に
ペ
ッ
ト
ボ

ト
ル
飲
料
を
頻
繁
に
飲
ん
で
い
た
母
親
の
初

乳
か
ら
は
、飲
ま
な
か
っ
た
母
親
よ
り
有
意
に

高
い
Ｂ
Ｐ
Ａ
が
検
出
さ
れ
ま
し
た
。

　
体
内
に
入
っ
た
Ｂ
Ｐ
Ａ
は
、ほ
と
ん
ど
が
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ペットボトル飲料の摂取と初乳中BPA濃度
4
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ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
飲
料
を

飲
ん
で
い
た

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
飲
料
を

飲
ま
な
か
っ
た

（ng/ml）
ペットボトル飲料を飲んでいた母親（78名）の初乳から
は3.59ng/mlのBPAが検出された、飲まなかった人
（24名）の2.72ng/mlより有意に高かった。
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「滋賀医科大学わかあゆ夢基金」
　本学では、「人材育成と医療科学・技術の創出」ひいては「滋賀の地域医療の
さらなる発展、充実」のため、「滋賀医科大学わかあゆ夢基金」を設立しております。

などの事業のため、企業、団体、個人のみなさまのご支援をお願い申し上げます。
本基金による、①学生の教育支援 ②教育研究備品整備 ③国際留学生支援

詳しくは、ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先／滋賀医科大学　総務課　TEL:077-548-2007
http://www.shiga-med.ac.jp/yume/

●広告掲載のお問い合わせ先：滋賀医科大学 企画調整室 TEL 077-548-2012 ※この冊子は再生紙を使用しています。

　学生の教育支援として、平成26年度、学部学生の各学科・各学年の成績優秀者１名
（２年生以上）計８名に対し、奨学金を授与いたしております。

滋賀医科大学開学40周年
記念講演会・記念式典・記念祝典を挙行

　本学では、開学４０周年を迎えたことを記念し、大津市内のホテル
において、平成２６年１０月３日（金）に記念講演会・記念式典・記念
祝典を挙行しました。

　記念講演会では、第６２世三千院門主で叡山学院前院長・名誉
教授の堀澤祖門氏を講師にお招きし、「枠を破る」の演題で講演い
ただきました。

　記念式典では、塩田浩平学長が、この４０周年を機に、我々は来
し方を顧み、現状を分析して、これを１０年後の５０周年に向けた新
しいスタートにし、「地域に支えられ、世界に羽ばたく」大学として
新たな飛躍を目指すとの決意を述べ、引き続き、下村博文文部科
学大臣（代読：吉田光成高等教育局国立大学法人支援課企画
官）、三日月大造滋賀県知事、佐和隆光滋賀大学長、笠原吉孝滋
賀県医師会長からご祝辞をいただき、来賓紹介、祝電披露が行
われました。

　記念祝典では、塩田浩平学長の挨拶に続き、井村裕夫（公財）先
端医療振興財団理事長、長尾昌壽滋賀県病院協会長、渡邊一良
滋賀医科大学同窓会長からご祝辞をいただき、馬場忠雄前学長の
発声による乾盃、佐野晴洋元学長、嘉田由紀子びわこ成蹊スポー
ツ大学長、本庶佑静岡県公立大学法人理事長からスピーチをいた
だき、本学開学４０周年を盛大に祝い、最後は松末𠮷隆病院長の謝
辞により閉会しました。

　これらの行事には、来賓、名誉教授、教職員及び学生ら約３００名
が参加し、滋賀医科大学のさらなる発展を祈念しました。


