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21
世
紀
は
情
報
の
時
代
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
中
心
を
担
っ
て
ゆ
く
の

が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
す
。
世
界
中
の

さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
や
情
報
を
瞬
時
に

し
て
手
元
に
引
き
寄
せ
る
こ
と
が
で
き

る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
、
私
た
ち
の
生

活
様
式
を
大
き
く
変
え
て
い
く
こ
と
で

し
ょ
う
。
日
本
消
化
器
病
学
会
も
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
い

て
い
ま
す
。

ま
ず
、http://w
w
w
.jsge.or.jp/

を

開
い
て
み
ま
し
ょ
う
。
見
出
し
ペ
ー
ジ

の
目
次
に
「
日
本
消
化
器
病
学
会
と

は
？
」「
市
民
の
み
な
さ
ま
へ
」「
会
員
の

み
な
さ
ま
へ
」と
い
っ
た
項
目
が
並
ん
で

い
ま
す
。

そ
れ
で
は「
市
民
の
み
な
さ
ま
へ
」に

進
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。
そ
こ
に
は
、
消

化
器
病
学
会
が
主
催
す
る
全
国
各
地
の

市
民
公
開
講
座
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
詳
し

く
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
が
お

住
ま
い
の
地
域
で
の
公
開
講
座
の
案
内

が
必
ず
見
つ
か
り
ま
す
。
市
民
公
開
講

座
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
地
元
の
先
生
方
に

よ
っ
て
作
ら
れ
、
皆
さ
ん
の
関
心
が
高

い
テ
ー
マ
が
選
ば
れ
て
お
り
ま
す
。
ま

た
、
地
域
で
お
な
じ
み
の
先
生
が
講
師

に
参
加
し
て
お
り
、
必
ず
や
満
足
の
得

ら
れ
る
場
と
な
る
で
し
ょ
う
。

「
市
民
の
み
な
さ
ま
へ
」に
は
も
う
ひ

と
つ「
専
門
医
の
健
康
診
断（
あ
な
た
の

胃
腸
は
健
康
で
す
か
）」が
載
っ
て
い
ま

す
。「
腹
痛
」「
下
痢
と
便
秘
」「
吐
血
と
下

血
」「
黄
疸
」と
い
っ
た
テ
ー
マ
で
、
原
因

の
説
明
と
と
も
に
ど
の
よ
う
な
と
き
に

病
院
を
受
診
す
べ
き
か
な
ど
が
専
門
医

に
よ
っ
て
分
か
り
や
す
く
解
説
さ
れ
て

い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
は
今
後
、
随
時
変

更
さ
れ
、
話
題
の
ピ
ロ
リ
菌
や
新
し
い

治
療
法
、
あ
る
い
は
難
病
シ
リ
ー
ズ
な

ど
幅
広
い
分
野
を
取
り
上
げ
て
ゆ
く
こ

と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

ぜ
ひ
一
度
、
本
学
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
本
紙
に
関
す
る
ご
意
見
等
は

shokaki-n
ow

@
jsge.or.jp

ま
で
お
寄

せ
く
だ
さ
い
。

『消化器now』の既刊は、7月初旬より上記ホームページ上に公開される予定です
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ず
ば
り�
対
談�

20
世
紀
は
肝
炎
解
明
の
歴
史

鎌
田
　
20
世
紀
に
お
け
る
ウ
イ
ル
ス
肝

炎
研
究
の
歩
み
か
ら
振
り
返
っ
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

谷
川
　
現
状
を
少
し
お
話
し
し
て
お
き
ま

す
。
日
本
で
は
１
年
間
に
３
万
人
余
り
が

肝
臓
の
が
ん
で
亡
く
な
り
、
肺
と
胃
の
が

ん
に
次
い
で
３
番
目
で
す
。
そ
の
う
ち
95

％
以
上
が
肝
細
胞
か
ら
発
生
す
る
肝
細
胞

が
ん
で
、
残
り
が
胆
管
細
胞
か
ら
発
生
す

る
が
ん
で
す
。
こ
の
対
談
で
は
肝
細
胞
が

ん
に
か
え
て
肝
が
ん
と
い
う
言
葉
を
使
っ

て
お
話
し
し
ま
す
。

鎌
田
　
主
役
は
ウ
イ
ル
ス
で
す
。

谷
川
　
そ
う
で
す
。
肝
が
ん
の
ほ
と
ん

ど
は
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
が
原
因
で

　
日
本
肝
臓
学
会
は
昨
年
、『
肝
が
ん
白
書
』を
発
行
し
ま
し
た
。戦
後
の
ウ
イ
ル

ス
肝
炎
研
究
を
総
括
し
、さ
ら
に
21
世
紀
に
向
け
て
肝
が
ん
撲
滅
の
戦
略
を
提
案

し
た
先
見
の
書
で
す
。ま
た
慢
性
肝
炎
や
肝
硬
変
の
患
者
さ
ん
に
希
望
と
勇
気
を

も
た
ら
す
最
新
情
報
も
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。本
書
の
作
成
に
陣
頭
指
揮
を
と

ら
れ
た
理
事
長
の
谷
川
久
一
先
生
を
お
招
き
し
て
伺
い
ま
し
た
。（
鎌
田
武
信
）

専
門
医
が
語
り
合
う
こ
れ
か
ら
の
医
療

「
21
世
紀
の
肝
臓
病
治
療
」

肝を砕く

谷
川
　
久
一
氏

（
た
に
か
わ

き
ゅ
う
い
ち
）

昭
和
７
年
９
月
生
ま
れ

千
葉
県
千
葉
市
出
身

日
本
肝
臓
学
会
理
事
長
・
国
際
肝
臓
病
研
究
所
理
事
長

久
留
米
大
学
名
誉
教
授

谷
川
　
久
一

氏

日
本
消
化
器
病
学
会
広
報
担
当
理
事

大
阪
労
災
病
院
院
長
・
大
阪
大
学
名
誉
教
授

鎌
田
　
武
信

氏

昭和32年、千葉大学医学部卒。ミシガン大留
学。久留米大学医学部講師、助教授を経て、昭和
52年、同第2内科教授。平成9年、同大学先端癌
治療研究センター所長。日本消化器病学会大会
会長、日本肝臓学会総会会長などを歴任。
現在、国際肝臓病研究所理事長。日本肝臓学会
理事長。久留米大学名誉教授。

起
こ
り
ま
す
。
20
世
紀
は
、
肝
炎
ウ
イ

ル
ス
の
感
染
‐
肝
炎
の
発
症
‐
感
染
の

持
続
‐
肝
炎
の
慢
性
化
‐
肝
硬
変
‐
肝

が
ん
‐
死
と
い
う
一
連
の
流
れ
を
ほ
ぼ

解
明
し
た
世
紀
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で

し
ょ
う
。
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
の
正
体
が

次
々
と
明
ら
か
に
さ
れ
、
Ｃ
型
と
Ｂ
型

の
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
が
肝
が
ん
の
原
因
で

あ
る
こ
と
が
突
き
止
め
ら
れ
ま
し
た
。

鎌
田
　
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
お
よ
び
感
染
経

路
の
解
明
が
進
み
、
そ
れ
に
と
も
な
っ

て
予
防
や
治
療
の
手
段
が
開
発
さ
れ
て

き
ま
し
た
。
Ｂ
型
肝
炎
の
場
合
、
出
産

時
に
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
を
持
っ
て
い
る（
Ｂ

型
肝
炎
ｅ
抗
原
陽
性
の
）お
母
さ
ん
か
ら

赤
ち
ゃ
ん
に
感
染
す
る
母
児
感
染
が
大

き
な
ル
ー
ト
で
あ
り
、
Ｃ
型
肝
炎
は
輸

血
に
よ
る
感
染
が
有
力
な
感
染
経
路
で

あ
る
こ
と
が
突
き
止
め
ら
れ
ま
し
た
。

谷
川
　
Ｂ
型
肝
炎
の
母
児
感
染
に
対
し

て
は
、
ｅ
抗
原
陽
性
の
お
母
さ
ん
を
高

危
険
群
と
し
て
集
中
的
に
管
理
す
る
こ

と
が
医
療
制
度
の
中
で
確
立
し
て
い
ま

す
。
た
と
え
ば
、
こ
の
事
業
に
熱
心
な

岩
手
県
で
調
査
対
象
と
し
た
就
学
前
の

６
歳
児
で
の
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
陽
性

率
は
か
ぎ
り
な
く
ゼ
ロ
に
近
く
な
っ
て

き
ま
し
た
。
問
題
は
Ｃ
型
肝
炎
で
す
。

鎌
田
　
昭
和
50
年
頃
か
ら
肝
が
ん
に
よ

る
死
亡
者
が
著
し
く
増
加
し
て
い
ま

す
。
ほ
と
ん
ど
が
Ｃ
型
肝
炎
が
出
発
点

に
な
り
、
終
末
像
で
あ
る
肝
硬
変
が
母

地
と
な
っ
て
発
症
し
ま
す
。
た
だ
現
状

で
は
研
究
の
進
歩
が
死
亡
者
の
減
少
に

直
結
し
て
い
な
い
の
が
残
念
で
す
。

谷
川
　
Ｃ
型
肝
炎
は
ウ
イ
ル
ス
に
感
染

し
て
30
年
ぐ
ら
い
た
っ
て
肝
が
ん
に
進

展
・
発
症
す
る
、
時
差
の
大
き
な
病
気

で
す
。
Ｃ
型
肝
炎
は
輸
血
で
Ｃ
型
肝
炎

ウ
イ
ル
ス
が
感
染
し
て
起
こ
る
こ
と
な

ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
時
代
の
ツ
ケ

が
今
頃
に
な
っ
て
出
て
き
て
い
る
の
で

す
。

鎌
田
　
Ｂ
型
と
Ｃ
型
の
慢
性
肝
炎
に
は

抗
ウ
イ
ル
ス
薬
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン

療
法
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
効
果
は

い
か
が
で
す
か
。
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応病与薬

鎌
田
　
武
信
氏

（
か
ま
た
　
た
け
の
ぶ
）

昭
和
９
年
３
月
生
ま
れ

大
阪
府
大
阪
市
出
身

谷
川
　
Ｃ
型
慢
性
肝
炎
で
は
、
ウ
イ
ル

ス
が
消
失
し
炎
症
の
状
態
を
示
す
酵
素

の
Ｇ
Ｐ
Ｔ
が
よ
く
な
る
も
の
30
％
、
Ｇ

Ｐ
Ｔ
の
み
が
改
善
す
る
も
の
10
％
と
必

ず
し
も
満
足
の
い
く
状
態
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
れ
で
も
ウ
イ
ル
ス
の
消
失
し

た
著
効
例
、
あ
る
い
は
Ｇ
Ｐ
Ｔ
が
正
常

化
し
た
例
か
ら
は
肝
が
ん
は
ほ
と
ん

ど
発
生
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
し
た

が
っ
て
予
防
医
学
的
、
医
療
経
済
的

に
み
て
、
効
果
の
あ
る
治
療
と
考
え

て
い
ま
す
。

鎌
田
　
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン
は
ま
だ

種
々
の
可
能
性
が
あ
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。

谷
川
　
そ
う
で
す
ね
。
イ
ン
タ
ー

フ
ェ
ロ
ン
に
は
、
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
の

排
除
、
肝
障
害
そ
の
も
の
の
改
善
、

ひ
い
て
は
肝
が
ん
の
予
防
な
ど
多
く

の
期
待
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
は
イ

ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン
と
併
用
す
る
優
れ

た
抗
ウ
イ
ル
ス
薬
の
開
発
が
前
提
に

な
り
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン
と

新
薬
の
併
用
で
近
い
将
来
、
肝
炎
ウ

イ
ル
ス
の
50
〜
60
％
を
排
除
で
き
る

よ
う
に
な
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

す
で
に
週
１
回
投
与
の
長
時
間
作
用

型
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン
が
開
発
さ
れ

臨
床
試
験
中
で
す
が
、
肝
硬
変
に
も

使
え
る
な
ど
、
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン

療
法
の
新
し
い
展
開
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

鎌
田
　
最
近
、
Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
を

排
除
し
な
く
て
も
Ｇ
Ｐ
Ｔ
を
80（
国
際
単

位
）程
度
に
維
持
す
れ
ば
、
肝
硬
変
・
肝

が
ん
へ
の
移
行
が
あ
る
程
度
阻
止
さ
れ

る
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

谷
川
　
こ
の
目
的
で
、
現
在
、
グ
リ
チ

ル
リ
チ
ン
剤
、
胆
石
溶
解
薬
の
ウ
ル

ソ
、
小
柴
胡
湯
な
ど
が
使
わ
れ
て
い
ま

す
。
今
後
、
肝
臓
の
炎
症
に
特
に
効
果

の
あ
る
薬
の
開
発
が
望
ま
れ
ま
す
。

　
最
近
、
希
望
あ
る
ニ
ュ
ー
ス
が
相
次
い

で
い
ま
す
。
近
く
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
の

増
殖
を
強
く
抑
え
る
薬
ラ
ミ
ブ
ジ
ン
が
保

険
薬
に
収
載
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン
の
再
投
与
の
治
験
で

最
初
の
投
与
で
無
効
だ
っ
た
人
の
一
部
に

も
有
効
と
の
成
績
が
出
ま
し
た
。

肝
が
ん
撲
滅
は
４
段
階
で

鎌
田
　
21
世
紀
の
肝
が
ん
撲
滅
の
戦
略

を
う
か
が
い
ま
す
。

谷
川
　
日
本
肝
臓
学
会
で
は
、
肝
が
ん

撲
滅
対
策
と
し
て
、
４
つ
の
予
防
ス

テ
ッ
プ
を
設
け
、
各
段
階
ご
と
に
対
策

を
具
体
的
に
示
し
て
お
り
ま
す
。

　
肝
が
ん
は
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
を
持
つ
人

だ
け
に
起
こ
る
と
い
う
他
の
が
ん
に
は

な
い
大
き
な
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
肝
が

ん
は
病
気
が
起
こ
る
前
に
こ
れ
を
未
然

に
防
ぐ
と
い
う
本
当
の
意
味
で
の
予
防

が
で
き
る
唯
一
の
が
ん
で
す
。

　
０
次
予
防
は
40
歳
検
診
時
の
Ｂ
型
と

Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
査
、
１
次
予
防

は
予
防
注
射
に
よ
る
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル

ス
の
母
児
感
染
の
完
全
阻
止
、
Ｃ
型
肝

炎
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
の
開
発
研
究
、

１
・
５
次
予
防
は
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン

療
法
の
適
応
の
拡
大
、
新
薬
の
開
発
な

ど
、
２
次
予
防
は
が
ん
の
早
期
発
見
・

早
期
治
療
の
確
立
で
す
。

鎌
田
　
最
後
に
本
紙
の
読
者
へ
一
言
お

願
い
し
ま
す
。

谷
川
　
肝
臓
病
で
不
安
な
日
々
を
送
っ
て

い
る
方
は
少
な
く
な
い
で
し
ょ
う
。
私
た

ち
は
21
世
紀
に
向
け
て
厚
生
省
を
は
じ
め

患
者
団
体
、
製
薬
業
界
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア

の
方
々
と
協
力
し
て
、
肝
臓
病
、
こ
と
に

肝
が
ん
の
撲
滅
に
全
力
を
あ
げ
て
い
ま

す
。
希
望
を
持
っ
て
病
気
の
克
服
に
臨
ん

で
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

昭和33年、大阪大学医学部卒。大阪大学医学
部講師、助教授を経て、昭和60年、同第1内科
教授。平成6年、大阪大学医学部附属病院長併
任、この間、日本内科学会理事、日本肝臓学会
理事、日本消化器病学会理事を歴任。平成8年
より労働福祉事業団大阪労災病院院長。大阪大
学名誉教授。
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消化器からのメッセージ

気
に
な
る

症

状

口
　
臭
！

臭いもの身知らず

　
口
臭
に
は
生
理
的
な
も
の
と
病
的
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

病
的
な
口
臭
は
、
原
因
が
口
の
中
に
あ
る
口
腔
性
の
も
の
と

そ
れ
以
外
の
も
の
に
大
別
さ
れ
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
は
口
腔

性
の
も
の
で
す
。

日
本
消
化
器
病
学
会
広
報
委
員

名
古
屋
市
立
大
学
第
１
内
科
教
授

伊
藤
　
誠

◆
生
理
的
な
口
臭

口
臭
と
は
吐
く
息（
呼
気
）と
と
も
に

口
腔
か
ら
発
散
さ
れ
る
臭
気
の
総
称
で

す
。
し
た
が
っ
て
、
呼
気
臭
も
口
臭
の

中
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

生
理
的
な
口
臭
で
は
、
起
床
時
の
口

臭
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

睡
眠
中
に
は
唾
液
の
分
泌
が
減
少
し
て

口
腔
内
の
自
浄
作
用
が
低
下
す
る
た
め

に
起
こ
り
ま
す
。
緊
張
し
た
と
き
に
も

交
感
神
経
が
刺
激
さ
れ
て
唾
液
分
泌
が

減
り
、
口
臭
を
起
こ
し
ま
す
。
そ
の
ほ

か
、
女
性
の
月
経
時
、
妊
娠
時
に
は
ホ

ル
モ
ン
分
泌
が
変
化
し
て
口
臭
を
き
た

す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
年
齢
が

関
係
す
る
も
の
と
し
て
は
、
乳
幼
児
の

甘
い
呼
気
臭
、
思
春
期
の
刺
激
性
呼
気

臭
、
老
人
の
不
快
呼
気
臭
と
呼
ば
れ
る

口
臭
が
あ
り
ま
す
。

◆
口
の
中
に
原
因
が
あ
る
口
臭

病
的
な
口
臭
は
、
口
の
中
に
原
因
が

あ
る
口
腔
性
口
臭
と
口
以
外
に
原
因
が
あ

る
非
口
腔
性
口
臭
に
分
け
ら
れ
ま
す
が
、

ほ
と
ん
ど
は
口
腔
性
の
も
の
で
す
。

口
腔
性
口
臭
の
う
ち
、
ふ
つ
う
私
た

ち
が
い
う
慢
性
の
口
臭
で
は
、
歯
の
表

面
の
不
潔
な
部
分
と
か
義
歯
の
隙
間
に

溜
っ
た
食
べ
か
す
、
そ
れ
に
歯
周
炎
が

最
も
多
い
原
因
で
す
。

口
腔
性
口
臭
は
、
卵
が
腐
っ
た
よ
う

な
腐
卵
臭
が
特
徴
で
、
そ
の
本
態
は
、

口
中
で
つ
く
ら
れ
た
メ
チ
ル
メ
ル
カ
プ

タ
ン
、
硫
化
水
素
、
ジ
メ
チ
ル
ス
ル

フ
ィ
ド
な
ど
の
硫
化
物
で
す
。
な
か
で

も
メ
チ
ル
メ
ル
カ
プ
タ
ン
は
口
臭
の
強

さ
と
最
も
密
接
に
関
連
し
ま
す
。
い
ず

れ
も
口
中
の
嫌
気
性
菌
と
い
う
空
気
を

嫌
う
細
菌
に
よ
っ
て
歯
の
付
着
物
と
か

義
歯
に
溜
っ
た
食
べ
か
す
、
炎
症
部
に

溜
っ
た
壊
死
物
質
な
ど
か
ら
つ
く
り
だ

さ
れ
ま
す
。

◆
口
以
外
に
原
因
が
あ
る
口
臭

非
口
腔
性
口
臭
は
、
重
症
の
代
謝
性

疾
患
、
鼻
咽
喉
疾
患
、
呼
吸
器
疾
患
、
消

化
器
疾
患
な
ど
で
み
ら
れ
ま
す
。

代
表
的
な
例
を
あ
げ
ま
す
と
、
糖
尿

病
で
は
、
ア
セ
ト
ン
臭
と
い
う
甘
酸
っ

ぱ
い
口
臭
を
み
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
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食い過ぎ飲み過ぎ病のもと

伊藤　誠
慶應義塾大学医学部消化器内科　教授

石井　裕正

血
液
中
に
ア
セ
ト
ン
と
低
級
脂
肪
酸
が

増
え
る
た
め
で
、
飢
餓
状
態
で
も
み
ら

れ
ま
す
。
尿
毒
症
で
は
ア
ン
モ
ニ
ア
臭

と
か
尿
臭
を
発
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
血
液
か
ら
唾
液
に
移
行
し

た
尿
素
が
口
腔
内
と
か
胃
内
の
細
菌
で

ア
ン
モ
ニ
ア
な
ど
に
分
解
さ
れ
る
た
め

い

お
う

で
す
。
肝
不
全
で
は
血
液
中
の
硫
黄
性

の
ア
ミ
ノ
酸
か
ら
メ
チ
ル
メ
ル
カ
プ
タ

ン
が
つ
く
ら
れ
、
肝
性
口
臭
と
呼
ぶ
腐

卵
臭
が
み
ら
れ
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
慢
性
副
鼻
腔
炎
と
か
肺

化
膿
症
、
胃
の
出
口
が
狭
窄
す
る
幽
門

部
狭
窄
、
腸
閉
塞
な
ど
で
は
膿
臭
と
か

腐
敗
臭
、
腐
肉
臭
が
み
ら
れ
ま
す
。

◆
口
臭
の
判
定
法

口
臭
は
、
近
づ
い
て
話
を
し
た
と
き

の
呼
気
と
か
口
臭
マ
ス
ク
を
通
し
て
吐

き
出
さ
れ
た
息
の
臭
い
を
検
者
が
嗅
ぐ

方
法
で
判
定
さ
れ
ま
す
。
一
方
の
唇
の

脇（
口
角
）か
ら
注
射
器
の
よ
う
な
も
の

で
口
腔
内
へ
吹
き
込
ん
だ
エ
ア
を
他
方

の
口
角
か
ら
回
収
し
て
、
そ
の
臭
い
を

嗅
ぐ
方
法
も
あ
り
ま
す
。
口
臭
検
知
器

で
呼
気
中
の
メ
チ
ル
メ
ル
カ
プ
タ
ン
を

測
っ
た
り
、
ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
ィ
ー

い

お
う

と
い
う
分
析
方
法
で
呼
気
中
の
硫
黄
化

合
物
を
測
る
方
法
も
あ
り
ま
す
。

◆
自
分
に
分
か
る
口
臭

　
分
か
ら
な
い
口
臭

口
臭
に
は
、
自
分
に
も
他
人
に
も
分

か
る
も
の
、
実
際
は
口
臭
は
し
な
い
の

に
自
分
に
は
口
臭
が
あ
る
と
信
じ
込
ん

で
し
ま
っ
て
い
る
も
の（
自
己
臭
症
）、

自
分
で
は
気
づ
か
な
い
が
他
人
に
は
分

か
る
も
の（
他
臭
症
）が
あ
り
ま
す
。

自
己
臭
症
は
、
心
因
性
口
臭
と
も
呼

ば
れ
、
神
経
症
的
な
性
格
を
も
っ
た
人

に
み
ら
れ
ま
す
。

他
臭
症
は
、
自
分
の
口
臭
で
他
人
を

不
快
に
さ
せ
て
い
る
の
に
自
分
は
気
づ

い
て
い
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
家
族

な
ど
が
口
臭
の
こ
と
を
教
え
て
あ
げ
る

の
が
い
い
と
思
い
ま
す
。

慢
性
的
に
嫌
な
臭
い
を
撒
き
散
ら
す

口
臭
を
断
つ
こ
と
は
、
公
衆
衛
生
上
も

社
交
上
も
大
切
な
こ
と
で
す
の
で
、
家

族
な
ど
に
時
ど
き
チ
ェ
ッ
ク
し
て
も
ら

う
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

脂肪肝とは、肝細胞に主に中性脂肪が

蓄積して肝臓全体がはれてくる状態をい

います。人間ドックの血液検査で肝機能

異常が指摘された場合、脂肪肝が主な原

因であるといわれています。

●原因は？　お酒（アルコール）の飲み

過ぎ、糖尿病、食べ過ぎ（エネルギーの過

剰摂取）が3大原因といわれています。そ

の他にはステロイドホルモン剤をはじめ

とする薬剤によるものや、内分泌疾患に

よるものなどがあります。

●症状は？　肝細胞に蓄積する脂肪の

程度によって無症状のものから腹部膨満

感や右上腹部の軽い圧迫感や鈍痛などの

腹部症状を示すものまで多彩です。原因

がアルコールの過飲で、連日大量の飲酒

（日本酒で3合以上）を続けるような場合、

強い上腹部痛や黄疸など重篤な症状を呈

することもあります。

●治療は？　食べ過ぎによる脂肪肝で

は肥満を伴っていることが多く、食事療

法で摂取カロリーを減らし、標準体重に

近づけることが大切です。その結果、肝

臓の脂肪分も減り、はれていた肝臓も元

に戻っていきます。

糖尿病が原因の人は、通常、食事療法

と薬物療法で血糖コントロールを行うこ

とにより、脂肪肝も改善してきます。

アルコール性脂肪肝の最も重要な治療

は、お酒をやめることです。飲み続ける

と、5～10年の経過の中で脂肪肝からア

ルコール性肝線維症、さらには肝硬変へ

と進展することがあります。

気になる消化器病

脂肪肝
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こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
読
者
の
皆
さ
ん
よ
り
お
寄
せ
い

た
だ
い
た
消
化
器
の
病
気
や
健
康
に
関
す
る
疑
問
や
悩

み
に
つ
い
て
、
専
門
医
が
お
答
え
し
ま
す
。�

�

消化器�

Q&A

回
答

横
浜
市
立
市
民
病
院

感
染
症
部
長

相
楽
　
裕
子

回
答

京
都
大
学
医
学
部
附
属

病
院
総
合
診
療
部
長

福
井
　
次
矢

ふ
つ
う
、
患
者
さ
ん
は
１

日
３
回
、
４
〜
６
時
間
お
き

に
食
事
を
と
り
ま
す
か
ら
、

一
般
的
に
薬
を
飲
む
時
間
帯
は
食
事
摂

取
と
の
関
係
で
規
定
さ
れ
ま
す
。

例
え
ば
、
食
物
と
一
緒
に
服
用
し
た

薬
は
胃
の
中
で
食
物
や
水
分
と
混
ざ
り

合
っ
て
薬
の
濃
度
が
低
く
な
り
、
胃
粘

膜
へ
の
直
接
的
な
刺
激
・
傷
害
が
減
り

ま
す
。
さ
ら
に
、
小
腸
で
の
薬
の
吸
収

が
ゆ
っ
く
り
と
な
り
、
作
用
は
よ
り
緩

や
か
に
現
れ
、
長
続
き
し
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
胃
粘
膜
の
傷
害
作
用

が
強
い
薬
は
、
胃
へ
の
刺
激
を
少
な
く

す
る
た
め
に
食
物
と
一
緒
に
服
用
し
ま

す
。
逆
に
、
急
速
に
血
液
中
に
吸
収
さ

れ
る
の
が
望
ま
し
い
薬
は
、
食
事
前
の

の

空
腹
時
に
服
み
、
高
濃
度
の
ま
ま
速
や

か
に
小
腸
に
送
り
ま
す
。

ま
た
、
胃
の
粘
膜
を
覆
っ
て
保
護
す

る
こ
と
が
目
的
の
薬
は
、
胃
の
粘
膜
が

食
物
で
覆
わ
れ
て
い
な
い
と
き
を
狙
っ

て
飲
む
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
薬
を
飲
む
時
間
帯

は
、
服
用
す
る
薬
の
目
的
、
作
用
お
よ

び
吸
収
の
さ
れ
方
な
ど
を
総
合
的
に
考

え
て
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
食
前
」
は
食
事
を
す
る
前
15
〜
30

分
、「
食
中
」は
食
事
の
最
中
、「
食
間
」

は
食
事
と
食
事
の
間（
一
般
的
に
は
食
後

２
時
間
た
っ
た
頃
）、「
食
後
」は
食
事
の

後
15
〜
30
分
、
な
ど
が
目
安
で
す
。

薬
を
処
方
さ
れ
た
と
き
の
指
示
に

従
っ
て
正
し
く
服
薬
し
て
く
だ
さ
い
。

薬
を
い
た

だ
く
と
、
食

前
、
食
中
、

食
間
、
食
後

な
ど
服
用
時
間
が
指
定
さ
れ
ま
す
。
な

ぜ
で
す
か
？

食
中
毒
と
は
、
そ
の
多
く

が
下
痢
、
腹
痛
、
吐
き
気
、

嘔
吐
、
発
熱
な
ど
急
性
の
胃

腸
炎
症
状
を
き
た
す
病
気
で
、
食
中
毒

の
原
因
物
質
を
含
む
食
品
や
水
を
摂
取

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
り
ま
す
。
原

因
と
し
て
キ
ノ
コ
や
フ
グ
な
ど
の
自
然

毒
に
よ
る
も
の
、
細
菌
、
ウ
イ
ル
ス
、

原
虫
に
よ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
80

％
以
上
は
細
菌
に
よ
る
も
の
で
す
。

食
中
毒
は
、
細
菌
の
増
殖
に
適
し
て

い
る
高
温
多
湿
の
夏
期（
６
〜
９
月
）に

多
発
し
ま
す
。
サ
ル
モ
ネ
ラ
、
腸
炎
ビ

オ
ー

ブ
リ
オ
、
腸
管
出
血
性
大
腸
菌
Ｏ
‐
１

食
中
毒

の
原
因
は
何

で
す
か
？

食
中
毒
を
防

ぐ
た
め
に
は
、

ど
う
す
れ
ば
い
い
の
で
す
か
？

５
７
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
肉
や
鶏
卵
、
魚
貝

類
、
牛
肉
な
ど
の
食
材
を
介
し
て
感
染

し
、
黄
色
ブ
ド
ウ
球
菌
は
ヒ
ト
の
皮
膚
や

鼻
腔
の
汚
染
に
よ
り
感
染
し
ま
す
。

冬
に
下
痢
を
す
る
と
風
邪
と
考
え
が

ち
で
す
が
、
小
型
球
形
ウ
イ
ル
ス
に
よ

る
食
中
毒
は
冬
に
多
発
し
ま
す
。
主
な

原
因
食
品
は
生
ガ
キ
で
す
。
ク
リ
プ
ト

ス
ポ
リ
ジ
ウ
ム
原
虫
に
よ
る
集
団
発
生

は
水
道
水
な
ど
が
媒
介
し
ま
す
。

食
中
毒
予
防
の
原
則
は
、
①
食
品
の

汚
染
防
止
、
②
食
品
中
で
の
細
菌
増
殖

の
防
止
、
③
食
品
中
の
細
菌
の
殺
菌
で

す
。
そ
の
た
め
に
は
、
食
材
の
購
入
か

ら
保
存
、
下
準
備
、
調
理
、
食
事
、

残
っ
た
食
品
の
処
理
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま

な
注
意
が
必
要
で
す
。
生
も
の
は
冷
蔵

庫
に
保
存
す
る
こ
と
、
調
理
前
に
手
を

洗
う
こ
と
、
ま
な
板
を
生
野
菜
と
魚
貝

類
、
肉
類
で
別
に
す
る
こ
と
、
挽
き
肉

料
理
は
中
ま
で
加
熱
す
る
こ
と
、
調
理

後
で
き
る
だ
け
早
く
食
べ
る
こ
と
、

残
っ
た
食
品
を
室
温
に
放
置
し
な
い
こ

と
な
ど
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
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域地 時　日 所　場 マーテ せわ合問お
北東
部支

9月 42 日(日)
00:41 ～ 03:61

ントンシワ松若津会
ルテホ

にめたいならなにんが胃
他」んが胃と瘍潰胃、炎胃「

長院院病合総津会立県島福
　惇　葉千 1512-72-2420.LET

東関
部支

01 月 41 日(土)
00:41 ～ 00:71

ュニ葉千大機電京東
ルーホ田福ンウター

癌腸大と癌胃
他」癌胃とリロピ・ータクバコリヘ「

長院院病総北葉千学大科医本日
　彦精下山 1111-99-6740.LET

01 月 51 日(日)
00:41 ～ 00:71

ルテホ泉温木乃
ルーホズーロ

気病の器化消る治で鏡視内
他」療治るよに鏡視内と病腸胃「

長院院病祉福療医際国
　淳　脇門 1222-73-7820.LET

越信甲
部支

7月8日(土)
00:41 ～ 00:71

館造創田上 気病の腸大
」痢下と毒中食「」んが腸大「

長院院病野長立国
　夫敦田長 0981-22-8620.LET

9月 01 日(日)
00:41 ～ 00:61

グンィデエウオピア
府甲ザラプ

12 るきで服克はんが腸大、紀世
他」んが腸大の人本日るす増急「

長院院病立町原野上
　雄英口江 1215-26-4550.LET

9月 42 日(日)
00:31 ～ 00:61

院病字十赤岡長
堂講大

防予と見発期早のんが器化消
」んが肝「」んが胃「」んが腸大「

長部科器化消院病字十赤岡長
　彦雅池小 0063-82-8520.LET

海東
部支

9月3日(日)
00:41 ～ 00:71

院病見治多立県
ルーホ階３

方し治、方けつ見のんがのかなお
他」んが腸大期早「」んが胃期早「

長院副院病見治多立県阜岐
　夫和藤後 1135-22-2750.LET

陸北
部支

9月9日(土)
00:41 ～ 54:61

いあいあ市賀敦
ザラプ

病臓肝 、 病腸胃 、 すまえ答に安不のたなあ
他」らたれわいとい悪が臓肝で診検「

長院クッニリク科内いがまく
　男幹谷熊 1052-12-0770.LET

国中
部支

7月 32 日(日)
00:31 ～ 03:51

流交際国山岡
ータンセ

いゃしっらい人いるわの臓肝
－ 12 他」癌臓肝るえ増「－癌臓肝の紀世

長院副科内院病合総会生済山岡
　也達島糸 1122-252-680.LET

9月 03 日(土)
00:31 ～ 00:61

院病央中敷倉
ルーホ念記原大

病器化消と慣習食
他」病器化消と酒お「」肝肪脂と満肥れ隠「

任主科内院病央中敷倉
　輔之淳村島 0120-224-680.LET

国四
部支

9月 01 日(日)
00:31 ～ 00:61

館民公央中立町内大 気病のかなおるいてれさ目注、今
他」護介のそと患疾器化消の者齢高「

科内３第学大科医川香
　郎四精邊渡 6512-198-780.LET

州九
部支

7月8日(土)
00:41 ～ 00:61

場議会際国州九北 るえ考をんが臓肝とんが胃
」でまんが臓肝らか炎肝「」ていつにんが胃「

科器化消ータンセ療医立市州九北
　正　澤三 1381-145-390.LET

五月雨は腹の中まで腐らせる

情報のひろば

結核と消化器病

－腸結核－
細菌
の話

日本消化器病学会の各支部において市民公開講座を開催致します。健康相談、

質擬応答もありますので、ぜひご参加ください。参加費はすべて無料です。
市民公開講座の
お知らせ

市民公開講座の
お知らせ

日本から消え去ったとさえ考えられていた肺

結核の集団発生が、最近、各地で報じられ、し

かも抗結核薬に耐性の菌も出てきたとあって

は、驚きを通り越して恐怖さえ覚えます。

腸結核は肺結核の合併症として知られていま

したが、肺に活動性の結核病変を持たず、胸部

Ｘ線像で全く異常が認められない、いわゆる原

発性腸結核も増加しています。
かくたん ひ まつ

結核菌は通常、喀痰等から飛沫感染し、感染

後、長期間たって発症するとされています。

腸結核では腹痛、下痢、腹部膨満感、便秘

などの腹部症状と発熱、全身倦怠感、体重減

少などが現れ、腸に潰瘍をつくります。腹痛

が約50％にみられますが、肺結核に特有の症

状は少ないので注意が必要です。

腸結核以外の疾患の疑いで大腸内視鏡検査を
あと

行い、盲腸部に典型的な腸結核の跡がみられる

ことがあります。腸結核は自然治癒の傾向が強

いとされ、発見されずに過ごしている人も多い

と思われます。

腸結核は症状や血液検査（血沈、ツベルクリ

ン反応）では証明が難しく、早期のより的確な

診断には、注腸造影検査および大腸内視鏡検査

が最も有用な方法です。

活動性腸結核の場合、肺結核に準じた抗結核

療法が必要となります。通常4～8週間で活動

性病変（潰瘍）は治ります。腸結核の治療後は、

引きつれや変形を起こしやすいので、早期発

見、早期治療が大切です。

大阪市立住吉市民病院 院長　北野　厚生
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胃

食道

横隔膜食道靭帯

横隔膜

食道裂孔が大きくなって
「傍食道型ヘルニア」に

横隔膜食道靭帯が緩み
「滑出型ヘルニア」に

胃
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食道裂孔 食道裂孔
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食道は横隔膜の食道裂孔という穴を通り、胃へ

とつながります。食道裂孔は横隔膜食道靭帯とい

う強靭なバンドで食道と胃を固定しています。こ

のバンドが緩んだり、食道裂孔が大きくなると、

胃の上部が胸腔の中に入り込みます。このような

状態を食道裂孔ヘルニアといいます。多くは前者

の食道と胃を固定しているバンドが緩むために起
かつしゅつ

こり、滑出型食道裂孔ヘルニアと呼ばれます。

　●症　状　食道

と胃のつなぎ目は

胃の内容物が食道

に逆流しないよう

な仕組みになって

いますが、その機能が失われるた

め、強い酸性の胃液が逆流して、胸やけがしばし

ば生じます。逆流の刺激が過剰になり逆流性食道

炎になることもあります。また食道のつかえ感、

食後の腹部違和感なども多く訴えられます。

　●生活上の注意　太っている人は減量するこ

と。食事は規則正しく。食べ過ぎに注意。油物、

甘い物、味の濃い食物は控えめに。

　●逆流性食道炎になったら　食後すぐ横になら

ず、症状が強いときは就寝時に上体を少し（30～

40°くらい）起こして休んでください。胃液の分泌

を抑える薬、粘膜を保護する薬、食道の機能を改

善する薬などで治療します。

（『イラストによる外来患者の指導』南山堂より）

絵で見る
消化器病

食道裂孔ヘルニアの多くは加齢により筋肉や靭

帯が弱まるため生じますが、肥満や妊婦など腹圧の

かかる体型も誘因となります。

食道裂孔ヘルニア


