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連載　静岡県の2022年

　

改
正
健
康
増
進
法
に
よ
り
２
人
以
上
が

集
ま
る
公
共
施
設
の
屋
内
は
原
則
禁
煙
と

な
っ
た
。
路
上
喫
煙
禁
止
の
条
例
を
施
行

す
る
自
治
体
も
多
く
、
新
型
コ
ロ
ナ
で
閉

鎖
さ
れ
た
ま
ま
の
公
衆
喫
煙
所
も
少
な
く

な
い
。
喫
煙
者
が
タ
バ
コ
を
吸
え
る
場
所

を
探
し
て
さ
ま
よ
う
中
、
受
動
喫
煙
、
吸

い
殻
の
ポ
イ
捨
て
、
山
火
事
を
含
む
火
災

の
原
因
な
ど
の
タ
バ
コ
問
題
の
責
任
は
い

っ
た
い
誰
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。

30
代
か
ら
50
代
の 

男
性
喫
煙
率
は
３
割
以
上

　
現
在
、
日
本
に
は
約
１
万
７
０
０
０
の

医
療
機
関
で
禁
煙
治
療
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
、
２
０
０
６
年
か
ら
は
禁
煙
補
助
薬

を
用
い
た
禁
煙
治
療
が
保
険
適
用
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
タ
バ
コ
を

や
め
た
い
と
思
っ
て
も
禁
煙
外
来
を
受
診

し
な
い
喫
煙
者
は
多
く
、
禁
煙
外
来
の
受

診
率
は
喫
煙
者
の
約
１
％
か
ら
約
２
％
と

推
測
さ
れ
る
（
※
１
）。

　
自
力
で
の
禁
煙
成
功
率
は
約
10
％
（
※

２
）
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
厚
生
労
働

省
の
２
０
１
７
年
の
調
査
（
※
３
）
で
は
、

保
険
適
用
で
の
５
回
の
診
療
中
、
５
回
目

ま
で
診
療
を
終
了
し
た
割
合
は
約
30
％
、

禁
煙
外
来
受
診
者
の
約
37
・
５
％
は
５
回

の
診
療
終
了
後
の
９
ヵ
月
後
に
再
喫
煙
し
、

診
療
か
ら
途
中
で
脱
落
し
た
人
の
状
況
は

連
載
12

皆
さ
ん
に
正
し
く
伝
え
た
い
禁
煙
の
話
題

タ
バ
コ
問
題
の「
主
犯
」は
喫
煙
者
で
は
な
い 

石
田
雅
彦
医
科
学
修
士
、
著
述
家

わ
か
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
禁
煙
治
療
ま
で

た
ど
り
つ
く
喫
煙
者
は
か
な
り
少
な
く
、

禁
煙
成
功
率
も
３
分
の
１
程
度
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

　
で
は
、
禁
煙
し
た
い
と
考
え
て
い
る
喫

煙
者
は
、
ど
れ
く
ら
い
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

厚
生
労
働
省
の
２
０
１
９
年
の
調
査
（
※

４
）
に
よ
れ
ば
、
現
在
喫
煙
者
（
※
５
、

年
齢
調
整
後
20
歳
以
上
の
喫
煙
者
：
17
・

７
％
）
の
中
で
禁
煙
の
意
思
（
※
６
、「
や

め
た
い
」）
の
割
合
は
26
・
１
％
だ
っ
た
。

　
同
じ
調
査
で
、
身
近
に
禁
煙
治
療
が
受

け
ら
れ
る
医
療
機
関
が
あ
る
か
な
い
か
と

い
う
質
問
（
※
７
）
で
は
、「
あ
る
」
と
回

答
し
た
人
は
40・６
％
、「
な
い
」
８・１
％
、

「
わ
か
ら
な
い
」は
51・３
％
だ
っ
た
。
ま
た
、

こ
の
「
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
回
答
は
男

女
と
も
総
じ
て
年
代
が
若
い
ほ
ど
多
く
な

っ
た
。

　
つ
ま
り
、
禁
煙
の
意
思
を
持
つ
喫
煙
者

は
全
体
の
４
分
の
１
程
度
、
そ
し
て
全
体

の
半
数
以
上
が
禁
煙
治
療
を
受
け
ら
れ
る

身
近
な
医
療
機
関
に
つ
い
て
知
ら
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

　
禁
煙
外
来
の
診
療
が
保
険
適
用
に
な
っ

て
い
る
よ
う
に
、
喫
煙
者
は
依
存
性
の
強

い
ニ
コ
チ
ン
に
よ
っ
て
自
分
の
意
思
で
は

タ
バ
コ
を
や
め
ら
れ
な
い
ニ
コ
チ
ン
依
存

症
と
い
う
病
気
に
か
か
っ
た
患
者
と
い
う

位
置
づ
け
だ
（
※
８
）。
喫
煙
者
の
中
に
は
、

禁
煙
し
に
く
い
遺
伝
的
体
質
的
な
傾
向
を

持
つ
人
も
少
な
く
な
い
。
つ
ま
り
、
喫
煙

と
い
う
行
動
は
、
あ
る
意
味
で
公
的
な
支

援
が
必
要
な
病
気
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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男性 女性

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

現在喫煙者における禁煙の意思：男女・年代別％
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2019年の喫煙率。「国民健康・栄養調査」問13「あなたはたばこを吸いますか。あてはま
る番号一つに○印をつけて下さい」で「毎日吸っている」と回答した割合（％）。30代か
ら50代の男性で、まだ３割以上も喫煙者がいることがわかる。厚生労働省の令和元年「国
民健康・栄養調査」より。グラフ作成筆者

禁煙したいと考える喫煙者の性別・年代別の割合。20代以外の女性のほうが男性より禁煙
の意思が高く、60代の女性が飛び抜けて高い。厚生労働省の令和元年「国民健康・栄養調査」
より。グラフ作成筆者
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依
存
症
と
い
う
病
気
は
や
っ
か
い
で
、

予
防
と
治
療
の
戦
術
・
戦
略
が
矛
盾
す
る

こ
と
が
あ
る
。
タ
バ
コ
で
い
え
ば
、
未
成

年
者
な
ど
の
ま
だ
喫
煙
せ
ず
、
ニ
コ
チ
ン

依
存
症
に
も
な
っ
て
い
な
い
人
へ
は
タ
バ

コ
の
健
康
へ
の
害
や
依
存
状
態
の
危
険
性

を
強
く
意
識
づ
け
る
啓
発
が
有
効
だ
が
、

い
っ
た
ん
依
存
症
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
患

者
に
対
し
て
は
ニ
コ
チ
ン
依
存
か
ら
離
脱

し
て
い
く
た
め
、
治
療
の
際
に
タ
バ
コ
の

害
や
心
理
的
依
存
を
過
度
に
強
調
す
る
の

は
得
策
で
は
な
い
。

喫
煙
者
に
押
さ
れ
た
悪
の
烙
印

　
一
方
、
タ
バ
コ
問
題
に
対
す
る
昨
今
の

流
れ
か
ら
、
喫
煙
者
に
は
悪
の
烙
印
（
ス

テ
ィ
グ
マ
）
が
押
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

（
※
９
）。
確
か
に
、
喫
煙
者
自
身
の
健
康

へ
の
害
は
も
ち
ろ
ん
、
受
動
喫
煙
の
害
、

吸
い
殻
の
ポ
イ
捨
て
、
山
火
事
を
含
む
火

災
の
原
因
な
ど
、
タ
バ
コ
の
問
題
は
大
き

な
社
会
的
コ
ス
ト
だ
。

　

だ
が
、
政
府
、
自
治
体
、
立
法
府
は
、

タ
バ
コ
を
完
全
に
規
制
し
、
販
売
を
禁
止

す
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。
タ
バ
コ
税

収
を
確
保
し
つ
つ
、
改
正
健
康
増
進
法
な

ど
を
施
行
し
て
喫
煙
率
を
下
げ
よ
う
と
す

る
政
策
は
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
（
二
重

規
範
）
と
言
い
わ
れ
て
も
し
か
た
な
い
だ

ろ
う
。

　
こ
れ
ま
で
、
タ
バ
コ
税
率
を
上
げ
、
喫

煙
で
き
る
場
所
を
物
理
的
に
制
限
し
、
タ

バ
コ
害
に
つ
い
て
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
展
開

し
、
タ
バ
コ
会
社
の
広
告
宣
伝
活
動
を
規

制
し
、
タ
バ
コ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
表
示
に
制

限
を
か
け
る
な
ど
の
規
制
や
政
策
が
行
な

わ
れ
て
き
た
（
※
10
）。
そ
の
結
果
、
若
年

層
の
タ
バ
コ
消
費
が
下
が
り
、
受
動
喫
煙

の
被
害
が
減
少
す
る
な
ど
の
効
果
が
あ
っ

た
の
は
確
か
だ
。

　
悪
の
烙
印
を
押
さ
れ
た
喫
煙
者
の
ほ
う

は
、
例
え
ば
健
康
へ
の
害
に
つ
い
て
一
種

の
パ※
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
（paternalism

）
と

感
じ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
喫
煙
と
タ

バ
コ
販
売
が
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
喫
煙
は
個
人
の

自
由
で
あ
り
愚
行
権
の
行
使
と
反は
ん
ば
く駁

す
る

こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
受
動
喫
煙
防
止
強
化
の
動
き
は
、

Ｗ
Ｈ
Ｏ
（
世
界
保
健
機
関
）
が
主
導
し
、

欧
米
諸
国
が
先
行
し
て
き
た
。
他
者
危
害

の
防
止
が
規
制
の
目
的
だ
が
、
日
本
で
は

主
に
環
境
美
化
の
観
点
か
ら
、
吸
い
殻
の

ポ
イ
捨
て
や
路
上
喫
煙
が
自
治
体
ご
と
に

規
制
さ
れ
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。

　
屋
内
禁
煙
に
し
て
も
、
日
本
の
ア
ル
コ

ー
ル
を
提
供
す
る
飲
食
店
は
雑
居
ビ
ル
な

ど
に
入
っ
た
小
規
模
店
舗
が
多
い
。
一
軒

家
や
路
面
店
で
ベ
ラ
ン
ダ
喫
煙
が
可
能
な

欧
米
の
飲
食
店
と
一
概
に
比
べ
ら
れ
る
も

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
状
況
に

追
い
込
ま
れ
た
喫
煙
者
が
、
い
っ
た
い
ど

こ
で
吸
え
ば
い
い
の
か
と
反
発
す
る
の
も

当
然
だ
。

　
た
だ
し
、
愚
行
権
の
行
使
に
は
、
他
者

へ
危
害
を
加
え
な
い
と
い
う
縛
り
と
同
時

に
、
そ
れ
が
愚
行
と
い
う
行
為
者
の
認
識

が
必
要
だ
。
例
え
ば
、
タ
バ
コ
は
健
康
に

害
が
あ
る
こ
と
を
知
識
と
し
て
認
識
す
る

こ
と
が
前
提
と
な
る
。

　
だ
が
、
喫
煙
者
の
多
く
は
、
タ
バ
コ
の

健
康
へ
の
害
は
も
ち
ろ
ん
、
ニ
コ
チ
ン
に

は
強
い
依
存
性
が
あ
っ
て
タ
バ
コ
を
吸
い

始
め
た
ら
や
め
る
の
に
苦
労
す
る
事
実
を

知
ら
さ
れ
な
い
ま
ま
、
あ
る
い
は
そ
う

し
た
認
識
が
薄
い
ま
ま
、
未
成
年
時
か

ら
タ
バ
コ
に
手
を
出
す
こ
と
が
多
い

（
※
11
）。

　
喫
煙
と
い
う
愚
行
に
も
自
己
決
定
権
が

あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
個
人
の
幸
福
、
つ

ま
り
功
利
的
な
快
楽
の
追
求
に
は
誰
も
介

入
で
き
な
い
と
い
う
論
理
が
あ
る
が
、
タ

バ
コ
が
原
因
の
病
気
で
は
寝
た
き
り
に
な

る
場
合
も
多
い
。
吸
い
殻
や
室
内
に
つ
い

た
ヤ
ニ
の
清
掃
、
タ
バ
コ
の
火
の
不
始
末

に
よ
る
火
災
、
受
動
喫
煙
は
も
ち
ろ
ん
、

結
果
的
に
他
者
へ
危
害
を
及
ぼ
す
危
険
性

が
高
い
以
上
、
家
族
や
社
会
へ
の
負
担
に

も
つ
な
が
る
個
人
の
愚
行
は
愚
行
権
で
は

認
め
ら
れ
な
い
。

タ
バ
コ
問
題
の
「
主
犯
」
は
誰
か

　
と
も
あ
れ
、
ニ
コ
チ
ン
の
強
い
依
存
状

態
に
縛
ら
れ
、
や
め
た
く
て
も
や
め
ら
れ

な
い
喫
煙
者
に
対
し
、
タ
バ
コ
問
題
の
全

て
の
責
任
を
押
し
付
け
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
彼
ら
は
む
し
ろ
自
覚
な
く
ニ
コ
チ
ン

依
存
に
誘
導
さ
れ
た
被
害
者
と
も
い
え
る
。

　
で
は
、
タ
バ
コ
問
題
の
「
主
犯
」
は
い
っ

た
い
誰
な
の
だ
ろ
う
か
。　

そ
れ
は
タ
バ
コ

会
社
で
あ
り
、
利

権
に
期
待
し
て
タ

バ
コ
規
制
を
骨
抜

き
に
し
よ
う
と
し
、

国
民
の
健
康
を
重

要
視
し
な
い
政
治

家
や
官
僚
だ
。

　
Ｊ
Ｔ
（
日
本
た

ば
こ
産
業
）
が
Ｃ

Ｍ
で
唱
え
て
い
る

「
共
存
」は
欺ぎ

瞞ま
ん
だ
。

喫
煙
者
と
タ
バ
コ

を
吸
わ
な
い
人
の

対
立
に
問
題
を
す

り
替
え
、
自
ら
の
犯
罪
性
か
ら
目
を
そ
ら

さ
せ
る
た
め
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
広
告
宣

伝
費
で
懐
柔
す
る
た
め
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ

ー
ズ
で
し
か
な
い
。

　
繰
り
返
す
が
、
喫
煙
者
は
被
害
者
で
あ

り
、
禁
煙
治
療
の
必
要
な
患
者
だ
。
禁
煙

サ
ポ
ー
ト
が
あ
る
か
な
い
か
に
よ
っ
て
禁

煙
成
功
率
が
変
わ
る
の
で
、
彼
ら
に
は
手

厚
い
禁
煙
サ
ポ
ー
ト
が
重
要
と
な
る（
※
12
）。

　
日
本
に
は
社
会
的
経
済
的
な
格
差
が
広

が
り
、
健
康
や
医
療
に
関
す
る
情
報
を
得

ら
れ
な
い
社
会
的
弱
者
階
層
が
形
成
さ
れ

て
き
て
い
る
。
タ
バ
コ
問
題
に
限
ら
ず
、

健
康
情
報
に
社
会
的
経
済
的
な
「
非
対
称

性
」
が
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

こ
と
だ
が
、
タ
バ
コ
問
題
の
背
景
に
も
「
健

康
格
差
」
が
あ
る
。

　
日
本
を
含
め
た
先
進
国
で
は
、
共
通
し

て
低
収
入
で
低
学
歴
ほ
ど
喫
煙
率
は
高
く
、

受
動
喫
煙
に
さ
ら
さ
れ
る
危
険
性
も
同
じ

傾
向
が
み
ら
れ
る
。
周
囲
に
喫
煙
者
が
多

い
と
い
っ
た
階
層
に
対
し
、
喫
煙
は
健
康

に
害
が
あ
る
な
ど
と
い
う
情
報
は
な
か
な

か
届
か
な
い
。

　
喫
煙
者
は
タ
バ
コ
会
社
や
ダ
ブ
ル
ス
タ

ン
ダ
ー
ド
の
政
策
に
翻ほ
ん
ろ
う弄
さ
れ
て
き
た
。

※パターナリズム＝医師が意思を決定し、患者に選択肢与
　　　　　　　　　えないこと。

東京・地下鉄駅の出入り口付近に通行人を圧倒するほど大き
な電子タバコの JT広告が見られる。
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今
こ
そ
喫
煙
者
へ
の
禁
煙
サ
ポ
ー
ト
が
必

要
と
な
る
（
※
13
）。
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