


2006年琉球大学医学部卒業。沖縄県立中部病院、聖路加国際病院で
の研修の後、琉球大学大学院医学研究科に戻り、2013年に首席で修了。
災害対策、敗血症、外傷などの研究を行い、2015年の夏より敗血症をテー
マに２年間ハーバード大学への研究留学が決定している。また、東日本
大震災時にはJMATの一員として被災地への医療支援にも参加。2015
年現在、日本版敗血症診療ガイドライン2016年改訂版や、ARDSクリ
ニカルプラクティスガイドラインの作成委員会に参加している。

近藤 豊

華
々
し
い
研
修
医
時
代

中
学
生
の
頃
か
ら
漠
然
と
救
急
医

に
憧
れ
て
い
た
。
し
か
し
当
時
は
ま

だ
救
急
医
療
が
確
立
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
医
学
部
に

入
っ
た
も
の
の
救
急
専
属
の
医
師
は

２
名
し
か
い
な
か
っ
た
。
大
学
病
院

の
救
急
外
来
は
各
診
療
科
の
医
師
が

持
ち
回
り
で
担
当
し
て
お
り
、
大
病

院
に
も
か
か
わ
ら
ず
救
急
専
属
の
医

師
が
少
な
い
こ
と
に
、
学
生
な
が
ら

に
課
題
を
感
じ
た
。

そ
こ
で
近
藤
先
生
は
初
期
研
修
先

と
し
て
、
救
急
で
有
名
な
沖
縄
県
立

中
部
病
院
を
選
択
。
さ
ら
に
後
期
研

修
で
は
東
京
に
出
て
、
聖
路
加
国
際

病
院
で
２
年
の
経
験
を
積
ん
だ
。
救

急
医
と
し
て
は
王
道
の
キ
ャ
リ
ア
で

あ
る
。

「
民
間
病
院
で
の
４
年
間
は
、
非

常
に
多
く
の
症
例
を
経
験
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
聖
路
加
で
は
自
ら

外
科
を
志
望
し
、
簡
単
な
オ
ペ
な
ら

ば
自
分
で
で
き
る
ぐ
ら
い
の
技
術
を

身
に
つ
け
ま
し
た
。
臨
床
医
と
し
て

の
自
信
は
つ
き
ま
し
た
が
、
同
時
に

こ
う
い
う
場
所
で
は
、
自
分
一
人
が

い
な
く
な
っ
て
も
何
も
変
わ
ら
な
い

こ
と
に
も
気
付
か
さ
れ
ま
し
た
。」

一
転
、
大
学
院
へ
進
学

上
昇
志
向
の
同
輩
に
揉
ま
れ
、

日
々
搬
送
さ
れ
て
く
る
多
く
の
患
者

に
対
応
す
る
な
か
で
、
近
藤
先
生
は

自
身
の
力
を
活
か
す
た
め
に
は
ど
う

し
た
ら
い
い
か
、
日
々
考
え
あ
ぐ
ね

て
い
た
。
葛
藤
の
末
、
卒
後
５
年
目

か
ら
、
出
身
大
学
で
あ
る
琉
球
大
学

の
大
学
院
に
進
学
す
る
。
し
か
し
な

ぜ
、
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
も
な
い
大

学
に
戻
る
こ
と
に
決
め
た
の
か
。

「
課
題
を
感
じ
て
い
た
所
に
自
ら

行
っ
て
、
逆
境
と
も
い
え
る
場
所
で

自
分
の
力
を
発
揮
し
て
み
る
の
も
あ

り
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
。
こ
の
ま

ま
民
間
病
院
で
働
く
よ
り
、
大
学
で

研
究
し
た
り
論
文
を
書
い
た
り
す
る

力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
、
自
身
の

学
ん
だ
こ
と
を
出
身
大
学
に
還
元
で

き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
ん
で

す
。」そ

れ
か
ら
は
、
と
に
か
く
そ
の
場
、

そ
の
時
で
求
め
ら
れ
る
役
割
を
果
た

し
な
が
ら
、
自
身
の
学
び
を
深
め
て

き
た
。
大
学
病
院
は
患
者
数
こ
そ
少

な
い
が
、
そ
れ
ま
で
診
る
こ
と
の
な

か
っ
た
特
殊
な
疾
患
も
診
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
で
洋

上
へ
救
助
に
向
か
っ
た
り
、
災
害
対

策
に
関
わ
っ
た
り
と
い
っ
た
、
沖
縄

な
ら
で
は
の
活
動
に
も
携
わ
る
こ
と

が
で
き
た
。
ま
た
臨
床
で
感
染
症
を

診
る
機
会
が
多
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、

敗
血
症
を
テ
ー
マ
に
研
究
を
行
っ
て

き
た
。
研
究
も
進
め
れ
ば
進
め
る
ほ

ど
面
白
く
な
り
、
２
０
１
５
年
６
月

に
は
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
研
究
留
学

す
る
こ
と
も
決
ま
っ
て
い
る
。

や
り
た
い
こ
と
を
追
求
し
て
い
く

救
急
災
害
医
療
棟
が
立
ち
上
が
る

時
に
は
、
そ
の
設
計
か
ら
携
わ
り
、

面
積
を
３
倍
に
し
、
12
床
の
ベ
ッ
ド

を
設
置
。
学
生
や
研
修
医
が
よ
り
深

く
救
急
医
療
を
学
べ
る
よ
う
に
し
た

こ
と
で
、
実
習
で
救
急
科
を
選
択
す

る
学
生
や
研
修
医
も
徐
々
に
増
え
て

い
る
と
い
う
。

人
と
は
違
う
救
急
医
の
あ
り
方
を

模
索
し
、
役
割
を
果
た
し
な
が
ら
実

績
を
積
ん
で
き
た
近
藤
先
生
に
、
今

後
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
聞
い
た
。

「
人
が
少
な
い
場
所
の
方
が
、
よ

り
良
く
で
き
る
余
地
が
多
く
て
、
僕

に
は
合
っ
て
い
る
気
が
し
ま
す
。
今

後
も
そ
う
い
う
ス
タ
ン
ス
で
、
医
師

と
し
て
求
め
ら
れ
る
価
値
を
出
し
つ

つ
、
や
り
た
い
こ
と
を
追
求
し
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。」

逆
境
と
も
言
え
る
場
所
で
、

　
　
　
己
の
価
値
を
発
揮
す
る

琉球大学大学院　医学研究科　救急医学講座　講師／
同大学医学部附属病院　救急部　副部長

Yutaka Kondo

What I’m made from

近
藤 

豊

3 2



5 4



7 6



9 8



11 10



病院を退院した患者さんがその後の生活にスムーズに移行できるよう、
北海道の函館市医師会病院で行っている取り組みを紹介します。
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医学教育の展望

医
学
教
育
は
い
ま
、
大
き
な
変
化
の
渦
の
中
に
あ
り
ま
す
。
臨
床
研
修
必
修
化
は
も
ち
ろ
ん
、
医
学
研
究
の
成
果
や

新
し
い
技
術
の
開
発
に
伴
っ
て
学
習
内
容
は
増
加
し
、
新
し
い
取
り
組
み
が
ど
ん
ど
ん
進
ん
で
い
ま
す
。
そ
ん
な
医

学
教
育
の
今
後
の
展
望
に
つ
い
て
、
最
前
線
で
取
り
組
ん
で
い
る
教
育
者
を
取
り
上
げ
、
シ
リ
ー
ズ
で
紹
介
し
ま
す
。

永田 康浩先生

（長崎大学大学院　医歯薬学
総合研究科　地域包括ケア
教育センター　センター長）
長崎大学医学部卒業後、
国立病院機構長崎医療セ
ンター等に勤務。2013 年
12 月、地域包括ケア教育
センター長に就任。

み
な
さ
ん
の
な
か
に
は
、
地
域
医

療
実
習
を
経
験
し
た
人
も
い
る
だ
ろ

う
。
近
年
の
医
学
教
育
で
は
、
地
域

で
活
躍
す
る
医
師
を
育
て
る
こ
と
に

重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
今
回
は
医

学
部
の
全
学
年
で
地
域
包
括
ケ
ア
に

つ
い
て
学
ぶ
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
展

開
し
て
い
る
、
長
崎
大
学
地
域
包
括

ケ
ア
教
育
セ
ン
タ
ー
長
の
永
田
康
浩

先
生
に
お
話
を
伺
っ
た
。

地
域
に
求
め
ら
れ
る

医
師
を
育
て
る

２
０
０
４
年
に
臨
床
研
修
が
必
修

化
さ
れ
る
の
に
伴
い
、
医
局
が
中
心

と
な
っ
て
地
域
医
療
を
担
う
医
師
を

育
て
る
枠
組
み
か
ら
、
大
学
全
体
で

地
域
に
求
め
ら
れ
る
医
師
を
養
成
す

る
枠
組
み
へ
の
転
換
が
求
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。

「
当
時
私
は
長
崎
大
学
病
院
で
臨

床
研
修
セ
ン
タ
ー
の
副
セ
ン
タ
ー
長

を
務
め
て
い
ま
し
た
。
地
域
に
求
め

ら
れ
る
医
師
を
育
て
る
と
い
う
テ
ー

マ
に
取
り
組
む
に
あ
た
り
、
私
た
ち

が
拠
り
所
に
し
た
の
が
離
島
医
療
実

習
の
経
験
で
し
た
。
長
崎
県
は
有
人

離
島
が
全
国
で
最
も
多
く
、
本
学

は
離
島
医
療
実
習
に
力
を
入
れ
て
き

ま
し
た
。
離
島
と
い
っ
て
も
そ
の
規

模
や
環
境
は
様
々
で
す
。
離
島
実
習

で
は
複
数
の
島
の
医
療
拠
点
と
な
る

病
院
の
見
学
も
行
い
ま
す
し
、
診
療

所
し
か
な
い
離
島
で
訪
問
診
療
に
も

同
行
し
ま
す
。
学
生
は
実
習
を
通
し

て
多
職
種
へ
の
理
解
を
深
め
、
ま
た

離
島
で
暮
ら
す
人
た
ち
が
何
を
考

え
、
ど
の
よ
う
な
問
題
を
抱
え
て
い

る
の
か
を
知
り
ま
す
。
離
島
は
ま
さ

に
、
地
域
が
求
め
る
医
師
を
育
て
る

絶
好
の
場
だ
っ
た
の
で
す
。

離
島
で
実
践
さ
れ
る
よ
う
な
、
多

職
種
連
携
の
理
解
や
生
活
者
の
視
点

を
統
合
し
た
営
み
を
『
地
域
包
括
ケ

ア
』
と
名
付
け
た*

山
口
昇
先
生
は
、

実
は
本
学
の
出
身
で
、
私
の
先
輩
で

も
あ
り
ま
す
。
山
口
先
生
は
、
在
宅

の
患
者
さ
ん
の
寝
た
き
り
を
防
ぐ
た

め
に
『
医
療
の
出
前
』
を
行
っ
た
り
、

院
内
に
福
祉
担
当
の
行
政
職
員
を
配

置
し
た
り
と
、
先
進
的
な
取
り
組
み

を
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
山
口
先
生
か

ら
、
行
政
や
介
護
な
ど
の
専
門
分
野

を
巻
き
込
ん
だ
、
よ
り
広
範
な
ケ
ア

を
地
域
で
展
開
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
学
び
ま
し
た
。
そ
し
て

そ
の
考
え
方
は
医
学
教
育
に
も
応
用

で
き
る
と
考
え
、
地
域
に
求
め
ら
れ

る
医
師
を
地
域
に
育
て
て
も
ら
う
仕

組
み
を
作
る
こ
と
に
し
た
の
で
す
。」

地
域
と
共
に

医
師
を
育
て
る

長
崎
大
学
で
は
２
０
１
４
年
度
か

ら
地
域
包
括
ケ
ア
実
習
が
始
ま
っ
た
。

５
年
次
に
は
臨
床
実
習
の
一
環
と
し

て
、
地
域
包
括
ケ
ア
の
核
で
あ
る
訪

問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
で
実
習
を
行
う
。
６

年
次
に
は
１
か
月
に
渡
っ
て
在
宅
ケ

ア
の
現
場
に
同
行
し
、
緩
和
や
看
取

り
を
経
験
で
き
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
用

意
さ
れ
て
い
る
。

公
衆
衛
生
の
授
業
で
地
域
医
療
や

地
域
保
健
の
知
識
を
得
る
だ
け
で
な

く
、
実
際
に
地
域
包
括
ケ
ア
の
現
場

へ
参
加
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
有
意

義
だ
。
し
か
し
現
場
は
多
忙
を
極
め
、

ま
た
受
け
入
れ
先
の
専
門
職
が
必
ず

し
も
教
育
的
な
観
点
を
持
っ
て
関
わ

る
訳
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
状
況
で
、

実
習
が
見
学
に
終
始
し
て
し
ま
う
こ

と
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

「
た
し
か
に
、
学
生
を
た
だ
実
習

先
に
送
り
込
ん
で
し
ま
っ
て
は
、
見

学
だ
け
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
受
け

入
れ
に
は
現
場
の
負
担
を
伴
う
た
め
、

実
習
内
容
を
充
実
さ
せ
る
た
め
に
も
、

受
け
入
れ
先
と
の
調
整
が
重
要
で
す
。

そ
こ
で
本
学
で
は
長
崎
市
や
長
崎
市

医
師
会
に
実
習
へ
の
協
力
を
依
頼
し
、

両
機
関
に
社
会
福
祉
士
や
保
健
師

の
資
格
を
も
つ
連
携
調
整
員
と
い
う

ス
タ
ッ
フ
を
配
置
す
る
こ
と
に
し
ま

し
た
。
連
携
調
整
員
は
受
け
入
れ
先

の
状
況
を
把
握
し
な
が
ら
実
習
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
を
決
め
、
ま
た
学
生
の
学

び
た
い
内
容
と
そ
の
施
設
で
体
験
で

き
る
こ
と
が
マ
ッ
チ
す
る
よ
う
に
調

整
す
る
役
割
も
担
い
ま
す
。」

異
な
る
分
野
の
学
生
と
の

協
働
学
習

地
域
が
求
め
る
医
師
を
育
て
る
た

め
の
取
り
組
み
は
、
５
・
６
年
次
の

実
習
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
。
長
崎
大

学
に
は
、
長
崎
市
内
に
あ
る
長
崎
純

心
大
学
の
社
会
福
祉
士
・
介
護
福
祉

士
を
目
指
す
学
生
と
、
１
年
次
か
ら

共
に
学
ぶ
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
あ
る
。

「
医
学
教
育
に
お
い
て
は
、
学
生

が
早
期
か
ら
医
療
現
場
に
参
加
す
る

『Early Exposure

』
が
重
要
だ
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
多
職

種
連
携
教
育
に
お
い
て
も
同
様
で
す
。

本
学
の
学
生
は
、
授
業
の
一
環
と
し

て
純
心
大
学
の
学
生
と
五
島
列
島
な

ど
に
宿
泊
し
、
地
域
包
括
ケ
ア
や
地

域
医
療
に
つ
い
て
協
働
学
習
し
ま
す
。

異
な
る
分
野
・
背
景
の
学
生
は
、
自

分
た
ち
医
学
生
と
は
違
う
視
点
で
ケ

ア
を
考
え
て
い
る
の
だ
と
気
付
く
場

面
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
ま
だ
頭
の
柔

ら
か
い
１
年
次
か
ら
、
将
来
地
域
包

括
ケ
ア
を
共
に
担
う
こ
と
に
な
る
異

分
野
の
学
生
と
交
流
す
る
こ
と
で
ど

の
よ
う
な
化
学
反
応
が
生
じ
る
の
か
、

非
常
に
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。」

地
域
包
括
ケ
ア
は

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

医
学
生
の
多
く
は
、
臨
床
研
修
を

終
え
る
と
急
性
期
の
専
門
分
野
に
進

む
こ
と
に
な
る
。
学
生
時
代
に
地
域

包
括
ケ
ア
に
つ
い
て
学
ん
だ
内
容
は
、

急
性
期
の
医
療
に
お
い
て
も
役
立
て

る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
こ
れ
か
ら
の
医
師
の
仕
事
は
、

自
ら
の
専
門
分
野
に
閉
じ
こ
も
っ
て

い
て
は
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
ど
ん
な

分
野
で
働
く
と
し
て
も
、
共
に
働
く

多
職
種
が
何
を
考
え
、
地
域
に
暮
ら

す
人
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
問
題
を
抱

え
て
い
る
の
か
を
知
る
こ
と
が
必
要

で
す
。
私
た
ち
は
、
地
域
包
括
ケ
ア

を
通
じ
て
、
多
職
種
連
携
や
生
活
者

へ
の
視
点
を
、
医
師
と
し
て
の
遺
伝

子
レ
ベ
ル
で
学
生
に
植
え
付
け
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。
先
々
医
師
と
し

て
地
域
包
括
ケ
ア
に
関
わ
る
こ
と
に

な
っ
た
そ
の
時
に
、
頭
と
身
体
が
す

ぐ
に
反
応
で
き
る
よ
う
な
医
師
を
育

て
る
こ
と
が
ゴ
ー
ル
な
の
で
す
。」

そ
し
て
永
田
先
生
は
、
学
生
に
地

域
包
括
ケ
ア
を
も
っ
と
前
向
き
な
も

の
と
し
て
捉
え
て
ほ
し
い
と
話
す
。

「
最
近
の
学
生
は
、
超
高
齢
社
会

の
様
々
な
問
題
を
『
前
の
世
代
が
積

み
重
ね
た
借
金
』
だ
と
捉
え
、
そ

れ
を
自
分
た
ち
が
返
し
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
追
い
詰
め
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
し
か
し
私

が
学
生
に
伝
え
た
い
の
は
、
地
域
包

括
ケ
ア
は
大
き
な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
地
域
包

括
ケ
ア
は
地
域
づ
く
り
、
社
会
づ
く

り
な
ん
で
す
。
こ
れ
か
ら
の
医
師
は
、

病
院
で
診
療
を
行
う
だ
け
で
は
な
く
、

病
院
の
外
の
広
い
世
界
に
飛
び
出
し

て
い
っ
て
ほ
し
い
。
そ
こ
で
生
活
す

る
人
た
ち
の
健
康
を
総
合
的
に
プ

ロ
デ
ュ
ー
ス
し
幸
せ
に
す
る
の
だ
と
、

学
生
が
夢
見
ら
れ
る
環
境
を
、
私
た

ち
が
作
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
感
じ
て
い
ま
す
。」

これからの医師に
必要なのは
地域づくりのプロデュース

地
域
と
共
に
医
師
を
育
て
る

仕
組
み
を
作
る

自治体・医師会と連携する教育体制の構築

実習先

地域包括
支援センター

保健所診療所など 訪問看護
ステーション

学生のニーズや
状況に合わせ
最適な実習先を

提案

実習先の調整実習先の調整

長崎大学

長崎市役所

連携
調整員

市の担当者

長崎市医師会

連携調整員

状況ヒアリング・
実習先の依頼
状況ヒアリング・
実習先の依頼

状況把握状況把握

状況ヒアリング・
実習先の依頼
状況ヒアリング・
実習先の依頼

＊ 公立みつぎ総合病院の山口昇先生は 1970 年代から保健・医療・福祉を統合したケアを提唱した。21



医
Ｃ
：
お
２
人
と
も
市
の
職
員
と
の

こ
と
で
す
が
、
公
務
員
に
な
ろ
う
と

思
っ
た
き
っ
か
け
は
何
で
す
か
？

社
Ａ
：
私
は
大
学
で
社
会
学
系
の
学

部
へ
行
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
町
づ
く

り
に
関
す
る
授
業
を
受
け
て
面
白
い

と
思
い
、
大
学
２
年
生
の
頃
か
ら
公

務
員
を
志
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

結
婚
や
出
産
な
ど
で
ラ
イ
フ
ス
タ
イ

ル
が
変
わ
っ
て
も
働
き
や
す
い
と
う

の
も
魅
力
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

社
Ｂ
：
私
は
小
さ
い
頃
か
ら
警
察
官

に
憧
れ
て
い
ま
し
た
。
大
学
進
学
も

考
え
ま
し
た
が
、
結
局
公
務
員
に
な

る
の
な
ら
早
い
方
が
い
い
と
思
い
、

高
卒
で
公
務
員
に
な
る
こ
と
を
決
め

ま
し
た
。
そ
の
頃
に
は
市
政
に
も
関

心
が
出
て
い
た
た
め
、
市
の
採
用
を

受
け
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

医
Ｄ
：
公
務
員
に
な
る
た
め
に
は
ど

の
よ
う
な
道
を
た
ど
る
の
で
す
か
？

社
Ａ
：
高
卒
で
も
大
卒
で
も
、
予
備

校
へ
通
う
の
が
一
般
的
で
す
。
私
は

大
学
２
年
生
の
頃
か
ら
予
備
校
に
通

い
始
め
ま
し
た
。
大
学
３
年
生
に
な

る
と
多
く
の
学
生
は
就
職
活
動
を
始

め
る
の
で
す
が
、
私
は
就
活
と
平
行

し
て
公
務
員
試
験
の
勉
強
も
続
け
て
、

結
果
的
に
市
の
職
員
に
な
り
ま
し
た
。

医
Ｄ
：
公
務
員
試
験
っ
て
ど
う
い
う

内
容
な
ん
で
す
か
？

社
Ｂ
：
自
治
体
や
職
種
に
よ
っ
て
か

な
り
異
な
り
ま
す
。
行
政
職
と
呼
ば

れ
る
一
番
採
用
の
多
い
職
種
だ
と
、

国
数
社
理
英
の
基
本
的
な
内
容
に
加

え
、
法
律
や
経
済
な
ど
の
専
門
的
な

内
容
が
問
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

競
争
倍
率
が
か
な
り
高
く
、
10
倍
を

超
え
る
自
治
体
も
多
い
で
す
ね
。

公
務
員
っ
て
ど
ん
な

仕
事
を
し
て
い
る
の
？

医
Ｅ
：
お
２
人
は
具
体
的
に
ど
ん
な

仕
事
を
し
て
い
る
の
で
す
か
？

社
Ａ
：
私
は
教
育
委
員
会
で
働
い
て

い
ま
す
。
教
育
委
員
会
と
い
う
名
前

る
こ
と
が
多
く
、
予
防
医
学
に
興
味

を
持
ち
始
め
ま
し
た
。
普
段
か
ら
運

動
を
し
た
り
趣
味
に
打
ち
込
ん
で
い

る
高
齢
者
は
認
知
症
や
寝
た
き
り
に

な
り
に
く
い
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
そ

れ
を
支
援
す
る
の
も
行
政
の
役
割
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。
市
民
講
座
で
は

高
齢
者
向
け
の
ス
ポ
ー
ツ
教
室
な
ど

を
用
意
し
て
い
ま
す
。
今
は
医
学
の

進
歩
も
あ
り
高
齢
者
で
も
元
気
な
方

が
多
く
、
教
室
は
盛
況
で
す
。
市
民

に
喜
ん
で
も
ら
え
る
企
画
を
で
き
た

時
は
嬉
し
い
で
す
ね
。

医
Ｅ
：
僕
の
祖
父
は
精
神
科
の
病
院

を
開
い
て
い
る
の
で
す
が
、
高
齢
の

患
者
さ
ん
は
認
知
症
も
患
っ
て
い
る

こ
と
が
多
い
ん
で
す
。
そ
こ
で
患
者

さ
ん
の
家
族
に
対
し
て
、
認
知
症
へ

の
接
し
方
を
学
ん
で
も
ら
う
機
会
を

設
け
て
い
ま
す
。
認
知
症
へ
の
理
解

が
深
ま
る
こ
と
で
、
退
院
後
の
在
宅

移
行
が
ス
ム
ー
ズ
に
な
る
そ
う
で
す
。

は
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す

が
、
具
体
的
に
何
を
し
て
い
る
か
は

分
か
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
私
の
担
当
は
生
涯
学
習
で
、
芸

術
鑑
賞
や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
な
ど

を
通
じ
て
市
民
が
い
き
い
き
生
活
で

き
る
よ
う
、
イ
ベ
ン
ト
の
企
画
・
運

営
を
行
っ
て
い
ま
す
。
身
近
な
行
事

で
は
成
人
式
や
、
公
民
館
な
ど
で
行

う
市
民
講
座
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

社
Ｂ
：
私
は
保
健
所
に
所
属
し
て
い

ま
す
。
１
年
目
は
医
師
免
許
や
臨
床

検
査
技
師
免
許
な
ど
各
種
免
許
の
申

請
受
付
や
籍
訂
正
を
担
当
し
て
い
ま

し
た
。
今
の
業
務
は
主
に
２
つ
あ
っ

て
、
１
つ
は
医
療
費
助
成
事
務
で
す
。

こ
れ
は
難
病
申
請
や
感
染
症
の
届
け

を
受
け
付
け
た
り
、
書
類
に
不
備
が

な
い
か
を
調
べ
た
り
す
る
仕
事
で
す
。

も
う
１
つ
は
予
防
接
種
関
連
の
事
務

で
す
ね
。
予
診
表
を
審
査
し
て
、
接

種
が
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
か
を

今
後
は
家
族
だ
け
で
な
く
、
地
域
全

体
で
高
齢
者
を
み
る
こ
と
が
重
要
に

な
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

医
Ｃ
：
他
に
高
齢
者
と
関
わ
る
場
面

と
し
て
は
ど
の
様
な
も
の
が
あ
り
ま

す
か
？

社
Ａ
：
定
年
退
職
後
の
方
が
庭
木
の

剪
定
や
公
園
の
掃
除
な
ど
を
請
け
負

う
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
と
い

う
団
体
の
こ
と
を
ご
存
知
で
す
か
？

私
の
自
治
体
で
は
、
共
働
き
の
家
庭

の
児
童
を
放
課
後
に
学
校
で
預
か

る
「
放
課
後
子
ど
も
教
室
」
と
い
う

取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る
の
で
す
が
、

そ
こ
に
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
の

方
に
来
て
も
ら
っ
て
、
子
ど
も
の
面

倒
を
み
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

医
Ｄ
：
定
年
退
職
後
の
方
に
働
く
場

を
提
供
し
つ
つ
、
共
働
き
家
庭
の
育

児
支
援
を
す
る
と
い
う
、
一
石
二
鳥

の
取
り
組
み
で
す
ね
。
世
代
を
超
え

た
交
流
も
生
ま
れ
ま
す
し
。

チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
ま
す
。

医
Ｃ
：
公
務
員
の
働
き
方
は
一
般
企

業
の
会
社
員
と
ど
う
違
い
ま
す
か
？

社
Ａ
：
公
務
員
は
異
動
が
多
い
の
が

特
徴
で
す
ね
。
３
～
４
年
ご
と
に
別

の
部
署
や
施
設
に
移
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
私
は
い
ま
教
育
委
員
会
で
働

い
て
い
ま
す
が
、
今
後
市
役
所
勤
務

に
な
っ
た
り
上
下
水
道
局
な
ど
に
移

る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
業
務
内
容

が
大
き
く
変
わ
る
の
で
、
異
動
と
言

う
よ
り
も
む
し
ろ
転
職
に
近
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
公
務
員
は

医
師
と
違
っ
て
、
一
つ
の
こ
と
に
生

涯
取
り
組
ん
で
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
に

な
る
と
い
う
よ
り
、
様
々
な
業
務
を

経
験
し
て
ジ
ェ
ネ
ラ
リ
ス
ト
に
な
っ

て
い
く
と
い
う
感
じ
で
す
。

医
Ｄ
：
確
か
に
医
者
は
ス
ペ
シ
ャ
リ

ス
ト
だ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
最
近
は
、

ど
ん
な
分
野
の
患
者
さ
ん
も
診
ら
れ

社
Ａ
：
た
だ
課
題
も
あ
っ
て
、
子
ど

も
は
元
気
に
遊
び
回
る
の
で
、
よ
く

ト
ラ
ブ
ル
が
起
こ
る
ん
で
す
。
子
ど

も
が
怪
我
を
し
た
と
き
の
責
任
は
誰

に
あ
る
の
か
を
事
前
に
定
め
て
お
い

て
、
日
頃
か
ら
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
と
の
信
頼
関
係
を
築
い
て
い
ま

す
。
万
が
一
事
故
が
起
こ
っ
た
時
に

は
、
行
政
が
間
に
入
れ
る
よ
う
に
し

て
お
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

医
Ｅ
：
地
域
の
社
会
資
源
を
上
手
く

つ
な
ぎ
な
が
ら
、
相
互
の
調
整
役
を

担
っ
て
い
く
。
ま
さ
に
ジ
ェ
ネ
ラ
リ

ス
ト
と
い
っ
た
感
じ
で
す
ね
。

公
務
員
に
と
っ
て
医
師
の

存
在
と
は
？

医
Ｃ
：
行
政
か
ら
見
た
医
師
っ
て
、

ど
う
い
う
存
在
な
の
で
し
ょ
う
か
。

社
Ｂ
：
保
健
所
の
職
員
を
し
て
い
る

と
、
住
民
の
医
師
に
対
す
る
信
頼
は

と
て
も
高
い
と
感
じ
ま
す
。
私
た
ち

る
医
師
を
目
指
す
人
も
多
い
ん
で
す

よ
。
色
ん
な
部
署
を
行
き
来
す
る
と

な
る
と
、
昇
進
な
ど
は
ど
の
よ
う
な

形
で
行
わ
れ
る
の
で
す
か
？

社
Ｂ
：
30
代
で
係
長
試
験
を
受
け
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
基
本
的
に

は
年
次
に
応
じ
て
昇
進
し
て
い
き
ま

す
。
給
料
も
年
次
で
決
ま
る
部
分
が

大
き
い
の
で
、
同
期
の
お
財
布
事
情

は
大
体
分
か
り
ま
す
ね
（
笑
）。
民

間
の
企
業
に
比
べ
る
と
、
年
功
序
列

が
残
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す
ね
。

市
民
へ
の
応
対
っ
て

難
し
そ
う
…

医
Ｅ
：
公
務
員
の
仕
事
の
難
し
さ
は

ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
？

社
Ａ
：
す
べ
て
の
業
務
を
法
律
に

則
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
、
法
律
の
知
識
が
必
要
で
す
し
、

気
を
遣
い
ま
す
ね
。
時
々
市
民
か
ら

厳
し
い
意
見
も
い
た
だ
く
の
で
す
が
、

無
下
に
せ
ず
、
傾
聴
す
る
こ
と
を
心

が
け
て
い
ま
す
。
必
ず
し
も
そ
の
方

の
希
望
を
叶
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
私
た
ち
公
務

員
は
個
人
で
判
断
し
て
い
る
の
で
は

な
く
、
自
治
体
の
代
表
と
し
て
法
律

に
則
っ
て
判
断
し
て
い
る
こ
と
を
お

伝
え
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

医
Ｃ
：
実
際
に
市
民
に
応
対
す
る
と

な
る
と
、
な
か
な
か
簡
単
に
い
か
な

い
こ
と
も
あ
り
そ
う
で
す
ね
。

社
Ｂ
：
保
健
所
で
は
医
療
費
助
成
の

申
請
を
受
け
付
け
ま
す
が
、
申
請
者

の
事
情
は
様
々
で
す
。
以
前
、
難
病

申
請
が
基
準
に
当
て
は
ま
ら
ず
、
助

保
健
所
職
員
が
言
っ
て
も
受
け
入
れ

て
も
ら
え
な
い
こ
と
で
も
、
医
師
が

指
導
す
れ
ば
「
お
医
者
さ
ん
が
そ
う

言
う
な
ら
」
と
受
け
入
れ
て
く
れ
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
か
ら
。

医
Ｄ
：
大
学
で
も
そ
う
教
わ
っ
て
い

ま
す
が
、
や
は
り
医
師
の
責
任
は
重

い
も
の
で
す
ね
。
い
ま
自
分
が
勉
強

し
て
い
る
の
は
テ
ス
ト
に
受
か
る
こ

と
が
目
的
で
は
な
く
て
、
将
来
患
者

さ
ん
の
信
頼
に
応
え
る
た
め
な
ん
だ

と
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
と

い
つ
も
思
っ
て
い
ま
す
。

医
Ｅ
：
同
じ
医
学
生
と
し
て
、
尊
敬

し
ま
す
（
笑
）。

社
Ａ
：
行
政
職
員
に
と
っ
て
も
、
医

師
は
と
て
も
頼
れ
る
存
在
で
す
。
医

学
的
な
知
識
が
必
要
な
ケ
ー
ス
が
生

じ
た
時
に
相
談
す
る
と
必
ず
答
え
て

い
た
だ
け
る
の
で
、
安
心
し
て
日
々

の
業
務
に
当
た
れ
て
い
ま
す
。

社
Ｂ
：
保
健
所
に
は
医
師
の
資
格
を

も
っ
た
職
員
が
い
て
、
私
の
直
属
の

上
司
も
医
師
で
す
。
自
治
体
の
中
で

感
染
症
が
流
行
し
た
際
に
は
保
健
所

が
対
応
す
る
の
で
す
が
、
そ
の
際
に

主
導
す
る
の
は
医
師
で
す
。
例
え
ば

冬
に
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
流
行
す
る

と
医
師
が
学
校
に
行
っ
て
調
査
を
行

い
ま
す
し
、
結
核
の
患
者
さ
ん
が
出

た
時
に
感
染
ル
ー
ト
の
予
想
や
対
応

計
画
の
立
案
な
ど
を
決
め
る
の
も
医

師
の
役
割
で
す
。

医
Ｃ
：
公
務
員
の
仕
事
を
知
り
、
ま

た
医
師
と
し
て
将
来
行
政
と
関
わ
る

イ
メ
ー
ジ
が
湧
い
て
き
ま
し
た
。
今

日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

成
で
き
な
い
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
し
た
。

申
請
者
は
「
今
月
は
病
院
に
行
く
こ

と
も
、
ご
飯
を
食
べ
る
こ
と
も
で
き

な
い
」
と
泣
い
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

ど
ん
な
に
困
っ
て
い
る
方
で
あ
っ
て

も
、
基
準
に
沿
わ
な
い
か
ぎ
り
助
成

で
き
な
い
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
は
、
仕

事
の
な
か
で
常
に
抱
え
て
い
ま
す
。

社
Ａ
：
適
切
な
説
明
が
求
め
ら
れ
る

場
面
が
多
い
た
め
、
多
く
の
自
治
体

で
は
接
遇
研
修
が
用
意
さ
れ
て
い
る

ん
で
す
よ
。

医
Ｄ
：
そ
ん
な
研
修
が
あ
る
ん
で
す

ね
！　

医
学
部
に
は
そ
う
い
う
授
業

は
な
い
と
思
い
ま
す
。
医
師
も
多
く

の
患
者
さ
ん
に
接
す
る
仕
事
で
す
し
、

そ
う
い
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
訓
練
も
必
要
で
す
ね
。

行
政
が
医
療
と
関
わ
る

場
面
っ
て
ど
ん
な
も
の
？

医
Ｅ
：
話
を
聞
い
て
い
て
、
行
政
は

医
療
と
も
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
と
思

い
ま
し
た
。
ど
ん
な
場
面
で
関
わ
る

こ
と
が
多
い
で
す
か
？

社
Ｂ
：
医
療
費
助
成
業
務
の
な
か

で
、
病
院
に
か
か
っ
て
い
る
高
齢
者

と
関
わ
る
機
会
が
多
い
で
す
。
私
の

自
治
体
で
は
、
一
人
暮
ら
し
の
高
齢

者
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
送
っ
て
、
日
常

生
活
自
立
度
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
ま

す
。
回
答
を
見
て
心
配
な
こ
と
が
あ

れ
ば
こ
ち
ら
か
ら
電
話
す
る
な
ど
し

て
、
健
康
に
暮
ら
し
て
ら
っ
し
ゃ
る

か
を
把
握
し
て
い
ま
す
。

社
Ａ
：
私
は
生
涯
学
習
に
関
す
る
仕

事
を
す
る
な
か
で
、
高
齢
者
と
関
わ

医学生 × 地方公務員

自治体で働く 編

同世 代 の

医学部にいると、なかなか同世代の他分野の人 たちとの交流が持てないと言われます。そこでこ

のコーナーでは、医学生が別の世界で生きる同 世代の「リアリティー」を探ります。今回は「自

治体で働く」をテーマに、市の職員として働く社 会人２名（社Ａ・Ｂ）と、医学生３名（医Ｃ・Ｄ・

Ｅ）の５名で座談会を行いました。

日頃は目立たないですが、私たちが安心して暮らすために、地方公務員は様々な場面で私たちの生活を支えてくれています。縁の下の力持ちである地方公務員の仕事を覗いてみましょう。

今回のテーマは
『自治体で働く』

様々な場面で行政と医療は関わるんですよ
行政の期待に応えられる

医師になります

公
務
員
に
な
る
に
は

ど
う
し
た
ら
い
い
の
？

この記事は、今回お話を聞いた地方公務員の業務内容にもとづくものです。23 22



作業療法士（OT）
みさと健和病院

五十嵐 亜華子さん

作業療法士（OT）
三重県立こころの医療センター
太田 千代さん

合間にミニカンファを

行うこともあります。
基本は聞く姿勢ですが、

自分の意見を

伝えることもあります

※この記事は取材先の業務に即した内容となって
いますので、施設や所属によって業務内容が異なる
場合があります。

※この記事は取材先の業務に即した内容となって
いますので、施設や所属によって業務内容が異なる
場合があります。

患者さんが
日常生活を送るうえで

必要な機能の回復をサポート

心と身体の
リハビリテーションのプロです

患者さんの社会復帰を

サポートします

Need to know [ 連載 ] チーム医療のパートナー

出勤・ミーティング

プログラム

ラジオ体操、個別面談など　

昼休み

プログラム　

後片付け、個別面談、記録、会議
など

退勤

始業、リハビリ課全体朝礼

チームごとの朝礼、
訓練スケジュール確認

患者訓練　

スタッフ間の情報共有や記録業務

昼休憩　

患者訓練・病棟カンファレンス
(水・金のみ、１時間程度 )

チームごとの夕礼、記録業務

業務終了

１日のタイムスケジュール １日のタイムスケジュール

8:30

9:30

11:00

12:15

13:15

15:00

17:15

8:45

8:50

9:00

12:00

12:15

13:15

17:00

17:15

SCHEDULE BOARD SCHEDULE BOARD

チーム医療のリーダーシップをとる医師。 円滑なコミュニケーションのためには他職
種について知ることが重要です。今回は、 リハビリテーション専門職である、作業
療法士を紹介します。

チーム医療　のパートナー
連載

生
活
に
必
要
な
動
作
の
リ
ハ
ビ
リ

作
業
療
法
士
（O

ccupational 
T

herapist, 

Ｏ
Ｔ
）
は
、
子
ど
も
か

ら
高
齢
者
ま
で
、
身
体
や
精
神
に
障

害
の
あ
る
方
に
対
し
て
、
食
事
や
入

浴
な
ど
生
活
に
必
要
な
動
作
を
訓
練

す
る
国
家
資
格
で
す
。

理
学
療
法
士（Physical Therapist, 

Ｐ
Ｔ
）
が
身
体
の
基
本
的
動
作
に
働

き
か
け
る
の
に
対
し
、
Ｏ
Ｔ
は
日
常

生
活
を
送
る
た
め
の
応
用
的
動
作
に

働
き
か
け
、
社
会
復
帰
を
サ
ポ
ー
ト

す
る
の
が
特
徴
で
す
。
Ｏ
Ｔ
は
大
学

や
専
門
学
校
で
、
運
動
学
や
生
理
学

な
ど
に
加
え
、
生
活
動
作
・
義
肢
装

具
・
社
会
福
祉
・
心
理
学
・
精
神
医

学
な
ど
も
学
び
ま
す
。
今
回
は
、
み

さ
と
健
和
病
院
の
五
十
嵐
亜
華
子
さ

ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

五
十
嵐
さ
ん
は
急
性
期
と
回
復
期

の
両
方
の
患
者
さ
ん
の
リ
ハ
ビ
リ
を

担
当
し
て
い
ま
す
。
急
性
期
の
リ
ハ

ビ
リ
で
は
、
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
で
寝
返

り
や
起
き
上
が
り
、
座
位
の
保
持
と

い
っ
た
動
作
の
訓
練
を
、
Ｐ
Ｔ
と
共

に
担
い
ま
す
。

「
急
性
期
で
は
基
本
的
な
動
作
の

リ
ハ
ビ
リ
が
中
心
と
な
り
ま
す
の
で
、

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
Ｐ
Ｔ
が
メ
イ
ン

と
な
っ
て
動
き
ま
す
。
Ｏ
Ｔ
は
、
靴

を
履
く
、
車
い
す
に
乗
る
と
い
っ
た
、

生
活
に
必
要
と
な
る
具
体
的
な
動
作

に
特
化
し
て
い
ま
す
。
自
分
で
お
手

心
と
身
体
の
リ
ハ
ビ
リ

作
業
療
法
士
（
Ｏ
Ｔ
）
は
、
精

神
科
の
チ
ー
ム
医
療
で
も
重
要
な
役

割
を
担
い
ま
す
。
精
神
科
の
患
者
さ

ん
の
中
に
は
、
疾
患
や
障
害
に
よ
っ

て
仕
事
や
遊
び
、
休
息
と
い
っ
た
活

動
が
う
ま
く
で
き
な
い
方
も
い
ま
す
。

そ
う
し
た
方
が
社
会
生
活
に
適
応
し
、

安
ら
か
な
日
常
を
過
ご
す
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
サ
ポ
ー
ト
す
る
の
も
Ｏ

Ｔ
の
役
割
で
す
。
今
回
は
、
三
重
県

立
こ
こ
ろ
の
医
療
セ
ン
タ
ー
の
太
田

千
代
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

太
田
さ
ん
は
現
在
、
精
神
科
デ
イ

ケ
ア
の
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
働
い
て
い

ま
す
。
デ
イ
ケ
ア
は
平
日
の
８
時
半

か
ら
17
時
ま
で
実
施
し
て
お
り
、
患

者
さ
ん
は
デ
イ
ケ
ア
（
６
時
間
）
か

シ
ョ
ー
ト
ケ
ア
（
３
時
間
）
を
選
択

し
て
通
所
し
ま
す
。
患
者
さ
ん
に

と
っ
て
は
、
デ
イ
ケ
ア
に
通
う
こ
と

自
体
も
社
会
生
活
に
適
応
す
る
た
め

の
訓
練
の
一
環
に
な
り
ま
す
。
統
合

失
調
症
・
気
分
障
害
・
ア
ル
コ
ー
ル

依
存
症
・
発
達
障
害
な
ど
様
々
な
疾

患
を
持
つ
患
者
さ
ん
が
参
加
し
、
一

日
に
40
～
50
人
の
患
者
さ
ん
を
、
ス

タ
ッ
フ
４
名
で
担
当
し
ま
す
。

デ
イ
ケ
ア
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は

様
々
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、

ス
ポ
ー
ツ
や
手
芸
、
楽
器
演
奏
、
調

理
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
太
田
さ

ん
は
特
に
手
芸
や
ス
ポ
ー
ツ
を
担
当

洗
い
に
行
き
た
い
と
い
う
方
は
多
い

の
で
、
お
手
洗
い
に
行
く
た
め
の
一

連
の
動
作
を
訓
練
し
た
り
も
し
ま

す
。」回

復
期
で
は
、
主
に
リ
ハ
ビ
リ
室

で
の
個
別
訓
練
と
、
体
操
な
ど
の
集

団
活
動
を
行
い
ま
す
。

個
別
訓
練
で
は
、
ま
ず
Ｏ
Ｔ
の
指

導
の
も
と
、
食
事
や
着
替
え
な
ど
の

基
本
的
な
生
活
動
作
が
で
き
る
よ
う

リ
ハ
ビ
リ
室
で
訓
練
し
、
あ
る
程
度

で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
ら
、
食

堂
で
の
食
事
や
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
で
の

着
替
え
な
ど
を
、
看
護
師
の
見
守
り

の
も
と
、
介
助
な
し
で
行
っ
て
も
ら

い
ま
す
。

退
院
後
の
生
活
を
シ
ミ
ュ
レ
ー
ト

さ
ら
に
退
院
が
想
定
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
ら
、
今
度
は
家
の
間

取
り
図
な
ど
を
見
せ
て
も
ら
い
な
が

ら
、
退
院
後
の
生
活
を
よ
り
具
体
的

に
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
ま
す
。
家

す
る
こ
と
が
多
い
そ
う
で
す
。
道
具

を
用
意
し
た
り
、
役
割
分
担
を
し

な
が
ら
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
進
行
し
た
り
、

準
備
か
ら
片
付
け
ま
で
の
全
工
程
を

一
緒
に
行
う
こ
と
で
、
社
会
生
活
の

た
め
に
必
要
な
自
主
性
や
社
会
性
向

上
の
た
め
の
訓
練
を
し
ま
す
。

「
精
神
科
の
デ
イ
ケ
ア
に
通
う
患

者
さ
ん
の
中
に
は
、
自
信
が
な
か
っ

た
り
、
不
安
を
抱
え
て
い
る
方
も
多

く
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
作
業
活
動

を
通
じ
て
、
よ
り
健
康
的
な
部
分
に

働
き
か
け
る
こ
と
で
、
患
者
さ
ん
が

自
信
を
取
り
戻
し
た
り
、
自
分
の
中

の
新
た
な
一
面
を
発
見
し
た
り
す
る

お
手
伝
い
が
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い

ま
す
。
例
え
ば
塗
り
絵
の
活
動
な
ど

で
、
落
ち
着
い
て
い
る
時
、
焦
っ
て

い
る
時
で
作
品
に
も
違
い
が
見
ら
れ

ま
す
。
そ
こ
を
見
極
め
て
声
を
掛
け
、

患
者
さ
ん
自
身
が
自
分
の
状
況
を
振

り
返
る
き
っ
か
け
を
作
り
、
生
活
の

中
で
の
自
身
の
課
題
に
取
り
組
め
る

事
に
従
事
す
る
人
な
ら
ば
、
調
理
や

洗
濯
な
ど
を
実
際
に
や
っ
て
み
た
り
、

若
い
患
者
さ
ん
な
ら
ば
、
職
場
復
帰

を
見
据
え
て
バ
ス
乗
降
な
ど
通
勤
す

る
た
め
の
一
連
の
動
作
の
確
認
を
行

う
こ
と
も
あ
る
そ
う
で
す
。

「
病
気
に
な
っ
た
り
、
身
体
機
能

を
失
っ
た
り
す
る
と
、『
元
に
戻
り

た
い
』
と
思
う
患
者
さ
ん
が
ほ
と
ん

ど
で
す
が
、
障
害
が
残
る
な
ど
、
元

に
戻
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ

れ
ゆ
え
、
戻
る
こ
と
自
体
を
目
標
に

す
る
の
で
は
な
く
、
何
の
た
め
に
訓

練
す
る
の
か
を
考
え
、
生
活
に
即
し

た
具
体
的
な
目
標
を
立
て
る
こ
と
が

重
要
に
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
私
は
、
患
者
さ
ん
と
話
し
、

そ
の
人
自
身
が
や
り
た
い
こ
と
を
見

つ
け
る
過
程
も
大
事
に
し
て
い
ま
す
。

Ｏ
Ｔ
は
養
成
課
程
で
心
理
学
や
精
神

医
学
も
学
ぶ
の
で
、
患
者
さ
ん
の
心

の
変
化
を
キ
ャ
ッ
チ
で
き
る
こ
と
が

強
み
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。」

よ
う
に
支
援
し
ま
す
。
患
者
さ
ん
の

得
意
な
こ
と
、
良
い
部
分
を
、
人
と

の
関
わ
り
の
中
で
一
緒
に
探
し
て
い

く
の
に
、
デ
イ
ケ
ア
は
大
切
な
場
所

に
な
っ
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。」

医
師
と
の
連
携

精
神
科
主
治
医
と
は
、
互
い
に
気

に
な
る
患
者
さ
ん
が
い
る
場
合
に
は

情
報
交
換
等
を
行
い
、
連
携
し
て
治

療
に
取
り
組
ん
で
い
る
そ
う
で
す
。

「
日
常
的
な
関
わ
り
は
少
な
め
で

す
が
、
将
棋
好
き
の
先
生
が
デ
イ
ケ

ア
に
顔
を
出
し
て
将
棋
を
し
て
く
れ

た
と
き
は
、
患
者
さ
ん
も
私
た
ち
も

大
喜
び
で
、
み
ん
な
が
寄
っ
て
き
て

輪
が
で
き
る
ほ
ど
で
し
た
。
親
し
み

や
す
い
雰
囲
気
や
話
し
か
け
や
す
さ

が
、
日
々
の
業
務
の
連
携
に
繋
が
り
、

患
者
さ
ん
に
よ
り
良
い
も
の
を
提
供

で
き
る
と
感
じ
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も

医
師
と
の
連
携
を
よ
り
強
め
た
い
と

思
い
ま
す
。」
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地域医療
ルポ

RE
PO 12

飄
々
と
し
た
佇
ま
い
で
、
誰
に

で
も
自
身
か
ら
明
る
く
声
を
か
け

る
。
い
つ
も
少
し
肩
を
下
げ
た
姿
勢

で
、
機
会
が
あ
る
た
び
に
周
囲
の
人

を
惜
し
げ
な
く
褒
め
称
え
る
。
自
身

を
「
ア
ホ
」
と
名
乗
る
な
ど
、
と
ぼ

け
た
発
言
も
魅
力
だ
。「
オ
ー
ド
リ
ー

先
生
」
と
い
う
愛
称
で
呼
ば
れ
、
多

く
の
人
に
親
し
ま
れ
て
い
る
。

大
学
病
院
で
放
射
線
科
医
と
し
て

働
き
、
留
学
も
し
た
し
、
助
教
授
も

務
め
た
。
50
代
の
こ
ろ
、
先
代
の
院

長
で
あ
る
舅
に
「
そ
ろ
そ
ろ
帰
っ
て

来
い
」
と
言
わ
れ
、
は
じ
め
て
地
域

医
療
に
足
を
踏
み
入
れ
た
。

「
地
域
の
医
師
会
長
に
な
り
、
い

ろ
い
ろ
な
会
合
に
参
加
し
て
い
る
う

ち
に
、
こ
の
地
域
の
医
療
・
介
護
を

何
と
か
し
よ
う
と
頑
張
っ
て
い
る
人

た
ち
が
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た

ん
で
す
。
地
域
医
療
と
い
う
と
、
医

師
が
24
時
間
３
６
５
日
休
み
な
く
診

る
と
い
う
所
も
少
な
く
な
い
。
し
か

し
、
こ
れ
か
ら
は
多
職
種
が
連
携
し

て
や
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

し
、
こ
こ
な
ら
ば
で
き
る
の
で
は
な

い
か
と
感
じ
ま
し
た
。」

そ
う
し
て
で
き
上
が
っ
て
き
た
の

が
、
小
串
先
生
が
代
表
を
務
め
る
東

近
江
地
域
医
療
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

「
三
方
よ
し
研
究
会
」（
以
下
、
三

方
よ
し
）
だ
。
立
ち
上
げ
か
ら
８
年
、

会
員
は
５
０
０
名
近
く
に
の
ぼ
る
。

住
民
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し

て
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
町
づ
く
り
を

目
指
し
て
、
互
い
に
顔
の
見
え
る
関

係
を
構
築
し
て
い
る
。

例
え
ば
メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
で
は

地
域
の
在
宅
医
に
よ
る
往
診
の
様
子

が
共
有
さ
れ
る
。
患
者
さ
ん
の
生
活

の
様
子
だ
け
で
な
く
、
認
知
症
で
徘

徊
の
あ
る
患
者
さ
ん
に
対
す
る
ご
近

所
の
方
の
関
わ
り
や
、
看
取
り
に
つ

い
て
の
ご
家
族
の
思
い
、
そ
れ
に
対

す
る
医
師
の
対
応
…
な
ど
、
そ
の
内

容
は
具
体
的
だ
。
書
き
込
み
に
対
し
、

メ
ン
バ
ー
は
自
由
に
感
想
や
思
い
を

返
信
し
、
毎
日
の
よ
う
に
、「
こ
ん

な
医
療
を
し
て
い
こ
う
」「
良
い
取

り
組
み
を
広
め
て
い
こ
う
」
と
い
う

や
り
取
り
を
繰
り
広
げ
て
い
る
。

ま
た
月
１
回
の
定
例
会
で
は
、
地

域
の
医
療
機
関
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
事

業
所
な
ど
が
持
ち
回
り
で
症
例
発
表

を
行
い
、
百
名
を
超
え
る
多
職
種
が

フ
ラ
ッ
ト
な
立
場
で
グ
ル
ー
プ
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
う
。「
誰
で
も

気
軽
に
発
言
で
き
、
楽
し
く
参
加
で

き
る
雰
囲
気
が
あ
る
の
は
、
小
串
先

生
が
精
神
的
支
柱
に
な
っ
て
い
る
か

ら
」
と
、
メ
ン
バ
ー
は
口
を
揃
え
る
。

「
僕
は
自
分
が
引
っ
張
っ
て
き
た

と
い
う
よ
り
、
み
ん
な
に
引
っ
張
っ

て
も
ら
っ
た
だ
け
。あ
く
ま
で
も『
刺

身
の
ツ
マ
』
な
ん
で
す
。
わ
か
り
あ

え
る
仲
間
が
い
る
か
ら
、
僕
は
前
に

出
ず
に
『
好
き
な
よ
う
に
や
っ
て
く

れ
、
ど
ん
な
こ
と
で
も
責
任
を
と
る

よ
』
と
伝
え
て
い
ま
す
。

患
者
さ
ん
と
ご
家
族
を
中
心
に
、

ご
近
所
を
は
じ
め
と
し
た
地
域
の
み

ん
な
が
互
い
に
助
け
合
う
心
を
育
む

の
が
、
三
方
よ
し
の
目
指
す
と
こ
ろ

と
考
え
て
い
ま
す
。」

東近江市は、滋賀県の南東部に位
置する人口約 11.5 万人の都市。
小串医院のある五個荘地区は近江
商人発祥の地といわれており、「三
方よし」は、近江商人の「売り手
よし、買い手よし、世間よし」に
ちなんで「患者よし、機関よし、
地域よし」を掲げている。

滋賀県東近江市

地域のみんなの「刺身のツマ」として
滋賀県東近江市　小串医院　小串 輝男先生

近江商人屋敷なども残る、歴史ある街並み。

診療所の外観。 「三方よし研究会」の様子。
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ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

藤
：
復
帰
後
は
、
や
は
り
研
究
を
メ

イ
ン
に
さ
れ
た
の
で
す
か
？

細
：
出
産
後
の
初
め
の
数
年
間
は
研

究
と
外
来
が
メ
イ
ン
で
し
た
が
、
子

ど
も
が
５
歳
と
３
歳
の
頃
、
病
棟
に

復
帰
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
仕

事
と
家
庭
の
両
立
と
い
う
意
味
で
は

そ
の
時
期
が
一
番
大
変
で
し
た
ね
。

研
究
は
成
果
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
点
で
は
シ
ビ
ア
で
す
が
、

自
分
の
裁
量
で
業
務
を
設
計
で
き
る

部
分
も
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
病
棟

は
、
自
分
で
時
間
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
し
、
帰
宅

し
て
も
い
つ
呼
ば
れ
る
か
わ
か
り
ま

せ
ん
。
さ
ら
に
保
育
園
か
ら
も
い
つ

電
話
が
か
か
っ
て
く
る
か
…
と
い
う

状
況
で
し
た
か
ら
、
サ
ポ
ー
ト
な
し

で
は
難
し
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
複

数
の
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
派
遣
会
社
と

藤
：
２
年
間
の
研
修
を
経
て
入
局
さ

れ
た
そ
う
で
す
が
、
血
液
内
科
を
選

ん
だ
の
は
な
ぜ
で
す
か
？ 

細
：
ま
ず
、
が
ん
に
興
味
が
あ
っ
た

こ
と
が
大
き
い
で
す
ね
。
が
ん
に
も

様
々
な
が
ん
が
あ
り
ま
す
が
、
血
液

の
が
ん
は
内
科
が
主
体
と
な
っ
て
治

療
方
針
を
立
て
、
全
体
の
経
過
を
見

通
せ
る
点
が
魅
力
的
で
し
た
。
さ
ら

に
当
時
、
白
血
病
や
リ
ン
パ
腫
な
ど

で
見
ら
れ
る
特
異
的
な
染
色
体
異
常

を
標
的
と
し
た
新
し
い
治
療
法
が
出

て
き
た
こ
と
も
あ
り
、
研
究
と
臨
床

の
つ
な
が
り
の
強
さ
や
将
来
性
を
感

じ
た
と
い
う
の
も
理
由
の
一
つ
で
す
。

　

入
局
と
同
時
に
大
学
院
に
進
学
し

た
の
で
す
が
、
大
学
院
１
年
目
ま
で

は
病
棟
で
の
診
療
が
メ
イ
ン
で
し
た
。

そ
の
後
徐
々
に
研
究
中
心
の
生
活
に

シ
フ
ト
し
ま
し
た
。

出
産
を
経
て
、
基
礎
研
究
の
道
へ

藤
：
大
学
院
を
修
了
さ
れ
た
頃
に
、

１
人
目
の
お
子
さ
ん
を
妊
娠
・
出
産

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

細
：
は
い
。
学
位
も
取
り
、
実
験
も

未
熟
な
が
ら
自
分
の
ペ
ー
ス
を
掴
め

て
き
た
の
で
、
ひ
と
つ
の
節
目
と
感

じ
ま
し
た
。
ポ
ス
ト
・
ド
ク
タ
ー
時

代
に
２
人
の
子
を
出
産
し
ま
し
た
。

　

１
人
目
の
と
き
は
産
後
８
週
間
で

職
場
に
復
帰
し
ま
し
た
が
、
２
人
目

の
と
き
は
産
後
に
３
か
月
ほ
ど
休
暇

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
当
時
は
学
内

保
育
園
が
整
備
さ
れ
て
お
ら
ず
、
地

域
の
保
育
園
の
空
き
を
待
た
な
け
れ

も
と
も
と
研
究
を
志
し
て
い
た

藤
巻
（
以
下
、
藤
）
：
先
生
は
、
基

礎
医
学
分
野
の
女
性
研
究
者
と
し
て

研
究
・
教
育
を
本
務
と
し
な
が
ら
、

男
女
共
同
参
画
委
員
会
の
委
員
と
し

て
も
ご
活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

細
谷
（
以
下
、
細
）
：
は
い
。
私
は

東
京
大
学
大
学
院
医
学
系
研
究
科
疾

患
生
命
工
学
セ
ン
タ
ー
で
、
放
射
線

生
物
学
の
研
究
と
教
育
を
主
に
行
っ

て
い
ま
す
。
研
究
テ
ー
マ
は
、
Ｄ
Ｎ

Ａ
損
傷
に
対
す
る
生
体
の
応
答
の
制

御
機
構
を
分
子
レ
ベ
ル
で
解
明
す
る

と
い
う
も
の
で
、
研
究
を
通
じ
て
、

が
ん
の
ゲ
ノ
ム
不
安
定
性
を
標
的
と

し
た
新
し
い
治
療
概
念
を
提
唱
す
る

こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
他
に
も
、

医
学
部
学
生
や
大
学
院
生
の
講
義
・

実
習
を
行
っ
た
り
、
血
液
内
科
医
と

し
て
外
来
診
療
を
行
っ
た
り
、
様
々

な
委
員
会
活
動
に
参
加
し
た
り
し
て

い
ま
す
。

藤
：
先
生
が
医
学
の
道
を
志
し
た
の

は
、
い
つ
頃
で
し
ょ
う
か
。

細
：
高
校
生
の
頃
で
し
た
。
生
物
の

授
業
で
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
や
減
数
分
裂
に
つ

い
て
学
ん
だ
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、

生
命
科
学
に
携
わ
り
た
い
と
思
う
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
た
だ
、
医
学
部

で
学
ぶ
う
ち
、
ま
ず
は
人
を
診
た
い

と
思
う
よ
う
に
な
り
、
卒
業
後
は
内

科
研
修
か
ら
始
め
ま
し
た
。
そ
し
て

将
来
的
に
は
基
礎
と
臨
床
を
つ
な
ぐ

よ
う
な
研
究
が
し
た
い
と
当
時
か
ら

思
っ
て
い
ま
し
た
。

契
約
し
、
毎
日
交
代
で
来
て
も
ら
っ

て
い
た
う
え
、
朝
に
子
ど
も
の
具
合

が
悪
く
な
り
、
そ
れ
で
も
自
身
が
出

勤
し
な
い
と
い
け
な
い
と
き
な
ど
は
、

夫
に
地
域
の
病
児
保
育
ル
ー
ム
に
連

れ
て
い
っ
て
も
ら
っ
た
り
、
緊
急
時

の
病
児
シ
ッ
タ
ー
さ
ん
が
到
着
す
る

ま
で
家
に
残
っ
て
も
ら
っ
た
り
し
ま

し
た
。
様
々
な
サ
ポ
ー
ト
を
駆
使
し
、

何
と
か
生
活
を
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
し
て

き
た
と
い
う
感
じ
で
す
。

藤
：
そ
の
後
、
本
格
的
に
基
礎
研
究

に
シ
フ
ト
さ
れ
た
と
。

細
：
は
い
。
子
ど
も
が
６
歳
と
４
歳

の
頃
で
し
た
。
「
研
究
に
本
腰
を
入

れ
た
い
」
こ
と
を
先
輩
の
研
究
医
の

先
生
に
相
談
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
良

い
タ
イ
ミ
ン
グ
で
基
礎
医
学
系
の
教

員
の
ポ
ス
ト
が
空
き
、
即
、
異
動
を

決
断
し
ま
し
た
。

藤
：
そ
れ
か
ら
は
、
研
究
・
教
育
を

軸
に
活
躍
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

男
女
共
同
参
画
委
員
会
で
の
活
動

藤
：
で
は
、
男
女
共
同
参
画
委
員
会

で
の
活
動
に
つ
い
て
、
詳
し
く
お
伺

い
し
て
も
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
？

細
：
私
は
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た

２
０
０
８
年
か
ら
委
員
を
務
め
て
い

ま
す
。
立
ち
上
げ
に
あ
た
っ
て
、
本

学
の
医
学
系
研
究
科
の
女
性
を
対
象

に
現
状
の
課
題
に
つ
い
て
ア
ン
ケ
ー

ト
を
と
っ
た
結
果
、
３
つ
の
課
題
が

挙
が
り
ま
し
た
。
１
つ
目
は
ロ
ー
ル

モ
デ
ル
が
少
な
い
こ
と
。
２
つ
目
は

育
児
支
援
に
不
安
が
あ
る
と
い
う
こ

と
。
３
つ
目
は
搾
乳
す
る
場
所
が
な

い
こ
と
で
し
た
。

　

こ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
ま
ず
医
学

部
の
３
か
所
に
、
搾
乳
や
休
養
の
で

き
る
「
女
性
休
養
室
」
を
設
置
し
ま

し
た
。
こ
の
設
計
に
は
私
も
全
面
的

に
携
わ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
「
委
員

会
が
活
動
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で

勇
気
を
も
ら
え
る
」
と
い
う
意
見
も

あ
っ
た
た
め
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
立

ち
上
げ
ま
し
た
。
こ
の
管
理
も
私
が

担
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
制
度

を
整
備
す
る
だ
け
で
な
く
、
当
事
者

の
意
識
や
周
囲
の
理
解
を
深
め
て
い

く
こ
と
も
非
常
に
重
要
だ
と
感
じ
て

い
た
の
で
、
３
年
前
か
ら
、
「
医
学

系
キ
ャ
リ
ア
支
援
の
た
め
の
交
流

会
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
毎
回
70

人
前
後
の
参
加
が
あ
り
、
そ
の
半
分

程
度
が
学
生
で
す
。

藤
：
ど
の
よ
う
な
内
容
で
す
か
？

細
：
毎
回
６
～
７
名
の
演
者
を
選
び
、

そ
の
方
に
自
身
の
キ
ャ
リ
ア
の
経
緯

を
話
し
て
も
ら
い
ま
す
。
た
だ
単
に

両
立
の
ノ
ウ
ハ
ウ
と
い
う
話
で
は
な

く
、
ど
う
い
う
情
熱
を
持
っ
て
そ
の

キ
ャ
リ
ア
を
選
ん
だ
の
か
、
仕
事
を

続
け
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
何
か
と

い
っ
た
話
を
必
ず
し
て
も
ら
う
の
で

す
。
こ
れ
が
非
常
に
好
評
で
、
男
子

医
学
生
も
積
極
的
に
参
加
し
て
い
ま

す
。
男
子
医
学
生
は
、
将
来
的
に
女

性
医
師
や
研
究
者
と
の
結
婚
を
希
望

し
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
共
働
き
の

コ
ツ
な
ど
を
尋
ね
て
く
る
こ
と
も
多

い
ん
で
す
よ
。

藤
：
そ
れ
は
心
強
い
で
す
ね
。

キ
ャ
リ
ア
に
対
す
る
広
い
視
野
を

藤
：
こ
れ
か
ら
、
医
学
生
や
若
手
医

師
に
期
待
す
る
こ
と
は
何
で
す
か
？

細
：
キ
ャ
リ
ア
に
対
す
る
広
い
視
野

を
持
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。
特
定
の

診
療
科
で
臨
床
の
キ
ャ
リ
ア
を
積
む

こ
と
も
大
事
で
す
が
、
研
究
や
教
育

の
道
も
あ
り
ま
す
。
自
分
な
り
の
テ

ー
マ
を
持
ち
、
そ
れ
を
成
し
遂
げ
よ

う
と
い
う
志
が
あ
れ
ば
、
様
々
な
活

躍
の
仕
方
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
お

い
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

人
生
に
は
結
婚
・
出
産
・
介
護
・

自
身
の
病
気
な
ど
様
々
な
ラ
イ
フ
イ

ベ
ン
ト
が
あ
り
、
思
う
よ
う
に
キ
ャ

リ
ア
が
進
ま
な
い
時
期
も
あ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
と
き
で
も
決

し
て
焦
ら
ず
、
自
身
の
テ
ー
マ
に
向

か
う
道
を
探
し
て
ほ
し
い
。
そ
う
す

れ
ば
、
臨
床
だ
け
に
と
ら
わ
れ
な
い

様
々
な
働
き
方
が
で
き
る
は
ず
で
す
。

藤
：
近
年
は
研
究
離
れ
が
進
ん
で
い

る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
ね
。

細
：
え
え
。
で
す
が
本
来
、
医
学
に

お
い
て
研
究
と
臨
床
に
垣
根
は
な
い

は
ず
で
す
。

藤
：
そ
う
で
す
よ
ね
。
医
学
を
人
類

共
通
の
財
産
に
し
て
い
く
た
め
に
は
、

ど
の
医
師
も
、
基
礎
・
臨
床
に
か
か
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と
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は
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て
い
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す
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細
：
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学
は
、
人
間
を
マ
ク
ロ
に
も

ミ
ク
ロ
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
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晴
ら
し
い
学
問
で
す
か
ら
、
自
分
な

り
の
テ
ー
マ
や
志
を
持
ち
、
様
々
な

こ
と
に
挑
戦
し
て
ほ
し
い
。
そ
う
し

て
み
ん
な
が
多
様
な
働
き
方
が
で
き

れ
ば
、
男
女
と
も
に
働
き
や
す
く
な

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

今
回
は
、
東
京
大
学
で
診
療
と
放
射
線
生
物
学
の
研
究
と
教
育
に
携
わ
り
、

医
師
と
し
て
の
仕
事
と
家
庭
を
両
立
し
な
が
ら
キ
ャ
リ
ア
を
積
ん
で
こ
ら
れ
た
、

細
谷
紀
子
先
生
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

医師の働き方を
考える

信
念
と
広
い
視
野
を
持
て
ば
、

　
　
　
働
き
方
は
選
択
で
き
る

　
　
　
　
　
〜
研
究
医
　
細
谷 

紀
子
先
生
〜

語り手　細谷 紀子先生
東京大学大学院医学系研究科　
疾患生命工学センター　講師
東京大学大学院医学系研究科・医学部　男女共同参画委員会　委員

聞き手　藤巻 高光先生
埼玉医科大学医学部　脳神経外科　教授
日本医師会　男女共同参画委員会　委員
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日本大学医学部建学の理念は、良き臨床医、優れた医学研究者、熱意あ
る医学教育者の育成です。私たちが未来に向けて飛躍するためには、国
家試験や専門医試験などの資格取得のために現状の知識や技術を得るこ
とだけでは不十分と考えます。これらと同時に、若い時からよりよい医療・
医学を求め現状に果敢に挑戦する姿勢、つまり研究マインドを持つことが、
未来への発展の糧となります。これを次世代に伝える能力も重要です。
このために本学では、若手研究者の研究スタートアップを支援するシステム
を作ってきました。同窓会や医学部記念行事に関連し、いくつかの若手向
けの研究支援プログラムがあります。若手らしい新しい発見や発想がある
ものを中心に、学内研究委員会が毎年総計で十数件選び研究援助を行っ
ています。これが若手研究者を育てるゆりかごとなって、その後の公的研究
費の獲得と研究の発展に結びついています。さらに、大学院生を中心とし
た若手研究者に対して、重要なプレゼンテーションや研究費申請のために、
コミュニケーション能力を磨くための講座を充実させています。
本学では、日本一の私立総合大学という規模を生かした、学部間連携によ
る研究プロジェクトの推進が現在の課題です。日本大学全体として、学部
を超えた連携シンポジウム、研究助成を行っています。医学部では、歯学部、
薬学部、生物資源科学部、工学部、芸術学部などと連携した多くの研究
プロジェクトを進めています。なかでも、現在最も注目されている再生医療
について、生物資源科学部との連携協力で細胞再生・移植医学分野が進
めている脱分化脂肪細胞を細胞源とする再生医療は、世界に類を見ないユ
ニークなアプローチであると同時に、広い分野での臨床応用の可能性から
大きく期待されています。

昭和大学の大きな特徴として、１年次の寮生活が
挙げられます。医学部・歯学部・薬学部・保健医療
学部の１年生は山梨県にある富士吉田キャンパスで
学ぶことになるのですが、そこでは学部混合の寮生
活を送ることになっています。
僕の場合は医学部２人、薬学部１人、歯学部１人
の４人部屋でした。同居人と医療の話をしていると、
僕たち医学生は最新の医療を提供することを考えま
すが、薬学部の学生は患者さんの経済状況まで考
えて安価な薬を出すことを考えたり、歯学部の学生
は患者さんの「食」に関するQOLについての関心
が強かったりと、医学生とは違う観点を持っている
のだと知ることができました。
チーム医療についての授業は全国の大学で行われ
ていると思いますが、他の職種について知ることに
関して、同じ釜の飯を食べながら医療について語る
生活に勝る学びはないと思います。
カリキュラムのなかで印象的なのは３年次に行う地
域医療実習です。この実習は都内のクリニックなど
に３日間伺って見学などをするものなのですが、５
年次の実習で同じ施設にもう一度お世話になる仕
組みです。
僕は両親が耳鼻咽喉科で開業していることもあり、
耳鼻咽喉科のクリニックに伺いました。都内のクリ
ニックなので、受診する患者さんも子どもから高齢
者まで多様で、症状も様々です。待合室に自己紹
介のポスターを貼らせてもらって、先生が患者さん
を診察・治療する様子を見せていただきました。
３年の段階ではできることは限られていましたが、こ
れから勉強を積み重ねて、また５年次に伺う頃には
先生や患者さんに成長した姿を見ていただけるよう
に頑張っていきたいと思っています。

創設90年の本学は、医師国家試験を目標にした職業訓練校ではありま
せん。「自主創造」を理念に、諸先輩から受け継いだロマンとプライド
を我々の次世代を担う学生にバトンとしてつなぐ教育をしています。
●「One for all. All for one.」で、学生と一緒に作成した新カリキュラム
２年以上を費やし作成した、医学教育における世界的なグローバルスタ
ンダードである国際認証に対応した新カリキュラムです。この作成には、
学生代表として５年生と初期研修医も参加しています。教職員のみなら
ず学生の意見も反映させ、「One for all. All for one.」の精神で教職員・
学生が一体となって次世代を担う人材の育成を主眼に作成しています。
●グローバル化に対応した多彩な医学教育
国家試験に英語はありませんが、グローバル化社会において医学英語
は重要です。１年次から医学英語教育を継続し、日本の医科大学で最
も多い授業時間を有しています。e-Learning・生物統計・臨床研究やト
ランスレーショナル・リサーチに関連した教育も積極的に導入しています。
●学生自らが考え、自分の将来を描いて選択する「自主創造」教育
分子生物や生命科学は長足の進歩を遂げており、いま常識とされてい
ることが、将来は非常識となることもあるため、今後直面する多くの問
題を、自ら解決できる能力を身につけることが医学教育の基礎と考え
ます。知識偏重に陥ることなく、患者を診られる能力を重視した、PBL
チュートリアル・OSCE・advanced OSCE・clinical clerkship・faculty 
developmentを先駆けて実施し、６年次に海外での臨床研修を含め学
生自らの希望で学習する、選択臨床実習や自由選択学習を設定してい
ます。創設100年を迎えるにあたり、本学は「新たなプライドを求めて」、
新たな歴史と伝統を形成すべく邁進いたします。

昭和大学は医学部、歯学部、薬学部、保健医療学部からなる医系総
合大学であり、チーム医療に積極的に貢献できる人材養成を全学部
の共通教育目標としています。この目標を具現化するために、全学年
にわたる体系的、段階的な学部連携教育（多職種連携教育、inter-
professional education：IPE）カリキュラムを実施しています。
IPEは１年次の山梨県富士吉田市の全寮生活でのPBLチュートリアルで
始まります。将来、患者中心のチーム医療を実践するために必要な人
間関係の基盤を築くことを目的として、４学部学生のそれぞれの視点か
ら、健康に関わる様々な場面における問題解決のプロセス、各職種の
役割と連携を相互に理解し、協調し合いながら問題解決策を提示する
ことのできる態度と技能を身につけます。3年次（保健医療学部2年次）
では患者症例をもとにした臨床シナリオ、4年次（保健医療学部3年
次）では病棟での資料を用いた病棟実習シミュレーションのPBLチュー
トリアルを行います。これらにより、専門職として患者の問題解決を行
い、学部の枠を超えて患者のために討議するマインドを醸成します。そ
して、５年次（保健医療学部３・４年次）にはそれまでの学修をもとに、
４学部の学生医療チームを形成し、同じ患者を１週間担当し、学生医
療チームとして患者を診療する学部連携病棟実習を附属７病院の約40
病棟で行います。さらに、地域社会で患者中心の医療を実践できるよ
うに、診療所や小規模病院での多職種連携臨床実習も計画しています。
チーム医療、専門職連携（IPW）は社会ニーズであり、その基盤として
の態度と技能を修得するには学生時代からのIPEが重要であり、この
IPEが全国的に広がることで、IPWが実践され、国民の健康増進・福
祉に貢献できるものと確信しています。

乳がんというものは、たとえ１cmの大きさでも数十億の細胞の塊であることから、初
期の段階から全身病として捉える必要があります。手術で完全に切除できたとしても、
多くの人は再発予防のための薬物療法を必要とします。1980年頃にフィッシャー等

（米国）が大規模ランダム化比較試験を行うことで、早期乳がんに対する乳房温存療
法の正当性を科学的な根拠をもって証明しました。現在では、乳房温存療法に加え、
リンパ浮腫などの合併症を防ぐために、最初にリンパの流れを受けるリンパ節に転移
がなければ、その先のリンパ節には転移がないものとみなして郭清を省略するというセ
ンチネルリンパ節生検が主流となっています。昭和大学ブレストセンターは、乳がん診
療を集学的に行う国内有数のセンターであり、上記のような標準治療を塗り替える大
規模臨床研究にも数多く参画してきました。
近年、がん薬物療法においては、細胞内の増殖メカニズムが分子や遺伝子レベルで
解明され、それに基づく薬物（分子標的薬）が開発されています。発がんのメカニズ
ムは複雑で、個々の患者によって発現様式や再発リスクが異なるため、薬剤選択も一
様ではなく、治療の個別化はますます進むものと思われます。発がんのメカニズムが
解明されれば、予防や早期発見にも大いに貢献することが期待されます。そのために
は、分子生物学（遺伝学）、EBMに基づく臨床医学及び大規模臨床データベース（組
織バンクを含む）、生物統計学の三位一体となった取り組みが必要です。本学では、
臨床側のニーズを、基礎研究で見出されたシーズを用いていかに解決していくかという
臨床研究が盛んに行われており、附置研究所である腫瘍分子生物学研究所は、その
中核をなしています。また、2015年４月にスタートする日本医療研究開発機構（ＡＭ
ＥＤ）での研究プロジェクトへの参画も期待されています。

日本大学医学部における
研究の特徴
日本大学　医学部　研究担当　精神医学系
精神医学分野主任　教授　内山 真

多職種と同じ屋根の下で学ぶ
昭和大学　医学部　３年　髙橋 和樹

「自主創造」を理念とした
プライドのある教育
日本大学　医学部　学務担当　内科学系　
神経内科学分野主任　教授　亀井 聡

社会ニーズを先取りしたIPE
昭和大学　医学部　医学教育学講座　教授　
高木 康

基礎と臨床の循環型医学研究の推進
昭和大学　医学部　外科学講座　乳腺外科学部門　教授　中村 清吾日本大学では医学英語に力が入れられています。１年次から６年次

まで継続して授業があり、英語での症例検討や論文輪読、プレゼ
ンテーションに至るまで、将来英語を使うシチュエーションに合わ
せてひと通りのものを習います。他大学の医学生と比べても日大の
学生はかなり話せる方だと先生もよく仰います。個人的に、医学部
に入ったことを実感したのは、解剖学実習を行った時です。２年次
までは座学で医学的な知識を学んでいくのですが、ご献体を拝見し
ながら人体の仕組みを学ぶことで、知識を有機的に結びつけるこ
とができました。動物の実験も行うのですが、カエルの筋収縮を見
る実験などは難しく、３年前期は毎日が実習という感じでした。
僕は医学部のアメフト部と自治会、そして学外ではアイスホッケー
のチームに所属しています。自治会の活動内容としては、各部活

が新入生の勧誘を行う際のルール作りや東医体の結団式などがあ
り、一番大きな仕事としては教職員学生懇談会の開催が挙げられ
ます。これは学生側の要望をまとめて大学へ伝える会で、僕たち自
治会が学生と大学の教職員のパイプ役となっています。学外活動
としては、アイスホッケーの関係で、去年からフロアホッケーという
競技のアシスタントも行っています。このスポーツは小さい子どもや
障害者も参加できるようなホッケーで、スペシャルオリンピックスの
競技にもなっています。
他大では学生が高級車に乗って登校するといった話も聞きますが、
日大には庶民派な学生が多いため、とても過ごしやすいと思ってい
ます。また文武両道の学風があり、先生方も部活に配慮して下さ
るので、学業と部活の両立を目指したい人にはいい所ですよ。

寛容かつ庶民派な学風のもと、学業と部活に打ち込む
日本大学　医学部　４年　谷澤 元気

日本大学

昭和大学

〒173-8610　東京都板橋区大谷口上町30-1
03-3972-8111

〒142-8555　東京都品川区旗の台1-5-8
03-3784-8000

37 36医学生の学年は取材時のものです。
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山口大学大学院医学系研究科は、システム統御医学系専攻、情報解析医
学系専攻、応用医工学系専攻、応用分子生命科学系専攻及び保健学専
攻の特色ある５専攻から構成されており、専門分野を深めると同時に、専
門の枠を越えた融合研究を活発に推進しています。
中でも、医学と工学の融合を目指した応用医工学系専攻では、がんや循
環器疾患の集学的治療を目指した先端医療器材の開発などを含む時代の
ニーズに対応できる人材を育成しています。また理学・工学・農学系との融
合により学際的な教育研究の推進を目指す応用分子生命科学系専攻では、
バイオインフォマティクスを駆使した分子レベルの病態や生命機能の解析、
さらには化学合成及び先端バイオ技術による有用分子の臨床応用などのト
ランスレーション研究に貢献できる広い視野を持った人材を育成しています。
最重要課題である若手の人材育成については、若者が志を高く持つことが
できる教育・研究環境の整備に全力で取り組んでおります。
文部科学省の支援を受けた「アカデミックドクターの育成を目指した実践研
究参加型医学教育の拡充プロジェクト」では、将来グローバルに活躍でき
る医療人を養成するために、短期の海外研究留学を積極的に推進し、毎年
10名を超える医学生が欧米の一流ラボで研鑚を積んでいます。さらに学部
在学中に、研究活動を行い、一部大学院単位の先取り履修を可能にした
SCEA/AMRAプログラムを導入し、卒後の初期研修プログラムから大学院
での研究にスムーズに移行できるようなシステムを作りました。
維新の地・山口から、世界レベルで活躍する医療人を輩出するために、ま
さに教職員一丸となって日々の教育・研究指導にあたっています。

私は高校生の時に、地元の沖縄でドクターヘリを
飛ばすためのボランティアスタッフとして、募金や
広報活動のお手伝いをしたことがあります。その時
の体験がきっかけで救急医療に興味を持ち、災害
救急で有名な神戸大学に入学しました。
印象深いカリキュラムとして、基礎配属実習が挙
げられます。これは２年後期から３年前期にかけて、
自分の関心に沿った研究室に配属されるものです。
私は細胞生物学教室に配属されて、細胞膜の不要
になった成分を消化するための仕組みであるオート
ファジーについて研究しました。診療科としては救
急を志望していますが、臨床で積んだ経験を将来
何らかの形で発表したいと考えているので、とても
良い機会でした。
神戸大学では４年生からチュートリアル授業が始ま
ります。一つの診療科に対してそれぞれ１週間の授
業期間が準備されています。例えば月曜日に「 21
歳男性が腹痛を訴えて来院した」という症例が示
され、チューターの指導のもとグループで話し合い
をして、考えられる病名や行うべき検査を考えます。
水曜日になると検査の結果をチューターに教えても
らったうえで診断を行い、金曜日には今後の治療
方針や追加の検査についての発表をした後に先生
から答えが発表されます。グループで真剣に議論
し、各々が役割分担して調査を行ったうえで発表す
る、という一連の流れを通して、各診療科への理
解が深まります。
山も海もあり、その多様な気候と風土から兵庫県
は日本の縮図と呼ばれ、多くの統計結果が日本全
体の統計結果と同じ傾向を示すため、様々な症例
やデータを集められるそうです。都心部にも出やす
く、求めさえすれば多様な刺激を受けられる環境こ
そが、この大学の魅力だと思います。

山口大学は、1815年に創設された長州藩の私塾「山口講堂」が源流で
あり、2015年には創基 200周年を迎えます。明治維新の発祥の地に
あり、「発見し・はぐくみ・かたちにする　知の広場」を大学の理念として、
学生が自身の可能性を発見し、育て、チャレンジする場を提供すること
を心掛けています。医学部は1944年に設立され、70年の長い伝統を
通じて、教育・研究・社会貢献の３本の矢により地域・世界の発展に貢
献する医師養成の拠点として、数多くの医療人や医学研究者を輩出して
います。
１年次には他学部の学生と交流しながら幅広い教養を身につける共通
教育カリキュラムと、体験学習を取り入れた医学入門があり、電子シラ
バス・必携パソコンを駆使しながら医学の基礎を学ぶ２年次の臓器別統
合型カリキュラム、 臨床医として身につけるべき知識・技能を習得する４
年次カリキュラム、スキルス・ラボを活用し、県内全域の医療機関と連
携しながら総合的診療能力を養う５・６年次臨床実習と、いずれも先進
的で充実したカリキュラムとして高い評価を得ています。特に、３年次の
自己開発コースや修学論文テュートリアルコースは最大半年と長期にわ
たり、学生が自ら企画・立案したプログラムを研究室や国内外で実践し、
論文として形にするもので、医療人としての成長が期待されるコースです。
さらに欧米・アジアの先端研究室での長期の研究留学や、僻地を含む
地域の医療現場での実習、大学院の先取り研究医養成MD-PhDコース
など、ユニークな研究・臨床演習の機会も準備しています。山口大学は
これらの教育成果の達成を図るとともに、教育や課外活動を通じて学生
との交流を図り、学生の個性を尊重して、学生生活が楽しく有意義なも
のになるように随所で学生支援を心掛けています。

神戸大学は、開放的で国際性に富む固有文化の下、「真摯・自由・協同」
の精神を発揮し、人類社会に貢献するため普遍的価値を有する「知」を創
造するとともに、人間性豊かな指導的人材を育成することを使命としていま
す。その中で医学部医学科は、高い倫理観を有し高度な専門的知識・技
能を身につけた医師（医療人）の養成とともに、旺盛な探究心と創造性を
有する「科学者」としての視点を持った医師及び医学・生命科学研究者の
育成を目指しています。
神戸大学では10年以上前からPBLを取り入れるなど、常に先進性を求め
て教育改革を進めてきました。現在は、医学教育認証評価に向けて大幅
な教育カリキュラム改革を断行しています。臨床教育では多数の関係病院
との連携を深めてクリニカルクラークシップの充実を図り、卒業後の臨床
研修にスムーズに移行できるよう環境整備を行っています。また、卒業試
験を知識偏重の評価法から臨床推論や基本技能を問う形式に改めるなど、
学生の評価方法も進化しつつあります。
本学は、社会に貢献する臨床医だけではなく、ノーベル賞学者山中伸弥
博士をはじめ、卓越した研究者を輩出しています。リサーチマインドを持っ
た医師を育成するために、学生は初年次から継続的に基礎医学教室に出
入りし、最先端の生命科学研究に参加することが可能ですし、在学中ある
いは臨床研修期間中に大学院への入学を可能とする基礎研究医育成プロ
グラムも始まりました。
社会のニーズに応える医師を養成するためには、時代の変化に機敏に対応
する柔軟な教育システムが必要です。そのためカリキュラム委員会を設置し、
教育システムのきめ細かな評価改良を続けています。本学の教育は、常に
時代の先を見通しながら変化し続けています。

地域から世界へ情報を発信する研究・教育拠点
山口大学　大学院医学系研究科長　消化器病態内科学　
教授　坂井田 功

求めよ、さらば与えられん
神戸大学　医学部　４年　城間 京香

発見し・育み・形にする医の広場
山口大学　医学部　教務部委員長　法医学　教授　藤宮 龍也

時代を先見し、
進化し続ける教育カリキュラム
神戸大学　医学部附属病院　
総合臨床教育センター長　苅田 典生

佐伯：山口大学では、３年次に自己開発コースが始まります。半
年間研究室に所属して、研究の基礎を学びます。先生の紹介で海
外の大学に留学する人もいます。
中西：僕はアメリカのミネソタ大学に半年間留学して、膵がんのウ
イルス治療を研究しているラボで学びました。その研究室にはイン
ドやブラジルなど世界各地の研究者が所属していたのですが、研
究者同士が日常的にディスカッションを行っていたのが印象的でし
た。
尤：私たち３人が役員を務める学生自治会は、学生の要望を学校
側に伝える役割を担っています。山大は２年次以降からキャンパス
が変わるのですが、以前は部活動が終わった１年生を先輩がマイ
カーで送り迎えしていました。けれど部活が終わった後に往復２
時間かけて送るのは危険だという意見が出て、自治会が交渉の末、

送迎バスを運行させることになりました。
佐伯：山口大学の医学祭は学生が主体となり、３日にわたって行
われるのですが、それも自治会が管轄しています。３日かけて医学
祭をする大学は珍しいんじゃないかと思います。学内の県人会も出
店を出したり、医学祭はかなり盛り上がりますね。
尤：大学の近くの飲み屋に行くと必ず誰かに会って、最初は５人
で飲んでいたのに、いつの間にか20人くらいの飲み会になってい
ることもあります。お刺身が美味しいからお酒が進むんです（笑）。
部活の先輩・後輩以外のつながりも強く、休日には角島や秋芳洞、
錦帯橋など県内の名所を車で巡っています。
中西：都会の学生よりも情報に飢えている分、自分から動いてどん
どん交流していこうっていう気質があります。エネルギッシュでハン
グリーな学生の多い大学だと思っています。

田舎こそのハングリー精神で積極的な交流を
山口大学　医学部　４年　中西 俊就
同　３年　尤 暁琳
同　３年　佐伯 晋吾

山口大学

神戸大学

〒755-8505　山口県宇部市南小串1-1-1
0836-22-2111

〒650-0017　兵庫県神戸市中央区楠町7-5-1
078-382-5111

本学において、1980年代に成し遂げられた西塚泰美博士らによるプロテインキ
ナーゼCの発見は、生命科学の教科書を書き換えた画期的な成果です。その後も、
1990年代の低分子量Gタンパク質の発見、インスリンのシグナル伝達機序の解明に
代表されるように、本学にはシグナル伝達研究の潮流とも呼べる確固とした実績があ
ります。近年では、２つのグローバルCOEを中核とした研究により、がん、メタボリッ
クシンドローム、感染症、神経筋疾患などいわゆる“シグナル伝達病”の病因・病態
の解明に国際的に評価の高い成果をあげてきています。さらに最近では、「構造」「機
能」「病態」「創薬」「材料」という膜科学の５つの分野を配置した「膜生物学・医学
教育研究センター」を研究科内に発足させました。前２分野では、シグナル伝達の場
としての生体膜の構造・動態の基本原理や新たな細胞シグナル伝達系を、細胞・組
織・器官レベルで解明しようと試みます。一方、後３分野では、上述した“シグナル伝
達病”の病態と細胞シグナル伝達系の異常に関する研究、さらに創薬やドラッグデリ
バリーシステムの開発などの応用的展開、iPSや膜工学技術といった先端技術の利用
による医療デバイスの開発などを行います。これら５分野間でシームレスな研究を展開
し、研究の進展レベルに即した機動的な共同研究体制を構築することで、世界最高
水準の「膜生物学・シグナル伝達医学」の研究拠点形成を目指しています。
一方、将来の研究医を目指す学生の教育にも研究科全体で取り組んでおり、文部科
学省の支援を受け平成24年に発足した「基礎・臨床融合による基礎医学研究医の養
成プログラム」などにより、学部学生の時期からの研究活動から卒後の博士課程に
おける研究までを一貫してつなぐ制度改革を行うなど、研究医の育成に注力しておりま
す。

シグナル伝達研究の伝統と発展
神戸大学　大学院医学研究科　副研究科長　的崎 尚

39 38医学生の学年は取材時のものです。



東医体

41 40



Group

医学生の交流ひろば医学生のためのイベント、サークルや勉強会の告知など、
医学生同士の交流のための情報を掲載していきます。

こんにちは、川崎医科大学の「ぬいぐるみ
病院」です。「ぬいぐるみ病院」は、『Teddy 
Bear Hospital』としてドイツで始まった活動
で、子ども達の医療への恐怖心を軽減させる
とともに、子ども達に身体や健康について興
味を持ってもらうことを目的としています。そ
れにより、他人への思いやり、看病やケアの
気持ちを育むという効果があります。また、子
ども達に病気や健康についてわかりやすく伝
えることは、私たち医学を学ぶ学生にとって、
将来患者さんの診察で、適切な問診や必要
な配慮を行うための貴重な経験にもなります。
日本では2003年に導入され、いくつかの医
療系の大学で、サークルや部活動として行わ
れています。川崎医科大学では、2010年に
当時の４年生、５年生を中心に、有志の活
動として始まりました。現在では部に昇格し、
年に約６回、学内や地域のイベントなどで活
動しており、その内容は「ぬいぐるみ診察」、「医
療器具説明」、「保健教育」などです。

「ぬいぐるみ診察」では、ぬいぐるみを患者
さんに見立て、子ども達はその保護者となり、
医療従事者役の学生と一緒に医療面接から
治療までを体験します。このことは、子ども達
の診察への恐怖心の軽減に、大変効果があ
るとされています。「医療器具説明」では、子
ども達が聴診器や打腱器などの医療器具を
手に取り、実際に使ってみることで、それらの
器具の使用目的や自分の体の不思議を知る
ことができます。「保健教育」では、規則正し
く生活することや健康であることの大切さを、
寸劇やダンス、クイズなどを通してわかりやす
く伝えています。体の中の抗体「コールドバス
ター」がウイルスを倒し、風邪から身を守ると
いう寸劇では、子ども達は「コールドバスター」
の応援に夢中になるだけでなく、風邪をひか
ないための約束もします。手洗い、早寝・早
起き、食事の仕方なども紹介しており、楽し
みながら学べるように、部員全員で工夫して
います。

私たちの大学では、川崎学園の仲間である医
療福祉大学、医療短期大学が近くにあり、そ
の保健看護学科、医療保育科の学生とも一
緒に活動しています。子ども達に、医療によ
り親しみを持ってもらえるように、専門が異な
る学科の学生同士が、それぞれ知恵を出し合っ
ています。
川崎医科大学「ぬいぐるみ病院」は、子ども
達が明るく元気に過ごすことを願って、これか
らも、地域の幼稚園や保育園、子ども会など
で、子ども達に健康を伝えていきます！！

子どもの味方！！ぬいぐるみ病院！！
川崎医科大学　ぬいぐるみ病院
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学生医療研究会は今年で14年目を迎える順
天堂大学のクラブです。「自由に学び、共有し、
さらに学びを深める」をコンセプトとし、①知
見を広める②学びを深める③学びを共有する
④発信する力をつける、を目標に活動してい
ます。
以前は20名程度だった部員も現在は67名に
まで増え、大所帯となりました。
活動内容としては、外部の勉強会・ワーク
ショップ（以下、WS）・実習・施設見学などに、
部員各々が自由に参加し、学んだ内容を他の
部員にシェアするというものです。
基本的な活動は、週１回の昼休みに行うラン
チタイムミーティングなので、負担も大きくは
なく、兼部している部員も多くいます。その他、
顧問の先生やOBをお呼びしての年２回の報
告会、年度ごとの活動報告書の作成を行って
います。
扱うテーマは、救急・東洋医学・家庭医療・
基礎研究・公衆衛生・小児・法医学・キャリ

アパス・USMLE・留学など、多岐にわたりま
す。部活動を通して、自らがこれまで全く知ら
なかった、または関心が無かったトピックを身
近な学生から聞くことで、見聞を広めること
ができます。また、他人に教えることを通して
自らの学びを深めることができ、更にフィード
バックの機会を設けることでプレゼンテーショ
ン能力の向上も目指しています。
これまでクラブに所属した先輩方には、勉強
会を紹介していただいたり、プレゼンテーショ
ンの技法を指導していただいたりと大変お世
話になりました。現在、私個人としては、家
庭医療や公衆衛生、東洋医学といったトピッ
クを中心に活動しています。私も先輩方と同
様に、自分が得たノウハウや情報を後輩に伝
えたいと思っています。
また、現時点では試行段階ですが、ディスカッ
ション、WS形式の学習方法の導入も検討し
ています。改善は見られるもののまだ一方向
的な講義形式が主流である大学教育のなか

では、自ら考え自分の意見を述べることが大
切です。勉強会を自ら気軽に開けるようにする
ことで、発信する経験を積むことができる環
境づくりを進めていきたいと思います。
学生医療研究会は、外部イベントへの参加、
WSの開催を通して、他大学の学生との交流
も積極的に行っています。活動に興味のある
方は、Facebookで「学生医療研究会」を検
索してみてください。
文責：学生医療研究会　主将　河野 智考

自由に学び、共有し、さらに学びを深める
順天堂大学　学生医療研究会
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私たちは研修医・医学生がロールモデルを見
つけ、専門科を決めるためのきっかけ、そして、
将来まで続くつながりを作る場を提供するこ
とを目的に、勉強会の開催やWEB上での情
報発信を行っている団体です。
これまでに「総合内科」「救急」「放射線」「グ
ローバルキャリア」をテーマに勉強会を開催
してきました。

「総合内科」ではNHK「総合診療医ドクターG」
でもおなじみの徳田安春先生と、卒後４～５
年目の先生方をお招きし、ご自身の経験を踏
まえながら、多臓器に病気を抱える高齢者が
増える日本における、総合的アプローチの必
要性についてご講演いただきました。

「救急」の講師は福井大学総合診療部の林
寛之先生。日常診療にも役立つユーモア溢
れる臨床推論の講義と共に、「日本の救急を
支えるのは若手医師である」というメッセージ
をいただきました。

「放射線」ではMRIのDWIBS法を開発した

高原太郎先生から、普段なかなか聞くことの
出来ない放射線科の魅力や画像診断の極意
をご講演いただきました。
そして直近では「グローバルキャリア」をテー
マに、緑内障原因遺伝子「ミオシリン」を発
見し、現在はバイオ製薬ベンチャー「アキュセ
ラ」のCEOである窪田良先生から、臨床・研究・
起業と様々なキャリアの変遷を辿るなかでの
ご経験を踏まえ、「世界に通用するイノベーティ
ブな医師になるために」と題してお話しいただ
きました。
このように医療界でご活躍中の著名な先生方
から、ご自身の経験を踏まえた科の魅力や臨
床に役立つ知識をご講演いただくことで、大
学の授業や実習ではなかなか得られない、「ど
のような医師になりたいかを考えるきっかけを
作る場」を、さらにはご講演いただいた先生
にもご参加いただく懇親会を開催し、「研修医・
医学生間で新たなつながりを作る場」を提供
しています。これからもこのような勉強会を開

催していきますので、ぜひご参加ください！勉
強会情報や勉強会の記事などは、Facebook
グループ「研修医・医学生ネット」にて随時
お知らせしています。
あわせて、この会を一緒に運営する医学生・
研修医を募集しています！様々な層のメンバー
で、どのような講師を呼び、どんなお話を聞き
たいか考えることは、自分たちの将来にとって
もプラスになると思います。お気軽にWEBか
らお問い合わせください！
WEB：http://9oo.jp/kqBVX8

医療系の学生は外部の学生と交流せず自分
の大学に籠もりがちと言われますが、その理
由は、他大生との接し方がわからない、現状
で満足しているから、といったものが多いよ
うに思います。初対面の人同士が一番仲良く
なるための方法として、私たちは「知らない人
同士でキャンプをする」という答えに辿り着き
ました。全員が２日間かけて学びから遊びま
で、全てのことを共に体験することで生まれる
一体感は、他では得られない絆になると確信
しています。今回のキャンプは全ての参加者
が主役です。「つながり」は自分たちで作り上
げて完成させるものであり、「答え」もまだ決
まっていません。２日間、新たな一歩を踏み出
して私たちと全力で学び、楽しみ、「答え」を
探し出しましょう！（全体統括：池上 侃）
100人を超える医療系学生が集まりキャンプ
をする。楽しい思い出作りであってもいいが、
それだけではもったいない。僕たちは楽しさの
なかに価値を創造する。「地域」をテーマに

とことん内容にこだわった企画を開催するの
だ！教科書ではわからない。先生からの言葉
でも実感することができない。「その場所」だ
から感じられるものを感じる。「『地域』を知る

『地域』を創る『地域』で生きる」をコンセプ
トに、日本中の学生が一堂に会し、共に学び、
共に成長し、共に感動する場がこのキャンプ
である。次世代の医療を担う僕らが、キャン
プを通しつながり、地域に出たとき、新しい
価値がそこに生まれる。それがなんであるか
の答えはわからない。その答えは長野にある！

（企画代表：山口 竜太）
このキャンプには、全国からあらゆる団体が
企画に参加しています。それを生かし、全国
の医療系学生のつながりを作っていきます。
学生になったばかりの１年生から、国家試験
勉強に忙しい上級生も、東京の学生も、関西
の学生も、みんなにこのキャンプに参加して
ほしいと思っています。そして、このキャンプ
からいろんなつながりができ、それがどんどん

と広がっていったら嬉しいです。私自身も今回
のキャンプでいろんな地域の人に会えること
が一番の楽しみです。また、長野の自然豊か
な、静かで広い場所で、夜はキャンプファイヤー
も花火も星の観賞もできます。１泊２日、寝る
間も惜しんで全力で楽しみましょう！（広報代
表：吉本 麻美）
日時：2015年５月４～５日
場所：駒ヶ根キャンプセンター

（長野県駒ヶ根市）
WEB：http://9oo.jp/jtvxy8

あなたのロールモデルを見つけよう！
研修医・医学生ネット

答えは長野に聞け。
医療系学生つながりキャンプ
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告知募集 次号掲載申込締め切り：2015 年 7 月 5 日（日）
※掲載を希望される団体の方は、http://doctor-ase.med.or.jp からご連絡下さい。

医学生の交流ひろば

Group

学びを通して縦横のつながりを育む場
大阪どまんなか

三俣診療班は北アルプスの三俣山荘に隣接し
た山岳診療所を運営している団体です。山が
好きな方には、「裏銀座」の鷲羽岳と三俣蓮
華岳の鞍部にある山荘にあると言えばわかり
やすいかもしれません。
診療所では夏季のハイシーズンに１か月ほど
登山者の診療をボランティアで行っています
が、私たち学生は医師や看護師の募集、診
療時の先生方のアシスタントなどの運営補助
を行っています。
最初は岡山大学の部として発足し、昨年50
周年を迎えました。香川大学では14年前に
部が立ち上げられ、以後、岡山大学と合同で
診療活動にあたるようになりました。
山岳診療所といっても、イメージがすぐに沸く
方はほとんどおられないのではないでしょうか。
私自身としては、Dr.コトー診療所の山版みた
いなものだと勝手に思っています。こんなこと
を言うと診療活動に携わっておられる先生方
には怒られてしまいそうですが。ただ、Dr.コトー

と大きく違う点は、そこに定住している患者さ
んはおらず、救急患者さんしかいないというこ
とです。
診療所には毎日多くの患者さんがいらっしゃ
います。虫さされやちょっとしたすり傷の方か
ら、脱水を起こしていたり、重い高山病で点
滴や酸素吸入が必要になっていたり、さらに
は落石や山道から落ちてひどい外傷を受けて
しまった登山者が運ばれてくることもあります。
しかしながら、診療所にはCTやMRIはもち
ろん、レントゲンもありません。生化学検査
もできません。あるのは数十種類の薬剤や創
傷被覆材と滅菌済みの簡単な外科処置用鋼
製小物、酸素ボンベだけです。そんな環境の
なかで、適切な応急処置を行い、登山を続行
できるのか、または自力で下山してもらうのか、
ヘリを呼んで下山してもらうのかを判断しなけ
ればなりません。
何十年もの間、毎年続けて診療活動に携わっ
ていただいているある先生は、「ここには医療

の原点がある」とおっしゃっていました。私も
医師として診療所に立つときにはそう思えるの
でしょうか。
診療班では活動に参加いただける医師・看護
師を募集しています。興味を持っていただける
方がいらっしゃいましたら、気軽に以下の三
俣診療班のホームページから、ご連絡をお願
いいたします。
WEB: http://bit.ly/1ND2Ocr
文責：香川大学三俣診療班　部長　
香西 勝平

山岳診療所には医療の原点がある
岡山大学・香川大学・北アルプス三俣診療班

Event

こんにちは。東大医学部医学科３年の高野隼
と申します。この場をお借りして、平成27年
５月16日（土）、17日（日）に東京大学本郷キャ
ンパス医学部本館にて開催されます、医学部
４年生五月祭企画（通称M2企画）について
のご案内をさせていただきます。
五月祭（ごがつさい）とは、毎年５月中旬頃
に東京大学本郷キャンパスにて行われる、東
京大学の文化祭です。例年、２日間での来場
者数は10万人を越えており、全国でも屈指
の学園祭となっています。その五月祭に毎年、
本学医学部医学科４年生の学生が中心となっ
て医学部企画を出展しております。今回はこ
の医学部企画の概要とその魅力について、簡
単に書かせていただきます。
今年度の医学部４年生五月祭企画のスローガ
ンは「メディノミクス～三本の医～」です。

「普段あまり触れる機会がないと思われる医
学、そして我々医学部生について、多くの方
に知ってもらいたい」というテーマにもとづい

て、来場される皆様に楽しんでいただけるよう、
多数の企画をご用意しております。少しだけで
すが、企画の内容をいくつか紹介させていた
だきます。
展示・体験企画では、昨年好評をいただいた
手洗いチェックや、医療機器の操作体験、東
大形成外科の誇るマイクロサージャリ―技術
の疑似体験など、実際に見て、触れて、体験
できる企画を多数揃えております。また毎年
大行列のできる、血圧測定、骨密度測定も引
き続き行います。
また、石浦章一先生、加藤俊徳先生の講演
会や学生の日常を描いた映画の上映、学生に
よる講演会やパネルディスカッションも行われ
ます。
さらに、医学部生によるサークル、通称鉄門
サークルによる展示や演奏会なども催されま
す。具体的には鉄門美術部による絵画の展
示、鉄門ピアノの会と鉄門室内楽の会による
演奏、鉄門手話の会によるミニ手話講座など

です。ご来場いただいた方には、医学部生の
ことが身近に感じられるはずです。
会場では、M2企画がさらに楽しくなるオリジ
ナル冊子を無料でお配りいたします。この冊
子では各企画について医学的な説明を交えな
がら、わかりやすく解説しております。また医
学部生のアンケートコーナーや医学部の生活
に関する学生談など、多彩なコンテンツを用
意しております。
その他にも、ケーキとドリンクをお楽しみい
ただけるカフェ、白衣での記念写真コーナー、
オリジナルグッズ販売もございます。カフェで
は現役医学部生有志によるミニコンサートも
行われる予定です。
このように本年度の東大五月祭医学部企画は
多彩な企画を取り揃えており、ご来場いただ
く皆様に満足していただけること間違いなしで
す。５月16、17日は是非、医学部企画にお
越しください。皆様のご来場を心よりお待ちし
ております。

第 88 回東大五月祭　医学部４年生企画
東京大学医学部医学科４年生

Event

あなたは「家庭医療」を知っていますか？
今年で第27回を迎える当セミナーは「家庭
医療について学び、気軽に情報交換でき、
将来を考える場所」として、全国の医療系
学生250名と家庭医療・総合診療に携わる
100名を超える先生方が集まるセミナーです。
今年のテーマは、「～繋ぐ、紡ぐ、続く、継ぐ
～ブルーシート（４糸）での出会いを」です。
全国から集まる仲間たちとブルーシートの上
で膝を突き合わせ、学年も職種も地域も超
えて、共に家庭医療や多職種連携について
熱く学び語り合いましょう！

【こんなあなたは絶対参加！】
・家庭医療ってなに？
・全国の仲間と出会いたい！
・地域医療や多職種連携に
  興味がある！
・ジェネラリストの先生と
   語り合いたい！
・夏休みの思い出を作りたい！

【このイベントの魅力】
・学生、研修医、ジェネラリストが集結！
・先生方との距離がとっても近い！
・湯河原の露天風呂に懇親会での語り合い
など、絆が深まる機会がたくさん！ 
日程：2015年８月１日（土）～３日（月）
場所：ニューウェルシティ湯河原 
定員：250名（研修医枠30名）
対象：医学生、医療系学生、研修医（原則
５年目まで）
申込：５月25日（月）WEB受付開始
WEB：http://9oo.jp/bknzRS　　
Mail：kakiseminar.smile@gmail.com

第 27 回学生・研修医のための家庭医療学夏期セミナー
日本プライマリ・ケア連合学会　学生・研修医部会

Group

私たち金沢医科大学学友会健康推進委
員会（以下AIR）は、地域ボランティア
活動を主として行っている団体です。本学
は医学部・看護学部で編成されている小
規模大学です。そのため学内の雰囲気が
とてもアットホームで、学生同士、学生と
教員の距離が近いのが特徴です。AIRは、
ボランティア活動を通じて、近隣地域住
民を対象に健康推進活動を継続して実施
しています。
活動内容は、①近隣幼稚園を対象とし
て、ぬいぐるみを用いて正しい手洗い及び
うがいを教える健康教育、②大学病院小
児病棟での院内家庭教師活動、③近隣
小中学校での喫煙防止及び薬物濫用防
止教育の開催、という３本の柱で構成さ
れています。特に喫煙防止教育は10年間
の継続的な活動が認められ、2014年に
北國がん基金より啓発活動部門の表彰を
受けました。このように私たちの活動の多
くは地域の未来を担う子供たちを対象と
し、継続した企画が特徴です。紙芝居や
寸劇、児童も参加するロールプレーを織り
交ぜ、面白くて楽しく印象に残るよう学生
同士が研鑽を積んでいます。根拠のある
医学情報を平易かつ正確に伝えたつもり
が、児童からの素朴な質問に的確に答え
られず、タジタジになることもあり、人に
理解してもらう難しさ、基礎的な医学知識
のうえに立脚した情報の重要性を痛感し、
医学生としての成長の場になっていると感
じています。今後はさらに新しいボランティ
ア活動の予定もあり現在準備を進めてい
ます。今後も地域住民と気さくな交流がで
きる開かれた団体でありたいと思っていま
す。

教えることは
教わること
金沢医科大学　健康推進委員会　AIR

「著名な先生から直接指導を受けたい！」
そんな想いを実現するため、文部科学省事
業の一環として大阪どまんなかが結成されま
した。毎回、教育熱心と噂の先生をお呼び
して参加型の講演形式で行っており、2014
年９月からこれまでに４回、いずれも大盛況
にて終了しています。
大阪どまんなかの特徴は、運営主体が医学
生であることと、全国の医学生ネットワーク
があることです。全国でご活躍されている有
名講師にお越しいただき、知識やスキルを五
感に訴えかける形で伝授してもらい、参加者
全員で共有することで、明日の医療に活かす
というコンセプトです。またワークショップを
通して参加者同士が仲良くなり、全国的な縦
横のつながりを得ることが出来ます。
もともと全国各地に医学生を中心とした総
合診療系の勉強会は存在していました。しか
し今後日本の総合診療全体を学生の立場か
ら盛り立てていくには、それぞれの活動を地

域内で完結させるだけでは十分ではありませ
ん。最近では、各地域で行われている活動
の魅力を活かしつつ、他地域で努力している
人たちとその周辺をも巻き込み、地域間でコ
ラボレーションしていく機運が高まっていま
す。おかげ様で大阪どまんなかは、いま全
国の医療学生の間で注目をしていただいてい
るようです。もしご興味を持ってくださった方
がいらっしゃいましたら、大阪どまんなかの
Facebookページをご覧くださいませ。会場
にて皆様とお会いできますことを心よりお待
ち申し上げております。
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に
配
慮
し
な
が
ら
、
知

識
を
軸
に
私
た
ち
ス
タ
ッ
フ
の
経
験

や
想
い
を
お
話
し
し
て
い
ま
す
。

金
：
団
体
の
責
任
者
と
し
て
活
動
に

悩
ん
だ
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

山
：
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
振
る
舞
い

方
に
悩
ん
だ
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

人
を
引
っ
張
っ
て
い
く
カ
リ
ス
マ
に

も
憧
れ
ま
し
た
が
、
私
は
そ
う
い
う

タ
イ
プ
で
は
な
い
。
け
れ
ど
活
動
を

す
る
な
か
で
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に

は
様
々
な
形
が
あ
る
と
思
う
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
自
分
は
先
導
役
で
な

く
最
後
尾
で
見
守
る
役
。
個
々
の
想

い
を
重
ね
、
組
織
の
方
向
性
を
分
か

ち
合
う
場
を
作
る
こ
と
に
専
念
す
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
私
は
引
退
し

ま
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
後
輩
が
さ

ら
に
素
敵
な
Ｓ
Ｃ
Ｏ
Ｒ
Ａ
を
築
い
て

い
っ
て
く
れ
る
と
思
い
ま
す
。

interviewee

山田 舞耶
interviewer

金 美希

各
方
面
で
活
躍
す
る
医
学
生
の
素
顔
を
、

同
じ
医
学
生
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
が
描
き
出
し
ま
す
。

No.6

今回、私の最も尊敬している先輩と対談させていた
だく機会をいただき、心から感謝しております。先輩
の想いを受け継いで、今後の IFMSAを引っ張って
いけるような存在になりたいと思っています。

IFMSA-Japan の構成組織「SCORA」の元責任
者。性に関する意識の向上やセクシャルマイノリ
ティへの社会的理解の向上を目指して活動してき
た。「IFMSAには様 な々考え方をもった人がいます。
今まで気付かなかったものを発見できる場となるは
ず。私たちと一緒に活動してみませんか？」

金 美希（東京女子医科大学３年）

山田 舞耶（東京女子医科大学５年）

profile

profile

interviewee

山田 舞耶
interviewer

金 美希
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