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シリ ー ズ

ちへ．

財
団
法
人
日
本
公
衆
衛
生
協
会
理
事
長

多
田
羅
浩
三

重
松
逸
造

氏

国
立
公
衆
衛
生
院
名
誉
教
授

日
本
公
衆
衛
生
学
会
名
誉
会
員

本
誌
で
は 、

「
公
衆
衛
生
ア
ー

カ
イ
ブ
ス
＼

君
た
ち
へ
」

と
題
す
る
対
談
を 、

シ
リ

ー
ズ
で
お
送
り
す
る
新
し
い
企
画
を
ス
タ
ー
ト

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た 。

第
1

回
目
の
今
号
で
は 、

わ
が
国
の
疫
学
の
確
立
に
大
き
な
功
績

を
遺
し
た
国
立
公
衆
衛
生
院
名
誉
教
授
で 、

日
本
公
衆
衛
生
学
会
名
誉

会
員
の
重
松
逸
造
氏
を
お
招
き
し
ま
し
た 。

現
在
の
疫
学
が
ど
の
よ
う

な
経
過
を
経
て 、

今
日
の
地
位
を
築
い
た
の
か 、

そ
の
軌
跡
を
振
り
返

っ
て
い
た
だ
く
と
と
も
に 、

現
役
の
公
衆
衛
生
の
専
門
家 、

そ
し
て
こ

れ
か
ら
公
衆
衛
生
を
担
う
若
い
方
々
へ

、

偉
大
な
先
達
か
ら
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
送
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た 。

＿ 

喜



と
く
に
公
害
時
代
に
お
け
る
疫
学
と
い
う
学

問
の
確
立
に
主
導
的
な
役
割
を
果
た
さ
れ
て

き
ま
し
た
が、
そ
れ
に
し
て
も
当
時
は
公
害

重
松
先
生
は
戦
後
の
日
本
の
公
衆
衛
生、

お
聞
き
し
た
い
と
思
い
ま
す。

イ
イ
タ
ク
ナ
イ
病」
だ
と
言
っ
た
と
い
う
話

九
州
の
先
に
あ
る
対
馬
で

イ
タ
イ
病」
と
報
じ
た
の

が
最
初
で
す
が、
そ
の
後、

衛
生
の
巨
星
と
さ
れ
る
大
先
生
を
ゲ
ス
ト
と

し
た
対
談
を
「
シ
リ
ー
ズ
・
公
衆
衛
生
ア
ー

カ
イ
ブ
＼
君
た
ち
へ」
と
題
し
て
掲
載
す
る

こ
と
と
致
し
ま
し
た。

そ
の
ご
苦
労
や
情
熱
に
触
れ
る
こ
と
は
今
を

担
う
現
役
の
方
、々
そ
し
て
こ
れ
か
ら
を
担

が
国
に
お
け
る
公
衆
衛
生、
疫
学
の
歴
史
に

不
動
の
地
位
を
築
か
れ
た
重
松
逸
造
先
生
で

す。
重
松
先
生
が
わ
が
国
の
疫
学
に
追
し
て

き
た
功
績
と
と
も
に、
公
衆
衛
生
や
疫
学
の

こ
れ
ま
で
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て
い
た
だ

き、
こ
れ
か
ら
の
公
衆
衛
生
や
疫
学
に
つ
い

て
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
い
た
だ
き
ま
す。
ま
た、

公
衆
衛
生・
疫
学
の
巨
星、
重
松
逸
造、
そ

し
て
人
間、
重
松
逸
造
が
ど
の
よ
う
に
形
成

さ
れ
た
か、
生
い
立
ち
の
頃
の
逸
話
な
ど
も

と
の
関
わ
り
が
深
か
っ
た
で
す
ね。

昭
和
二
十
年
代
頃
ま
で
は
コ
レ
ラ、

発
疹
チ
フ
ス、
結
核、
赤
痢
な
ど
が
頻
発
し、

疫
学
者
も
そ
の
対
応
に
追
わ
れ
ま
し
た
が、

三
十
年
代、
四
十
年
代
以
降
は、
成
人
病

（
当
時）
な
ど
の
非
感
染
性
の
疾
患
が
増
え

る
と
と
も
に、
大
量
生
産、
大
量
消
費
の
ツ

ケ
と
し
て、
公
衆
衛
生
が

タ
イ
病
で
す。

病
名
の
い
わ
れ

は、
こ
の
病
気
が
発
生
し

た
富
山
県
の
地
元
紙
が、

も、
富
山
と
同
じ
よ
う
な

病
気
が
発
見
さ
れ
た
も
の
の、
痛
み
が
あ
ま

り
な
い
こ
と
か
ら、
こ
ち
ら
は
「
イ
タ
ク
ナ

が
あ
り
ま
す。

多
田
羅

読
者
の
た
め
に、
イ
タ
イ
イ
タ
イ

病
の
経
過
と
疫
学
的
な
対
応
等
に
つ
い
て
少

し
振
り
返
っ
て
い
た
だ
け
ま
す
か。

重
松

イ
タ
イ
イ
タ
イ
病
は
ご
存
知
の
よ
う

に、
昭
和
四
十
三
年
に
国
が
認
定
し
た
公
害

病
の
第一
号
で
す。
骨
盤
部
や
関
節
部
に
激

じ
ん
つ
う

し
い
疼
痛
を
伴
う
富
山
県
神
通
川
流
域
特
有

の
奇
病
で、
昭
和
二
十一
年
に
地
元
開
業
医

の
萩
野
昇
医
師
が
把
握
し
ま
し
た。
医
師
だ

っ
た
萩
野
先
生
の
お
父
さ
ん
も
同
様
の
症
例

機
で
し
た。

を
診
て
い
た
よ
う
で
す
か

っ
た
と
思
わ
れ
ま
す。

野
医
師
は、
元
東
京
慈
恵

会
医
科
大
学
整
形
外
科
助

的
に
は
骨
軟
化
症
に
似
て

い
る
け
れ
ど
も、
少
し
違

う
病
気
で
あ
る
と
し
て、

る
イ
タ
イ
イ
タ
イ
病」
と

学
会
で
発
表
し
ま
し
た。

こ
れ
が、
の
ち
に
神
通
川

上
流
の
神
岡
鉱
山
（
三
井

金
属
鉱
業）
か
ら
流
出
し
た
重
金
属
カ
ド
ミ

ウ
ム
が
原
因
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
契

な
お、
患
者
は、
昭
和
四
十
三
年
ま
で
に

九
二
人
（
男
性一
人、
女
性
九一
人）
で、

ほ
と
ん
ど
が
四
0
歳
以
上
の
女
性
ば
か
り。

し
か
も、
み
ん
な
経
産
婦
で
し
た。

昭
和
三
十
年
に
「
い
わ
ゆ

私
も、
当
時
勤
務
し
て

生
院
疫
学
部
か
ら
金
沢
大
学
に
移
っ
て、
県

し
て、

多
田
羅

が、
水
銀
中
毒
を
起
こ
し
た
猫
の
変
調
に
気

づ
き、
保
健
所
と
し
て
の
動
き
を
開
始
し
て

い
ま
し
た
が、
こ

当
時
は
伝
染
病
予
防
法、
結
核
予
防
法
な
ど

で
定
め
ら
れ
た
制
度
の
も
と
で

仕事
を
す
る

の
な
い
奇
病
に
対
し
て
は
動
け
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か。
も
ち
ろ
ん、
法
的

根
拠
が
な
く
と
も、
地
域
の
た
め
に
動
く
べ

き、
と
言
っ

で
す
が
…
…。

水
俣
病
の
場
合
に
は、
け
い
れ
ん
な

ど
の
脳
炎
症
状
が
あ
り、
新
し
い
伝
染
病
の

疑
い
が
あ
る、
と
い
う
理
屈
を
つ
け
ら
れ
た

よ
う
で
す。
新
種
の
伝
染
病
な
ど
と
こ
じ
つ

け
れ
ば
よ
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん。
た

だ
富
山
県
は、
骨
軟
化
症
な
ら
栄
養
不
足
に

よ
る
ビ
タ
ミ
ン
D
欠
乏
の
可
能
性
が
あ
る
と

そ
れ
は
残
念
で
す
ね。

そ
の
症
状
か
ら
「
イ
タ
イ

い
ら
し
た
よ
う

シ
リ
ー
ズ
の
初
回
を
飾
り
ま
す
の
は、
わ

は
な
い
骨
の
病
気、

と
だ
と
思
い
ま
す。

の
は、
や
は
り
イ
タ
イ
イ

リ
ウ
マ
チ
で

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
か
ら、

う
若
い
人
た
ち
に
と
っ
て、
意
義
の
あ
る
こ

松
先
生
の
功
績
が
大
き
い

教
授
の
河
野
稔
医
師
と
調

な
か
で
も、
重

摘
の
通
り
で
す。

動
き
出
し
ま
せ
ん
で
し
た。
と
い
う
の
も、

践
家
に
当
時
の
お
話
を
う
か
が
い
な
が
ら、

め
て
い
っ
た
の
は、
ご
指

残
念
な
が
ら、

大
先
輩
で
あ
る
公
衆
衛
生
の
専
門
家
や
実

公
害
病
と
の
関
わ
り
を
強

ら、
か
な
り
以
前
か
ら
あ

し
ょ
う
か。

所
で
は、
ど
の
よ
う
な
動
き
が
あ
っ
た
の
で

多
田
羅

本
誌
で
は
新
企
画
と
し
て、
公
衆
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と
こ
ろ
が 、
カ
ド
ミ
ウ
ム
が
原
因
だ
と
し

た
だ 、
カ
ド
ミ
ウ
ム
が
ど
こ
か
ら
体
内
に

入
っ
た
の
か 、
疑
問
が
あ
り
ま
し
た 。

飲
料
水
で
す
か 。

多
田
羅

重
松

い
い
え 。
カ
ド
ミ
ウ
ム
は
水
に
溶
け

に
く
く 、
一
定
程
度
溶
け
る
と
渋
く
て
飲
め

な
い 。
こ
の
地
域
は 、
広
大
な
水
田
地
域
で

し
た
か
ら 、
お
米
が
怪
し
い
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
し
た 。

わ
け
で
す 。

ウ
ム
と
の
相
関
が
あ
る
こ
と
を
突
き
止
め
た

た 。
そ
し
て 、
昭
和
三
十
八
年
に 、
厚
生
省

と
文
部
省
の
共
同
研
究
体
制
が
構
築
さ
れ
た

の
で
す 。曖

昧
だ
っ
た
病
像
の
確
定
で
す 。
地

元
の
医
師
や
大

学等
の
学
識
者 、
患
者
や
企

業
な
ど
敵
も
味
方
も
同
じ
土
俵
に
の
っ
て
も

ら
い
ま
し
た 。
そ
し
て 、
こ
の
病
気
が
神
通

川
だ
け
に
存
在
す
る
の
か
ど
う
か 、
記
述
疫

学
的
方
法
に
よ
る

実態
調
査 、
す
な
わ
ち
全

え
え 。
次
に 、
分
析
疫
学
的
方
法
と

し
て 、
患
者
と
健
康
者
を
比
較
す
る
症
例
対

照
研
究
を
行
い 、
カ
ド
ミ
ウ
ム
の
曝
露
が
高

い
こ
と
を
把
握
し 、
さ
ら
に
汚
染
地
域
と
非

汚
染
地
域
で
の
要
因
対
照
研
究
で 、
カ
ド
ミ

重
松

の
病
気
だ
っ
た
の
で
す
ね 。

多
田
羅

結
果
と
し
て
は 、
こ
の
流
域
だ
け

県
的
な
住
民
検
診
を
行
い
ま
し
た 。

重
松

多
田
羅

何
か
ら
着
手
さ
れ
た
の
で
す
か 。

の
特
殊
疾
病
対
策
委
員
会
に
加
わ
り
ま
し

そ
こ
で
環
境
庁
で
は 、
カ
ド
ミ
ウ
ム
環
境

汚
染
要
観
察
地
域
を
全
国
七
か
所
に
指
定

し 、
調
査
し
ま
し
た 。

す
る
と 、
神
通
川
流
域
と
同
じ
程
度
に
汚

染
さ
れ
て
い
る
地
域
が
あ
っ
た
の
に
患
者
は

ゼ
ロ
で
し
た 。
た
だ 、
骨
軟
化
症
の
患
者
は

何
人
か
お
り
ま
し
た 。

し
か
し 、
疼
痛
を
訴
え
る
人
は
お
ら
ず 、

神
戸
大
学
が
兵
庫
県
内
を
調
査
し
た
結
果 、

カ
ド
ミ
ウ
ム
と
関
係
な
く
骨
軟
化
症
の
患
者

が
見
つ
か
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り 、
ま
す

ま
す
関
係
者
は
頭
を
痛
め
た
の
で
す 。

広
が
り
ま
し
た 。

生
し
な
い
の
は
な
ぜ
か 、
と
疑
問
は
さ
ら
に

ぜ
か 、
お
米
を
た
く
さ
ん
食
べ
る
男
性
に
発

多
田
羅

要
す
る
に 、
明
治
時
代
に
骨
軟
化

ク
が
昭
和
十
五
ー

ニ
十
四
年
で
五
0
歳
代
に

多
い 、
と
い
う
こ
と
で
す 。

く 、
ま
た
イ
タ
イ
イ
タ
イ
病
の
流
行
の
ピ
ー

こ
と
を
見
出
し
た
の
で
す 。
つ
ま
り 、
こ
の

流
域
で
の
骨
軟
化
症
の
罹
患
の
ピ
ー
ク
が
明

-
＼

四
十
二
年
で

治

0
歳
代
に
多

多
田
羅

足
か
ら
来
る
ビ
タ
ミ
ン
D
不
足
で
起
こ
る

「
く
る
病」
と
い
う
病
気
で
す
よ
ね 。

重
松

そ
う
で
す 。
厚
生
省
と
文
部
省
の
共

同
研
究
員
だ
っ
た
私
は 、
そ
の
骨
軟
化
症
と

イ
タ
イ
イ
タ
イ
病
の
デ
ー
タ
に
相
関
が
あ
る

0
年
経
っ
て 、
カ
ド
ミ
ウ
ム

お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
す 。

ま
さ
し
く
疫
学
の
功
績
で
す
ね 。

そ
こ
で
今
度
は 、
ビ
タ
ミ
ン
D
不
足

の
状
態
に
し
た
サ
ル
ヘ
の
カ
ド
ミ
ウ
ム
投
与

の
動
物
実
験
を
し
ま
し
た 。
と
こ
ろ
が 、
再

現
で
き
ま
せ
ん
で
し
た 。

結
論
は
出
た
の
で
し
ょ
う
か 。

骨
軟
化
症
と
似
て
い
る
病
気
に
骨
粗

瞑
症
が
あ
り
ま
す
ね 。
前
者
は
骨
を
構
成
す

る
カ
ル
シ
ウ
ム
が
不
足
し
て
骨
が
曲
が
る
病

気
で 、
後
者
は
カ
ル
シ
ウ
ム
な
ど
が
不
足
し

て
骨
基
質
が
脱
落
し
て
骨
折
等
を
呈
す
る
病

気
で
す 。
こ
れ
ら
は 、
専
門
家
で
も
見
分
け

多
田
羅

骨
軟
化
症
と
言
う
の
は 、
日
照
不

状
を
呈
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
か 。

症

て
も 、
経
産
婦
ば
か
り
に
発
症
す
る
の
は
な

症
と
診
断
さ
れ
て
い
た
年
代
の
女
性
が
約
四

表

誕
生
期

成
長
期

発
展
期

拡
大
期

わが国の疫学の歩み

1877 （明治10) 年
・内務省衛生局年報
・脚気の研究（高木兼寛）

疫痰学（森林太郎）
伝染病予防法

．肺結核死亡全国調査
1900 （明治33) 年

富山県奇病論（緒方正清）
．疫病学（富士川滸）
•発疹チフス流行誌（内務省）

スペイン風邪大流行
結核予防法

1920 （大正9) 年
・農村結核ノ疫理学的考察（佐藤正）
・東大伝染病研究所疫学研究室（野辺地慶三）
・実験疫学（福留勇）
・大牟田市の赤痢大流行
•国立公衆衛生院疫学部（野辺地慶三）

1940 （昭和15) 年
．疫学、流行病学（日本医学会用語）

1945 （昭和20) 年
．疫学(A.Wコリエェル、盤川行平・羽生順ー・訳）
· ABCC（原爆傷害調査委員会。 放射線影響研究所の前身）設立
．疫学集談会発足（国立公衆衛生院疫学部）

・「疫学総論」出版（野辺地慶三）
・コレラ、 痘そう、発疹チフス、泉熱、 浜島腸炎など流行

N重工（樹の赤痢大流行
・結核実態調査
・赤痢実態調査
・農村結核の疫学研究

1955 （昭和30) 年
・結核患者の登録、 管理

砒素ミルク中毒、サリドマイド禍
・イタイイタイ病、水俣病
・悪性新生物・成人病実態調査
・成人病の疫学、健康の疫学
．疫学研究会、理論疫学研究会
•国立がんセンター研究所疫学部

1965 （昭和40) 年
第2水俣病、スモン、川崎病、油症、 大気汚染による呼吸器疾

患など
情報科学の導入、保健サー ビス研究への参加（サーベイランス、
モニタリングシステム分析）

・東大医学部保健学科疫学教室
•国立公衆衛生院疫学専門コース

1975 （昭和50) 年
方法論としての疫学（第20回日本医学会総会）
痘そう根絶、 エイズ、 喫煙問題など
厚生省難病疫学研究班の発足

•国立循環器病センター研究所疫学部
がん疫学研究会

・環境疫学の発展
・市町村別疾病地図

1985 （昭和60) 年
•原爆被爆者の0886 (1986年線量体系）
・日本疫学会
•第17回国際疫学学会総会（名古屋）
•新興感染症、再興感染症、 生活習慣病など

分子疫学、 臨床疫学(EBM)
．疫学倫理など

2000 （平成12) 年～

（重松氏作成）
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対談シリ

♦重松逸造・しげまついつぞう

昭和16年東京大学医学部卒業。27年医学博士。30

年ハー バード大学大学院公衆衛生学修士号(MPH)。

37年金沢大学医学部教授、 41年国立公衆衛生院疫

学部長、 56年財団法人放射線影響研究所理事長。

日本疫学会、 国際疫学会、 日本公衆衛生学会などの

名誉会員。 国立公衆衛生院名誉教授、 財団法人放射

線影響研究所名誉顧問。専門は疫学、 公衆衛生学

私
は
結
論
と
し
て、
北
陸
特
有
の
日
照
不

が
あ
り
ま
す。

し
た。

で
あ
る、
と
い
う
こ
と
を
知っ
て
お
く
必
要

な
い、
と
し
て
栄
養
不
足
説
を
唱
え
て
い
ま

一
人
を
東
京
の
自

れ
た
河
野
医
師
も、

院
に
連
れ
て
帰
り、
ビ
タ
ミ
ン
D
摂
取
を
中

心
と
し
た
食
事
療
法
を
行
い、
軽
快
さ
せ
て

帰
ら
せ
て
お
り、
カ
ド
ミ
ウ
ム
が
原
因
で
は

ち
な
み
に、
鉱
山
会
社
を
訴
え
た
イ
タ
イ

イ
タ
イ
病
裁
判
の一
審
判
決
（
昭
和
四
十
五

年）
で
は、
「
第一
に
疫
学
的
調
査
研
究
の

成
果」
に
も
と
づ
い
て、
本
病
と
カ
ド
ミ
ウ

ム
と
の
間
の
因
果
関
係
を
認
め
て
い
る
の
で

す
が、
こ
れ
は
患
者
さ
ん
の
利
益
に
配
慮
し

た
民
事
訴
訟
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
た
も
の

疫学や公衆衛生の関係者だけは、
みんなの健康、 みんなの幸せというものの

重要性を言い続けることが大切だ。

重
松

そ
れ
だ
け
の
知
識
も
な
かっ
た
し、

と
に
か
く
高
度
経
済
成
長
で、
つ
く
れ、
売

れ、
稼
げ
と
い
う
時
代
だ
っ
た。
一
応、
そ

の
時
点
で
は
準
備
を
す
る
の
で
し
ょ
う
け
れ

ど
も、
や
は
り
知
識
不
足
が
あ
る。
そ
の
典

経
済
成
長
の
勢
い
が
強
過
ぎ
た
の

で
し
ょ
う
ね。

多
田
羅

厚
生
行
政
と
い
う
と
薬
害
も
つ
き

と
い
う
こ
と
で
す
ね。

多
田
羅

康
が
社
会
の
真
ん
中
に
な
い
と
い
け
な
い、

い
ま
で
は
当
た
り
前
で
す
が、

ま
す
が、
こ
れ
は
ま
さ
に
骨
粗
鞣
症
の
症
状

で
す。
骨
軟
化
症
で
は、
骨
は
折
れ
ま
せ
ん

い
く
つ
も
の
見
え
な
い
積
み
木
が
積
み
重

なっ
て、
そ
れ
が一
気
に
崩
れ
て
発
症
し
た

と
い
う
の
が
真
相
だ
と
思
い
ま
す。

高
度
経
済
成
長
と
並
行
し、
住
民
な
ど
周
囲

へ
の
迷
惑
を
考
え
ず
に
産
業
優
先
で
進
ん
で

い
っ
た
点
が
問
題
で
し
た。

の
健
康
を
最
優
先
に
考
え
る
か、
そ
う
し
た

考
え
方
を
公
衆
衛
生
に
従
事
す
る
者
は
永
遠

に
発
信
し
続
け
る
こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う。

あ
ら
ゆ
る
可
能
娃
を
臨
う
報
学
的
な
判
断
の

い
か
に
最
小
限
に
食
い
止
め
る
か、
み
ん
な

け
る
こ
と
が
大
切
で
す。
そ
し
て、

み
ん
な
の
幸
せ
の
重
要
性
を
唱
え
続

み
ん
な
の

重
松
だ
か
ら
こ
そ、
慎
重
さ
が
必
要
で
す。

多
田
羅
人
の
命
で
す
か
ら
ね。

多
田
羅

し
が
つ
か
な
い。

イ
タ
イ
イ
タ
イ
病
の
学
会
発
表
を
さ

ん
な
に
迷
惑
を
か
け
て
し
ま
っ
た
ら
取
り
返

多
田
羅
な
る
ほ
ど。

重
松
公
害
に
よ
る
環
境
汚
染
は一
度、
み

か
ら
ね。

ば
な
ら
な
い
で
す
ね。

れ
に
よ
る
環
境
汚
染
に
つ
い
て
は、
日
本
の

い
よ
う、
我
々
も
支
援
を
し
て
い
か
な
け
れ

し
な
か
っ
た
こ
と
で
す。
ま
た、
公
害
や
そ

多
田
羅
ア
ジ
ア
諸
国
が
同
じ
道
を
通
ら
な

ム
に
よ
っ
て
骨
粗
鞣
症
は
引
き
起
こ
せ
る
け

れ
ど
も、
骨
軟
化
症
は
生
じ
な
い
と
い
う
報

告
が
見
ら
れ
ま
す。
イ
タ
イ
イ
タ
イ
病
を
最

記
録
に
も、
骨
が
ポ
キ
ポ
キ
と
七
二
か
所
も

折
れ
て
い
ま
し
た、
と
い
っ
た
表
現
が
あ
り

稼
げ
と
言
う
な
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う。

そ
う
い
う
準
備
を
せ
ず
に、
あ
ま
り
稼
げ、

も
数
多
く
診
察
し
た
発
見
者
の
萩
野
医
師
の

足
で
骨
軟
化
症
的
な
傾
向
に
あっ
た
女
性
の

う
ち、
出
産
な
ど
で
カ
ル
シ
ウ
ム
不
足
と
な

っ
た
栄
養
不
足
の
人
が
カ
ド
ミ
ウ
ム
曝
露
に

見
舞
わ
れ、
イ
タ
イ
イ
タ
イ
病
を
発
症
し
た

全
国
的
に
カ
ド
ミ
ウ
ム
汚
染
が
継
続
し
て

い
る
の
に、
患
者
数
が
減っ
て
い
る
こ
と
を

考
え
れ
ば、
そ
れ
が
自
然
で
す。

の
で
は
な
い
か、
と
考
え
て
い
ま
す。

世
界
中
の
文
献
を
調べ
る
と、
カ
ド
ミ
ウ

が
つ
き
に
く
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す。

多
田
羅
イ
タ
イ
イ
タ
イ
病
の
疫
学
面
で
の

教
訓
は、
何
で
し
ょ
う
か。

喜
「
痛
い」
と
い
う
点
に
だ
け
着
目
し
て
患
者

を
集
め、
学
問
的
な
定
義
づ
け
を
き
ち
ん
と

問
題
は
ま
ず、
こ
の
病
名
で
し
ょ
う。

で
す
か
ら、
公
害
問
題
の
最
大
の
教
訓
は、

っ
た。
ル
水
銀
化
す
る
と
い
う
こ
と
に
気づ
け
な
か

と
し
て
知
識
が
な
い
た
め
に、
排
水
が
メ
チ

意
識
は
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
け
ど、
結
果

型
例
が
水
俣
病
で
す。
ギ
翌
物
を
流
す
と
い
う

，
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昭
和
四
十
年
代
に
な
る
と、
各
地
で
小
流
行

が
見
ら
れ、
岡
山
県
で
は
患
者
数
が
三
桁
に

な
る
大
流
行
が
発
生
し
ま
し
た。

厚
生
省
は
四
十
四
年、
大
規
模
な
予
算
を

付
け、
ス
モ
ン
調
査
研
究
協
議
会
を
設
置
し

ま
し
た。
こ
の
疫
学
分
科
会
で
は、
ま
ず
病

気
の
定
義
付
け
作
業
を
行
い
ま
し
た。
で
す

が、
臨
床
医
た
ち
の
意
見
が
合
わ
ず、
結
局、

三
通
り
の
診
断
基
準
を
使
う
こ
と
に
な
り
ま

し
た。
疫
学
の
立
場
か
ら
は
納
得
が
い
き
ま

せ
ん
で
し
た
が、
二
年
間
で
疑
い
例
を
含
め、

四
千
数
百
人
の
症
例
が
集
ま
り、
分
析
の
結

果、
伝
染
病
の
よ
う
で
伝
染
病
で
な
い、
と

い
う
不
思
議
な
結
果
を
得
ま
し
た。

す
な
わ
ち、
伝
染
病
を
疑
わ
せ
る、
医
療

関
係
者
や
会
社
勤
め
の
人
に
多
い
と
い
う
職

業
別
の
差
が
見
ら
れ、
家
族
発
生
が
多
く、

火
の
よ
う
に
全
国
に
散
在
し
て
い
ま
し
た。

す。
研
究
協
議
会
の
病
理
学
研
究
グ
ル
ー
プ

で
は、
動
物
実
験
で
患
者
と
同
様
の
脊
髄
病

用
↓
し
び
れ
↓
全
身
麻
痺
と
い
う
流
れ
で

重
松

発
生
機
序
は、
ど
う
な
の
で
す
か。

一
般
的
な
下
痢
↓
キ
ノ
ホ
ル
ム
の
服

じ
ま
り
で、
そ
の
後、
全
国
的
に
三
回
の
流

研
究
協
議
会
で
全
国
調
査
を
し
た
と
こ

ろ、 き
っ
か
け
と
なっ
た
の
で
す。

で
す。
発
生
地
域
に
集
中
し
つ
つ
も、
飛
び

H
o
で
は
ク
リ
オ
キ
ノ
ー
ル
と
呼
ん
で
い
ま

重
松

刑
事
コ
ロ
ン
ボ
が
犯
人
だ
っ
た
と
い

お
話
し
い
た
だ
け
ま
す
か。

多
田
羅

が
光
る
疾
病
だ
と
思
わ
れ
ま
す
が、

報
告
さ
れ
た
の
は、
昭
和―

）
と

そ
れ
は
日
本
薬
局
法
の
名
称
で、
W

川
崎
病
も
疫
学
が
果
た
し
た
功
績

で、
腹
痛
や
下
痢
な
ど
の
激
し
い
腹
部
症
状

の
あ
と、
手
足
に
し
び
れ
が
生
じ、
や
が
て

足
腰
に
拡
大
し、
痛
み
を
伴っ
て
全
身
麻
痺

に
発
展
し
て、
歩
行
困
難
や
失
明
な
ど
に
至

る
と
い
う
奇
病
で
し
た。
学
会
に
は
じ
め
て

多
田
羅

ら
れ
た
の
で
す。

反
面、
患
者
発
生
が
多
い
地
域
と
少
な
い

地
域
が
入
り
乱
れ
る
と
い
う、
伝
染
病
と
は

異
な
る
特
徴
も
見
ら
れ
ま
し
た。
女
性
が
男

性
よ
り
二
倍
も
多
く、
六
0
歳
以
上
の
発
生

も
高
率
で、
男
女
差
や
年
齢
差
が
あ
る
点
も、

伝
染
病
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
特
質
で
す。

原
因
は、
キ
ノ
ホ
ル
ム
と
い
う
薬

で
し
た
ね。

し
た。
下
痢
止
め
薬
と
し
て
世
界
中
に
販
売

さ
れ
て
お
り、
削
的
な
効
果
か
ら
ミ
ラ
ク
ル

ド
ラ
ッ
グ
と
し
て
有
名
で
し
た。
あ
る
臨
床

医
が
患
者
の
舌
が
し
ば
し
ば
緑
色
で
あ
る
と

い
う
点
に
気づ
い
た
こ
と
が、
原
因
究
明
の

一
五
％
の
患
者
は
こ
の
薬
を
未
使
用
で

し
た
が、
詳
し
く
調べ
る
と、
薬
局
で
販
売

さ
れ
て
い
た

八
六
種
類
の一
般
胃
腸
薬
に

も
こ
の
成
分
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
と
な
り、
医
師
や
患
者
が
認
識
な
く
投
与

や
服
用
を
し
て
い
た
と
わ
か
り
ま
し
た。

多
田
羅

階
で
こ
の
薬
の
販
売
差
し
止
め
処
分
を
行っ

て
お
り、
そ
の
結
果、
新
規
の
患
者
発
生
は

ラ
ッ
グ
な
の
に
な
ぜ
？」
と
い
う
声
が
あっ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず、
実
に
迅
速
に
対
処
し

多
田
羅

た
と
思
い
ま
す。

原
因
が
同
定
で
き
た
点
は
素
晴
ら

し
い
の
で
す
が、
薬
が
原
因
と
は
皮
肉
で
す。

う
こ
と
で
す。
疫
学
と
は、
刑
事
す
ら
犯
人

か
も
し
れ
な
い
と
疑
っ
て
か
か
る
学
間
だ、

と
い
う
こ
と
を
教
え
て
も
ら
っ
た
気
が
し
ま

す。
感
情
や
習
慣
を
取
り
除
き、
冷
静
に
吟

味
し、
科
学
的
な
判
断
を
下
す
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
の
が、
疫
学
で
す。

ま
た
ス
モ
ン
は、
開
発
か
ら一
0
0
年
以

上
も
経
つ
薬
剤
に
よ
っ
て
被
害
を
出
す
に
至

っ
た
希
有
な
病
気
で
す。
国
民
皆
保
険
制
度

の
影
響
で
過
剰
に
使
わ
れ
た
こ
と
が
原
因
で

あ
り、
国
民
皆
保
険
制
度
と
い
う
優
れ
た
制

度
も
健
康
被
害
の
加
害
者
に
な
る、
と
い
う

こ
と
を
示
し
た
と
い
う
意
味
で
も
教
訓
と
な

る
事
例
で
す。

結
局、
薬
害
ス
モ
ン
事
件
で
は、
確
認
さ

れ
た
患
者一
万
数
千
人
の
う
ち、
五、
五
〇

0
人
近
く
が、
製
造
販
売
権
を
払
い
下
げ
し

た
後
に、
国
が
そ
の
管
理
を
野
放
し
に
し
た

生
は
こ
れ
に
つ
い
て、
未
来へ
の
宿
題
も
残

し
た
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
ね。

そ
の
通
り
で
す
C

経
過
と
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を

晨

川
崎
病
は
昭
和
四
十
二
年
に、
当
時

の
日
本
赤
十
字
社
中
央
病
院
小
児
科
の
川
崎

富
作
先
生
が
五
0
例
の
自
験
症
例
を
独
立
し

た
疾
患
と
し、
専
門
誌
に
報
告
し
た
の
が
は

行
波
を
示
し
つ
つ
増
加
し
て
き
た
狸
紅
熱
に

似
た
疾
患
で
す。
狸
紅
熱
は
ご
存
知
の
通
り、

溶皿
性
連
鎖
球
菌
が
感
染
し
て
起
こ
る
病
気

で、
高
熱
が
続
き、
の
ど
が
腫
れ
発
疹
が
で

き、
リ
ン
パ
節
腫
脹
が
見
ら
れ
て、
舌
が
イ

チ
ゴ
の
よ
う
に
な
る
の
が
特
徴
で
す。
と
こ

ろ
が
川
崎
病
は
抗
生
物
質
が
効
か
な
い
な
ど

狸
紅
熱
と
は
異
な
る
点
が
あ
り
ま
し
た。

ゼ
ロ
と
な
っ
て
い
ま
し
た。
「
ミ
ラ
ク
ル
ド

ち
な
み
に、

ne
uropathy
の
頭
文
字
か
ら
と
っ
た
呼
び
名

払
い
ま
し
た。
高
い
勉
強
代
で
す。

神
経
症
の
英
語
名Subacute
Myelo-Optico-

の
二
を
負
担
し、
計一
、

重
松
ス
モ
ン
と
は、
亜
急
性
脊
髄
視
神
経

す。
た
だ、
こ
れ
が
明
ら
か
に
な
る
前
の
昭

和
四
十
五
年
に、
厚
生
省
は
す
で
に
疑
い
段

バ
ガ
イ
ギ
ー
と
販
売
し
た
田
辺
製
薬
が
三
分

策
で
も
画
期
的
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た。

、
こ
れ
を
合
成
し
た
製
薬
メ
ー
カ
ー・
チ

も
の
で
す
が、

モ
ン
対

季
節
的
は
夏
に
多
い、
と
い
っ
た
結
果
が
得

変
を
つ
く
り
出
す
こ
と
に
も
成
功
し
て
い
ま

と
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
し、
国
が一
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対談

四
歳
以
上
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
で
し
た。

兄
や
姉
が
い
る
赤
ち
ゃ
ん
が
多
い一
方、
家

族
発
生
は
ほ
と
ん
ど
な
く、

咸珈歪
症
の
よ
う

で
感
染
症
で
な
い、
と
い
う
印
象
で
し
た。

る
と、
ピ
ー
ク
は一
歳
の
少
し
前
で、

治
り
か
け
に
死
亡
し
た
例
が
二
0
例
も
あ
り

ま
し
た。
死
亡
例
を
経
験
し
た
医
師
に
集
ま

っ
て
も
ら
っ
て
調べ
た
と
こ
ろ、
死
亡
例
は

ほ
と
ん
ど
二
歳
以
下
で、
剖
検
の
結
果
か
ら

は、
心
臓
の
冠
動
脈
瘤
形
成
に
も
と
づ
く
心

筋
梗
塞
の
た
め
に
突
然
死
を
招
く
大
変
な
病

と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た。

姉
が一
人
い
ま
す
が、

ま
し
た＂：
き
ょ
う
だ
い

一
人
お
り、

重
松
あ
と
は
母
親
が一
人
で
育
て
て
く
れ

そ
う
で
し
た
か
3

定
の
基
準
で
症
例
を
報
告
し
て
も
ら
う
よ

う
に
お
願
い
し
ま
し
た。
す
る
と、
約
三、

0
0
0
の
類
型
症
例
が
集
ま
り、
な
か
に
は

て
か、
殺
虫
剤
生
産
量
と
の
相
関
は
ど
う
か

な
ど、
居
住
環
境
を
含
め、
徹
底
的
に
調べ

ま
し
た。
要
因
対
照
研
究
で
は、
新
生
児
の

追
跡
調
査
ま
で
行
い
ま
し
た。

重
松

で、
感
染
症
に
間
違
い
な
い
と
思
い、
原
因

究
明
は
簡
単
だ
と
考
え
ま
し
た
が、
米
国
疾

病
管
理
セ
ン
タ
ー
も
調
査
に
乗
り
出
し、
日

0
0
0
年
に
は
年
間
八、
0
0
0
人
程
度へ

と
増
加
し、
二
0
0
八
年
以
降
は

万
人
を

超
え
る
な
ど、
患
者
数
は
最
近
さ
ら
に
増
加

疫
学
は
い
わ
ば、
実
際
の
現
象
か
ら
原
因

を
突
き
止
め、
予
防
策
を
探
る
学
間
で、

生
の
”
ら
し
さ
II

結
核
で
亡
く
なっ
た
の
で
す。

一
番
上
の
兄
も
私
が

ま
ず、

父
親
の
顔
を
知
ら
な
い。
生
ま
れ
て
す
ぐ、
私
は、

天
王
寺
の
す
ぐ
近
く
で
し
た。
だ
か
ら、
小

生
家
は、

）
し
た
四

で
し
た
ね。

本
で
も
民
間
に
よ
る
基
金
に
も
と
づ
く
原
因

疫学とは、 刑事すら犯人かもしれない、

と疑ってかかる学間だと
教えてもらったような気がする。

重
松
先
生
の
お
生
ま
れ
は、
た
し
か
大
阪

さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す。

し
まっ
た、
と
感
じ
て
い
ま
す。

し
て
お
り、
疫
学
は
大
き
な
宿
題
を
残
し
て

で、
大
げ
さ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が、

高
熱
が
出
て
炎
症
反
応
も
あ
る
の

多
田
羅
そ
れ
で
も
原
因
が
わ
か
ら
な
い。

つ
い
て
お
話
し
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
c~

の
病
気
の
「
診
断
の
手
引き」
を
配
布
し
て、

ー
ト
な
部
分
に

私
た
ち
は
早
速、
全
国
の
小
児
病
院
に
こ

0
人
程
度
で
推
移
し
て
い
た
患
者
数
は、

多
田
羅

て、

さ
て、
こ
こ
で
少
し
視
点
を
変
え

を
担
当
す
る
こ
と
に
なっ
た
の
で
す。

公
衆
衛
生
院
の
疫
学
部
長
だ
っ
た
私
が
そ
れ

も
仮
説
の
域
を
出
て
い
ま
せ
ん
し、
予
防
の

て
い
る
と
こ
ろ
で
す。

大
切
な
仕
事
を
残
し
て
し
ま
っ
た、
と
感
じ

年
に
そ
れ
が
認
め
ら
れ
ま
し
た。

た
し
は
し
ま
し
た
が、

、
つ

ヽ
4し

に
厚
生
省
の
医
療
研
究
助
成
を
申
請
し、
翌

因
で
あ
る
溶
血
性
連
鎖
球
菌
な
ど
の
細
菌
が

学
は、
川
崎
病
に
お
い
て

原
因
は、
現
在
で
は一
応、
狸
紅
熱
の
原

い
う
状
況
で
す。

な
特
徴
を
有
し
た
の
で
す
が、

方
で一
般

を
掛
け
た
も
の
の、
原
因
の
確
定
は
ま
だ
と

川
崎
医
師
ら
は、
そ
の
後
も
症
例
が
増
え

続
け
る
た
め、
多
元
的
か、
感
染
性
か、
中

毒
性
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め、
小
児
科
学

や
疫
学、
細
菌
学、
ウ
イ
ル
ス
学
な
ど
の
学

際
協
力
が
必
要
だ
と
し
て、
昭
和
四
十
四
年

そ
こ
で、
ま
ず
こ
の
病
気
が
公
衆
衛
生
上

の
重
大
な
間
題
な
の
か
ど
う
か、
全
国
的
な

実
態
把
握
が
必
要
だ
と
し
て、
当
時、
国
立

比
較
疫
学
を
試
み
る
と、
冬
場
や
新
学
期

で
の
発
生
が
多
く、
呼
吸
器
系
の
感
染
症
的

に
感
染
症
は、
た
と
え
ば
結
核
は
南、
狸
紅

熱
は
北
と
い
う
よ
う
に、
分
布
が
南
北
の
い

ず
れ
か
に
偏
る
の
で
す
が、
川
崎
病
で
は
そ

う
し
た
特
徴
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た。

ま
た、
隣
近
所
に
住
む
元
気
な
赤
ち
ゃ
ん

と
比
較
し
た
症
例
対
照
研
究
で
は、
母
乳
育

児
か、
人
工
栄
養
か、
ア
パ
ー
ト
か、

つ
く
る

毒素
に
感
作
さ
れ
て
起
こ
る
の
で
は

な
い
か、
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
が、
こ
れ

決
め
手
も
は
っ
き
り
し
て
い
ま
せ
ん。

現
在、
日
本
の
累
積
患
者
数
は
二
0
万
人

を
超
え、
九
0
年
代
ま
で
は
年
間
六、
0
0

る
の
が
仕
事
で
す。
し
か
し
最
終
的
に
は、

微
生
物
学
や
化
学
そ
の
他
の
幅
広
い
専
門
家

の
協
力
が
欠
か
せ
ま
せ
ん。

イ
ル
ス、
リ
ケ
ッ
チ
ア
な
ど
す
べ
て
に
容
疑

う
に
「
こ
こ
掘
れ
！
ワ
ン

と
指
摘
す

究
明
委
員
会
が
立
ち
上
が
っ
て、
細
菌、
ウ

「
花
咲
か
じ
い

に
出
て
く
る
犬
の
よ
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し
た
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど、

だ
れ
が
言
う

多
田
羅

そ
し
て、

東
京
大
学
医
学
部
へ
。

そ
ん
な
こ
と
は
な
い
の
で
は
な
い

番
で、

彼
は
二
番
で
し
た

り
ま
せ
ん。

一

日
は
お
彼
岸
の
初
日
で、

も
う
大
賑
わ
い

の
と
き
な
の
で
す
が、

台
風
が
来
た
の
で、

そ
れ
こ
そ
善
男
善
女、

お
参
り
し
た
人
は
五

重
の
塔
だ
け
は
絶
対
大
丈
夫
だ
と
言
っ
て、

そ
の
下
に
避
難
し
た
の
で
す。

そ
れ
で
倒
れ

た
も
の
だ
か
ら、

忘
れ
ら
れ
な
い。
し
か
も、

瞬
間
を
見
ま
し
た
か
ら
…
…。

き
な
進
学
校
に
通
っ
て
い
て、

そ
の
日
も
朝

八
時
頃
に
学
校
に
い
た。

台
風
な
の
で
窓
を

閉
め
切
っ
て
い
た
の
で
す
が、

私
が
言
い
出

っ
た
わ
け
で
は
あ

多
田
羅

当
時、

私
は
中
学
四
年
生
で、

試
験
が
好

学
校
で
も
良
く
お
で
き
に
な
っ
た
の
で
し
ょ

多
田
羅

で
す
か。

っ
た
の

そ
し
て、

。

い
る
と
い
う
こ
と
で、

そ
ち
ら
へ
。

多
田
羅

思
い
ま
し
た
ね。

重
松

油
断
し
て
は
い
け
な
い
な、

と
子
ど
も
心
に

当
時
は、

結
核
全
盛
の
時
代
で
し

た
か
ら
ね。

と
こ
ろ
で、

先
生
が
子
ど
も
の

頃
の
記
憶
に
残
っ
て
い
る
出
来
事
は、

何
か

あ
り
ま
す
か。

当
時、

私
た
ち
子
ど
も
ら
の
遊
び
場

所
は
四
天
王
寺
で、

ご
存
知
の
よ
う
に
こ
こ

に
は
有
名
な
五
重
の
塔
が
あ
り
ま
す
ね。

多
田
羅

聖
徳
太
子
が
創
建
の
と
き、

六
道

利
救
の
悲
願
を
込
め
て、

塔
の
礎
石
心
柱
の

さ
つ

ば
つ

な
か
に
仏
舎
利
六
粒
と
自
ら
の
醤
髪
を
六
毛

納
め
た
と
い
う。

窒
戸
台
風
で
す
ね。

昭
和
九
年
九
月
二
十

日
で
し
た。

何
で
覚
え
て
い
る
か
と
い
う
と、

毎
月
二
十

日
は
お
大
師
様
の
日、

と
く
に
九
月
二
十

重
松

す
る
と、

当
時
の
校
舎
は
四
階
建
て

か
五
階
建
て
で
し
た
か
ら、

五
重
の
塔
が
突

多
田
羅

風
で
す
ー
っ
と
浮
き
上
が
る
よ
う
に
し
て
倒

れ
た
の
が
見
え
た
の
で
す。

心
柱
が
あ
り、

倒
れ
な
い
と
言
わ

れ
て
い
ま
し
た
よ
ね。

で
す
か
ら、

そ
の
下
に
逃
げ
込
ん
だ

人
た
ち
が
た
く
さ
ん
い
ま
し
た。

何
人
か
は
な
か
か
ら
這
い
出
し
て
き

ま
し
た。

絶
対
と
い
う
の
は
な
い
の
だ
な、

疑
っ
て
か
か
る
と
い
う
疫
学
の
原

点
の
よ
う
な
も
の
を
刻
み
込
ま
れ
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
ね。

高
邁
な
医
学
部
志
向
が
あ
っ
た
わ
け
で
は

そ
の
後、
天
王
寺
中
学
校
を
経
て、

官
立
の
旧
制
高
等
学
校
で
あ
る
大
阪
高
等
学

校
（
大
阪
大
学
一

般
教
養
部
南
校
の
前
身）

へ
進
学
さ
れ
て
い
ま
す
が、

成
績
優
秀
だ
っ

重
松

大
阪
の
人
間
は
地
元
を
誇
り
に
し
ま

す
か
ら、

私
も
当
然、

大
阪
大
学
へ
行
く
つ

も
り
で
し
た
が、

父
親
が
お
ら
ず、

母
親
だ

け
だ
し、

き
ょ
う
だ
い
も
家
で
商
売
の
手
伝

い
を
や
っ
て
い
た
の
で、

母
親
の
い
と
こ
が

い
で
す
か。

台
風
で
倒
れ
た
の
で
す。

多
田
羅

多
田
羅

亡
く
な
っ
た
方
も
い
た
の
で
は
な

え
え。

そ
れ
が
昭
和
九
年
の
大
き
な

た
ね。
多
田
羅

す
ご
い
こ
と
を
思
い
つ
き
ま
し

)
と
に
な
っ
た。

く
な
る
ぞ」
「
そ
う
だ、

そ
う
だ」

と
い
う

多
田
羅

が
台
風
で
吹
き
さ
ら
さ
れ
た
ら、

試
験
が
な

生
ま
れ
る
前
に
亡
く
な
っ
て
い
ま
す。

と
も
な
く、
「
窓
を
開
け
て、

教
室
の
な
か

た
の
で
し
ょ
う
ね。

旧
制
高
校
で
は、
一
九
八
一

年
に
ノ

ー
ベ
ル
化
学
賞
を
受
賞
し
た
福
井
謙一

君
と

ず
っ
と
同
級
生
で
し
た
よ。

彼
が
ノ
ー
ベ
ル

化
学
賞
を
も
ら
っ
た
と
き
に
新
聞
社
か
ら
電

話
が
か
か
っ
て
き
て、
「
福
井
先
生
と
同
級

生
だ
っ
た
そ
う
で
す
が、

福
井
先
生
は
さ
ぞ

う」

と
聞
い
て
き
ま
し
た
の
で、
「
そ
う
だ、

そ
う
だ」

と
答
え
ま
し
た
が、

実
際
は
私
が

重松氏と芳枝夫人のなれそめ

多田羅 ここで、 重松先生の奥様、 芳枝夫人にもご登場いただきます。 どのようななれそめ

だったのですか。

芳枝夫人 主人には当時、 婚約者がおりました。私の家と重松の家は2軒、 背中合わせで並

んでおりまして、私が家で家事手伝いをしていたときに、 主人が隣の家を借りるということ

でいらしたのです。 隣の家には東大生の寮を営んでいたおばあさんがおり、 その方に「寮を

やめるけれど、 家が1軒空いているから、 そこへ来ないか」と重松が誘われ、 引っ越してき

たのです。 はじめて会ったのは、 その引っ越しのとき。私は隣のおばあさんから、「重松さん

の本を部屋まで運んで」と言われ、 嫌々ながらお手伝いをしたのを覚えています。

多田羅 それが縁ですか。

芳枝夫人 このおばあさん、 口達者な人で、 やがてお見合いをすることになったのです。

多田羅 先ほど、 も うどなたか決まった方がおいでだと……。

芳枝夫人 そのおばあさんも悪い方で、 重松の机の引き出しを開けて見たんです。 そして、

「婚約者から手紙が来ているけれど、 封を切っていないの。 どういうことでしょう？」と。気

になった私は、 お見合いを仕組まれ、 ぱたぱたと話が決まってしまい……（笑）。

多田罹重松先生は当時を覚えてらっしゃいますか。

重松全部忘れた（笑）。

多田羅 意識的健忘症ですね（笑）。 重松先生は格好良かったんですか。

芳枝夫人 いいえ（笑）。私と主人は10歳違いですから、 おじさんくさかったですね。 ただ、

「囲碁を知っているか？」と聞いてこられるので、「五目ならべなら……」とお答えしまして、

碁石をならべた記憶があります。「ははあ、 この方、私の頭を調べるんだ」と思いました。 で

も私、何度も勝ったのですよ。 この人、 本当に東大の学生かしら、 と思ったくらい。

多田羅 わざと負けてくれたのですか。

芳枝夫人 優しさだったのでしょう。年が離れていたので、私も心配だったのですが、 次の

年に主人が「結婚しよう」と申し込んでくれました。
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対談シリ

ド
イ
ツ
語
を
習
っ
て
い
ま
し
た
か
ら、

言
葉

与
し
ま
し
た
よ。

当
時、

私
た
ち
は
み
ん
な、

重
松

か
ら
卒
業
試
験
と
い
う
つ
も
り
で、

何
の
勉

私
た
ち
は、

三
月
に
卒
業、

月
頃

ー
ユ
ー
ゲ
ン
ト
と
い
う
ナ
チ
ス
党
の
青
年
教

化
組
織
の
青
年
団
も
来
ま
し
た。

日
本
国
民

を
挙
げ
て
の
大
歓
迎
を
受
け
て、

ま
さ
し
く

親
独
（
ド
イ
ツ）

気
運
の
醸
成
に
大
き
く
寄

多
田
羅

日
米
関
係
が
風
雲
急
を
告
げ
た
の
で
す。

昭
和
十
六
年
で
す
か
ら
ね。

い
た
と
き
も、

ド
イ
ツ
か
ら
ヒ
ト
ラ

は、

戦
後
で
す。

と
に
か
く
当
時
は
戦
争
一

色
で、

私
が
医

ス
ケ
ー
ル
が
大
き
い

れ
た
く
ら
い
で
す

守
る
と
い
う
保
健
政
策
が
展
開
さ
れ
る
の

ロ
シ

ロ
シ
ア
語
だ」

と
怒
ら

国
強
兵
を
目
指
し
て
い
た。

国
民
の
健
康
を

厚
生
省
に
は
体

力
局
と
い
う
部
局
が
あ
っ
て
文
字
通
り、

富

重
松

そ
れ
を
真
に
受
け
て、

私
た
ち
は
三

年
生
の
と
き
に
半
年
近
く
満
州
へ
行
き
ま
し

た。

当
時、

全
国
の
医
学
部
学
生
の
有
志
は、

公衆衛生こそ、 チ ー ムワ ー クが必要である。

ただし、 各専門職の知識や技術の高まりが、

その条件となる。

そ
う
で
す。

そ
れ
で、

そ
の
調
査
に

さ
ん

が

行
っ
た
わ
け
で
す。

そ
こ
は、

三
河
地
方、

い
わ
ゆ
る
ア
ム
ー
ル
川
の
支
流
が
三
本
あ
る

ロ
シ
ア
語
と
は
ま
っ

て、

役
に
立
ち
ま
せ
ん
で
し
た。
「
お
前
の

重
松

四
年
生
の
夏
休
み
に
も
そ
こ
へ
行
く

計
画
を
立
て
て
い
ま
し
た。

と
こ
ろ
が、

大

学
か
ら
ス
ト
ッ
プ
が
か
か
っ
た。

そ
れ
こ
そ

っ
て
い
ま
し

そ
れ
だ
け
で
し
た。

重
松

の
時
代
の
ロ
シ
ア
語
は
そ
ん
な
昔
の
上
品
な

っ
て、

目
的
は
強
い
兵
隊
を
つ
く
る
た
め、

い、

と
い
う
こ
と
で
す
か。

き
た
と
こ
ろ
だ
か
ら、

革
命
後
の
レ
ー
ニ
ン

そ
れ
こ
そ
公
衆
衛
生
と
か
何
と
か
と
言
っ
た

多
田
羅

四
年
生
に
な
っ
て
勉
強
す
れ
ば
い

重
松

多
田
羅

だ
か
ら、

け
れ
ど、

患
者
が
少
な
い
。

冬
は
寒
く
て、

多
田
羅

重
松
先
生
は
の
ち
に、

チ
ェ
ル
ノ

重
松
多
田
羅

海
軍
に
入
っ
た
の
で
す
か。

て
も、

い
た
の
で
す。

親
戚
に
も
医
師
が
多
か
っ
た
の
で、

意
識
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が、

そ
れ
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね。

重
松

私
が
医
学
部
に
入
っ
た
の
は
昭
和
十

一
年
だ
か
ら、
も
う
日
支
事
変
が
は
じ
ま
り、

そ
れ
こ
そ
国
家
総
動
員
法
じ
ゃ
な
い
け
れ
ど

も、
そ
の
時
分
の
日
本
は
戦
争
一

色
で
し
た。

そ
う
で
し
ょ
う
ね。

昭
和
十
三
年
に
で
き
た
厚
生
省
も
陸

軍
が
主
張
し
て
つ
く
っ
た
わ
け
で
す
か
ら、

も
交
わ
し、

大
歓
迎
し
ま
し
た。

一

年
生
は
解
剖
な
ど
の
ま
さ
に
基
礎

医
学
で、

二
年
生
に
な
る
と
少
し
患
者
を
診

る
診
断
学
な
ど
を
学
び、

三
年
生
と
四
年
生

は
同
じ
教
室
で
同
じ
臨
床
講
義
を
受
け
る。

「
三
年
生
は
四
年
生

と
同
じ
こ
と
を
や
る
の
だ
か
ら、

要
す
る
に

一
年
は
遊
ぶ
た
め
に
あ
る
学
年
だ」

と
言
っ

て
い
ま
し
た。

満
州
へ
行
っ
て
い
た
の
で
す。

東
大
の
場
合

は、

も
っ
と
奥
地
の
シ
ベ
リ
ア
と
の
国
境
辺

何
の
調
査
で
す
か。

あ
の
辺
り
は、

結
核
患
者
と
い
う
か、

結
核
に
感
染
し
て
い
る
人
が
た
く
さ
ん
い
る

夏
は
暑
く、

そ
れ
か
ら
食
べ
物
は
バ
タ
ー
と

か
牛
乳
と
か、

そ
ん
な
も
の
を
た
く
さ
ん
摂

れ
る
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
の
で
す
ね。

多
田
羅

気
候
と
栄
養
が
罹
患
に
影
響
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
す
か。

こ
に、

満
州
国
建
国
の
理
念
で
あ
る、

ア
ジ

ア
的
理
想
国
家
（
楽
土）

を、

西
洋
の
武
に

で
つ
く
ろ
う
と、

そ
の
当
時
の

言
い
方
だ
と
王
道
楽
土
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な

部
落
を
つ
く
っ
た
の
で
す。

い
わ
ゆ
る
住
み

込
み
で
調
査
し
た
の
で、

ロ
シ
ア
語
も
身
に

つ
き
ま
し
た。

査
に
行
か
れ
て
い
ま
す
が、

こ
の
と
き
の
経

っ
た
の
で
は
な
い
で
す
か。

こ
こ
は、

も
と
も
と
貴
族
が
逃
げ
て

多
田
羅

東
大
医
学
部
を
出
る
と、

す
ぐ
に

の
学
部
は
三
年
制
で
し
た。

四
年
制
と
言
っ

人
の
部
落
が
あ
り、

そ
こ
へ
調
査
に
行
っ
て

多
田
羅

重
松

当
時、

医
学
部
は
四
年
制
で、

ほ
か

り
に
も
行
っ
て
い
た。

こ
こ
に
白
系
ロ
シ
ア

よ
る
統
治
で
は
な
く、

東
洋
の
徳
に
よ
る
統

医
学
部
も
戦
争
一

色
で
す
か。

重
松
で
す
か
ら
…
…。

満
蒙
開
拓
青
少
年
義
勇
軍
を
診
る
た
め
に、

げ
込
ん
で
き
た
と
こ
ろ
で
す。

わ
が
国
は
そ

も
そ
れ
で
お
亡
く
な
り
に
な
っ
て
い
た
わ
け

い
た
満
州
開
拓
団
や、

少
年
た
ち
か
ら
な
る

わ
ゆ
る
白
系
露
人
と
称
す
る
貴
族
た
ち
が
逃

で
す
か。

結
核
が
猛
威
を
振
る
い、

ご
家
族

旧
ソ
連
軍
へ
の
防
備
の
た
め
に
派
遣
さ
れ
て

地
域
で、

そ
の
昔、

例
の
ロ
シ
ア
革
命
で
い
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多
田
羅

お
そ
ろ
し
い
で
す
ね 。

重
松

海
軍
が
採
用
試
験
を
先
に
行
っ
た
の

海
軍
か
陸
軍
の
い
ず
れ
か
に
行
く
こ
と
に
な

海
軍
用
語
で
「一

と

っ
た
わ
け
で
す 。

悪
く 、
せ
い
ぜ
い
七
0
キ
ロ
ぐ
ら
い
で 、
お

と
い
う
の
は 、
満
州
に
は
衛
生
技
術

重
松

そ
し
て 、
翌
年一
月
二
十
日
に
は 、

れ
ば 、
爆
発
し
な
い 。

多
田
羅

多
田
羅

す
ご
い
時
代
で
す
ね 。

だ
か
ら 、
私
た
ち
は
昭
和
十
六
年
十

一
月
三
十一
日
卒
業 。
戦
争
が
は
じ
ま
っ
た

の
が
十
六
年
十
二
月
八
日
で 、
文
字
通
り
繰

り
上
げ
卒
業
の
第一
期
生
で
し
た 。

直
後
で
す
ね 。

余、

に
乗
っ
て
い
ま
し
た
が 、

私
の
乗
っ
て
い
た
「
球
磨」
も

た
り
ま
し
た
け
れ
ど 、
直
角
に
あ
た
ら
な
け

重
松

想
像
を
絶
し
ま
す
ね 。

多
田
羅

多
田
羅

の
で
す
か 。

み
ん
な
卒
業
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ん
で
す 。

多
田
羅

大
事
な
仕
事
で
す
ね
（
笑） 。

医
学
部
長
は
「
い
や 、
そ
れ
は
困
る 。
ど
う

多
田
羅

す
ご
い
世
界
で
す
ね 。
そ
こ
で
軍

っ
て
い
ま
す」
と
言
っ
た
ら 、

重
松

た
ち
は
来
年
の
三
月
で
は
な
く 、
十
二
月
に

卒
業 。
よ
っ
て 、
卒
業
試
験
は
九
月
か
ら」

間
ぐ
ら
い
し
か
な
い 。

試
験
問
題
な

ど
解
け
る
わ
け
が
な
い 。
そ
の
た
め 、
落
第

が

多数
出
る
事
態
と
な
り 、
私
は
委
員
と
し

し
て
も
卒
業
し
て
も
ら
い
た
い」
と
言
う 。

そ
う
し
た
ら 、
学
生
の
立
場
が
強
く
な
っ
て 、

「
必
ず
通
す
か
ら」
と
再
試
験
と
な
っ
て 、

軍
医
と
し
て
船
に
乗
る
こ
と
に
な
り 、
歩
か

ず
に
済
ん
だ
の
だ
け
れ
ど 、
海
軍
に
も
陸
戦

隊
と
い
う
組
織
が
あ
っ
て 、
そ
れ
に
当
た
っ

た
人
は
陸
軍
み
た
い
な
も
の
だ
か
ら 、
怒
る 、

多
田
羅

人
間
的
で
す
ね 。
先
生
の
同
級
生

も 、
や
は
り
戦
死
さ
れ
た
の
で
す
か 。

私
の
ク
ラ
ス
と
次
の
年
に
卒
業
し
た

ク
ラ
ス
が一
番 、
戦
死
が
多
か
っ
た 。
大
体 、

1
0
％
で
す
か
ら 、
私
の
ク
ラ
ス
だ
け
で
二

0
人
以
上
が
戦
死
し
て
い
ま
す 。
そ
れ
こ
そ 、

戦
争
で
死
ぬ
か
ど
う
か
と
い
う
の
は 、

に
神
様
の
思
し
召
し
で 、
自
分
で
は
ど
う
に

も
な
ら
な
い 。
と
く
に
軍
艦
は
ま
さ
に一
蓮

托
生
で
す
か
ら 、
「
先
生
は
軍
医
だ
か
ら
よ

か
っ

と

言う
人
も
い
ま
す
が 、
そ
ん

な
こ
と
は
な
い 。
私
は
軍
医
と
し
て一
年
有

ほ
と
ん
ど
の
軍
艦
は
沈
め
ら
れ
ま
し
た 。

し
か
し 、
「
球
磨」
は
軽
巡
洋
艦
で 、
海

軍
で一
番
ス
ピ
ー
ド

が
速
く 、
三
六
ノ
ッ
ト

（
時
速
六
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル）

く
ら
い
出
ま

し
た 。
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
魚
雷
は
性
能
が

ま
け
に
発
射
す
る
と
航
跡
と
言
っ
て 、
海
上

に
空
気
の
泡
が
見
え
る
の
で
す 。

だ
か
ら 、
医
療
の
出
番
は
な
い 。
そ
れ
か
ら 、

も
う一
人
は
機
関
長
で
す 。
機
関
長
と
い
う

の
は 、
エ
ン
ジ
ン
の
管
理
が
仕
事
で
す
か
ら 、

故
障
し
な
い
限
り
は
仕
事
が
な
い 。
そ
し
て

残
る一
人
は
主
計
長
で 、
こ
れ
は
御
飯
を
つ

く
る
方
で
す 。
し
か
し 、
食
事
は
兵
隊
が
つ

く
り
ま
す
の
で 、
出
番
が
な
い 。
で
す
か
ら 、

三
閑
長
は
「
あ
な
た
方
は
お
暇
で
す
か
ら 、

甲
板
で
だ
べ
り
な
が
ら
魚
雷
で
も
見
張
っ
て

く
だ
さ
い」
と
言
わ
れ
る
わ
け
で
す 。

話
を
戻
し
ま
す
と 、
ア
メ
リ
カ
の
魚

雷
の
航
跡
を
プ
ロ
の
見
張
り
（
笑）
が
見
つ

け
た
ら 、
「
球
磨」
は
六
三
キ
ロ
で
す
か
ら 、

少
し
方
向
を
変
え
れ
ば 、
な
ん
と
も
な
い 。

、
二
回
当

そ
れ
で
助
か
っ
た
の
で
す
ね 。

そ
の
後 、
私
は
戦
争
中
に
日
本
軍
が

占
領
し
た
現
在
の
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー

ギ
ニ
ア
に

あ
る
ラ
バ
ウ
ル
に
行
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た 。

多
田
羅

戦
時
中
で
す
か 。

重
松

昭
和
十
八
年
の
終
わ
り
で
す 。
ラ
バ

ウ
ル
は
ご
存
知
の
よ
う
に 、
マ
ッ
カ
ー

サ
ー

避
け
て
く
れ
た
ん
で
す
ね 。

兵
隊
が一
0
万
人
で
す
か 。

帰
る
と
き
ま
で
に
二
万
人
が
死
に
ま

し
た 。
毎
日
そ
れ
こ
そ
爆
弾
が
落
ち
な
い
こ

と
が
な
か
っ
た
か
ら 。
た
だ
し 、
死
亡
者
の

九
割
は
マ
ラ
リ
ア
が
原
因
で
す
が
…
… 。

医
と
し
て
仕
事
を
さ
れ
た
わ
け
で
す
ね 。

香
琺

海
軍
病
院
に
も
い
ま
し
た 。
た
だ
し 、

海
軍
病
院
も
爆
撃
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
大
変

で
し
た 。

私
が

よ
う
や
く
日
本
に
帰
れ
た
の
は 、
昭

和
二
十一
年
五
月
で
し
た 。

や
り
た
か
っ
た
の
は 、
昔
の
東
大
の
伝
染
病

研
究
所
で
の
細
菌
学
の
研
究
で
し
た 。

多
田
羅
今
の
東
大
医
科
学
研
究
所
で
す
ね 。

重
松

っ
て 、
東
大
の
伝
染
病
研
究
所
と
昭

和
十
三
年
に
で
き
た
公
衆
衛
生
院
（
国
立
と

付
く
の
は
昭
和
二
十
四
年
か
ら）
の
出
張
所

て
医
学
部
長
に
「
み
ん
な
留
年
し
て
来
年
卒

怒
る
（
笑） 。

と
言
わ
れ
た 。
九
月
と
言
う
と 、
あ
と一
週

多
田
羅

重
松

も
と
も
と
若
い
丈
夫
な
兵
隊
ば
か
り

め
た
の
で
は 、
損
害
が
大
き
く
な
る
か
ら
と

と
言
い
ま
す
と 。

万
人
い
ま
し
た
の
で 、
あ
ん
な
と
こ
ろ
を
攻

員
を
や
っ
て
い
た
私
は
医
学
部
長
に
呼
び
出

さ
れ
て 、
「
上
か
ら
の
お
達
し
で 、
お
ま
え

強
も
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が 、
学
生
の
委

と 、
陸
軍
で
鉄
砲
を
担
い
で
歩
か
さ
れ
る
の

が
嫌
だ
と
い
う
理
由
で 、
ほ
と
ん
ど
の
人
が

海
軍
を
選
び
ま
し
た 。
私
も
そ
れ
で
海
軍
の

は
「
閑」
で
「
三
閑
長」

け
で
す 。
一
人
は 、
も
ち
ろ
ん
軍
医
長
で
す 。

に
は
陸
軍
八
万
人
と
海
軍
二
万
人 、

い
う
三
人
の
艦
長
が
い
る
の
で
す
が 、
そ
の

-
0

が
置
き
去
り
に
し
て
く
れ
た
の
で 、
玉
砕
し

な
い
で
済
ん
だ
の
で
す 。
当
時 、
ラ
バ
ウ
ル
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対談

い
う
と 、

つ

い
う
こ
と
で 、
ア
メ
リ
カ
政
府
は
復
興
の
た

門
家
の
育
成・
訓
練
機
関
の

い
た
の
で
す。
民
間
の
名
前

っ
取
ろ
う
と

な
ぜ
昭
和
十
三
年
ま
で
延
び
た
か
と

い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
ね 。

で
援
助
す
る
と
い
う 、
受
け
入
れ
側
の
感
情

を
考
慮
し
た
の
で
す
ね 。

♦多田羅浩三 ・ たたらこうぞう

昭和41年大阪大学医学部卒業。62年同教授（公衆

衛生学）。放送大学教授。 日本公衆衛生学会理事長

（平成12~17年）、 健康日本21推進国民会詰委員、

厚生科学審詰会地域保健健康増進栄養部会委員、 日

本医師会公衆衛生委員会委員長などを経て、 平成

22年より財団法人日本公衆衛生協会理事長

が
い
ら
し
た
公
衆
衛
生
院
は 、
ロ
ッ
ク
フ
ェ

ラ
ー

財
団
が
寄
付
し
た
の
で
す
よ
ね 。

実
は 、

公
懇叩
生
院
が
厚
生
省
の
附
属
機
関

と
な
っ
た
こ
と
が 、
日
本
の
公
衆
衛
生
教
育

ま
し
た 。
ま
た一
方 、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て

近
い
方
々

多
田
羅

東
大
の
伝
染
病
研
究
所
に
つ
く
ら

れ
た
の
で
す
よ
ね 。
と
こ
ろ
で 、

な
ど
の
放
射
線
の
遮
断
状
態
に
つ
い
て

し
い
情
報
が
必
要
で
し
た
か
ら 、

0
万
人

多
田
羅

の
か 、

日
本
の
疫
学
の
は
じ
ま
り
で
す。

っ
て
来
ら
れ
て 、
昭
和
五
年
に
は
じ
め
て
疫

学
研
究
室
と
い
う
の
を
つ
くっ
た 。
そ
れ
が 、

の
か 、
屋
内
に
い
た
の

す゚

い
つ
ど
こ
で
ど
の
よ
う

ア
メ
リ
カ
の
ハ
ー

バ
ー
ド

大
学へ
行っ
て
帰

も
と
も
と
東
大
伝
染
病
研
究
所
の
細

菌
学
教
室
に
お
ら
れ
た
野
辺
地
慶――

多
田
羅
な
る
ほ
ど 。

が
あ
り 、
私
は
満
州へ
行
く
た
び
に 、
そ
こ

で
伝
染
病
研
究
所
か
ら
来
て
い
る
細
菌
学
の

先
生
の
も
と
で
勉
強
し
て
い
た
か
ら
で
す。

し
か
し 、
戦
争
で
頭
が
ぽ
け
ち
ゃ
っ
た
の
で 、

公
衆
衛
生
院
で
少
し
大
ざ
っ
ば
な
公
衆
衛
生

が
い
い
か
な 、
と
そ
ち
ら
へ
進
む
こ
と
に
な

り
ま
し
た 。

い
う
魂
胆
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
い
っ
た 、

喧
々
誇
々
が
ずっ
と
あっ
た
か
ら
で
す。

多
田
羅
な
る
ほ
ど 。

重
松
建
設
に
掛
け
た
お
金
は
約
五
0
0
万

円
で
す
か
ら 、
今
の
レ
ー
ト
に
換
算
す
る
と

何
百
億
円
に
な
る
で
し
ょ
う 。
ア
メ
リ
カ
は 、

日
本
の
公
衆
衛
生
の
向
上
の
た
め
に
と
い
う

つ
も
り
で
寄
付
し
た
の
だ
け
ど 、
昭
和
十
三

年
と
い
う
と
厚
生
省
が
で
き
た
年
で
す。
片

や
厚
生
省
は
名
目
は
と
も
か
く 、
腹
の
内
は

富
国
強
兵
の
道
具
に
し
よ
う
と
考
え
た 。
公

衆
衛
生
院
が
東
大
の
医
科
学
研
究
所
の
敷
地

内
に
つ
く
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は 、
東
大
の

附
属
機
関
に
し
よ
う
と
い
う
思
い
が
あっ
た

の
で
し
ょ
う
が 、
日
本
で
は
お
役
所
が
で
き

る
と 、
必
ず
そ
の
手
下
の
研
究
所
を
欲
し
が

る 。
こ
こ
も
然
り
で
し
た 。

そ
う
で
し
た
ね 。

すごい時代を生き抜かれ、 疫学という盾を片手に真実を

追求しようとしてきた姿勢を、

我々も見習わなければならない。

ま
し
た
財
団
法
人
放
射
線
影
響
研
究
所
で
の

活
動
に
つ
い
て 、
少
し
よ
ろ
し
い
で
す
か 。

も
ち
ろ
ん
で
す。
重
松
先
生
の
疫

学
的
な
功
績
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
が 、

そ
こ
で
の
実
績
で
す
か
ら 。

重
松

放
射
線
影
響
研
究
所
で
私
た
ち
は 、

膨
大
な
数
の
原
爆
被
爆
者へ
の
研
究
か
ら 、

放
射
線
の
個
人
被
曝
放

射線
量
を
推
定
す
る

計
算
方
式
と
し
て一
九
六
五
年
に
つ
く
ら
れ

た
「T
3D」
（
暫
定
1
9
6
5
年
線
量）
と

と
も
に 、
そ
の
誤
り
が
判
明
し
た
こ
と
か
ら 、

新
線
量
評
価
体
系
で
あ
る
「D
扮6」
(
1
9

8
6

年線
量
体
系）
を
日
米
の
専
門
家
委
員

た
ち
が
共
同
で
開
発
し
ま
し
た 。
以
後 、
改

訂
が
重
ね
ら
れ
て
い
ま
す。
ち
な
み
に

現在 、

か 、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
壁
な
ど
の
横
に
い
た

い
た
の
か 、
立
っ
て
い
た
の
か 、

ま、
'

 重
松
）
こ
の
疫
学
の
関
係
者
が
挑
ん
だ
の

で
し
ょ
う
か 。 ど

の
よ
う
な
作
業
が
な
さ
れ
た
の

多
田
羅

ま
す。

賜
物
で 、
疫
学
の
力
を
示
し
た
も
の
と
言
え

)
れ
は 、
膨
大
か

細
菌
学
よ
り
は
当
時 、
そ
の
お
隣
に
あっ
た

重
松
さ
て
こ
こ
で 、
私
が
理
事
長
を
務
め

多
田
羅

肝
に
銘
じ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

が
い
ま
だ
に
育
た
な
い
最
大
の
要
因
で
す。

世
界
的
に
勧
告
さ
れ
て
い
る
放
射
線
の
防
設

基
準
は 、
「D
扮6」
に
も
と
づ
い
て
計
算
さ

れ
た
原
爆
被
爆
者
の
放
射
線
健
康
リ
ス
ク
を

最
大
の
根
拠
と
し
て
い
ま
す。

世
界
の
基
準
で
す
ね 。
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精
度
の
高
い
疫
学
調
査
に
は、
集
団
の
平

体
万
能
説」
か
ら
「
多
要
因
原
因
説」
へ、

疫
学
は

で
す
か
ら、
判
断

け
な
い
で
し
ょ
う。

方
で、

精
度
を
向
上
さ
せ
る
努
力
を
惜
し
ん
で
は
い

よ
る
も
の
と
さ
れ、
の
ち
に
大
阪
地
裁
で
賠

う
な
る
の
か、

影響
は
足
し
算
な
の
か、
引

へ
と
シ
フ
ト
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す。

認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
同
時
に、
そ

も、
ネ
バ
ダ
州
の
砂
漠
に
あ
る
核
実
験
施
設

で一
九
五
七
年
頃
か
ら、
放
射
線
の
遮
蔽
効

果
を
確
認
す
る
た
め、
日
本
家
屋
な
ど
を
そ

こ
に
建
設
し、
さ
ら
に
広
島
や
長
崎
の
原
爆

を
模
し
て
高
さ
四
六
0
メ
ー
ト
ル
の
鉄
塔
ま

で
建
て
て、
そ
こ
に
原
子
炉
を
吊
る
し
て
測

定
す
る
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
ま
し
た。

徹
底
し
て
い
ま
す
ね。

の
遣
産
と
は
言
え、
世
界
に
類
の
な
い
デ
ー

タ
で
す
か
ら
ね。

お
っ
し
ゃ
る
通
り、
正
確
な
情
報
の

把
握
の
た
め
に、
こ
れ
だ
け
の
努
力
が
払
わ

れ
た。
こ
う
し
た
陰
の
努
力
が
あっ
て
こ
そ、

世
界
の

放射
線
の
防
護
基
準
の
も
と
が
で
き

な
ど
に
つ
い
て
の
健
康
影響
評
価
を
目
的
と

し
た、
さ
ま
ざ
ま
な
疫
学
研
究
が
進
め
ら
れ

て
い
ま
す。
こ
れ
は、
疫
学
の
役
割
が
広
く

の
責
任
が
極
め
て
重
く
な
っ
た、
と
い
う
こ

と
も
意
味
し
ま
す。
こ
う
い
っ
た
疫
学
研
究

の
場
合
に
も、
基
礎
的
な
デ
ー
タ
を
正
確
に

把
握
す
る
こ
と
が
重
要
で
す。
た
と
え
ば、

化
学
物
質
な
ど
の
場
合、
具
体
的
に
ど
の
く

ら
い
の
量
が
体
内
に
入
る
の
か、
ま
た
吸
収

量
な
ど
も
し
っ
か
り
と
つ
か
む
な
ど、
そ
の

ン
プ
ラ
ー
を
各
人
に
取
り
つ
け
て一
人
ひ
と

り
の
曝
露
を
厳
密
に
測
定
す
る
こ
と
が
欠
か

せ
ま
せ
ん。
そ
う
し
た
努
力
を
惜
し
む
こ
と

用
し
て
く
れ
る
人
々
へ
の
背
信
行
為
と
言
え

ま
し
ょ
う。

多
田
羅
技
術
行
政
に
関
わ
る
者
は、
肝
に

銘
じ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
お
言
葉
で
す。

襲
の
公
衆
衛
生
や
疫
学
の
関
係

者
に
伝
え
た
い
言
葉
は
あ
り
ま
す
か。

重
松

世
の
中
を
見
渡
す
と、
環
境
汚
染、

大
気
汚
染、
水
質
汚
染、
発
が
ん
物
質、
た

ば
こ、
電
磁
波
な
ど、
人
に
危
害
を
与
え
る

も
の
が
実
に夕迄坪
に
存
在
し
ま
す。
今
後
の

疫
学
で
は、
こ
れ
ら
の
リ
ス
ク
が
単
独
で
は

な
く、
複
合
的、
総
合
的
に
影
響
す
る
と
ど

き
算
な
の
か、
掛
け
算
な
の
か、
相
殺
さ
れ

る
の
か、
包
括
的
な
研
究
が
必
要
だ
と
思
い

ま
す。
そ
れ
が
で
き
る
の
は、
人
間
を
集
団

と
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
疫
学
で
す。
疫

学
を
学
ぶ
人
た
ち
に
は、
専
門
分
野
の
縦
割

り
で
は
な
く、
総
合
的
に
見
て
ほ
し
い
と
思

う。
全
体
像
の
把
握
が
鍵
で
す
ね。

そ
の一
方、
疫
学
の
考
え
方
は、
「
病
原

平
均
値
で
多
数
を
救
う
社
会
防
衛
に
力
点
を

置
い
て
き
た
反
面、
少
数
の
個
人
の
犠
牲
を

取
り
こ
ぽ
し
て
き
た
点
も
否
め
ま
せ
ん。
し

た
が
っ
て、
遺
伝
子
解
析
な
ど
の
研
究
を
活

か
し
て
「
個
人」
に
着
目
し
た
疫
学
も
必
要

と
な
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん。

一
方、
平
成
八
年
に
大
阪
府

堺市
で
カ
イ

ワ
レ
大
根
が
原
因
と
考
え
ら
れ
る
大
規
模
な

0
1
5
7
食
中
毒
が
発
生
し
ま
し
た
よ
ね。

そ
の
際、
さ
ま
ざ
ま
な
検
証
を
重
ね、
カ
イ

ワ
レ
大
根
が
最
も
原
因
と
し
て
の
蓋
然
性
が

高
い
と
し、

状
況
証
拠
か

ら、
い
ち
早
く
こ
れ
を
原
因
食
材
と
判
断
し、

ス
ト
ッ
プ
を
か
け
ま
し
た。
し
か
し、
こ
の

行
政
判
断
は、
カ
イ
ワ
レ
大
根
か
ら
直
接
に

0
1
5
7
が
検
出
し
な
い
非
科
学
的
調
査
に

償
請
求
訴
訟
に
至
り
ま
し
た。
こ
の
と
き
の

迅
速
な
科
学
的
な
行
政
判
断
は
正
し
か
っ
た

と
い
ま
で
も
思
っ
て
い
ま
す
が、

そ
し
て
今
後
は一
人
ひ
と
り
の
体
質
や
感
受

性
な
ど
を
考
慮
し
た
「
特
殊
要
因
原
因
説」

最
近
は、

環境
汚
染
物
質
や
生
活
習
慣
病

た
わ
け
で
す。

多
田
羅

多
田
羅

は、
疫
学へ
の、
そ
し
て
そ
の
デ
ー
タ
を
活

均
値
を
あ
て
は
め
る
だ
け
で
は
ダ
メ
で、
サ

転勤族の重松氏を支えた芳枝夫人

アメリ

多田羅 国立公衆衛生院の頃、重松先生はさぞ颯爽とされていたでしょう。

芳枝夫人 ええ。はじめの1週間ぐらいは、口笛を吹きながら帰ってきました。けれど、だ

んだんと慣れてきてからは、帰宅時間がかなり遅くなりました。

多田羅仕事一途な感じですね。

芳枝夫人 結婚したときに、「僕は家なんかほしくない。だから、家は買わないつもりだ」と

言った。今の若い人たちはすぐにロ ー ンで家をと考えますけど、私たちの世代は家は年を取

った人が買うものだと思っていましたしね、だから、家の購入など一生考える槻会もないと

思いました。

多田罹 そうですか。

芳枝夫人 ただ、引っ越しはよくしました。でも、別に苦労はしませんでした。今は私、本

当に感謝しています。いい人とね。

多田罪重松先生は、優しいですからね。

芳枝夫人 そうですね。どこへでも連れて行ってくれました。

多田羅 重松先生は、車の運転もお上手でしたね。

芳枝夫人 日本じゅうを運転して連れて行ってくれました。

また、当時の放射線影響研究所は、昔のABCC (Atomic Bombn C傘ually Commiss!on。原爆傷

害調査委員会） の名残でアメリカ人職員がまだ大勢いたのですよ。

多田罪昔はアメリカがこのABCCを担っていたんですよね。

芳枝夫人 そうですね。

多田羅 海外にも、行かれましたか。

芳枝夫人 あちらは何でも夫婦同伴……。 そして、向こうのパー ティ ー で挨拶をしたら、先

日の奥様はもう離婚してしまったと（笑）。

多田羅 日本では、そんな簡単に離婚などしないし、パーティ ーなども行われません。奥さ

んを連れたパー ティ ー の習慣もない。

芳枝夫人 ですから当時、私は英語の辞典を片手に

必死に勉強しました。手のひらに英語を書いて覚え

たものです。粗相のないようにと。

多田羅 重松先生は、立派な奥様に支えられたので

すね。

芳枝夫人 立派な奥さんじゃありません。 おとなし

くついていっただけです。
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ヘ
ル
ス
が
な
い
で
す
ね 。

で
仕
事
を
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す 。

も
な
っ
て
く
る
も
の
で
す 。
そ
う
い
う
観
点

ー
了
ー

多
田
羅
ス
ク
ー

ル・
オ
ブ・
パ
ブ
リ
ッ
ク

重
松
残
念
な
の
は 、
先
ほ
ど
お
話
し
し
た 、

日
本
に
は
公
衆
衛
生
を
き
ち
ん
と
教
育
す
る

機
関
が
な
い 、
と
い
う
こ
と
で
す 。

本
当
に
頭
が
下
が
る
思
い
で
す 。
私
た
ち
も 、

衆
衛
生
全
般
を
学
ん
だ
人
が
な
る
べ
き
だ
と

思
い
ま
す 。
今
や
っ
と
医
療
の
世
界
に
お
い

て
で
す
が 、
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
と
い
う
か 、
各

職
種
の
連
携
で
こ
と
に
あ
た
る
と
い
う
チ
ー

ム
医
療
の
風
潮
が
出
て
き
ま
し
た
よ
ね 。

多
田
羅
私
は 、
保
健
所
長
は
医
師
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
が 、
チ
ー

と
は
み
ん
な
そ
れ
に
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
と

の
で
す 。
一
人
だ
け
専
門
性
が
高
く
て 、
あ

多
田
羅
そ
れ
に
し
て
も 、

が 、
医
師
の
有
資
格
者
と
い
う
よ
り
は 、
公

ら
も
「
温
故
創
新」
で
い
か
が
で
し
ょ
う
か 。

な 、
と
思
い
ま
す 。

も
今
年
は 、
い
よ
い
よ
七
0
回
で
す 。
こ
ち

ら
独
立
し
た
お
目
付
け
役
に
な
る
と
い
い

医
学
雑
誌
の
公
衆
衛
生
の
特
集
で
以

前 、
私一
人
だ
け
が
保
健
所
長
は
医
師
で
な

く
て
も
い
い
と
い
う
論
文
を
書
き
ま
し
た

多
田
羅
チ
ー
ム
で
す
か
ら 。

で
す 。

国
疾
病
管
理
セ
ン
タ
ー

の
よ
う
に、
行
政
か

よ
り
高
い
専
門
性
が
求
め
ら
れ
ま
す 。

が
開
か
れ
ま
し
た
が 、
そ
の
タ
イ
ト
ル
も

た
と
え
ば
国
立
保
健
医
療
科
学
院
な
ど
が
米

年
を
迎
え 、
札
幌
で

け
役
で
す 。
行
政
と
い
う
組
織
は
政
府
も
絡

ん
で 、
と
き
に
都
合
の
悪
い
情
報
等
を
隠
し

た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す 。
で
す
か
ら 、

平
成
二
十
三
年
は 、

0
周

多
田
羅
今
は 、
例
外
が
認
め
ら
れ
て
い
ま

す 。
た
だ 、
医
師
以
外
の
例
外
は
登
場
し
て

い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
…
… 。

窓
会
誌
の
タ
イ
ト
ル
は

で
す 。

っ
て
い
る 。

海
軍

精神
で
あ
り 、
海
軍
軍
医
の
同

機
関
の
設
立
が
必
要
で
す 。
い
わ
ば
お
目
付

て
も 、
い
ま
だ
に
医
師
で
な
け
れ
ば
い
け
な

S、、ヵ

方
で
こ
れ
か
ら
は 、
た
と
え
ば
保
健

海
軍
は 、

で
す
か 。

衛
生
行
政
を
厳
し
く
チェ
ッ
ク
す
る
第一―

師
が
リ
ー
ド
し
て
い
る 。
保
健
所
長
に
つ
い

さ
ら
に
言
わ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば 、
公
衆

重
松

か
ら 、
い
つ
ま
で
経っ
て
も
公
衆
衛
生
は
医

や
っ
て
い
た
だ
き
た
い 。
こ
れ
は
実
は
昔 、

談

ほ
し
い
と
思
い
ま
す 。

対

医
学
部
の
継
ぎ
足
し
で
や
っ
て
い
る

ず
ね
て
新
し
き
を
ク
リ
エ

う
考
え
が
必
要
で
す 。
ぜ
ひ 、

づ
い
た
体
制
の
整
備
を
ぜ
ひ
と
も
は
か
っ
て

多
田
羅
傘
の
広
い
学
問
で
す 。

多
田
羅
そ
れ
を
実
現
す
る
の
が 、
ス
ク
ー

と
い

危
機
管
理
で
は
あ
り
ま
せ
ん 。
法
律
に
も
と

横
の
つ
な
が
り
の
あ
る
学
際
的
な
大
学
院
大

学
こ
そ
が
公
衆
衛
生
に
必
要
な
わ
け
で
す 。

重
松

は一
歩
進
め
て

せ
て
ほ
し
い 。
防
謹
服
を
着
る
だ
け
が
健
康

多
田
羅
専
門
性
の
上
の
連
携
で
す
ね 。

ま
た 、
サ
ー

ベ
イ
ラ
ン
ス
制
度
も
充
実
さ

け
で
は
成
立
し
な
い 。
つ
ま
り 、
横
断
的
な 、

せ
ん
か
ら 。

ろ
で
す 。
公
衆
衛
生
と
い
う
の
は 、
医
学
だ

の
役
割
だ
と
思
い
ま
す 。

た
だ
し 、
チ
ー

ム
ワ
ー
ク
で
仕
事
を
す
る
に

は 、
そ
れ
ぞ
れ
専
門
職
の
知
識
や
技
術
が
高

ま
っ
て
い
な
い
と
い
け
な
い 。

お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
す 。

ル・
オ
ブ・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ヘ
ル
ス
で
す 。

一
人
よ
が
り
で
は
な
く 、
ほ
か
の
職

の
総
合
力
と
し
て
の
機
能
が
必
要
で
す

師
で
あ
れ
ば 、
よ
り
専
門
性
の
高
い
保
健
師

が
求
め
ら
れ
る 。
こ
れ
は
保
健
師
に
限っ
た

話
で
は
な
く 、
保
健
関
係
の
専
門
職
で
あ
ろ

う
と 、
福
祉
関
係
の
専
門
職
で
あ
ろ
う
と 、

チ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
根
本
は 、
そ
れ
ぞ

れ
の
職
種
の
人
が
高
い
専
門
性
を
持
つ
と
い

う
こ
と
で 、
そ
れ
で
は
じ
め
て
意
味
が
あ
る

い
う
状
態
で
は
困
る 。
専
門
性
が
高
く
な
れ

ば
な
る
ほ
ど 、
ほ
か
の
助
け
が
逆
に
必
要
に

「
古
き
を
た
ず
ね
て
新
し
き
を
知
る」
と
い

う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が 、
私
は
こ
れ
を
座
右

の
銘
に
し
て
い
ま
す 。
し
か
し 、
こ
れ
か
ら

い
時
代
を

生
き
抜
か
れ 、
疫
学
と
い
う
盾
を
片
手
に
真

実
を
追
求
し
よ
う
と
し
て
こ
ら
れ
た
姿
に、

こ
の
志
を
受
け
継
い
で
い
か
な
け
れ
ば
い
け

な
い 、
改
め
て
そ
う
感
じ
ま
し
た 。
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日本疫学会ニュースレターNo.6 より 

疫学研究 50年抄 

（財）放射線影響研究所 重松逸造 

 

この標題は，実は一昨年（1993年）末に出版した拙著の題名をそのまま引用したものである

が，これは本書の宣伝を意図したからではない。日本疫学会のニュースレター発刊に際して

一筆感想を求められたが，原稿の〆切寸前ということであわててready-madeの題を選んだとい

う次第。 

疫学研究の歴史から見れば，私の50年（1943-1993年）なんかはあっという間だが，先輩や

同僚の方々のたゆまぬ努力が今の現役の皆さんに受け継がれて，今日の疫学の隆盛がもた

らされたことは確かであろう。その証拠のーつが本学会の誕生であり，更にいえば来年（1996

年）8月に名古屋で開催される青木國雄学会長主宰の第14回国際疫学学会総会が，日本の

疫学の発展に大きく寄与することが期待される。 

私が，疫学らしきものに接したのは医学部の学生時代のことで，サークル活動の一環として

行われていた住民の結核検診に参加したことにはじまる。国内はもとより，遠くは満州（今の中

国東北部）の果てまでも何回か出かけて行ったが，これが病みつきとでもいうか，卒業後はず

るずると同じような道に進むことになった。 

私の名前が原著論文の著者の一人として最初に現れたのが1943年のことで，そのため疫

学研究50年のはじまりとした。これは私が海軍軍医として軍務についていた時のことで，本式

に疫学を勉強する機会を持ったのは，終戦の翌年にラバウルより復員して公衆衛生院疫学部

に入った1947年からであった。 

当時は，疫学の看板を掲げる日本唯一の公的施設はここだけで，公衆衛生院が開設され

た1938年の当初から野辺地慶三先生が疫学部長を務めておられた。先生はHarvard大学の

School of Public Healthで疫学の勉強をされた後，東大伝染病研究所（現在の東大医科学研

究所）で1930年に疫学研究室を創設された。歴史的には，ここが疫学の名前がついた日本最

初の施設ということになる。 

当時の日本の疫学は，もちろんというか，まだというべきか伝染病の研究に終始していたが，

研究の中心は急性伝染病より結核などの慢性伝染病に移っていた。私の研究テーマも結核

のfield workが主であったが，それでも最初の10年間くらいに研究論文として残っている伝染

病には，コレラ，流行性脳脊髄膜炎，梅毒，猩紅熱，泉熱，赤痢，異型肺炎，腸パラワクチン

問題などが含まれる。 

私は以前，日本の疫学の歩みを便宜上，誕生期（1944年まで），成長期（1945-1964年），発

展期（1965年以降）の3期に分けたことがある。誕生期は伝染病研究時代，成長期は成人病，

公害病などの非感染症登場時代，発展期は難病研究や保健サービス研究などに加えて，情

報科学などの参入による疫学研究の多様化時代ということになろう。あるいは，これらの3期を

それぞれ第一，第二，第三世代の疫学と呼ぶこともできる。更にいえば，最近の分子疫学や臨



床疫学の進歩を第四世代とすることも可能かもしれない。 

このような区分に従えば，私自身は主として疫学の成長期あるいは第二世代から参加したこ

とになるが，この当時はじめて“高血圧の疫学”や“健康の疫学”などの言葉が使われた時は，

特に第一世代の方々から大変な抵抗があったことを覚えている。日本語の“疫学”は“疫”（は

やりやまい）の学問ということで，伝染病のimageが強いことも原因の一つであろう。この点，横

文字の“epidemiology”は“epidemic”(upon the people) の学問を意味していて，“やまいダレ”

的表現が全くないため，epidemiology of hypertensionやepidemiology of healthといった言葉も

比較的すんなりと受け入れられたということであろう。 

お隣の中国では，疫学のことを“流行病学”と呼んでいる。この言葉は，日本医学会医学用

語委員会の選定用語には疫学と共に採用されており，“やまいダレ”的nuanceがないので今の

疫学を表すには適しているようにも思えるが，第四世代までを含めるにはこの言葉では意味が

狭過ぎるので，結局は慣れた“疫学”ということになるのであろうか。一時，“疫理学”という言葉

が使われたことがあるが，これが普及しておれば単なる疾病統計を疫学と呼ぶ過ちを犯さなか

ったかもしれない。 

私の疫学研究50年のうち，40年近くに当たる1981年までは金沢大学時代の4年半を含めて

公衆衛生院疫学部で過ごしたが，以後は現在の研究所（放影研）に移って今日に及んでいる。

放影研が，前身のABCC（原爆傷害調査委員会）時代より実施している広島，長崎の原爆被

爆者を対象とした固定集団の長期追跡調査は，世界的にも疫学調査のモデルとされているが，

この疫学研究で最も強調したいことは，調査対象者各人の曝露量，つまり原爆による放射線

被曝線量の把握に全力が注がれているという点である。 

この場合，曝露量といっても各人の生体の各臓器ごとに，そこまで到達して作用した臓器線

量が計算された。そのためには，原爆被爆時における各人の詳しい被爆状況調査にはじまっ

て，Ｎｅｖａｄａ砂漠における原爆放射線の遮蔽実験，広島，長崎における被爆物件の残留放

射能測定等々，日米研究者の努力は今日もなお続いている。確かに，環境曝露の際に実験

の吸収量や生体作用量を把握することは容易ではないが，その努力が疫学データの精度を

高めることは事実であろう。もちろん，反応（response）の把握についても同様の努力が求めら

れることはいうまでもない。 

日本疫学会のますますの発展と会員各位のご活躍をお祈りして，この小文の結びとしたい。 

 



やっとというか、早くもというべきか、本学会が本年（2011年）で創立20周年を迎えたことを、会員各位

とともにお祝い申し上げたい。20周年は人生の成人期到達に該当するが、本学会も今日まで順調な発展を遂

げており、名実ともに成人期にふさわしい学会と国内的、国際的に認められていることは、本学会歴代役員

諸氏のご尽力と会員各位のご支援の賜ものというべきであろう。 

著者はかつて歴史的にみた日本の疫学の歩みを、便宜上4 期に分けて考察したが、それによると第1 期の

誕生期（伝染病研究時代）は、疫学の普及度からみて1877（明治10）年の内務省衛生局年報発行にはじまる

1944（昭和19）年までの68年間という長期間とし、第2 期の成長期（非感染症登場時代）は1945（昭和20）

年よりの20年間、第3期の発展期（疫学研究多様化時代）は1965（昭和40）年よりの20年間で、第4 期の拡

大期（疫学の応用時代）を1985（昭和60）年以降現在までとした。因みに、わが国最初の疫学に関する公的

研究施設は、1930（昭和5 ）年当時の東京帝国大学伝染病研究所に設置された疫学研究室（野辺地慶三室長）

である。 

上記の区分によると、本学会の活動は第4 期の拡大期に属することになり、過去3 期の蓄積の上に立って、

多方面にわたる疫学の応用に本学会の貢献が期待されるが、これを一口にいうと本学会の“温故創新”とい

うことになろう。これは有名な論語の“温故知新”を改変したもので、筆者は以前よりしばしばこの言葉を

引用しているが、去る1 月札幌で開催された第21回本学会学術総会（森満総会長）における本学会創立20

周年記念講演会のタイトルも“日本疫学会の温故創新”とされていた。 

要するに、“温故創新”とは歴史に学んで新しいパラダイムを開くという意味であるが、疫学研究の拡大

期にある現在、会員各位におかれては創新（新しきを創める）の精神で疫学研究を推進されるよう期待した

い。疫学研究の特徴が集団観察にあることはいうまでもないが、それから得られる健康のリスク因子は、い

うならば集団の平均値であり、一方これからはますます個人特性を重視した健康リスクの提示が求められる

ことも確かで、このギャップを埋めるのが分子疫学やE B M（証拠に基づく医療）などの発展ということが

できよう。従来の疫学に基づく医学が予防医学（preventive medicine）であるのに対し、個人特性に配慮

した疫学による医学を、筆者は予見医学（predictive medicine）と呼んでいるが、分子疫学やEBMの進歩で

リスク因子の個人識別が可能になった場合、個人情報保護などの倫理問題についても一層厳しい対応が求め

られることになろう。現在の疫学は、その限界論を含めてなお多くの問題を抱えているが、疫学の基本が個

別の事象を正確に観察する記述疫学にあることは事実で、会員各位にはこの点を念頭に、疫学の拡大期にふ

さわしい研究を創造されることを期待して、本学会創立20周年に寄せる筆者の祝辞としたい。 

 

 

 

■プロフィール 

略歴：1941年12月 東京帝国大学医学部医学科卒 

1942年1 月 同上第3内科副手・海軍軍医 

1947年8 月 公衆衛生院疫学部研究員・慢性伝染

病室長 

1962年1 月 金沢大学医学部教授（公衆衛生学） 

1966年4 月 国立公衆衛生院疫学部長 

1981年7 月（財）放射線影響研究所理事長 

1997年7 月 同上名誉顧問 

 

称号：医学博士（東京大学）、MPH（ハーバード大学）、 

名誉会員（ 日本疫学会、国際疫学会など）、 

FRCP（ロンドン王立内科医学会フェロー）、 

HonFFPH（英国王立内科医学会公衆衛生部会名誉フェ

ロー） 

家族：妻、子供2 人（男・女）、 

孫4 人（男2 人、女2 人） 

趣味：囲碁  座右の銘： 温故創新 



あとがき 

柳川洋自治医大名誉教授が令和 2 年 3 月の第 90 回日本衛生学会総会の基調講演として、

恩師重松逸造先生を回顧する“温故創新 ―我が国の疫学の発展と重松逸造先生―”の講演

を企画された。この講演には多くの指導を受けた研究者からのメッセージが紹介されるこ

とになり、青木も一枚のスライド分の追悼の言葉をお送りしていた。その後、新型コロナウ

イルス（covid-19）の流行が次第に各地に広がり、最初の流行地中国以外にも欧州、次いで

米国ですざましい感染状況と、高死亡率が報ぜられた。我が国でも有名人の感染死が報告さ

れ始め、免疫がないこの新しい感染症の蔓延を防ぐため、人々の密閉・密集・密接を避け、

予防するようにとの内閣総理大臣からの通達も出たこともあり、第 90 回日本衛生学会会長

は集会の中止を決断された。柳川教授から残念ながら講演中止という報を受け、事態の深刻

さを再認識した。柳川教授からこの講演のすべてのスライドをお送りいただいたので拝見

すると、非常に貴重な記録であり、このまま当分発表の機会がないことは残念に思った。関

係者のみならず、若い疫学・予防医学研究者にはぜひ見てもらいたいと、柳川教授に当事業

団のＤＶＤ化を申し出た。柳川教授のご賛同をいただき、緊急に書類による本事業団の理事

会・編集委員会を開催し、賛同を得てＤＶＤ刊行に踏み切ることになった。いろいろな問題

もあったが、柳川教授のご努力で解決することができた。その後、柳川教授はやはり重松先

生の門下である児玉和紀（公財）放射線影響研究所業務執行理事と相談され、ＤＶＤには余

裕があり、この機会にできれば「重松逸造先生とのお別れの会」実行委員会編集の寄稿集「重

松逸造先生へ感謝とともに」を、同時に掲載したいとの申し出があり、内容を拝見して適切

と判断し、合わせて記録にのせることになった。 

 わが国には明治以来数は少ないが優れた疫学・予防医学の先達がおられ、折に触れその業

績が紹介され、深い感銘を受けているが、各先哲の全体の業績が広く全国的に紹介されてい

るのは稀のように思われる。急性伝染病以外、疫学・予防医学は医学界の末流の様に取り扱

われており、一般には行政の功績が大きく取り上げられてきた。予防医学はそうした研究領

域であるが、やはり学問としての疫学・予防医学なくして医学はなく、社会の安定も保てな

いことは明らかである。したがって、先哲の業績の記録と顕彰はきわめて重要と考えている。  

本事業団としては、こうした刊行をとおし、いささかでも医学、予防医学の振興、ひいては

社会の安寧・福祉に貢献でれば幸いと思っている。 

 

（青木國雄） 

 

 

 

 
 
 



予防医学広報事業団（青木平八郎・國雄記念）について 

 

青木國雄の長兄平八郎は遺産の一部を予防医学教育振興のために使うようにと遺言しま

したので、担当弁護士と相談し、青木平八郎記念予防医学広報事業団を組織し、予防医学教

育振興事業を始めました。本事業団の役員は東海地域の疫学研究会の会員に依頼して承諾

を得、田島和雄博士（三重大学客員教授、元愛知県がんセンター研究所長）に編集発行委員

会委員長をお願いしました。青木平八郎が三重県在住であり、できれば三重県で始めてほし

いとの内意があったからです。 

この事業団の目的は予防医学に関する一般啓発書、卒後教育用の参考資料などの出版と

しましたが。従来の書籍・発刊物ではなく、電子ブックとして発刊しました。書籍の保存が

難しい時代になりつつあり、また啓発書や発刊物では頒布数が限られ、頒布された資料も多

くの人に回し読みされる機会が乏しい現状がありました。医学関連発刊物ではまだ電子ブ

ックは十分普及していませんでしたが、次第に若い年代で利用者が増加しております。電子

ブックは意外にも読みやすく、情報交換に優れており、長く保存され、検索も容易です。や

がて医学会でも中心的な情報伝達のメディアになるかと予想したからです。 

本事業団としては、田島編集委員長のもと、すでに表記のように 11巻が発行され、かな

りに評価をいただいていることはありがたく思っております。しかし、2019 年、田島委員

長が三重大学を退職されましたので、一時活動を中止せねばならなくなりました。関係者相

談いたし、弁護士のご意見もいただき、若干改変した組織：予防医学広報事業団（青木平八

郎・國雄記念）として、継続することになりました。新しい役員は別表のごとくです。 

2019 年 5 月には日本医学史学会が名古屋で山内一信名大名誉教授のもと、開催されるの

を機に、予防医学教育に関連の深い当地方の医学活動や先哲の業績録を第 11巻として発刊

し、関係者に配布しました。 

 なお、第 1巻から 10巻および別巻は、三重大学医学部付属病院疫学のホームページ 

 http://www.hosp.mie-u.ac.jp/epidemiology/ 

で公開しています。 

 第 11巻は名古屋大学学術機関リポジトリのホームページ 

 https://nagoya.repo.nii.ac.jp 

と名古屋大学附属図書館医学部分館ホームページ 

 http://www.med.nagoya-u.jp/medlib/ 

で公開しています。 

 第 12巻は自治医科大学公衆衛生学部門のホームページ 

 https://www.jichi.ac.jp/dph/ 

で公開を予定しております。 

                  

                 予防医学広報事業団（青木平八郎・國雄記念） 

                  編集発行委員会幹事  黒石哲生 



発刊ＤＶＤ 

 第１巻 富永祐民 著 健康づくりと生活習慣病予防―健康長寿への道― 

 第 2巻 青木國雄 著 食養生 

 第 3巻 青木國雄 著 生活習慣の変化と疾病構造 ―明治・大正・昭和の軌跡― 

 第 4巻 藤木博太 著 癌に学び癌と共存、そして生きる ―世界の研究者と学ぶ発が 

  んプロモーションと緑茶によるがん予防の研究― 

 別 巻 清水貴久彦（清水弘之）著  分福、元気の出る俳句 

 第 5 巻 青木國雄 監修、田島和雄 編集 

  日本の国際的がん特別調査研究の歩み（Ⅰ） 

  文部省科学研究費・国際学術研究・がん特別調査研究報告書 

  （1984-99 年）を中心に 

 第 6巻 田島和雄 編集 日本の国際的がん特別調査研究の歩み（II） 

  文部科学省がん特別研究・がんの疫学研究領域報告書 

  （1999-2009 年）を中心に 

 第 7巻 青木伸雄 著、青木國雄 監修、田島和雄 編集  健康探求の道 

 第 8巻 青木國雄 監修、大谷 嵩、田島和雄 編集  大谷元彦教授研究業績抜粋 

 第 9巻 大島 明 編集、田島和雄 監修 

 日本の地域がん登録の発展史：地域がん登録全国協議会の設立 

 と貢献 ―藤本伊三郎先生の偉業を偲ぶ― 

 第 10巻 前田 浩 著、青木國雄 監修、田島和雄 編集  

  がん治療の最前線から機能性食品によるがん予防まで 

 第 11巻 山内一信、髙橋 昭、青木國雄 編集、第 120 回日本医史学会総会・学術大会  

 名古屋医史談話会の歩み、シジホスの会、知られざる国際的業 

 績に輝く４先哲 第 120 回日本医史学会総会・学術大会 2019 

 第 12巻 柳川 洋、児玉和紀 編集、青木國雄 監修 

 温故創新 ―我が国の疫学の発展と重松逸造先生― 

 
 
 
 
 
 
 
 



予防医学広報事業団（青木平八郎・國雄記念） 

 （事務局 名古屋市天白区梅が丘 2－904  青木國雄方） 

役員 

理事長 青木國雄 

理事  浜島信之  名古屋大学大学院医学系研究科医療行政学教授 

     若井建志  名古屋大学大学院医学系研究科予防医学教授 

     伊藤勝基  名古屋大学名誉教授（外科学、医療行政学） 

     田島和雄  元愛知県がんセンター研究所長、先心福祉会美杉クリニック院長 

     伊藤宜則  元藤田学園大学教授（公衆衛生学） 

     藤原奈佳子 人間環境大学看護学科 看護保健管理学教授 

     徳留信寛  名古屋市立大学名誉教授（公衆衛生学） 

黒石哲生  元愛知県がんセンター研究所疫学部   

       役員は編集員を兼ねる。（事務局幹事は黒石哲生） 

                  

                   予防医学広報事業団 役員一同       
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