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タ
バ
コ
は
世
界
の
人
々
の
７
人
に
１
人

（
２
０
１
９
年
の
世
界
全
体
の
死
亡
者

５
５
４
０
万
人
中
８
０
０
万
人
以
が
タ
バ

コ
使
用
に
よ
る
早
死
に
）、
日
本
の
10
人
に

１
人
（
２
０
２
０
年
の
日
本
に
お
け
る
死

亡
者
１
３
８
万
人
中
14
万
５
０
０
０
人
が

能
動
、
受
動
喫
煙
に
よ
る
死
亡
者
）
を
も

た
ら
し
て
お
り
、
タ
バ
コ
使
用
は
予
防
可

能
な
死
亡
原
因
の
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
、
こ
の

18
ヵ
月
間
で
３
５
０
万
人
の
死
亡
を
も
た

ら
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
公
式
発
表
の
数

字
で
す
か
ら
、
実
際
は
４
０
０
万
人
を
超

え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
新
型
コ
ロ
ナ
は
、

基
礎
疾
患
の
あ
る
場
合
重
症
化
リ
ス
ク
と

死
亡
リ
ス
ク
が
高
ま
り
ま
す
。

　
例
え
ば
心
臓
病
が
あ
る
と
重
症
化
リ
ス

ク
は
４
倍
近
く
な
り
ま
す
。
一
方
、
日
本

人
を
対
象
と
し
た
調
査
で
は
、
喫
煙
者
の

心
臓
病
罹
患
リ
ス
ク
は
非
喫
煙
者
の
４
～

７
倍
と
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、喫
煙
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
に
よ
る
重
症
化
、
死
亡

リ
ス
ク
増
加
を
し
っ
か
り
後
押
し
し
て
い

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
感
染

で
死
な
な
い
た
め
に
も
、
禁
煙
が
極
め
て

必
要
で
す
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
と
タ
バ
コ
に
は
、
二
つ
の

大
き
な
テ
ー
マ
が
あ
り
ま
す
。

第
一
は
、
そ
も
そ
も
喫
煙
習
慣
の
あ
る
人
々

が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
や

す
い
か
ど
う
か
で
す
。

　
第
二
は
、
喫
煙
習
慣
の
あ
る
人
々
が
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た
場
合
、

非
喫
煙
者
よ
り
も
重
症
化
し
死
亡
す
る
お

そ
れ
が
高
く
な
る
の
か
ど
う
か
で
す
。

　
普
通
、
タ
バ
コ
を
吸
っ
て
い
る
と
、
呼

吸
器
を
冒
す
ウ
イ
ル
ス
や
細
菌
へ
の
感
染

リ
ス
ク
が
増
え
る
の
が
医
学
常
識
と
し
て

当
た
り
前
な
の
で
す
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
に

感
染
し
て
入
院
し
た
人
々
の
喫
煙
率
は
一

般
人
口
よ
り
ず
っ
と
少
な
い
と
い
う
調
査

連
載
14

皆
さ
ん
に
正
し
く
伝
え
た
い
禁
煙
の
話
題

ワ
ク
チ
ン
に
よ
る
免
疫
が
付
き
に
く
と
指
摘
さ
れ
る

コ
ロ
ナ
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
今
こ
そ
禁
煙
を
！

松
崎
道
幸
道
北
勤
医
協
旭
川
北
医
院
・
日
本
禁
煙
学
会
理
事

コ
ロ
ナ
と
タ
バ
コ
の 

ダ
ブ
ル
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク

結
果
が
次
々
と
発
表
さ
れ
た
と
い
う
予
想

外
の
事
態
が
発
生
し
ま
し
た
。
し
た
が
っ

て
、
話
の
順
番
を
入
れ
替
え
て
、
タ
バ
コ

と
コ
ロ
ナ
の
問
題
を
解
明
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

喫
煙
は
新
型
コ
ロ
ナ
の
重
症
化
と 

死
亡
リ
ス
ク
を
高
め
る

ま
ず
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し

た
人
々
が
重
症
化
し
た
り
死
亡
す
る
リ
ス

ク
が
高
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
述
べ
ま
す
。

重
症
化
と
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｕ
治
療
（
集
中
治
療
）、

人
工
呼
吸
器
治
療
、
Ｅ
Ｃ
Ｍ
Ｏ
治
療
（
人

工
肺
と
ポ
ン
プ
を
用
い
た
体
外
循
環
回
路

に
よ
る
治
療
）
が
必
要
に
な
る
か
ど
う
か

で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
１
０
９
論
文

51
万
名
以
上
の
患
者
さ
ん
の
デ
ー
タ
が
ま

と
め
ら
れ
て
い
ま
す
（Zhang H

,et al. 
A

ssociation of sm
oking history 

w
ith severe and critical outcom

e 
in C

O
V

ID
-19 patients: A system

ic 
review

 and m
eta-analysis. Eur J 

In
te

g
r M

e
d

. 2
0

2
1

 F
e

b 
18;43:101313.

）。

　
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
に
感
染
し
た
喫
煙
者
は
、
非
喫
煙
者
よ

り
も
重
症
化
お
よ
び
死
亡
リ
ス
ク
が
60
％

程
度
有
意
に
高
い
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

新
型
コ
ロ
ナ
に
感
染
し
た
場
合
、
タ
バ
コ

を
吸
う
人
あ
る
い
は
吸
っ
て
い
た
人
の
方

が
非
喫
煙
者
よ
り
病
状
が
重
く
な
り
死
亡

し
や
す
い
こ
と
が
は
っ
き
り
し
ま
し
た
。

（
表
１
）。

　
喫
煙
が
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
で
重
症
化
し

や
す
い
理
由
は
５
つ
あ
り
ま
す
。

１
．
喫
煙
が
新
型
コ
ロ
ナ
を
重
症
化
さ
せ

る
心
臓
病
、
脳
卒
中
、
慢
性
呼
吸
器
疾

患
を
何
倍
に
も
増
や
す
下
地
を
作
っ
て

い
る
。

２
．
喫
煙
行
為
そ
の
も
の
が
ウ
イ
ル
ス
に

汚
染
さ
れ
た
手
指
で
タ
バ
コ
製
品
に
触

り
、
ウ
イ
ル
ス
に
汚
染
さ
れ
た
タ
バ
コ

使
用
器
具
を
加
え
る
こ
と
で
接
触
感
染

リ
ス
ク
を
も
た
ら
す
。

３
．
喫
煙
に
よ
り
気
管
支
表
面
の
動
が
低

下
し
、
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
御
シ
ス
テ
ム

が
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
る
た
め
感
染
を
容

易
に
す
る
。

新型コロナ感染患者における
オッズ比

（喫煙ありvsなし）

重症化・重篤化 1.55*

ICU治療移行 1.73*

死亡 1.58*

重篤エンドポイント到達
（ICU,ARDS,人工呼吸器,死亡）

1.61*

* 有意差あり
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４
．
喫
煙
に
よ
る
ニ
コ
チ
ン
摂
取
が
、
口

で
あ
る
気
管
支
細
胞
のA

C
E2

受
容
体

発
現
を
増
加
さ
せ
る
た
め
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
が
細
胞
内
に
侵
入
し
や
す
く

な
る
。

５
．
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
、
細
胞
内

に
侵
入
後
、A

C
E2

受
容
体
発
現
を
抑

制
す
る
た
め
、
炎
症
、
血
管
収
縮
、
血

栓
増
加
が
促
進
さ
れ
重
症
肺
炎
を
も
た

ら
し
死
亡
リ
ス
ク
を
高
め
る
。

　
こ
れ
ら
が
総
合
的
に
作
用
し
て
、
現
在

あ
る
い
は
過
去
喫
煙
が
新
型
コ
ロ
ナ
感
染

の
重
症
化
を
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

（U
sm

an M
S, Siddiqi TJ, Khan M

S, 
et al. Is there a sm

oker's paradox in 
CO

V
ID

-19? BM
J Evid Based M

ed. 
2020;bm

jebm
-2020-111492.

）。

「
ス
モ
ー
カ
ー
ズ
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」？

　
さ
て
、
次
に
、
そ
も
そ
も
喫
煙
習
慣
の

あ
る
人
々
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に

感
染
し
や
す
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
討

し
ま
す
。
こ
の
設
問
を
呈
示
し
た
理
由
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
始
ま
っ
た

頃
、
入
院
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
者
に
、

喫
煙
者
が
「
驚
く
ほ
ど
少
な
い
」
と
い
う

デ
ー
タ
が
次
々
と
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

　
多
く
の
医
学
専
門
誌
に
発
表
さ
れ
た
数

十
件
の
論
文
で
は
、
入
院
す
る
ほ
ど
症
状

の
重
い
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
者
に
は
、
喫
煙

者
が
「
非
常
に
」
少
な
か
っ
た
と
い
う
結

果
を
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
の
少
な
さ
は
、

一
般
人
口
の
喫
煙
率
の
３
分
の
１
～
４
分

の
１
と
い
う
予
想
外
の
数
字
で
し
た
。

　
２
０
２
０
年
４
月
ま
で
に
発
表
さ
れ
た

30
論
文
６
５
１
５
名
の
新
型
コ
ロ
ナ
患
者

を
対
象
と
し
た
代
表
的
メ
タ
ア
ナ
リ
シ
ス

（Farsalinos K
,et al. C

urrent 
sm

oking, form
er sm

oking, and 
a

d
v

e
rse o

u
tco

m
e a

m
o

n
g 

hospitalized C
O

V
ID

-19 patients: 
a system

atic review
 and m

eta-
analysis. T

her A
dv C

hronic D
is. 

2020 Jun 
25
）
を
紹
介
し
ま
す
。　

　
そ
れ
に
よ
れ
ば
性
別
年
齢
調
整
済
み
の

新
型
コ
ロ
ナ
患
者
の
喫
煙
率
は
一
般
住
民

の
４
分
の
１
と
有
意
に
低
率
で
し
た

（O
R0.24

；95%
 C

I: 0.19-0.30, p <
 

0.001

）（
図
１
）。

　
一
部
の
研
究
者
や
メ
デ
ィ
ア
は
、
タ
バ

コ
（
ニ
コ
チ
ン
）
に
は
新
型
コ
ロ
ナ
感
染

を
防
ぐ
働
き
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
（
ス

モ
ー
カ
ー
ズ
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
）
と
い
う
主

張
を
行
な
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ニ
コ

チ
ン
パ
ッ
チ
が
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
を
防
ぐ

か
ど
う
か
の
臨
床
ト
ラ
イ
ア
ル
を
行
な
う

べ
き
だ
と
い
う
学
者
ま
で
現
れ
ま
し
た
。

　
ち
な
み
に
、
こ
の
メ
タ
ア
ナ
リ
シ
ス
の

著
者Farsalinos

氏
は
、
電
子
タ
バ
コ
業

界
と
の
資
金
的
つ
な
が
り
が
あ
る
人
物
で

す
（H

orel S, Keyzer T. C
ovid 19: 

H
ow

 harm
 reduction advocates 

a
n

d th
e to

b
a

cco in
d

u
stry 

capitalised on the pandem
ic to 

prom
ote nicotine. BM

J. 2021 Jun 
2;373:n1303. doi: 10.1136/bm

j.
n1303. PM

ID
: 34078640.

）。

初
期
の
疫
学
調
査
の
基
本
的
欠
点

　
さ
て
、
こ
れ
ら
の
コ
ロ
ナ
パ
ン
デ
ミ
ッ

ク
初
期
の
調
査
報
告
に
は
、
数
多
く
の
欠

点
と
基
本
的
な
問
題
点
が
あ
り
ま
し
た
。

結
論
か
ら
言
う
と
、
こ
れ
ら
の
疫
学
調
査

が
非
常
に
偏
っ
た
集
団
を
対
象
と
し
た
も

の
で
あ
る
た
め
、
そ
の
結
果
を
一
般
人
口

に
適
用
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
事
で
す
。

す
な
わ
ち
、

１
．
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

　
ス
に
感
染
し
た
人
々
が

　
全
員
発
病
し
て
医
療
機

　
関
を
受
診
す
る
わ
け
で

　
は
な
い
。
感
染
し
た
人

　
人
の
４
割
は
最
後
ま
で

　

無
症
状
で
あ
る
た
め
、

　
医
療
機
関
の
受
診
は
し

　
な
い
。

　
（O

ran D
P, Topol EJ. 

　

Prevalence of A
sy 

　

m
ptom

atic SARS-Co 

　

V-2 Infection: A N
a 

　

rrative Review
. Ann 

　

Intern M
ed. 2020; 

　

M
20-3012. doi: 

　

10.7326/M
20-3012

）。

　
し
た
が
っ
て
医
療
機
関

　
受
診
あ
る
い
は
入
院
患

　
者
だ
け
に
基
づ
い
た
調

　
査
は
、
無
症
状
感
染
者

　
を
除
外
し
た
と
い
う
点

　
で
、
大
き
な
選
択
バ
イ

　
ア
ス
が
か
か
っ
て
い
る
。

２
．
疫
学
調
査
の
多
く
は

大
学
病
院
あ
る
い
は
大
規
模
な
医
療
セ

ン
タ
ー
の
外
来
患
者
と
入
院
患
者
を
対

象
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
解
析
対
象
患

者
に
は
、
そ
の
よ
う
な
メ
ジ
ャ
ー
な
医

療
機
関
に
勤
め
る
ヘ
ル
ス
ケ
ア
ワ
ー
カ

ー
と
周
辺
の
経
済
的
に
恵
ま
れ
て
い
る

人
々
が
多
く
な
る
た
め
、
喫
煙
率
の
低

い
階
層
の
人
々
が
多
く
リ
ク
ル
ー
ト
さ

れ
る
。

３
．
新
型
コ
ロ
ナ
に
感
染
し
た
の
で
禁
煙

し
た
喫
煙
者
を
非
喫
煙
者
と
分
類
す
る
、

あ
る
い
は
喫
煙
習
慣
不
明
者
を
非
喫
煙

者
の
グ
ル
ー
プ
に
算
入
す
る
と
い
う
喫

煙
習
慣
の
誤
分
類
が
目
立
つ
。
パ
ン
デ

ミ
ッ
ク
初
期
の
救
命
が
最
大
の
重
点
だ

っ
た
時
期
に
喫
煙
習
慣
を
正
確
に
聴
取

す
る
余
裕
が
な
か
っ
た
、
禁
煙
の
定
義

が
不
明
確
（
発
病
し
て
か
ら
禁
煙
し
た

人
々
を
非
喫
煙
者
と
判
別
す
る
な
ど
）、

喫
煙
歴
不
明
者
を
非
喫
煙
者
に
分
類
す

る
な
ど
。

４
．
有
症
状
者
だ
け
を
対
象
と
し
た
疫
学

調
査
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
と
喫
煙
の
関
係

を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
不
適
当
。

　
こ
れ
ら
の
疫
学
調
査
の
決
定
的
欠
陥
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
に
感
染
し
た
人
々
す
べ
て
を

新型コロナ入院患者の喫煙率：一般人口と比較
（性・年齢調整）

新型コロナ入院症例喫煙率/一般人口喫煙率
Farsalinos他． Ther Adv Chronic Dis. 2020.

図1
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ワ
ク
チ
ン
に
よ
る
免
疫
が
付
き
に
く
い
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
Ｂ
型

肝
炎
ワ
ク
チ
ン
を
打
っ
て
も
抗
体
の
つ
か

な
い
率
が
、非
喫
煙
者
で
５・６
％
で
す
が
、

喫
煙
者
で
は
28
・
６
％
と
５
倍
と
な
っ
て

い
ま
す
（W

inter A
P, Follett EA

, 
M

cIntyre J, Stew
art J, Sym

ington 
IS. Influence of sm

oking on 

im
m

unological responses to 
hepatitis B vaccine. V

accine. 
1994 Jul;12(9):771-2.

）。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
に
よ
る
抗
体
増

加
度
も
喫
煙
者
は
非
喫
煙
者
の
半
分
程
度

で
あ
っ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す

（W
atanabe M

,et al. C
entral 

obesity, sm
oking habit, and 

hypertension are associated w
ith 

low
er antibody titres in response 

to C
O

V
ID

-19 m
R

N
A

 vaccine. 
D

iabetes M
etab Res Rev. 2021

）。

し
た
が
っ
て
、
喫
煙
者
で
は
、
ワ
ク
チ
ン

に
よ
る
感
染
お
よ
び
重
症
化
の
予
防
が
不

十
分
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
ウ
イ

ル
ス
へ
の
抵
抗
力
を
高
め
る
た
め
に
、
今

す
ぐ
禁
煙
し
ま
し
ょ
う
。（
図
４
）。

対
象
と
し
て
い
な
い
こ
と
で
す
。
①
新
型

コ
ロ
ナ
に
感
染
し
た
人
々
の
４
割
は
無
症

状
な
の
で
、
医
療
機
関
に
受
診
し
な
い
、

②
医
療
機
関
で
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
を
受
け
て
陽

性
と
わ
か
っ
て
も
軽
症
な
ら
入
院
と
な
ら

な
い
、
③
発
熱
な
ど
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
と

同
じ
症
状
が
あ
っ
て
も
検
査
を
受
け
な
い

人
々
も
多
い
こ
と
か
ら
、
新
型
コ
ロ
ナ
と

診
断
さ
れ
て
入
院
し
た
人
々
は
、
感
染
者

の
小
部
分
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
人
々
の
喫
煙

率
を
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
者
全
体
の
喫
煙
率
と

主
張
す
る
事
は
極
め
て
不
適
切
な
の
で
す
。

タ
バ
コ
使
用
は
新
型
コ
ロ
ナ 

感
染
リ
ス
ク
を
高
め
て
い
た

　
喫
煙
者
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感

染
し
や
す
い
か
ど
う
か
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
は
、
一
般
人
口
を
代
表
す
る
標
本
集

団
を
設
定
し
、
そ
の
集
団
内
で
喫
煙
習
慣

と
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
率
が
ど
う
だ
っ
た
か

を
前
向
き
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

　

そ
れ
で
は
、
一
般
人
口
を
代
表
す
る
、

あ
る
い
は
そ
れ
に
準
じ
た
標
本
集
団
に
お

け
る
喫
煙
習
慣
別
の
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
リ

ス
ク
を
調
査
し
た
研
究
は
あ
る
の
で
し
ょ

う
か
？
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
と

ア
メ
リ
カ
で
の
調
査
を
紹
介
し
ま
す
。

【
イ
ギ
リ
ス
調
査J

ackson

論
文
の
ア
ブ

ス
ト
ラ
ク
ト
よ
り
】

　

わ
れ
わ
れ
はU

C
L C

O
V

ID
-19 

Social Study

（
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
シ
テ
ィ
・

カ
レ
ッ
ジ
・
ロ
ン
ド
ンC

O
V

ID
-19

ソ
ー

シ
ャ
ル
ス
タ
デ
ィ
）コ
ホ
ー
ト（
18
歳
以
上
）

を
用
い
て
新
型
コ
ロ
ナ
ア
ウ
ト
ブ
レ
イ
ク

時
の
身
体
的
精
神
的
影
響
に
関
す
る
断
面

調
査
デ
ー
タ
を
活
用
し
た
。
こ
の
ス
タ
デ

ィ
コ
ホ
ー
ト
は
一
般
人
口
を
厳
密
に
代
表

す
る
標
本
抽
出
で
は
な
い
が
、
主
要
な
社

会
的
人
口
統
計
学
的
集
団
を
代
表
す
る
良

好
な
標
本
抽
出
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
のCO

V
ID

-19 Social Study

で
は
、

喫
煙
が
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
を
防
ぐ
と
い
う
仮

説
を
否
定
す
る
結
果
が
得
ら
れ
た
。
現
在
喫

煙
は
非
喫
煙
者
と
比
較
し
て
、
交
絡
因
子
の

調
整
後
、
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
に
基
づ
く
新
型
コ
ロ

ナ
感
染
率
を
79
％
有
意
に
高
め
て
い
た
。

（Jackson SE,et al. CO
VID

-19, sm
oking 

and inequalities: a study of 

53 002 
adults in the U

K. Tob Control. 2020 
Aug 21:tobaccocontrol-2020-055933.

）

（
図
２
）。

【
ア
メ
リ
カ
調
査G

a
ih
a

論
文
の
ア
ブ
ス

ト
ラ
ク
ト
よ
り
】

　
２
０
２
０
年
５
月
に
米
国
の
13
～
24
歳

の
若
者
を
代
表
す
る
標
本
集
団
４
３
５
１

名
に
対
す
る
全
国
的
オ
ン
ラ
イ
ン
調
査
を

実
施
し
た
。
そ
の
結
果
、生
涯
非
喫
煙
者（
タ

バ
コ
製
品
使
用
経
験
な
し
）
に
比
べ
て
、

電
子
タ
バ
コ
使
用
者
で
５
・
05
倍
、
電
子

タ
バ
コ
と
紙
巻
き
タ
バ
コ
の
デ
ュ
ア
ル
ユ

ー
ザ
ー
で
６
・
97
倍
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
リ

ス
ク
が
高
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。（G

aiha SM
,et al. A

ssociation 
B

etw
een

 Y
o

u
th

 S
m

o
kin

g
, 

Electronic C
igarette U

se, and 
C

O
V

ID
-19. J A

dolesc H
ealth. 

2020 O
ct;67(4):519-523.

）（
図
３
）。

　
し
た
が
っ
て
、
喫
煙
者
（
現
在
お
よ
び

過
去
）
は
生
涯
非
喫
煙
者
よ
り
も
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
や
す
く
、
感
染

し
た
場
合
重
症
と
な
り
死
亡
す
る
リ
ス
ク

も
有
意
に
高
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま

し
た
。「
ス
モ
ー
カ
ー
ズ
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」

は
フ
ェ
イ
ク
で
あ
る
と
結
論
で
き
ま
す
。

喫
煙
者
で
は
ワ
ク
チ
ン
に
よ
る 

抗
体
価
上
昇
が
非
喫
煙
者
の
半
分

　
以
前
か
ら
、
喫
煙
者
は
非
喫
煙
者
よ
り

図2

図3

図4

生涯非喫煙 電子タバコ

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
リ
ス
ク

（PC
R

診
断
）

5.05

1.00

6.97

電子タバコ
＋

紙巻きタバコ
2020年5月に13～24才の若者4351名（一般人口を代表するサンプルとして構成）
を対象とした全国的オンライン調査

新型コロナ感染リスクは
電子タバコで5倍、電子タバコ＋紙巻きタバコで7倍：

米国若者

非喫煙者 喫煙者

新型コロナワクチンによる抗体増加：
喫煙者は非喫煙者の半分

（ヘルスケアワーカー調査）
＊
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
抗
体
価

1921 U/ml

1099 U/ml

P=0.007

（＊ファイザービオンテックワクチン2回接種後のスパイク蛋白に対する抗体）

1.79

⽣生涯⾮非喫煙者 現在喫煙者

1.00

喫煙習慣別有無別新型コロナ感染リスク
（イギリス成人5万人調査）

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
リ
ス
ク

（PCR

診
断
）

新型コロナ感染リスクは、紙巻きタバコ喫煙で79%増加

イギリスにおける一般人口をベースとした大規模調査結果では、喫煙が新型コロ

ナ感染を防ぐという仮説を否定する結果が得られた。現在喫煙は、交絡因子の調

整後自己申告による新型コロナ感染率を独立に有意に高めていた。
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inequalities:	  a	  study	  of	  53	  002	  adults	  in	  the	  UK.	  Tob Control.	  2020	  Aug	  21:tobaccocontrol-‐2020-‐055933.




