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目　的

　アンケートによる遺族調査の方法論的な難しさ
の 1つが，倫理的な配慮と科学的な妥当性のバラ
ンスである．具体的にはアンケートが送付される
ことによってつらい気持ちになったり不快に感じ
る遺族が少ないながらもいることを考えると，倫
理的な配慮として，回答を無理強いすることがな
いように配慮する必要がある．わが国の遺族調査
では，アンケートの表紙に「（ ）アンケートに回
答しません」という欄をつくり，回答拒否の遺族

は（ ）にチェックして返送することを依頼して
いる．このような対象には未返送者に対する督促
も送付しない．この回答拒否者はアンケート回答
者の 5～10％程度であることが多い．
　科学的な妥当性に関しては，まずアンケート調
査の回収率が 100％でないことが挙げられる．わ
が国の遺族調査では，アンケートの回収率を上げ
るために未返送者に対する督促を行うことが多
い．それでもアンケートの回収率は 70～80％で
あり，これから回答拒否などを除く有効回答率は
60～70％程度になることが多い．この未返送者，

＊東北大学大学院　医学系研究科　保健学専攻　緩和ケア看護学分野（研究代表者）

遺族調査の研究の方法論に関する研究

宮下　光令＊

　本研究では，遺族調査の回収状況と
それに関連する要因などについて検討
した．遺族調査に未返送だった割合は
25％で，患者の年齢が若い，患者が女
性，死亡後経過期間が短い場合に未返送
が多かった．回答拒否として返送があっ
た対象の理由では「患者様が亡くなった
当時のことを思い出すのがつらい」が
53％と多く，患者の年齢が若い，入院
期間が長い場合に多かった．有効回答
率は督促前 54％，督促後 9.7％であり，
督促後の回答が多かったのは患者の年齢

が若い，付き添いの頻度が低いケースで
あった．また，督促後の回収例では緩和
ケアの構造・プロセスの評価指標であ
るCES，ケアのアウトカム指標である
GDI が有意に低く，複雑性悲嘆の評価
指標であるBGQ，抑うつの評価指標で
ある PHQ-9 は督促前後で有意な差はな
かった．緩和ケア病棟の施設背景と回収
率の関連を検討した結果，平均在院日数
が短い，病棟で放射線治療が実施可能な
施設で有意に回収率が高かった．
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未回答者がどのような人であるかを同定すること
は，遺族調査の科学的妥当性を検討する際に重要
である．
　そこで，本研究では遺族調査の回収状況に関し
て以下の課題を解決することを目的にした．郵送
から回収の状況についてのフローチャートと，そ
れぞれの研究目的との対応について図 1 に示す．

目的 1． 遺族調査に未返送だった対象の特性を明
らかにする．

目的 2． 回答拒否として返送があった対象の回答
拒否の理由を明らかにする．

目的 3． 督促前後での回答者の特性と回答内容の
特性を明らかにする．

目的 4． 緩和ケア病棟について施設別の回答率の
違いに関連する要因を明らかにする． 

結　果

1）目的1：遺族調査に未返送だった対象の特性
　郵送者のうち未返送の割合は緩和ケア病棟
25％，一般病院 33％，在宅 21％で，全体では 25％
だった．未返送に関連する要因について 2 変量
解析の結果を表 1，多変量解析の結果を表 2 に示

す．多変量解析の結果，緩和ケア病棟では 65 歳
以上の患者の場合（65～74 歳 OR=1.8, p=0.0125, 
75～84 歳 OR=1.7, p=0.0216, 85 歳 以 上 OR=2.0, 
p=0.0053），未返送は少なくなり，患者が女
性（OR=0.9, p=0.0049）・ 死 別 後 期 間 9 カ 月～
18 カ月の場合（9～12 カ月 OR=0.8, p=0.0058, 12
～15 カ月 OR=0.7, p＜0.0001, 15～18 カ月 OR=0.7, 
p=0.0306），未返送は多かった．一般病院におい
ては，患者が女性（OR=0.7, p=0.0021）・入院期
間 2～3 週間の場合（OR=0.6, p=0.0345）で未返
送は多かった．在宅では有意な関連はみられな
かった．なお，これらの回帰分析の説明率は低
かった（調整済み R2　緩和ケア病棟：1.2％，一
般病院：4.6％，在宅：2.6％）．

2）目的 2：回答拒否として返送があった対象
の回答拒否の理由

　郵送者のうち回答拒否の割合は，緩和ケア病棟
6.9％，一般病院 12.2％，在宅 7.1％で，全体では
7.4％だった．回答拒否の理由を表 3 に示す．回
答拒否の理由は多い順に「患者様が亡くなった当
時のことを思い出すのがつらい（53％）」「心の
整理がついておらず，そっとしておいてほしい

図１　郵送から回収の状況についてのフローチャートとそれぞれの研究目的との対応

目的３：督促前後での回答者の特性と
　　　　回答内容の特性を明らかにする．

目的２：回答拒否として返送が
　　　　あった対象の回答拒否
　　　　の理由を明らかにする．
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督促後回収

回収
有効回答
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目的１：遺族調査に未返送だった対象の特性を明らかにする．

目的４：緩和ケア病棟について施設別の回答率の違いに関連
　　　　する要因を明らかにする．
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表 2　未返送に関連する要因（多変量解析）
緩和ケア病棟 一般病院 在宅

OR （95％ CI） p OR （95％ CI） p OR （95％ CI） p

年齢
40 歳未満 Ref. Ref. Ref.

41 ～ 64歳 1.4 （0.9－2.2） 0.1473 1.0 （0.3－3.5） 0.9736 1.3 （0.4－3.9） 0.6145

65 ～ 74歳 1.8 （1.1－2.9） 0.0125 1.4 （0.3－4.7） 0.6404 1.4 （0.4－4.0） 0.538

75 ～ 84歳 1.7 （1.1－2.7） 0.0216 1.3 （0.3－4.4） 0.709 1.8 （0.5－5.0） 0.3298

85 歳以上 2.0 （1.2－3.1） 0.0053 2.0 （0.5－7.1） 0.3321 1.6 （0.5－4.6） 0.4199

性別
男性 Ref. Ref. Ref.

女性 0.9 （0.8－1.0） 0.0049 0.7 （0.5－0.9） 0.0021 0.9 （0.6－1.2） 0.3617

原発部位
胃・食道 Ref. Ref. Ref.

肺 1.0 （0.9－1.2） 0.5402 0.9 （0.6－1.4） 0.697 1.1 （0.7－1.8） 0.5704

乳 0.9 （0.7－1.2） 0.5565 1.3 （0.7－2.3） 0.3739 2.0 （0.9－4.7） 0.079

結腸・直腸 1.0 （0.8－1.2） 0.9523 1.1 （0.7－1.7） 0.6525 1.2 （0.7－1.9） 0.5326

肝臓・胆のう・胆管・膵臓 1.1 （1.0－1.3） 0.1102 1.1 （0.7－1.7） 0.6617 1.4 （0.9－2.3） 0.1074

腎臓・膀胱・前立腺 1.1 （0.9－1.3） 0.4705 0.7 （0.4－1.2） 0.2384 1.8 （0.9－3.6） 0.0928

子宮・卵巣 1.0 （0.8－1.2） 0.6955 1.7 （0.9－3.3） 0.1312 0.7 （0.4－1.4） 0.3859

その他 1.1 （0.9－1.3） 0.2925 1.5 （1.0－2.4） 0.0707 1.3 （0.8－2.1） 0.3544

入院期間
1 週間未満 Ref. Ref. Ref.

1 週間以上 2週間未満 1.0 （0.8－1.1） 0.6197 0.8 （0.5－1.2） 0.2894 0.9 （0.6－1.6） 0.8268

2 週間以上 3週間未満 1.1 （0.9－1.3） 0.527 0.6 （0.4－1.0） 0.0345 1.1 （0.6－1.8） 0.8517

3 週間以上 4週間未満 1.0 （0.8－1.1） 0.6051 0.7 （0.4－1.1） 0.0939 0.9 （0.5－1.6） 0.7466

4 週間以上 8週間未満 1.0 （0.9－1.2） 0.8763 0.7 （0.5－1.1） 0.096 1.1 （0.7－1.8） 0.7135

8 週間以上 1.0 （0.9－1.2） 0.5658 0.8 （0.5－1.1） 0.2697 1.1 （0.7－1.8） 0.5948

死別後期間
6 カ月未満 Ref. Ref. Ref.

6 カ月以上 9カ月未満 0.9 （0.8－1.0） 0.0882 1.0 （0.7－1.3） 0.7782 0.7 （0.4－1.1） 0.1143

9 カ月以上 12カ月未満 0.8 （0.7－0.9） 0.0058 1.1 （0.7－1.6） 0.6607 0.8 （0.5－1.4） 0.4876

12 カ月以上 15カ月未満 0.7 （0.6－0.8） <0.0001 0.7 （0.5－1.0） 0.0759 0.9 （0.5－1.5） 0.5969

15 カ月以上 18カ月未満 0.7 （0.6－1.0） 0.0306 0.7 （0.5－1.1） 0.1244 0.8 （0.4－1.4） 0.3985

18 カ月以上 0.8 （0.5－1.3） 0.3366 0.7 （0.4－1.0） 0.0571 0.7 （0.4－1.0） 0.0587

病床
緩和ケア病床以外 Ref.

緩和ケア病床 1.2 （0.8－1.8） 0.4433

緩和ケアチーム
介入無 Ref.

介入有 0.9 （0.7－1.1） 0.2984

説明率（R²）（％） 0.70 2.66 1.66

調整済み R²（％） 1.16 4.60 2.62
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と思う（42％）」「入院期間や自宅で診療を受け
た期間が短くて参考にならないと思う（24％）」

「アンケートが苦手である（15％）」「（遺族の）視
力，手の調子，体調などが悪くて回答できない

（9％）」「当時のことがよくわからなくて回答でき
ない（7％）」「病院等に不満がある（6.3％）」「回
答する時間がない（5.3％）」「このアンケートに
回答してもこれからの医療の役に立たないと思う

（5.1％）」であった．
　回答拒否の理由で多かったもののうち，「患者
様が亡くなった当時のことを思い出すのがつら
い」という理由で回答を拒否したものは，患者の
年齢が若かった場合（p＜0.0001）と入院期間が
長かった場合（p=0.003）に有意に多かった．「心
の整理がついておらず，そっとしておいてほし
いと思う」という理由で回答を拒否したものは，
患者の年齢が若かった場合（p＜0.0001）と入院
期間が長かった場合（p=0.002）に有意に多かっ
た．「入院期間や自宅で診療を受けた期間が短く
て参考にならないと思う」という理由で回答を拒
否したものは，患者の年齢が高かった場合（p＜
0.0001）と入院期間が短かった場合（p＜0.0001）
に有意に多かった．

3） 目的 3：督促前後での回答者の特性と回答
内容の特性

　督促の前後での全郵送者に対する有効回答者
の内訳は，緩和ケア病棟で督促前 55％，督促後
9.7％，一般病院で督促前 45％，督促後 8.2％，在
宅で督促前 57％，督促後 11％であった．全体で
は督促前 54％，督促後 9.7％であり，督促を行う
ことで有効回答率が 8％から 11％増加することが
示された．
　患者背景と督促前後での回収について 2 変量解
析の結果を表 4，多変量解析の結果を表 5 に示す．
多変量解析の結果，全体で有意に督促後の回答
が増えたのは，回答者の年齢が 64 歳以下（OR：
1.28, 95％信頼区間：1.08‒1.50, p=0.004），患者
の子ども（OR：1.24, 95％信頼区間：1.05‒1.47, 
p=0.01），1 週間の付き添い頻度が少ない（OR：
1.12, 95％信頼区間：1.04‒1.20, p=0.002）であっ
た．緩和ケア病棟では，回答者年齢が 64 歳以下

（OR：1.25, 95％信頼区間：1.04‒1.50, p=0.02），患
者の子ども（OR：1.24, 95％信頼区間：1.03‒1.51, 
p=0.03）， 婿・ 嫁（OR：1.38, 95 ％ 信 頼 区 間：
1.02‒1.86, p=0.04），1 週間の付き添い頻度が少な
い（OR：1.14, 95％信頼区間：1.05‒1.23, p=0.001）
であり，一般病院では有意な差はみられず，在宅

表 3　回答拒否の理由
合計 緩和ケア病棟 一般病院 在宅

p値
n ％ n ％ n ％ n ％

回答拒否全体 996 10.1 720 9.34 172 18.1 104 9.0 0.0001
理由 1：思い出すのがつらい 528 53.0 382 53.1 94 54.7 52 50 0.76

理由 2：そっとしておいてほしい 422 42.4 305 42.4 77 44.8 40 38.5 0.60

理由 3：入院・診療期間が短い 236 23.7 162 22.5 45 26.2 29 27.9 0.32

理由 4：アンケートが苦手 153 15.4 111 15.4 24 14 18 17.3 0.76

理由 5：体調が悪い 87 8.7 61 8.5 20 11.6 6 5.8 0.24

理由 6：当時のことがよくわからない 68 6.8 48 6.7 16 9.3 4 3.9 0.22

理由 7：病院等に不満がある 63 6.3 41 5.7 16 9.3 6 5.8 0.21

理由 8：回答する時間がない 53 5.3 41 5.7 6 3.5 6 5.8 0.54

理由 9：役に立たないと思う 51 5.1 31 4.3 12 7 8 7.7 0.13

理由 10：施設に回答知られたくない 19 1.9 16 2.2 0 0 3 2.9 0.06

理由 11：その他 137 13.8 105 14.6 12 7 20 19.2 0.005
※解析方法：フィッシャーの直接確率検定
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では付き添い等の代わりがいる（OR：0.63, 95％
信頼区間：0.39‒0.99, p=0.05）という結果であっ
た．
　督促前後での緩和ケア質評価や遺族アウトカム
について図 2 に示す．ケアの構造・プロセスの評
価指標である CES は全体と緩和ケア病棟で有意
に督促後のほうが悪く（p=0.0004, p=0.0002），ケ
アのアウトカム指標である GDI では緩和ケア病
棟で督促後のほうが悪かった（p=0.04）．複雑性
悲嘆の評価指標である BGQ，抑うつの評価指標

である PHQ―9 では督促前後で有意な差はなかっ
た．

4） 目的 4：緩和ケア病棟について施設別の回
答率の違いに関連する要因

　緩和ケア病棟の施設別回収率の分布を図 3 に
示す．全施設（129 施設）の回収率の平均は 75.1
±9.5％であった．督促していない施設（n=16）
を除いた場合には 76.6±8.2％だった．最大は
91.3％，最小は 45.1％で回収率は施設間で大きな

図 2　督促前後での緩和ケア質評価や遺族アウトカム

図 3　緩和ケア病棟の施設別回収率の分布
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違いがあった．
　施設背景と回収率の関連を検討した結果，平均
在院日数に関しては r=－0.19（P=0.03）と平均
在院日数が短いほうが回収率がよかった．また，
病棟で放射線治療が実施可能な施設の回収率の
平均が 77％，実施不可能な施設の回収率の平均
が 73％で p=0.02 と有意な差が認められた．遺族
ケアや施設の宗教的背景などは有意な差がなかっ
た．

考　察

1）目的1：遺族調査に未返送だった対象の特性
　未返送者の特徴として，死別後期間が長い，患
者の年齢が低い，患者が女性である，一般病院で
死亡した，ということが挙げられることがわかっ
た．このことから，未返送を減らすためには，死
別後早い段階で調査を行うことが有効である可能
性がある．しかし，多変量解析の結果の説明率は
低く，患者背景以外の要素が関連している可能性
が高いと思われた．

2） 目的 2：回答拒否として返送があった対象
の回答拒否の理由

　本研究において，アンケートへの回答拒否の理
由として最も多く挙げられたのは「患者が亡く
なった当時のことを思い出すのがつらい」とい
う理由であり，回答拒否者全体の 53％であった．
回答拒否者の中には，心理的負担を理由に回答を
拒否する者が多く，特に患者が若くして亡くなっ
た場合や患者の入院期間・在宅でケアを受けた期
間が長かった場合に，この理由で回答を拒否する
者が多かった．このような対象の心的負担に十分
に配慮して調査を行う必要があるが，わが国で従
来行われてきたように「（ ）アンケートに回答し
ません」という欄をつくり，回答拒否の意思を明
示して返送することを依頼することは，病院など
への恩義や義理から無理して回答し，よりつらい
気持ちになることを防ぐ点で意味があることと考
えられた．「入院期間や自宅で診療を受けた期間
が短くて参考にならないと思う」「アンケートが

苦手である」などの理由での回答拒否も少なから
ずあることがわかった．

3） 目的 3：督促前後での回答者の特性と回答
内容の特性

　今回の検討の 1 つの成果が，督促を行うことで
有効回答率が 8％から 11％増加することが明らか
になった点である．科学的妥当性を保証するため
に督促の実施は意味がある．
　患者背景と督促前後での回収の検討では，回答
者の年齢が若いこと，1 週間の付き添い頻度が少
ないことが要因であった．回答者の年齢が 64 歳
未満であると就業中の人も多く，回答する時間が
ない，回答する気はあっても遅れてしまう人が多
かった可能性がある．1 週間の付き添い頻度が少
なかった人は，あまり状況がわからないので回答
に躊躇した可能性がある．督促前後での緩和ケア
質評価や遺族アウトカムでは，ケアの構造・プロ
セスの評価指標である CES，ケアのアウトカム
指標である GDI で督促後の回答者の方が悪かっ
た．ケアを高く評価している方が遺族調査に回答
しようという気になるであろうし，ケアを低く評
価すると協力する気になれない，その時のことを
思い出したくないといった心理が働くかもしれな
い．督促を行うことは，遺族調査で回答者だけで
分析することによる，ケアの質を実際より良く評
価してしまうバイアスを減少させるのに役立つと
思われる．また，督促後の点数が悪かったといっ
ても，値自体，全体に大きく影響する数字ではな
かったことから，このバイアスがそれほど高くな
い可能性も示唆される．複雑性悲嘆の評価指標で
ある BGQ，抑うつの評価指標である PHQ―9 で
は督促前後で有意な差がなかったことは，督促に
よって，非常につらい気持ちの遺族に無理に回答
させている可能性はあまり高くないことを予想さ
せる．

4） 目的 4：緩和ケア病棟について施設別の回
答率の違いに関連する要因

　緩和ケア病棟の施設別回収率には大きな違いが
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明らかになった．その要因として，平均在院日数
が短いこと，病棟で放射線治療が実施可能なこと
が挙げられた．この 2 つの要因をもつ施設は比較
的大規模な病院で，高度ながん治療を行っている
施設である可能性がある．このような施設では，
治療中から最期まで，その施設で患者を治療・ケ
アし，看取ってくれたという感謝の気持ちから回
答率が上がったのかもしれない．この点に関して
は，今後もさらなる検討が必要である．

研究の限界

　今回は得られるデータを最大限に活用し，遺族

調査の回収率について検討した．しかし，未返送
者・回答拒否者がどのように緩和ケアの質を評価
しているか，調査によってどの程度，心的負担を
負っているかはまだ不明な点が多く，このような
アンケート調査以外の側面からの検討も考える必
要がある．

〔付帯研究担当者〕
青山真帆（東北大学大学院 医学系研究科 保健学専
攻 緩和ケア看護学分野），佐藤一樹（東北大学大学
院 医学系研究科 保健学専攻 緩和ケア看護学分野）



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005B0027005B005000440046002F0058002D00310061003A00320030003000310020002865E5672C0029005D00270020306B57FA3065304F005D002030B030E930D530A330C330AF30B330F330C630F330C4306E590963DB306B5BFE3059308B002000490053004F00206A196E96898F683C306E0020005000440046002F0058002D00310061003A00320030003000310020306B6E9662E03057305F002000410064006F0062006500200050004400460020658766F830924F5C62103059308B305F3081306B4F7F75283057307E30593002005000440046002F0058002D0031006100206E9662E0306E00200050004400460020658766F84F5C6210306B306430443066306F3001004100630072006F006200610074002030E630FC30B630AC30A430C9309253C2716730573066304F30603055304430023053306E8A2D5B9A30674F5C62103055308C305F0020005000440046002030D530A130A430EB306F3001004100630072006F0062006100740020304A30883073002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200034002E003000204EE5964D3067958B304F30533068304C3067304D307E30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice




