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年
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著
者
は
べ
セ
ズ
ダ
の
国
立
衛
生
研
究
所
の
循
環
器
研
究
室
並
び
に
ボ
ル
テ
ィ
モ
ア
市
立
病
院

の
老
年
学
研
究
室
の
主
任
で
あ
る
（
上
記
両
所
へ
は
筆
者
も
か
つ
て
訪
問
し
た
こ
と
が
あ
る
が

と
も
に
実
に
す
ご
く
完
備
し
た
も
の
で
あ
っ
た
）
。
氏
は
元
来
心
理
学
者
で
あ
る
が
、
現
在
は

生
理
学
の
領
域
で
研
究
を
つ
づ
け
て
い
る
ア
メ
リ
カ
で
の
老
年
学
者
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
で
あ
り
、

ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
で
も
あ
る
（
同
氏
と
は
日
米
両
国
そ
の
他
で
再
三
再
四
懇
談
し
た
こ
と
が
あ

り
、
外
国
学
者
と
し
て
は
最
も
親
交
の
間
柄
で
あ
る
）
。

　
本
書
は
す
で
に
H
8
b
。
年
に
そ
の
初
版
を
刊
行
、
お
輿
年
に
は
再
版
せ
ら
れ
て
そ
れ
を
著
者
か

ら
も
ら
っ
た
も
の
だ
が
、
現
在
で
は
さ
ら
に
版
を
重
ね
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
H
霧
H
年
に
氏

は
「
老
年
学
並
び
に
老
年
病
学
に
関
す
る
文
献
集
」
　
（
〉
Ω
霧
ω
葭
①
Ω
匪
三
δ
α
q
轟
℃
財
団
o
h

O
費
。
鼻
2
0
α
Q
団
p
昌
α
O
①
ユ
鉾
門
8
ω
）
を
編
さ
ん
し
た
と
こ
ろ
が
ら
、
一
応
そ
の
知
識
で
本
書

を
ま
と
め
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
（
因
み
に
そ
の
後
こ
の
文
献
集
は
二
回
（
ら
O
S

μ
㊤
O
G
。
）
増
補
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
緒
言
に
も
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
本
書
は
専
門
家
よ
り
も
む
し
ろ
こ
の
方
面
に
興
味
を
も
つ

一
般
江
湖
を
対
象
と
し
た
も
の
で
、
主
と
し
て
6
8
年
来
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
展
開
を
知
ら

せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
驚
異
的
な
日
新
月
歩
の
一
途
を
た
ど
る
学
問

は
、
実
は
印
刷
中
に
そ
の
資
料
は
す
で
に
旧
聞
に
属
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
は
、
あ
な

が
ち
著
者
ひ
と
り
の
放
言
で
は
な
い
。
は
た
し
て
本
書
に
は
遺
憾
な
が
ら
わ
が
国
の
動
静
に
つ

い
て
は
＝
高
も
ふ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
却
説
本
書
の
内
容
を
目
次
に
従
っ
て
摘
記
す
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
e
緒
言
　
口
人
口
の
老
化
傾
向
　
日
雇
傭
就
業
と
退
職
の
問
題
　
四
生
計
支
持
の
問
題
　
田

保
健
の
問
題
　
因
住
居
の
問
題
　
㈹
老
人
教
育
の
問
題
　
囚
老
人
生
活
に
対
す
る
地
域
計
画
と

社
会
福
祉
活
動
　
㈹
研
究
の
現
況
（
ア
メ
リ
カ
）
　
㊨
研
究
機
関
と
課
題
（
欧
米
）
　
口
将
来

の
研
究
課
題
と
研
究
体
制

　
緒
言
（
第
一
章
）
に
お
い
て
、
著
者
は
老
年
学
（
ゼ
ロ
ン
ト
ロ
ジ
ー
）
の
定
義
、
領
域
、
目

的
を
の
べ
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
老
年
学
は
老
化
（
年
を
と
る
）
（
p
σ
Q
一
昌
σ
q
）
の
現
象
に
つ
い
て

の
科
学
的
研
究
で
あ
る
。
9
α
q
巨
σ
q
と
は
厳
密
に
い
え
ば
受
胎
に
は
じ
ま
り
死
を
も
っ
て
終
る
の

で
あ
る
が
、
老
年
学
は
、
勝
義
に
お
い
て
個
人
の
成
熟
完
成
後
死
期
に
い
た
る
身
心
の
変
化
、

な
ら
び
に
そ
れ
に
影
響
す
る
諸
因
子
を
研
究
し
、
さ
ら
に
彼
ら
の
社
会
生
活
に
お
け
る
人
間
関

係
や
、
余
他
の
生
活
環
境
に
対
す
る
反
応
に
つ
い
て
老
察
す
る
科
学
で
あ
る
と
す
る
。
従
っ
て

そ
の
研
究
領
域
は

　
日
　
高
年
人
口
の
増
加
に
伴
っ
て
予
想
さ
れ
る
社
会
経
済
的
諸
問
題

　
口
　
個
人
に
お
け
る
老
化
の
心
理
学
的
側
面
な
ら
び
に
社
会
的
関
係

　
日
　
老
化
の
生
理
学
的
基
礎
な
ら
び
に
病
理
的
変
化

　
四
　
生
物
一
般
に
お
け
る
老
化
の
生
物
学
的
側
面

を
包
摂
す
る
と
い
う
。
か
く
し
て
老
化
に
よ
っ
て
生
ず
る
個
人
的
社
会
的
障
害
を
最
小
限
度
に

と
ど
め
、
老
人
自
身
の
た
め
さ
ら
に
社
会
の
た
め
に
役
立
つ
よ
う
な
、
健
康
に
し
て
且
つ
幸
福
な

生
甲
斐
の
あ
る
人
生
を
送
ら
せ
る
よ
う
に
し
む
け
る
と
こ
ろ
に
、
老
年
学
の
究
極
の
目
的
が
あ

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
以
上
の
諸
点
に
つ
い
て
は
異
議
を
は
さ
む
余
地
は
な
か
ろ
う
と
思
う
。

　
第
二
章
で
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
人
口
の
年
令
構
成
や
平
均
余
命
の
変
動
、
人
口
移
動
を
人

口
統
計
に
よ
っ
て
明
示
し
、
高
年
人
口
の
増
加
、
平
均
余
命
の
延
長
を
予
測
し
て
い
る
が
、
さ

ら
に
心
臓
疾
患
や
癌
に
対
す
る
大
衆
の
知
識
が
徹
底
し
、
そ
の
治
療
が
可
能
に
な
れ
ば
、
さ
ら

に
明
白
に
高
年
者
の
数
が
増
す
に
ち
が
い
な
い
と
い
う
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
全
労
働
力
か
ら

み
て
、
近
年
高
年
労
働
者
の
数
は
大
い
に
増
加
し
て
い
る
が
、
六
十
五
才
以
上
の
人
口
の
急

増
、
健
康
の
増
進
、
き
ら
に
は
生
活
の
困
難
に
よ
っ
て
、
そ
の
就
労
の
閾
題
は
ま
す
ま
す
切
実

と
な
り
、
雇
傭
市
場
は
門
前
市
を
な
す
と
と
も
に
、
就
職
相
談
や
適
職
配
置
は
き
わ
め
て
急
を

要
す
る
問
題
と
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
の
が
、
第
三
章
で
の
論
述
で
あ
る
。
第
四
章
で
は
、
老
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人
の
収
入
と
し
て
は
現
在
養
老
保
険
金
が
主
で
、
そ
れ
に
組
合
の
私
的
な
退
職
年
金
が
プ
ラ
ス

さ
れ
た
程
度
で
、
よ
り
完
全
な
国
家
の
社
会
保
障
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
第
五
章
の

保
健
に
関
し
て
は
医
療
保
護
、
更
生
（
社
会
）
復
帰
（
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
）
の
サ
ー
ビ

ス
、
公
衆
衛
生
上
か
ら
み
た
慢
性
疾
患
に
関
す
る
知
識
の
普
及
、
医
療
保
険
の
問
題
な
ど
を
老

察
し
て
い
る
。
第
穴
章
の
住
居
の
問
題
に
関
し
て
、
健
康
老
人
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
自
立
を
提

供
す
る
よ
う
な
住
居
を
好
み
、
地
域
活
動
に
参
加
す
る
機
会
を
も
つ
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。

従
っ
て
か
か
る
要
求
に
こ
た
え
る
た
め
の
住
宅
計
画
が
提
案
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
老
人

の
収
入
は
き
わ
め
て
限
定
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
低
廉
な
住
居
を
も
と
め
る
で

あ
ろ
う
し
、
ま
た
地
域
内
に
お
い
て
共
同
集
合
居
住
す
る
よ
り
も
分
散
居
住
す
る
こ
と
を
要
求

し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
地
域
社
会
の
重
要
な
課
題
と
し
て
勘
案
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
。

第
七
章
で
は
老
人
教
育
の
問
題
を
取
扱
っ
て
い
る
。
老
年
教
育
は
い
わ
ゆ
る
成
人
教
育
と
し

て
、
ま
た
退
職
前
の
準
備
教
育
と
し
て
、
さ
ら
に
極
端
に
い
え
ば
す
で
に
小
中
学
校
教
育
の
単

元
と
し
て
、
口
．
期
に
行
う
べ
き
こ
と
を
強
調
し
、
特
に
老
人
に
対
し
て
は
、
新
し
い
技
能
や
経

験
を
獲
得
す
る
こ
と
は
、
彼
ら
の
倦
怠
や
無
役
感
を
払
拭
す
る
の
に
最
も
効
果
的
で
あ
る
と
い

う
。
従
っ
て
新
聞
、
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
、
映
画
な
ど
の
マ
ス
コ
ミ
に
よ
っ
て
、
　
「
老
人
な
お
望

み
あ
り
」
と
い
う
感
想
を
う
え
つ
け
る
こ
と
、
さ
ら
に
一
般
教
育
の
た
め
に
老
人
講
座
の
開

設
、
大
学
や
図
書
館
の
開
放
な
ど
は
是
非
と
も
必
要
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
指
導
者

教
育
の
必
要
性
に
も
ふ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
八
章
の
社
会
福
祉
活
動
の
聞
題
に
つ
い
て

は
、
上
来
の
詔
述
の
諸
点
に
対
す
る
各
州
の
委
員
会
ま
た
は
連
合
委
員
会
活
動
、
老
人
ク
ラ
ブ

や
デ
ー
セ
ン
タ
ー
（
∪
躇
O
①
算
①
「
）
に
お
け
る
活
動
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
き
ら
に
老
人
自
身
ま

た
は
老
人
に
対
す
る
地
域
奉
仕
活
動
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
。

　
な
お
以
下
の
数
量
に
つ
い
て
は
、
読
者
の
興
味
を
考
え
ま
た
紙
面
の
都
合
も
考
慮
し
て
そ
の

紹
介
を
割
愛
す
る
が
、
以
上
の
愚
察
は
当
然
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
と
は
い

え
、
世
界
の
各
国
に
お
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
を
発
揮
し
な
が
ら
、
研
究
且
つ
実
施
せ
ら
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
、
決
し
て
ア
メ
リ
カ
だ
け
の
独
占
企
業
で
は
な
い
。
む
し
ろ
な
お
考
察
の
閥

題
と
し
て
は
残
さ
れ
て
い
る
点
も
多
い
。
た
だ
わ
れ
わ
れ
の
発
表
や
宣
伝
の
未
熟
と
困
難
に
よ

っ
て
、
わ
が
国
の
動
向
に
つ
い
て
一
言
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
遺
憾
千
万
で
あ
っ
た
。
と

に
か
く
専
門
家
な
ら
ぬ
一
般
大
衆
に
対
し
て
老
年
学
の
な
に
も
の
で
あ
る
か
を
知
ら
し
め
る
に

は
好
個
の
文
献
で
あ
ろ
う
。
　
（
一
九
六
四
、
　
一
一
、
七
）

今
日
の
ア
メ
リ
カ
の
高
等
学
校
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著
者
、
コ
ナ
ン
ト
博
士
は
、
一
八
九
三
年
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
に
生
れ
、
化
学
者
と
し
て

み
と
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
博
士
は
四
〇
才
に
し
て
、
ハ
ー
バ
ー
ト
大
学
の
総
長
に
な
り
、

二
十
年
間
も
そ
の
職
責
を
つ
と
め
た
。
最
近
の
二
回
の
世
界
大
戦
中
に
は
、
国
家
的
に
も
は
た

ら
い
た
。
一
九
五
三
年
、
駐
西
独
ア
メ
リ
カ
大
使
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
実
情
を
つ
ぶ
さ
に

観
た
氏
が
、
帰
国
後
、
比
較
教
育
的
識
見
を
も
っ
て
、
カ
ー
ネ
ギ
ー
財
団
の
じ
う
ぶ
ん
な
資
金

の
提
供
に
よ
り
、
二
年
間
に
わ
た
り
、
ア
メ
リ
カ
の
高
等
学
校
を
研
究
し
て
出
さ
れ
た
報
告
が

本
書
で
あ
る
。
コ
ナ
ン
ト
博
士
は
、
「
ド
イ
ツ
と
自
由
」
、
「
現
代
科
学
と
現
代
人
」
、
「
分
割
さ

れ
た
世
界
の
教
育
」
、
「
教
育
と
自
由
」
な
ど
、
多
く
の
著
書
が
あ
る
。

　
本
勲
は
、
一
九
五
九
年
三
月
出
版
後
、
ア
メ
リ
カ
教
育
界
に
お
け
る
十
大
事
件
の
筆
頭
に
か

ぞ
え
ら
れ
、
な
が
く
、
ア
メ
リ
カ
出
版
界
の
ベ
ス
ト
・
テ
ン
の
上
位
を
つ
づ
け
て
い
る
。

　
こ
の
書
は
、
ア
メ
リ
カ
の
中
等
教
育
が
、
な
や
ん
で
い
る
諸
口
題
を
分
析
す
る
と
同
時
に
、

そ
の
解
決
の
方
向
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、
教
育
者
は
も
ち
ろ
ん
、
教
育
行
政
に
た
ず
さ
わ

る
人
々
、
教
育
に
関
心
を
も
つ
数
多
く
の
人
々
に
読
ま
れ
、
識
者
の
間
に
、
ア
メ
リ
カ
の
国
家

に
対
す
る
す
ぐ
れ
た
貢
献
だ
と
高
く
評
価
さ
れ
て
お
る
。

　
著
者
は
、
ま
ず
ア
メ
リ
カ
の
教
育
は
ア
メ
リ
カ
の
国
家
の
発
達
に
そ
っ
て
出
来
た
学
校
制
度

の
行
政
機
構
の
も
と
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
こ
に
は
、
全
国
的
に
統
一
さ
れ
た
制
度
が
、

無
い
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
各
国
の
教
育
委
員
会
は
、
ほ
と
ん
ど
例
外
な
し
に
、
地
方
の
学

校
の
経
営
に
あ
た
っ
て
高
度
の
自
由
を
も
っ
て
い
る
。
然
し
、
ど
の
国
に
も
、
今
日
で
は
、
特
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