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メ
デ
ィ
ア
が
健
康
情
報
を
ど
ん
ど
ん
取
り

上
げ
る
こ
と
は
、
果
た
し
て
良
い
こ
と
で
し

ょ
う
か
？

　

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
持
つ
力
が
大
き
い
こ
と

は
、
議
題
設
定
効
果
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま

す
。
人
々
は
、
記
事
の
回
数
が
多
く
、
見
出

し
が
目
立
つ
も
の
ほ
ど
重
要
な
事
柄
だ
と
思

い
や
す
い
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、

健
康
意
識
が
高
ま
る
と
い
う
点
で
は
良
い
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
一
方
で
は
、

あ
る
日
突
然
、「
健
康
リ
ス
ク
あ
り
」、「
病

気
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
が
張
ら
れ
る
可
能
性

が
増
大
し
て
い
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
肥

満
も
今
や
ほ
と
ん
ど
病
気
の
よ
う
な
扱
い
で
、

偏
見
や
差
別
の
対
象
に
も
な
り
か
ね
な
い
状

況
で
す
。
し
か
も
、
肥
満
を
助
長
す
る
生
活

を
送
っ
て
健
康
を
害
し
た
時
、「
自
業
自
得
」、

「
個
人
の
責
任
」
と
さ
れ
た
ら
ど
う
で
し
ょ

う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
現
象
を
、
日
常
生
活
の
「
医

療
化
」
と
呼
ぶ
人
が
い
ま
す
。
日
々
の
生
活

が
、
医
療
の
対
象
に
な
っ
た
と
い
う
意
味
で

す
。
た
だ
、
医
療
の
対
象
と
い
っ
て
も
、
専

門
家
が
毎
日
つ
い
て
い
て
く
れ
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
毎
日
の
生
活
に
直
面
し
て
い

る
の
は
あ
く
ま
で
も
本
人
で
す
。

　

医
療
化
で
ま
す
ま
す
情
報
に
目
が
い
き
、

さ
ら
に
不
安
を
感
じ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

か
と
い
っ
て
、
生
活
を
変
え
る
の
は
大
変
で

す
。
良
い
ア
イ
デ
ア
は
浮
か
ば
ず
、
ス
ト
レ

ス
解
消
が
大
事
だ
な
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
そ
し
て
、
健
康
情
報
の
か
た
わ
ら
に
は
、

ダ
イ
エ
ッ
ト
食
品
や
サ
プ
リ
メ
ン
ト
、
睡
眠

グ
ッ
ズ
、
ヨ
ガ
教
室
、
資
格
、
海
外
旅
行
な

ど
の
情
報
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

　

情
報
は
使
う
人
次
第
で
す
。
リ
ス
ク
情
報

に
う
ま
く
対
処
で
き
る
人
も
い
れ
ば
、
怖
く

て
逃
げ
て
し
ま
う
人
も
い
ま
す
。
医
療
者
は
、

「
医
療
化
さ
れ
た
生
活
」
と
の
つ
き
合
い
方

を
も
っ
と
研
究
し
、
そ
れ
に
寄
り
添
い
、
支

援
す
る
方
法
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。

　

日
常
生
活
に
限
ら
ず
、
医
療
化
は
さ
ま
ざ

ま
な
場
面
で
進
ん
で
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
か
つ
て
は
親
の
し
つ
け
や
教
育

の
問
題
と
さ
れ
て
き
た
「
落
ち
着
き
の
な
い

子
ど
も
」、「
子
ど
も
の
成
績
不
振
」
が
、
多

動
症
、
学
習
障
害
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
生
ま
れ
る
と
き
も
、

死
ぬ
と
き
も
、
か
つ
て
は
家
族
や
地
域
が
み

て
い
ま
し
た
が
、
今
は
ほ
と
ん
ど
が
医
療
現

場
で
の
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ほ
か
に
、
こ
れ
ま
で
周
囲
の
期
待
通
り
に

妊
娠
や
出
産
を
で
き
な
か
っ
た
女
性
が
、

「
本
人
が
原
因
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
わ

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、「
リ

ス
ク
が
高
い
」
と
か
「
病
気
で
あ
る
」
と
さ

日
々
の
生
活
が

医
療
の
対
象
に
な
る

さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で

医
療
化
が
進
ん
で
い
る

vol.06

賢い患者・市民に
なるための

「ヘルスリテラシー」講座
Health Literacy

医
療
化
と

疾
病
・
病
い
・
病
気



69 2011.9

れ
る
こ
と
で
非
難
さ
れ
に
く
く
な
り
、
医
療

者
に
守
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

死
に
つ
い
て
も
、
家
族
は
最
後
ま
で
で
き
る

限
り
の
医
療
を
受
け
さ
せ
て
あ
げ
れ
ば
、
見

捨
て
た
と
い
う
気
持
ち
に
苦
し
め
ら
れ
な
く

て
す
み
ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
う
し
た
医
療
化
の
結
果
、
医

療
者
任
せ
の
傾
向
が
強
く
な
っ
た
こ
と
も
忘

れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
意
思
決
定
を
委
ね
る

こ
と
で
、「
人
と
し
て
何
が
良
い
の
か
」
の

判
断
ま
で
任
せ
て
し
ま
う
と
ど
う
な
る
で
し

ょ
う
？

　

医
療
が
、
全
て
の
リ
ス
ク
や
病
気
を
解
決

で
き
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ど
こ

ろ
か
、
医
療
行
為
に
は
必
ず
リ
ス
ク
が
伴
い

ま
す
。
子
ど
も
を
産
む
場
所
、
死
を
迎
え
る

場
所
と
し
て
ど
こ
が
良
い
の
か
は
、
本
人
や

家
族
が
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
と
リ
ス
ク
に
つ
い
て

「
語
り
合
う
」
こ
と
で
、
初
め
て
よ
り
よ
い

意
思
決
定
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま

な
選
択
肢
を
選
べ
る
よ
う
に
、
支
援
し
て
い

く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

 

「
慢
性
疲
労
症
候
群
（C

hronic Fatigue 
S

yndrom
e:C

FS

）」
と
い
う
病
気
を
、
ご

存
知
で
し
ょ
う
か
？ 

原
因
不
明
の
強
度
の

疲
労
が
、
長
期
間
（
６
カ
月
以
上
）
に
わ
た

っ
て
続
く
病
気
で
す
。
ア
メ
リ
カ
で
は
ウ
イ

ル
ス
感
染
が
関
連
し
て
い
る
と
い
う
研
究
が

進
ん
で
き
て
い
る
も
の
の
、
医
学
的
な
解
明

は
ま
だ
途
上
に
あ
り
ま
す
。

 

『
テ
ィ
フ
ァ
ニ
ー
で
朝
食
を
』、『
ピ
ン
ク
パ

ン
サ
ー
』
で
知
ら
れ
る
映
画
監
督
の
ブ
レ
イ

ク
・
エ
ド
ワ
ー
ズ
が
患
者
で
あ
っ
た
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
ま
す
。
日
本
で
は
、
医
療
の
対

象
と
し
て
の
対
応
が
不
十
分
で
あ
る
と
言
わ

れ
て
お
り
、
患
者
が
動
け
な
い
と
語
る
こ
と
、

訴
え
る
こ
と
（
＝
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
）
こ
そ
が
、

こ
の
病
気
に
注
目
す
る
重
要
な
カ
ギ
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

果
た
し
て
、
医
学
に
よ
っ
て
明
確
に
診
断

や
治
療
で
き
な
い
と
、
病
気
で
は
な
い
の
で

し
ょ
う
か
？ 

医
療
人
類
学
や
医
療
社
会
学

は
病
気
と
は
何
か
と
い
う
見
方
に
つ
い
て
教

え
て
く
れ
ま
す
。
英
語
で
は
病
気
に
対
す
る

英
語
は
主
に
３
つ
あ
り
、「d

ise
a

se

」、

「illness

」、「sickness

」
が
使
わ
れ
て

い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
日
本
語
で
区

別
し
て
み
る
と
、「disease

＝
疾
病
」
は

医
学
的
な
診
断
や
説
明
の
可
能
な
も
の
、

「illness

＝
病
い
」
は
本
人
が
そ
れ
を
ど
う

感
じ
受
け
止
め
て
い
る
か
と
い
う
も
の
、

「sickness

＝
病
気
」
は
、
周
囲
や
社
会
が

そ
れ
を
ど
う
見
る
か
と
い
う
も
の
で
す

（
図
）。

　

慢
性
疲
労
症
候
群
は
、「
疾
病
」
と
し
て

は
不
明
な
点
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
患
者

さ
ん
に
と
っ
て
は
紛
れ
も
な
い
苦
痛
を
伴
う

「
病
い
」
で
す
。
そ
し
て
、
名
称
が
誤
解
を

さ
れ
や
す
い
こ
と
も
あ
り
、「
精
神
的
な
も

の
で
は
」、「
怠
け
て
い
る
の
で
は
」
な
ど
と
、

本
人
の
責
任
で
は
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
偏

見
や
差
別
の
目
で
見
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る

「
病
気
」
で
す
。

　

医
療
化
が
必
要
な
の
に
、
ま
だ
十
分
手
が

差
し
伸
べ
ら
れ
て
い
な
い
こ
う
し
た
「
病

い
」
や
「
病
気
」
は
、
他
に
も
多
く
あ
り
ま

す
。
適
切
な
情
報
を
得
て
、
偏
見
を
持
た
ず
、

支
援
を
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
医
療

化
さ
れ
て
い
る
も
の
も
さ
れ
て
い
な
い
も
の

も
、「
個
人
の
経
験
」
や
「
社
会
の
見
方
」

と
い
う
視
点
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
言
え

ま
す
。
詳
し
く
は
、『
健
康
を
決
め
る
力
』

（http://w
w

w
.healthliteracy.jp/

）
の

「
医
療
だ
け
に
頼
っ
て
い
て
は
健
康
に
な
れ

な
い
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

医
療
の
対
象
に
な
ら
な
い
と

病
気
と
は
呼
ば
な
い
？
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