
橋
の
日

生
活
と
密
接
な
か
か
わ
り
を
持
つ
河
川
と
そ
こ
に
架

か
る
橋
を
通
し
て
、
ふ
る
さ
と
を
愛
す
る
心
や
、
河
川

を
浄
化
す
る
こ
と
へ
の
関
心
を
高
め
よ
う
と
、
八
月
四

日
（
は
し
）
の
語
呂
合
わ
せ
か
ら
制
定
さ
れ
た
。
郷
土

へ
の
思
い
と
と
も
に
、
家
族
や
友
人
、
恋
人
な
ど
、
日

ご
ろ
か
ら
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
身
近
な
人
た
ち
と
の

心
の
懸
け
橋
を
見
つ
め
直
し
、
感
謝
の
思
い
を
伝
え
る

日
に
し
て
み
て
は
？

（
小
）

日
本
を
代
表
す
る
観
光
地
の
一
つ

伊
東
市
。
私
は
四
月
か
ら
、
こ
の
伊

東
市
に
あ
る
市
立
伊
東
市
民
病
院
に

勤
務
し
て
い
ま
す
。
同
市
内
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
伊
豆
半
島
東
海
岸
地

域
の
中
核
的
な
病
院
と
し
て
、
二
十

四
時
間
三
百
六
十
五
日
、
医
療
を
提

供
し
て
い
ま
す
。

外
来
で
話
を
聞
い
た
り
診
察
を
し

た
り
す
る
時
も
、
患
者
さ
ん
た
ち
は

皆
親
切
で
優
し
く
、
本
当
に
心
が
温

ま
り
ま
す
。
観
光
地
と
い
う
土
地
柄

か
ら
で
し
ょ
う
か
。
,
お
も
て
な
し

の
心
-
が
あ
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

私
の
方
が
、
患
者
さ
ん
か
ら
元
気
を

い
た
だ
い
て
い
る
よ
う
で
す
。

伊
東
市
は
、
自
然
環
境
と
調
和
し

た
文
化
的
な
観
光
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
、
保
養
都
市
の
実
現
を
目
指

し
、
二
〇
〇
〇
年
に
「
健
康
回
復
都

市
宣
言
」
を
行
い
ま
し
た
。
大
学
在

学
中
、
ヨ
ッ
ト
部
に
所
属
し
て
い
た

私
も
、
週
末
は
海
へ
、
そ
し
て
山
へ

と
出
掛
け
、
伊
東
市
の
豊
か
な
自
然

を
満
喫
し
て
い
ま
す
。

自
治
医
科
大
学
を
卒
業
し
、
医
師

と
し
て
八
年
目
を
迎
え
ま
し
た
。
大

学
卒
業
後
は
、
静
岡
県
立
総
合
病
院

で
二
年
の
初
期
研
修
を
行
っ
た
後
、

さ
ら
に
二
年
間
、
同
病
院
で
整
形
外

科
研
修
を
行
い
な
が
ら
、
へ
き
地
医

療
代
診
医
と
し
て
勤
務
し
ま
し
た
。

そ
の
後
は
、
浜
松
市
国
民
健
康
保

険
佐
久
間
病
院
（
旧
磐
田
郡
佐
久
間

町
）
に
三
年
間
勤
務
し
ま
し
た
。
佐

久
間
病
院
は
山
間
へ
き
地
の
病
院
で

す
。
付
属
診
療
所
で
の
診
療
、
訪
問

診
療
、
往
診
、
学
校
医
な
ど
を
行
い
、

整
形
外
科
診
療
に
加
え
、「
総
合
医
」

と
し
て
地
域
の
患
者
さ
ん
に
接
し
て

き
ま
し
た
。

患
者
の
日
常
と
密
接

山
間
地
域
で
は
巡
回
バ
ス
が
病
院

ま
で
運
行
し
て
い
ま
す
が
、
病
院
や

診
療
所
に
通
え
な
い
人
た
ち
も
い
ま

す
。
病
院
で
診
察
し
て
い
る
だ
け
で

は
分
か
ら
な
い
患
者
さ
ん
の
悩
み
や

生
活
の
背
景
を
、
直
接
、
家
に
出
向

く
こ
と
で
知
る
こ
と
が
で
き
、
医
療

が
患
者
さ
ん
の
日
常
生
活
に
密
接
に

か
か
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
痛

感
し
ま
し
た
。
こ
う
し
た
経
験
は
非

常
に
貴
重
な
も
の
で
、
医
師
と
し
て

の
原
点
を
佐
久
間
病
院
時
代
に
学
び

ま
し
た
。

高
齢
化
が
す
す
む
現
在
、
腰
、
ひ

ざ
、
肩
な
ど
の
痛
み
を
訴
え
て
病
院

を
訪
れ
る
人
は
増
え
る
一
方
で
す
。

骨
粗
し
ょ
う
症
に
合
併
す
る
骨
折

で
、
手
術
な
ど
の
治
療
を
受
け
る
患

者
さ
ん
も
数
多
く
入
院
さ
れ
ま
す
。

転
ば
ぬ
先
の
つ
え

高
齢
で
骨
折
の
た
め
に
入
院
し
た

り
手
術
を
受
け
た
り
す
る
と
、
残
念

な
が
ら
寝
た
き
り
に
な
っ
て
し
ま
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
私

は
外
来
で
最
近
、
骨
粗
し
ょ
う
症
の

患
者
さ
ん
の
治
療
や
、
転
倒
予
防
の

指
導
な
ど
に
も
力
を
入
れ
て
い
ま

す
。
い
わ
ば
,
転
ば
ぬ
先
の
つ
え
-

で
し
ょ
う
か
。

さ
ま
ざ
ま
な
不
安
を
抱
え
る
患
者

さ
ん
に
対
し
,
お
も
て
な
し
の
心
-

を
持
っ
て
接
す
る
よ
う
に
常
に
心
掛

け
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
笑
顔
で
退

院
さ
れ
る
患
者
さ
ん
を
見
届
け
る
の

が
、
私
の
最
高
の
喜
び
で
も
あ
り
ま

す
。

（
次
回
予
定
は
宮
崎
県
）

!
お
も
て
な
し
の
心
"
で
接
す
る

の り ま つ ゆ う す け

乗松 祐佐 ２３期生、２０００年卒

伊伊東東市市立立伊伊東東市市民民病病院院
【私の勤務地】伊東市内を見下ろす高台に建設さ
れ、院内には温泉も完備されている。２００１年３月に
旧国立伊東温泉病院から市立伊東市民病院へと名称
を変更した。特色ある「地域医療指向プログラム」
を掲げ、臨床研修指定病院として総合的な研修を行
っている。

病院屋上から初島を眺める。左が筆者で、右が病院管理者の築地
治久（つきじ・はるひさ）医師

静岡県
－海や川での水の事故が後

を絶ちません。
「おぼれた人を救助したら、
すぐに周囲に助けを求め１１９
番してＡＥＤ（自動体外式除
細動器）を持ってくるよう頼
みます。おぼれた人の意識が
なく呼吸をしていないような
ら、心臓マッサージと人工呼
吸の心肺蘇生（そせい）術を
始めてください。意識があり、
せき込んでいれば、水が肺に
入っている可能性があるの
で、寝かせて横を向かせ水を
出します。無理に水を吐かせ
る必要はありません」
－心肺蘇生の方法は。
「心臓マッサージは胸の中

央が４、５0沈むくらい体重
をかけて、１分間に１００回の
速さで押します。マッサージ
を３０回やったら、口に息を吹
き込むマウス・ツー・マウス
の人工呼吸を２回。人工呼吸
でマッサージを中断するよ

り、マッサージだけ続けた方
がいいという意見もありま
す。心臓マッサージはＡＥＤ
か救急隊が来るまで、あきら
めずに続けてください。それ
により救命率や社会復帰率が
高くなります」
－意識があり水を吐けば安

心ですか。
「水でおぼれる『溺（でき）
水』には、水が肺や気管に入
ることで窒息する、つまり血
液に酸素を取り込み二酸化炭
素を放出するガス交換ができ
なくなる一次的溺水のほか
に、二次的溺水もあります。
これは、おぼれた後に起きる
呼吸器感染症や、脳の水分量
が増え脳が腫れる脳浮腫など
で、死亡することもあるので
注意が必要です」
－子どもの事故は特に悲惨

ですね。
「夏休みに外国に行って、

おぼれて亡くなる子どもがい
ます。日本と違って監視員が
いないプールもあり、親が十
分注意すべきです。行楽地で
は開放的な気分になります
が、水のあるところでは、お
ぼれる危険性は常にあるの
で、気を緩めないでください」
（二宮宣文・日本医大准教

授）

心
肺
蘇
生
術
を
覚
え
て

二
○
○
六
年
の
流
行
語
大
賞
の
年
間

大
賞
は
イ
ナ
バ
ウ
ア
ー
と
品
格
で
し
た

が
、
脳
ト
レ
、
ハ
ン
カ
チ
王
子
、
エ
ロ

カ
ッ
コ
イ
イ
（
順
不
同
）
な
ど
と
並
ん

で
ト
ッ
プ
テ
ン
に
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン

ド
ロ
ー
ム
も
入
り
ま
し
た
。

診
断
基
準
が
発
表
さ
れ
た
の
が
○
五

年
で
す
か
ら
、
医
学
用
語
が
た
っ
た
一

年
で
国
民
の
流
行
語
に
な
る
な
ん
て
、

前
代
未
聞
の
こ
と
で
す
。
単
な
る
流
行

に
終
わ
ら
せ
な
い
た
め
に
も
、
皆
さ
ん

に
は
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の

意
味
を
し
っ
か
り
理
解
し
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
の
話
で
も
触
れ
ま

し
た
が
、
国
内
の
死
因
二
位
の
心
疾
患

と
三
位
の
脳
血
管
疾
患
を
合
計
す
る

と
、
ト
ッ
プ
の
が
ん
に
よ
る
死
者
と
ほ

ぼ
同
じ
で
す
。
両
疾
患
の
多
く
は
、
脳

や
心
臓
の
血
管
の
動
脈
硬
化
で
起
こ
り

ま
す
。

が
ん
に
関
し
て
は
、
最
先
端
の
研
究

で
新
薬
が
い
く
つ
も
開
発
さ
れ
つ
つ
あ

り
、
日
本
の
死
因
ト
ッ
プ
で
な
く
な
る

時
期
も
近
い
と
期
待
さ
れ
ま
す
。
と
い

う
こ
と
は
動
脈
硬
化
が
一
番
怖
い
時
代

が
近
づ
い
て
い
る
わ
け
で
す
。

で
は
日
ご
ろ
か
ら
何
に
気
を
つ
け
た

ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
運
動
か

ら
始
め
ま
し
ょ
う
。

体
の
脂
肪
に
は
皮
下
脂
肪
と
内
臓
脂

肪
が
あ
り
ま
す
。
皮
下
脂
肪
は
飢
餓
に

耐
え
る
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
備
蓄
す

る
部
分
で
、
あ
ま
り
動
脈
硬
化
の
原
因

に
は
な
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
に
比
べ
て
内
臓
脂
肪
は
も
と
も

と
脂
肪
を
た
め
込
む
必
要
の
な
い
場
所

に
た
ま
っ
た
も
の
で
、
動
脈
硬
化
の
原

因
と
な
る
い
ろ
い
ろ
な
因
子
を
分
泌
し

た
り
し
ま
す
。
皮
下
脂
肪
と
違
っ
て
カ

ロ
リ
ー
制
限
だ
け
で
は
簡
単
に
減
ら
な

い
一
方
、
有
酸
素
運
動
が
内
臓
脂
肪
を

最
も
有
効
に
減
ら
す
方
法
で
あ
る
こ
と

が
証
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

ウ
オ
ー
キ
ン
グ
、
エ
ア
ロ
ビ
ク
ス
、

水
泳
、
軽
い
ジ
ョ
ギ
ン
グ
な
ど
の
、
誰

で
も
楽
し
く
続
け
ら
れ
る
運
動
が
実
は

有
効
な
の
で
す
。

逆
に
筋
肉
を
力
い
っ
ぱ
い
働
か
せ
て

行
う
運
動
、
つ
ま
り
無
酸
素
運
動
は
消

費
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
わ
り
に
は
内
臓
脂
肪

を
減
ら
す
の
に
あ
ま
り
有
効
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
ま
た
無
酸
素
の
時
間
に
尿
酸

が
た
く
さ
ん
つ
く
ら
れ
る
た
め
、
メ
タ

ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
に
高
尿
酸
血

症
を
合
併
し
た
人
で
は
、
か
え
っ
て
尿

酸
値
が
上
が
る
と
い
う
難
点
が
あ
り
ま

す
。メ

タ
ボ
リ
ッ
ク
な
お
父
さ
ん
な
ら
、

最
近
き
つ
く
な
っ
て
は
け
な
く
な
っ
た

ジ
ー
ン
ズ
が
も
う
一
度
は
け
る
ま
で
、

そ
ん
な
目
標
で
楽
し
み
な
が
ら
運
動
習

慣
を
身
に
付
け
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う

か
。有

酸
素
運
動
の
効
果
は
日
に
二
百
/

.
相
当
、
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
な
ら
一
時
間

程
度
行
う
と
、
効
果
は
二
日
間
持
続
す

る
と
さ
れ
ま
す
。三
日
坊
主
に
な
ら
ず
、

せ
め
て
二
日
に
一
回
の
運
動
を
始
め
ま

し
ょ
う
。
（
中
島
弘
・
大
阪
府
立
成
人

病
セ
ン
タ
ー
特
別
研
究
員
）

２日に１回は有酸素運動動動脈脈硬硬化化をを防防ぐぐ
２１

イ
ラ
ス
ト

田
代
ま
き

海海
・・
山山
でで
のの
応応
急急
手手
当当
てて

●●３

に
お
い
の
も
と
と
な
る
物
質

は
二
十
万
種
類
と
も
四
十
万
種

類
と
も
い
わ
れ
る
。
こ
れ
が
鼻

の
穴
の
内
側
上
方
に
あ
る
嗅
上

皮
に
た
ど
り
着
く
と
、
嗅
細
胞

の
嗅
覚
受
容
体
と
結
び
付
く
。

そ
の
情
報
が
嗅
神
経
、
嗅
球
を

通
じ
て
脳
に
伝
え
ら
れ
る
。

嗅
覚
障
害
は
、
に
お
い
の
も

と
と
な
る
物
質
が
嗅
上
皮
ま
で

た
ど
り
着
か
な
い「
呼
吸
性
」、

嗅
上
皮
が
炎
症
な
ど
を
起
こ
す

「
嗅
粘
膜
性
」
、
嗅
神
経
が
ウ

イ
ル
ス
に
冒
さ
れ
る
こ
と
な
ど

に
よ
る
「
末
梢
（
ま
っ
し
ょ
う
）

神
経
性
」
、
頭
部
外
傷
や
脳
腫

瘍
（
し
ゅ
よ
う
）
な
ど
に
よ
る

「
中
枢
性
」
が
あ
る
。

「
呼
吸
性
」
は
慢
性
副
鼻
腔

（
び
く
う
）
炎
（
ち
く
の
う

症
）
、
ア
レ
ル
ギ
ー
性
鼻
炎
、

左
右
の
鼻
の
穴
を
隔
て
る
鼻
中

隔
の
わ
ん
曲
症
な
ど
が
原
因
と

な
る
。ウ
イ
ル
ス
性
の
風
邪（
感

冒
）
な
ど
は
「
嗅
粘
膜
性
」「
末

梢
神
経
性
」
に
つ
な
が
る
こ
と

が
あ
る
。

治
療
に
は
ま
ず
、
鼻
鏡
、
内

視
鏡
や
副
鼻
腔
Ｘ
線
検
査
、
ア

レ
ル
ギ
ー
検
査
な
ど
に
よ
り
、

原
因
と
な
っ
て
い
る
疾
患
を
突

き
止
め
る
こ
と
が
必
要
だ
。
障

害
の
程
度
は
、
バ
ラ
の
香
り
、

汗
臭
さ
な
ど
五
種
類
の
に
お
い

で
、
感
じ
る
度
合
い
を
測
る
基

準
嗅
力
検
査
な
ど
で
判
定
す

る
。「

呼
吸
性
」
の
場
合
、
多
く

が
原
因
疾
患
を
治
療
す
る
こ
と

で
障
害
が
改
善
す
る
。
服
薬
な

ど
保
存
的
治
療
の
ほ
か
、
副
鼻

腔
の
手
術
や
鼻
中
隔
の
矯
正
な

ど
手
術
的
治
療
法
も
あ
る
。

「
嗅
粘
膜
性
」
で
は
ス
テ
ロ

イ
ド
薬
の
点
鼻
治
療
を
行
う
。

漢
方
薬
が
有
効
と
の
報
告
も
あ

る
。
「
末
梢
神
経
性
」「
中
枢

性
」
は
治
り
に
く
い
。

石
川
医
師
は
「
嗅
覚
障
害
は

慢
性
副
鼻
腔
炎
と
感
冒
が
原
因

の
過
半
数
」
と
話
す
。
治
療
で

き
る
場
合
も
多
い
が
「
嗅
覚
障

害
に
な
っ
て
も
、
か
な
り
ひ
ど

く
な
っ
て
か
ら
医
療
機
関
に
来

る
人
が
多
い
」
と
指
摘
し
、
ま

ず
は
専
門
の
医
療
機
関
の
受
診

を
勧
め
て
い
る
。

◇

◇

日
本
耳
鼻
咽
喉
科
学
会
県
地

方
部
会
は
五
日
、
宇
都
宮
市
宮

園
町
の
東
武
宇
都
宮
百
貨
店
四

階
特
設
会
場
で
「
鼻
の
日
」
無

料
相
談
会
を
行
う
。

同
部
会
の
専
門
医
三
人
が
鼻

は
も
ち
ろ
ん
耳
、
の
ど
の
相
談

に
応
じ
る
。
午
前
十
一
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で
。
相
談
の
希
望

者
は
直
接
会
場
へ
。

七
日
は
「
鼻
の
日
」
。
に
お
い
を
感
じ
ら
れ
な
い
嗅
覚
（
き
ゅ
う
か
く
）
障
害
に
な
る
と
、

ガ
ス
漏
れ
や
腐
っ
た
食
品
な
ど
に
気
付
か
ず
、
安
心
し
て
生
活
で
き
な
い
。
ま
た
花
や
料
理

な
ど
の
香
り
を
楽
し
む
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
か
し
障
害
が
あ
っ
て
も
、
原
因
を
治
療
す
れ

ば
再
び
に
お
い
、
香
り
を
か
げ
る
よ
う
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
自
治
医
大
耳
鼻
咽
喉
（
い

ん
こ
う
）
科
学
教
室
の
石
川
敏
夫
医
師
*
+
は
「
嗅
覚
障
害
は
日
常
生
活
に
支
障
を
与
え
る
」

と
注
意
を
呼
び
掛
け
る
。

（
島
野
剛
）

８８月月７７日日はは!鼻鼻のの日日"

４
つ
の
類
型

基
準
嗅
力
検
査
な
ど

専
門
医
が

無
料
相
談
会

あ
す
宇
都
宮
で

ガガ
スス
漏漏
れれ
、、腐腐
臭臭
なな
どど
気気
付付
かか
ずず
……

自自
治治
医医
大大

石石
川川
敏敏
夫夫
医医
師師
にに
聞聞
くく

原因治療で症症状状改改善善もも

嗅嗅嗅嗅嗅嗅嗅嗅嗅嗅嗅嗅嗅
覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚
障障障障障障障障障障障障障
害害害害害害害害害害害害害
日日日日日日日日日日日日日
常常常常常常常常常常常常常
生生生生生生生生生生生生生
活活活活活活活活活活活活活
ににににににににににににに
支支支支支支支支支支支支支
障障障障障障障障障障障障障

白
内
障
は
目
の
中
に
あ
る
水

晶
体
が
濁
る
病
気
。
視
力
が
低

下
し
た
り
、像
が
ぼ
や
け
た
り
、

ま
ぶ
し
く
感
じ
ら
れ
た
り
す

る
。
軽
症
を
含
め
る
と
白
内
障

は
三
十
代
か
ら
み
ら
れ
、
七
十

代
で
'
!
)
％
、
八
十
代
で
は

１
０
０
％
と
な
る
。
加
齢
に
伴

う
病
気
で
も
あ
る
た
め
避
け
ら

れ
ず
、
中
年
層
も
無
関
係
で
は

な
い
。

治
療
は
一
般
的
に
手
術
療
法

が
行
わ
れ
る
。
水
晶
体
を
除
去

し
、
代
わ
り
に
人
工
レ
ン
ズ
を

移
植
す
る
。
軟
ら
か
い
素
材
で

作
ら
れ
る
人
工
レ
ン
ズ
は
折
り

曲
げ
て
挿
入
で
き
る
た
め
、
傷

口
も
小
さ
く
て
済
む
よ
う
に
な

っ
た
。

し
か
し
、
現
在
使
わ
れ
て
い

る
人
工
レ
ン
ズ
は
、
単
一
焦
点

レ
ン
ズ
で
あ
る
た
め
、
あ
る
特

定
の
距
離
に
あ
る
も
の
し
か
は

っ
き
り
と
見
え
な
い
。
例
え
ば

中
程
度
の
距
離
に
ピ
ン
ト
が
合

う
よ
う
に
移
植
し
た
場
合
は
、

手
元
や
遠
く
に
ピ
ン
ト
が
合
わ

ず
、
眼
鏡
に
よ
る
補
正
が
必
要

と
な
る
。

自
治
医
大
病
院
で
新
た
に
取

り
扱
う
多
焦
点
レ
ン
ズ
は
、
単

焦
点
レ
ン
ズ
よ
り
も
広
範
囲
の

も
の
を
は
っ
き
り
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
遠
く
だ
け
な
く
、
中

程
度
や
近
く
に
も
ピ
ン
ト
を
合

わ
せ
ら
れ
る
。
同
大
眼
科
の
茨

木
信
博
教
授
は
「
眼
鏡
が
全
く

い
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
な
い

が
、
日
常
生
活
で
眼
鏡
な
し
で

も
あ
ま
り
不
自
由
が
な
く
な

る
」
と
話
す
。

手
術
、
術
後
の
入
院
を
含
め

た
日
数
は
二
、
三
日
で
、
同
病

院
で
行
う
単
焦
点
レ
ン
ズ
の
場

合
と
変
わ
ら
な
い
。
た
だ
新
規

の
取
り
扱
い
の
た
め
、
当
面
、

術
後
三
カ
月
間
は
同
病
院
で
経

過
観
察
を
行
う
。

視
力
矯
正
に
一
定
の
効
果
が

み
ら
れ
る
一
方
で
、
多
焦
点
レ

ン
ズ
は
デ
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
。

厚
生
労
働
省
で
医
療
機
器
の
承

認
を
得
た
が
、
医
療
保
険
の
適

用
に
な
ら
な
い
た
め
、
外
来
検

査
（
片
眼
約
六
万
円
）
、
入
院

手
術
（
片
眼
約
五
十
万
円
）
な

ど
、
手
術
に
か
か
わ
る
す
べ
て

の
診
療
が
自
己
負
担
の
自
由
診

療
と
な
る
。
ま
た
、
乱
視
が
強

い
場
合
は
使
用
で
き
な
い
。
乱

視
の
矯
正
手
術
が
必
要
と
な
る

こ
と
も
あ
る
。

茨
木
教
授
に
よ
る
と
、
多
焦

点
レ
ン
ズ
は
欧
米
で
は
主
流
に

な
り
つ
つ
あ
り
、
仕
事
や
趣
味

な
ど
生
活
ス
タ
イ
ル
に
合
わ
せ

て
ピ
ン
ト
の
合
う
範
囲
を
決
め

る
と
い
う
。
茨
木
教
授
は
「
レ

ン
ズ
は
格
段
に
進
歩
し
て
い

る
。
自
由
診
療
だ
が
、
多
焦
点

レ
ン
ズ
の
メ
リ
ッ
ト
は
大
き
い

と
考
え
ら
れ
る
。
白
内
障
の
治

療
は
生
活
ス
タ
イ
ル
に
合
わ
せ

て
、
手
術
時
期
や
レ
ン
ズ
の
種

類
を
選
ぶ
時
代
に
な
っ
て
き
て

い
る
」
と
話
し
て
い
る
。

ひ
ど
く
な
る
前
に

自
治
医
大
病
院
（
下
野
市
薬
師
寺
）
は
白
内
障
の
手
術
で
視
力
矯
正
に
使
う
人
工
レ
ン
ズ

に
、
多
焦
点
レ
ン
ズ
の
取
り
扱
い
を
始
め
た
。
県
内
の
医
療
施
設
で
は
初
め
て
で
、
国
内
で

も
数
カ
所
し
か
扱
っ
て
い
な
い
。
多
焦
点
レ
ン
ズ
は
こ
れ
ま
で
の
単
一
焦
点
レ
ン
ズ
と
違
っ

て
、
よ
り
広
い
範
囲
に
焦
点
が
合
い
、
眼
鏡
を
使
用
す
る
必
要
性
が
低
く
な
る
。
保
険
診
療

の
対
象
で
は
な
い
が
、
生
活
の
質
を
高
め
る
と
期
待
さ
れ
て
い
る
。

（
斎
藤
美
和
子
）

自治医大病院で取り扱いが始ま
った多焦点レンズ

保険対象外も
生活の質向上

白内障の視力矯正に
自
治
医
大
病
院
が
取
り
扱
い

多多焦焦点点レレンンズズをを移移植植

▼ＭＳ患者の作品集を進呈 多発性
硬化症（ＭＳ）患者の絵画や写真、書道
など%点を収録した作品集「みんなに
伝えたいメッセージ」を、バイエル薬
品（大阪市）が作製した＝写真。Ｂ５判、
１０４1でオールカラー。希望者にプレ

ゼントする。
ＭＳは脳や

脊髄（せきず
い）の神経線
維を覆う膜に
炎症が起き、
視覚障害やし
びれ、排尿障
害など、さま
ざまな症状が
出る。自己免疫
疾患と考えら
れ、国内の患者

は約１万２０００人。作品は募集で集まっ
た(点の中から選んで掲載、同社は「患
者に生きる力や楽しみを見いだしても
らい、一般の人にも病気への理解を深
めてもらうきっかけになれば」として
いる。

希望者は、ＭＳギャラリー事務局、
フリーダイヤル０１２０・３９２９２６まで。受
け付けは$日までの月－金の午前９時
から午後６時。
▼靴のにおい、犯人は細菌 靴の不

快なにおいは、あか汚れを細菌が分解
して発生することが、日用品大手ライ
オンのリビングケア研究所（東京）
の解析で分かった。
同研究所は、#代－&代の男女"

人にスニーカーを１カ月間履いても
らい、中敷きの細菌数と細菌の種類
を調べた。細菌数は１平方0当たり
最大で１０００万個に達し「台所など汚
れた排水口にいるのと同じ程度の
数」と判明。種類は、体に常在する

スタフィロコッカスが最も多かった。
この菌は、靴などに付着したあか汚れ
に含まれるアミノ酸のロイシンを分解
し、悪臭のもとになるイソ吉草酸とい
う脂肪酸を発生させるという。
同研究所は「住宅の気密化などで温

度や湿度が上昇しやすく、細菌が増殖
しやすい住環境も、不快なにおいが増
える一因」としている。

１５ １４"!!$年（平成１９年）%月#日（土曜日） 第３種郵便物認可


