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近
年
、
H
I
V
感
染
症
の
医
療
技
術
の
進
歩
は
著
し
く
、
H
I
V

（
エ
イ
ズ
ウ
イ
ル
ス
）
に
感
染
し
て
も
、
適
切
に
医
療
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
れ
ば
感
染
前
と
変
わ
ら
な
い
生
活
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
一
方
で
、
日
本
の
感
染
者
・
患
者
数
が
広
い
年
齢
層
で
増
加
し
て

い
る
な
か
、
受
診
の
遅
れ
に
よ
る
治
療
困
難
例
、
合
併
症
や
薬
に
よ
る

副
作
用
の
出
現
、
ま
た
加
齢
現
象
な
ど
に
よ
っ
て
障
害
や
要
介
護
状
態

と
な
り
、
自
立
困
難
で
長
期
療
養
を
要
す
る
方
が
少
し
ず
つ
増
え
て
き

ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
患
者
さ
ん
に
と
っ
て
大
切
な
こ
と
は
、
安
心
で
き
る
療

養
の
場
が
安
定
し
て
保
障
さ
れ
る
こ
と
と
い
え
ま
す
。
そ
し
て
社
会
福

祉
施
設
や
療
養
型
病
床
群
は
、
そ
う
し
た
患
者
さ
ん
の
生
活
の
場
と
し

て
重
要
な
資
源
の
一
つ
と
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
現
状
で
は
残
念
な
が
ら
、
受
け
入
れ
拒
否
や
複
数

病
院
で
の
社
会
的
入
院
の
繰
り
返
し
な
ど
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
状
況
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
実
施
し
た
い
く
つ
か
の
調

査
の
結
果
か
ら
、
受
け
入
れ
拒
否
に
つ
な
が
る
、
施
設
側
が
抱
え
る
不

安
や
疑
問
の
内
容
が
か
な
り
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、

漠
然
と
し
た
怖
れ
や
不
安
、
具
体
的
な
対
応
の
仕
方
が
わ
か
ら
な
い
こ

と
、
何
か
が
あ
っ
た
と
き
の
責
任
問
題
な
ど
で
す
。

本
冊
子
は
、
そ
う
し
た
不
安
や
疑
問
に
答
え
る
こ
と
を
目
指
し
て
作

成
い
た
し
ま
し
た
。

冊
子
の
内
容
は
で
き
る
だ
け
わ
か
り
や
す
く
、
具
体
的
に
現
場
の
状

況
に
合
わ
せ
て
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
心
が
け
ま
し
た
。
ま
た
、
実
際

に
H
I
V
陽
性
者
を
受
け
入
れ
た
経
験
の
あ
る
施
設
の
職
員
の
方
の
、

知
識
や
理
屈
だ
け
で
は
な
い
生
の
声
を
お
伝
え
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て

弁
護
士
さ
ん
か
ら
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
法
的
責
任
に
対
す
る
考

え
方
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。

私
た
ち
は
、
H
I
V
感
染
症
が
喚
起
さ
せ
る
否
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
や

感
情
を
わ
か
ち
あ
う
環
境
を
あ
え
て
整
備
し
て
い
く
こ
と
も
、
よ
り
よ

い
ケ
ア
提
供
の
た
め
に
大
切
と
感
じ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
て
施
設
職
員

の
一
人
ひ
と
り
が
こ
の
課
題
に
対
し
て
き
ち
ん
と
向
き
合
う
姿
勢
を
持

て
る
こ
と
が
、
ケ
ア
の
質
の
向
上
や
職
員
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
に
繋
が
っ

て
い
く
と
考
え
て
い
ま
す
。

な
お
、
こ
の
冊
子
は
ま
だ
ま
だ
暫
定
版
で
す
。
今
後
も
可
能
な
限
り
、

よ
り
よ
い
内
容
に
な
る
よ
う
に
刷
新
し
て
い
く
つ
も
り
で
す
。
そ
の
た

め
に
も
皆
様
の
ご
意
見
、
ご
批
判
を
賜
り
た
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
の
冊
子
を
手
に
さ
れ
た
み
な
さ
ま
へ
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私 た ち の 施 設 で

Ｈ Ｉ Ｖ 陽 性 者 を

迎 え 入 れ た と き

ある日、市役所からかかってきた電話。

「おたくの施設で、エイズの人を受け入れてもらえないか……」

ある日、入居者が見慣れない薬を持参した。

「ネットで調べたら、エイズの薬みたいです……」

日本でエイズが始まって約20年、

いま、全国で報告されている感染者は約1万3000人。

慢性病の一つになったとも言われるＨＩＶ感染症の現実のなかで、

高齢者対応の施設や長期療養施設を利用するＨＩＶ陽性者が、いま、増えてきています。

そのとき施設の人たちは、どう受け止め、どう考え、どう行動したのでしょう。

全国5つの施設での実例インタビューをご紹介します。
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ど
う
や
っ
て
断
わ
ろ
う
、と

考
え
て
い
た
と
き
社
長
の
一
声
が

│
│
陽
性
者
の
受
け
入
れ
の
お
話
が
あ
っ
た
と
き
は
、
ど
の
よ
う
に

思
わ
れ
ま
し
た
か
？

は
じ
め
は
や
っ
ぱ
り
不
安
で
、
ち
ょ
っ
と
怖
い
な
と
…
…
。
エ
イ
ズ

に
関
す
る
情
報
の
は
し
ば
し
を
耳
に
す
る
と
、
す
ご
く
否
定
的
な
考
え

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
何
を
理
由
に
断
ろ
う
か
な
あ
と
い
う
方
向
に
自

然
と
向
い
て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
直
接
援
助
す
る
職
員
の
中
に
一
人

で
も
反
対
す
る
人
が
い
た
ら
や
め
よ
う
と
い
う
話
を
し
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
う
ち
の
社
長
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
ま
あ
、
い
つ
も
そ
う
な

ん
で
す
け
ど
、「
何
が
問
題
な
の
？
」「
そ
の
か
た
が
普
段
の
生
活
を
す

る
と
き
に
何
か
問
題
が
起
こ
る
の
？
」
と
。「
受
け
入
れ
れ
ば
い
い
じ

ゃ
な
い
」
っ
て
さ
ら
っ
と
言
わ
れ
ま
し
て
（
笑
）。
そ
も
そ
も
社
長
の

考
え
方
は
、
誰
に
も
当
然
、
一
人
の
人
間
と
し
て
生
き
て
い
く
人
権
が

あ
る
、
そ
れ
を
施
設
と
い
う
と
こ
ろ
に
閉
じ
込
め
る
の
で
は
な
く
、
そ

の
か
た
が
そ
れ
ま
で
さ
れ
て
い
た
生
活
を
そ
の
ま
ま
再
現
す
る
、
と
い

う
も
の
な
ん
で
す
。
そ
れ
で
、
そ
の
後
は
受
け
入
れ
る
た
め
に
は
ど
う

す
れ
ば
い
い
ん
だ
ろ
う
と
い
う
方
向
か
ら
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

│
│
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
準
備
を
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

う
ち
の
施
設
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
は
、
エ
イ
ズ
は
肝
炎
と
同
様
に
血
液

だ
け
気
に
す
れ
ば
い
い
と
書
い
て
あ
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
エ
イ
ズ
予

防
財
団
（
※
１
）

か
ら
冊
子
を
送
っ
て
い
た
だ
い
た
り
し
て
、
具
体
的
な

不
安
を
あ
げ
て
感
染
症
の
知
識
に
関
す
る
勉
強
会
を
や
っ
て
み
ま
し
た
。

感
染
症
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
の
考
え
方
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
プ
リ
コ
ー

シ
ョ
ン
（
※
２
）

と
い
う
話
を
し
た
上
で
、
自
分
が
仕
事
で
そ
の
か
た
と

接
す
る
と
き
に
、
ど
の
部
分
が
具
体
的
に
危
険
な
の
か
を
わ
か
り
や
す

く
話
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
ケ
ア
の
責
任
者
で
あ
る
施
設
長
に
、
ご
本

人
に
会
っ
て
も
ら
う
機
会
を
作
り
ま
し
た
。
ご
本
人
に
会
っ
て
、
お
話

を
し
た
こ
と
で
、
施
設
長
も
こ
の
か
た
だ
っ
た
ら
受
け
入
れ
た
い
な
あ

介護付き有料老人ホームの場合
お話：管理者Ａさん（30歳代、男性）

株式会社
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と
い
う
気
持
ち
を
強
く
持
て
た
よ
う
で
し
た
。

食
事
部
の
職
員
か
ら

「
聞
い
て
な
い
」
と
詰
め
寄
ら
れ
て

│
│
実
際
に
受
け
入
れ
て
か
ら
は
い
か
が
で
し
た
か
？

実
際
に
介
護
す
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
思
っ
て
い
た
よ
り
ス
ム
ー
ズ

に
い
き
ま
し
た
。
た
だ
食
事
作
り
な
ど
を
し
て
く
れ
て
い
る
職
員
か
ら
、

「
エ
イ
ズ
の
人
を
受
け
入
れ
る
な
ん
て
聞
い
て
い
ま
せ
ん
」
と
、
入
居

後
三
日
目
く
ら
い
に
、
み
ん
な
で
詰
め
寄
ら
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
ま
ず
、
事
前
に
話
を
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
謝
罪
し
て
、

み
ん
な
の
イ
メ
ー
ジ
を
聞
い
て
、
そ
こ
か
ら
話
し
て
い
き
ま
し
た
。
年

齢
的
に
学
校
教
育
で
は
エ
イ
ズ
の
こ
と
を
習
っ
て
い
な
い
か
た
が
多
く
、

病
気
の
イ
メ
ー
ジ
が
膨
ら
ん
で
、
あ
ま
り
に
も
大
き
な
誤
解
に
な
っ
て

い
る
よ
う
な
状
態
で
し
た
。
そ
れ
で
五
時
間
ぐ
ら
い
話
を
し
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
そ
れ
な
ら
ま
あ
ま
あ
受
け
入
れ
ま
す
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
実
際
に
は
そ
の
う
ち
ご
本
人
が
気
さ
く
な
か
た
で
人
気
者
だ

っ
た
の
で
不
安
も
消
え
て
い
っ
た
と
い
う
感
じ
で
し
た
。
最
終
的
に
は

今
回
受
け
入
れ
を
し
た
こ
と
で
、
本
当
に
現
場
の
結
束
と
い
う
の
が
逆

に
で
き
ま
し
た
。

│
│
入
居
中
の
医
療
に
つ
い
て
は
ど
う
さ
れ
ま
し
た
か
？

何
か
あ
っ
た
と
き
の
受
け
入
れ
先
に
つ
い
て
は
、
や
っ
ぱ
り
私
自
身

も
心
配
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
も
と
も
と
市
立
病
院
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ

ー
カ
ー
さ
ん
か
ら
の
ご
紹
介
だ
っ
た
の
で
、
そ
ち
ら
に
ご
相
談
し
た
と

こ
ろ
、
救
急
の
と
き
の
受
け
入
れ
は
し
ま
す
と
い
う
お
話
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
た
だ
専
門
医
が
い
な
い
の
で
、
経
過
観
察
は
で
き
な
い
と
い

わ
れ
て
し
ま
い
、
遠
方
の
エ
イ
ズ
拠
点
病
院
（
※
３
）

ま
で
通
院
す
る
必

要
が
あ
り
ま
し
た
。
ど
う
し
て
も
っ
と
近
く
で
医
療
が
受
け
ら
れ
な
い

の
か
と
い
う
思
い
は
残
り
ま
し
た
。
職
員
の
問
題
は
思
っ
て
い
た
よ
り

も
ち
ゃ
ん
と
話
を
す
れ
ば
わ
か
っ
て
も
ら
え
る
、
だ
け
ど
医
療
は
こ
ち

ら
で
は
一
切
手
を
出
せ
な
い
の
で
、
そ
の
部
分
を
解
決
で
き
る
体
制
が

な
い
と
た
ぶ
ん
受
け
入
れ
よ
う
と
い
う
気
分
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
な

あ
と
感
じ
ま
す
。

今
回
は
、
前
医
で
あ
る
療
養
型
病
院
の
先
生
の
情
報
提
供
書
が
、
す

ご
く
暖
か
い
感
じ
の
書
き
方
を
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
を

み
ん
な
に
直
接
読
ん
で
も
ら
っ
た
の
が
、
職
員
の
安
心
に
繋
が
っ
た
と

思
い
ま
す
。
そ
の
後
も
先
生
と
メ
ー
ル
の
や
り
と
り
を
す
る
中
で
も
、

い
つ
で
も
行
き
ま
す
よ
と
ご
返
事
を
く
だ
さ
り
、
本
当
に
医
療
の
部
分

の
受
け
入
れ
が
課
題
な
ん
だ
と
思
い
ま
し
た
。

│
│
他
の
入
居
者
に
対
し
て
配
慮
さ
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

病
気
の
こ
と
は
個
人
情
報
な
の
で
、
た
と
え
ば
「
こ
の
か
た
は
結
核

の
既
往
が
あ
り
、
再
発
の
可
能
性
は
ゼ
ロ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
他
の

か
た
に
説
明
す
る
こ
と
が
な
い
の
と
同
じ
で
す
。
も
し
病
気
の
こ
と
に

つ
い
て
聞
か
れ
た
場
合
は
「
個
人
情
報
な
の
で
基
本
的
に
お
話
し
で
き

な
い
」
と
伝
え
て
も
ら
い
、
そ
れ
で
も
納
得
さ
れ
な
い
場
合
は
、
私
に

問
い
合
わ
せ
て
も
ら
う
よ
う
統
一
し
ま
し
た
。
な
ん
ら
か
の
形
で
詰
め

寄
ら
れ
た
場
合
は
、
感
染
症
と
は
何
か
か
ら
順
を
追
っ
て
お
話
し
し
、

入
院
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
状
態
で
は
な
い
の
で
、
入
居
を
お
断
り
す

る
理
由
は
な
い
と
い
う
結
論
に
持
っ
て
い
こ
う
と
準
備
し
て
い
ま
し
た
。

社長から「受け入れて、何か問題が起こるの？」と

さらっと言われてしまいまして……（笑）。

（
※
１
）
エ
イ
ズ
予
防
財
団：

厚
労
省
の
外
郭
団
体
。
国
の
エ
イ
ズ
行
政
を
実
務
的
な
側
面
で
担
っ
て

活
動
し
て
い
る
。

（
※
２
）
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
プ
リ
コ
ー
シ
ョ
ン：

す
べ
て
の
人
が
な
に
か
の
病
原
体
を
も
っ
て
い
る
と
仮

定
し
て
対
応
す
る
予
防
法
。
本
誌
20
ペ
ー
ジ
参
照
。

（
※
３
）
エ
イ
ズ
拠
点
病
院：

Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
症
の
治
療
や
研
究
の
拠
点
と
な
る
病
院
。
大
都
市
圏
や
県

庁
所
在
地
の
大
病
院
等
を
中
心
に
、
全
国
に
３
０
０
か
所
以
上
、
指
定
さ
れ
て
い
る
。
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人
を
ケ
ア
す
る
と
は

困
難
な
の
が
当
た
り
前

│
│
は
じ
め
に
お
話
が
あ
っ
た
と
き
は
ど
う
思
わ
れ
ま
し
た
か
？

市
役
所
か
ら
「
エ
イ
ズ
の
人
の
受
け
入
れ
を
お
願
い
し
た
い
」
と
い

う
お
電
話
が
あ
っ
た
と
き
は
、
エ
イ
ズ
と
い
う
病
気
が
、
ど
の
よ
う
な

レ
ベ
ル
で
ど
の
よ
う
な
状
態
で
ど
の
よ
う
に
進
ん
で
い
く
の
か
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
が
な
か
っ
た
の
で
す
ね
。「
発
病
（
※
１
）

し
た
状
態
で
は
、
受

け
入
れ
て
く
れ
る
病
院
が
な
い
の
で
す
か
？
」
と
聞
い
た
ら
、〝
八
方

塞
が
り
な
ん
だ
〞
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
お
た
く
な
ら
受
け
入
れ

て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
（
笑
）。
な
ん
で
う
ち
な
ん
だ
、
と
い

う
思
い
は
あ
り
ま
し
た
ね
。
チ
ー
ム
で
ケ
ア
に
あ
た
り
ま
す
の
で
、
職

員
の
本
音
の
と
こ
ろ
が
大
事
、
陰
で
ボ
ソ
ボ
ソ
と
言
い
合
う
よ
う
で
は

い
け
な
い
と
思
い
ま
し
た
。

│
│
施
設
と
し
て
の
お
考
え
は
い
か
が
で
し
た
か
。

私
ど
も
の
施
設
の
理
事
長
は
、
本
当
に
ず
っ
と
理
念
が
ぶ
れ
な
い
ん

で
す
。
以
前
、
Ｍ
Ｒ
Ｓ
Ａ
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
ろ
、
そ
の
人
が
お

元
気
な
状
態
で
あ
っ
て
も
「
Ｍ
Ｒ
Ｓ
Ａ
だ
か
ら
」
と
な
ん
の
根
拠
も
な

く
サ
ー
ビ
ス
利
用
を
断
わ
る
施
設
の
話
を
多
く
耳
に
し
ま
し
た
。
そ
の

こ
ろ
か
ら
も
、「
ど
ん
な
病
気
な
の
か
？

な
に
が
問
題
な
の
か
？

ど

の
よ
う
に
し
た
ら
そ
の
か
た
を
サ
ポ
ー
ト
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
、

わ
れ
わ
れ
の
社
会
的
使
命
と
し
て
考
え
て
き
ま
し
た
。
結
果
、
わ
れ
わ

れ
の
力
量
で
は
お
断
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
。

現
実
、
重
度
の
認
知
症
や
気
管
切
開
の
か
た
な
ど
、
ほ
か
の
施
設
で

は
受
け
入
れ
困
難
ケ
ー
ス
を
わ
れ
わ
れ
は
多
く
受
け
て
き
ま
し
た
。
そ

の
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
の
ケ
ア
の
実
績
と
な
り
自
信
に
つ
な
が
っ
て
き
ま

し
た
。
い
ま
で
は
〝
困
難
な
の
が
当
た
り
前
〞
で
し
ょ
う
か
。
大
変
さ

は
あ
り
ま
す
が
そ
の
結
果
、
状
態
が
よ
く
な
っ
て
お
帰
り
い
た
だ
く
ケ

ー
ス
が
多
く
な
る
こ
と
で
、
市
役
所
の
か
た
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
へ
の

期
待
が
高
く
な
る
ん
で
す
。

不
安
や
怖
さ
は

間
違
っ
た
知
識
か
ら
生
じ
る

│
│
最
初
は
ど
の
よ
う
に
動
か
れ
た
の
で
す
か
？

ま
ず
は
受
け
る
受
け
な
い
で
は
な
く
て
、
い
ち
ど
お
話
を
伺
い
ま
し

ょ
う
、
ご
本
人
の
状
態
も
把
握
し
ま
し
ょ
う
、
ご
家
族
の
気
持
ち
も
伺

い
ま
し
ょ
う
、
と
考
え
ま
し
た
。
今
回
の
ケ
ー
ス
に
限
ら
ず
、
家
族
に

介
護
力
が
ど
れ
く
ら
い
あ
る
の
か
も
み
ま
す
。
ア
セ
ス
メ
ン
ト
し
て
予

測
が
で
き
て
い
な
い
と
難
し
い
と
思
い
ま
し
た
の
で
。

│
│
具
体
的
な
準
備
は
ど
の
よ
う
に
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

ケ
ア
に
あ
た
る
職
員
に
聞
く
と
、
不
安
だ
と
言
い
ま
す
。
ど
う
し
て

不
安
な
の
か
と
聞
く
と
、
怖
い
と
い
う
の
で
す
が
、
さ
ら
に
聞
い
て
み

る
と
、
そ
れ
は
全
部
誤
っ
た
知
識
に
も
と
づ
く
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で

す
。
触
っ
て
感
染
す
る
、
お
風
呂
は
ダ
メ
、
と
か
（
※
２
）
。
そ
う
い
う
不

安
を
全
部
聞
く
こ
と
か
ら
は
じ
め
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
エ
イ
ズ
拠
点
病

院
の
か
た
に
来
て
い
た
だ
き
、
受
入
棟
ス
タ
ッ
フ
お
よ
び
ナ
ー
ス
を
中

心
に
講
義
を
受
け
ま
し
た
。
さ
ら
に
厨
房
や
事
務
職
を
ふ
く
む
全
職
員

を
対
象
に
、
ナ
ー
ス
が
講
師
に
な
っ
て
独
自
の
研
修
会
を
や
り
ま
し
た
。

│
│
実
際
に
受
け
入
れ
て
か
ら
の
変
化
は
あ
り
ま
し
た
か
？

ス
タ
ッ
フ
も
、
お
そ
る
お
そ
る
と
い
う
面
は
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
、

口
に
は
出
さ
な
か
っ
た
で
す
け
れ
ど
も
。
で
も
、
ケ
ア
を
し
て
い
る
う

ち
に
、
受
け
入
れ
た
そ
の
か
た
の
表
情
が
変
わ
っ
て
き
た
り
、
自
分
が

ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
音
楽
で
歌
を
歌
う
よ
う
に
な
っ
た
り
、
一
人
で
ボ
ー

と
し
て
い
た
の
が
部
屋
か
ら
出
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
り
と
か
、
そ
う

い
う
そ
の
か
た
ら
し
さ
が
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
か
ら
は
、
ス
タ

特別養護老人ホームの場合
お話：管理者Bさん（女性）＋介護チーフCさん（男性）

社会福祉法人
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ッ
フ
も
少
し
ず
つ
知
ら
ず
と
普
通
に
腕
を
組
ん
で
い
た
り
だ
と
か
、
手

を
つ
な
い
で
い
た
り
だ
と
か
、
そ
の
へ
ん
が
自
然
に
な
っ
て
き
た
よ
う

に
思
い
ま
す
。

認
知
症
の
人
も
そ
う
で
す
が
、
そ
の
人
ら
し
さ
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
か

と
考
え
た
と
き
、
以
前
に
輝
い
て
い
た
と
き
を
知
る
。
そ
の
上
で
そ
の

人
の
今
が
あ
る
、
そ
う
い
う
捉
え
方
を
し
て
ケ
ア
し
て
い
ま
す
。
そ
れ

に
知
識
│
│
ケ
ア
す
る
方
法
と
か
手
段
を
知
っ
て
い
れ
ば
大
丈
夫
。
あ

と
は
そ
の
人
ら
し
く
生
き
て
い
く
こ
と
が
あ
れ
ば
よ
い
わ
け
で
す
。
最

初
は
「
エ
イ
ズ
の
病
気
の
人
」
と
い
う
見
方
を
十
の
う
ち
八
は
し
て
い

ま
し
た
。
で
も
、
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
人
と
し
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
。
新
た
な
困
難
事
例
を
私
た
ち
が
解
決
し
て
い
く
こ
と
自
体
が

喜
び
、
や
り
が
い
に
繋
が
り
ま
し
た
。

そ
の
か
た
が
亡
く
な
ら
れ
た
と
き
に
、「
ま
た
（
Ｈ
Ｉ
Ｖ
陽
性
の
人

を
）
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
ら
ど
う
す
る
？
」
と
ス
タ
ッ
フ
に
質

問
し
ま
し
た
。
そ
う
し
た
ら
、
や
っ
ぱ
り
怖
い
と
言
い
ま
し
た
。
で
も
、

こ
れ
か
ら
こ
う
い
う
人
っ
て
行
き
場
が
な
い
か
ら
来
る
か
も
し
れ
な
い
。

私
た
ち
も
ち
ゃ
ん
と
や
れ
ば
で
き
る
、
と
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

拠
点
病
院
と
連
携
し
て

タ
ー
ミ
ナ
ル
ま
で
看
取
る

│
│
入
居
中
の
医
療
に
つ
い
て
は
ど
う
さ
れ
ま
し
た
か
？

私
た
ち
の
と
こ
ろ
で
ど
っ
ぷ
り
抱
え
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
の

が
し
ん
ど
か
っ
た
で
す
ね
。
常
勤
の
医
師
も
い
ま
す
が
、
い
ざ
と
な
れ

ば
、
私
た
ち
の
力
量
で
で
き
な
い
の
で
、
エ
イ
ズ
拠
点
病
院
と
連
携
し

て
、
何
か
あ
れ
ば
い
つ
で
も
ご
相
談
し
て
く
だ
さ
い
、
医
療
が
必
要
で

あ
れ
ば
い
つ
で
も
手
を
貸
し
ま
す
よ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。

あ
あ
い
う
サ
ポ
ー
ト
体
制
は
す
ご
く
嬉
し
い
、
あ
り
が
た
い
で
す
ね
。

│
│
他
に
入
居
者
や
家
族
に
配
慮
さ
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

家
族
の
か
た
は
、
エ
イ
ズ
に
か
か
っ
た
そ
の
か
た
を
最
初
は
許
せ
な

か
っ
た
ん
で
す
。
エ
イ
ズ
と
い
っ
て
も
血
液
で
感
染
す
る
他
の
病
気
と

お
な
じ
で
、
Ｂ
型
肝
炎
の
入
所
者
の
か
た
も
な
か
に
は
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
。
そ
こ
で
病
気
に
つ
い
て
正
し
い
知
識
を
お
話
し
し
、
理
解
し
て

い
た
だ
く
。
私
た
ち
も
そ
の
よ
う
に
し
て
学
び
、
理
解
し
て
き
た
の
で

す
か
ら
。

│
│
今
回
の
体
験
を
通
じ
て
、
伝
え
て
お
き
た
い
こ
と
や
提
言
な
ど

は
あ
り
ま
す
か
？

三
つ
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
正
し
い
知
識
を
学
ん
で

そ
の
人
ら
し
さ
を
見
つ
め
な
が
ら
介
護
を
し
た
こ
と
、
い
ざ
と
い
う
時

に
は
専
門
病
院
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
、
そ
し
て
家
族
を
理
解
す
る
こ

と
で
す
。
こ
れ
か
ら
は
、
一
つ
の
施
設
だ
け
突
出
し
て
や
っ
て
も
ダ
メ

で
す
。
一
気
に
は
難
し
い
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
地
域
で
で
き
る
人
た
ち

が
で
き
る
こ
と
を
耕
し
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し

て
、
正
し
い
ケ
ア
を
実
践
で
き
る
人
や
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ズ
す
る
人
も
必

要
だ
と
思
い
ま
す
。

医
療
に
関
し
て
は
、
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
体
制
が
ち
ゃ
ん
と
し
て
い
な
い

と
難
し
い
で
す
。
ま
た
、
職
員
が
困
っ
た
と
き
に
す
ぐ
に
指
示
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
上
司
や
ナ
ー
ス
が
、
二
十
四
時
間
い
る
存
在
は
大
き

か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

今
後
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
ケ
ア
を
行
な
っ
て
い
く
に
も
、
医
療
・
福
祉

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
不
可
欠
と
思
い
ま
す
。

（
※
１
）
発
病：

Ｈ
Ｉ
Ｖ
に
感
染
し
た
あ
と
、
免
疫
能
力
が
低
下
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
合
併
症
を
発
症
す

る
よ
う
に
な
っ
た
段
階
を
エ
イ
ズ
発
症
、
あ
る
い
は
発
病
と
呼
ん
で
い
る
。
現
在
は
さ
ま
ざ
ま
な
薬
剤

や
治
療
法
の
発
達
に
よ
り
、
死
に
至
ら
ず
回
復
す
る
こ
と
が
多
い
。
本
誌
16
ペ
ー
ジ
か
ら
を
参
照
。

（
※
２
）
触
っ
て
感
染
す
る
、
お
風
呂
は
ダ
メ：

感
染
経
路
に
つ
い
て
は
本
誌
17
ペ
ー
ジ
参
照
。

受け入れ職員の不安の理由を聞くと、

それは全部、間違った知識によるものだったのです。
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陽
性
者
の
受
け
入
れ
が
ま
だ

「
非
常
識
」
と
さ
れ
る
現
実

│
│
は
じ
め
て
お
話
が
あ
っ
た
と
き
は
い
か
が
で
し
た
か
？

僕
自
身
も
Ｈ
Ｉ
Ｖ
に
対
す
る
偏
見
は
、
今
も
あ
る
と
思
う
し
、
当
初

は
も
っ
と
あ
り
ま
し
た
。
や
っ
ぱ
り
怖
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た

し
、
性
的
な
嫌
悪
感
と
い
う
の
も
強
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
嫌

な
も
の
は
嫌
だ
と
い
う
思
い
は
変
わ
ら
な
い
と
…
…
。
今
は
彼
（
入
居

者
）
が
Ｈ
Ｉ
Ｖ
だ
か
ら
嫌
、
と
い
う
意
識
は
な
い
で
す
が
、
偏
見
は
も

っ
て
い
る
だ
ろ
う
な
と
…
…
。

│
│
施
設
の
社
長
さ
ん
と
し
て
の
方
針
は
？

う
ち
は
も
と
も
と
高
齢
者
だ
け
や
っ
て
い
こ
う
と
い
う
考
え
は
な
く
、

障
害
の
あ
る
人
と
の
ミ
ッ
ク
ス
な
ん
で
す
。
困
っ
て
い
る
人
、
困
っ
て

い
る
家
族
が
い
れ
ば
受
け
入
れ
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
で
す
。

認知症対応型の共同生活介護施設の場合
お話：代表取締役Dさん（男性）

株式会社
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新
聞
な
ど
を
見
て
い
る
と
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
者
の
数
が
増
え
て
い
る
中

で
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
く
れ
る
専
門
の
施
設
が
あ
る
、
こ
う
い
う
病

気
に
な
っ
て
も
あ
な
た
た
ち
は
首
を
く
く
ら
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
サ

イ
ン
は
出
し
て
い
た
い
と
思
う
の
で
す
。
一
方
で
、
僕
た
ち
が
や
っ
て

い
る
こ
と
、
つ
ま
り
陽
性
の
人
を
受
け
入
れ
る
こ
と
自
体
が
、
今
の
社

会
で
は
ま
だ
常
識
で
は
な
い
、
非
常
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
Ｈ

Ｉ
Ｖ
に
つ
い
て
わ
か
ら
な
い
が
ゆ
え
に
い
ろ
い
ろ
な
偏
見
が
あ
っ
た
り
、

怖
い
と
い
う
感
覚
を
、
僕
も
持
っ
て
い
な
い
と
い
け
な
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
う
い
う
感
覚
を
僕
が
持
っ
て
い
る
こ
と
で
、
Ｈ
Ｉ

Ｖ
へ
の
偏
見
を
持
っ
て
い
る
人
を
理
解
し
て
い
た
い
な
と
考
え
て
い
ま

す
。
も
し
逆
に
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
者
に
も
人
権
が
あ
る
じ
ゃ
な
い
か
と
僕

が
突
っ
走
っ
て
し
ま
う
と
、
矢
面
に
立
た
さ
れ
た
人
は
つ
ら
く
な
っ
て

し
ま
う
と
思
う
ん
で
す
。
だ
か
ら
そ
こ
に
は
す
ご
く
気
を
つ
け
て
い
ま

す
。│

│
地
域
の
人
た
ち
へ
ど
う
理
解
し
て
い
た
だ
く
か
と
い
う
こ
と
に

繋
が
り
ま
す
ね
。

オ
ー
プ
ン
に
す
る
と
た
た
か
れ
る
場
合
も
あ
る
の
で
、
ひ
ざ
突
き
合

わ
せ
て
逃
げ
な
い
で
、
ど
れ
だ
け
関
れ
る
か
と
い
う
覚
悟
が
あ
る
か
無

い
か
だ
と
思
い
ま
す
。
言
い
方
は
悪
い
で
す
が
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
と
い
う
病
気

が
わ
か
っ
て
い
て
も
い
い
じ
ゃ
な
い
か
。
こ
こ
に
こ
う
い
う
病
気
の
人

が
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
れ
ば
ね
。
た
と
え
ば
、
地
域
か
ら

あ
そ
こ
の
施
設
は
朝
方
か
ら
騒
い
で
い
る
と
い
う
苦
情
が
出
た
ら
、
マ

ン
シ
ョ
ン
に
紙
を
張
ら
せ
て
も
ら
っ
て
、
こ
こ
に
は
こ
う
い
う
人
た
ち

が
入
っ
て
い
ま
す
と
い
う
説
明
を
し
て
、
な
ん
な
ら
一
度
来
て
く
だ
さ

い
と
、
僕
は
こ
う
い
う
風
に
や
り
ま
す
。
や
る
こ
と
は
や
っ
て
い
る
し
、

公
に
で
き
な
か
っ
た
の
は
偏
見
も
あ
っ
た
か
ら
な
ん
だ
と
。
僕
の
や
れ

る
こ
と
は
そ
れ
だ
け
で
す
ね
。
十
年
そ
こ
で
生
活
し
て
、
は
じ
め
て
住

民
と
し
て
迎
え
入
れ
て
も
よ
い
と
い
う
お
墨
付
き
を
も
ら
う
と
い
う
こ

と
で
す
。

ど
の
時
点
で
地
域
に

オ
ー
プ
ン
に
す
る
か
を
探
る

│
│
職
員
に
対
し
て
は
ど
う
で
し
た
か
。

最
初
の
段
階
で
は
拒
否
す
る
と
い
う
ス
タ
ッ
フ
は
比
較
的
少
な
か
っ

た
の
で
す
。
こ
こ
の
職
員
は
ほ
と
ん
ど
新
人
で
、
一
、
二
度
の
学
習
会

ぐ
ら
い
し
か
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
別
に
何
も
い
わ
な
い
で
す
ね
。

僕
の
や
り
方
は
ま
ず
、
一
対
一
で
口
説
く
、
膝
突
き
合
わ
せ
て
、
信

用
し
ろ
よ
！
　
っ
て
い
う
姿
勢
で
す
。
か
つ
て
施
設
を
変
え
る
た
め
に

ま
ず
師
長
さ
ん
を
変
え
な
い
と
い
け
な
い
と
思
っ
て
、
一
年
か
け
て
、

師
長
さ
ん
に
仕
事
が
終
わ
っ
て
か
ら
十
五
分
、「
俺
の
話
を
聞
い
て
く

れ
」
と
続
け
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
施
設
の
仕
事
の
面
白
さ
は
、
生

活
を
共
有
す
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
結
論
的
に
言
え

ば
、
続
け
て
く
れ
る
職
員
が
よ
い
職
員
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

居
続
け
る
と
い
う
の
が
大
事
で
す
ね
。

で
も
組
織
が
大
き
く
な
る
と
難
し
い
こ
と
が
増
え
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
感
染
者
の
人
を
受
け
入
れ
て
、
お
金
は
ぜ
ん
ぜ
ん
入
っ
て
こ

な
い
み
た
い
な
感
じ
に
思
わ
れ
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
結
構
お
金
は
入
っ

て
く
る
ん
で
す
よ
。

│
│
今
回
の
体
験
を
通
じ
て
、
な
に
か
提
言
は
あ
り
ま
す
か
？

今
、
ど
の
時
点
で
地
域
に
オ
ー
プ
ン
に
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
探
っ

て
い
る
ん
で
す
。
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
一
度
一
緒
に
生
活
し

て
み
ま
せ
ん
か
と
い
う
の
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
？
　
ケ
ア
の
専
門
家
の

管
理
の
下
で
、
一
緒
に
生
活
し
て
み
る
。
多
分
、
い
ろ
い
ろ
な
感
覚
が

弱
く
な
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
、
そ
の
感
覚
を
刺
激
す
る
た
め
に
は
一

緒
に
生
活
す
る
の
は
よ
い
と
思
う
。
肌
で
わ
か
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

自分のなかの偏見を見つめることで

社会に偏見がまだあることを理解してゆきたい。
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入
居
し
て
か
ら
あ
る
日
、
そ
の
人
が

Ｈ
Ｉ
Ｖ
陽
性
と
わ
か
っ
た
…
…

│
│
は
じ
め
に
入
居
者
の
か
た
の
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
が
わ
か
っ
た
と
き
は
、

ど
う
思
わ
れ
ま
し
た
か
。

突
然
、
見
た
こ
と
の
な
い
薬
を
自
宅
か
ら
預
け
ら
れ
て
、
職
員
が
薬

剤
の
名
前
を
調
べ
て
み
た
ら
、
エ
イ
ズ
の
治
療
薬
（
※
１
）

で
し
た
。
ど

う
し
た
ら
よ
い
か
悩
み
ま
し
た
。
血
友
病
と
ト
ュ
ー
レ
ッ
ト
症
候
群
の

た
め
、
つ
ば
を
か
け
た
り
噛
み
付
い
た
り
と
い
う
行
動
が
あ
り
、
知
的

障
害
の
た
め
歯
磨
き
等
の
介
助
も
日
常
的
で
し
た
。
爪
の
さ
さ
く
れ
か

ら
血
を
出
し
、
シ
ー
ツ
な
ど
に
血
が
つ
い
て
い
る
こ
と
も
よ
く
見
ら
れ

ま
し
た
。
と
っ
さ
に
、「
な
ぜ
教
え
て
く
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
」

と
思
い
、
ひ
ど
い
こ
と
を
す
る
な
ー
、
と
考
え
ま
し
た
。

│
│
そ
れ
で
ど
の
よ
う
に
し
よ
う
と
思
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

は
じ
め
は
、「
退
所
し
て
も
ら
う
し
か
な
い
な
」
と
考
え
ま
し
た
。

し
か
し
、
本
人
の
担
当
だ
っ
た
職
員
が
「
な
ん
と
か
な
ら
な
い
か
」
と

言
い
始
め
ま
し
た
。
こ
う
し
た
気
持
ち
は
、
時
系
列
に
よ
る
変
化
で
は

な
く
、
行
き
つ
戻
り
つ
交
差
し
て
い
る
感
情
と
理
解
し
て
く
だ
さ
い
。

ち
ょ
っ
と
パ
ニ
ッ
ク
に
な
り
か
け
た
け
れ
ど
、
よ
く
考
え
て
み
た
ら
こ

の
病
気
の
こ
と
を
施
設
は
ま
だ
認
識
し
て
い
な
い
。「
こ
の
人
が
エ
イ

ズ
で
あ
る
の
か
も
正
式
に
は
知
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
き
ま

し
た
。

そ
こ
で
こ
の
か
た
の
主
治
医
に
お
手
紙
を
書
き
ま
し
た
。「
こ
の
薬

を
持
参
す
る
必
要
が
あ
る
病
気
に
つ
い
て
、
生
活
の
援
助
を
す
る
施
設

と
し
て
知
る
必
要
が
あ
り
ま
す
か
」
と
い
う
内
容
に
、
主
治
医
か
ら

「
お
話
し
た
い
こ
と
が
あ
る
の
で
病
院
に
来
て
い
た
だ
け
ま
す
か
」
と

い
う
ご
返
事
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
か
た
の
母
親
も
同
席
し
て
、

て
い
ね
い
に
誠
実
に
説
明
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。「
自
分
た
ち
だ
け

が
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
い
う
思
い
だ
っ
た
の
が
、「
い

ろ
ん
な
人
と
一
緒
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
気
持
ち
に
変
わ

っ
た
と
き
で
し
た
。
主
治
医
だ
け
で
な
く
、
県
の
担
当
課
や
救
急
病
院

等
に
一
緒
に
考
え
て
く
れ
る
連
携
を
広
げ
て
い
き
ま
し
た
。

│
│
施
設
で
受
け
入
れ
を
続
け
る
こ
と
に
決
め
た
わ
け
で
す
ね
。

こ
の
段
階
で
は
ま
だ
、
施
設
の
職
員
に
話
し
て
い
ま
せ
ん
。
ご
く
一

部
の
運
営
に
か
か
わ
る
職
員
の
合
意
で
し
た
。
ま
ず
、
血
液
感
染
の
対

策
を
徹
底
し
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
プ
リ
コ
ー
シ
ョ
ン
な

対
応
を
施
設
全
体
で
実
施
し
ま
し
た
。
つ
ぎ
に
医
師
に
来
て
い
た
だ
い

て
Ｈ
Ｉ
Ｖ
の
学
習
を
し
ま
し
た
。
県
か
ら
は
、
情
報
が
施
設
か
ら
出
て

騒
ぎ
に
な
っ
た
と
き
の
リ
ス
ク
に
つ
い
て
は
、
施
設
を
全
面
的
に
支
援

す
る
、
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
い
ま
し
た
。
県
が
具
体
的
に
ど
ん
な

こ
と
を
考
え
て
い
た
の
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
強
く
そ
う
す
る
と
言
っ
て

い
た
だ
け
た
こ
と
は
ず
い
ぶ
ん
安
心
で
き
る
こ
と
で
し
た
。

２
年
間
の
関
係
性
を
前
提
に

そ
の
人
を
守
る
方
向
で
職
員
が
一
致

│
│
職
員
の
か
た
が
た
は
ど
の
よ
う
な
反
応
で
し
た
か
。

学
習
会
は
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
の
知
識
を
学
ぶ
だ
け
の
学
習
会
で
し
た
。
職
員

に
は
「
変
だ
な
」「
な
ん
で
こ
ん
な
学
習
会
を
」
と
感
じ
た
人
も
い
た

で
し
ょ
う
ね
。
学
習
会
か
ら
数
日
後
に
臨
時
の
職
員
会
議
を
開
き
、
情

報
を
公
開
し
ま
し
た
。
そ
の
か
た
は
か
な
り
血
を
出
す
人
だ
っ
た
の
で
、

職
員
の
間
で
不
安
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
騒
ぎ
立
て
る
人
も
な
く
、

具
体
的
な
対
処
の
方
法
や
、
そ
の
人
の
病
状
が
こ
れ
か
ら
ど
う
進
む
の

か
、
死
ん
で
し
ま
う
の
か
、
ど
う
し
た
ら
よ
く
生
き
ら
れ
る
の
か
、
と

い
う
よ
う
な
話
に
な
り
ま
し
た
。
す
で
に
二
年
も
一
緒
に
暮
ら
し
て
き

た
人
だ
っ
た
の
で
、
今
後
も
守
っ
て
い
く
こ
と
を
当
然
と
思
っ
て
く
れ

知的障害者施設の場合
お話：施設長Eさん（50歳代、男性）

社会福祉法人
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た
よ
う
で
す
。

同
時
に
、
施
設
で
は
、
検
査
（
※
２
）

を
受
け
た
い
人
は
職
務
免
除
で

行
っ
て
も
ら
い
、
ほ
と
ん
ど
の
職
員
が
検
査
に
行
き
ま
し
た
。
結
果
は

聞
い
て
い
ま
せ
ん
。

│
│
知
的
な
障
害
を
持
つ
人
の
意
思
を
支
え
る
こ
と
で
苦
労
さ
れ
た

こ
と
は
？

彼
が
ベ
ス
ト
な
選
択
を
で
き
る
よ
う
に
、
と
考
え
ま
し
た
。
そ
の
た

め
に
、
職
員
が
意
思
決
定
を
援
助
す
る
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
。

知
識
も
必
要
だ
ろ
う
し
、
同
時
に
、
だ
れ
か
一
人
で
抱
え
こ
ん
で
し
ま

わ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

│
│
医
療
面
で
苦
労
さ
れ
た
こ
と
は
？

本
当
に
病
気
に
な
っ
た
と
き
の
リ
ス
ク
で
す
ね
。
病
気
に
な
っ
て
か

ら
は
大
変
で
し
た
。
診
て
く
れ
る
病
院
が
な
い
ん
で
、
そ
れ
は
大
変
で

し
た
。
近
く
に
拠
点
に
な
る
病
院
が
あ
っ
て
、
そ
こ
が
ち
ゃ
ん
と
診
て

く
れ
れ
ば
…
…
。
お
医
者
さ
ん
同
士
な
ん
だ
か
ら
、
ち
ゃ
ん
と
連
絡
取

っ
て
く
だ
さ
い
っ
て
思
い
ま
し
た
。

ほ
か
の
入
居
者
の
保
護
者
に
は

気
づ
い
て
い
た
人
も
い
た
が
…
…

│
│
他
の
保
護
者
ら
の
対
応
に
困
ら
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

他
の
入
居
者
の
保
護
者
に
は
情
報
を
伝
え
て
い
ま
せ
ん
。
伝
え
る
必

要
の
な
い
こ
と
だ
と
理
解
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
こ
の
問
題
に
だ
け

言
え
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
施
設
は
本
当
に
困
難
な
人
を
切
り

捨
て
な
い
、
問
題
を
解
決
し
て
い
く
と
き
に
み
ん
な
が
成
長
で
き
る
場

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
大
切
に
し
て
き
ま
し
た
か
ら
、
も
し
こ
の
こ

と
で
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
も
、
こ
の
こ
と
で
本
人
を
不
利
に
し
な
い
、

「
守
り
き
る
」
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
い
ま
し
た
。
保
護
者
の
な
か

に
は
う
す
う
す
知
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
だ
れ
も
何
も
言

い
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
は
、
た
ま
た
ま
で
な
く
、
私
た
ち
の
約
十
五

年
の
歴
史
へ
の
信
頼
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

│
│
今
回
の
経
験
を
通
じ
て
提
言
し
た
い
こ
と
は
？

い
ま
、
ま
た
Ｈ
Ｉ
Ｖ
に
感
染
し
た
人
の
入
居
の
相
談
を
受
け
て
い
ま

す
。「
同
じ
理
由
」、
つ
ま
り
そ
ち
ら
で
は
受
け
入
れ
て
も
ら
え
な
い
と

い
う
理
由
で
、
定
員
が
い
っ
ぱ
い
の
ウ
チ
の
施
設
に
相
談
に
来
て
い
ま

す
。
こ
の
病
気
へ
の
偏
見
が
ま
だ
払
拭

ふ
っ
し
ょ
く

さ
れ
て
い
な
い
の
は
現
実
で
す

が
、
福
祉
施
設
に
は
応
諾
お
う
だ
く

義
務
が
あ
り
ま
す
。
合
理
的
で
な
い
理
由
で

断
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
行
政
側
も
、

ウ
チ
の
施
設
へ
持
ち
込
む
ま
え
に
、
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
断
わ
っ
た

施
設
の
人
の
気
持
ち
に
訴
え
か
け
、
変
え
て
い
く
方
向
に
力
を
そ
そ
ぐ

べ
き
で
す
。
懸
命
に
説
得
す
る
熱
意
や
姿
勢
が
無
理
解
を
乗
り
越
え
る

力
に
な
り
ま
す
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
プ
リ
コ
ー
シ
ョ
ン
が
、
と
も
す
れ

ば
む
ず
か
し
す
ぎ
て
、
施
設
で
の
対
応
が
困
難
で
は
な
い
か
と
職
員
を

逆
に
不
安
に
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
す
。
Ｈ
Ｉ
Ｖ
の
こ
と
を
考
え
て
い
る

の
に
、
い
つ
の
間
に
か
血
液
全
般
の
リ
ス
ク
、「
見
え
な
い
敵
」
へ
の

対
応
に
な
っ
て
い
た
り
す
る
た
め
、
問
題
が
複
雑
に
な
っ
て
い
ま
す
。

（
※
１
）
エ
イ
ズ
の
治
療
薬：

体
内
で
の
Ｈ
Ｉ
Ｖ
（
い
わ
ゆ
る
エ
イ
ズ
ウ
イ
ル
ス
）
の
増
殖
を
押
さ
え

る
薬
。
ウ
イ
ル
ス
を
押
さ
え
こ
め
ば
、
免
疫
力
の
低
下
は
避
け
ら
れ
、
健
康
と
変
わ
ら
な
い
状
態
を
維

持
で
き
る
。

（
※
２
）
Ｈ
Ｉ
Ｖ
に
感
染
し
て
い
る
か
は
、
血
液
検
査
で
し
か
わ
か
ら
な
い
。
保
健
所
や
病
院
な
ど
で

検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

連携を作っていくなかで、「いろんな人と一緒に

考えることができる」という気持ちに変わりました。
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Ｈ
Ｉ
Ｖ
へ
の
恐
怖
感
は

植
え
付
け
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ

│
│
医
師
と
し
て
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
症
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
の

思
い
を
聞
か
せ
て
下
さ
い
。

僕
も
最
初
は
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
症
な
ん
か
や
り
た
く
な
い
、
と
当
時
の
院

長
に
断
っ
た
ん
で
す
。
十
年
以
上
も
前
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
や
っ

ぱ
り
怖
い
と
い
う
の
と
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
に
感
染
す
る
人
は
道
徳
的
に
も
お
か

し
い
人
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
て
い
た
時
期
も
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

は
じ
め
は
危
険
じ
ゃ
な
い
か
と
か
、（
日
常
生
活
で
は
う
つ
ら
な
い
と

言
う
が
）
本
当
は
う
つ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

で
も
、
医
療
を
行
な
う
行
な
わ
な
い
を
好
き
嫌
い
で
決
め
て
は
な
ら

な
い
し
、
誰
も
や
ら
な
い
な
ら
自
分
が
や
ろ
う
と
考
え
た
わ
け
で
す
。

人
生
、
嫌
だ
と
思
う
こ
と
、
こ
っ
ち
に
は
行
き
た
く
な
い
な
と
思
う
ほ

う
へ
行
っ
た
ほ
う
が
い
い
で
す
ね
（
笑
）。
行
き
た
い
と
思
う
ほ
う
へ

行
っ
て
も
、
そ
れ
ま
で
の
自
分
の
考
え
の
範
囲
内
に
あ
る
道
だ
か
ら
広

が
ら
な
い
。
嫌
だ
な
と
思
っ
た
ほ
う
へ
行
っ
た
方
が
考
え
が
広
が
る
と

思
う
の
で
す
。

│
│
な
ぜ
考
え
が
変
わ
っ
た
の
で
し
ょ
う
？

最
初
嫌
だ
な
と
思
っ
た
こ
と
と
現
実
と
の
差
が
大
き
か
っ
た
か
ら
で

す
。
つ
ま
り
Ｈ
Ｉ
Ｖ
の
人
た
ち
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
多
か
っ
た
ん
で
す
。

感
動
す
る
部
分
も
す
ご
く
大
き
か
っ
た
。
い
ろ
い
ろ
な
人
に
出
会
い
ま

し
た
が
、
死
を
意
識
し
、
死
を
乗
り
越
え
て
い
る
姿
に
感
動
し
た
と
思

い
ま
す
。

│
│
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
症
が
怖
い
と
い
う
人
が
現
実
に
は
た
く
さ
ん
い
ま
す
。

怖
い
と
い
う
気
持
ち
を
も
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
仕
方
が
な
い
で
し
ょ

う
。
そ
れ
は
そ
の
人
の
問
題
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
医
療
サ
イ
ド
の
人

間
が
こ
の
病
気
に
つ
い
て
十
分
に
知
ら
せ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
問
題
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
医
療
者
が
乗
り
込
ん
で
い
っ

て
、
一
人
ひ
と
り
理
解
を
得
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
者
の
イ
メ
ー
ジ
も
、
植
え
つ
け
ら
れ
た
イ
メ
ー

ジ
で
あ
る
可
能
性
も
高
い
で
し
ょ
う
。

一
つ
ひ
と
つ
の
問
題
を

リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
、確
実
に
解
決

│
│
先
生
の
病
院
で
は
は
じ
め
て
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
者
を
受
け
入
れ
ら
れ

た
わ
け
で
す
が
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
に
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
ま
で
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
者
を
受
け
入
れ
た
こ
と
は
な
い
し
、
職
員
た

ち
に
も
Ｈ
Ｉ
Ｖ
の
知
識
は
ま
っ
た
く
な
い
と
い
う
状
況
で
し
た
の
で
、

院
内
の
あ
ら
ゆ
る
職
種
の
人
た
ち
に
正
し
い
知
識
を
持
っ
て
も
ら
お
う

と
三
回
ぐ
ら
い
私
が
講
義
し
ま
し
た
。
で
も
患
者
さ
ん
の
手
術
が
必
要

に
な
っ
た
と
き
は
、
別
の
急
性
期
病
院
に
お
願
い
し
ま
し
た
（
笑
）。

先
方
に
は
、「
大
丈
夫
、
で
き
る
！
　
基
本
的
な
注
意
さ
え
守
っ
て
い

れ
ば
絶
対
、
大
丈
夫
」
と
話
し
て
、
了
解
を
い
た
だ
い
て
手
術
を
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
感
染
者
は
ウ
イ
ル
ス
を
押
さ
え
る
た
め
の

服
薬
を
し
ま
す
が
、
そ
の
薬
は
う
ち
の
病
院
に
は
置
い
て
な
い
も
の
で

す
か
ら
、
昔
か
ら
よ
く
知
っ
て
い
る
拠
点
病
院
の
医
師
に
お
願
い
し
て

出
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

│
│
医
療
者
サ
イ
ド
の
問
題
と
い
わ
れ
ま
し
た
が
、
具
体
的
に
ど
の

よ
う
に
お
考
え
で
す
か
。

い
か
に
輪
を
広
げ
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

一
人
の
職
員
が
理
解
し
て
く
れ
れ
ば
、
そ
の
配
偶
者
や
子
ど
も
も
理
解

し
や
す
く
な
り
ま
す
。
時
間
は
か
か
り
、
能
率
は
悪
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
福
祉
関
係
の
人
と
か
も
巻
き
込
ん
で
下
準
備
を
す
る
必
要
も
あ

り
ま
す
ね
。
い
ろ
い
ろ
な
施
設
で
門
前
払
い
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

介護保険対応の療養型病院の場合
お話：病院長、医師Fさん（50歳代、男性）
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す
が
、
い
っ
た
い
何
が
問
題
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
引
き
出
し
て
、

そ
れ
を
一
つ
ず
つ
解
決
し
て
い
く
。
い
ざ
と
な
っ
た
ら
病
院
側
が
全
部

責
任
を
持
つ
と
か
、
悪
く
な
っ
た
と
き
の
相
談
先
な
ど
シ
ス
テ
ム
上
の

問
題
も
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
一
つ
ひ
と
つ
の
問
題
を
き
ち
ん
と
リ
ス

ト
ア
ッ
プ
し
て
、
ど
う
い
う
解
決
策
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え

て
、
一
つ
ず
つ
解
決
し
て
い
く
こ
と
が
本
当
に
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
う
し
て
引
き
受
け
て
く
だ
さ
る
施
設
が
だ
ん
だ
ん
と
連
な
っ
て
い
け

ば
、
広
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
そ
こ
で
や
っ
て
い

る
の
だ
か
ら
大
丈
夫
だ
ろ
う
、
と
ね
。

患
者
さ
ん
の
受
け
皿
は

わ
れ
わ
れ
な
ん
だ
！

│
│
院
長
や
施
設
長
と
し
て
大
事
な
ポ
イ
ン
ト
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

私
は
職
員
に
、「
な
に
か
あ
れ
ば
私
に
言
っ
て
こ
い
」
と
言
っ
て
あ

り
ま
す
。
ト
ッ
プ
の
理
解
と
い
う
の
は
と
て
も
大
き
い
と
思
い
ま
す
ね
。

誰
か
に
期
待
し
て
も
ダ
メ
で
、
ド
ン
と
行
か
な
い
と
ね
。
そ
の
人
の
腹

の
中
で
「
ど
す
ん
」
と
落
ち
る
よ
う
な
説
明
を
す
る
。
そ
の
人
が
次
の

人
に
説
明
で
き
る
よ
う
な
説
明
を
し
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
。
そ
し

て
普
通
に
や
っ
て
い
る
と
い
う
実
績
が
い
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
僕

は
世
間
に
た
い
し
て
、
こ
こ
で
ま
だ
エ
イ
ズ
患
者
を
診
ま
し
た
と
い
う

こ
と
を
公
に
で
き
て
い
な
い
ん
で
す
。
患
者
さ
ん
が
来
な
く
な
る
よ
う

な
気
が
し
ま
し
て
ね
。
で
も
、
い
ず
れ
こ
の
状
況
を
打
破
し
よ
う
と
は

考
え
て
お
り
ま
す
。

│
│
受
け
入
れ
て
か
ら
の
院
内
の
変
化
は
あ
り
ま
し
た
か
。

第
一
例
目
の
人
が
上
手
く
い
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
か
ら
は
受

け
入
れ
に
関
し
て
の
抵
抗
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
実
績

が
あ
る
と
、
同
じ
施
設
の
職
員
も
安
心
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
こ
の
土
地
柄
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
お
じ
い
さ
ん
・
お
ば
あ

さ
ん
に
接
す
る
接
し
方
で
も
、
自
分
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
・
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
に
接
す
る
よ
う
に
、
本
当
に
よ
い
感
じ
で
や
る
人
が
多
い
で
す
ね
。

で
も
、
担
当
者
が
か
わ
れ
ば
リ
セ
ッ
ト
と
い
う
こ
と
は
起
こ
り
え
ま
す

ね
。
こ
れ
は
仕
方
が
な
い
こ
と
で
す
が
、
前
任
者
は
こ
の
よ
う
に
協
力

し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
の
で
、
ぜ
ひ
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
と
働
き
か

け
る
こ
と
は
大
事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
僕
の
経
験
で
は
、
こ
の
よ

う
な
場
合
で
拒
否
さ
れ
た
経
験
と
い
う
の
は
あ
ん
ま
り
な
い
で
す
ね
。

案
外
、
み
ん
な
話
を
聞
い
て
く
れ
る
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。
実
際
、

動
く
ほ
う
は
大
変
で
す
が
…
…
。

│
│
経
験
を
通
じ
て
提
言
し
た
い
こ
と
は
？

誰
が
、
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
ぞ
れ
現
場
で
み
ん
な
が
や
ら
な
い
と

い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
全
国
で
患
者
さ
ん
が
こ
れ
だ
け
増
え
て
き
た

状
況
（
約
一
万
三
千
人
）
の
な
か
で
、
患
者
さ
ん
の
受
け
皿
は
わ
れ
わ

れ
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
や
っ
ぱ
り
言
っ
て
い
く
こ
と
が
大
事
だ
と
思

い
ま
す
。
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
不
安
を
抱
く
側
を

支
え
る
連
携
作
り
、
シ
ス
テ
ム
作
り
を
す
れ
ば
、
不
安
は
百
パ
ー
セ
ン

ト
で
は
な
い
に
し
て
も
、
半
分
ぐ
ら
い
に
は
解
消
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

拠
点
病
院
な
ど
が
周
辺
の
病
院
と
連
携
を
と
る
こ
と
も
重
要
に
な
る
と

思
い
ま
す
。

観
念
論
ば
か
り
を
言
っ
て
い
て
も
仕
方
が
な
い
で
す
か
ら
、
不
安
を

解
消
す
る
シ
ス
テ
ム
と
理
解
を
促
進
す
る
シ
ス
テ
ム
が
同
時
に
あ
る
こ

と
。
そ
う
す
れ
ば
点
が
面
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

怖いという気持ちは仕方がない。それは医療が

この病気を十分に知らせてこなかったからです。
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エイズへの恐怖感は、知らないことから起こります。

エイズとはどういう意味か。なにが原因で、どうなっていく病気か。

いま、医療や福祉の状況はどうなのか。「これだけは」をお伝えします。
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エイズという言葉の正確な意味を知っておきましょう。エイ

ズとは、英語のAcquired
アクワイアド

Immuno
イムノ

deficiency
ディフィシエンシー

Syndrome
シンドローム

の頭文字を合わせた言葉であるAIDS
エイズ

に由来します。日本語で

は「後天性免疫不全症候群」と呼びますが、この言葉をもう

少し詳しく説明しましょう。といいますのは、この言葉を理

解すると、エイズの本態がよくわかるからです。

エイズ、すなわち後天性免疫不全症候群とは、遺伝性ではなく、生後なんらかの原因で免疫能が欠落し、その結果、
感染症やがんなどによる多彩な病的症状を伴うことになった状態とでも言い表すことができると思います。

cquired

「獲得された」という意味
です。すなわち、私たちの
命の誕生後に私たちの外部
から病気がもたらされたと
いう意味です。遺伝病では
ありません。このことを医
学用語では「後天性」と表
現します。かぜ、食中毒、
結核、これらはみんな後天
性の病気です。エイズも後
天性の病気なのです。

何が私たちの免疫能を侵すのでしょう
か？　それはHIVというウイルスです。
HIVを「エイズウイルス」と呼ぶこと
もありますが、厳密には正しくありま
せん。エイズウイルスはHIVの俗称と
考えてください。

HIVはHuman
ヒューマン

Immuno
イムノ

deficiency
ディフィシエンシー

Virus
ビールス

の略で、日本語では「ヒト免疫不全ウ
イルス」と呼ばれます。このウイルス
が私たちの免疫能を担う白血球の中の
リンパ球に感染し、それを破壊します。

私
た
ち
は
生
の
食
物
、
す
な
わ
ち
多
少
細
菌
が
付
着
も

し
く
は
混
入
し
た
物
を
食
べ
ま
す
が
、
簡
単
に
は
病
気
に

な
り
ま
せ
ん
。
白
血
球
の
あ
る
も
の
（
好
中
球
や
単
球
）

は
私
た
ち
の
体
内
に
入
っ
て
き
た
細
菌
な
ど
の
異
物
を
処

理
し
て
病
気
に
な
ら
な
い
よ
う
に
働
い
て
い
ま
す
。
白
血

球
の
仲
間
で
あ
る
リ
ン
パ
球
の
一
種
は
抗
体
と
呼
ば
れ
る

タ
ン
パ
ク
を
つ
く
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
病
原
体
（
細
菌
、

ウ
イ
ル
ス
、
カ
ビ
な
ど
）
を
中
和
し
ま
す
。
こ
の
ほ
か
に

も
私
た
ち
は
多
く
の
方
法
に
よ
っ
て
、
外
部
の
病
原
体
か

ら
私
た
ち
自
身
を
守
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
あ
る
種
の
リ

ン
パ
球
は
が
ん
細
胞
を
破
壊
し
、
が
ん
か
ら
私
た
ち
自
身

を
守
っ
て
い
る
の
で
す
。

こ
れ
が
免
疫
能（
生
態
防
御
能
）と
呼
ば
れ
る
働
き
で
す
。

こ
れ
ら
の
免
疫
能
の
ひ
と
つ
で
も
侵
さ
れ
る
と
、
私
た

ち
は
私
た
ち
自
身
を
守
り
き
れ
な
く
な
り
、
さ
ま
ざ
ま
な

病
原
体
や
が
ん
に
よ
っ
て
生
命
が
危
う
く
さ
れ
る
の
で
す
。

A mmuno

「免疫」を意味します。免
疫とは「疫」すなわち病気を
「免れる」ことです。私たち
の体は病気を免れる力、つ
まりさまざまな感染症やが
んなどから私たち自身を守
る能力を備えています。こ
の能力のことを免疫能もし
くは生態防御能といいます。

I eficiency

「欠陥」とか「不足」という意
味です。ですので、Immuno
deficiencyとは免疫能が欠
陥状態にあることを意味し、
これを医学用語では「免疫
不全」と表現します。私た
ちが、病原体やがんから私
たち自身を守りきれなくな
った状態のことを言います。

D yndrome

「症候群」と訳します。シ
ックハウス症候群とかエコ
ノミークラス症候群などの、
あの症候群です。「症候群」を
定義すると、症候（症状や
病的徴候）が多彩かつまと
まった状態でみられる病的
状態ということになります。

S

HIVという
ウイルスがいます

エ・イ・ズって、
そもそもなんなの
でしょう？

ちょっと一言

免
疫
と
は
？
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HIVは、免疫を担うリンパ球の中のヘルパーリンパ球
を破壊します。これが破壊されると私たちの免疫能は
欠陥状態になって、弱毒の病原体に対しても自身の生
命を守りきれなくなります。HIVによってヘルパーリ
ンパ球が破壊されて免疫能が低下し、さまざまな合併
症によって私たちの体が侵された病的状態になったと
きを、エイズ期と呼んでいます。
HIVを人から人へうつす経路は、つぎの3つです。そ
して、それぞれを遮断する方法があります。

上記３つの経路以外では感染しません。たとえば、おしゃべり、握手、お金のやりとり、せき・くしゃみ、カラオ
ケのマイク、公衆電話、マージャン、つり革・手すり、共同入浴、トイレ、食器の共用、同じ料理をつつく、抱擁、
キス、蚊やノミ・ダニなどの昆虫による媒介などでは、HIVは感染しません。

1

HIVに感染すると、すぐエイズになるわけで
はありません。平均８～10年の長い期間が必
要です。体の中のヘルパーリンパ球がかなり減
って免疫能が相当低下するまでには時間がかか
るからです。
感染後、エイズになるまでほとんどの場合、

健康に日常生活を送ることができます。本人も

HIVに感染していることを自覚しませんし、ま
してやほかの人が見たって感染者は健康そのも
のなのです。しかし、HIVを伝播させることは
可能なのです。
自分が感染していることを早く知ることが、

自分の免疫の低下を防ぎ、また人にも感染を広
げないことにつながります。

HIVに感染してからエイズを発症するまで

HIVを感染させない、安全なセックスのや
り方が工夫されています。代表的にはコン
ドームを使用して、精液や膣液をおたがい
の体内に入れないように工夫するセックス
のことです。コンドームを正しく使用すれ
ば、HIV感染者と非感染者のセックスも十
分に可能となります。

セックスで感染する理由は、精液や膣液に
HIVが混入しているからです。しかし、感
染率は決して高くなく、１％以下と考えら
れています。ただし、ほかの性病を持って
いると感染率は数十倍高くなります。

HIVの3つの感染経路

セ
ッ
ク
ス

ＨＩＶはヒトから
ヒトへどう

移るのですか？

2 麻薬の使用が犯罪であることは言うまでも
ありません。万一、針刺し事故を起こした
場合も、事故直後に抗HIV薬を服用すれば
感染確率をほとんどゼロに押さえられます。
わが国において現在まで医療者の針刺し事
故によるHIV感染はゼロ件です。

感染者の血液中にはHIVが存在しますので、
血液を介して感染が成立します。代表的な
のは、同じ注射器による麻薬の回し打ちや、
病院などでの針刺し事故です。体液（脳脊
髄液、関節液、胸水、腹水、羊水など）に
もHIVは含まれますが、日常で触れる汗、
涙、唾液、尿などは血液を混入していない
限りHIVを含んでおらず安全です。

血
液
・
体
液

3 現在では、母親に抗HIV薬を投与すれば胎
児への感染をほぼ防ぐことが可能になりま
した。

主としてお産の時に感染しますが、感染率
は20～30％です。母乳によっても感染が
成立します。母

子
感
染
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いま、ＨＩＶに
感染したら、
どうすれば

いいのでしょう？

HIVに感染しているかどうかは、

人を見ただけではわかりませんし、

感染している本人も自覚できません。

HIV感染の診断は、血液を調べ

ることによってしかできません。

感染の不安があるときは、HIV

検査をすることです。保健所では

匿名の無料検査（抗体検査）が行

なわれていますので、検査が実施

されている日時を確かめた上で訪

問してください。病院によっては

比較的安価でHIV検査を実施して

くれますし、施設によっては匿名

検査を採用しているところもあり

ます。また、エイズ診療拠点病院

に限らずほとんどの医療機関で希

望すればHIV検査をやってくれま

「死の病」と恐れられたHIV感染

症には、1990年代半ばから多く

の抗HIV薬が使われるようになり

ました。抗HIV薬とは、HIVの増

殖を押さえる薬です。HIVが増え

なければHIVによるヘルパーリン

パ球の破壊も止み、その結果、私

たちの免疫能も回復します。エイ

ズ発症前にこの薬を使い始めれば、

エイズにならなくてすみますし、

たとえエイズになってもHIVを押

さえて免疫能を回復させることが

できるようになりました。また、

エイズ発症期のさまざまな日和見

感染症にも、治療法がつぎつぎ開

発されています。

抗HIV薬が使われ始めてからは、

エイズによる死亡は劇的に減少し、

HIV感染症は慢性疾患のひとつと

呼ばれるようになりました。

す。ただし多くの場合、実費を支

払わねばなりませんが、HIV感染

を疑わせる症状があれば健康保険

が適応されます。

検査になかなか足が運べないと

いう場合は、まず電話相談を利用

しましょう。自治体や保健所が行

なっている地域もあれば、電話相

談を受け付けているエイズ診療拠

点病院もあります。また、さまざま

なボランティア団体（NGOや

NPOなど）が電話相談を実施し

ておりますので、専門家よりもま

ず話しやすいところを希望される

方はこれらの機関を利用されると

よいと思います。

進歩したエイズの
医療と福祉制度

HIV感染症の診断と検査

抗HIV薬は、日本では現在22種

類が認可され、すべて健康保険が

適用されます。

医療面でも、東京の国立国際医

療センター内のエイズ治療・研究

開発センター（ACC）を中心に全

国にエイズ拠点病院が整備されま

した。また、感染者は状態に応じ

て障害者手帳が交付され、医療費

補助をはじめさまざまな福祉施策

を受けられます。医療費は障害者

自立支援医療の対象にもなってい

ます。

しかし、医療や福祉は進みまし

たが、エイズへの無知や偏見、恐

怖心が払拭されたわけではなく、

検査をためらっているうちに発症

させて困難な状態になる人もけっ

して少なくありません。
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HIV感染症が一種の慢性病とな

るなかで患者の高齢化が進み、

HIV感染症を抱えながら同時に中

高年者特有の病気も併発する状態

となり、一般病院での受診や高齢

者施設、療養施設でのHIV感染者

の姿にも関心が注がれるようにな

ってきています。

また、エイズを発症しても治療

によって回復し、その後を在宅や

しかるべき福祉施設、あるいは療

養型施設で生活するケースが増え

てきました。しかし、現実には

HIV感染ゆえに受け入れが困難な

状況がまだ存在しています。こう

した問題を解決していくこともま

た私たちの重要な課題です。

日本の陽性者が
これから抱える課題

これまでに世界中で約6500万

人がHIVに感染し、約2500万人が

死亡しました。現在も約4000万

人（3300～4600万人）がHIVと

ともに生活をしています。その中

には感染を自覚していない多くの

人びとが存在します。

4000万人のうち約３分の２がア

フリカの感染者であり、ついでア

ジアの830万人が続いています。近

年もっともHIV感染の増加率が高い

地域は東欧・中央アジア地域で

（36％）、東アジアがそれについで

高率です（21％）。世界全体では、

治療を必要としている患者のうち実

際に治療を受けられるひとはわずか

７％といわれています。地球規模の

大きな問題であります。

日本でもHIV陽性者の報告は

年々増加しています。2006年の

新規陽性者の報告数は過去最高で

ある1304名を記録しました。2006

年末の累積報告数は１万2340件

に及んでおります。10代から70

代まで幅広い分布を示しています。

この数値はあくまで診断され報

告された数であり、実際はこの５

～８倍の数の陽性者が存在すると

想定されています。

日本も陽性者は１万人時代へ
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ちょっと一言
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V
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言
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は
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検
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ま
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体
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き
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に
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、
感
染
か
ら
約
８
週
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か
か
り
ま
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。
検
査
は
、
感
染
が
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っ
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と
思
わ
れ
る
と
き
か
ら
８
週
間
後
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受
け
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こ
と
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ま
た
、
そ
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つ
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が
る
よ
う
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為
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無
い
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と
が
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提
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な
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ま
す
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ちょっと一言

ど
う
や
っ
て

検
査
す
る
の
で
し
ょ
う
？

HIV感染症

無症候期 エイズ期感染 発症

8～10年
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施設での「スタンダードプリコーション」入門
すべての相手が、なにかの病原体をもっていることを前提に

あらかじめ対応を用意しておけば安全、安心です。

その考え方と、具体的な対応の仕方をご紹介いたします。

近年、福祉施設の利用者も基礎疾患をかかえること
が多くなっています。さまざまな感染症に対するつき
合いかたも、幅広い病原体に対応することが必要にな
ってきました。
感染を防ぐにはどうするか、その根本になる原則は

20世紀末に大きく変貌しています。
旧来の予防方法は、だれがどのような病原体を持っ

ているかをあらかじめ把握しておいて、そのひとに対
応するときだけ、特別に配慮すればよい、というもの
でした。たとえば手袋をするのも感染者に対するとき
だけでよいと考えられていました。しかし、HIVや肝
炎ウイルス、SAARS

サーズ

など新種の病原体がとめどもなく
発見され、いったいだれがどんな病原体をもっている
のかを確実に知ることは、とてもできそうにないのが
わかってきました。
すべてのひとにすべての病原体の有無を調べてから

感染対策をしようとすると、時間と費用が膨大なもの
になります。そもそも、感染初期には病原体に対する
抗体が検出されなかったりして、病原体がいるのか、
いないのか間違いなく知ることなどできません。
また、HIVの検査には本人の同意が必要ですし、肝

炎の検査もHIVの検査も結果が出るまでに時間がかか
るということもあります。未知の病原体だってきっと
あることでしょう。
むしろ、血液やその他の体液、汗以外の分泌物をだ

れのものであるにせよ、すべて感染性をもつものと仮
定して、すべてのひとに分け隔てなく対応すべきだと
いうことになりました。また、粘膜や傷のある皮膚に
触れるときには、血液に対するのと同じ注意をはらう
ことにしました。
これが、1996年に米国のCDC（疾病管理予防センタ

ー）から発表されたスタンダードプリコーション（標
準予防策）です。

だれでもが感染源をもっていると
仮定して対応する考え方、
それがスタンダードプリコーション

スタンダードプリコーションでは、まず感染をひと
からひとへ伝播してしまうのが職員の手であることか
ら、「手洗い」「手や指の消毒」が大原則であると強調
されました。
次に、感染源になるかもしれないもの（血液やその

汚染物）に対する処置をするときには、職員の安全の
ために手袋、マスク、ガウンなどの防御用具を必要に
応じて着用することです。
そして、周囲環境対策として、器具の消毒を適正に

することや、使用後のリネン類は感染・非感染の区別
をせずすべて汚染物としてあつかい、他の患者や環境
を汚染しないように移送・処理することが規定されま
した。
では、次のページから、施設のケアの現場で実践さ

れる具体的な方法をご紹介しましょう。

感染源を伝播させず
同時に自分を守るのが
スタンダードプリコーション
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手洗い
感染対策の基本は一に手洗い、二に手洗い、三に手

洗い、と言われます。
介護者の手を介して、感染者の病原体を非感染者へ

広げてしまい、施設の多くの人びとを感染にまきこん
でしまうことがあります。病院での院内感染は、この
ようにして起こります。同じように、施設の場合にも
職員の手を介して感染が拡大します。
例を挙げてみましょう。毎年、冬になると問題にな

るノロウイルスについてはご存知と思います。1日に
何十回も水のような下痢を自ら経験されたことがある
かたもあるはずです。よくあるウイルス性の食中毒で
すが、高齢者がかかって脱水状態になると点滴で早め
に対応しないと重症になることがあります。
ノロウイルスの伝播のすくなくとも一部は、職員の

手を介して起こると考えられます。介護場面のそれぞ
れの場面の前と後に、セッケンで手を洗うことで、手
についたノロウイルスを洗い落とすことができます。
ノロウイルスのついた手で食事をすれば、ご自分も感
染してしまいます。セッケンでの手洗いが、自分を守
ると同時に病原体を施設に広げないようにするための
最良の方法であるわけです。
こんな一般常識が介護のプロの感染対策で特に強調

されるのは、意外に手洗いはおろそかにされがちであ
るからです。
アルコールによる消毒は、ほとんどの細菌に対して

有効で、わざわざ水道までいかなくて済むことから病
院で頻用されますが、弱点も持っています。ノロウイ
ルスにはアルコール消毒が効きません。その意味では
セッケンでの手洗いのほうが応用範囲が広いといえます。
手を洗った後、せっかく洗った手をつるしのタオル

でふいたのでは、元も子もありません。つるしのタオ
ルは病原体のかたまりです。ペーパータオルを使い捨
てにするか、エアタオル利用をお勧めします。

手の健康を保つ
手の健康を保つことも重要な課題です。なによりも

手にケガや手あれ、ささくれ、深爪があると、感染性
のある血液や体液に不注意に触れたときに、ご自身に
感染を起こしてしまう危険があります。
感染性のあるものを扱うときには、手袋をするのが

原則ですが、万が一、素手で触れてしまっても、健康
な手であればセッケンで洗うだけで済みます。
手あれのもうひとつの側面として、ある種の病原体、

とくにブドウ球菌などが手あれのある皮膚に住みつい
てしまうことがあります。その場合に病原体を広げる
源になってしまうことも考えられます。
手洗いや手袋着用を忠実に実行すれば、かえって手

あれをおこすこともありますね。ハンドローションを
用いた手のお手入れを励行してください。
手指の消毒薬剤としては、効果の高さと手あれが比

較的少ないことから、アルコールに保湿剤を加えたも
のがよく使用されます。ノロウイルスやクロストリジ
ウムディフィシル（※）など、アルコール消毒が効かない
病原体がいない（無視できる）忙しい現場では、アル
コール擦過剤を使用することがもっともお勧めでしょ
う。通常の細菌やアルコールに弱いタイプのウイルス
であれば、それらの伝播を抑えるのに非常に有効です。

（※）クロストリジウムディフィシル：抗生物質の使用がきっかけ
となって発症する大腸炎の原因となる細菌で、芽胞という消毒の困
難な形態をもつ。

感染源を伝播させるのは「手」。
セッケンによる手洗いと、
手指の健康保持が大切

Standard 
standard
標準的な

precaution
予防



ス
タ
ン
ダ
ー
ド
プ
リ
コ
ー
シ
ョ
ン

22

ケガのさいの止血
止血の基本はガーゼ圧迫ですが、介護者が自己防御

するポイントは手袋をすることです。だれに対しても
行なうスタンダードプリコーションの基本を、そのま
ま実行するだけです。止血には、手袋をして滅菌ガー
ゼで傷口を圧迫し、通常の外傷の処置をします。必要
があれば、医療機関に運びます。その際、床などに血
液が付着した場合にもあわてることはありません。
HIVは消毒薬や熱や洗浄などに対する抵抗力がとても
弱いウイルスです。床にこぼれた血液は手袋をした上
でふき取ればほとんど十分ですが、アルコールでふけ
ば問題ありません。（※1）

施設でHIV感染に対する予防として注意しなければならないのは、
主に血液感染についてです。唾液や尿や便に血液が混入していない限り、
こういったものからのHIV感染は無いからです。

使い捨て手袋
使い捨て手袋は、スタンダードプリコーションでの

必需品です。血液や体液を取り扱うすべての場面で手
袋を使う必要があります。
第1の目的は介護者自身の安全確保です。血液や体

液を扱うすべての場合に手袋をすることを常識にする
ことで、感染事故を起こりにくくすることができます。
しびんや便器の排泄物を捨てるとき、オムツのケアを
行なうとき、失禁しているひとの体をふくとき、褥瘡
の手当てをするとき、口腔ケアをするとき、生理の介
護、痰の吸引、胃瘻や人工肛門の処置、傷口の軟膏を
ぬるときなど、すべて手袋を着用すべきなのです。
着用後の手袋を取り外す際には、手袋の汚れた面に

素手で触れないように注意して、ゴミ箱に捨てます。
第2の目的は、病原体のひとからひとへの伝播の防

止です。たとえばノロウイルス感染者のオムツケアを
する場合に、介護の場面ごとに手袋を替えることで、
次のひとにウイルス性腸炎が伝播する確率を減らすこ
とができます。しかし、手洗いのかわりになるもので
はないことは銘記すべきです。手袋をする前と、手袋
をはずした後の手洗いや手指消毒は重要です。介護者
自身の手が健康でないときは、介護者が感染源になる
ことがあるので、体をふくときや入浴介助をするとき、
調理をするときに手袋をすることが必要になります。

物品の個別化
日常生活で共用する物品は多いのですが、感染を予

防する目的では、いくつかの物品は個人ごとに専用に
使用すべきです。
スタンダードプリコーションの原則通り、血液や、

汗以外の体液が付着することのある物品はすべて個別
化すべきです。歯ブラシ、くし、ヒゲソリは血液が付着
する可能性があります。Ｂ型肝炎ウイルスやＣ型肝炎
ウイルス、HIVに関しての個別化はこれだけで十分です。
しかし、病原体はそれだけではありませんので、も

うすこし個別化すべき物品の範囲は広がります。
ポータブル尿器、ポータブル便器は、長期にわたって
の利用者では個人用にする必要があります。再使用する
のであれば、漂白剤の成分である次亜塩素酸による消毒
が必要です。多剤耐性の細菌が尿器の使い回しから院内
感染を起こした例が散発しますので、注意が必要です。
タオル、バスタオルなどのリネン類も個別化すべき

と考えられます。疥癬などが感染している場合に伝播
を最小限にできますし、場合により、排泄物や分泌物
の付着が考えられるからです。
日常の場面で手をふくタオルを共有するのは許されま
すが、ペーパータオルにするのが無難であると思われます。
洗濯機を共有することは通常問題ないと考えられま

す。ただし、排泄物が付着することも考えられますの
で、高温水利用の洗濯機の使用が望ましいと言えます。
トイレやお風呂の共用は一般に問題ないと言えます。

褥創のシャワー浴が必要な場合には、分泌物をよく水
で洗い流しておく注意はしておきましょう。
くり返しますが、HIV感染症だけについて考えれば、

ポータブル尿器や便器、リネン類の個別化は特に必要
ないのですが、一般的な予防策の意味で必要だと考え
られます。

使い捨て手袋の使用と
物品を個別化することで
他人への伝播は防げます

ＨＩＶを含む血液への対応も日常生活で
これだけやればなにも恐れることはない
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（※1）
HIVはアルコールで消毒できますが、ノロウイスルやＡ型肝炎ウイ
ルスなどは、消毒薬に対する抵抗性が強くて、アルコール消毒が効
きません。
それは、ノロウイスルやＡ型肝炎ウイルスは一番外側の構造が、鎧
のような硬いタンパク質でできたカプシドというものでできている
からです。一方、HIVの一番外側は脂質に富んだ膜です。脂質が多
い膜は消毒薬ですぐに溶けてしまうので抵抗力は弱く、アルコール
でも簡単に消毒できてしまいます。こわもての印象を与えるHIVで
すが、意外にひ弱なところがあります。
しかし、スタンダードプリコーションでは、HIVよりももう少し抵
抗力がつよく、感染力も格段に強いＢ型肝炎に対する対策を実行す
ることで、ほとんどの病原体を遮断することができます。
具体的には、血液をペーパータオルなどでふき取った後、大量の血
液であれば1パーセント次亜塩素酸ナトリウムでふき取るか、0.5パ

ーセント次亜塩素酸ナトリウムへ30分間浸漬させることです。ご
く少量の血液汚染であれば、やはりペーパータオルでふき取った後、
0.1パーセント次亜塩素酸ナトリウムで清拭するだけでも大丈夫
です。

（※2）
その人にHIV感染があることがわかっている場合、針刺しをしてし
まった人は、できるだけ早く抗HIV薬の服用を開始します。事故か
ら1、2時間以内に服薬を開始できるのが理想です。早急に医療機
関に受診して服薬し、それが無理なときはその人が普段服用してい
る抗HIV薬の1回分を服薬します。いずれにしても患者の受診して
いる医療機関に連絡をとって、その指示に従うのが無難でしょう。
同様に、Ｂ型肝炎の予防としては、Ｂ型肝炎用の免疫グロブリンの
投与とＢ型肝炎ワクチン接種を1、2日の内に受けることです。比
較的時間の余裕がありますから、医療機関に受診をしてください。

生理の介護
生理血にもHIVは含まれますから、その介護では、

当然はじめから手袋を着用します。ナプキンやティッ
シュはビニール袋に入れて廃棄します。

血便、吐血、喀血
これらをともなう突発事態は滅多にないことですが、

もし起きたら救急車で医療機関に搬送することが必要
になる場合が多いと考えられます。施設内での対応で
は、介護者が目や口の粘膜に血液を浴びないように注
意します。ゴーグル付きマスクがあれば、それを着け
て対応するのが望ましいのですが、その備えがなけれ
ば、手袋をして、血液が多量に噴出する経路に顔を近
づけないよう注意して、誤嚥を防止するために患者さ
んを側臥位にします。そして救急車を待ちます。

針刺し事故
福祉施設での採血は機会が少ないと思われますが、

その必要があれば、針刺し事故に対する注意を怠らな
いようにします。スタンダードプリコーションにのっ
とり、手袋をして採血をします。
採血後には絶対にリキャップをしないでください。

針刺し事故の多くはリキャップをするときに起きてい
ます。採血器具から素手で針をはずそうとすることも
大変に危険です。まるごと、大きめの針捨てボックス
に廃棄してください。
万一、針刺し事故が発生した場合、HIV感染症とＢ

型肝炎については、有効な対策があります。（※2）

血液がついたものの処理・消毒
血液がついた器具や洗濯物を扱うさいには、もちろ

ん手袋をしてください。消毒剤は血液などのタンパク
質がこびりついているとその中まで入り込むことがで
きないので、まず水道水で水洗いして汚れを落として
から消毒します。
消毒の仕方は、アルコールか1パーセント次亜塩素

酸ナトリウム（ブリーチ）で拭き取るか、0.5パーセン
ト次亜塩素酸ナトリウムへ30分間浸漬させることで消
毒できます。血液や体液で汚れたごみは手袋をしてビ
ニール袋へ廃棄します。
洗濯の際は、80度、10分間、高温洗濯機を使用する

ことで、プリオン以外のほとんどの病原体の感染力を
なくすことができます。
高温洗濯機がない場合、すべての病原体に対応する

ためには0.5パーセント次亜塩素酸ナトリウムへ30分
間浸漬させてから洗濯することでも、高温洗濯機と同
等の効果をあげることができます。

HIV感染に対する施設での対策は一般的な
スタンダードプリコーションで完全にカバーされています。
つまり、普通のことをやれば、大丈夫！だということなのです。
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Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
者
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
を
断
わ
る

と
、
法
的
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
か
。（
利
用
開
始
時
お
よ
び
利
用
開
始
後
）

サ
ー
ビ
ス
を
拒
否
す
る
こ
と
は
、
サ
ー
ビ
ス

を
必
要
と
し
て
い
る
者
の
生
活
自
体
を
狭
め
、

社
会
の
一
員
と
し
て
の
扱
い
を
拒
否
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
た
だ
、
受
け
入
れ
る
こ
と
が
た
だ
ち
に
他

の
利
用
者
の
健
康
、
安
全
に
支
障
を
き
た
す
よ
う
な

場
合
は
、
他
の
利
用
者
の
生
活
を
守
る
た
め
に
拒
否

す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
が
感
染
症
の
場
合
、
感
染
症
が
ど
の
よ
う
な

感
染
経
路
に
よ
る
か
で
異
な
り
ま
す
。
空
気
感
染
や

接
触
感
染
の
場
合
は
他
の
利
用
者
へ
の
健
康
被
害
の

可
能
性
は
高
く
、
感
染
症
が
治
癒
す
る
ま
で
利
用
を

控
え
る
よ
う
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
は
感
染
経
路
が
き
わ
め
て
限
定

さ
れ
て
お
り
、
日
常
生
活
に
お
け
る
接
触
な
ど
で
感

染
す
る
こ
と
が
な
い
こ
と
は
証
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
を
理
由
に
サ
ー
ビ
ス
利

用
を
拒
否
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
い
っ
た
ん
受
け

入
れ
た
上
で
、
適
切
な
目
配
り
が
求
め
ら
れ
る
で
し

ょ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
利
用
開
始
後
に
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染

が
判
明
し
た
場
合
も
同
様
で
す
。

多
く
の
施
設
は
「
Ｈ
Ｉ
Ｖ
対
応
の
経
験
が
な
い
」

「
感
染
の
不
安
が
あ
る
」
な
ど
の
理
由
で
断
っ
て
く

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
知
ら
な

い
こ
と
か
ら
く
る
不
安
を
解
消
す
る
た
め
に
も
、

「
Ｈ
Ｉ
Ｖ
の
病
態
、
感
染
防
止
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に

よ
り
基
礎
知
識
が
周
知
で
き
れ
ば
、「
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染

を
理
由
と
し
た
拒
否
」
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
る

で
し
ょ
う
。

「
サ
ー
ビ
ス
利
用
を
拒
め
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、

申
し
込
み
が
あ
る
以
上
は
「
応
諾
義
務
」
が
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
も
出
て
き
ま

す
。
基
本
的
に
は
施
設
利
用
関
係
は
契
約
で
す
か
ら
、

定
員
満
杯
で
あ
る
と
か
、
他
の
感
染
症
（
こ
の
場
合
は
、

在
籍
は
認
め
た
上
で
治
癒
し
て
か
ら
来
所
す
る
よ
う
了
解
を
も

ら
う
こ
と
に
な
る
）
等
を
理
由
と
し
た
拒
否
は
認
め
ら

れ
ま
す
。「
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人

員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
省
令
」
18
条

（
各
サ
ー
ビ
ス
に
準
用
）
に
は
「
事
業
者
は
正
当
な
理
由

な
く
契
約
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
」
と
定
め
ら
れ
て

お
り
（
厚
生
労
働
省
通
知
〈
障
発
４
０
３
０
０
９
、
平
成
18

年
４
月
３
日
〉
に
は
正
当
事
由
の
例
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
）、

原
則
的
に
契
約
締
結
義
務
が
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

入
所
者
同
士
で
感
染
が
成
立
し
た
場
合
、
施

設
側
に
法
的
責
任
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
か
。（
噛
み
つ
き
、
性
交
渉
、
そ
の
他
外
傷
時
な
ど)

利
用
者
を
受
け
入
れ
た
施
設
は
、
介
助
サ
ー

ビ
ス
契
約
に
も
と
づ
き
利
用
者
に
対
し
て
安

全
配
慮
義
務
を
負
い
ま
す
。
そ
し
て
、
利
用
者
が
民

法
上
、
責
任
無
能
力
者
の
場
合
、
他
の
利
用
者
に
危

害
を
加
え
な
い
よ
う
に
代
監
督
者
責
任
を
負
い
ま
す

（
民
法
７
１
４
条
）。
た
だ
し
、
結
果
責
任
を
負
わ
さ
れ

る
の
で
は
な
く
、
結
果
予
見
義
務
、
結
果
回
避
義
務

を
尽
く
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
れ
ば
責
任
を
問
わ

れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
ず
感
染
を
予
防
す
る
た
め
に
、
入
所
契
約
に
先

立
っ
て
個
々
の
利
用
者
の
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
の
有
無
を
把

握
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
告
知

や
検
査
を
義
務
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
任

意
の
告
知
を
求
め
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
利

用
者
の
行
動
特
性
自
体
が
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
の
危
険
行
為

に
該
当
す
る
場
合
は
告
知
義
務
が
あ
り
、
感
染
防
止

施 設 と
Ｈ Ｉ Ｖ 感 染 症 、
法 律 Ｑ ＆ Ａ

ＨＩＶ感染症に関して、

施設で法的責任を問われる

場面があるでしょうか。

その一つの考え方を、

ある弁護士はこう話しました。

HIVと施設に即しての判例はまだないので参考としてお考えください。
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の
た
め
に
す
べ
き
こ
と
を
怠
っ
て
い
た
場
合
は
予
見

義
務
違
反
の
責
任
が
問
題
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、

予
見
義
務
違
反
が
あ
っ
て
も
結
果
発
生
を
回
避
す
る

可
能
性
が
な
い
よ
う
な
場
合
は
、
結
果
責
任
を
問
わ

れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

Ｈ
Ｉ
Ｖ
の
場
合
は
結
果
（
感
染
）
回
避
の
た
め
に

は
感
染
の
危
険
の
あ
る
行
為
は
限
定
さ
れ
て
お
り
、

感
染
者
に
対
し
て
は
危
険
行
為
を
行
な
わ
な
い
よ
う

に
特
別
な
目
配
り
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
た

と
え
ば
「
噛
み
付
き
」
と
い
う
行
動
特
性
が
あ
っ
て

も
、
そ
の
行
為
自
体
で
相
手
に
感
染
さ
せ
る
可
能
性

は
、
唾
液
か
ら
の
感
染
は
成
立
し
な
い
こ
と
か
ら
き

わ
め
て
ま
れ
と
い
え
ま
す
。
逆
に
、
噛
ま
れ
た
人
が

Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
者
で
あ
っ
た
場
合
は
、
血
液
に
よ
り
噛

ん
だ
人
に
感
染
さ
せ
る
可
能
性
は
高
く
な
り
ま
す
。

一
方
で
、
感
染
者
の
性
行
為
に
よ
っ
て
他
の
利
用
者

に
感
染
す
る
危
険
性
が
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
努
力
は
、

可
能
な
限
り
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
努

力
を
尽
く
し
た
上
で
感
染
の
結
果
が
生
じ
て
も
、
施

設
の
責
任
を
問
う
こ
と
は
困
難
で
し
ょ
う
。

注
）│
│
│

結
果
予
見
義
務
＝
発
生
す
る
結
果
に
つ
い
て
、
通
常
の
適
切
な
事
前
情

報
の
収
集
の
範
囲
内
で
予
見
し
て
お
く
こ
と
。
結
果
発
生
が
予
見
不
可

能
な
場
合
に
か
ぎ
っ
て
は
、
責
任
は
生
じ
な
い
。

結
果
回
避
義
務
＝
予
見
で
き
た
は
ず
の
結
果
の
発
生
を
防
止
（
回
避
）

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
課
せ
ら
れ
る
義
務
。
結
果
発

生
が
回
避
不
可
能
な
場
合
に
か
ぎ
っ
て
は
、
責
任
は
生
じ
な
い
。

感
染
し
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
か
ら
職
員

が
感
染
し
た
場
合
、
施
設
側
は
職
員
に
対
し
、

責
任
が
問
わ
れ
ま
す
か
。

施
設
は
職
員
に
対
し
て
も
、
使
用
者
と
し
て

労
働
安
全
衛
生
法
上
の
安
全
配
慮
義
務
を
負

っ
て
い
ま
す
。
職
員
に
対
し
て
感
染
経
路
の
説
明
、

感
染
予
防
の
た
め
の
措
置
、
当
該
利
用
者
に
対
す
る

個
別
支
援
の
際
の
特
別
な
留
意
点
の
徹
底
、
研
修
な

ど
の
事
前
準
備
、
当
該
感
染
者
と
の
関
わ
り
方
な
ど

感
染
し
な
い
た
め
に
適
切
な
配
慮
の
指
導
、
緊
急
事

態
で
の
応
急
措
置
の
指
導
な
ど
、
結
果
予
見
義
務
、

結
果
回
避
義
務
を
尽
く
す
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
を
尽

く
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
れ
ば
発
生
し
た
結
果
に

対
し
て
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

Ｑ
３
の
よ
う
な
場
合
、
労
災
は
適
用
さ
れ
ま

す
か
。
雇
用
形
態
に
よ
っ
て
差
が
あ
り
ま
す
か
。

そ
の
感
染
が
労
災
で
あ
る
と
言
え
る
た
め
に

は
、「
職
務
に
関
連
し
た
感
染
で
あ
る
こ
と
」

が
要
件
に
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
事

業
所
内
で
感
染
し
た
場
合
（
感
染
場
所
）、
利
用
者
（
も

し
く
は
他
の
職
員
）
か
ら
感
染
し
た
場
合
に
は
、
職
務

関
連
性
が
認
め
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
し
て
い
る
職
員
が
、
利
用
者
へ

感
染
さ
せ
た
場
合
の
責
任
は
、
ど
の
よ
う
な

形
で
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

Ｈ
Ｉ
Ｖ
に
感
染
し
て
い
る
職
員
は
、
利
用
者

に
感
染
さ
せ
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
注
意
義

務
を
負
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
注
意
義
務
に
違
反
し
て

利
用
者
に
感
染
さ
せ
て
し
ま
っ
た
場
合
は
注
意
義
務

違
反
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
不
法
行
為
責
任
（
民

法
７
０
９
条
）
を
負
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
感
染
す
る
危

険
行
為
と
知
り
な
が
ら
そ
の
行
為
を
行
な
っ
た
場
合

も
同
様
で
す
。

責
任
の
内
容
と
し
て
は
、
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
生

じ
た
損
害
（
長
期
間
の
治
療
費
、
療
養
費
、
そ
の
他
）
の

う
ち
相
当
因
果
関
係
の
範
囲
内
に
つ
い
て
賠
償
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
使
用
者
で
あ
る
施
設
も
使
用
者
責
任
（
同

７
１
５
条
）
を
負
い
ま
す
。
使
用
者
（
施
設
、
職
員
の
雇

い
主
）
は
直
接
の
加
害
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
職

員
を
手
足
と
し
て
雇
っ
て
事
業
活
動
を
展
開
し
て
い

る
以
上
、
当
該
職
員
が
負
う
責
任
と
同
一
内
容
の
責

任
を
「
選
任
、
監
督
上
の
義
務
違
反
」
と
い
う
形
で

負
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

も
し
、
利
用
者
が
Ｈ
Ｉ
Ｖ
陽
性
の
職
員
を
噛
ん
だ

た
め
に
Ｈ
Ｉ
Ｖ
に
感
染
し
た
場
合
は
ど
の
よ
う
に
考

え
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。
職
員
が
利
用
者
に
噛
ま

れ
た
こ
と
自
体
は
労
災
と
し
て
施
設
が
責
任
を
も
っ

て
処
理
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
問
題
は
そ
の
結
果
、
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に
判
断
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ま
ず
利
用
者
に
理
解
能
力
が
あ
る
と
き
は
、
十
分

に
感
染
の
危
険
性
を
説
明
し
、
説
得
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
以
上
の
外
出
を
阻
止
す
べ
き
義
務
が

あ
る
か
否
か
は
判
断
に
迷
う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。
本

人
を
信
頼
し
て
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
外
出
自
体
が
不

適
切
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
外
出
中
に

Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
の
高
い
行
為
を
し
た
場
合
に
、
そ
の
行

為
に
よ
る
感
染
の
危
険
性
を
認
識
し
え
た
か
、
回
避

措
置
を
取
り
え
た
か
否
か
に
よ
り
、
責
任
が
生
じ
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

施
設
内
で
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
が
生
じ
た
場
合
に
備

え
て
、
損
害
保
険
に
加
入
す
る
必
要
は
あ
り

ま
す
か
。
実
際
に
感
染
症
に
よ
る
補
償
が
生
じ
た
事

例
は
あ
り
ま
す
か
。

施
設
賠
償
責
任
保
険
は
損
保
会
社
の
商
品
と

し
て
存
在
し
、
実
際
に
賠
償
の
対
象
と
な
っ

た
事
例
も
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
感
染
症
（
特
に
Ｈ
Ｉ
Ｖ

感
染
）
に
つ
い
て
保
険
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
か
否

か
は
、
担
当
者
に
確
認
し
て
下
さ
い
。

利
用
者
の
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
が
わ
か
っ
た
場
合
、
す

べ
て
の
職
員
に
知
ら
せ
る
必
要
は
あ
り
ま
す
か
。

施
設
は
、
利
用
契
約
に
お
け
る
健
康
配
慮
義

務
と
し
て
利
用
者
に
責
任
を
負
っ
て
お
り
、

職
員
に
対
し
て
は
労
働
安
全
衛
生
法
で
労
働
環
境
の

安
全
（
健
康
被
害
の
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
）
に
つ
い
て
責

任
を
負
っ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
他
の
利
用
者

に
は
、「
日
常
生
活
で
は
感
染
す
る
心
配
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
他
人
の
血
液
に
は
直
接
触
れ
な
い
こ
と
」

な
ど
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

し
た
が
っ
て
職
員
に
対
し
て
は
、
感
染
者
を
明
示

し
て
職
員
間
で
感
染
し
な
い
よ
う
に
、
ま
た
他
の
利

用
者
に
感
染
さ
せ
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
指
示
を
出

す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
し
て
い
る

利
用
者
の
健
康
管
理
や
必
要
な
配
慮
の
た
め
に
も
、

職
員
が
そ
の
情
報
を
把
握
し
て
お
く
こ
と
は
重
要
で

す
。
も
ち
ろ
ん
、
感
染
の
事
実
は
重
要
な
個
人
情
報

に
な
り
ま
す
の
で
、
外
部
の
者
に
対
し
て
は
守
秘
義

務
が
あ
り
ま
す
。

サ
ー
ビ
ス
利
用
時
に
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
抗
体
検
査

を
義
務
づ
け
る
こ
と
は
可
能
で
す
か
。

抗
体
検
査
を
義
務
づ
け
る
必
要
は
な
い
と
思

い
ま
す
。
た
だ
、
施
設
と
し
て
は
「
感
染
し

利
用
者
が
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
し
た
こ
と
に
つ
い
て
職
員
に

責
任
を
生
じ
さ
せ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
ケ
ー

ス
に
よ
り
異
な
り
ま
す
の
で
一
般
的
な
こ
と
に
な
り

ま
す
が
、
感
染
を
認
識
し
て
い
る
職
員
と
し
て
利
用

者
に
感
染
さ
せ
な
い
よ
う
に
予
見
義
務
、
結
果
回
避

義
務
を
尽
く
し
て
い
た
か
否
か
を
検
討
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
突
然
予
想
も
し
な
い
利
用
者
か
ら
噛
み

付
か
れ
た
よ
う
な
場
合
は
、
注
意
義
務
違
反
は
な
い

と
思
わ
れ
ま
す
。

入
所
中
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
が
外
出
中
に
性

交
渉
な
ど
で
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
し
た
場
合
、
施
設

側
に
責
任
が
生
じ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
か
。
そ
れ
は

ど
の
よ
う
な
場
合
で
す
か
。

施
設
は
、
利
用
契
約
の
中
で
利
用
者
の
健
康

維
持
の
た
め
の
配
慮
義
務
を
負
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
日
常
生
活
に
お
い
て
外
出
自
体
が
「
Ｈ
Ｉ

Ｖ
感
染
」
の
危
険
性
の
高
い
行
為
と
は
い
え
ず
、
具

体
的
に
危
険
性
を
予
測
で
き
る
（
予
測
す
べ
き
）
事
情

（
訪
問
先
に
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
者
が
い
る
こ
と
、
そ
の
感
染
者
と
性

交
渉
な
ど
Ｈ
Ｉ
Ｖ
に
感
染
す
る
お
そ
れ
あ
る
行
為
を
す
る
可
能

性
が
高
い
こ
と
な
ど
）
が
な
い
限
り
は
、
施
設
が
責
任

を
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
上
記
の

例
外
的
な
事
情
が
予
測
で
き
た
と
し
て
、
ど
こ
ま
で

の
回
避
措
置
を
講
じ
る
べ
き
か
、
個
々
の
場
面
ご
と
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て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
お
れ
ば
事
前
に
教
え
て
ほ

し
い
」
と
広
報
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
も
し
、

利
用
者
に
お
い
て
感
染
の
事
実
が
判
明
し
て
い
る
場

合
に
、
広
報
に
応
じ
て
申
告
す
る
義
務
が
あ
る
か
否

か
、
判
断
の
わ
か
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
Ｈ
Ｉ
Ｖ
自
体

は
日
常
生
活
に
お
い
て
感
染
す
る
経
路
を
持
っ
て
い

ま
せ
ん
の
で
、
感
染
を
前
提
と
し
て
告
知
義
務
を
課

す
こ
と
は
不
適
当
と
思
わ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
た
と

え
ば
利
用
す
る
施
設
に
「
噛
み
付
き
」
の
よ
う
な
行

動
特
性
の
あ
る
人
が
い
る
こ
と
が
事
前
に
わ
か
っ
て

い
る
場
合
は
、
そ
の
利
用
者
か
ら
噛
み
付
か
れ
る
こ

と
で
感
染
さ
せ
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
場
合
な
ど
に

は
告
知
義
務
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

本
人
の
意
思
決
定
能
力
に
障
害
が
あ
る
場
合
、

検
査
の
実
施
や
結
果
の
告
知
に
は
ど
の
よ
う

な
手
続
き
が
必
要
で
す
か
。

本
人
が
成
人
で
知
的
障
害
や
精
神
障
害
が
あ

り
、
意
思
決
定
能
力
が
不
十
分
な
場
合
は
、

成
年
後
見
人
の
同
意
が
必
要
に
な
り
ま
す
（
本
人
が
未

成
年
の
場
合
は
親
権
者
の
同
意
が
必
要
に
な
り
ま
す
）。
た
だ
、

成
年
後
見
人
は
治
療
（
手
術
）
の
同
意
権
限
ま
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
日
常
生
活
支
援
の
範
囲
内
で
の
健

康
診
断
や
Ｈ
Ｉ
Ｖ
検
査
を
受
け
さ
せ
、
そ
の
結
果
を

受
領
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
成
年
後
見
人
に
は
本

人
と
の
契
約
で
選
任
さ
れ
る
任
意
成
年
後
見
人
と
家

庭
裁
判
所
が
選
任
す
る
法
定
成
年
後
見
人
と
が
あ
り

ま
す
。
く
わ
し
い
選
任
手
続
に
つ
い
て
は
裁
判
所
な

ど
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
参
照
下
さ
い
。

ま
た
、
障
害
が
重
度
の
場
合
は
検
査
結
果
を
受
領

す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
り
、
成
年
後
見
人
が
本
人
に

か
わ
っ
て
受
領
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
他
の

場
合
は
本
人
が
受
領
し
、
補
助
人
、
保
佐
人
は
結
果

の
内
容
を
本
人
に
わ
か
る
よ
う
に
説
明
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
の
心
配
が
あ
る
場
合
、
施
設
主

導
で
検
査
を
実
施
す
る
こ
と
は
可
能
で
す
か
。

個
々
に
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
の
具
体
的
な
危
険
行
為

（
感
染
者
と
の
性
的
接
触
行
為
な
ど
）
を
し
た
こ

と
が
判
明
し
た
場
合
に
、
感
染
の
有
無
に
つ
い
て
検

査
す
る
か
否
か
は
、
本
人
も
し
く
は
親
権
者
、
成
年

後
見
人
が
決
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
施
設
側
が
検

査
を
強
要
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
た
だ
、
施
設

と
し
て
感
染
の
疑
い
が
高
い
と
判
断
す
れ
ば
、「
感

染
し
て
い
な
い
こ
と
の
証
明
」
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
証
明
が
な
い
以
上
は
、
内

部
的
に
は
職
員
に
対
し
て
「
そ
の
利
用
者
は
感
染
の

疑
い
が
あ
る
者
」
と
し
て
適
切
な
対
応
を
指
示
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

利
用
者
が
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
を
告
知
し
な
い
で
施
設

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
、
何
ら
か
の
感
染
が
成
立

し
た
場
合
、
誰
に
ど
の
よ
う
な
責
任
が
生
じ
ま
す
か
。

利
用
者
自
身
が
事
前
に
感
染
の
事
実
を
知
っ

て
い
た
か
否
か
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。
知
っ

て
い
た
場
合
は
、
そ
の
事
実
を
隠
し
て
感
染
の
危
険

性
の
高
い
行
為
（
た
と
え
ば
性
的
接
触
行
為
な
ど
）
を
し

て
相
手
方
（
他
の
利
用
者
や
一
般
の
第
三
者
）
に
感
染
さ

せ
た
場
合
は
、
加
害
者
と
し
て
不
法
行
為
責
任
（
損

害
賠
償
責
任
）
を
問
わ
れ
ま
す
。
利
用
者
本
人
は
知
ら

な
い
が
家
族
や
保
護
者
（
親
権
者
、
成
年
後
見
人
な
ど
）

が
知
っ
て
い
た
場
合
は
、
感
染
の
危
険
性
の
高
い
行

為
を
す
る
こ
と
が
予
見
で
き
た
か
否
か
が
問
題
に
な

り
ま
す
。
予
見
で
き
な
け
れ
ば
、
感
染
し
て
も
責
任

は
問
わ
れ
ま
せ
ん
。

感
染
の
事
実
を
知
っ
て
い
る
利
用
者
が
他
の
利
用

者
か
ら
感
染
の
危
険
性
の
高
い
行
為
（
た
と
え
ば
噛
み

付
き
、
性
的
接
触
行
為
な
ど
）
を
さ
れ
た
た
め
に
、
そ
の

利
用
者
に
感
染
さ
せ
て
し
ま
っ
た
場
合
も
同
様
で
、

危
険
行
為
を
さ
れ
る
環
境
を
知
っ
て
い
た
以
上
は
そ

の
環
境
か
ら
距
離
を
置
く
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
え
、

あ
え
て
そ
こ
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
の
責
任
は
生
じ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
家
族
や
保
護
者
が
感
染
者
を
施

設
に
預
け
る
際
に
は
、
他
の
利
用
者
に
感
染
さ
せ
な

い
よ
う
に
特
別
な
配
慮
を
す
る
よ
う
施
設
に
引
き
継

ぐ
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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INFORMATION

エイズに関するウェブサイト

エイズ予防財団エイズ予防情報ネット
http://api-net.jfap.or.jp/

NPO法人ぷれいす東京
http://www.ptokyo.com/

日本HIV陽性者ネットワーク・ジャンププラス
http://www.janpplus.jp/

行政の相談先

都道府県エイズ担当窓口など

検査について

HIV/AIDS 検査相談MAP
http://www.hivkensa.com/
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