
　

に
お
い
は
、
空
気
中
に
漂
っ

て
い
る
非
常
に
小
さ
な
粒
子

（
以
下
、
に
お
い
物
質
と
表
記
）

に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る

刺
激
で
、
に
お
い
物
質
は
地

球
上
に
20
万
～
40
万
も
の
種

類
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
に
お
い
の
多
く
は
こ
れ

ら
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
た

め
、
こ
の
世
に
存
在
す
る
に

お
い
の
種
類
は
、
ほ
ぼ
無
限

と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

に
お
い
は
生
活
に
潤
い
を

与
え
た
り
、
危
険
を
知
ら
せ

た
り
し
て
く
れ
ま
す
。
嗅
覚

に
問
題
が
起
こ
る
と
Ｑ
Ｏ
Ｌ

（
生
活
の
質
）
が
低
下
す
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。

　

に
お
い
物
質
は
、
鼻
か
ら

入
っ
た
あ
と
、
鼻
腔
の
天
井

部
分
に
あ
る
嗅
上
皮
の
粘
膜

（
嗅
粘
膜
）
に
く
っ
つ
き
ま
す
。

嗅
上
皮
を
構
成
す
る
細
胞
の

１
つ
で
あ
る
嗅
細
胞
の
先
端

に
は
嗅
毛
が
生
え

て
い
て
、
粘
膜

層
に
伸
び
て
い

ま
す
。
嗅
毛
に

は
に
お
い
セ
ン

サ
ー
（
嗅
覚
受
容

体
）
が
あ
り
、
こ

れ
が
に
お
い
物
質

を
キ
ャ
ッ
チ
す
る

と
、
嗅
細
胞
が
電

気
信
号
を
発
し

ま
す
。
人
は
約

４
０
０
種
の
に

お
い
セ
ン
サ
ー
を

持
っ
て
い
る
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

　

嗅
細
胞
が
発
し
た
電
気
信

号
は
、
嗅
神
経
を
通
じ
て
嗅

上
皮
の
す
ぐ
上
に
あ
る
嗅
球

に
伝
わ
り
ま
す
。
嗅
球
は
に

お
い
物
質
の
仕
分
け
を
し
て

お
り
、
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
上

位
の
中
枢
（
最
終
的
に
は
大

脳
の
嗅
覚
野
）
に
伝
え
ら
れ
、

過
去
に
か
い
だ
に
お
い
の
種

◆
嗅
粘
膜
の
セ
ン
サ
ー
が

に
お
い
物
質
を
キ
ャ
ッ
チ

〔万葉集〕 うつせみは　 数
かず

なき 身
み
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やま

川
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類
や
そ
の
と
き
の
感
情
と
照

合
す
る
な
ど
の
作
業
を
経
て
、

そ
の
に
お
い
に
対
す
る
感
覚

が
統
合
さ
れ
ま
す
。

例
え
ば
、「
あ
、
大
好
き
な
う

な
ぎ
の
か
ば
焼
き
の
に
お
い

だ
」
と
い
っ
た
具
合
で
す
。

　

嗅
覚
障
害
は
、
こ
の
経
路

の
ど
こ
か
に
問
題
が
あ
る
場

合
に
起
こ
る
も
の
で
そ
の
発

生
部
位
か
ら
３
つ
に
分
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

最
も
多
い
の
は
、
に
お
い
物

質
が
嗅
細
胞
に
届
く
ま
で
の

経
路
が
傷
害
さ
れ
る
も
の
で

気
導
性
嗅
覚
障
害
と
い
い
ま

す
。
全
体
の
半
数
以
上
を
占

め
ま
す
。

　

主
な
原
因
は
、
副
鼻
腔
炎

に
よ
る
鼻
茸
な
ど
の
た
め
に
、

に
お
い
物
質
の
通
り
道
が
ふ

さ
が
れ
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

鼻
づ
ま
り
に
よ
っ
て
お
こ
る

嗅
覚
障
害
で
す
。

　

次
に
多
い
嗅
神
経
性
嗅
覚

障
害
は
、
嗅
神
経
や
嗅
細
胞

が
傷
害
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
起
こ
り
ま
す
。
ウ
イ
ル
ス

感
染
な
ど
に
よ
る
嗅
細
胞
障

害
や
、
頭
部
や
顔
面
の
外
傷

に
よ
る
嗅
神
経
の
断
裂
な
ど

が
原
因
に
な
り
ま
す
。
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

伴
う
嗅
覚
障
害
も
、
こ
こ
に

分
類
さ
れ
ま
す
。

　

３
つ
目
は
中
枢
性
嗅
覚
障

害
で
す
。
嗅
球
か
ら
大
脳
の

嗅
覚
野
ま
で
の
嗅
覚
路
の
障

害
に
よ
っ
て
起
こ
り
ま
す
。

頭
部
外
傷
に
よ
る
脳
挫
傷
が

最
も
多
い
原
因
で
す
が
、
脳

腫
瘍
、
脳
出
血
、
脳
梗
塞
も

原
因
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
原
因
不
明
も
２
割
ほ

ど
あ
り
ま
す
。

　

嗅
覚
障
害
の
代
表
的
な
検

査
法
は
、
静
脈
性
嗅
覚
検
査

（
ア
リ
ナ
ミ
ン
テ
ス
ト
）
で
す
。

静
脈
に
注
射
し
た
ア
リ
ナ
ミ

ン
注
射
液
の
に
お
い
を
自
分

の
呼
気
中
に
感
じ
る
か
ど
う

か
を
調
べ
る
も
の
で
、
早
け

れ
ば
20
秒
ほ
ど
で
自
覚
で
き

ま
す
。

　

こ
の
検
査
で
あ
る
程
度
の

に
お
い
を
感
じ
る
場
合
は
、

比
較
的
治
り
や
す
い
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

◆
嗅
覚
障
害
の
半
数
以
上
は

鼻
の
病
気
が
原
因

◆
嗅
覚
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
で

症
状
改
善
も

見る 我
われ

苦
くる

し 　 夜
よ

の 更
ふ

け 行
ゆ

けば 　（湯
ゆはらの

原 王
おおきみ

） （ 8 ）
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専
用
の
器
具
を
用
い
て
５

種
類
の
に
お
い
を
か
ぎ
わ
け

る
基
準
嗅
力
検
査
も
あ
り
ま

す
が
、
実
施
で
き
る
施
設
は

限
ら
れ
ま
す
。

　

嗅
覚
障
害
の
治
療
で
は
、

ま
ず
原
因
と
な
っ
て
い
る
病

気
の
治
療
が
最
優
先
で
す
。

慢
性
副
鼻
腔
炎
や
ア
レ
ル

ギ
ー
性
鼻
炎
、
か
ぜ
の
あ
と

な
ど
炎
症
性
疾
患
が
原
因
の

場
合
は
、
対
症
療
法
と
し
て

ス
テ
ロ
イ
ド
点
鼻
療
法

が
行
わ
れ
ま
す
。
漢
方

薬
の
当
帰
芍
薬
散
も
よ

く
用
い
ら
れ
ま
す
。

　

治
療
は
平
均
１
年
ほ

ど
か
か
る
た
め
、
腰
を

す
え
て
じ
っ
く
り
取
り

組
み
ま
し
ょ
う
。

セ
ル
フ
ケ
ア
と
し
て

は
、
ア
ロ
マ
オ
イ
ル
を

使
っ
た
嗅
覚
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
が
お
す
す
め
で

す
。

　

ペ
パ
ー
ミ
ン
ト
オ
イ
ル
と
、

別
の
香
り
の
オ
イ
ル
を
用
意

し
、
１
日
２
回
、
任
意
の
オ

イ
ル
を
先
に
、
ペ
パ
ー
ミ
ン

ト
オ
イ
ル
を
そ
の
あ
と
に
か

ぎ
ま
す
。「
い
ま
こ
の
に
お
い

を
か
い
で
い
る
」
と
意
識
し

な
が
ら
か
ぐ
こ
と
が
大
切
で

す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
嗅
神
経

が
再
生
す
る
と
い
わ
れ
て
お

り
、
症
状
改
善
が
期
待
で
き

ま
す
。

味
覚
も
ま
た
、Ｑ
Ｏ
Ｌ
（
生

活
の
質
）
を
左
右
す
る
重
要

な
要
素
で
す
。
味
覚
が
あ
る

こ
と
で
、
生
命
維
持
に
必
要

な
物
質
を
体
に
取
り
込
ん
だ

り
、
有
害
物
質
を
避
け
た
り
、

ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
（
生
体
恒

常
性
）
を
保
っ
た
り
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
甘
味
、塩
味
、

酸
味
、
苦
味
、
う
ま
味
を
味

覚
の
基
本
五
味
と
い
い
ま
す

が
、
こ
れ
ら
が
わ
か
ら
な
け

れ
ば
飲
食
も
楽
し
め
な
い
で

し
ょ
う
。
特
に
甘
味
や
塩
味

を
感
じ
に
く
く
な
る
と
糖
分

や
塩
分
の
と
り
す
ぎ
に
つ
な

が
り
や
す
く
、
生
活
習
慣
病

の
発
症
や
悪
化
の
原
因
に
も

な
り
か
ね
な
い
の
で
注
意
が

必
要
で
す
。

　

味
覚
障
害
の
症
状
は
多
様

で
す
が
、
量
的
異
常
と
質
的

異
常
に
大
別
で
き
ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
、
嗅
覚
と
関
連

す
る
も
の
と
し
て
は
、
味
覚

自
体
は
正
常
な
の
に
嗅
覚
障

害
の
影
響
で
味
が
違
っ
て
感

じ
ら
れ
る
風
味
障
害
、
味
覚

と
嗅
覚
が
同
時
に
傷
害
さ
れ

る
味
覚
・
嗅
覚
障
害
が
あ
り

ま
す
。

　

味
覚
障
害
を
訴
え
て
受
診

す
る
人
の
約
８
割
は
50
代
以

上
で
す
。
女
性
が
や
や
多
い

の
で
す
が
、
女
性
は
検
査
を

し
て
も
正
常
あ
る
い
は
軽
症

が
多
い
よ
う
で
す
。

舌
を
は
じ
め
と
し
て
口
の
中

の
粘
膜
に
は
、
味
蕾
と
い
う

花
の
つ
ぼ
み
の
形
を
し
た
小

さ
な
器
官
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
中
の
味
細
胞
が
味
刺
激
を

キ
ャ
ッ
チ
し
、
味
覚
神
経
を

介
し
て
情
報
を
脳
に
伝
え
ま

◆
50
歳
以
上
に
多
い
味
覚
障
害

嗅
覚
障
害
と
の
関
連
も

◆
発
症
か
ら
６
か
月
以
内
に

治
療
を
始
め
る
と
治
り
や
す
い

〔万葉集〕 彦
ひこ

星
ほ し

の 　 思
おも
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す
。
こ
の
経
路
の
ど
こ
か
に

問
題
が
あ
る
と
、
味
覚
障
害

が
起
こ
り
ま
す
。

　

嗅
覚
障
害
が
か
か
わ
ら
な

い
味
覚
障
害
で
は
、
約
７
割

が
亜
鉛
不
足
に
関
係
し
て
い

ま
す
。
監
修
の
山
村
先
生
の

研
究
に
よ
る
と
、
亜
鉛
の
摂

取
が
少
な
い
亜
鉛
欠
乏
症
の

味
覚
障
害
が
36
％
、
薬
の
副

作
用
で
亜
鉛
の
吸
収
が
低
下

す
る
薬
剤
性
が
19
％
、
糖
尿

病
や
肝
障
害
な
ど
全
身
疾
患

性
が
９
％
で
し
た
。

　

味
細
胞
は
新
陳
代
謝
が
速

く
、
約
10
日
で
入
れ
替
わ
る

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
亜
鉛

は
新
陳
代
謝
に
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
た
め
、
不

足
す
る
と
、
ま
ず
味
細
胞
の

機
能
が
低
下
し
、
さ
ら
に
新

陳
代
謝
も
滞
っ
て
味
覚
障
害

を
起
こ
し
ま
す
。

　

亜
鉛
不
足
以
外
の
原
因
と

し
て
は
、
口
腔
乾
燥
症
（
ド

ラ
イ
マ
ウ
ス
）
や
口
腔
粘
膜

疾
患
な
ど
の
口
の
中
の
異

常
（
13
％
）、
鉄
欠
乏
性
貧

血
（
５
％
）、
心
因
性
（
５
％
）

な
ど
が
あ
り
、
９
％
は
原
因

不
明
で
す
。

　

代
表
的
な
検
査
法
は
２
つ

あ
り
ま
す
。

　

１
つ
は
、
電
気
味
覚
計
を

用
い
て
、
舌
に
微
弱
な
電
流

を
流
す
電
気
味
覚
検
査
で
、

金
属
味
が
し
た
ら
正
常
で

す
。
こ
の
検
査
は
ペ
ー
ス
メ
ー

カ
ー
を
埋
め
込
ん
で
い
る
人

に
は
実
施
で
き
ま
せ
ん
。

　

も
う
１
つ
は
、
小
さ
な
ろ

紙
に
試
薬
を
含
ま
せ
て
舌
に

の
せ
、
味
が
わ
か
る
か
ど
う

か
を
調
べ
る
ろ
紙
デ
ィ
ス
ク

法
で
す
。
同
じ
味
質
で
濃
度

の
違
う
５
種
類
の
試
薬
が
あ

り
、
薄
い
味
か
ら
濃
い
味
に

進
み
ま
す
。
ど
の
段
階
で
味

を
感
じ
た
か
で
味
覚
障
害
の

有
無
や
重
症
度
を
判
定
し
ま

す
。
４
種
類
の
味
質
（
甘
、塩
、

酸
、
苦
）
を
調
べ
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

亜
鉛
不
足
に
よ
る
味
覚
障

害
に
は
、
亜
鉛
製
剤
の
補
充

療
法
が
行
わ
れ
ま
す
。
効
果

を
感
じ
始
め
る
ま
で
に
平
均

し
て
３
か
月
半
か
か
る
た
め
、

す
ぐ
に
効
果
が
現
れ
な
く
て

も
焦
ら
ず
に
治
療
を
続
け
ま

し
ょ
う
。
症
状
が
出
て
か
ら

６
か
月
以
内
に
治
療
を
始
め

る
と
治
り
や
す
い
こ
と
が
わ

か
っ
て
い
ま
す
。
味
が
わ
か

ら
な
い
状
態
が
２
週
間
以
上

続
く
よ
う
で
あ
れ
ば
早
め
の

受
診
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

　

日
常
生
活
で
は
、
亜
鉛
を

多
く
含
む
食
品
を
積
極
的
に

と
り
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
、

味
覚
障
害
の
予
防
に
も
効
果

的
で
す
。

君を遣
や

りつつ 　 我
あ

が 恋
こ

ひ 居
を

らむ 　（平
へぐりうじの

群氏女
いらつめ

郎） （ 10 ）
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新型コロナウイルス感染症

嗅覚障害、味覚障害が
みられることも

　ヨーロッパで行われた調査結果を紹介しましょう。対象は、新型
コロナウイルスに感染した軽症から中等症の患者さん４１５人で
す。嗅覚障害は８５．６％に、味覚障害は８８．０％にみられました。ま
た、鼻閉や鼻汁などの鼻炎症状がないのに嗅覚障害を起こした人が
１８．２％いました。この点がふつうのかぜウイルスとは違っています。
　発症の仕組みはわかっていませんが、嗅覚障害は、鼻炎で粘膜が
腫れてにおい物質が嗅粘膜まで届かない、あるいは、ウイルスが
神経や嗅細胞を傷害することで嗅神経が機能低下を起こしている
可能性が考えられています。味覚障害は、嗅覚障害に伴う風味障
害や、ウイルスによる味蕾や味神経への傷害が想定されています。

急に嗅覚・味覚障害が起こったら
　新型コロナウイルス感染が疑われる発熱や倦怠感、咳や息苦し
さなどの症状がなければ、２週間、様子をみます。その間は耳鼻
咽喉科を受診しても診てもらえません。このウイルスによる障害
は、発症後１～２週間で回復する例が多いと報告されています。
　感染が疑われる症状がある場合は、帰国者・接触者相談センターに
電話してください。そこで耳鼻咽喉科の受診を指示されたら、まず受
診予定の医療機関に電話をかけて状況を説明し、指示を仰ぎましょう。

健
康
情
報
誌
「
こ
ま
ど
」
よ
り

〔万葉集〕 草
くさ

枕
まくら

　 旅にしばしば 　 かくのみや（ 11 ）

慈 恵令和３年 夏季号



（ 12 ）

慈 恵 令和３年 夏季号


