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私
た
ち
の
か
ら
だ
に
は
、自
分
の
か

ら
だ
の
成
分
と
違
う
異
物
が
入
って
く

る
と
、そ
れ
を
異
物
と
認
識
し
、攻
撃

し
て
排
除
す
る
免
疫
反
応
と
い
う
し

く
み
が
備
わ
って
い
ま
す
。

　

た
と
え
ば
ウ
イ
ル
ス
、ダ
ニ
、花
粉

な
ど
が
か
ら
だ
の
中
に
入
っ
た
場
合
、

異
物
と
し
て
排
除
す
る
の
が
免
疫
反

応
。ア
レ
ル
ギ
ー
反
応
も
免
疫
反
応
の

一
部
で
す
。

　
い
ろ
い
ろ
な
ア
レ
ル
ギ
ー
が
あ
る
の

で
す
が
、今
回
は
花
粉
症
な
ど
の
疾

患
で
あ
る
Ⅰ
型
ア
レ
ル
ギ
ー
と
そ
れ
に

関
与
す
る
Ig
E
抗
体
や
ア
レ
ル
ゲ
ン
に

つ
い
て
お
話
を
し
ま
す
。ア
レ
ル
ゲ
ン

と
は
ア
レ
ル
ギ
ー
を
引
き
起
こ
す
原

因
物
質
で
、主
に
タ
ン
パ
ク
質
で
構
成

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

本
題
に
入
る
前
に
免
疫
に
つ
い
て
説

明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

国
民
の
２
人
に
１
人
は
ア
レ
ル
ギ
ー

～
ア
レ
ル
ギ
ー
を
も
っ
と
知
ろ
う
～

演
　
題

日
立
化
成
ダ
イ
ア
グ
ノ
ス
テ
ィ
ッ
ク
ス・シ
ス
テ
ム
ズ
株
式
会
社（
旧・協
和

メ
デ
ィ
ッ
ク
ス
株
式
会
社
）ナ
シ
ョ
ナ
ル
ア
カ
ウ
ン
ト
グ
ル
ー
プ
　
マ
ネ
ジ
ャ
ー

澤
崎 

健 

先
生

第
１
１
３
回　

健
康
セ
ミ
ナ
ー

ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
は
乳
児
か
ら
高
齢
者
ま
で
全
世
代
が
罹
患
し
得
る
、
い
ま
や
国
民
病
。
ア
レ
ル
ギ
ー
に
は
花
粉
症
を
代
表
と
し
て
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
、
ア
ト
ピ
ー
性

皮
膚
炎
や
気
管
支
ぜ
ん
そ
く
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
り
、
症
状
も
多
様
で
、
時
に
命
に
関
わ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

ア
レ
ル
ギ
ー
と
は
ど
ん
な
も
の
で
、
な
ぜ
起
き
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
症
状
が
あ
る
の
か
、
検
査
方
法
は
？
　
治
療
法
は
？
　
知
っ
て
い
る
よ
う
で
、
よ
く
分
か
ら
な
い

ア
レ
ル
ギ
ー
の
最
新
の
情
報
を
日
立
化
成
ダ
イ
ア
グ
ノ
ス
テ
ィ
ッ
ク
ス
・
シ
ス
テ
ム
ズ
株
式
会
社
（
旧
・
協
和
メ
デ
ッ
ク
ス
株
式
会
社
）
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ア
カ
ウ
ン
ト
グ
ル
ー
プ 

マ
ネ
ジ
ャ
ー 

澤
崎 

健
先
生
に
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ア
レ
ル
ギ
ー

テーマ
　

ご
存
じ
の
よ
う
に
、私
た
ち
の
か
ら

だ
に
は
免
疫
シ
ス
テ
ム
が
備
わ
っ
て
い

ま
す
。こ
の
防
御
機
構
が
な
け
れ
ば
、

ち
ょっ
と
し
た
風
邪
で
さ
え
命
を
落
と

す
原
因
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。免
疫
の

し
く
み
は
複
雑
怪
奇
で
、毎
年
の
よ
う

に
新
し
い
論
文
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す

が
、お
お
ま
か
に
次
の
よ
う
に
ご
理
解

く
だ
さ
い（
図
1
）。

➡ 

私
た
ち
の
体
内
に
抗
原（
本
来
か

ら
だ
の
中
に
あ
って
は
な
ら
な
い
ウ
イ
ル

ス
や
病
原
菌
）と
い
う
異
物
が
入
っ
て

き
ま
す
。

➡ 

マ
ク
ロ
フ
ァ
ー
ジ
な
ど
の
食
細
胞
が

抗
原
を
取
り
込
ん
で
分
解
。抗
原
の

情
報
を
リ
ン
パ
球
に
提
示
し
ま
す
。

➡ 

リ
ン
パ
球
の
T
細
胞
は
提
示
さ
れ

た
情
報
を
伝
え
る
役
割
を
し
、B
細

胞
は
抗
体
を
つ
く
る
役
割
を
し
て
抗

原
の
再
侵
入
に
備
え
ま
す
。T
細
胞

に
は
感
染
細
胞
を
破
壊（
キ
ラ
ー
T
細

胞
）し
た
り
、B
細
胞
の
抗
体
づ
く
り

を
抑
制（
サ
プ
レ
ッ
サ
ー
T
細
胞
）し
た

り
、促
進（
ヘ
ル
パ
ー
T
細
胞
）し
た
り

し
ま
す
。

➡ 

「
細
胞
性
免
疫
」は
白
血
球
な
ど

細
胞
が
、「
液
性
免
疫
」は
抗
体
が
攻

撃
に
関
与
し
ま
す
。

　

T
細
胞
か
ら
情
報
を
得
た
B
細
胞

は
抗
体
を
産
生
す
る
細
胞
に
変
化
し

ま
す
。抗
体
は
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン（
Ig
）

と
呼
ば
れ
る
タ
ン
パ
ク
質
で
、ヒ
ト
の
抗

体
に
は
役
割
の
異
な
る
Ig
G
、Ig
M
、

Ig
A
、Ig
D
、Ig
E
の
5
種
類
が
あ
り

ま
す（
図
2
）。

　

Ig
G
抗
体
は
70
～
75
％
と
、ヒ
ト
の

血
中
に
含
ま
れ
る
量
が
最
も
多
い
抗

体
で
す
。

　

体
内
に
病
原
菌
が
入
っ
て
き
た
と

き
に
、ま
ず
初
め
に
つ
く
ら
れ
て
対
応

す
る
抗
体
は
Ig
M
で
、再
び
同
じ
抗
原

が
侵
入
す
る
と
今
度
は
大
量
に
つ
く

ら
れ
た
Ig
G
抗
体
が
対
応
し
ま
す
。

　

Ig
A
は
母
乳
や
唾
液
、腸
管
に
も

存
在
す
る
抗
体
で
、Ig
D
は
あ
ま
り

よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
抗
体
、そ
し
て

Ig
E
は
0・0
0
1
%
し
か
な
い
の
で

役
割
の
異
な
る
5
つ
の
抗
体

免
疫
の
し
く
み
と
働
き　
　

無
数
の
病
原
体
に
は
無
数
の
抗
体
で
迎
撃

クラス 特徴 割合 構造

IgG 血中に最も多い抗体。唯一、胎盤を通過でき、母親から移行したIgGは生後１週間
まで新生児を守っている。血中や組織中に広く分布し、生体防御を担う。 70～75％

IgM 基本の４本鎖構造が５つ結合した構造を持つ。生体防御の初期を司っている。
血中に分布する。 約10％

IgA 分泌型IgAは２つのIgAが結合した構造を持つ。血清、鼻汁、唾液、母乳中、腸液
に分布する。母乳は新生児の消化管を細菌やウイルス感染から守る（母子免疫）。 10～15％

IgD B細胞表面に存在し、抗体産生の誘導に関与。 １％以下

IgE 花粉やダニ、食物の一部などの抗原と結合し、アレルギー反応を引き起こす。
もともとは寄生虫などに対する抗体と考えられている。 0.001%

図１　免疫のしくみと働き

図２　抗体の種類

T細胞

抗原提示
抑制

促進

抗原の
取り込み

サプレッサーT細胞

ヘルパーT細胞

キラーT細胞（感染細胞の破壊）

lgG
lgM
lgA
lgD
lgEB細胞 抗体産生細胞

マクロファージ

細胞性免疫

液性免疫
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す
が
、こ
れ
が
私
た
ち
の
ア
レ
ル
ギ
ー

を
引
き
起
こ
す
原
因
と
な
る
抗
体

で
す
。

　

免
疫
反
応
の
担
い
手
と
し
て
体
内

で
つ
く
ら
れ
る
抗
体
は
、侵
入
し
た
特

定
の
抗
原
に
結
合
し
ま
す（
図
3
）。

ス
ギ
花
粉
症
や
ダ
ニ
ア
レ
ル
ギ
ー
な
ど

ア
レ
ル
ゲ
ン
ご
と
の
疾
患
が
存
在
す
る

の
は
、こ
の
特
異
性
に
関
与
す
る
も
の

で
す
。基
本
的
に
は
、ス
ギ
に
対
す
る

抗
体
は
ス
ギ
に
し
か
反
応
せ
ず
、ダ
ニ

や
卵
に
は
反
応
し
ま
せ
ん
。鍵
と
鍵
穴

の
構
造
の
違
い
で
す
。タ
ン
パ
ク
質
を

構
成
す
る
た
っ
た
1
個
の
ア
ミ
ノ
酸
の

違
い
で
も
識
別
す
る
と
い
う
特
異
性

の
高
さ
が
、か
ら
だ
の
中
の
抗
体
の
特

徴
で
す
。

　

不
思
議
な
の
は
抗
体
の
多
様
性
で

す
。ヒ
ト
の
遺
伝
子
は
2
万
数
千
個

し
か
な
い
と
い
わ
れ
、タ
ン
パ
ク
質
に
は

限
り
が
あ
り
ま
す
。し
か
し
、ウ
イ
ル

ス
、細
菌
、寄
生
虫
な
ど
何
十
億
、何

抗
体
の
特
異
性

抗
体
の
多
様
性

百
億
と
い
う
ほ
ぼ
無
限
に
近
い
病
原

菌
と
い
う
外
敵
に
対
応
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。た
っ
た
1
個
の
新
し
い

ウ
イ
ル
ス
に
対
応
で
き
な
い
よ
う
だ

と
、そ
の
瞬
間
に
人
類
は
滅
び
て
し
ま

い
ま
す
。限
ら
れ
た
タ
ン
パ
ク
質
し
か

で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、無
限
の

外
敵
に
対
す
る
抗
体
を
つ
く
っ
て
、私

た
ち
が
身
を
守
る
こ
と
が
で
き
て
い
る

の
は
な
ぜ
な
の
か
。も
と
も
と
か
ら
だ

の
中
に
は
D
N
A
が
あ
っ
て
、そ
の

D
N
A
は
不
変
だ
と
い
わ
れ
て
き
ま

し
た
。不
変
に
も
か
か
わ
ら
ず
、な

ぜ
、2
万
数
千
個
の
遺
伝
子
か
ら
何

千
億
と
い
う
抗
体
が
つ
く
ら
れ
る
の
か

不
思
議
だ
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
謎
を
解
い
た
の
は
、1
9
8
7

年
に
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
受
賞
し
た
利
根

川
進
博
士
で
す
。抗
体
を
産
生
す
る

B
細
胞
は
他
の
遺
伝
子
と
は
違
っ
て
、

実
は
、発
生
の
途
中
で
高
頻
度
に
変

異
が
起
こ
っ
て
い
ま
し
た
。遺
伝
子
断

片
の
再
構
成
に
よ
っ
て
何
十
万
、何

百
万
通
り
に
対
応
で
き
る
大
量
の
抗

体
が
生
み
出
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

　

私
た
ち
が
病
気
に
な
っ
た
と
き
、抗

生
物
質
を
投
与
さ
れ
ま
す
。ヒ
ト
の

細
胞
は
細
胞
膜
で
覆
わ
れ
て
い
ま
す

が
、細
菌
に
は
細
胞
膜
の
周
り
に
細
胞

壁
が
あ
り
ま
す
。た
と
え
ば
ペ
ニ
シ
リ

ン
の
場
合
、こ
の
細
胞
壁
の
生
合
成
を

阻
害
す
る
の
で
、ヒ
ト
に
は
影
響
を
及

ぼ
さ
ず
、細
菌
だ
け
を
死
滅
で
き
ま

す
。し
か
し
、抗
生
物
質
は
細
菌
に
は

効
い
て
も
ウ
イ
ル
ス
に
は
効
き
ま
せ

ん
。一
方
、免
疫
体
系
は
す
ば
ら
し
く

て
、抗
体
は
抗
原
の
ち
ょっ
と
し
た
構

造
の
変
化
で
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、

オ
ー
ル
マ
イ
テ
ィ
に
か
ら
だ
の
中
で
細

菌
に
も
ウ
イ
ル
ス
に
も
対
応
で
き
る
と

い
う
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ア
レ
ル
ギ
ー
は
、花
粉
や
食
物
な
ど

に
免
疫
系
が
反
応
す
る
こ
と
で
す
。ア

レ
ル
ギ
ー
を
演
ず
る
役
者
た
ち
は
た
く

さ
ん
い
ま
す
。抗
原
提
示
細
胞
、リ
ン
パ

球
、好
酸
球
、肥
満（
マ
ス
ト
）細
胞
な
ど

の
細
胞
と
、Ig
E
抗
体
、ヒ
ス
タ
ミ
ン
、ロ

イ
コ
ト
リ
エ
ン
、イ
ン
タ
ー
ロ
イ
キ
ン
な

ど
の
タ
ン
パ
ク
質
や
化
学
物
質
で
、こ
れ

ら
が
連
携
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
ア

レ
ル
ギ
ー
反
応
を
起
こ
し
ま
す
。

　

ア
レ
ル
ゲ
ン
と
は
ア
レ
ル
ギ
ー
を
引

き
起
こ
す
原
因
物
質
で
主
に
タ
ン
パ
ク

質
で
す
が
、ス
ギ
花
粉
症
の
人
は
ス
ギ

花
粉
ア
レ
ル
ゲ
ン
、ダ
ニ
ア
レ
ル
ギ
ー
の

人
は
ダ
ニ
ア
レ
ル
ゲ
ン
が
原
因
と
な
り

ま
す
。

　

紀
元
前
に
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
メ
ネ
ス

王
が
蜂
に
刺
さ
れ
て
死
亡
し
た
こ
と

が
文
書
に
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
れ

が
ア
レ
ル
ギ
ー
症
状
の
ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ

シ
ー
に
関
す
る
最
初
の
記
載
の
よ
う

で
す
。ア
レ
ル
ギ
ー
に
つ
い
て
か
な
り
の

ア
レ
ル
ギ
ー
の
歴
史

進
歩
が
見
ら
れ
る
の
は
19
世
紀
、20

世
紀
に
な
っ
て
か
ら
。ア
レ
ル
ギ
ー
を

起
こ
す
Ig
E
抗
体
の
存
在
は
何
と
な

く
わ
か
っ
て
い
た
の
で
す
が
、何
し
ろ
、

血
液
中
の
濃
度
が
あ
ま
り
に
低
い
の

で
、1
9
6
6
年
の
石
坂
公
成・照
子

博
士
夫
妻
に
よ
る
発
見
ま
で
分
か
り

ま
せ
ん
で
し
た（
図
4
）。

　
「
正
常
な
免
疫
反
応
と
ア
レ
ル
ギ
ー

反
応
の
違
い
」は
こ
う
で
す
。か
ら
だ
の

中
に
抗
原
が
入
っ
て
免
疫
が
働
く
と

き
、ま
ず
Ig
M
に
続
い
て
Ig
G
抗
体
が

対
応
し
ま
す
。再
び
同
じ
抗
原
が
侵

入
し
た
場
合
、Ig
G
抗
体
が
抗
原
を

難
な
く
捉
え
ら
れ
る
シ
ス
テ
ム
が
正
常

な
免
疫
反
応
で
す
。一
方
、ア
レ
ル

ギ
ー
反
応
は
免
疫
細
胞
が
Ig
E
抗
体

を
出
す
特
殊
な
反
応
で
す
。

　

ア
レ
ル
ギ
ー
の
反
応
は
大
き
く
Ⅰ
型

か
ら
Ⅳ
型
ま
で
の
4
種
類
に
分
け
ら

れ
ま
す（
図
5
）。こ
の
中
で
、今
日
説

明
す
る
の
は
Ig
E
が
関
与
し
て
い
る

ア
レ
ル
ギ
ー
発
症
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

ア
レ
ル
ギ
ー
の
し
く
み　
　

発
症
は
T
細
胞
の
バ
ラ
ン
ス
に
か
か
っ
て
い
る

タイプ 反応形式 代表的な疾患

Ⅰ型 液性免疫（抗原抗体反応） 花粉症　気管支ぜんそく
アトピー性皮膚炎

Ⅱ型 液性免疫（抗原抗体反応） 自己溶血性貧血
橋本病

Ⅲ型 液性免疫（抗原抗体反応） 血清病
関節リウマチ

Ⅳ型 細胞性免疫 接触性皮膚炎
ツベルクリン反応

図３　抗体の特異性

図４　アレルギーの歴史

●BC27	 エジプト	メネス王蜂刺傷による死亡
●1796	 Jenner	牛痘接種による天然痘の予防成功
●1890	 Behring	&	Kitasato	ジフテリア、破傷風の抗毒素血清療法の開発
●1891	 Koch	結核菌注射によるKoch	現象の発見
●1902	 Richet	&	Portier	アナフィラキシー現象の発見と命名
●1903	 Arthus	Arthus現象の発見
●1906	 von	Pirquet	免疫反応と過敏症との共通概念としてアレルギー（allergie）という概念提唱
●1920	 Coca	アトピー（atopy）命名
●1921	 Prausnitz	&	Kustner	P-K反応の発見、レアギン(reagin：同種皮膚感作抗体）の発見　
●1963	 Gell	&	Coombs	アレルギー反応の分類
●1966	 Ishizaka	IgE単離成功

図５　アレルギーの分類

図６　Ⅰ型アレルギーの発症メカニズム（花粉症）

スギ特異的IgE抗体、ダニ特異的IgE抗体
などと呼び、アレルゲンごとの疾患が存在する。

抗原

抗体

②IgE抗体を
生成

⑤ヒスタミンや
ロイコトリエン
などの生理活
性物質が遊離

④再び花粉
が入る

③肥満細胞と
IgE抗体が
結合

①花粉を吸い込む

⑥神経を刺激

肥満細胞

花粉

生理活性物質

協和発酵キリン株式会社HPより

：
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で
、学
童
期
か
ら
成
人
期
に
な
っ
て
も

ア
レ
ル
ギ
ー
体
質
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

一
方
、衛
生
的
な
環
境
で
育
つ
と
、ア
レ

ル
ギ
ー
を
起
こ
す
Th
2
細
胞
が
優
位

に
な
り
Ig
E
抗
体
を
つ
く
る
体
質
に

な
る
の
で
ア
レ
ル
ギ
ー
が
起
こ
り
や
す

く
な
り
ま
す
。細
胞
の
Th
1
と
Th
2

の
、ど
ち
ら
が
多
く
な
る
か
は
環
境
に

よ
っ
て
異
な
り
、そ
の
バ
ラ
ン
ス
に
よ
っ
て

ア
レ
ル
ギ
ー
の
な
り
や
す
さ
が
決
ま
る

と
い
う
わ
け
で
す
。

　

Ig
E
抗
体
は
も
と
も
と
は
寄
生
虫

な
ど
に
即
時
に
対
応
す
る
抗
体
で
、以

前
は
本
来
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の

で
す
が
、戦
後
、栄
養
状
態
が
悪
い
と

き
に
寄
生
虫
を
排
除
し
、体
内
の
寄

生
虫
が
激
減
し
た
た
め
、Ig
E
抗
体
レ

ベ
ル
が
グ
ン
と
下
が
っ
た
と
き
に
、花
粉

な
ど
が
増
え
て
ア
レ
ル
ギ
ー
に
な
る
人

が
増
え
た
と
い
う
の
が「
寄
生
虫
」の

説
で
す
。

　

普
通
は
1
0
0
～
1
5
0
IU
／
mL

レ
ベ
ル
が
寄
生
虫
に
感
染
す
る
と
濃
度

は
数
千
～
数
万
IU
／
mL
に
上
が
り
ま

す
。こ
の
状
態
で
ア
レ
ル
ゲ
ン
が
侵
入
し

て
Ig
E
抗
体
が
上
昇
し
て
も
誤
差
範

囲
と
な
って
反
応
し
な
い
わ
け
で
す
。

　
「
栄
養
状
態
の
変
化
」は
昔
に
比
べ

て
タ
ン
パ
ク
質
の
摂
取
が
増
え
て
い
る

の
で
、免
疫
系
が
必
要
以
上
に
ア
レ
ル

ゲ
ン
に
対
し
て
過
剰
に
反
応
し
て
い
る

と
い
う
説
で
す
。

　

ア
レ
ル
ゲ
ン
は
本
当
に
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
。図
8
は
そ
の
代
表
的
な
も
の

で
す
。日
本
で
は
2
0
0
項
目
く
ら
い

の
検
査
が
で
き
ま
す
。ち
な
み
に
、ア
レ

ル
ゲ
ン
の
名
は
学
名
の「
属
」の
前
3
文

字
と「
種
」の
前
1
文
字
、同
定
さ
れ

た
順
番
の
組
み
合
わ
せ
に
な
り
ま
す
。

ス
ギ
ア
レ
ル
ゲ
ン
は
Cryj
1
で
、日
本
の
固

有
種
の
日
本
ス
ギ（Cryptom

eria ja
ponica

）と
最
初
に
発
見
さ
れ
た

「
1
」と
の
組
み
合
わ
せ
で
す
。

　

ア
レ
ル
ゲ
ン
は
大
き
く
食
物・花
粉・

環
境
に
分
け
ら
れ
ま
す
。食
物
ア
レ
ル

ゲ
ン
の
卵
、牛
乳
、小
麦
粉
、ピ
ー
ナ
ッ

ツ
、エ
ビ
、カ
ニ
、ソ
バ
は「
特
定
原
材
料

7
品
目
」で
加
工
食
品
も
含
め
て
絶
対

に
食
品
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
法
律
で
決
ま
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、

「
推
奨
表
示
」と
し
て
20
品
目
が
あ
り

ま
す
。

　

花
粉
ア
レ
ル
ゲ
ン
は
ス
ギ
が
2
、3
、

ア
レ
ル
ギ
ー
の
原
因
物
質

4
月
、ヒ
ノ
キ
は
4
、5
月
、6
月
か
ら

は
夏
の
花
粉
イ
ネ
科
、8
～
10
月
は
ヨ

モ
ギ
、ブ
タ
ク
サ
な
ど
、真
冬
以
外
は
何

が
し
か
の
花
粉
が
飛
ん
で
い
ま
す
。ス

ギ
も
ヒ
ノ
キ
も
共
通
抗
原
性（
ア
レ
ル

ゲ
ン
が
似
て
い
る
）が
あ
り
、ス
ギ
だ
け

ま
た
は
ス
ギ・ヒ
ノ
キ
両
方
が
ア
レ
ル

ギ
ー
の
人
は
い
ま
す
が
、ヒ
ノ
キ
だ
け
の

人
は
あ
ま
り
い
ま
せ
ん
。理
由
は
花
粉

飛
散
量
の
違
い
で
し
ょ
う
。

　

環
境
ア
レ
ル
ゲ
ン
は
ハ
ウ
ス
ダ
ス
ト
、

イ
ヌ
、ネ
コ
、真
菌
類（
カ
ビ
な
ど
）、そ

し
て
ラ
テ
ッ
ク
ス
な
ど
で
す
。ハ
ウ
ス
ダ
ス

ト
の
8
割
は
ダ
ニ
で
す
。

　

症
状 

●
繰
り
返
し
咳
が
出
た
り
、呼

吸
が
困
難
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

ア
レ
ル
ギ
ー
ぜ
ん
そ
く
は
ダ
ニ
や
ハ
ウ

ス
ダ
ス
ト
の
人
が
多
く
、粘
膜
が
傷
つい

て
気
道
が
狭
く
な
っ
て
し
ま
い
、呼
吸

が
し
に
く
く
な
っ
て
発
作
が
起
こ
り
ま

す（
図
9
）。肥
満
細
胞
が
放
出
す
る

生
理
活
性
物
質
ロ
イ
コ
ト
リ
エ
ン
が
気

管
支
平
滑
筋
に
作
用
し
て
気
管
支
を

Ⅰ
型
ア
レ
ル
ギ
ー
の
主
な
疾
患

気
管
支
ぜ
ん
そ
く

「
Ⅰ
型
ア
レ
ル
ギ
ー
」（
図
6
）で
す
。

　

花
粉
症
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
も
う
少
し

詳
し
く
説
明
し
ま
す
。花
粉
症
は
Ⅰ
型

ア
レ
ル
ギ
ー
の
典
型
的
な
疾
患
で
、鼻

炎
や
結
膜
炎
な
ど
の
症
状
が
あ
り
ま

す
。日
本
で
最
も
多
い
の
は
ス
ギ
花
粉

症
で
す
。

➡ 

抗
原（
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
の
ア
レ
ル
ゲ

ン
）が
目
や
鼻
、喉
の
粘
膜
か
ら
体
内
に

侵
入
す
る

➡ 

Ig
E
抗
体
が
生
成
さ
れ
る

➡ 

Ig
E
抗
体
が
肥
満
細
胞
に
結
合

➡ 

再
び
抗
原
が
体
内
に
入
る

➡ 

Ig
E
抗
体
と
肥
満
細
胞
と
ア
レ
ル

ゲ
ン
の
複
合
体
が
形
成
さ
れ
、肥
満
細

胞
か
ら
ヒ
ス
タ
ミ
ン
や
ロ
イ
コ
ト
リ
エ
ン

な
ど
の
生
理
活
性
物
質
が
遊
離

➡ 

神
経
を
刺
激
し
て
、く
し
ゃ
み
や
鼻

水
が
出
る
、こ
れ
が
ア
レ
ル
ギ
ー
反
応
の

し
く
み
で
す
。

　

花
粉
ア
レ
ル
ゲ
ン
は
、目
や
鼻
や
喉

の
粘
膜
か
ら
侵
入
し
ま
す
が
、花
粉
ア

レ
ル
ゲ
ン
に
対
す
る
Ig
E
抗
体
が
つ
く

ら
れ
な
い
人
は
花
粉
症
に
は
な
り
ま

せ
ん
。

　

花
粉
症
の
治
療
薬
に
抗
ヒ
ス
タ
ミ
ン

剤
が
あ
り
ま
す
。ア
レ
ル
ギ
ー
を
引
き

起
こ
す
ヒ
ス
タ
ミ
ン
よ
り
先
に
細
胞
の

レ
セ
プ
タ
ー
に
結
び
つ
い
て
ブ
ロ
ッ
ク
す

る
と
い
う
薬
で
す
が
、ア
レ
ル
ギ
ー
は
な

か
な
か
根
本
治
療
が
で
き
な
い
病
気

で
す
。抗
ヒ
ス
タ
ミ
ン
剤
は
症
状
を
抑

え
る
対
症
療
法
に
な
っ
て
し
ま
う
の

で
、症
状
が
出
て
い
る
間
は
飲
み
続
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
大
変
な
病

気
に
な
り
ま
す
。

　

ア
レ
ル
ギ
ー
は
な
ぜ
起
き
る
の
か
、ア

レ
ル
ギ
ー
を
持
つ
人
が
な
ぜ
増
え
て
い

る
の
か
、な
ぜ
な
り
や
す
い
人
と
そ
う

で
な
い
人
が
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
い
ろ

い
ろ
な
説
が
あ
り
ま
す
。比
較
的
指
示

さ
れ
て
い
る
主
な
説
は 
❶
衛
生
仮
説 

❷
寄
生
虫 

❸
栄
養
状
態
の
変
化 

の

3
つ
で
す
。

　

先
進
国
で
は
ア
レ
ル
ギ
ー
を
持
つ
人

が
増
え
て
い
ま
す
。衛
生
状
態
が
良
く

な
り
、病
原
体
に
感
染
す
る
こ
と
が
少

な
く
な
っ
た
た
め
に
ア
レ
ル
ギ
ー
が
増

え
た
と
い
う
の
が「
衛
生
仮
説
」（
図

7
）。そ
の
機
序
は
、新
生
児
か
ら
乳
幼

児
期
に
細
菌
感
染
す
る
環
境
に
あ
る

と
Th
1
細
胞
が
増
え
て
優
位
に
な
り
、

Ig
G
抗
体
を
つ
く
る
体
質
に
な
る
の

ア
レ
ル
ギ
ー
の
な
り
や
す
さ

大豆

食物アレルゲン（特定原材料※など）正常な気道 ぜんそくの気道 花粉アレルゲン 環境アレルゲン
表示義務 飛散時期　冬～春 室内

推奨表示

飛散時期　春～夏

飛散時期　夏～秋

真菌類

その他

卵 スギ ハウスダスト

カモガヤ

ヨモギ

アルテルナリア

ラテックス

牛乳 ヒノキ コナヒョウヒダニ小麦粉 ハンノキ イヌ皮屑ピーナッツ エビ ネコ皮屑

カニ

スギ牛肉

ソバ

鶏肉

バナナ

オオアワガエリ

ブタクサ

カンジダ

ゴマ

キウイ

シラカンバ アスペルギルス

サケ

モモ 豚肉

※消費者庁　平成25年９月20日付　消費表第257号慶應義塾大学病院 HPより独立行政法人環境再生保全機構『すこやかライフNo.43』より

図９　気管支ぜんそくの気道

図７　アレルギーになるメカニズム（衛生仮説）

図８　アレルギーを引き起こす主な原因物質（アレルゲン）図10　アトピー性皮膚炎の皮膚

患者数が多いか重篤度が高い７品目

あわび、イカ、イクラ、オレンジ、クルミ、サバ、松茸、山芋、リン
ゴ、ゼラチン、カシューナッツ の20品目

●気管支ぜんそくの気道→上皮細胞や基底膜の剥離や粘膜に浮腫
●発作状態→平滑筋が収縮し気道が狭窄

バリアー機能の低下
でアレルゲン、汗、汚
れなどが侵入し、炎症
を引き起こす。
水分も蒸発しやすく、
さらに皮膚が乾燥して
しまう。

基底膜

アレルゲン

皮脂腺

表皮

真皮

水分が蒸発
基底膜部の肥厚

気道粘膜の浮腫平滑筋上皮細胞

Th2細胞

サプレッサー
T細胞

阻害

阻害 Th1細胞

Th2細胞がつくる
サイトカイン

Th1細胞がつくる
サイトカイン

ナイーブ・
ヘルパーT細胞
（Th0細胞）

Th2細胞が
優位

Th1細胞が優位で
サプレッサーT細胞も発達

エンドトキシンなし

アレルギー体質

非アレルギー体質

アレルゲンと接触

エンドトキシンあり

新生児期～乳幼児期 学童期～成人期
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収
縮
さ
せ
ま
す
。さ
ら
に
、好
酸
球
や

肥
満
細
胞
な
ど
ア
レ
ル
ギ
ー
に
関
す
る

細
胞
が
集
ま
っ
て
く
る
の
で
、ダ
ニ
、カ

ビ
、花
粉
、ペッ
ト
の
糞
な
ど
原
因
と
な

る
ア
レ
ル
ゲ
ン
を
な
る
べ
く
排
除
す
る

環
境
に
す
る
の
が
ぜ
ん
そ
く
を
回
避

す
る
方
法
で
す
。

　

症
状 

●
繰
り
返
し
く
し
ゃ
み
、鼻
水

が
出
た
り
、鼻
が
狭
ま
っ
て
鼻
呼
吸
が

困
難
に
な
り
ま
す
。

　

季
節
性
は
主
に
花
粉
ア
レ
ル
ゲ
ン
が

原
因
。通
年
性
は
環
境
ア
レ
ル
ゲ
ン（
ハ

ウ
ス
ダ
ス
ト
や
ダ
ニ
）が
原
因
で
す
。

　

症
状 

●
皮
膚
に
湿
疹
や
炎
症
が
起

こ
り
ま
す
。

　

Ⅰ
型
ア
レ
ル
ギ
ー
に
分
類
さ
れ
ま
す

が
、遺
伝
的
要
因
や
環
境
因
子
な
ど

が
関
与
し
、単
純
な
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患

と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。花
粉

症
の
よ
う
に
花
粉
の
成
分
が
粘
膜
か

ら
体
内
に
入
っ
て
く
る
場
合
と
異
な

り
、も
と
も
と
皮
膚
に
は
バ
リ
ア
ー
機

能
が
働
い
て
い
て
ア
レ
ル
ゲ
ン
が
侵
入

で
き
な
い
よ
う
に
守
ら
れ
て
い
ま
す
。

ア
レ
ル
ギ
ー
性
鼻
炎

ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎

た
だ
、ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
の
患
者
さ

ん
は
皮
膚
に
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
て
い
る

の
で
、ア
レ
ル
ゲ
ン
が
入
っ
て
き
や
す
く

な
っ
て
い
ま
す（
図
10
）。発
症
す
る
と

か
ゆ
い
の
で
肌
を
傷
つ
け
る
と
悪
循
環

に
な
り
ま
す
。当
然
、他
の
感
染
症
に

も
か
か
り
や
す
く
な
る
非
常
に
厄
介

な
病
気
で
す
。発
症
の
き
っ
か
け
は

Ig
E
が
関
与
す
る
の
で
す
が
、病
状
の

悪
化
に
は
乾
燥
肌
や
皮
膚
へ
の
刺
激
、

皮
膚
の
細
菌
感
染
、ス
ト
レ
ス
な
ど
、い

ろ
い
ろ
な
原
因
が
加
味
さ
れ
る
疾
患
の

1
つ
で
す
。

　

症
状 

●
消
化
器（
腹
痛
、嘔
吐
、下

痢
な
ど
）、皮
膚（
じ
ん
ま
し
ん
、湿
疹
、

顔
面
腫
脹
な
ど
）、粘
膜（
目
、鼻
、口
な

ど
粘
膜
の
炎
症
）、呼
吸
器（
咳
や
ぜ
ん

そ
く
な
ど
）、神
経（
頭
痛
、活
気
の
低

下
）、循
環
器（
血
圧
低
下
、頻
脈
）な

ど
に
現
れ
ま
す
。

　

食
物
に
由
来
す
る
ア
レ
ル
ゲ
ン
が
消

化
管
粘
膜
を
通
っ
て
血
液
中
に
入
り
、

ア
レ
ル
ゲ
ン
に
反
応
す
る
Ig
E
抗
体
が

で
き
る
と
、再
び
そ
の
食
物
を
摂
取
し

た
際
に
ア
レ
ル
ギ
ー
反
応
が
起
き
ま

す
。即
時
型
で
は
食
物
摂
取
後
、数
分

食
物
ア
レ
ル
ギ
ー

～
1
時
間
以
内
に
症
状
が
起
こ
り
、重

症
の
場
合
、血
圧
低
下
や
ア
ナ
フ
ィ
ラ

キ
シ
ー
シ
ョッ
ク
を
引
き
起
こ
し
ま
す
。

　

Ig
E
抗
体
が
関
与
す
る
じ
ん
ま
し

ん
は
5 

%
程
度
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

じ
ん
ま
し
ん
は
Ig
E
抗
体
以
外
が
原

因
で
発
症
す
る
こ
と
が
多
く
、Ig
E
抗

体
が
マ
イ
ナ
ス
で
も
、じ
ん
ま
し
ん
を

発
症
す
る
例
が
か
な
り
多
い
と
こ
ろ
は

要
注
意
で
す
。

　

ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー
は「
ア
レ
ル
ゲ
ン

な
ど
の
侵
入
に
よ
り
、複
数
臓
器
に
全

身
性
の
ア
レ
ル
ギ
ー
症
状
が
惹じ

ゃ
っ
き起
さ

れ
、生
命
に
危
機
を
与
え
う
る
過
敏

反
応
」を
い
い
、「
ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー
に

血
圧
低
下
や
意
識
障
害
を
伴
う
場

合
」を
ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー
シ
ョッ
ク
と
い

い
ま
す（
図
11・図
12
）。

　

最
も
多
く
見
ら
れ
る
誘
因
は
食

物
、蜂
、薬
剤
な
ど
で
、医
薬
品
を
除
け

ば
蜂
に
よ
る
シ
ョッ
ク
が
多
い
で
す
。蜂

ア
レ
ル
ゲ
ン
は
タ
ン
パ
ク
質
で
す
が
、蟻

の
場
合
は
蟻
酸
に
よ
る
刺
激
な
の
で
、

蟻
ア
レ
ル
ギ
ー
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ

ん
。食
品
で
は
乳
幼
児
は
卵
、牛
乳
、小

麦
の
3
つ
。成
人
で
は
甲
殻
類
や
ソ
バ
、

ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー

ピ
ー
ナ
ッツ
な
ど
が
多
く
な
り
ま
す
。

　

学
校
給
食
で
は
先
生
方
も
学
童
の

ア
レ
ル
ギ
ー
を
把
握
し
て
い
て
、普
通

食
と
絶
対
に
ま
じ
わ
ら
な
い
よ
う
に
器

の
色
や
ラ
ッ
プ
の
色
を
変
え
る
工
夫
を

し
た
り
、緊
急
時
の
エ
ピ
ペ
ン（
ア
ド
レ

ナ
リ
ン
を
自
己
注
射
す
る
た
め
の
携

帯
型
注
射
キ
ッ
ト
）の
扱
い
方
な
ど
、ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
に
沿
っ
て
取
り
組
ん
で
お

ら
れ
ま
す
。実
は
、ア
レ
ル
ギ
ー
で
亡
く

な
る
人
は
年
間
50
～
1
0
0
人
で
、医

薬
品
を
除
け
ば
そ
の
80
％
は
蜂
毒
に

よ
る
も
の
で
す
。

　

症
状 

●
目
の
か
ゆ
み 

●
目
の
充
血 

●
目
の
異
物
感 

●
目
や
に（
涙
の
よ
う

に
サ
ラ
サ
ラ
し
た
水
状
）が
出
る 

●
涙

が
出
る 

●
ま
ぶ
た
の
裏
に
ブ
ツ
ブ
ツ
が

で
き
る
、な
ど
の
症
状
が
出
ま
す
。

　

❶
ア
レ
ル
ギ
ー
性
結
膜
炎 

●
季
節
性

（
主
に
ス
ギ
、ヒ
ノ
キ
な
ど
花
粉
が
原

因
）と
通
年
性（
主
に
ダ
ニ
、イ
ヌ
、ネ
コ

な
ど
が
原
因
） 

❷
ア
ト
ピ
ー
性
角
結
膜

炎 

❸
か
な
り
重
症
の
春
期
カ
タ
ル 

❹

巨
大
乳
糖
結
膜
炎（
コ
ン
タ
ク
ト
な
ど

に
よ
る
炎
症
）な
ど
が
あ
り
ま
す
。

ア
レ
ル
ギ
ー
性
結
膜
疾
患

IgEが関与する
免疫学的機序

食物
小児 鶏卵、牛乳、小麦、甲殻類、ソバ、ピーナッツ、

ナッツ類、ゴマ、大豆、魚、果物など

成人 小麦、甲殻類、果物、大豆（豆乳）、ピーナッツ、
ナッツ類、アニサキス、スパイス、ソバ、魚など

昆虫 刺咬昆虫（蜂、蟻）など

医薬品 βラクタム系抗菌薬、NSAIDs、生物学的製剤、
造影剤、ニューキノロン系抗菌薬など

その他 天然ゴムラテックス、職業性アレルゲン、
環境アレルゲン、食物＋運動、精液など

IgEが関与しない
免疫学的機序 医薬品 NSAIDs、造影剤、デキストラン、

生物学的製剤など

非免疫学的機序
（例：肥満細胞を
直接活性化する

場合）

身体的
要因 運動、低温、高温、日光など

アルコール

薬剤 オビオイドなど
特発生アナフィラ
キシー（明らかな

誘因が存在しない）

これまで認識されていないアレルゲンの可能性

肥満細胞症 クローン性肥満細胞異常の可能性

検査方法 患者負担 臨床症状との一致 欠点

in vivo　 皮膚テスト あり（アナフィラキシー
ショックなど） ほぼ一致 患者負担が大きく、非専門医は実施しにくい

in vitro

生理活性物質
検査 採血のみ IgE抗体より良い 検体の取り扱いが面倒

項目によってはIgE抗体検査に優位性なし

特異的IgE抗体
検査 採血のみ 感作の有無を表している 臨床症状と必ずしも一致しない

総IgE抗体
検査 採血のみ アレルギーかどうかを判断する

補助手段
乳幼児や食物アレルギー患者では

陰性となる場合がある

図11　アナフィラキシーの発生機序と誘因

図13　各アレルギー検査方法の特徴

図12　アナフィラキシーショックを誘発した原因食物

Akiyama H, et al. Adv Food Nutr Res 2011; 62:139-71 より作図

鶏卵
28％

乳製品
23％

小麦
18％

n=395

ピーナッツ 5％

ソバ 7％

エビ 3％

モモ 2％
イクラ 2％

大豆 2％

バナナ 1％
キウイ 2％

ヤマイモ 1％

その他
6％

イン・ビボ
（in vivo）

抗体陽性＝アレルギーではない！　→　「感作」　　　★臨床症状を含めて医師が総合的に判断する

イン・ビドロ
（in vitro）

生理活性物質などの測定

特異的IgE抗体の測定

総IgE抗体の測定

皮膚テスト（スクラッチ
テスト、プリックテスト、

皮内テスト）
イムノキャップ

アラスタット ３g
allergy単項目検査

オリトンIgE　ケミファ

マストイムノシステムズ

多項目検査

Viewアレルギー

ア
レ
ル
ギ
ー
検
査
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検
査
方
法
に
は
イ
ン・ビ
ボ（
生
体
検

査
）と
イ
ン・ビ
ト
ロ（
試
験
管
内
検
査
）

が
あ
り
ま
す（
図
13
）。

　

イ
ン・ビ
ボ
は「
皮
膚
テ
ス
ト
」で
臨

床
的
に
は
症
状
と
一
致
し
ま
す
が
、か

ゆ
み
を
伴
い
、場
合
に
よ
っ
て
は
ア
ナ

フ
ィ
ラ
キ
シ
ー
シ
ョッ
ク
も
あ
る
テ
ス
ト

な
の
で
患
者
さ
ん
の
負
担
が
大
き
く
な

り
ま
す
。専
門
医
で
な
け
れ
ば
で
き
な

い
し
、ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
的
な
使
い
方
は

で
き
ま
せ
ん
。イ
ン・ビ
ト
ロ
は「
抗
体
テ

ス
ト（
血
液
検
査
）」で
、主
に
3
種
類

の
測
定
法
が
あ
り
ま
す
。

　
「
生
理
活
性
物
質
の
測
定
」は
か
ら

だ
の
中
の
ヒ
ス
タ
ミ
ン
を
測
る
検
査
。特

異
的
Ig
E
抗
体
と
結
合
し
た
細
胞

（
好
塩
基
球
）が
ア
レ
ル
ゲ
ン
と
反
応
し

て
ア
レ
ル
ギ
ー
症
状
を
引
き
起
こ
す
原

因
物
質
で
あ
る
ヒ
ス
タ
ミ
ン
を
遊
離
し

た
か
ど
う
か
を
検
査
す
る
も
の
で
、特

異
的
Ig
E
抗
体
検
査
よ
り
症
状
と

一
致
し
や
す
い
と
い
う
特
徴
が
あ
り

ア
レ
ル
ギ
ー
の
検
査
方
法
と
特
徴

ま
す（
図
14
）。し
か
し
、検
体
を
何
日

も
保
管
し
て
お
い
て
活
性
が
弱
く
な
る

と
刺
激
し
て
も
ヒ
ス
タ
ミ
ン
は
出
て
こ

な
い
の
で
、フ
レ
ッ
シ
ュ
な
検
体
が
求
め

ら
れ
ま
す
。

　
「
総
Ig
E
抗
体
の
測
定
」は
、か
ら
だ

の
中
の
ト
ー
タ
ル
な
Ig
E
抗
体
を
調
べ

る
検
査
。ア
レ
ル
ギ
ー
体
質
か
ど
う
か

を
調
べ
る
と
き
に
使
わ
れ
ま
す
。

　
「
特
異
的
Ig
E
抗
体
の
測
定
」は
本

日
の
お
話
の
メ
イ
ン
で
す
。

　

ダ
ニ
や
ス
ギ
な
ど
、ど
ん
な
ア
レ
ル

ギ
ー
に
対
し
て
Ig
E
抗
体
が
あ
る
の

か
を
調
べ
る
こ
と
で
、ど
の
ア
レ
ル
ゲ
ン

に
感
作
し
て
い
る
の
か
、ど
う
い
う
ア
レ

ル
ギ
ー
に
な
っ
て
い
る
の
か
が
分
か
り

ま
す
。

　

原
理
は
、検
体
中
に
ア
レ
ル
ゲ
ン
特

異
的
Ig
E
抗
体
が
あ
れ
ば
、標
識
抗
体

と
い
わ
れ
る
Ig
E
抗
体
を
検
出
す
る

2
次
抗
体
が
反
応
し
、検
出
試
薬
を

加
え
る
と
発
色
や
発
光
す
る
と
い
う
も

の
。こ
の
酵
素
免
疫
測
定
法
は
検
査
薬

の
中
で
は
最
も
一
般
的
に
使
わ
れ
る
方

法
で
す（
図
15
）。

ア
レ
ル
ギ
ー
の
検
査　
　

特
異
的
Ig
E
抗
体
を
測
定
し
て
原
因
ア
レ
ル
ゲ
ン
を
特
定

図14　HRT（ヒスタミン遊離試験）

図15　酵素免疫測定法

図17　単項目検査　例：イムノキャップ特異的IgE

図16　単項目検査と多項目検査の特徴図18　多項目検査　マストイムノシステムズ

ヒスタミン

検査試薬

検出反応

検出試薬 基質 発色、発光

酵素標識
抗ヒトIgE抗体

特異的
IgE抗体

アレルゲン

血液 標識抗体

１次反応（血液反応） ２次反応（標識抗体反応）

アレルゲン

特異的IgE抗体

好塩基球

好塩基球

好塩基球

内容 単項目検査 多項目検査

測定項目数 １項目ずつ約200種類 同時に約40～50種類

検体量 ０.２mL＋(0.０4０mL×項目数)＊ ０.６～０.９mL

定量性 あり なし（半定量）

測定項目の選定 必要 不要

その他の特徴

●コンポーネントがラインアップ
　されるなど、専門医に支持され
　ている。
●プロバビリティカーブなどの
　臨床的なデータが豊富。

●スクリーニング検査なので
　基本的に問診が不要。
●少量の検体で一度に多くの
　項目の結果が得られる。

＊40種類では０.２mL＋（0.０4０mL×40）＝１.８mL　　＊定量性　単項目検査では数字で判定
多項目検査ではクラスで判定

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社HPより
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タ
ー
が
総
合
的
に
判
断
し
て
、初
め
て

ア
レ
ル
ギ
ー
と
い
う
診
断
が
下
さ
れ
ま

す
。抗
体
が
陽
性
で
も
症
状
が
出
て

い
な
け
れ
ば
そ
れ
は
感
作
で
あ
っ
て
、

必
ず
し
も
ア
レ
ル
ギ
ー
で
は
な
い
と
こ

ろ
は
明
確
に
分
け
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

　

検
査
試
薬
の
開
発
の
流
れ
は
2
つ
。

ア
レ
ル
ゲ
ン
を
精
製
し
た
り
固
定
化
す

る
と
い
う
作
業（
原
材
料
か
ら
目
的
の

ア
レ
ル
ゲ
ン
を
抽
出
し
て
固
定
化
）と
、

ヒ
ト
の
Ig
E
抗
体
を
認
識
す
る
標
識

抗
体
を
つ
く
る
作
業
で
す（
図
20
）。

　

と
こ
ろ
で
、実
際
の
Ig
E
抗
体
は
血

液
中
に
ど
の
く
ら
い
の
量
が
あ
る
の

か
。普
通
、検
査
と
い
え
ば
正
常
値
が

あ
る
も
の
で
す
が
、総
Ig
E
に
は
正
常

値
は
あ
り
ま
せ
ん
。年
齢
、人
種
、性
別

に
よ
って
異
な
る
の
で
、あ
く
ま
で
も
基

準
値
、標
準
値
に
な
り
ま
す（
図
21
）。

　

特
異
的
Ig
E
抗
体
に
は
評
価
基
準

が
あ
り
ま
す
が
、ク
ラ
ス
1
、ク
ラ
ス

2
の
人
が
何
％
発
症
す
る
か
は
ア
レ
ル

ゲ
ン
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す（
図
22
）。

ス
ギ
に
対
し
て
ク
ラ
ス
3
の
人
の
発
症

率
が
50
％
な
ら
、ヒ
ノ
キ
も
50
％
か
と

検
査
試
薬（
体
外
診
断
用
医
薬
品
）

　

特
異
的
Ig
E
抗
体
の
測
定
に
は

「
単
項
目
検
査
」（
問
診
に
よ
り
測
定

す
る
項
目
を
絞
り
込
む
方
法
）と「
多

項
目
検
査
」（
基
本
的
に
は
問
診
不
要

で
同
時
に
30
～
40
種
目
の
ス
ク
リ
ー
ニ

ン
グ
検
査
が
で
き
る
）が
あ
り
ま
す
。

ど
ち
ら
も
意
味
の
あ
る
も
の
で
す（
図

16・図
17・図
18
）。

　

通
院
す
る
ほ
ど
で
は
な
い
が
ア
レ
ル

ギ
ー
か
も
し
れ
な
い
人
は
意
外
に
多

く
、検
査
を
し
て
み
れ
ば
ス
ギ
、ヒ
ノ
キ

以
外
の
複
数
の
ア
レ
ル
ゲ
ン
に
も「
感

作
」し
て
い
る
こ
と
は
よ
く
あ
り
ま

す
。こ
れ
は
問
診
で
も
分
か
り
ま
せ

ん
。ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
検
査
で
初
め
て
抗

体
が
で
き
て
い
る
と
把
握
で
き
る
の
が

多
項
目
検
査
の
特
徴
で
す（
図
19
）。

　

Ig
E
抗
体
テ
ス
ト
は
検
査
の
結
果

が
、た
と
え
ば
ス
ギ
に
対
す
る
Ig
E
抗

体
が
陽
性
だ
か
ら
と
いっ
て
必
ず
し
も

ア
レ
ル
ギ
ー
と
は
い
え
ま
せ
ん
。抗
体

が
あ
っ
て
も
発
症
し
な
け
れ
ば
ア
レ
ル

ギ
ー
と
は
い
わ
ず
に
、そ
れ
は
、ス
ギ
ア

レ
ル
ゲ
ン
に
対
し
て
感
作
し
て
い
る
と

い
い
ま
す
。同
様
に
卵
や
牛
乳
に
対
す

る
Ig
E
抗
体
が
あ
っ
て
も
、症
状
が
出

て
い
な
け
れ
ば
ア
レ
ル
ギ
ー
と
は
い
い

ま
せ
ん
。臨
床
症
状
が
出
て
、ド
ク

　

血
清
中
の
T
A
R
C
値
は
、従
来
用

い
ら
れ
て
き
た
総
Ig
E
値
、好
酸
球
数

な
ど
に
比
べ
、皮
膚
症
状
の
程
度
を
鋭

敏
に
反
映
し
ま
す
。T
A
R
C
値
は

重
症
患
者
ほ
ど
高
値
を
示
し
、ス
テ
ロ

イ
ド
治
療
で
軽
快
す
る
と
減
少
し
ま

す
。こ
の
た
め
、重
症
度
の
評
価
に
有
用

で
、治
療
方
法
や
薬
の
選
択
や
治
療
の

効
果
判
定
に
用
い
ら
れ
ま
す
。

　

ス
テ
ロ
イ
ド
は
ア
レ
ル
ギ
ー
の
治
療

に
処
方
さ
れ
る
薬
で
、免
疫
細
胞
の
活

性
化
を
抑
え
る
良
く
効
く
薬
で
す
。

全
身
性
の
ア
レ
ル
ギ
ー
の
場
合
は
飲
み

薬
を
処
方
さ
れ
ま
す
が
、免
疫
の
活
性

化
を
抑
え
る
薬
な
の
で
、長
い
間
使
い

過
ぎ
た
り
、量
を
間
違
え
る
と
免
疫

力
が
下
が
って
き
て
副
作
用
が
あ
り
ま

す
。ド
ク
タ
ー
の
指
示
に
従
う
こ
と
が

大
事
で
す
。

　

ア
レ
ル
ゲ
ン
を
構
成
す
る
タ
ン
パ
ク

質
の
各
々
の
成
分
を
コ
ン
ポ
ー
ネ
ン
ト

と
い
い
ま
す
。た
と
え
ば
、卵
白
の
主
要

ア
レ
ル
ゲ
ン
は 

❶
オ
ボ
ア
ル
ブ
ミ
ン 

❷

オ
ボ
ト
ラ
ン
ス
フ
ェ
リ
ン 

❸
リ
ゾ
チ
ー
ム 

❹
オ
ボ
ム
コ
イ
ド
で
す
。こ
れ
ら
の
4

種
類
の
タ
ン
パ
ク
質
が
卵
白
ア
レ
ル
ゲ
ン

ア
レ
ル
ゲ
ン
の
コ
ン
ポ
ー
ト
ネ
ン
ト
検
査

の
コ
ン
ポ
ー
ネ
ン
ト
で
す
。前
3
つ
は
加

熱
に
よ
り
ア
レ
ル
ゲ
ン
性
を
失
い
ま
す

が
、❹
は
加
熱
し
て
も
ア
レ
ル
ゲ
ン
性

は
健
在
で
す
。卵
白
検
査
が「
＋
」で

オ
ボ
ム
コ
イ
ド
も「
＋
」な
ら
卵
は
要

注
意
で
す
が
、オ
ボ
ム
コ
イ
ド
が「－
」

な
ら
加
熱
し
た
卵
は
食
べ
ら
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

卵
白
、牛
乳
、小
麦
、ピ
ー
ナ
ッ
ツ
に

対
す
る
コ
ン
ポ
ー
ト
ネ
ン
ト
検
査
は
よ

く
用
い
ら
れ
て
お
り
、よ
り
正
確
な
ア

レ
ル
ギ
ー
診
断
に
役
立
つ
と
期
待
さ
れ

て
い
ま
す
。

い
え
ば
、項
目
に
よ
っ
て
全
く
違
う
し
、

個
人
差
も
あ
り
ま
す
。あ
く
ま
で
も

ク
ラ
ス
は
血
中
の
抗
体
濃
度
を
表
し
て

い
る
も
の
で
、発
症
し
て
い
る
か
ど
う
か

は
ド
ク
タ
ー
が
判
断
す
る
も
の
で
す
。

Ig
E
抗
体
が
な
け
れ
ば
Ⅰ
型
ア
レ
ル

ギ
ー
は
発
症
し
ま
せ
ん
が
、今
、発
症

し
て
い
な
く
て
も
将
来
発
症
す
る
か

も
し
れ
な
い
の
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
参
考
に
な
り
ま
す
。陽

性
に
な
れ
ば
将
来
の
発
症
リ
ス
ク
が
あ

る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

特
異
的
Ig
E
抗
体
検
査
は
患
者
負

担
が
少
な
く
オ
ー
ル
マ
イ
テ
ィ
に
使
え

る
と
い
う
こ
と
で
ア
レ
ル
ギ
ー
検
査
で

は
よ
く
使
わ
れ
て
い
ま
す（
図
23
）。

　

T
A
R
C
は
ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎

の
重
症
度
を
測
定
す
る
血
液
検
査
で
、

よ
く
使
わ
れ
ま
す
。T
A
R
C
と
は
ケ

モ
カ
イ
ン
の
一
種
で
、リ
ン
パ
球
の
1
つ

で
あ
る
Th
2
細
胞
を
病
変
局
所
に
引

き
寄
せ
て
Ig
E
産
生
や
好
酸
球
を
活

性
化
さ
せ
、ア
レ
ル
ギ
ー
反
応
を
亢
進

さ
せ
る
こ
と
で
ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
の

症
状
を
憎ぞ

う
あ
く悪
さ
せ
る
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

T
A
R
C（
タ
ー
ク
）値
の
検
査

項目 気管支
喘息

アレルギー
性鼻炎

アレルギー
性結膜炎

アトピー性
皮膚炎

食物
アレルギー

総IgE ○ ○ ○ ○ ○

特異的IgE ○ ○ ○ ○ ○

抗原誘発試験 △ △ △ △ △

皮膚テスト △ ○ △ ○ ○

好酸球数 ○ ○ ○ ○ ○

抗原除去試験 △ △ △ △ ○

年齢 総IgE抗体濃度（IU/mL）

1歳未満 20以下

1～3歳 30以下

4～6歳 110以下

7歳～成人 170以下

図22　特異的IgE抗体検査の結果について図23　特異的IgE抗体検査の特徴

図20　検査試薬（体外診断用医薬品）の開発

図21　総IgE抗体検査の結果について

島津伸一郎、他：アレルギーの領域　2,1995

澤崎ら：2009.11 日本アレルギー学会

アレルゲン

標識抗体

澤崎健：アレルギーの臨床. 38（12）、65-71,2018.アレルギー総合ガイドライン2013より

アレルゲンの
抽出、精製

ハイパフォーマンスの
抗ヒトlgE抗体の

選別と精製

測定系の至適化
臨床データ取得

原材料の
検討

マウスやヤギ
などに

ヒトlgEを注射

固定化方法の検討

酵素標識化

安定性試験

判定基準

報告書例

厚生労働省
申請

図19　患者１人当たりの平均陽性アレルゲン数

全体 アレルギー性
鼻炎

ぜんそく

6

5

4

3

2

1

0

項
目

3.4

4.9
5.3

クラス 測定値（LMC） 判定

0 0～1.33 陰性

1 1.40～2.77 疑陽性

2 2.78～13.4 陽性

3 13.5～58.0 陽性

4 58.1～119 陽性

5 120～159 陽性

6 160以上 陽性
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乳
製
品
は
症
例
が
多
い
た
め
、原
材
料

の
表
示
が
義
務
で
す
。

　

穀
物・豆
類
の
中
で
も
小
麦
は
3
大

ア
レ
ル
ゲ
ン
の
1
つ
。そ
ば
、ピ
ー
ナ
ッ
ツ

と
と
も
に
生
命
に
関
わ
る
ア
ナ
フ
ィ
ラ

キ
シ
ー
シ
ョッ
ク
を
起
こ
す
場
合
が
あ

る
た
め
、原
材
料
の
表
示
が
義
務
づ
け

ら
れ
て
い
ま
す
。表
示
義
務
が
あ
る
の

は
卵
、小
麦
、エ
ビ
、カ
ニ
、ソ
バ
、ピ
ー

ナ
ッツ
、牛
乳
の
７
品
目（
特
定
原
材
料

７
品
目
）で
す
。

ヨ
モ
ギ
な
ど
花
粉
ア
レ
ル
ゲ
ン
は
60
種

類
以
上
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。花
粉
が

飛
ぶ
時
期
に
だ
け
症
状
が
出
る
の
で
、

そ
の
季
節
に
は
マ
ス
ク
を
し
て
避
け
る

方
法
が
あ
り
ま
す
。

　

ラ
テ
ッ
ク
ス
は
炊
事
用
の
手
袋
や
ゴ

ム
風
船
な
ど
に
使
わ
れ
て
い
る
天
然
ゴ

ム
の
成
分
で
、か
な
り
重
篤
な
ア
レ
ル

ギ
ー
を
示
す
の
で
、天
然
ゴ
ム
が
使
わ

れ
て
い
な
い
素
材
の
製
品
を
使
い
ま

す
。昔
は
天
然
の
ゴ
ム
は
性
能
が
良
か
っ

た
の
で
手
術
時
の
手
袋
に
使
わ
れ
、ラ

テ
ッ
ク
ス
ア
レ
ル
ギ
ー
の
患
者
さ
ん
が
ア

ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー
シ
ョッ
ク
を
起
こ
す
こ

と
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

結
膜
炎
に
は
細
菌
性（
黄
色
ブ
ド
ウ

球
菌
な
ど
）、ウ
イ
ル
ス
性（
ア
デ
ノ
ウ
イ

ル
ス
な
ど
）、ア
レ
ル
ギ
ー
性（
花
粉
な
ど

の
ア
レ
ル
ゲ
ン
）結
膜
炎
が
あ
り
ま
す

が
、治
療
方
法
が
異
な
り
ま
す
。細
菌

性
に
は
抗
生
剤
が
効
き
ま
す
が
、ウ
イ

ル
ス
性
に
特
効
薬
は
な
く
、免
疫
力
に

任
せ
て
自
然
治
癒
す
る
し
か
あ
り
ま

せ
ん
。細
菌
性
、ウ
イ
ル
ス
性
、ア
レ
ル

職
業
系
ア
レ
ル
ゲ
ン

ア
レ
ル
ギ
ー
性
結
膜
炎

　

ア
レ
ル
ゲ
ン
を
吸
い
込
ま
な
い
た
め

に
室
内
で
は
掃
除
、換
気
を
こ
ま
め

に
。花
粉
は
飛
散
季
節
の
外
出
時
に
マ

ス
ク
、メ
ガ
ネ
の
装
着
や
服
装
に
工
夫

を
し
て
回
避
し
ま
す
。

　

家
塵・ダ
ニ 

●
ハ
ウ
ス
ダ
ス
ト
、ダ
ニ
は

通
年
性
ア
レ
ル
ギ
ー
の
代
表
的
な
も

の
。ダ
ニ
は
高
温
多
湿
を
好
み
、ソ
フ
ァ

や
ぬ
い
ぐ
る
み
、カ
ー
ペッ
ト
、畳
を
す
み

か
に
し
て
い
ま
す
。

　

真
菌
類（
カ
ビ
） 

●
ア
ル
テ
ル
ナ
リ

ア
、カ
ン
ジ
ダ
、ア
ス
ペ
ル
ギ
ル
ス
な
ど
カ

ビ
は
浴
槽
、洗
面
所
、台
所
な
ど
湿
気

の
多
い
所
に
発
生
す
る
の
で
換
気
を

こ
ま
め
に
。エ
ア
コ
ン
、加
湿
器
、除
湿

器
な
ど
に
も
発
生
す
る
の
で
要
注
意

で
す
。

　

動
物
の
上
皮 

●
イ
ヌ
、ネ
コ
、鳥
、ハ
ム

ス
タ
ー（
尿
）な
ど
動
物（
フ
ケ
、垢
）も

ア
レ
ル
ゲ
ン
と
な
り
、ア
レ
ル
ギ
ー
と
診

断
さ
れ
た
ら
飼
う
こ
と
が
難
し
い
場

合
も
あ
り
ま
す
。シ
ャ
ン
プ
ー
や
小
屋

の
掃
除
、触
っ
た
後
の
手
洗
い
な
ど
を

徹
底
し
ま
す
。

　

花
粉 

●
ス
ギ
、ヒ
ノ
キ
、イ
ネ
科（
オ

オ
ア
ワ
ガ
エ
リ
、カ
モ
ガ
ヤ
）、ブ
タ
ク
サ
、

吸
入
系
ア
レ
ル
ゲ
ン

を
ア
レ
ル
ゲ
ン
に
慣
ら
し
、症
状
を
和

ら
げ
る
治
療
法
で
す
。昔
は
注
射
だ
っ

た
の
で
す
が
、最
近
は
患
者
負
担
の
少

な
い
舌
下
免
疫
療
法
に
な
っ
て
い
ま

す
。欠
点
は
時
間
が
か
か
る
こ
と
で

す
。少
な
く
と
も
半
年
以
上
治
療
を

続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、

ス
ギ
シ
ー
ズ
ン
が
終
わ
っ
て
症
状
が
軽

く
な
る
と
病
院
通
い
を
や
め
て
し
ま

う
人
も
い
ま
す
。き
ち
ん
と
治
療
す
れ

ば
成
績
は
悪
く
な
い
の
で
す
が
、途
中

で
や
め
て
し
ま
う
の
で
次
の
年
ま
た
発

症
し
て
し
ま
う
人
も
い
ま
す
。

　

原
因
と
な
る
食
品
を
食
べ
な
い
こ
と

が
基
本
で
す
が
、症
状
が
出
て
い
な
け

れ
ば
食
べ
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
医
師

の
指
示
に
従
う
こ
と
が
重
要
で
す
。栄

養
面
を
考
え
て
す
べ
て
を
除
く
の
で
は

な
く
、代
替
と
な
る
食
品
を
摂
る
工

夫
を
し
ま
す
。

　

卵
は
熱
に
強
い
特
徴
の
オ
ボ
ム
コ
イ

ド（
コ
ン
ポ
ー
ネ
ン
ト
の
1
つ
）に
ア
レ
ル

ギ
ー
が
あ
る
場
合
は
要
注
意
。卵
と

食
物
系
ア
レ
ル
ゲ
ン

　

何
が
原
因
で
ア
レ
ル
ギ
ー
に
な
っ
て

い
る
の
か
、何
の
ア
レ
ル
ゲ
ン
に
感
作
し

て
い
る
の
か
を
最
初
に
特
定
す
る
こ
と

は
適
切
な
治
療
を
受
け
る
た
め
の
ス

タ
ー
ト
に
な
り
ま
す
。原
因
と
な
る
ア

レ
ル
ゲ
ン
を
除
去
す
る
こ
と
で
、完
全

に
除
去
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
て
も

適
切
な
治
療
を
行
う
こ
と
で
支
障
の

な
い
日
常
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

対
症
療
法
と
し
て
、抗
ヒ
ス
タ
ミ
ン
薬

（
ヒ
ス
タ
ミ
ン
に
よ
る
鼻
水
、目
の
か
ゆ

み
、じ
ん
ま
し
ん
な
ど
を
抑
え
る
）、ス

テ
ロ
イ
ド
薬（
免
疫
細
胞
の
働
き
を
抑

え
て
、ア
レ
ル
ギ
ー
の
炎
症
を
抑
え

る
）、気
管
支
拡
張（
吸
入
）薬
、ア
ド
レ

ナ
リ
ン
自
己
注
射（
ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ

シ
ー
を
緩
和
す
る
）な
ど
種
々
の
薬
物

療
法
が
あ
り
ま
す
。

　

根
本
治
療
と
し
て
は
ア
レ
ル
ゲ
ン
免

疫
療
法
が
あ
り
ま
す
。ア
レ
ル
ゲ
ン
を

少
量
か
ら
投
与
す
る
こ
と
で
か
ら
だ

ア
レ
ル
ギ
ー
の
治
療

ア
レ
ル
ギ
ー
の
治
療　
　

原
因
ア
レ
ル
ゲ
ン
の
特
定
が
ア
レ
ル
ギ
ー
治
療
の
第
一
歩

図24　アレルギー性結膜炎の診断方法

図26　アレルギー疾患患者の動向 図25　涙液中総IgE抗体測定試薬：アレルウォッチ涙液IgE

わが国全人口の約3人に1人が何らかのアレルギー疾患に罹患していることを示している。
出典：リウマチ・アレルギー対策委員会報告書　平成17年

わが国全人口の約2人に1人が何らかのアレルギー疾患に罹患していることを示しており、
急速に増加している。

出典：リウマチ・アレルギー対策委員会報告書　平成23年

【ぜんそく】
過去30年間で、小児のぜんそく
は1%から5%に、成人のぜんそく
は1%から3%に増加し、約400
万人が罹患していると考えら
れる。

平 成 2 0 年の有 症 率は、幼
稚園児で19 .9%、6～7歳
13.8%、13～14歳で8.3%
だった。国民全体で約800万
人が罹患していると考えられる。

【花粉によるアレルギー性鼻炎】
平成13年に実施された財団
法人日本アレルギー協会の全
国調査によると、スギ花粉症の
有病率は、全国平均約12%で
あった。

平成18年における全国11カ
所における有病率調査では、鼻
アレルギー症状を有する頻度
は、47.2%であった。

【アトピー性皮膚炎】
平成12年度から14年度にか
けて厚生労働科学研究で実施
された全国調査によると、4カ
月児 12.8%、1歳半児 9.8%、
3歳児 13.2%、小学1年生 
11.8%、小学6年生 10.6%、
大学生 8.2%だった。

4カ月から6歳では12%前後、
20～30歳代で9%前後の頻
度で認めることが明らかとなった

（アトピー性皮膚炎治療ガイド
ライン2008）。

【食物アレルギー】
平成15年度から17年度の調
査によると、乳児が10%、3歳
児が4~5%、学童期が2～3%、
成人が1～2%だった。

我が国の大規模有病率調査
から、乳児有病率は5～10%、
学童期は1～2%と考えられ
る。成人は不明である（アレル
ギー疾患診断治療ガイドライン
2010）。

涙液採取部を被験者の
下眼瞼結膜のう内に挿入して1〜2分

陰性・弱陽性・
陽性で判定

コントロール
ライン

クラス0
（陰性）

クラス1
（弱陽性）

クラス2
（陽性） 試験

不成立

テストライン

検査の目標

Ⅰ型アレルギー反応の証明

結膜

結膜好酸
球の同定

涙液中
総lgE

抗体測定

皮膚
テスト

血清抗原
特異的
ｌｇE

抗体測定

全身

ここで判定

点眼
誘発試験

アレルギー性結膜疾患診療ガイドラインより
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全
年
齢
に
お
け
る
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー

の
原
因
食
物
は
卵
、牛
乳
、小
麦
が
多

く
を
占
め
て
い
ま
す
が
、年
齢
別
で
み

る
と
か
な
り
異
な
っ
て
き
ま
す（
図
29・

図
30
）。ま
た
、20
歳
以
上
で
ア
レ
ル

ギ
ー
の
あ
る
人
が
気
を
つ
け
て
い
る
食

べ
物
が
果
物
で
す（
図
31
）。

　

果
物
よ
り
小
麦
や
甲
殻
類
の
ほ
う

が
ア
レ
ル
ギ
ー
の
原
因
物
質
と
し
て
多

い
の
で
す
が
、こ
れ
は
P
F
A
S
 

（Pollen-Food A
llergy Syndro

m
e

）「
花
粉
・
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
症
候

群
」の
患
者
が
増
え
て
い
る
こ
と
に
起

因
し
ま
す
。P
F
A
S
は
花
粉
症
に

合
併
す
る
疾
患
で
、花
粉
ア
レ
ル
ゲ
ン

に
感
作
し
た
人
が
そ
の
花
粉
ア
レ
ル
ゲ

ン
と
交
差
反
応
す
る
果
物
や
野
菜
を

摂
食
し
た
直
後
、口
腔
、咽
頭
、口
唇
粘

膜
に
刺
激
感
な
ど
を
感
じ
る
疾
患
で
す

（
図
32
）。

　

な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
が
起
き
る
か
と
い

え
ば
、た
と
え
ば
ス
ギ
の
ア
レ
ル
ゲ
ン
は

ト
マ
ト
の
ア
レ
ル
ゲ
ン
と
は
別
物
で
す

が
、ア
レ
ル
ゲ
ン
の
一
部
に
類
似
の
構

造
が
あ
る
場
合
、こ
れ
を
認
識
す
る

食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
の
有
病
率

　

も
と
も
と
体
内
に
は
金
属
分
子
が

あ
り
ま
す
か
ら
、金
属
そ
の
も
の
は
ア

レ
ル
ギ
ー
を
引
き
起
こ
す
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。金
属
イ
オ
ン
が
か
ら
だ
に

存
在
す
る
タ
ン
パ
ク
質
と
結
び
つ
い
た

も
の
を
全
体
と
し
て
異
物
だ
と
判
断

し
て
し
ま
う
こ
と
で
ア
レ
ル
ギ
ー
が
起

こ
り
ま
す
。金
属
ア
レ
ル
ギ
ー
を
起
こ

し
や
す
い
金
属
は
ニッ
ケ
ル
、ク
ロ
ム
、水

銀
、合
金
な
ど
。純
金
や
純
プ
ラ
チ
ナ

は
基
本
的
に
イ
オ
ン
に
な
ら
な
い
の

で
、タ
ン
パ
ク
質
と
結
び
つ
く
こ
と
は
な

く
、ア
レ
ル
ゲ
ン
と
な
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　

リ
ウ
マ
チ・ア
レ
ル
ギ
ー
対
策
委
員
会

報
告
書
に
よ
る
と
、平
成
17
年
に
全
人

口
の
約
3
人
に
1
人
だ
っ
た
有
病
率
は

平
成
23
年
に
は
約
2
人
に
1
人
と
、ア

レ
ル
ギ
ー
疾
患
患
者
の
動
向
は
急
速
に

増
加
し
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い

ま
す（
図
26
）。

　

東
京
都
の
調
査
で
す
が
、ス
ギ
花

粉
症
有
病
率
は
年
々
増
加
し
て
お

り
、現
在
は
都
民
の
約
50
％
が
ス
ギ

花
粉
症
に
な
っ
て
い
る
と
報
告
さ
れ
て

ア
レ
ル
ギ
ー
の
有
病
率

い
る
の
で
、国
民
の
2
人
に
1
人
が
何

ら
か
の
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
に
罹
患
し
て

い
る
の
が
う
な
づ
け
ま
す（
図
27
）。

年
齢
別
で
は
ど
の
年
代
で
も
見
ら
れ

ま
す
が
、以
前
は
少
な
か
っ
た
高
齢
者

に
も
最
近
は
見
ら
れ
ま
す（
図
28
）。

加
齢
に
伴
っ
て
免
疫
レ
ス
ポ
ン
ス
が
下

が
っ
て
く
る
の
で
、高
齢
者
の
発
症
は

少
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、

ス
ギ
花
粉
の
飛
散
量
増
加
と
相
ま
っ

て
発
症
者
が
増
え
て
い
る
と
思
わ
れ

ま
す
。

　

春
に
飛
散
す
る
ス
ギ
花
粉
の
飛
散

量
は
雄
花
の
着
花
量
の
多
さ
が
ポ
イ

ン
ト
に
な
り
ま
す
。ス
ギ
雄
花
の
生
育

は
6
～
8
月
の
気
象
条
件
に
影
響
を

受
け
、夏
の
日
照
時
間
が
長
く
て
気
温

が
高
い
場
合
は
着
花
量
が
多
く
な
り
、

翌
年
春
の
飛
散
量
も
多
く
な
り
ま

す
。冬
の
休
眠
か
ら
覚
め
た
雄
花
は
1

月
以
降
の
積
算
最
高
気
温
が
西
日
本

で
4
0
0
～
5
0
0
℃
、東
日
本
で

3
0
0
～
3
5
0
℃
が
飛
散
時
期
の

目
安
。前
の
年
の
夏
が
暑
く
、日
照
時

間
が
長
く
て
、12
月
に
気
温
が
グ
～
ン

と
下
が
っ
て
1
月
に
急
に
暖
か
く
な
る

と
春
の
花
粉
は
飛
散
量
が
多
く
な
る

と
い
う
わ
け
で
す
。

ギ
ー
性
の
そ
れ
ぞ
れ
の
結
膜
炎
は
症

状
が
似
て
い
て
問
診
だ
け
で
は
判
別
が

し
に
く
い
と
き
が
あ
り
、確
定
診
断
を

要
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す（
図
24
）。

　

ア
レ
ル
ギ
ー
性
結
膜
炎
の
診
断
方

法
は 

❶
結
膜
好
酸
球
の
同
定（
好
酸

球
を
採
取
。染
色
し
て
顕
微
鏡
で
観

察
） 

❷
点
眼
誘
発
試
験（
原
因
抗
原

が
推
定
で
き
て
い
る
場
合
） 
❸
涙
液

中
総
Ig
E
抗
体
測
定
が
あ
り
ま
す
。

❸
は
涙
を
濾
紙
の
毛
細
管
現
象
で
採

取
し
て
目
の
中
の
総
Ig
E
抗
体
を
測

定
す
る
も
の
で
1
～
2
分
で
分
か
り

ま
す（
図
25
）。涙
を
測
る
だ
け
で
ア
レ

ル
ギ
ー
性
結
膜
炎
が
分
か
る
、簡
単
で

有
効
な
検
査
だ
と
思
い
ま
す
。

　

Ⅰ
型
で
は
な
く
Ⅲ
型（
遅
延
型
）ア
レ

ル
ギ
ー
に
分
類
さ
れ
て
い
ま
す
が
、金

属
ア
レ
ル
ギ
ー
に
は
接
触
性
皮
膚
炎

（
ピ
ア
ス
や
ネ
ッ
ク
レ
ス
な
ど
の
金
属
と

接
触
し
た
部
分
に
炎
症
が
生
じ
る
）と

全
身
性
金
属
皮
膚
炎（
銀
歯
な
ど
の

銀
イ
オ
ン
や
食
物
中
の
金
属
が
体
内

に
吸
収
さ
れ
、汗
な
ど
で
皮
膚
か
ら
排

出
さ
れ
た
と
き
、そ
の
部
位
に
炎
症
が

生
じ
る
）が
あ
り
ま
す
。

金
属
ア
レ
ル
ギ
ー
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牛乳
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ソバ 2％ その他 5％魚類 2％

※各回の調査では有病判定の基準や推計方法に一部変更点があるため、
推定有病率の変化を単純に比較することはできない。

【調査実施年度】第1回：昭和58〜62年度、第2回：平成8年度、
第3回：平成18年度、今回：平成28年度
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な
ど
を
媒
介
し
て
感
染
す
る
ウ
イ
ル
ス

の
ほ
う
が
脅
威
で
し
た
。し
た
が
っ
て
、

ダ
ニ
の
存
在
を
い
ち
早
く
知
っ
て
排
除

す
る
た
め
、速
や
か
に
発
症
す
る
Ig
E

抗
体
型
ア
レ
ル
ギ
ー
を
人
類
は
獲
得
し

て
いっ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
ア
レ
ル
ゲ
ン
に
は
多
く
種
類
が
あ
り
、

ど
の
ア
レ
ル
ゲ
ン
に
感
作
し
て
い
る
か
を

問
診
だ
け
で
は
な
か
な
か
把
握
し
き

れ
な
い
の
が
現
状
で
す
。ま
た
、ぜ
ん
そ

く
や
ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー
シ
ョッ
ク
な
ど

ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
は
短
時
間
で
急
激
に

悪
化
す
る
こ
と
が
あ
り
、専
門
医
の
指

導
と
自
己
管
理
は
常
に
重
要
で
す
。

　

ア
レ
ル
ギ
ー
に
関
連
す
る
疾
患
と

診
療
科
は
次
の
通
り
で
す
。

　
●
気
管
支
ぜ
ん
そ
く
→
内
科
、小
児

科 

●
ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
→
皮
膚

科
、小
児
科 

●
ア
レ
ル
ギ
ー
性
鼻
炎
→

耳
鼻
科 

●
ア
レ
ル
ギ
ー
性
結
膜
炎
→

眼
科 

●
花
粉
症
→
耳
鼻
科
、眼
科 

●

ア
レ
ル
ギ
ー
性
膀
胱
炎
→
泌
尿
器
科 

●
薬
剤
ア
レ
ル
ギ
ー
→
全
科
、内
科
、小

児
科
、皮
膚
科 
●
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
→

小
児
科
、内
科 
●
ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー

→
内
科
、小
児
科（
厚
生
労
働
省
リ
ウ

マ
チ・ア
レ
ル
ギ
ー
情
報
よ
り
）

　

こ
の
よ
う
に
遺
伝
の
確
率
は
決
し
て

低
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、高
血
圧
患
者

が
多
い
家
族
を
調
べ
て
み
る
と
、塩
分

の
多
い
食
生
活
の
家
族
で
あ
る
こ
と
な

ど
の
環
境
因
子
が
強
く
関
わ
っ
て
く
る

こ
と
も
否
定
で
き
ま
せ
ん
。

　

国
民
の
２
人
に
１
人
は
ア
レ
ル
ギ
ー
、

す
な
わ
ち
、国
民
の
約
50
％
は
何
ら
か

の
ア
レ
ル
ギ
ー
を
持
っ
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、実
際
に
ア
レ
ル
ギ
ー
外
来
と

し
て
通
院
す
る
の
は
２
～
３
％
で
す
。

症
状
が
出
て
も
市
販
の
抗
ヒ
ス
タ
ミ
ン

剤
を
飲
ん
で
季
節
が
過
ぎ
れ
ば
そ
れ

で
い
い
と
い
う
人
が
多
い
の
で
し
ょ
う
。

　

な
ぜ
Ig
E
抗
体
が
存
在
す
る
の
か

と
問
わ
れ
れ
ば
、か
つ
て
、Ig
E
抗
体
を

持
つ
集
団
と
持
た
な
い
集
団
が
い
て
、

Ig
E
抗
体
を
持
つ
集
団
の
ほ
う
が
進

化
の
過
程
で
有
利
に
働
い
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

　

本
来
、Ig
E
抗
体
は
寄
生
虫
や
ダ
ニ

に
対
す
る
防
衛
機
能
で
し
た
。た
だ
寄

生
虫
や
ダ
ニ
そ
の
も
の
は
人
類
に
とって

そ
れ
ほ
ど
脅
威
で
は
な
く
、む
し
ろ
ダ
ニ

ア
レ
ル
ギ
ー
の
診
療
科

抗
体
が
で
き
て
し
ま
う
と
、ス
ギ
花
粉

症
の
人
は
ト
マ
ト
の
ア
レ
ル
ゲ
ン
が
入
っ

て
く
る
と
類
似
構
造
部
分
と
反
応
し
、

ア
レ
ル
ギ
ー
反
応
を
起
こ
し
ま
す
。こ

れ
が「
交
差
反
応
」と
い
わ
れ
る
も
の

で
す
。

　

遺
伝
的
に
、ア
レ
ル
ギ
ー
体
質
の
人

は
Ig
E
抗
体
が
つ
く
ら
れ
や
す
い
体
質

で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す

が
、そ
れ
だ
け
が
原
因
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。む
し
ろ
、環
境
因
子
の
関
わ
り
の
ほ

う
が
よ
り
強
い
と
い
え
ま
す
。

➡ 

子
ど
も
が
ア
ト
ピ
ー
に
な
る
確
率
は

　

両
親
と
も
ア
ト
ピ
ー
→
50
～
70
％

　

片
親
の
み
→
25
～
30
％　

　

兄
弟
姉
妹
→
20
～
25
％　

　

家
族
に
な
し
→
10
～
15
％

➡ 

双
生
児
が
ア
ト
ピ
ー
に
な
る
確
率
は

　

一
卵
性
の
片
方
が
ア
ト
ピ
ー
性
疾

患
を
有
す
る
→
も
う
片
方
が
有
す

る
確
率
は
60
％

　

二
卵
性
の
片
方
が
ア
ト
ピ
ー
性
疾

患
を
有
す
る
→
も
う
片
方
が
有
す

る
確
率
は
30
％

ア
レ
ル
ギ
ー
の
遺
伝
に
つ
い
て

食物アレルギーガイドライン 2016より 平成22年度（2010年度）〜平成24年度（2012年度）総合報告書201229006B

図31　成人・食物アレルギーのために食べないようにしている食物図32　花粉と交差反応する果物、野菜

花粉飛散時期 花粉 果物・野菜など

春

1〜6月
カバノキ科
（シラカンバ、
ハンノキ）

リンゴ、モモ、
サクランボなど

2〜5月 ヒノキ科
（スギ、ヒノキ） トマト

夏 4〜10月
イネ科

（オオアワガエリ、
カモガヤ）

キウイ、メロン、スイカ、
トマト、ピーナッツなど

秋 7〜11月 キク科
（ブタクサ、ヨモギ）

ブタクサ、メロン、スイカなど
ヨモギ、セロリ、ニンジンなど 出典：『アレルギー疾患の全国年齢有症率および治療ガイドライン普及効果等疫学調査に基づく発症要因・

医療体制評価に関する研究』厚生労働科学研究費補助金　免疫アレルギー疾患等予防・治療研究事業 赤澤 晃
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