


医
療
連
携
の
実
務
に
携
わ
る

︱
︱
先
生
は
県
立
病
院
の
病
理
医
と

し
て
働
く
一
方
、
医
療
連
携
科
の
部

長
を
務
め
て
い
る
そ
う
で
す
ね
。
そ

も
そ
も
医
療
連
携
と
は
ど
う
い
う
も

の
で
、
な
ぜ
必
要
な
の
で
す
か
？

木
佐
貫
︵
以
下
、
木
︶:
地
域
医
療

に
お
い
て
、
当
院
の
よ
う
な
中
核

病
院
に
は
二
つ
の
使
命
が
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
、
か
か
り
つ
け
医
が
対
応
で

き
な
い
検
査
や
治
療
を
必
要
と
す
る

患
者
さ
ん
を
受
け
入
れ
る
こ
と
。
も

う
一
つ
は
、
当
院
を
退
院
し
た
後
に

患
者
さ
ん
が
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら

せ
る
よ
う
、
か
か
り
つ
け
医
や
訪
問

看
護
サ
ー
ビ
ス
な
ど
に
引
き
継
ぎ
を

す
る
こ
と
。
医
療
連
携
と
は
主
に
こ

の
二
つ
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。
医
療

連
携
を
ス
ム
ー
ズ
に
で
き
れ
ば
、
医

療
や
介
護
が
必
要
な
人
で
も
安
心
し

て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
地
域
づ
く

り
、
す
な
わ
ち
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス

テ
ム
の
構
築
に
つ
な
が
る
の
で
す
。

︱
︱
通
常
で
は
看
護
師
や
ケ
ア
ワ
ー

カ
ー
が
医
療
連
携
の
実
務
に
携
わ
る

こ
と
が
多
く
、
医
師
が
実
務
に
関
わ

っ
て
い
る
例
は
珍
し
い
と
思
い
ま
す
。

大
学
病
院
や
県
立
病
院
で
勤
務
医
と

し
て
キ
ャ
リ
ア
を
積
ん
で
こ
ら
れ
た

先
生
が
、
な
ぜ
医
療
連
携
に
携
わ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
か
？

木
:
き
っ
か
け
は
16
年
前
、
私
が
南

那
珂
医
師
会
の
理
事
に
な
っ
た
こ
と

で
し
た
。
当
院
か
ら
医
師
会
の
理

事
を
一
人
出
す
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

私
は
大
学
か
ら
赴
任
し
て
す
ぐ
理
事

に
任
命
さ
れ
た
の
で
す
。

︱
︱
当
時
先
生
は
37
歳
、
理
事
と
し

て
は
若
い
方
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。

木
:
た
ぶ
ん
私
が
一
番
若
か
っ
た
と

思
い
ま
す
。
他
の
理
事
は
、
開
業
し

て
い
る
年
配
の
先
生
ば
か
り
で
し
た
。

た
だ
私
は
父
が
医
師
会
の
役
員
を
や

っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
特
に
抵
抗

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
理
事
に
な

っ
て
か
ら
は
、
月
１
回
の
理
事
会
で

地
域
の
医
療
課
題
や
病
院
・
診
療

所
の
現
状
な
ど
に
つ
い
て
話
し
合
い
、

当
院
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
役
割

を
担
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

︱
︱
そ
の
後
、
病
院
に
連
携
部
門
を

立
ち
上
げ
る
際
に
も
、
先
生
が
担
当

と
な
っ
た
の
で
す
ね
。

木
:
は
い
。
理
事
に
な
っ
て
２
年
経

っ
た
と
き
、
当
院
が
病
院
機
能
評
価

を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
が
、

審
査
結
果
で
「
地
域
に
貢
献
す
る
病

院
と
謳
い
な
が
ら
、
退
院
後
の
連
携

が
で
き
て
い
な
い
」
と
指
摘
さ
れ
ま

し
た
。
そ
こ
で
、
院
長
が
連
携
部
門

を
立
ち
上
げ
る
こ
と
を
決
め
、
私
が

担
当
に
な
り
ま
し
た
。
当
院
を
退
院

し
た
患
者
は
概
ね
開
業
医
が
診
ま
す

か
ら
、
連
携
部
門
に
は
、
医
師
会
理

事
と
し
て
開
業
医
と
関
わ
り
の
あ
っ

た
私
が
適
任
と
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

開
業
医
と
の
間
を
つ
な
ぐ

︱
︱
開
業
医
の
先
生
と
の
連
携
は
、

ス
ム
ー
ズ
に
で
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

木
:
い
い
え
、
当
初
は
開
業
医
の
先

生
か
ら
、
当
院
へ
の
不
満
を
た
く

さ
ん
頂
き
ま
し
た
ね
。
特
に
多
か

っ
た
の
は
、
救
急
の
受
け
入
れ
を
断

ら
れ
た
と
い
う
声
で
し
た
。
で
す
が
、

そ
の
時
の
状
況
を
詳
し
く
調
べ
る

と
、
誤
解
が
あ
る
場
合
も
少
な
く
な

い
と
わ
か
っ
て
き
た
ん
で
す
。
例
え

ば
、
救
急
の
受
け
入
れ
が
重
な
っ
た

際
、
当
院
は
「
ど
う
し
て
も
人
手
が

足
り
な
い
か
ら
他
を
当
た
っ
て
み
て

ほ
し
い
、
そ
れ
で
も
無
理
な
ら
受
け

入
れ
る
」
と
伝
え
て
い
た
つ
も
り
が
、

開
業
医
の
先
生
に
は
「
断
っ
た
」
と

だ
け
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
。
開
業
医
の
先
生
も
後
か
ら
聞

い
た
ら
納
得
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
こ

の
例
に
限
ら
ず
、
片
方
が
１
０
０
％

悪
い
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り

ま
せ
ん
。
だ
か
ら
私
は
、
開
業
医
と

当
院
の
間
に
入
り
、
関
係
を
つ
な
い

で
い
か
な
け
れ
ば
と
感
じ
た
の
で
す
。

理
事
会
で
開
業
医
の
先
生
か
ら
頂
い

た
指
摘
を
当
院
に
持
ち
帰
り
、
当
院

で
出
た
意
見
を
ま
た
理
事
会
で
発
言

す
る
こ
と
を
繰
り
返
し
、
少
し
ず
つ

開
業
医
の
先
生
方
か
ら
の
信
頼
を
得

て
き
ま
し
た
。
近
年
で
は
、
日
曜
・

祝
日
し
か
開
い
て
い
な
か
っ
た
日
南

市
運
営
の
初
期
夜
間
急
病
セ
ン
タ
ー

が
、
開
業
医
の
先
生
方
の
努
力
で
毎

日
運
用
と
な
り
、
初
期
救
急
対
応
し

て
く
だ
さ
る
こ
と
で
、
間
接
的
に
当

院
の
救
急
体
制
を
支
援
し
て
く
だ
さ

る
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。

地
域
の
医
療
レ
ベ
ル
を
上
げ
る

︱
︱
さ
ら
に
先
生
は
、
地
域
の
医
療
・

福
祉
・
介
護
専
門
職
へ
の
研
修
に
も

力
を
入
れ
て
い
る
そ
う
で
す
ね
。

木
:
は
い
。
当
院
は
、
地
域
か
ら
患

者
を
受
け
入
れ
る
と
同
時
に
、
地
域

に
患
者
を
帰
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
地
域
の
医
療
や
介
護
に

携
わ
る
多
職
種
向
け
に
教
育
を
行
う

こ
と
で
、
地
域
全
体
の
医
療
の
質
の

向
上
を
図
る
こ
と
も
、
連
携
部
門
の

役
割
の
一
つ
で
す
。
そ
う
し
た
考
え

の
も
と
、
当
院
で
は
地
域
の
医
療
・

福
祉
・
介
護
専
門
職
が
誰
で
も
参

加
で
き
る
、
様
々
な
研
修
を
主
催
し

て
い
ま
す
。
近
年
で
は
、
医
療
連
携

科
が
主
体
と
し
て
関
わ
ら
な
く
て
も
、

認
知
症
や
嚥
下
、
栄
養
な
ど
に
関
す

る
勉
強
会
が
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て

医
療
・
福
祉
・
介
護
専
門
職
の
信
頼

関
係
が
深
ま
れ
ば
、
よ
り
良
い
医
療

が
提
供
で
き
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

医
師
は
地
域
全
体
の
医
療
を
担
う

︱
︱
こ
れ
か
ら
医
師
に
な
る
医
学
生

に
一
言
お
願
い
し
ま
す
。

木
:
今
の
時
代
、
地
域
全
体
で
住
民

の
健
康
を
支
え
る
た
め
、
医
療
連
携

の
考
え
方
は
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
れ
に
伴
い
、
専
門
性

の
高
い
医
師
だ
け
で
な
く
、
多
職
種

と
連
携
し
な
が
ら
退
院
調
整
を
し
た

り
、
訪
問
診
療
を
し
た
り
す
る
こ
と

が
で
き
る
、
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
な
医
師
の

必
要
性
も
増
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
か

ら
の
医
師
に
は
、
一
人
で
何
で
も
決

め
る
の
で
は
な
く
、
時
に
は
任
せ
る

こ
と
な
ど
で
多
職
種
の
力
を
う
ま
く

引
き
出
し
て
い
き
、
地
域
全
体
の
医

療
を
向
上
さ
せ
て
い
く
意
識
を
常
に

持
っ
て
い
て
ほ
し
い
で
す
。

What I’m made from

↑

木佐貫 篤

地域の開業医や多職種と連携し、
地域全体の医療のレベルを向上させる
取りまとめ役

木佐貫 篤
宮崎県立日南病院　
医療管理部・医療連携科　部長

Atsushi Kisanuki

1987年宮崎医科大学（現・宮崎大学医
学部）卒業。1991年同大学大学院（細
胞器官系）修了。2000年、宮崎県立日
南病院臨床検査科医長、南那珂医師
会理事。2003 年より医療連携の実務
に携わり、日南病院と地域の開業医と
の連携や、地域の医療従事者全体を対
象とした研修会、医療連携の実務者間
の交流会など様々な取り組みを行って
いる。
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今
日
は
、
患
者
さ
ん
と
医
師
の
よ
り
良
い
関

係
に
つ
い
て
、
一
緒
に
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

患
者
の
石
田
さ
ん
は
62
歳
。
ス
テ
ー
ジ
Ⅰ
の

肺
が
ん
の
告
知
を
受
け
、
医
師
の
川
上
先

生
か
ら
今
後
の
治
療
に
つ
い
て
の
説
明
を
受

こ
こ
は
市
立

△
△
病
院

診
察
室
を

覗
い
て
み
よ
う

は
い
！

山口 直人
先生

鈴木 優一
医学部２年

桐生 麗
医学部 4年

桐
生
麗

（
医
学
部
４
年
）

た
く
さ
ん
の
患
者
さ
ん
の

命
を
救
え
る
医
師
に
な
り
た
い
！

鈴
木
優
一

（
医
学
部
２
年
）

患
者
さ
ん
に
寄
り
添
え
る
医
師
に

な
り
た
い
！

山
口
直
人
先
生

（
医
師
）

日
本
医
療
機
能
評
価
機
構　

執
行
理
事

東
京
女
子
医
科
大
学　

教
授

い
や
、

手
術
は
受
け
た
く

な
い
ん
だ
よ

え
…
？

手術を
拒否する患者

診
察
室
で
、
患
者
と
医
師
は
、
ど
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か

ー
。

上のマンガのシーンを見ながら
読み解いていきましょう！

● ● 患者と医師の関係を考える

け
て
い
ま
す
。
ど
う
や
ら
、
石
田
さ
ん
は
手

術
を
受
け
た
く
な
い
と
言
っ
て
い
る
よ
う
で
、

川
上
先
生
は
困
惑
し
て
い
ま
す
ね
。

ま
ず
、
こ
の
状
況
を
見
て
、
お
二
人
は
ど
う

思
い
ま
す
か
？

ど
う
考
え
て
も
手
術
す
べ
き
で
す
よ
ね
。
ス

テ
ー
ジ
Ⅰ
な
の
で
、
ち
ゃ
ん
と
医
学
的
な
説

明
を
す
れ
ば
、
理
解
し
て
治
療
に
取
り
組
ん

で
も
ら
え
る
と
思
い
ま
す
。
な
ん
と
か
し
て

説
得
す
べ
き
で
す
よ
。

で
も
、
今
は
「
患
者
中
心
の
医
療
」
が
大
事

だ
と
言
わ
れ
ま
す
よ
ね
。
患
者
さ
ん
が
「
手

術
は
受
け
た
く
な
い
」
と
お
っ
し
ゃ
る
な
ら
、

そ
の
意
思
を
尊
重
し
て
、
手
術
を
選
択
肢
か

ら
外
し
た
方
が
良
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
？

い
や
い
や
、
医
師
と
し
て
そ
れ
は
な
い
で

し
ょ
う
。
石
田
さ
ん
は
知
識
が
な
い
だ
け
な

ん
だ
か
ら
、
説
明
す
れ
ば
わ
か
っ
て
も
ら
え

る
は
ず
だ
よ
。
医
師
は
専
門
職
と
し
て
、
患

者
さ
ん
を
正
し
い
方
向
に
導
か
な
い
と
。

そ
れ
も
一
理
あ
る
と
は
思
い
ま
す
が
…
。

二
人
の
間
で
も
、
意
見
が
割
れ
て
い
る
よ
う

で
す
ね
。

ど
う
し
て

で
す
か
…

が
ん
っ
て
ど
う
せ

死
ぬ
ん
だ
ろ
？

オ
ヤ
ジ
は
肺
を

手
術
し
て
、

苦
し
ん
で
死
ん
だ
ん
だ　

手
術
は
嫌
だ
よ

石
田
さ
ん

待
っ
て
く
だ
さ
い

今
の
大
き
さ
な
ら
、

う
ち
の
手
術

成
績
だ
と
…

い
や
い
や
、

も
う
決
め
て
る

ん
だ
よ

両
親
と
も
が
ん
だ
っ
た　

が
ん
と
無
駄
な
闘
い
は
、

し
た
く
な
い
ん
だ
よ

川上 哲郎
医師
卒後３年目

石田 源
62歳
肺がん
ステージⅠ

患者さんに
治療方針を
説明中

手
術
す
れ
ば

治
せ
る
の
に
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患者・医師間の
情報格差

石
田
さ
ん
、

よ
く
聞
い
て
く
だ
さ
い

石
田
さ
ん
の

が
ん
は
、

ま
だ
ス
テ
ー
ジ
Ⅰ

な
ん
で
す

石
田
さ
ん
の

が
ん
細
胞
は
、

扁
平
上
皮
が
ん

と
言
っ
て
、
手
術
が

で
き
る
が
ん
で
し
た

先
日
行
っ
た

P
E
T
検
査
で
も
、

離
れ
た
リ
ン
パ
節
の

転
移
は

見
ら
れ
ま
せ
ん

こ
う
い
う
場
合
に
は
、

手
術
で
取
っ
て
し
ま
う

こ
と
で
根
治

で
き
る
ん
で
す

最
近
は
胸
腔
鏡
手
術
と

い
う
方
法
が
あ
っ
て
、

胸
部
を
全
部
開
く

の
で
は
な
く
、

小
さ
な

穴
を

い
く

つ
か

開
け
て
、

そ
こ
か
ら

カ
メ
ラ
や

器
具
を
入
れ
て
肺
の

一
部
を
取
り
出
す

こ
と
が
で
き
ま
す

通
常
は
輸
血
も
必
要
な

い
で
す
し
、
手
術
時
間

は
３
時
間

く
ら
い

で
済
む

と
思

い
ま
す

手
術
の
後
は
、
飲

み
薬
の
抗
が
ん
剤

を
使
う
と
、
さ
ら

に
死
亡
リ
ス
ク
が

減
り
ま
す

副
作
用
に

つ
い
て
も
、

吐
き
気
ど
め

な
ど
を

使
え
ば
あ
る

程
度
抑
え
ら
れ
る

は
ず
で
す

医
学
的
な
説
明
っ
て
難
し
い
…
。
私
た
ち
が

日
頃
使
っ
て
い
る
言
葉
が
、
患
者
さ
ん
に
当

た
り
前
に
伝
わ
る
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。

医
師
の
使
う
言
葉
が
、
患
者
さ
ん
に
「
訳
が

わ
か
ら
な
い
」
「
怖
い
」
と
い
っ
た
印
象
を

与
え
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
ん
だ
な
、
と
思

い
ま
し
た
。
は
た
か
ら
見
れ
ば
す
れ
違
っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
が
、
僕
も
い
ざ
説

明
す
る
立
場
に
な
っ
た
ら
、
川
上
先
生
の
よ

う
に
専
門
的
な
言
葉
を
た
く
さ
ん
使
っ
て
し

ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
に
し
て
も
、
ど
う
考
え
て
も
手
術
し

た
方
が
良
い
状
態
な
の
に
、
明
ら
か
に
怪
し

い
本
を
持
ち
だ
し
て
「
手
術
は
嫌
だ
」
っ
て

言
い
張
ら
れ
た
ら
、
ど
う
し
た
ら
い
い
ん
で

こ
ち
ら
の
同
意
書
で

す
が
、
今
の
説
明
を

ご
理
解
の
う
え
、

サ
イ
ン
を
頂
け
ま
す
か

ご
説
明
し
た
通
り
、

石
田
さ
ん
の
が
ん
は

手
術
で

治
せ
る
ん
で
す
！

先
生
、

俺
難
し
い
こ
と
は

わ
か
ん
ね
え
よ

手
術
し
な
い
で
、

ど
う
に
か
な
ん
な

い
の
か
な
？

で
す
か
ら
、
さ
っ
き

お
話
し
し
た
通
り
…

あ
っ
、
そ
う
そ
う

こ
な
い
だ
本
屋
で
見
つ
け
た

ん
だ
け
ど
さ

し
ょ
う
か
。
川
上
先
生
も
、
石
田
さ
ん
の
た

め
を
思
っ
て
言
っ
て
い
る
の
に
…
。

そ
う
で
す
ね
。
川
上
先
生
は
、
今
後
の
治

療
に
つ
い
て
、
医
学
的
な
知
識
に
基
づ
い
て

詳
し
く
説
明
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
に
と
っ

て
は
、
理
解
で
き
る
し
、
納
得
の
い
く
も
の

で
す
よ
ね
。
し
か
し
石
田
さ
ん
に
と
っ
て
は
、

若
い
医
師
が
難
し
い
言
葉
で
話
す
よ
く
わ
か

ら
な
い
説
明
よ
り
も
、
有
名
な
人
の
書
い
た

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
の
内
容
の
方
を
信
じ
た
く
な

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

確
か
に
、
僕
だ
っ
て
自
分
が
詳
し
く
な
い
分

野
に
つ
い
て
は
、
有
名
な
人
が
書
い
た
わ
か

り
や
す
い
本
を
信
じ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

二
人
と
も
、
医
学
部
の
勉
強
は
覚
え
る
こ
と

が
多
く
て
大
変
じ
ゃ
な
い
で
す
か
？　

医
師

は
、
医
学
部
の
６
年
間
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の

先
も
ず
っ
と
学
び
続
け
ま
す
。
そ
ん
な
医
師

と
患
者
さ
ん
と
の
間
で
は
、
持
っ
て
い
る
知

識
の
質
や
情
報
の
量
に
差
が
あ
る
の
は
当
た

り
前
の
こ
と
で
す
よ
ね
。

言
わ
れ
て
み
れ
ば
そ
う
で
す
ね
…
。
で
も
そ

れ
な
ら
、
い
っ
た
い
ど
う
し
た
ら
う
ま
く
医

学
的
な
説
明
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
？

● ● 患者と医師の関係を考える
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協働的意思決定を
行うということ

ど
っ
こ
い
し
ょ

ち
ょ
っ
と

失
礼

石
田
さ
ん
、

ち
ょ
っ
と

お
話
を

伺
え
ま
す

か
？

石
田
さ
ん
は
、
何
が

不
安
な
ん
で
す
か
？

こ
う
い
う
本
を

こ
う
い
う
本
を

鵜
呑
み
に

鵜
呑
み
に

し
な
い
で

し
な
い
で

ほ
し
い
な
ぁ

ほ
し
い
な
ぁ
……

不
安
っ
つ
ー
か
、

怖
い
わ
け
じ
ゃ

ね
え
ん
だ
け
ど

川
上
先
生
の
思
い
と
石
田
さ
ん
の
思
い
が
完

全
に
す
れ
違
っ
て
い
た
の
で
、
ち
ょ
っ
と
会

話
に
割
り
込
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。

び
っ
く
り
し
た
ー
。

で
も
、
山
口
先
生
が
話
を
聴
こ
う
と
い
う
姿

勢
で
入
っ
て
い
っ
た
だ
け
で
、
患
者
さ
ん
の

表
情
が
す
っ
か
り
変
わ
り
ま
し
た
ね
。

見
て
い
て
、
自
分
は
石
田
さ
ん
の
気
持
ち
を

考
え
て
い
な
か
っ
た
ん
だ
な
、
と
痛
感
し
ま

し
た
。
ど
う
や
っ
た
ら
手
術
を
す
る
こ
と
に

同
意
し
て
も
ら
え
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
頭

が
い
っ
ぱ
い
で
し
た
…
。

こ
う
い
う
本
に

書
い
て
あ
る

こ
と
は

で
す
ね
ぇ
…

親
父
は
肺
が
ん
で
、

手
術
し
て
抗
が
ん
剤
や
っ
て

痩
せ
こ
け
て
、

痛
が
っ
て
、

吐
き
ま
く
っ
て
、

俺
は
あ
ん
な
死
に
方

だ
け
は
嫌
な
ん
だ

わ
か
り
ま
し
た

そ
の
お
気
持
ち
を

大
事
に
し
な
が
ら

考
え
ま
し
ょ
う

治
療
の
こ
と
も

生
活
の
こ
と
も

石
田
さ
ん
の

気
持
ち
を
第
一
に
、

一
緒
に
考
え
て

い
き
ま
す
か
ら

髪
は
抜
け
て
、

金
も
か
か
っ
て
―
―

「
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
」
が
大

事
だ
と
教
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
か
え
っ
て

「
な
ん
と
か
こ
ち
ら
が
考
え
て
い
る
治
療
方

針
に
同
意
し
て
も
ら
お
う
」
と
い
う
こ
と
ば

か
り
考
え
て
し
ま
う
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

良
い
気
づ
き
で
す
ね
。
「
イ
ン
フ
ォ
ー
ム

ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
」
を
得
る
と
い
う
こ
と
が
、

形
式
だ
け
に
な
っ
て
は
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。

私
は
、
一
刻
を
争
う
場
合
を
除
け
ば
、
患
者

さ
ん
と
医
師
が
話
し
合
い
な
が
ら
、
共
に
治

療
方
針
を
決
め
て
い
く
こ
と
、
す
な
わ
ち

「
シ
ェ
ア
ー
ド
・
デ
ィ
シ
ジ
ョ
ン
・
メ
イ
キ

ン
グ
」
が
大
事
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

日
本
語
に
す
る
と
、
「
共
有
さ
れ
た
意
思
決

定
」
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
？

私
た
ち
こ
の
分
野
の
専
門
家
は
、
「
協
働
的

意
思
決
定
」
と
訳
す
こ
と
が
多
い
で
す
ね
。

専
門
知
識
を
持
ち
、
患
者
さ
ん
の
身
体
に
起

き
て
い
る
こ
と
を
客
観
的
に
ア
セ
ス
メ
ン
ト

す
る
能
力
を
持
つ
医
師
と
、
様
々
な
生
活
背

景
や
価
値
観
を
持
ち
、
治
療
の
結
果
を
引
き

受
け
て
い
く
こ
と
に
な
る
患
者
さ
ん
の
両
方

が
参
加
す
る
形
で
、
治
療
法
を
決
め
て
い
こ

う
と
い
う
考
え
方
で
す
。

そ
う
い
う
考
え
方
を
持
っ
て
接
す
れ
ば
、
患

者
さ
ん
も
自
分
の
思
い
を
伝
え
や
す
く
な
る

ん
で
す
ね
。

● ● 患者と医師の関係を考える
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診療
ガイドラインを
活用しよう

診
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、

多
く
の
人
が
関
わ
っ
て　

信
頼
で
き
る
研
究
結
果
を

ま
と
め
て
い
る
ん
で
す

今
は
い
ろ
ん
な
治
療
が
あ
っ
て
、

様
々
な
本
も
出
て
い
る
の
で
、

何
が
正
し
い
の
か

迷
い
ま
す
よ
ね

診
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す

こ
れ
か
ら
の
こ
と
を

一
緒
に
考
え
る
た
め
に

ま
た
難
し
い

話
か
い
？

確
か
に

横
文
字
で
す
が

患
者
さ
ん
と
一
緒
に

治
療
法
を

考
え
て
い
く
た
め
の

そ
う

何
が
正
し
い
の
か

よ
く
わ
か
ら
ん

肺
が
ん
の

診
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

に
は
、
こ
の
よ
う
に

書
い
て
あ
り
ま
す
よ

診
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
っ
て
初
め
て
聞
き
ま
し

た
。

お
二
人
と
も
、
残
念
な
が
ら
診
療
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
の
こ
と
を
あ
ま
り
知
ら
な
い
み
た
い
で

す
ね
。

診
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
世
界
中
で
行
わ

れ
て
い
る
最
新
の
医
学
研
究
の
成
果
（
エ
ビ

デ
ン
ス
）
を
横
断
的
に
レ
ビ
ュ
ー
し
て
、
益

と
害
の
バ
ラ
ン
ス
、
患
者
の
希
望
・
価
値
観
、

医
療
コ
ス
ト
等
を
考
慮
し
て
、
現
時
点
で
の

「
推
奨
で
き
る
治
療
法
」
を
提
示
す
る
も
の

で
す
。
お
二
人
は
、
世
界
中
で
１
年
に
何
件

く
ら
い
の
エ
ビ
デ
ン
ス
が
出
て
き
て
い
る
か

知
っ
て
い
ま
す
か
？

見
当
も
つ
か
な
い
で
す
…
。

世
界
で
行
わ
れ
て
い
る
臨
床
研
究
の
数
は
、

毎
年
２
万
件
く
ら
い
に
な
る
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
一
つ
の
分
野
・
疾
患
に
絞
っ
て
も
、

か
な
り
の
数
の
エ
ビ
デ
ン
ス
が
出
て
き
て
い

私
た
ち
の

道
し
る
べ
で
す

手
術
・
薬
物
・
放
射
線

の
３
つ
の
治
療
法
が

あ
っ
て

そ
れ
ぞ
れ
に
、良
い
面
（
益
）

と
悪
い
面
（
害
）
が

あ
り
ま
す

俺
の
気
持
ち
が
重
要
っ
て

こ
と
か
…

で
も
、
普
段
考
え
た
こ
と

な
い
か
ら
難
し
い
な

石
田
さ
ん
は
、

何
を
大
事
に
し
た
い

で
す
か
？

相
談
し
な
が
ら

一
緒
に
考
え
て

い
き
ま
し
ょ
う

そ
れ
は
心
強
い
な
！

ま
す
。
そ
う
な
る
と
臨
床
で
働
く
医
師
が
全

て
の
論
文
を
読
み
込
む
こ
と
な
ん
て
、
到
底

で
き
ま
せ
ん
よ
ね
。
で
す
か
ら
、
第
一
線
の

医
療
者
・
研
究
者
が
チ
ー
ム
を
組
ん
で
、
最

新
の
研
究
成
果
に
基
づ
く
「
お
す
す
め
の
治

療
」
を
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
い
う
形
で
提
示
し

て
い
る
ん
で
す
。

そ
ん
な
風
に
作
ら
れ
て
い
た
ん
で
す
ね
。

診
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
は
、
特
に

「
益
」
と
「
害
」
の
バ
ラ
ン
ス
が
重
視
さ
れ

て
い
ま
す
。

「
益
」
と
「
害
」
の
バ
ラ
ン
ス
っ
て
何
で
す

か
？

治
療
に
よ
っ
て
生
じ
る
、
良
い
面
と
悪
い
面

の
こ
と
で
す
。
薬
に
効
能
が
あ
る
と
同
時
に

副
作
用
も
あ
る
よ
う
に
、
様
々
な
治
療
法
に

は
「
益
」
の
側
面
と
「
害
」
の
側
面
が
あ
り

ま
す
。

医
師
は
ど
う
し
て
も
「
治
し
た
い
」
と
い
う

気
持
ち
が
強
い
の
で
、
治
療
の
「
益
」
の
部

分
を
中
心
に
考
え
て
し
ま
い
、
「
害
」
へ
の

意
識
が
不
足
し
が
ち
で
す
。
け
れ
ど
患
者
さ

ん
に
と
っ
て
は
、
副
作
用
を
は
じ
め
と
す
る

「
害
」
の
こ
と
も
気
に
な
り
ま
す
よ
ね
。
治

療
が
始
ま
っ
て
か
ら
「
こ
ん
な
は
ず
で
は
な

か
っ
た
」
と
感
じ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す

る
た
め
に
も
、
医
師
が
「
益
」
と
「
害
」
の

両
方
に
つ
い
て
バ
ラ
ン
ス
よ
く
説
明
し
、
納

得
し
て
い
た
だ
い
た
う
え
で
治
療
方
針
を
決

め
る
こ
と
が
大
事
な
の
で
す
。

● ● 患者と医師の関係を考える
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患者本位の
医療を
目指して

よ
ろ
し
く
頼
む
な

先
生
！

こ
う
い
う

使
い
方
も

あ
る
ん
で
す
ね

…
い
や
ー

俺
も
、
手
術
し
た
方
が

い
い
気
が
し
て
き
た
よ

さ
っ
き
は
、
一
方
的
に
話
し

て
す
み
ま
せ
ん
で
し
た

…
診
療
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
は
知
っ
て

い
ま
し
た
が
、

そ
う

診
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に

書
い
て
あ
る
こ
と
が

唯
一
の
正
解
っ
て

わ
け
じ
ゃ
な
く
て

診
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
活
用
し
て
、

患
者
さ
ん
と
一
緒
に
治
療
方
針
を

考
え
て
い
っ
て
ほ
し
い
ん
で
す

石
田
さ
ん
も
、
手
術
に
つ
い
て
も
考
え
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
み
た
い
で
す
ね
。

診
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
沿
っ
て
説
明
す
る
こ

と
で
、
患
者
さ
ん
と
医
師
が
同
じ
方
向
を
向

い
て
話
し
合
え
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
ね
。

そ
れ
が
伝
わ
れ
ば
私
は
嬉
し
い
で
す
。
診

療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
患
者
さ
ん
と
医
師
が
、

標
準
的
な
治
療
法
を
シ
ェ
ア
で
き
る
よ
う
に

す
る
も
の
な
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
、
患
者
さ
ん
と
私
た
ち
の
信
頼
関
係

を
築
い
て
く
れ
る
ん
で
す
よ
。

信
頼
関
係
、
で
す
か
？

そ
う
で
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
普
及
し
た

現
代
、
医
師
の
仕
事
は
昔
に
比
べ
て
大
変

に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
様
々
な
医
療

情
報
が
あ
ふ
れ
る
な
か
、
石
田
さ
ん
の
よ
う

に
、
目
の
前
の
経
験
の
浅
い
医
師
を
信
頼
で

医
師
に
は
専
門
知
識
や
診
療

経
験
が
あ
り
ま
す
よ
ね

そ
れ
で
は
・
・
・

そ
れ
ら
を
統
合
す
る
こ
と
が
、

診
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

役
割
な
ん
で
す

患
者
さ
ん
と
医
師
が
共
に

最
善
の
医
療
を
目
指
す
う
え
で
、

診
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が

役
に
立
つ
こ
と
を

覚
え
て
お
い
て
く
だ
さ
い

一
方
で
、

患
者
さ
ん
は
そ
れ
ぞ
れ

希
望
や
価
値
観
を

持
っ
て
い
る

き
な
い
と
い
う
患
者
さ
ん
も
少
な
く
な
い
で

し
ょ
う
。
患
者
さ
ん
た
ち
は
、
医
師
と
の
や

り
と
り
の
中
で
、
「
こ
の
先
生
は
信
頼
で
き

る
か
」
を
判
断
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
う
で
す
ね
。
特
に
若
い
う
ち
は
、
最
初
か

ら
信
頼
し
て
も
ら
う
の
は
、
ち
ょ
っ
と
難
し

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
う
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
診
療
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
を
活
用
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
積
み
重
ね
る
必
要
が
あ
る
ん
で
す
。
患

者
・
医
師
間
の
信
頼
関
係
が
ま
だ
未
熟
で

あ
っ
て
も
、
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
こ
と
な
ら

信
頼
で
き
る
」
と
双
方
が
思
え
て
い
れ
ば
、

そ
れ
を
基
盤
と
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
深
ま
っ
て
い
け
ば
、
信
頼

関
係
を
築
い
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
ね
。

な
る
ほ
ど
。
診
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
患
者

さ
ん
と
医
師
が
共
通
の
ゴ
ー
ル
に
向
か
う
道

筋
を
話
し
合
う
た
め
の
、
地
図
の
よ
う
な
も

の
に
思
え
て
き
ま
し
た
。

地
図
と
し
て
使
え
る
か
ど
う
か
は
、
皆
さ

ん
次
第
で
す
。
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
見
せ
て
、

「
こ
の
治
療
法
が
推
奨
さ
れ
て
い
ま
す
」
と

問
答
無
用
で
治
療
方
針
を
決
め
る
の
で
は
、

信
頼
関
係
は
築
け
ま
せ
ん
。
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

を
使
い
な
が
ら
、
患
者
さ
ん
と
一
緒
に
考
え
、

決
め
て
い
く
こ
と
が
大
切
な
ん
だ
と
い
う
こ

と
を
、
忘
れ
な
い
で
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

● ● 患者と医師の関係を考える
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診療ガイドラインは学会や研究会などが作成し、論文や書籍、学会ホームペー

ジなど、様々な媒体に掲載されています。日本医療機能評価機構が運営する

Minds ウェブサイトでは、作成団体や出版社等の協力のもと、様々な疾患の

診療ガイドラインを無料で掲載しています。ぜひ、Minds のウェブサイトに

アクセスしてみてください。

また、スマートフォンやタブレット向けアプリ「Minds モバイル」も提供し

ています。実習中や臨床現場でも、診療ガイドラインを活用してください。

新しい治療法や臨床現場のニーズに応える形で、学会・研究会など

により、科学的に正しい手順を踏みながら作成されます。作成には

中堅の医師が関わることも多いので、皆さんも将来参画することが

あるかもしれません。

最近、ガイドライン作成に市民・患者が参加する動きも始まってい

ます。今後は医師・医療従事者だけで推奨を決めるのではなく、市

民・患者の価値観も踏まえて作られるようになっていくでしょう。

診療ガイドラインで示される推奨が、唯一の「正答」ではありま

せん。あくまでも「益」と「害」のバランスを見たときに、「益」

の方が大きいと考えられる治療法が推奨されているということで

す。医療は不確実性を伴う営みですから、患者さんによっては、

結果的に「害」の側面が多く生じてしまう可能性もあるかもしれ

ません。診療ガイドラインを使うことは、医療という不確実な営

みの中で、より「益」を得られる確率が高い治療法を、患者さん

の思いや価値観を踏まえながら選択する、ということです。

残念ながら、まだ知らない人がほとんどです。しかし患者さんは

「信頼できる情報」を求めている場合が多いですから、医師の方

から診療ガイドラインについて簡単に説明したうえで「一般向け

解説」などを紹介すると良いと思います。

診療ガイドラインをもっと多くの方に知っていただけるよう、

Minds では普及・広報にも力を入れています。

Q1Q1Q1

Q3Q3Q3

Q4Q4Q4

Q2Q2Q2

診療ガイドラインは、
どこで手に入れられますか？

診療ガイドラインは、
どのように作られるのですか？

診療ガイドラインに
沿って治療すれば、必ず
うまくいくのでしょうか？

患者さんは、診療ガイドライン
のことを知っているんですか？

診療ガイドライン

QQ&&AA
教えて、
山口先生！

私は医師になって三十数年ですが、その間に医療はめざまし

く進歩しました。以前は助からなかったような疾患に対して

も、新しい治療が次々に開発されています。その流れの中で、

「益」も「害」もとても大きい治療がどんどん出てきました。

そんな状況を目の当たりにして、「この治療の結果起きるこ

とに対して、誰が責任をとるんだろう」という疑問が芽生え

ました。仮に、治療の責任は医師が全てとるというのなら、

医師だけで治療を決めてもいいのかもしれません。けれど、

治療によって生じた結果を実際に引き受けるのは、医師では

なく患者さんです。ですから、治療について患者さんに納得

して受け入れてもらうというプロセスが、医療においては必

要不可欠ではないかと思います。

そんな思いからスタートして、私は「協働的な治療方針の決

定」というテーマに取り組んできました。これからの医療を

担う医学生の皆さんにも、決して無関係ではない課題です。

ぜひ、自分ごととして考えていただければと思います。

診療ガイドラインに
沿って治療すれば、必ず
うまくいくのでしょうか？

「協働的意思決定」を目指して

診療ガイドラ
インについて

お話を伺いま
した！

日本医療機能
評価機構で

執行理事を務
める山口先生

に、

山口 直人先生
日本医療機能評価機構　執行理事

この特集記事は、公益財団法人日本医療機
能評価機構 執行理事（EBM・診療ガイド
ライン担当）で、東京女子医科大学教授の
山口直人先生に監修していただきました。

QQ&&AA
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医
Ａ
：
Ｄ
さ
ん
は
外
務
省
に
お
勤
め

と
の
こ
と
で
す
が
、
ど
う
し
て
外
務

省
を
志
望
し
た
ん
で
す
か
？

社
Ｄ
：
私
は
、
も
と
も
と
国
際
開
発

に
興
味
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
大
学
時

代
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の
国
際
開
発
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
関
わ
る
先
生
か
ら
指
導

を
受
け
て
い
て
、
東
南
ア
ジ
ア
や
ア

フ
リ
カ
の
農
村
開
発
や
漁
業
の
技
能

向
上
に
つ
い
て
学
ん
で
い
ま
し
た
。

卒
業
後
の
進
路
に
つ
い
て
考
え
た
と

き
、
そ
の
興
味
の
ま
ま
に
、
Ｏ
Ｄ
Ａ

を
扱
っ
て
い
る
外
務
省
を
目
指
し
た

ん
で
す
。
民
間
企
業
へ
の
就
職
活
動

も
行
っ
た
の
で
す
が
、
利
益
を
追
求

す
る
風
土
が
自
分
に
な
じ
ま
な
い
よ

う
に
感
じ
て
、
公
務
員
の
方
が
い
い

な
、
と
思
い
ま
し
た
ね
。

医
Ｂ
：
外
務
省
に
入
る
と
、
国
際
開

発
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

社
Ｄ
：
私
た
ち
官
僚
は
、
ど
の
国
や

地
域
で
、
ど
ん
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

行
う
か
と
い
っ
た
大
枠
を
決
め
る
仕

事
を
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
が
現
地

に
赴
く
こ
と
も
な
い
わ
け
で
は
な
い

で
す
が
、
基
本
的
に
は
、
様
々
な
調

査
の
結
果
を
も
と
に
、
ど
う
い
う
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
ど
れ
だ
け
の
予
算
を

つ
け
る
か
を
決
定
す
る
と
こ
ろ
を
担

当
し
ま
す
。
実
際
に
現
地
で
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
実
施
す
る
の
は
、
Ｊ
Ｉ

Ｃ
Ａ
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
企
業
の
皆
さ
ん
で

す
。

２
年
目
か
ら

民
泊
の
制
度
設
計
に
関
わ
る

医
Ｃ
：
Ｅ
さ
ん
は
国
土
交
通
省
と
い

う
こ
と
で
す
が
、
ど
ん
な
仕
事
を
さ

れ
て
い
る
ん
で
す
か
？

社
Ｅ
：
最
近
不
動
産
関
連
の
部
署
に

移
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
４
月
ま
で

は
観
光
庁
に
所
属
し
て
い
て
、
民
泊

に
関
す
る
制
度
設
計
の
仕
事
を
し
て

い
ま
し
た
。

医
Ｂ
：
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
催
決
定

け
な
い
仕
事
ば
か
り
で
は
な
い
と
思

い
ま
す
。

社
Ｆ
：
私
は
、
直
属
の
係
長
が
不
在

の
時
に
、
大
臣
の
名
前
で
出
す
文
書

の
案
文
を
作
成
し
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
で
き
あ
が
っ
た
案
文
を
上
司
に

持
っ
て
行
っ
た
際
に
は
、
厳
し
い
ご

指
摘
も
た
く
さ
ん
頂
き
ま
し
た
が
、

そ
の
時
に
熱
意
を
持
っ
て
自
分
の
考

え
を
述
べ
れ
ば
、
話
を
聞
い
て
も
ら

え
る
環
境
だ
と
感
じ
ま
し
た
。
も
ち

ろ
ん
自
分
は
ま
だ
新
人
で
、
知
識
も

経
験
も
豊
富
な
上
司
と
対
等
な
権
限

を
持
て
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

１
０
０
％
言
わ
れ
た
通
り
に
作
業
す

る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
と
思
い
ま
す
。

医
Ｂ
：
医
師
も
同
じ
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
学
生
の
実
習
で
も
臨
床
研
修
で

も
、
担
当
患
者
さ
ん
に
つ
い
て
自
分

な
り
に
考
え
て
プ
レ
ゼ
ン
す
る
機
会

は
与
え
ら
れ
ま
す
し
、
自
分
の
プ
ラ

以
降
、
民
泊
と
い
う
言
葉
を
聞
く
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
す
ご
く
ホ
ッ
ト

な
分
野
で
す
よ
ね
。

社
Ｅ
：
そ
う
で
す
ね
。
そ
も
そ
も「
民

泊
」
と
い
う
言
葉
の
定
義
さ
え
元
か

ら
定
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の

で
す
が
、
す
で
に
様
々
な
サ
ー
ビ
ス

が
出
て
き
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。

い
ろ
い
ろ
な
意
見
を
お
持
ち
の
方
が

い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
非
常
に
調
整
の

難
し
い
分
野
で
し
た
ね
。
海
外
で
は

進
ん
で
い
る
し
、
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン

ス
だ
か
ら
ど
ん
ど
ん
や
ろ
う
と
い

う
方
も
い
れ
ば
、
隣
家
が
民
泊
に
な

る
と
う
る
さ
く
て
困
る
と
い
う
立
場

の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
国
民

の
生
活
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ず
に
、

観
光
需
要
に
も
応
え
て
い
か
な
い
と

い
け
な
い
と
い
う
難
し
さ
が
あ
り
ま

し
た
ね
。

社
Ｆ
：
訪
日
外
国
人
の
数
は
増
加
し

て
い
て
、
宿
が
足
り
て
い
な
い
の
は

ン
や
提
案
を
「
い
い
ね
」
と
言
っ
て

診
療
に
取
り
入
れ
て
も
ら
え
る
こ
と

も
あ
る
。
官
僚
も
医
師
も
、
ち
ゃ
ん

と
準
備
を
し
て
熱
意
を
持
っ
て
訴
え

る
こ
と
は
大
事
な
ん
で
す
ね
。

医
Ａ
：
皆
さ
ん
は
、
自
分
の
仕
事
に

関
す
る
新
し
い
情
報
を
取
り
入
れ
る

た
め
に
、
ど
の
よ
う
に
勉
強
さ
れ
て

い
る
ん
で
す
か
？

社
Ｆ
：
ち
ょ
う
ど
今
、
そ
の
問
題
に

関
し
て
悩
ん
で
い
る
ん
で
す
。
毎
日

メ
ー
ル
が
大
量
に
届
き
、
目
の
前
の

事
務
作
業
に
追
わ
れ
る
な
か
で
、
た

だ
作
業
す
る
だ
け
の
人
間
に
な
ら
な

い
よ
う
に
し
な
い
と
―
―
と
い
う
危

機
感
が
あ
り
ま
す
。
問
題
意
識
を
持

ち
続
け
、
新
し
い
情
報
に
触
れ
て
、

今
関
わ
っ
て
い
る
分
野
の
課
題
を
見

出
し
、
少
し
で
も
改
善
し
て
い
く
、

と
い
う
問
題
解
決
の
プ
ロ
セ
ス
が
自

分
に
で
き
る
の
か
不
安
で
、
他
の
皆

さ
ん
が
ど
う
し
て
い
る
の
か
教
え
て

事
実
で
す
か
ら
ね
。

社
Ｅ
：
ニ
ー
ズ
が
先
行
し
て
い
る
の

で
、
早
く
方
針
を
示
し
て
制
度
設
計

を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
仕
事

は
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
に
進
ん
で
い
き
、

新
人
職
員
の
私
で
も
、
重
要
な
文
章

の
第
一
ド
ラ
フ
ト
を
作
ら
せ
て
も
ら

う
と
い
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

当
時
は
大
変
だ
と
感
じ
る
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
が
、
今
に
な
っ
て
考
え
る

と
、
若
手
な
が
ら
重
要
な
仕
事
に
関

わ
る
機
会
を
頂
け
て
、
貴
重
な
体
験

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

地
方
の
暮
ら
し
の
課
題
を

解
決
し
た
い

医
Ｃ
：
Ｆ
さ
ん
は
今
年
厚
生
労
働
省

に
入
ら
れ
た
ん
で
す
よ
ね
。
な
ぜ
厚

生
労
働
省
を
選
ば
れ
た
ん
で
す
か
？

社
Ｆ
：
私
の
出
身
地
は
、
中
国
地
方

の
田
舎
町
な
ん
で
す
。
高
齢
化
が
進

み
、
ど
ん
ど
ん
人
口
が
減
少
し
て
い

ほ
し
い
で
す
。

社
Ｅ
：
私
も
、
最
初
の
う
ち
は
指
示

さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
ベ
ス
ト
な
回

答
を
出
す
よ
う
な
仕
事
が
中
心
だ
と

感
じ
ま
す
。そ
の
点
は
、ベ
ン
チ
ャ
ー

企
業
な
ど
と
は
違
う
か
も
し
れ
な
い

で
す
ね
。
け
れ
ど
少
し
立
場
が
上
が

る
と
、
課
題
を
自
分
で
設
定
し
て
そ

れ
に
対
し
て
で
き
る
こ
と
を
考
え
て

い
く
仕
事
を
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
す
か
ら
、
常
に
心
の
準
備
は
必

要
だ
と
感
じ
ま
す
。

医
Ｂ
：
私
た
ち
も
医
学
部
を
卒
業
し

て
す
ぐ
は
、
実
際
の
診
療
に
つ
い
て

は
白
紙
に
近
い
状
態
で
す
。
だ
か
ら

最
初
は
上
級
医
の
出
す
課
題
や
指
示

を
受
け
て
、
目
の
前
の
仕
事
に
対
し

て
ベ
ス
ト
を
尽
く
し
て
い
く
し
か
な

い
ん
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま
す
。
け
れ

ど
経
験
を
重
ね
る
に
つ
れ
、
自
分
自

身
で
決
断
で
き
る
こ
と
が
ど
ん
ど
ん

増
え
て
い
く
。
そ
の
点
は
、
官
僚
も

く
な
か
で
、
こ
れ
か
ら
自
分
の
地
元

は
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
、
と
い
う

こ
と
に
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
ま
し

た
。

社
Ｅ
：
ま
さ
に
日
本
全
国
に
共
通
す

る
課
題
で
す
ね
。

社
Ｆ
：
そ
う
な
ん
で
す
。医
療
・
介
護
・

子
育
て
・
雇
用
も
含
め
た
地
域
の
暮

ら
し
全
体
に
関
わ
る
こ
と
で
、
地
元

に
限
ら
ず
日
本
全
体
に
貢
献
で
き
れ

ば
い
い
な
と
思
い
、
厚
生
労
働
省
を

志
望
し
ま
し
た
。

医
Ａ
：
確
か
に
、
厚
生
労
働
省
に
は

子
育
て
や
雇
用
に
関
わ
る
仕
事
も
あ

る
ん
で
す
よ
ね
。
僕
た
ち
と
し
て
は
、

新
人
官
僚
の
方
が
、
医
療
に
つ
い
て

ど
ん
な
課
題
が
あ
る
と
感
じ
て
い
る

の
か
聞
い
て
み
た
い
で
す
。

社
Ｆ
：
私
は
ま
さ
に
医
療
政
策
を
担

う
部
署
の
配
属
な
の
で
す
が
、
医
師

の
偏
在
は
大
き
な
課
題
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
。
一
部
の
地
域
で
は
、
数
少

な
い
医
療
機
関
や
医
師
が
な
ん
と
か

医
療
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
い
る
の
が
現

状
で
、
ち
ょ
っ
と
し
た
き
っ
か
け
で

医
療
提
供
体
制
が
維
持
で
き
な
く
な

る
リ
ス
ク
が
あ
り
ま
す
。
地
域
に

よ
っ
て
も
診
療
科
に
よ
っ
て
も
、
医

師
の
数
に
は
か
な
り
偏
り
が
あ
る
の

で
、
い
か
に
必
要
な
場
所
・
分
野
で

医
師
を
確
保
す
る
か
と
い
う
の
が
課

題
だ
と
感
じ
ま
す
。

医
Ｂ
：
医
師
不
足
の
件
は
、
私
た
ち

も
よ
く
耳
に
し
ま
す
。
け
れ
ど
、
ど

こ
の
地
域
も
分
野
も
「
医
師
が
足
り

な
い
か
ら
来
て
く
だ
さ
い
」
と
言
っ

て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
し
て
、
ど
ん

医
師
も
同
じ
で
す
ね
。

社
Ｄ
：
ま
ず
は
目
の
前
の
仕
事
に
取

り
組
む
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
の
で
す

が
、
そ
の
時
に
自
分
の
今
や
っ
て
い

る
仕
事
が
「
全
体
の
中
で
ど
う
い
う

位
置
づ
け
な
の
か
」
を
意
識
す
る
と

良
い
ん
だ
な
と
感
じ
て
い
ま
す
。
結

局
、
全
体
の
方
向
性
が
わ
か
っ
て
い

な
い
と
、
自
分
が
何
の
た
め
に
こ
の

仕
事
を
や
っ
て
い
る
の
か
と
か
、
ど

の
く
ら
い
の
ス
ピ
ー
ド
が
要
求
さ
れ

て
い
る
の
か
と
か
が
わ
か
ら
な
い
で

す
か
ら
。

社
Ｅ
：
そ
う
思
い
ま
す
。
私
は
主
に
、

上
の
立
場
の
人
た
ち
が
何
を
考
え
て

い
る
の
か
意
識
す
る
こ
と
で
情
報
収

集
を
し
て
い
ま
し
た
ね
。

医
Ｃ
：
僕
た
ち
も
、
カ
ン
フ
ァ
レ
ン

ス
な
ど
で
上
の
先
生
た
ち
の
議
論
を

聴
い
て
い
る
と
、
今
何
が
課
題
に

な
っ
て
い
る
の
か
が
把
握
で
き
ま
す
。

そ
う
い
う
意
識
っ
て
大
事
で
す
よ
ね
。

社
Ｄ
：
上
司
の
会
話
は
も
ち
ろ
ん
、

国
会
や
ニ
ュ
ー
ス
で
も
、
自
分
が
関

わ
っ
て
い
る
こ
と
が
話
題
に
な
っ
て

い
る
の
を
見
か
け
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
参
考
に
な
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、

そ
ん
な
重
要
な
仕
事
に
関
わ
っ
て
い

る
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
、
や
る
気
や

責
任
感
も
湧
い
て
き
ま
す
ね
。

社
Ｆ
：
僕
も
新
人
と
し
て
日
々
の
仕

事
に
追
わ
れ
て
は
い
ま
す
が
、
や
っ

ぱ
り
自
分
の
仕
事
が
、
国
民
一
人
ひ

と
り
に
影
響
す
る
わ
け
で
す
か
ら
、

何
か
し
ら
役
に
立
つ
仕
事
を
し
た
い

と
い
う
気
持
ち
を
忘
れ
な
い
よ
う
に

頑
張
っ
て
い
ま
す
。

な
偏
り
が
あ
る
か
も
学
生
に
は
明
確

に
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
そ
う

い
う
こ
と
も
伝
え
て
も
ら
え
た
ら
あ

り
が
た
い
で
す
ね
。

目
の
前
の
仕
事
の
意
味
を

意
識
し
な
が
ら
働
く
こ
と

医
Ｃ
：
思
い
込
み
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
官
庁
は
決
ま
っ
た
方
針
に
基
づ

い
て
手
続
き
を
進
め
る
よ
う
な
仕
事

が
多
そ
う
だ
と
い
う
印
象
が
あ
り
ま

す
。
仮
に
「
世
の
中
を
こ
う
変
え
た

い
」
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
と
し
て
、

官
僚
の
立
場
で
そ
れ
を
実
現
す
る
こ

と
は
可
能
な
の
で
し
ょ
う
か
？

社
Ｄ
：
法
律
を
変
え
る
な
ど
の
大
き

な
変
化
を
起
こ
す
た
め
に
は
、
上
の

立
場
の
人
の
判
断
や
決
定
を
、
何
度

も
仰
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
け

れ
ど
、
何
が
問
題
で
ど
う
変
え
た
い

の
か
、き
ち
ん
と
筋
道
立
て
て
説
明
・

提
案
が
で
き
れ
ば
、
不
可
能
な
こ
と

で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

医
Ａ
：
本
当
に
自
分
が
影
響
力
を
持

つ
た
め
に
は
出
世
し
て
い
く
こ
と
も

必
要
で
、
そ
の
た
め
に
は
自
分
の
思

い
や
信
念
と
合
致
し
な
い
仕
事
も
や

ら
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
あ
り
ま
す
が
、
実
際
に
は
ど
う

な
ん
で
し
ょ
う
か
？

社
Ｄ
：
省
庁
の
文
化
に
も
よ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
自
分
が
良
い
と
思

う
方
向
で
説
明
や
提
案
を
作
る
こ
と

も
で
き
ま
す
よ
。
も
ち
ろ
ん
一
定
の

制
約
は
あ
り
ま
す
し
、
作
っ
た
提
案

が
通
る
か
ど
う
か
は
ま
た
別
の
話
で

す
が
、
我
慢
し
て
や
ら
な
け
れ
ば
い

医学生 × 官僚

「国」を動かす官僚の仕事 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「官僚と

して働く」をテーマに、医学生３名（医Ａ・Ｂ・Ｃ） と、国家公務員総合職として働く社会人３名（社

Ｄ・Ｅ・Ｆ）で座談会を行いました。

「官僚」と言うと、自分にとっては縁遠い存在に思われる方も多いかもしれません。今回は、医学生が若手官僚と、仕事に対する熱い思いを語り合いました。

今回のテーマは
「国」を動かす
官僚の仕事

途
上
国
の
国
際
開
発
援
助
に

興
味
が
あ
っ
た

国土交通省に入職して

３年目です。

外務省に
入職して

３年目で
す。

厚生
労働
省の

新入
職員
です
。

よろしくお願いします！
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視能訓練士
国立障害者リハビリテーションセンター病院

三輪 まり枝さん

義肢装具士
国立障害者リハビリテーションセンター病院
三ツ本 敦子さん

退院した患者さんの

義肢の修理・調整も

行います。

※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。

見ることの楽しさや

見える喜びを伝える

プロフェッショナルです
一人ひとりのリハビリの状況や

退院後の生活にも気を配ります

患者さんの体も心も
サポートします

Need to know [ 連載 ] チーム医療のパートナー

* 幻肢痛…外傷や病気によって四肢を切断した患者が、失ったはずの手足の部分がまだあるように思われ（幻肢）、痛みを感じること。幻肢痛の発症機序につい
ては不明な点も多いが、近年の研究で大脳など中枢神経系が関与していることがわかってきている。

* 弱視… 弱視には、「医学的弱視」と「社会的弱視」の二つの定義が存在する。視力の発達期に適切な視覚刺激を得られなかったために生じる「医学的弱視」に対し、「社
会的弱視」は、日常生活や教育の場で特別な配慮を必要とする、回復困難な視力障害のことを指す。本文中では「弱視」は専ら「医学的弱視」の意で用いている。

義肢装具の製作・調整

補装具診外来に立ち会い
義肢装具の製作・調整

義肢装具技術研究部内での
カンファレンス
リハビリテーション部全体の
カンファレンス

義肢装具の製作・調整

義肢装具の製作・調整

視能訓練士の４つの業務１週間のスケジュール

午前
午後

午前

午後

MEMOSCHEDULE BOARD

医師との連携が

欠かせません。

１．眼科一般検査
遠視・近視・乱視などの屈折異常や、白内障・
緑内障などの眼疾患に関する検査（視力検査・
眼圧検査・視野検査・眼底の写真撮影と解析など）
を行います。

２．視能矯正
斜視や弱視の患者に必要な検査を行い、適切な
訓練を施します。

３．健診業務
３歳児健診や就学時健診で、子どもの斜視・弱
視を発見します。成人の健診にも参加し、眼疾
患や生活習慣病の早期発見を促します。

４．ロービジョンケア
視機能が十分に回復しない人に対し、必要な補
助具を選定し使い方を指導します。

月

火

水

木

金

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、 障害のある方を専門知識でサポートする、
視能訓練士と義肢装具士の 2 職種を紹 介します。

チーム医療　のパートナー
連載

人
々
の
視
覚
を
サ
ポ
ー
ト
す
る

人
の
視
力
は
生
ま
れ
た
時
か
ら
完

成
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
６
歳

頃
ま
で
に
適
切
な
視
覚
刺
激
を
受
け

取
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
達
し
ま
す
。

こ
の
期
間
に
何
ら
か
の
理
由
で
適
切

な
視
覚
刺
激
が
与
え
ら
れ
な
い
と
、

眼
球
自
体
に
問
題
が
な
く
て
も
視
力

の
発
達
が
阻
害
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

「
例
え
ば
片
眼
が
遠
視
で
視
力
に

左
右
差
が
あ
る
お
子
さ
ん
の
場
合
、

ど
う
し
て
も
良
い
方
の
目
だ
け
使
っ

て
し
ま
い
、
悪
い
方
の
目
の
視
力
が

育
た
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
で

も
そ
れ
は
、
早
期
に
適
切
な
眼
鏡
を

選
定
し
、
訓
練
を
す
れ
ば
改
善
で
き

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
良
い
方
の
目

を
ア
イ
パ
ッ
チ
と
い
う
覆
い
で
隠
し
、

悪
い
方
の
目
を
優
先
的
に
使
わ
せ
る

こ
と
で
、
0.1
し
か
な
か
っ
た
視
力
が

1.2
ま
で
向
上
し
た
こ
と
も
あ
る
ん
で

す
よ
。」

そ
う
語
る
の
は
、
国
立
障
害
者
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
病
院

で
視
能
訓
練
士
長
を
務
め
る
三
輪
ま

り
枝
さ
ん
。
視
能
訓
練
士
と
い
う
国

家
資
格
は
、
見
る
経
験
を
幼
少
期
に

十
分
積
め
な
か
っ
た
た
め
に
視
力
が

育
っ
て
い
な
い
弱
視*

の
子
ど
も
の

訓
練
に
あ
た
る
専
門
職
と
し
て
、
昭

和
46
年
に
誕
生
し
ま
し
た
。
現
在
、

そ
の
活
躍
の
場
は
、
眼
科
検
査
全
般

や
集
団
健
診
へ
と
大
き
く
広
が
っ
て

義
肢
・
装
具
を
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド

先
天
的
に
、
ま
た
は
外
傷
・
病
気

に
よ
り
手
足
を
失
っ
た
人
が
使
用
す

る
人
工
の
手
足
を
義
肢
と
い
い
ま
す
。

ま
た
、
四
肢
や
体
幹
の
機
能
に
障
害

を
負
っ
た
人
が
、
そ
の
機
能
の
補
助

や
患
部
の
保
護
の
た
め
に
装
着
す
る

器
具
が
装
具
で
す
。
義
肢
装
具
士
は
、

医
師
の
処
方
の
も
と
に
、
一
人
ひ
と

り
に
ぴ
っ
た
り
と
合
う
義
肢
・
装
具

を
製
作
す
る
国
家
資
格
で
す
。
今

回
は
、
国
立
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
病
院
に
勤
務
す
る

三
ツ
本
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

「
義
肢
・
装
具
は
、
ま
ず
装
着
部

位
の
採
寸
・
採
型
（
型
採
り
）
を
行

い
、
組
み
立
て
た
後
、
仮
合
わ
せ
と

調
整
を
重
ね
て
患
者
さ
ん
の
体
に
適

合
さ
せ
る
こ
と
で
完
成
し
ま
す
。
組

立
自
体
は
無
資
格
の
技
術
者
に
も
可

能
な
の
で
、
義
肢
装
具
士
は
採
型
と

適
合
を
行
う
専
門
職
と
い
え
ま
す
。」

義
肢
装
具
士
の
ほ
と
ん
ど
は
民
間

の
製
作
会
社
な
ど
で
働
い
て
お
り
、

三
ツ
本
さ
ん
の
よ
う
に
病
院
に
常
駐

す
る
人
は
珍
し
い
の
だ
そ
う
で
す
。

「
当
院
で
は
、
患
者
さ
ん
は
急
性

期
病
院
か
ら
紹
介
を
受
け
て
来
る
方

が
多
く
、
私
た
ち
は
初
診
か
ら
診
察

に
立
ち
会
い
ま
す
。
合
併
症
の
有
無
、

義
肢
を
装
着
す
る
部
分
の
傷
の
治
り

具
合
な
ど
の
身
体
状
況
を
医
師
と
共

に
チ
ェ
ッ
ク
し
、
医
師
の
処
方
が
出

い
ま
す
。
ま
た
、
訓
練
や
治
療
を
し

て
も
視
機
能
が
十
分
に
回
復
せ
ず
、

日
常
生
活
に
困
難
を
来
し
て
い
る

「
ロ
ー
ビ
ジ
ョ
ン
」
の
人
へ
の
ケ
ア

も
大
切
な
仕
事
の
一
つ
で
す
。

「
ロ
ー
ビ
ジ
ョ
ン
に
悩
む
方
々
も
、

拡
大
鏡
や
拡
大
読
書
器
、
単
眼
鏡
な

ど
の
補
助
具
を
使
う
こ
と
で
、
日
常

の
不
便
を
軽
減
で
き
る
ん
で
す
。
患

者
さ
ん
一
人
ひ
と
り
に
合
っ
た
補
助

具
を
選
定
し
、
使
い
方
の
指
導
を
行

う
の
が
私
た
ち
の
役
目
で
す
。」

高
齢
化
に
伴
い
、
白
内
障
や
糖
尿

病
網
膜
症
な
ど
で
視
力
を
落
と
す
人

が
増
え
て
い
る
今
、
眼
科
だ
け
で
は

な
く
他
科
の
医
師
に
も
、
患
者
の
見

え
に
く
さ
に
気
を
配
っ
て
ほ
し
い
と

三
輪
さ
ん
は
言
い
ま
す
。

「
ご
高
齢
の
患
者
さ
ん
で
す
と
、

眼
鏡
の
傷
や
汚
れ
に
気
付
い
て
い
な

か
っ
た
り
、
高
度
近
視
が
あ
る
の
に

弱
い
眼
鏡
し
か
か
け
て
い
な
か
っ
た

り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
見
え
に

た
ら
製
作
を
開
始
し
ま
す
。
仮
合
わ

せ
し
て
痛
み
な
く
装
着
で
き
る
よ
う

で
あ
れ
ば
、
義
肢
の
装
着
訓
練
を
開

始
し
ま
す
が
、
そ
の
後
も
医
師
や
理

学
療
法
士
・
作
業
療
法
士
と
連
携
し
、

訓
練
中
の
不
具
合
な
ど
に
対
し
て
こ

ま
め
に
調
整
を
行
い
ま
す
。」

患
者
さ
ん
の
精
神
面
へ
の
気
配
り

初
め
て
義
肢
を
使
う
人
の
多
く
は
、

こ
の
先
の
生
活
の
見
通
し
が
立
た
ず
、

不
安
に
思
っ
て
い
ま
す
。
義
肢
装
具

士
は
、
多
職
種
の
ス
タ
ッ
フ
と
共
に
、

患
者
が
今
後
の
生
活
を
前
向
き
に
考

え
ら
れ
る
よ
う
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
ま

す
。「

患
者
さ
ん
同
士
の
交
流
も
心
の

支
え
に
な
る
よ
う
で
す
ね
。
だ
ん
だ

ん
と
心
を
開
い
て
も
ら
っ
て
、『
使

い
や
す
か
っ
た
よ
』
と
声
を
か
け
て

い
た
だ
い
た
り
、『
も
う
少
し
こ
う

し
て
ほ
し
い
』
な
ど
の
率
直
な
リ
ク

エ
ス
ト
を
頂
け
る
よ
う
に
な
る
と
嬉

く
さ
は
患
者
さ
ん
の
生
活
や
リ
ハ
ビ

リ
の
質
に
大
き
く
関
わ
っ
て
き
ま
す

か
ら
、
注
意
し
て
チ
ェ
ッ
ク
し
て
あ

げ
て
ほ
し
い
で
す
。
必
要
に
応
じ
て
、

私
た
ち
視
能
訓
練
士
に
相
談
し
て
い

た
だ
け
る
と
あ
り
が
た
い
で
す
ね
。」

見
え
る
喜
び
を
伝
え
た
い

30
年
の
勤
務
の
間
、
三
輪
さ
ん
は

た
く
さ
ん
の
患
者
の
「
見
た
い
」
と

い
う
思
い
に
応
え
て
き
ま
し
た
。

「
特
に
お
子
さ
ん
は
、『
こ
う
す
れ

ば
も
っ
と
見
え
る
よ
う
に
な
る
よ
』

と
知
識
を
伝
え
て
あ
げ
れ
ば
、
自
分

の
見
た
い
も
の
を
ど
ん
ど
ん
見
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。好
き
な
読
書
や
ゲ
ー

ム
を
楽
し
む
な
か
で
自
分
の
興
味
関

心
を
広
げ
、
立
派
に
社
会
に
巣
立
っ

て
い
く
姿
も
多
く
見
て
き
ま
し
た
。

見
え
る
喜
び
を
味
わ
っ
て
も
ら
い
、

患
者
さ
ん
の
可
能
性
を
引
き
出
し
て

あ
げ
ら
れ
る
の
が
、
視
能
訓
練
士
の

仕
事
の
醍
醐
味
だ
と
思
い
ま
す
。」

し
い
で
す
。」

他
科
の
医
師
に
も
知
っ
て
ほ
し
い

整
形
外
科
・
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
科
の
医
師
と
連
携
す
る
こ
と
が
多

い
義
肢
装
具
士
で
す
が
、
三
ツ
本
さ

ん
は
、
そ
の
他
の
診
療
科
を
目
指
す

医
学
生
に
も
、
義
肢
・
装
具
に
関
心

を
持
っ
て
ほ
し
い
そ
う
で
す
。

「
患
者
さ
ん
の
中
に
は
、幻
肢
痛*

で
リ
ハ
ビ
リ
が
困
難
な
方
も
い
ま
す
。

幻
肢
痛
の
仕
組
み
は
未
解
明
の
部
分

も
多
い
た
め
、
こ
の
分
野
に
関
心
を

持
つ
先
生
が
増
え
、
研
究
が
も
っ
と

進
ん
だ
ら
い
い
な
と
思
い
ま
す
。
ま

た
、
産
科
の
分
野
と
も
連
携
を
取
っ

て
い
き
た
い
で
す
ね
。
お
子
さ
ん
に

先
天
性
の
四
肢
形
成
不
全
が
判
明
し

た
場
合
、
動
揺
さ
れ
る
親
御
さ
ん
も

多
い
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
が
早
め

に
相
談
に
乗
る
こ
と
で
、
ご
両
親
の

安
心
や
、
生
ま
れ
た
後
の
円
滑
な
サ

ポ
ー
ト
に
つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
。」
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市
街
地
か
ら
遠
く
離
れ
た
山
間

部
の
集
落
で
、
医
療
を
一
手
に
引
き

受
け
る
こ
と
の
厳
し
さ
は
、
父
の
背

中
を
見
て
知
っ
て
い
た
。
毎
日
診
療

所
を
開
き
、
険
し
い
山
道
を
往
診
に

通
い
、
何
か
あ
れ
ば
夜
間
だ
ろ
う

と
、
家
庭
そ
っ
ち
の
け
で
駆
け
つ
け

る
。
父
と
は
、
そ
し
て
医
師
と
は
こ

う
い
う
も
の
な
の
だ
と
、
当
然
の
よ

う
に
思
っ
て
い
た
。

子
ど
も
の
教
育
に
も
困
る
ほ
ど
小

さ
な
集
落
だ
っ
た
。
小
学
４
年
生
に

な
る
年
、
二
人
の
姉
と
共
に
子
ど
も

た
ち
だ
け
で
市
内
に
出
さ
れ
た
。
家

族
団
欒
が
恋
し
く
な
い
と
い
え
ば
嘘

に
な
る
。
そ
れ
で
も
父
の
よ
う
な
医

師
に
憧
れ
を
抱
き
続
け
た
。

医
局
に
入
っ
て
３
年
目
、
父
が
肺

が
ん
で
余
命
が
短
い
と
の
知
ら
せ
が

あ
っ
た
。
ど
う
し
て
も
帰
郷
し
た
い

と
教
授
に
頭
を
下
げ
、
経
験
不
足
な

が
ら
開
業
の
段
取
り
を
進
め
て
い
た

と
こ
ろ
、
父
は
な
ん
と
精
密
検
査
で

異
常
な
し
と
判
明
し
た
の
だ
っ
た
。

「
教
授
の
計
ら
い
で
医
局
に
籍
は
残

し
て
お
い
て
も
ら
っ
て
い
ま
し
た
が
、

今
更
、
も
う
少
し
大
学
で
勉
強
し
た

い
と
も
言
え
な
い
状
況
で
し
た
。
な

ら
ば
い
っ
そ
、
父
の
も
と
に
腰
を
据

え
、
地
域
医
療
の
い
ろ
は
を
学
ん
で

い
こ
う
と
決
め
ま
し
た
。
も
と
も
と

い
つ
か
は
地
元
に
帰
る
つ
も
り
で
い

た
の
で
、
迷
い
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。」

父
が
亡
く
な
る
ま
で
の
５
年
間
は
、

様
々
な
経
験
の
連
続
だ
っ
た
。
お
年

寄
り
の
膝
に
溜
ま
っ
た
水
を
抜
く
の

も
初
め
て
。
予
防
注
射
や
乳
幼
児
健

診
、
学
校
健
診
を
す
る
の
も
初
め
て
。

検
死
を
す
る
の
も
初
め
て
。
初
め
て

尽
く
し
の
な
か
、
一
つ
ひ
と
つ
父
に

教
わ
っ
た
。
ま
た
、
地
域
の
患
者
さ

ん
た
ち
に
も
育
て
ら
れ
て
き
た
。「
髙

橋
先
生
以
外
に
診
て
も
ら
う
の
は

嫌
や
、
身
体
を
触
ら
れ
た
く
も
な
い
。

け
ど
、
息
子
さ
ん
や
っ
た
ら
ま
あ
え

え
よ
。」
と
、
駆
け
出
し
の
自
分
に
任

せ
て
も
ら
え
た
の
も
、
父
が
築
い
て

き
た
信
頼
関
係
の
お
か
げ
だ
っ
た
。

「
地
域
の
特
性
も
、
そ
の
中
で
の

医
師
と
し
て
の
振
る
舞
い
方
も
、
病

院
経
営
の
や
り
方
も
、
全
て
父
か
ら

学
び
ま
し
た
。
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、

父
と
過
ご
し
た
年
月
は
か
け
が
え
の

な
い
も
の
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
父

が
亡
く
な
っ
た
後
、
急
に
跡
を
継
い

だ
の
で
は
、
こ
う
は
上
手
く
い
か
な

か
っ
た
で
し
ょ
う
か
ら
。」

こ
の
町
に
帰
っ
て
き
て
20
年
。
最

近
よ
う
や
く
「
地
域
の
た
め
」
と
い

う
思
い
が
強
く
な
っ
て
き
た
。

「
最
初
は
父
を
楽
に
し
て
や
り
た

い
と
い
う
一
心
だ
っ
た
の
が
、
徐
々

に
妻
や
子
ど
も
へ
と
視
野
が
広
が
り
、

地
域
の
た
め
…
と
い
う
境
地
が
や
っ

と
見
え
て
き
ま
し
た
。
父
も
、
晩
年

は
地
域
の
た
め
、
慈
善
事
業
の
よ
う

な
こ
と
ば
か
り
し
て
い
た
。
一
銭
の

得
に
も
な
ら
な
い
で
、
何
が
楽
し
い

の
か
と
思
っ
た
け
れ
ど
、
今
な
ら

そ
の
気
持
ち
が
わ
か
る
気
が
し
ま
す
。

地
域
医
療
っ
て
、
長
い
年
月
を
か
け

て
熟
成
さ
れ
て
初
め
て
見
え
て
く
る

も
の
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。」

大豊町は、65 歳以上の高齢者人口
が総人口の 55% を占め、「限界集
落」という言葉が生まれるきっかけ
となった町。髙橋先生は、亡き父から
引き継いだ二つの医院を管理すると
ともに、月に一度ずつ山間部の無医
地区（立川地区・西峰地区）に赴き、
大豊町の医療を一人で支えている。

高知県長岡郡大豊町

父の背中を追いかけ、患者に、地域に育てられる
高知県長岡郡大豊町　高橋医院・大田口医院　髙橋 雄彦先生

診療所のある大豊町の風景。高齢化率は町全体で55%、地区によっては７割を超えるが、その分人々の団結力も強い。

髙橋先生が父から受け継いだ医院の一つ。 「患者さんとの会話から教わることもたくさんあります。」
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スピードを求められる
緊張感のある現場で
一つひとつの手技を正確に
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20 07

20 09

20 11

20 12

20 15

20 16

長崎大学医学部入学

山下 築医師
（国立循環器病研究センター病院　
心臓血管外科部門　心臓外科）
Kizuku Yamashita

3 年目

国立循環器病研究センター病院　レジデント
5 年目

経
験
10
年
前
後
の
先
輩
に
聴
く
「
医
師
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
」

5:309:00

1 年目

国立循環器病研究センター病院　スタッフとして勤務

大分県立病院にて後期研修

10 年目

小倉記念病院にて臨床研修
医局に入ってしまうと、医局の関連病院以外には行きにくくなると
いう事情を考慮し、医局には入らず研修を開始する。

研修医時代にセンターを見学に行き、症例数の多さや行われてい
る先進医療を目の当たりにしたことで、いずれはここで研修したい
と考えていた。

始
業

起
床

レジデントの時は勤務終了後に術
後管理をしていました。スタッフ
になった今は、夕方以降の時間を
研究に充てることが多いです。

定例手術のある時は、9 時に患者
を手術室に運び入れます。手術時
間は６時間程度が目安ですが、もっ
と長くかかるものもあります。

年目の10
心臓血管外科

国立循環器病研究センター病院　スタッフとして勤務国立循環器病研究センター病院　スタッフとして勤務国立循環器病研究センター病院　スタッフとして勤務国立循環器病研究センター病院　スタッフとして勤務国立循環器病研究センター病院　スタッフとして勤務国立循環器病研究センター病院　スタッフとして勤務国立循環器病研究センター病院　スタッフとして勤務国立循環器病研究センター病院　スタッフとして勤務国立循環器病研究センター病院　スタッフとして勤務国立循環器病研究センター病院　スタッフとして勤務国立循環器病研究センター病院　スタッフとして勤務

7:00

出
勤

8:00

6 年目

外科専門医　取得
国立循環器病研究センター病院　レジデント奨励賞受賞

地元の大分県で、一般外科も含め、一通りの外科手技の修練を
積んだ。

心臓血管外科専門医　取得
9 年目

17:15

勤
務
終
了

カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

専
門
セ
ン
タ
ー
で
修
練
を
積
む

︱
︱
先
生
が
現
在
お
勤
め
の
国
立
循

環
器
病
研
究
セ
ン
タ
ー
病
院
は
、
循

環
器
病
の
治
療
や
研
究
で
日
本
・
世

界
を
リ
ー
ド
し
て
い
ま
す
。
先
生
は

最
初
、
こ
ち
ら
の
病
院
に
レ
ジ
デ
ン

ト
と
し
て
赴
任
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

レ
ジ
デ
ン
ト
時
代
の
業
務
は
ど
の
よ

う
な
も
の
で
し
た
か
？

山
下
（
以
下
、
山
）
:
心
臓
外
科
・

血
管
外
科
・
小
児
心
臓
外
科
の
３
つ

を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン

す
る
の
が
、
当
院
の
レ
ジ
デ
ン
ト
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
特
徴
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ

の
科
で
、
レ
ジ
デ
ン
ト
は
一
般
病
棟

業
務
と
Ｉ
Ｃ
Ｕ
業
務
、
そ
し
て
手
術

を
経
験
し
ま
す
。
な
か
で
も
最
も
比

重
が
大
き
い
の
が
Ｉ
Ｃ
Ｕ
業
務
で
す

ね
。
Ｉ
Ｃ
Ｕ
で
は
主
に
術
後
管
理
を

行
い
ま
す
が
、
手
術
当
日
の
方
は
も

ち
ろ
ん
、
前
日
・
前
々
日
に
手
術
を

終
え
た
方
も
診
る
の
で
、
病
院
に
い

る
時
間
は
か
な
り
長
く
な
り
ま
す
。

ま
た
当
院
で
は
、
レ
ジ
デ
ン
ト
時
代

か
ら
臨
床
研
究
も
並
行
し
て
行
い
ま

す
。
業
務
の
合
間
を
縫
っ
て
研
究
を

進
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
非
常
に
忙

し
か
っ
た
で
す
。

︱
︱
レ
ジ
デ
ン
ト
を
終
え
た
現
在
は
、

主
に
ど
の
よ
う
な
疾
患
を
治
療
し
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

山
:
今
は
心
臓
血
管
外
科
の
心
臓
外

科
分
野
に
所
属
し
て
お
り
、
主
に
後

天
性
心
疾
患
の
治
療
を
行
う
こ
と
が

多
い
で
す
。
具
体
的
に
は
、
冠
動
脈

疾
患
に
対
す
る
冠
動
脈
バ
イ
パ
ス
手

術
や
、
弁
膜
症
に
対
す
る
弁
形
成
術

や
弁
置
換
術
、
重
症
心
不
全
に
対
す

る
人
工
心
臓
や
移
植
な
ど
を
主
に
行

っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
近
年
で
は
カ

テ
ー
テ
ル
手
術
も
発
展
し
て
き
て
い

ま
す
の
で
、
循
環
器
内
科
と
の
連
携

も
重
要
で
す
ね
。
頻
繁
に
カ
ン
フ
ァ

レ
ン
ス
を
行
っ
て
ど
の
治
療
が
ふ
さ

わ
し
い
か
議
論
し
た
り
、
経
カ
テ
ー

テ
ル
的
大
動
脈
弁
置
換
術
（
Ｔ
Ａ
Ｖ

Ｉ
）
な
ど
の
新
し
い
治
療
法
の
場
合

は
合
同
で
治
療
を
行
う
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
ち
な
み
に
、
私
の
現
在
の
臨

床
研
究
の
テ
ー
マ
も
Ｔ
Ａ
Ｖ
Ｉ
に
関

す
る
も
の
で
す
。

手
術
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で

︱
︱
先
生
は
初
め
か
ら
心
臓
血
管
外

科
を
目
指
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

山
:
学
生
の
こ
ろ
は
漠
然
と
循
環
器

疾
患
に
興
味
が
あ
っ
て
、
循
環
器
内

科
と
心
臓
血
管
外
科
で
迷
っ
て
い
ま

し
た
。
そ
こ
で
卒
業
後
、
循
環
器
の

内
科
と
外
科
の
両
方
が
充
実
し
て
い

る
小
倉
記
念
病
院
で
臨
床
研
修
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
、
そ
の
な
か
で
外
科

を
志
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の

後
、
心
臓
血
管
外
科
に
進
む
な
ら
ば

ま
ず
は
外
科
専
門
医
を
取
ら
な
け
れ

ば
と
い
う
こ
と
で
、
２
年
間
の
後
期

研
修
で
一
般
外
科
・
呼
吸
器
外
科
・

心
臓
血
管
外
科
な
ど
様
々
な
外
科
を

経
験
し
、
卒
後
５
年
目
に
当
院
に
レ

ジ
デ
ン
ト
と
し
て
入
職
し
ま
し
た
。

︱
︱
よ
く
、
心
臓
血
管
外
科
は
大
き

な
手
術
が
多
い
上
に
件
数
が
少
な
い

た
め
、
若
い
う
ち
は
修
行
す
る
の
が

大
変
だ
と
い
う
話
を
聞
き
ま
す
。
や

は
り
こ
う
し
た
専
門
の
セ
ン
タ
ー
病

院
だ
と
症
例
数
も
多
く
、
経
験
も
た

く
さ
ん
積
め
る
の
で
し
ょ
う
か
。

山
:
そ
う
で
す
ね
。
後
期
研
修
で
心

臓
血
管
外
科
を
回
り
ま
し
た
が
、
開
心

術
の
件
数
は
あ
ま
り
多
く
な
か
っ
た

で
す
。
当
院
は
症
例
数
も
と
て
も
多

く
、
先
進
的
な
治
療
も
経
験
で
き
ま

す
。
つ
ら
い
と
き
も
あ
り
ま
し
た
が
、

支
え
て
く
れ
た
家
族
に
は
深
く
感
謝

し
て
い
ま
す
。
心
臓
血
管
外
科
の
専

門
医
は
最
短
で
９
年
目
で
取
得
で
き

る
の
で
す
が
、
私
は
豊
富
な
症
例
を

経
験
し
て
い
た
の
で
、
最
短
で
取
得

で
き
ま
し
た
。

︱
︱
初
め
て
執
刀
医
を
任
さ
れ
た
の

は
ど
ん
な
症
例
で
し
た
か
？

山
:
私
の
場
合
は
、
小
児
心
臓
外
科

で
心
房
中
隔
欠
損
症
の
閉
鎖
術
を
行

っ
た
の
が
最
初
で
し
た
。
若
い
医
師

が
最
初
に
経
験
す
る
疾
患
と
し
て
は
、

心
臓
外
科
で
は
大
動
脈
弁
置
換
術
、

血
管
外
科
で
は
血
栓
除
去
や
腹
部
大

動
脈
瘤
な
ど
が
多
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
私
も
、
初
め
て
人
工
心

肺
を
使
っ
た
手
術
を
し
た
と
き
は
非

常
に
緊
張
し
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。

︱
︱
人
工
心
肺
を
使
う
と
、
や
は
り

通
常
の
外
科
手
術
よ
り
も
緊
張
感
が

あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

山
:
か
な
り
緊
張
感
が
あ
り
ま
す
ね
。

出
血
し
や
す
く
な
る
薬
を
使
う
た
め
、

手
術
中
の
出
血
に
は
非
常
に
気
を
使

い
ま
す
し
、
大
動
脈
や
静
脈
に
管
を

入
れ
る
手
技
も
、
ト
ラ
ブ
ル
な
く
行

う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
人
工

心
肺
を
長
時
間
使
用
す
る
と
全
身
状

態
は
悪
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
逆
に

早
く
終
わ
れ
ば
終
わ
る
ほ
ど
術
後
の

経
過
も
良
く
な
る
た
め
、
ス
ピ
ー
ド

も
求
め
ら
れ
ま
す
。

︱
︱
技
術
が
向
上
し
て
く
れ
ば
、
手

術
の
時
間
も
短
く
な
り
ま
す
か
？

山
:
そ
う
で
す
ね
。
一
つ
ひ
と
つ
の

手
技
を
確
実
に
、
そ
し
て
正
確
に
行

う
こ
と
の
積
み
重
ね
が
、
手
術
の
ス

ピ
ー
ド
と
ク
オ
リ
テ
ィ
を
上
げ
る
と

思
い
ま
す
。
日
頃
か
ら
し
っ
か
り
修

練
を
積
ん
で
お
く
こ
と
が
大
事
で
す

ね
。
執
刀
医
に
な
る
チ
ャ
ン
ス
は
突

然
訪
れ
ま
す
の
で
、
助
手
の
う
ち
に

実
際
の
手
術
や
ビ
デ
オ
を
見
て
学
び
、

ノ
ー
ト
に
要
点
を
書
き
留
め
て
、
何

度
も
シ
ミ
ュ
レ
ー
ト
し
て
お
く
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

後
輩
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

︱
︱
心
臓
血
管
外
科
を
目
指
す
医
学

生
に
は
、
専
門
的
な
医
療
機
関
で
研

修
す
る
こ
と
に
憧
れ
を
持
っ
て
い
る

人
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
そ
ん
な
医

学
生
に
向
け
て
一
言
お
願
い
し
ま
す
。

山
:
当
院
の
よ
う
な
専
門
機
関
は
ハ

ー
ド
ル
が
高
い
と
思
わ
れ
が
ち
で
す

が
、
臨
床
研
修
を
終
え
た
人
に
は
、

門
戸
は
広
く
開
か
れ
て
い
ま
す
。
も

ち
ろ
ん
、
そ
れ
ま
で
に
あ
る
程
度
の

外
科
修
練
を
積
ん
で
い
る
こ
と
が
望

ま
し
い
で
す
が
、
実
際
に
臨
床
研
修

を
終
え
て
す
ぐ
の
３
年
目
か
ら
レ
ジ

デ
ン
ト
と
し
て
来
る
人
も
多
い
で
す
。

皆
さ
ん
も
ぜ
ひ
積
極
的
に
挑
戦
し
て

ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

1 day 

山下 築
2007 年　長崎大学医学部卒業

2016 年７月現在
国立循環器病研究センター病院

心臓血管外科部門　心臓外科
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長崎大学医学部　入学

原田 雄章医師
（福岡市立こども病院　心臓血管外科）
Takeaki Harada

経
験
10
年
前
後
の
先
輩
に
聴
く
「
医
師
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
」

年目の10
小児心臓血管外科

1 年目

九州大学病院　心臓血管外科　入局
3 年目

九州の大学で小児心臓外科があるところは限られており、大学時
代から九大に行くことを決めていた。

学生時代は野球部で活動しつつ、ボランティアで留学生に日本
語を教えたり、英会話教室に通ったり、アルバイトをしたりと、幅
広く活動していた。忙しい合間を縫って、バックパッカーとして世
界 40 か国以上を旅行した。

国立病院機構九州医療センター　勤務

九州厚生年金病院（現：JCHO九州病院）にて臨床研修

4 年目

入局後は他領域の症例経験を積みにくくなるため、臨床研修の間
に一般外科で様々な症例を経験した。

熊本市立熊本市民病院　勤務
5 年目

基本的に全症例で主治医を担当し、たくさんの手術で助手や術
後管理の経験を積んだ。初歩的な手術では執刀も任され、自信
をつけた。

手術は夜中 12 時までかかること
もあります。短時間で終わる場合
でも症状が重いことが多く、術後
管理が非常に重要になります。

深夜に手術が終わった場合、そこか
ら術後管理に入るので、朝まで一睡
もせず泊まり込むことも少なくあり
ません。

厳しい診療科だからこそ
周囲の人に笑顔で

接することを忘れない

基本的に全症例で主治医を担当し、たくさんの手術で助手や術基本的に全症例で主治医を担当し、たくさんの手術で助手や術基本的に全症例で主治医を担当し、たくさんの手術で助手や術基本的に全症例で主治医を担当し、たくさんの手術で助手や術基本的に全症例で主治医を担当し、たくさんの手術で助手や術基本的に全症例で主治医を担当し、たくさんの手術で助手や術基本的に全症例で主治医を担当し、たくさんの手術で助手や術基本的に全症例で主治医を担当し、たくさんの手術で助手や術基本的に全症例で主治医を担当し、たくさんの手術で助手や術基本的に全症例で主治医を担当し、たくさんの手術で助手や術基本的に全症例で主治医を担当し、たくさんの手術で助手や術基本的に全症例で主治医を担当し、たくさんの手術で助手や術基本的に全症例で主治医を担当し、たくさんの手術で助手や術基本的に全症例で主治医を担当し、たくさんの手術で助手や術基本的に全症例で主治医を担当し、たくさんの手術で助手や術基本的に全症例で主治医を担当し、たくさんの手術で助手や術基本的に全症例で主治医を担当し、たくさんの手術で助手や術基本的に全症例で主治医を担当し、たくさんの手術で助手や術基本的に全症例で主治医を担当し、たくさんの手術で助手や術基本的に全症例で主治医を担当し、たくさんの手術で助手や術基本的に全症例で主治医を担当し、たくさんの手術で助手や術基本的に全症例で主治医を担当し、たくさんの手術で助手や術基本的に全症例で主治医を担当し、たくさんの手術で助手や術基本的に全症例で主治医を担当し、たくさんの手術で助手や術基本的に全症例で主治医を担当し、たくさんの手術で助手や術基本的に全症例で主治医を担当し、たくさんの手術で助手や術基本的に全症例で主治医を担当し、たくさんの手術で助手や術基本的に全症例で主治医を担当し、たくさんの手術で助手や術基本的に全症例で主治医を担当し、たくさんの手術で助手や術
後管理の経験を積んだ。初歩的な手術では執刀も任され、自信後管理の経験を積んだ。初歩的な手術では執刀も任され、自信後管理の経験を積んだ。初歩的な手術では執刀も任され、自信後管理の経験を積んだ。初歩的な手術では執刀も任され、自信後管理の経験を積んだ。初歩的な手術では執刀も任され、自信後管理の経験を積んだ。初歩的な手術では執刀も任され、自信後管理の経験を積んだ。初歩的な手術では執刀も任され、自信後管理の経験を積んだ。初歩的な手術では執刀も任され、自信後管理の経験を積んだ。初歩的な手術では執刀も任され、自信後管理の経験を積んだ。初歩的な手術では執刀も任され、自信後管理の経験を積んだ。初歩的な手術では執刀も任され、自信後管理の経験を積んだ。初歩的な手術では執刀も任され、自信後管理の経験を積んだ。初歩的な手術では執刀も任され、自信後管理の経験を積んだ。初歩的な手術では執刀も任され、自信後管理の経験を積んだ。初歩的な手術では執刀も任され、自信後管理の経験を積んだ。初歩的な手術では執刀も任され、自信後管理の経験を積んだ。初歩的な手術では執刀も任され、自信後管理の経験を積んだ。初歩的な手術では執刀も任され、自信後管理の経験を積んだ。初歩的な手術では執刀も任され、自信後管理の経験を積んだ。初歩的な手術では執刀も任され、自信後管理の経験を積んだ。初歩的な手術では執刀も任され、自信後管理の経験を積んだ。初歩的な手術では執刀も任され、自信後管理の経験を積んだ。初歩的な手術では執刀も任され、自信後管理の経験を積んだ。初歩的な手術では執刀も任され、自信後管理の経験を積んだ。初歩的な手術では執刀も任され、自信後管理の経験を積んだ。初歩的な手術では執刀も任され、自信後管理の経験を積んだ。初歩的な手術では執刀も任され、自信後管理の経験を積んだ。初歩的な手術では執刀も任され、自信後管理の経験を積んだ。初歩的な手術では執刀も任され、自信
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福岡市立こども病院　勤務
７年目

福岡市立こども病院は、兵庫県以西では唯一の小児総合医療施
設であり、九州のみならず西日本全域から重症患児が集まってくる。
この病院で行われる心臓血管手術の件数は年間 400 件にのぼ
り、全国屈指の症例数を数える。
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原田 雄章
2007 年　長崎大学医学部卒業

2016 年７月現在
福岡市立こども病院

心臓血管外科

厳
し
い
道
を
あ
え
て
選
ん
だ

︱
︱
先
生
は
初
め
か
ら
小
児
心
臓
血

管
外
科
志
望
だ
っ
た
の
で
す
か
？

原
田
（
以
下
、
原
）
:
大
学
の
頃
か

ら
小
児
の
外
科
系
に
行
こ
う
と
思
っ

て
い
ま
し
た
。
特
に
小
児
の
循
環
器

疾
患
や
先
天
性
の
疾
患
に
興
味
が
あ

っ
た
の
で
、
小
児
心
臓
血
管
外
科
を

選
び
ま
し
た
。
父
が
小
児
循
環
器
の

医
師
で
す
の
で
、
小
児
の
循
環
器
疾

患
を
意
識
し
て
き
た
部
分
は
あ
る
と

思
い
ま
す
。
け
れ
ど
父
は
、
大
変
な

仕
事
だ
か
ら
と
、
私
が
医
師
に
な
る

こ
と
に
は
反
対
し
て
い
ま
し
た
。
私

は
あ
え
て
厳
し
い
道
を
選
び
た
い
と

思
っ
て
し
ま
う
タ
イ
プ
な
の
で
、
父

が
医
師
に
な
る
こ
と
を
強
く
勧
め
て

い
た
ら
、
こ
の
道
に
は
進
ん
で
い
な

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
（
笑
）
。

︱
︱
小
児
心
臓
血
管
外
科
を
専
門
に

で
き
る
大
学
は
限
ら
れ
ま
す
よ
ね
。

原
:
は
い
。
当
時
、
九
州
で
は
九
州

大
学
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
地

元
が
博
多
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
学

生
時
代
か
ら
、
臨
床
研
修
を
終
え
た

ら
九
大
の
心
臓
血
管
外
科
に
入
局
す

る
と
決
め
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら

成
人
と
小
児
の
両
方
を
経
験
し
つ
つ
、

小
児
心
臓
血
管
外
科
を
サ
ブ
ス
ペ
シ

ャ
リ
テ
ィ
と
し
て
身
に
つ
け
て
き
ま

し
た
。

　

こ
の
福
岡
市
立
こ
ど
も
病
院
は
、

心
臓
血
管
外
科
分
野
で
は
西
日
本
の

中
核
を
担
っ
て
い
る
の
で
、
各
地
か

ら
重
症
の
子
ど
も
た
ち
が
集
ま
り
ま

す
。
市
中
病
院
で
は
心
房
・
心
室
中

隔
欠
損
症
な
ど
を
診
る
こ
と
も
多
い

の
で
す
が
、
こ
こ
は
単
心
室
や
複
雑

心
奇
形
と
い
っ
た
重
症
例
を
診
る
こ

と
の
方
が
多
い
で
す
ね
。

小
児
な
ら
で
は
の
難
し
さ

︱
︱
小
児
な
ら
で
は
の
難
し
さ
は
ど

う
い
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
か
？

原
:
一
つ
は
、
患
者
さ
ん
と
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
す
ね
。
子
ど
も

は
自
分
の
言
葉
で
物
事
を
伝
え
ら
れ

な
い
こ
と
も
多
い
の
で
、
状
態
を
把

握
す
る
の
が
大
変
で
す
。
ま
た
、
保

護
者
の
方
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
も
と
て
も
重
要
で
す
。
今
し
て
い

る
治
療
の
内
容
や
、
今
後
の
方
針
を

常
に
説
明
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

避
け
ら
れ
な
い
急
変
も
あ
り
う
る
の

で
、
い
ざ
と
い
う
場
合
で
も
納
得
し

て
い
た
だ
け
る
だ
け
の
信
頼
関
係
を

築
け
る
よ
う
心
が
け
て
い
ま
す
。

　

手
術
に
関
し
て
も
、
小
児
と
成
人

で
は
違
い
が
あ
り
ま
す
。
子
ど
も
の

場
合
、
成
人
よ
り
も
術
後
管
理
の
重

要
性
が
高
い
と
思
い
ま
す
。
手
術
が

終
わ
っ
て
も
、
む
し
ろ
そ
こ
か
ら
が

本
番
と
い
っ
た
感
じ
で
す
ね
。
術
後

の
バ
イ
タ
ル
が
最
も
乱
れ
や
す
い
時

期
を
、
い
か
に
落
ち
着
か
せ
る
か
が

私
た
ち
の
腕
の
見
せ
ど
こ
ろ
で
す
。

基
本
的
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｕ
に
術
後
管
理
を

任
せ
き
り
に
す
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
の
で
、
重
症
の
子
だ
と
、
術
後
１

週
間
ぐ
ら
い
は
泊
ま
り
こ
み
で
診
な

け
れ
ば
い
け
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

急
変
も
多
く
、
肝
臓
・
腎
臓
・
皮
膚

な
ど
様
々
な
臓
器
で
感
染
症
や
機
能

不
全
な
ど
を
併
発
す
る
こ
と
も
あ
る

の
で
、
他
科
の
先
生
に
も
助
け
て
い

た
だ
き
つ
つ
治
療
を
進
め
ま
す
。

︱
︱
循
環
器
分
野
で
、
内
科
と
の
連

携
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

原
:
も
ち
ろ
ん
、
小
児
循
環
器
内
科

と
は
定
期
的
に
合
同
カ
ン
フ
ァ
レ
ン

ス
を
行
っ
て
治
療
方
針
を
決
め
、
手

術
の
日
程
を
組
ん
で
い
ま
す
。
術
後

の
エ
コ
ー
検
査
も
循
環
器
内
科
の
先

生
に
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
か

ら
、
胎
児
診
断
で
産
前
に
先
天
性
の

心
疾
患
が
わ
か
っ
て
い
る
場
合
に
は
、

産
科
や
新
生
児
科
と
相
談
し
て
、
産

後
数
日
で
手
術
を
す
る
ケ
ー
ス
も
あ

り
ま
す
。
何
か
相
談
す
る
に
も
さ
れ

る
に
も
、
他
科
の
先
生
と
の
日
頃
か

ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
大
事

で
す
ね
。

今
後
の
キ
ャ
リ
ア

︱
︱
今
後
、
ど
の
よ
う
な
キ
ャ
リ
ア

を
考
え
て
い
ま
す
か
？

原
:
医
局
で
は
、
７
~
８
年
目
で
大

学
院
に
行
き
、
学
位
を
取
得
し
て
臨

床
に
戻
る
と
い
う
の
が
一
般
的
で
す
。

私
も
今
後
研
究
に
取
り
組
み
、
一
度

臨
床
に
戻
っ
た
後
、
ど
こ
か
で
海
外

に
臨
床
留
学
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い

ま
す
。
海
外
で
は
術
後
管
理
は
他
に

任
せ
て
手
術
の
み
を
行
う
た
め
、
１

日
に
４
~
５
件
手
術
を
す
る
の
が
当

た
り
前
の
ハ
イ
ボ
リ
ュ
ー
ム
セ
ン
タ

ー
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
所
で
多

く
の
重
症
例
を
経
験
し
、
学
ん
で
い

け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
医
局
提

携
の
留
学
先
は
な
く
、
自
分
で
探
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
大
変
で
す

が
、
強
い
志
を
持
っ
て
探
す
つ
も
り

で
す
。

︱
︱
小
児
心
臓
血
管
外
科
に
対
す
る

思
い
や
、
こ
の
科
を
目
指
す
医
学
生

へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。

原
:
小
児
心
臓
血
管
外
科
は
、
勤
務

時
間
も
他
科
に
比
べ
て
長
く
、
厳
し

い
診
療
科
で
あ
る
こ
と
は
否
め
ま
せ

ん
。
元
気
に
な
っ
た
子
が
急
変
し
て

亡
く
な
る
こ
と
も
多
い
で
す
し
、
悲

し
い
思
い
や
つ
ら
い
思
い
を
す
る
こ

と
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で

も
助
け
た
い
と
い
う
思
い
が
強
く
な

け
れ
ば
、
続
け
て
い
く
の
は
難
し
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
、
そ
う

い
う
厳
し
い
環
境
だ
か
ら
こ
そ
、
私

は
常
に
患
者
さ
ん
や
そ
の
家
族
、
周

り
の
ス
タ
ッ
フ
に
笑
顔
で
接
す
る
よ

う
に
し
て
い
ま
す
。
上
司
も
良
い
先

生
ば
か
り
で
、
日
々
学
べ
る
こ
と
を

幸
せ
に
思
い
な
が
ら
働
い
て
い
ま
す
。

　

学
生
の
皆
さ
ん
に
は
、
今
の
う
ち

に
勉
強
以
外
に
も
様
々
な
経
験
を

し
て
ほ
し
い
で
す
ね
。
こ
の
科
で

は
、
自
分
一
人
で
は
何
も
で
き
ま
せ

ん
。
手
術
は
上
の
先
生
や
看
護
師
さ

ん
、
臨
床
工
学
技
士
さ
ん
、
他
科
の

先
生
な
ど
が
い
て
初
め
て
成
り
立
つ

ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
い
ろ
ん
な
人

と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と
れ
る

よ
う
に
な
る
た
め
に
も
、
学
生
の
う

ち
に
多
く
の
こ
と
に
挑
戦
し
て
、
し

っ
か
り
し
た
人
間
性
を
身
に
つ
け
て

く
だ
さ
い
。
何
で
も
一
生
懸
命
や
っ

て
多
く
の
刺
激
を
受
け
、
強
く
な
っ

て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
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執刀した患者さんが
歩いて家に帰るところを
見られるのが嬉しい
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東海大学医学部入学

濱中 瑠利香医師
（国際親善総合病院　呼吸器外科）
Rurika Hamanaka

大学病院では、病棟業務を中心に、救急外来で外傷の初期対応
も行った。

３年目

神奈川県立がんセンターへ出向
４年目

経
験
10
年
前
後
の
先
輩
に
聴
く
「
医
師
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
」

1 年目

外科専門医　取得
海老名総合病院へ出向

東海大学医学部　外科学系　呼吸器外科学　入局
東海大学大学院医学研究科　博士課程　入学

8 年目

海老名総合病院と、今の国際親善総合病院は、常勤医１名体制。
手術の時だけ医局の上司と一緒に行い、外来や術後管理などは
すべて一人で担当する。

東海大学医学部付属病院　臨床研修医

肺がんの開胸手術を集中的に学んだほか、呼吸器外科・病理科・
放射線科などの他科も経験した。病理の先生に、病理診断の初
歩や、今の論文の核になる研究テーマを教えていただいた。

日によっては 15 時～ 16 時く
らいまで外来が延びることも。

小田原市立病院で、医局の上司の
手伝いをさせてもらっています。

年目の10
呼吸器外科

6 年目

東海大学医学部付属病院　勤務
半年間チーフを任され、検査やカンファレンス、院内の連絡調整
など、手術全体のマネジメント業務を任された。６年目までで呼
吸器外科医として一通りの知識・技術を身につけた。

東海大学医学部付属八王子病院　勤務（～６月）
東海大学医学部付属東京病院　勤務

7 年目

呼吸器外科専門医　取得
9 年目

montuewed

午
前
　

午
後
　
外
勤

午
前
　
外
来

午
後
　
気
管
支
鏡
検
査
な
ど

午
前
　
外
来

thu

午
前
　
外
来

fri

午
前
　
外
来

午
後
　
手
術

日
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
だ
が
、

だ
い
た
い
18
時
く
ら
い
に
は
退
勤
。

平
日
、
休
日
と
も
に
毎
日
オ
ン
コ
ー
ル

が
あ
る
。

8
時
30
分
　
出
勤

sat

午
前
　
外
来

国際親善総合病院へ出向
10 年目

勤務の空き時間を見つけて研究・論文執筆を進め、今年には大
学院の学位を取得する予定。

呼
吸
器
外
科
の
特
徴

︱
︱
呼
吸
器
外
科
で
は
、
ど
の
よ
う

な
疾
患
を
扱
う
の
で
し
ょ
う
か
？

濱
中
︵
以
下
、
濱
︶
:
心
臓
と
食
道

以
外
、
胸
腔
内
の
臓
器
の
疾
患
の
ほ

と
ん
ど
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。
主

な
疾
患
と
し
て
は
、
肺
が
ん
、
気
胸
、

縦
隔
腫
瘍
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

︱
︱
先
生
は
、
ど
う
し
て
呼
吸
器
外

科
を
選
ば
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

濱
:
学
生
の
頃
か
ら
、
自
分
に
は
手

を
動
か
す
科
が
向
い
て
い
る
の
か
な
、

と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
外
科
系
の
中

で
呼
吸
器
を
選
ん
だ
き
っ
か
け
は
、

臨
床
研
修
の
際
に
、
東
海
大
学
医
局

の
岩
﨑
教
授
の
手
術
を
見
た
こ
と
で

す
。
出
血
が
ほ
と
ん
ど
な
く
て
、
す

ご
く
綺
麗
な
手
術
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

︱
︱
胸
部
の
手
術
と
い
う
と
、
侵
襲

性
が
高
そ
う
で
す
が
。

濱
:
も
ち
ろ
ん
患
者
さ
ん
の
状
態
に

よ
り
ま
す
が
、
胸
腔
鏡
を
使
っ
た
手

術
の
場
合
、
胸
部
に
小
さ
な
穴
を
あ

け
て
そ
こ
か
ら
カ
メ
ラ
や
器
具
を
入

れ
、
肺
の
一
部
を
切
除
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
岩
﨑
教
授
が
開
発
し
た

術
式
だ
と
、
２
箇
所
の
穴
だ
け
で
手

術
が
で
き
る
の
で
、
傷
も
と
て
も
小

さ
い
の
で
す
。

　

と
は
い
え
、
胸
腔
内
は
重
要
な
臓

器
や
血
管
が
多
い
で
す
か
ら
、
小
さ

な
ミ
ス
も
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
大
血
管

を
傷
つ
け
れ
ば
、
す
ぐ
に
命
に
関
わ

る
事
態
に
な
り
ま
す
。
簡
単
で
は
な

い
け
れ
ど
、
自
分
の
腕
次
第
で
、
患

者
さ
ん
に
あ
ま
り
負
担
を
か
け
ず
に

救
う
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
の
は

大
き
な
や
り
が
い
で
す
。

独
り
立
ち
す
る
ま
で
の
歩
み

︱
︱
胸
腔
鏡
を
使
っ
た
難
し
い
手
術

を
習
得
す
る
に
は
、
時
間
も
か
か
る

の
で
は
な
い
で
す
か
？

濱
:
そ
う
で
す
ね
。
８
年
目
く
ら
い

か
ら
は
、
一
部
の
手
術
で
執
刀
医
を

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
東
海

大
の
医
局
は
、
わ
り
と
早
く
か
ら
任

せ
て
も
ら
え
る
方
だ
と
思
い
ま
す
。

今
も
難
し
い
症
例
で
は
、
教
授
が
執

刀
し
、
私
は
助
手
に
つ
く
の
で
す
が
。

︱
︱
入
局
し
て
す
ぐ
は
、
ど
の
よ
う

な
仕
事
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
か
？

濱
:
病
棟
業
務
と
救
急
外
来
の
初
期

対
応
に
加
え
て
、
上
級
医
の
行
う
手

術
を
見
学
さ
せ
て
も
ら
っ
た
り
、
補

助
に
入
っ
た
り
、
と
い
う
毎
日
で
し

た
。
休
む
間
が
な
い
ほ
ど
忙
し
か
っ

た
で
す
が
、
大
き
く
成
長
し
た
時
期

だ
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

︱
︱
そ
の
後
、
が
ん
セ
ン
タ
ー
で
の

勤
務
を
経
験
さ
れ
て
い
ま
す
。

濱
:
が
ん
セ
ン
タ
ー
は
、
様
々
な
医

局
か
ら
人
が
集
ま
り
ま
す
し
、
開
胸

手
術
の
症
例
も
多
か
っ
た
の
で
、
経

験
や
知
識
の
幅
が
広
が
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
６
年
目
に
な
っ
て
大
学
に

戻
る
と
、
今
度
は
手
術
全
体
の
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
を
担
当
す
る
、
チ
ー
フ
の

役
割
に
な
り
ま
し
た
。
手
術
を
控
え

た
患
者
さ
ん
の
情
報
が
全
て
自
分
の

と
こ
ろ
に
集
ま
っ
て
く
る
の
で
、
そ

れ
ぞ
れ
の
手
術
の
方
針
を
立
て
て
、

カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
で
プ
レ
ゼ
ン
し
ま

す
。
さ
ら
に
、
誰
が
い
つ
執
刀
す
る

の
か
を
計
画
し
、
上
司
の
承
認
を
得

ま
す
。
患
者
さ
ん
に
手
術
日
程
を
ご

連
絡
し
た
り
、
院
内
の
手
配
を
し
た

り
と
い
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

も
担
当
し
ま
す
。
そ
し
て
手
術
の
際

に
は
、
助
手
と
し
て
参
加
し
ま
す
。

　

チ
ー
フ
の
業
務
を
こ
な
す
な
か
で
、

術
前
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
、
手
術
計
画

の
立
案
、
術
後
の
退
院
に
向
け
た
管

理
と
い
っ
た
、
手
術
全
体
の
流
れ
が

身
体
に
染
み
着
い
て
い
き
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
最
初
か
ら
全
て
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
で
き
た
わ
け
で
は
な
く
、
上
司

の
先
生
に
指
導
し
て
い
た
だ
き
な
が

ら
、
手
術
に
当
た
っ
て
必
要
な
知

識
・
技
術
を
、
だ
ん
だ
ん
と
身
に
つ

け
て
い
っ
た
、
と
い
う
感
じ
で
す
。

︱
︱
手
術
を
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
能

力
を
身
に
つ
け
て
、
再
び
市
中
病
院

に
出
ら
れ
た
ん
で
す
ね
。

濱
:
は
い
。
８
年
目
で
海
老
名
総
合

病
院
に
行
っ
て
か
ら
は
、
基
本
的
に

独
力
で
計
画
を
立
て
て
、
手
術
の
際

に
教
授
や
上
級
医
に
来
て
い
た
だ
く

と
い
う
形
に
な
り
ま
し
た
。
上
級
医

の
手
術
を
見
て
「
こ
う
す
れ
ば
い
い

の
か
」
と
納
得
し
た
は
ず
の
こ
と
が
、

自
分
で
や
っ
て
み
る
と
思
う
よ
う
に

い
か
な
か
っ
た
り
と
、
最
初
は
勉
強

す
る
こ
と
ば
か
り
で
し
た
ね
。

速
く
多
く
の
経
験
を
積
め
る

︱
︱
現
在
の
働
き
方
に
つ
い
て
教
え

て
い
た
だ
け
ま
す
か
？

濱
:
今
は
毎
日
外
来
業
務
を
し
な
が

ら
、
だ
い
た
い
10
人
く
ら
い
の
入
院

患
者
さ
ん
を
受
け
持
っ
て
い
ま
す
。

手
術
は
週
に
１
度
、
大
学
か
ら
チ
ー

ム
が
来
る
日
に
集
中
的
に
行
い
ま
す
。

　

外
科
手
術
と
い
う
と
大
変
な
イ
メ

ー
ジ
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
呼
吸
器

外
科
の
手
術
は
肺
が
ん
で
３
時
間
程

度
、
気
胸
な
ら
30
分
く
ら
い
で
終
わ

り
ま
す
。
朝
か
ら
晩
ま
で
立
ち
っ
ぱ

な
し
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
な
い
の
で
、

体
力
的
に
は
女
性
で
も
十
分
に
で
き

る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
手
術
時
間

が
短
い
の
で
、
一
日
に
何
件
も
手
術

を
入
れ
る
こ
と
が
で
き
、
外
科
と
し

て
は
速
い
ス
ピ
ー
ド
で
手
術
経
験
を

積
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

︱
︱
10
人
も
の
患
者
さ
ん
を
担
当
す

る
の
は
大
変
で
は
な
い
で
す
か
？

濱
:
い
え
、
肺
が
ん
で
手
術
適
応
に

な
る
患
者
さ
ん
は
、
そ
れ
ほ
ど
全
身

状
態
の
悪
く
な
い
方
が
多
い
ん
で
す
。

手
術
も
侵
襲
性
が
低
い
の
で
、
次
の

日
か
ら
は
食
事
も
摂
れ
て
、
術
後
１

週
間
も
経
た
ず
に
退
院
ま
で
漕
ぎ
つ

け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
そ
う

や
っ
て
自
分
が
手
術
し
た
患
者
さ
ん

が
、
元
気
に
な
っ
て
自
分
で
歩
い
て

帰
っ
て
い
く
姿
を
目
に
で
き
る
の
は
、

や
は
り
嬉
し
い
で
す
ね
。

　

も
ち
ろ
ん
、
大
学
で
重
症
外
傷
や

末
期
の
肺
が
ん
を
診
る
こ
と
も
あ
り
、

命
に
直
結
す
る
大
変
な
仕
事
で
あ
る

こ
と
に
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
で

も
そ
の
分
や
り
が
い
も
あ
り
ま
す
し
、

若
い
う
ち
か
ら
任
せ
て
も
ら
え
る
こ

と
も
多
い
の
で
、
外
科
系
に
興
味
が

あ
る
方
は
、
ぜ
ひ
呼
吸
器
外
科
を
考

え
て
み
て
ほ
し
い
で
す
。

1 week 

濱中 瑠利香
2007 年　東海大学医学部卒業

2016 年 7 月現在
国際親善総合病院
呼吸器外科　医長
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インタビュアーの伊藤先生。

感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

伊
:
そ
ん
な
折
に
、オ
ー
ス
ト
リ
ア
人

の
御
夫
君
の
帰
国
が
決
ま
り
ま
し
た
。

鴨
:
え
え
。
夫
は
企
業
勤
務
で
長
く

日
本
に
赴
任
し
て
い
た
の
で
す
が
、

仕
事
の
都
合
で
故
郷
の
ウ
ィ
ー
ン
に

帰
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
私

も
、
「
こ
こ
で
一
度
、
人
生
の
仕
切

り
直
し
が
し
た
い
」
と
思
い
、
夫
と

共
に
ウ
ィ
ー
ン
に
渡
り
ま
し
た
。
幸

い
、
当
時
籍
を
置
い
て
い
た
研
究
所

は
、
サ
バ
テ
ィ
カ
ル
（
長
期
休
暇
）

と
い
う
形
で
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
確
保
し

て
く
れ
ま
し
た
。
ウ
ィ
ー
ン
で
日
本

よ
り
も
少
し
の
ん
び
り
と
し
た
時
間

を
過
ご
す
う
ち
、
や
は
り
臨
床
に
戻

り
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
ふ
つ
ふ
つ

と
湧
い
て
き
た
の
で
す
。

学
生
時
代
の
夢
を
叶
え
る
た
め
に

伊
:
そ
こ
か
ら
先
生
は
、
途
上
国
で

の
医
療
の
道
へ
進
ま
れ
ま
し
た
。
臨

床
に
戻
ろ
う
と
考
え
た
な
ら
、
消
化

器
内
科
に
戻
る
の
が
一
般
的
か
と
思

う
の
で
す
が
、
な
ぜ
途
上
国
へ
の
道

を
思
い
立
た
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

鴨
:
サ
バ
テ
ィ
カ
ル
中
に
自
分
の
今

後
に
つ
い
て
考
え
る
う
ち
、
学
生
時

代
に
抱
い
て
い
た
三
つ
の
夢
を
思
い

出
し
た
ん
で
す
。
一
つ
は
臨
床
医
と

し
て
診
療
す
る
こ
と
。
一
つ
は
研
究

を
す
る
こ
と
。
そ
し
て
も
う
一
つ
が
、

途
上
国
の
医
療
に
貢
献
す
る
こ
と
。

私
は
働
き
始
め
て
か
ら
、
三
つ
目
を

す
っ
か
り
忘
れ
て
い
ま
し
た
。
じ
ゃ

あ
、
こ
の
機
会
に
途
上
国
に
行
こ
う

礎
研
究
に
携
わ
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

「
ま
た
臨
床
医
と
し
て
働
き
た
い
」

と
い
う
気
持
ち
も
残
っ
て
い
ま
し
た
。

伊
:
研
究
と
臨
床
、
ど
ち
ら
を
選
ぶ

か
常
に
迷
っ
て
こ
ら
れ
た
の
で
す
ね
。

鴨
:
は
い
。
そ
う
し
て
基
礎
研
究
を

続
け
る
う
ち
、
こ
の
辺
は
理
学
博
士

に
任
せ
る
べ
き
か
な
と
感
じ
る
機
会

が
多
々
あ
り
ま
し
た
。
私
は
医
師
で

す
の
で
、
疾
患
や
身
体
全
体
の
こ
と

に
つ
い
て
考
え
る
の
は
得
意
で
す
。

し
か
し
、
基
礎
科
学
系
の
深
い
知
識

を
持
っ
て
、
理
論
を
細
か
く
詰
め
て

い
く
こ
と
に
つ
い
て
は
、
理
学
博
士

の
方
々
に
は
素
晴
ら
し
い
も
の
が
あ

り
ま
し
た
。
基
礎
研
究
者
と
し
て
成

功
し
て
い
る
医
師
の
中
で
、
臨
床
も

同
時
に
や
っ
て
い
る
と
い
う
方
は
数

少
な
い
と
思
い
ま
す
。
抗
体
医
薬
の

手
が
か
り
が
つ
か
め
た
と
こ
ろ
で
、

い
つ
し
か
私
は
「
医
師
と
し
て
研
究

で
や
れ
る
こ
と
は
や
り
き
っ
た
」
と

と
思
っ
た
ん
で
す
。

伊
:
そ
れ
で
ま
ず
感
染
症
の
専
門
家

養
成
セ
ミ
ナ
ー
を
受
講
さ
れ
た
と
の

こ
と
で
す
が
、
こ
の
セ
ミ
ナ
ー
は
ど

う
や
っ
て
見
つ
け
た
の
で
す
か
？

鴨
:
日
本
に
一
時
帰
国
し
た
際
、
レ

ス
ト
ラ
ン
で
た
ま
た
ま
昔
の
上
司
に

会
っ
た
の
で
す
。
名
刺
交
換
を
す
る

と
、
奇
遇
に
も
そ
の
方
は
国
立
国
際

医
療
セ
ン
タ
ー
病
院
・
国
際
感
染
症

セ
ン
タ
ー
の
指
導
者
を
し
て
い
ら
し

て
。
す
ぐ
に
メ
ー
ル
を
お
送
り
し
、

紹
介
し
て
い
た
だ
い
た
セ
ミ
ナ
ー
で

公
衆
衛
生
や
イ
ン
フ
ラ
整
備
な
ど
を

含
め
た
途
上
国
医
療
の
手
法
を
学
ん

だ
後
、
国
境
な
き
医
師
団
に
参
加
し

ま
し
た
。

感
染
症
の
撲
滅
に
携
わ
る

伊
:
国
境
な
き
医
師
団
で
は
ど
ん
な

仕
事
を
さ
れ
て
い
た
の
で
す
か
？

鴨
:
イ
ン
ド
の
カ
シ
ミ
ー
ル
地
方
と

い
う
紛
争
地
域
で
保
健
医
療
に
携
わ

り
ま
し
た
。
遠
隔
地
の
小
さ
な
診
療

所
に
出
向
い
て
診
療
を
行
っ
た
り
、

現
地
の
医
師
・
看
護
師
が
適
切
な
診

療
を
で
き
る
よ
う
監
督
し
た
り
、
統

計
を
も
と
に
薬
を
計
画
的
に
発
注
し

た
り
す
る
こ
と
が
主
な
仕
事
で
し
た
。

　

診
療
す
る
う
ち
、
こ
の
地
域
に
は

成
人
の
胃
腸
疾
患
が
多
い
こ
と
に
気

付
き
ま
し
た
。
感
染
性
腸
炎
も
多
い

の
で
す
が
、
ヘ
リ
コ
バ
ク
タ
ー
・
ピ

ロ
リ
の
影
響
も
大
き
い
の
で
は
な
い

か
と
私
は
考
え
ま
し
た
。
も
し
ヘ

リ
コ
バ
ク
タ
ー
の
除
菌
が
で
き
れ

ば
、
胃
炎
の
治
療
を
何
度
も
せ
ず
に

済
む
よ
う
に
な
り
ま
す
し
、
何
よ
り

が
ん
の
予
防
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で

国
境
な
き
医
師
団
に
打
診
し
た
と
こ

ろ
、
「
が
ん
に
関
す
る
活
動
は
で
き

な
い
」
と
断
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

確
か
に
途
上
国
の
医
療
は
、
何
も
か

も
や
ろ
う
と
す
る
と
、
結
局
何
も
で

き
な
く
な
る
側
面
が
あ
り
ま
す
。
で

す
か
ら
緊
急
医
療
と
感
染
症
だ
け
と

い
う
方
針
に
は
納
得
し
た
の
で
す
が
、

だ
っ
た
ら
私
自
身
で
何
か
で
き
な
い

か
と
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
を
訪
ね
た
ん
で
す
。

伊
:
そ
れ
が
き
っ
か
け
で
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ

で
働
く
こ
と
に
な
ら
れ
ま
し
た
ね
。

鴨
:
え
え
。
「
そ
う
い
う
こ
と
に
興

味
が
あ
る
な
ら
、
熱
帯
病
の
仕
事
に

関
わ
っ
て
み
な
い
か
」
と
誘
っ
て
い

た
だ
き
、
フ
ィ
ラ
リ
ア
の
撲
滅
活
動

に
携
わ
り
ま
し
た
。
ヘ
リ
コ
バ
ク
タ

ー
に
直
接
関
係
す
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ
の
活
動
を
通

じ
て
感
染
症
撲
滅
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー

を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

伊
:
現
在
は
、
ウ
ィ
ー
ン
医
科
大
学

に
所
属
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

鴨
:
は
い
。
加
え
て
最
近
、
日
本
で

も
胃
癌
を
撲
滅
す
る
会
と
い
う
Ｎ
Ｐ

Ｏ
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
日
本
の
先

生
方
と
協
力
し
、
南
米
な
ど
で
ヘ
リ

コ
バ
ク
タ
ー
の
除
菌
を
推
進
す
る
活

動
を
し
て
い
ま
す
。
現
地
の
医
師
に

対
し
、
除
菌
の
重
要
性
や
内
視
鏡
治

療
技
術
を
伝
え
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め

る
つ
も
り
で
す
。
現
地
の
医
師
に
も

共
同
研
究
者
と
し
て
検
体
を
提
供
し

て
も
ら
う
な
ど
、
対
等
な
関
係
を
築

け
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。

や
り
た
い
と
こ
ろ
が
ス
タ
ー
ト

伊
:
先
生
は
常
に
国
内
外
の
複
数
の

研
究
所
や
病
院
に
在
籍
し
つ
つ
、
医

師
団
や
Ｗ
Ｈ
Ｏ
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
活
動
に

も
携
わ
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
各
所

属
先
の
活
動
を
有
機
的
に
結
び
付
け
、

学
生
時
代
の
三
つ
の
夢
を
一
つ
ひ
と

つ
実
現
し
て
こ
ら
れ
た
の
で
す
ね
。

鴨
:
私
自
身
は
結
び
付
け
た
つ
も
り

は
な
く
て
、
た
ま
た
ま
う
ま
く
結
び

付
い
た
、
と
い
う
感
じ
で
す
け
れ
ど

ね
。
も
ち
ろ
ん
一
つ
の
こ
と
に
邁
進

す
る
生
き
方
も
素
晴
ら
し
い
で
す
が
、

そ
の
時
の
状
況
に
合
わ
せ
て
自
分
の

あ
り
方
を
変
え
る
の
も
悪
く
な
い
、

と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

伊
:
ア
メ
リ
カ
で
の
経
験
も
先
生
の

考
え
方
に
影
響
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

鴨
:
そ
う
で
す
ね
。
多
様
な
国
や
立

場
の
方
た
ち
と
一
緒
に
学
ん
だ
こ
と

で
、
性
別
や
学
歴
は
関
係
な
く
、
結

果
を
出
す
こ
と
が
全
て
な
の
だ
と
実

感
し
ま
し
た
。
ま
た
、
人
間
は
何
歳

に
な
ろ
う
と
、
や
り
た
い
と
思
っ
た

と
こ
ろ
が
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
な
の
だ

と
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

伊
:
先
生
の
お
話
は
、
出
産
・
育
児

を
す
る
女
性
医
師
の
励
み
に
も
な
り

ま
す
。
た
と
え
非
常
勤
で
も
研
究
生

と
し
て
で
も
、
籍
を
置
き
続
け
れ
ば

そ
れ
が
様
々
な
形
で
結
び
付
い
て
、

夢
が
叶
う
こ
と
も
あ
る
の
で
す
か
ら
。

「
こ
ん
な
働
き
方
で
続
け
て
も
仕
方

な
い
」
と
自
分
か
ら
諦
め
な
い
で
ほ

し
い
で
す
ね
。

鴨
:
は
い
。
週
一
回
で
も
い
い
か
ら

所
属
機
関
に
顔
を
出
し
、
知
識
を
ア

ッ
プ
デ
ー
ト
し
な
が
ら
、
や
り
た
い

こ
と
が
で
き
る
環
境
の
近
く
に
居
続

け
る
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
う
す
れ
ば
き
っ
と
夢
を
叶
え
ら
れ

る
日
が
来
る
は
ず
で
す
よ
。

今
回
は
、
国
内
外
と
連
携
を
取
り
な
が
ら
、
途
上
国
で
の
ヘ
リ
コ
バ
ク
タ
ー
・
ピ
ロ
リ
の
除

菌
活
動
に
携
わ
る
、
鴨
川
由
美
子
先
生
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

医師の働き方を
考える

や
り
た
い
こ
と
の
近
く
に
い
れ
ば
、

何
歳
か
ら
で
も
新
た
な
ス
タ
ー
ト
を
切
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〜
消
化
器
内
科
医
　
鴨
川
由
美
子
先
生
〜

語り手　
鴨川 由美子先生
ウィーン医科大学　第三内科消化器内科
特定非営利活動法人　胃癌を撲滅する会　代表

聞き手　
伊藤 富士子先生
日本医師会　男女共同参画委員会　委員（取材時）
愛知県医師会　理事

研
究
と
臨
床
の
間
で
悩
ん
だ
日
々

伊
藤
︵
以
下
、
伊
︶
:
鴨
川
先
生
は
、

消
化
器
内
科
で
臨
床
医
と
し
て
働
い

た
の
ち
、
基
礎
研
究
の
た
め
の
海
外

留
学
、
海
外
の
研
究
所
で
の
勤
務
を

経
て
、
そ
の
後
は
一
転
、
国
境
な
き

医
師
団
や
Ｗ
Ｈ
Ｏ
な
ど
で
途
上
国
の

医
療
に
携
わ
る
と
い
う
、
非
常
に
多

彩
な
経
歴
を
お
持
ち
で
す
。
ま
ず
、

基
礎
研
究
の
道
に
進
ま
れ
た
理
由
を

教
え
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

鴨
川
︵
以
下
、
鴨
︶
:
最
初
の
き
っ

か
け
は
、
消
化
器
内
科
で
Ｂ
型
肝
炎

の
患
者
さ
ん
を
多
く
診
る
う
ち
、
免

疫
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
で
し
た
。
イ
ェ
ー
ル
大
学
時
代
は

C
ell

に
論
文
を
掲
載
す
る
機
会
も
頂

き
ま
し
た
し
、
そ
の
後
も
ア
メ
リ
カ

の
デ
ィ
ナ
ッ
ク
ス
研
究
所
を
は
じ
め
、

東
京
大
学
医
科
学
研
究
所
や
民
間
の

研
究
所
な
ど
、
様
々
な
と
こ
ろ
で
基
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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
い
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
シ
リ
ー
ズ
で
紹
介
し
ま
す
。

前野 哲博先生

（筑波大学　地域医療教育
学　教授）
筑波大学卒業後、河北総合
病院内科研修医、筑波大学
総合医コースレジデント、川
崎医科大学総合診療部、筑
波メディカルセンター病院総
合診療科を経て、2000年よ
り筑波大学附属病院勤務。

全
て
の
医
療
は
必
ず

地
域
医
療
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る

医
師
を
目
指
す
皆
さ
ん
は
「
自

分
が
将
来
、
地
域
医
療
の
担
い
手
に

な
る
」
と
考
え
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ

う
か
。
地
域
医
療
と
い
う
と
、
山
間

部
や
離
島
の
へ
き
地
医
療
な
ど
が
イ

メ
ー
ジ
さ
れ
や
す
く
、
地
域
医
療
に

対
し
て
当
事
者
意
識
を
持
つ
医
学
生

は
多
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
地
域
医
療
は
、
へ
き
地
で

働
く
医
師
だ
け
で
担
う
も
の
で
は
な

い
。
日
本
の
地
域
医
療
実
践
の
先
駆

者
で
あ
る
若
月
俊
一
の
言
葉
に
、「
医

療
は
す
べ
か
ら
く
地
域
医
療
で
あ
る

べ
き
で
、
地
域
を
抜
き
に
し
た
医
療

は
あ
り
え
な
い
」
と
い
う
も
の
が
あ

る
。
全
て
の
患
者
は
地
域
か
ら
来
て
、

地
域
へ
帰
っ
て
い
く
。「
地
域
医
療
」

と
い
う
視
点
を
持
つ
こ
と
は
、
日
本

の
医
療
を
担
う
全
て
の
医
師
に
求
め

ら
れ
て
い
る
。

医
学
教
育
の
世
界
で
も
、
地
域
医

療
の
視
点
を
持
っ
た
医
師
を
育
て
る

た
め
、
様
々
な
試
み
が
行
わ
れ
て
い

る
。
今
回
は
、
地
域
医
療
教
育
の
先

進
的
な
制
度
を
全
国
に
先
駆
け
て
導

入
し
、
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
し
て
多
く

の
大
学
か
ら
注
目
を
集
め
て
い
る
筑

波
大
学
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
、
同

大
学
地
域
医
療
教
育
学
教
授
の
前
野

哲
博
先
生
に
お
話
を
伺
っ
た
。

生
き
た
地
域
医
療
の
現
場
で

医
学
生
を
教
育
で
き
る
環
境
を

前
野
先
生
は
、
志
望
分
野
を
問
わ

ず
、
全
て
の
医
学
生
が
地
域
医
療
の

考
え
方
を
身
に
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な

教
育
環
境
の
整
備
に
尽
力
し
て
き
た
。

そ
の
な
か
で
、
日
本
の
大
学
の
地
域

医
療
教
育
全
体
に
共
通
す
る
大
き
な

課
題
に
直
面
し
た
と
い
う
。

「
地
域
医
療
の
視
点
を
持
つ
た
め

に
は
、
人
々
の
生
活
の
近
く
で
行
わ

れ
て
い
る
医
療
の
現
場
を
見
る
こ
と

が
不
可
欠
で
す
。
し
か
し
地
域
の
医

療
機
関
に
は
、
医
学
生
を
実
習
さ
せ

る
人
的
・
時
間
的
余
裕
は
十
分
で
は

あ
り
ま
せ
ん
し
、
教
育
設
備
も
揃
っ

て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
よ

り
良
い
地
域
医
療
教
育
の
た
め
に
は
、

地
域
の
医
療
機
関
と
い
う
最
適
な
教

育
フ
ィ
ー
ル
ド
と
、
大
学
が
持
つ
潤

沢
な
教
育
資
源
と
を
結
び
付
け
る
必

要
が
あ
り
ま
し
た
。」

そ
こ
で
筑
波
大
学
は
茨
城
県
と

協
力
し
て
、「
地
域
医
療
教
育
セ
ン

タ
ー
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
制
度
」
を
全

国
の
大
学
に
先
駆
け
て
導
入
し
た
。

県
内
で
精
力
的
に
地
域
医
療
に
取
り

組
ん
で
い
る
病
院
・
診
療
所
を
「
地

域
医
療
教
育
セ
ン
タ
ー
・
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
」
と
し
て
指
定
し
、
そ
こ
に

大
学
か
ら
教
員
を
派
遣
す
る
こ
と
で
、

医
学
生
や
研
修
医
を
受
け
入
れ
る
体

制
を
整
え
た
の
で
あ
る
。

茨
城
県
内
に
は
、
地
域
医
療
教

育
セ
ン
タ
ー
（
派
遣
教
員
が
５
名
以

上
）
が
６
つ
、地
域
医
療
教
育
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
（
派
遣
教
員
が
５
名
未
満
）

が
７
つ
設
け
ら
れ
て
お
り
、
約
70

名
の
大
学
教
員
が
配
置
さ
れ
て
い
る

（
２
０
１
６
年
現
在
）。
ま
た
、
テ

レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
や
シ
ミ
ュ
レ
ー

タ
ー
と
い
っ
た
設
備
の
導
入
や
、
医

学
生
や
研
修
医
が
一
定
期
間
滞
在
す

る
た
め
の
宿
泊
施
設
の
確
保
な
ど
と

い
っ
た
支
援
も
行
わ
れ
て
い
る
。

「
地
域
医
療
の
最
前
線
に
、
教
育

を
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
た
専
任
の
指
導

医
を
送
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
現

場
で
も
大
学
の
意
向
を
踏
ま
え
た
手

厚
い
教
育
を
実
施
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

ま
た
、
実
習
生
が
へ
き
地
へ
赴
く

た
め
の
交
通
手
段
の
支
援
や
宿
泊
施

設
の
確
保
も
、
県
と
大
学
が
協
力
し

な
が
ら
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
細
か
い
部
分
ま
で
フ
ォ
ロ
ー
す
る

こ
と
も
、
人
的
支
援
や
設
備
投
資
に

並
ぶ
、
大
切
な
支
援
の
一
つ
な
の
で

す
。」

地
域
を
基
盤
に
し
た
保
健
・

医
療
・
福
祉
活
動
の
体
験
学
習

そ
れ
で
は
、
地
域
医
療
教
育
セ
ン

タ
ー
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で
、
医
学
生

は
実
際
に
ど
の
よ
う
な
実
習
を
行
っ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
筑
波
大
学
で
は
、
５
年
次
の
臨

床
実
習
の
一
環
と
し
て
、
医
学
生
が

医
師
不
足
地
域
に
１
週
間
泊
ま
り
こ

ん
で
、
地
域
に
密
着
し
た
保
健
・
医

療
・
福
祉
活
動
を
体
験
学
習
す
る
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
を
必
修
と
し
て
設
け
て

い
ま
す
。
こ
の
実
習
で
は
、
小
規
模

医
療
機
関
で
の
診
療
を
学
ぶ
だ
け
で

な
く
、
訪
問
診
療
・
訪
問
介
護
へ
の

同
行
や
、
地
域
の
薬
局
で
の
実
習
な

ど
も
行
い
ま
す
。
ま
た
、
住
民
向
け

の
健
康
教
室
に
参
加
す
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
（
表
）。
地
域
医
療
は
、
地

域
で
働
く
医
療
・
保
健
・
行
政
な

ど
様
々
な
職
種
の
方
々
、
さ
ら
に
は

地
域
住
民
と
の
連
携
の
も
と
に
成
り

立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
実
体

験
の
な
か
で
学
び
取
っ
て
ほ
し
い
で

す
ね
。」

地
域
共
同
体
に
溶
け
込
み

多
面
的
に
地
域
を
見
る

「
地
域
医
療
」
と
い
う
言
葉
は
、

１
９
２
０
年
に
イ
ギ
リ
ス
で
提
唱
さ

れ
た"C

om
m

unity M
edicine"

と

い
う
概
念
の
訳
語
と
し
て
定
着
し
た
。

つ
ま
り
、「
地
域
共
同
体
を
基
盤
と

し
た
医
療
」
と
い
う
の
が
地
域
医

療
の
原
義
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

筑
波
大
学
は
、
地
域
滞
在
型
実
習
の

中
で
、
地
域
共
同
体
そ
の
も
の
を
知

る
た
め
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
も
用

意
し
て
い
る
。

「
地
域
滞
在
型
実
習
の
な
か
で
、

地
域
診
断
を
行
う
実
習
を
取
り
入
れ

て
い
ま
す
。
医
学
生
が
地
域
の
中
を

歩
き
回
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
施
設
が

あ
る
の
か
、
人
々
は
ど
ん
な
暮
ら
し

を
営
ん
で
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と

を
見
て
い
き
ま
す
。
住
民
と
直
接
話

し
た
り
交
流
し
た
り
す
る
こ
と
も
重

要
で
す
ね
。
こ
の
よ
う
な
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
の
結
果
と
、
地
域
に
関
す

る
様
々
な
デ
ー
タ
と
を
併
せ
て
考
察

す
る
こ
と
で
、
そ
の
地
域
の
強
み
や

弱
み
、
抱
え
て
い
る
問
題
が
だ
ん
だ

ん
と
見
え
て
く
る
の
で
す
。

こ
の
実
習
は
、
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
に
溶
け
込
み
、
多
面
的
に
地
域

を
見
る
姿
勢
・
技
術
を
学
ぶ
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
ま
す
。
隣
に
住
む
人

の
顔
も
分
か
ら
な
い
都
会
と
違
っ
て
、

地
方
で
は
誰
も
が
顔
見
知
り
で
、人
々

の
団
結
が
強
い
で
す
。
ま
た
、
地
域

の
健
康
問
題
に
つ
い
て
も
、
行
政
や

他
職
種
と
連
携
し
つ
つ
、
専
門
職
と

し
て
責
任
を
持
っ
て
意
見
を
述
べ
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
知
り
、
そ
の
中
に
溶

け
込
ん
で
学
ぶ
と
い
う
経
験
は
、
地

域
医
療
に
携
わ
る
医
師
に
は
欠
か
せ

な
い
も
の
で
あ
り
、
都
会
育
ち
の
多

い
医
学
生
に
、
そ
れ
を
肌
で
感
じ
て

ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

将
来
地
域
の
医
療
機
関
で
働
く
医

師
は
も
ち
ろ
ん
、
大
病
院
で
働
く
医

師
に
と
っ
て
も
、
こ
の
体
験
は
人
生

の
糧
と
し
て
必
ず
活
き
て
く
る
は
ず

で
す
。
ど
の
よ
う
な
場
所
で
働
く
こ

と
に
な
っ
て
も
、
常
に
『
全
て
の
患

者
は
地
域
か
ら
来
て
、
地
域
へ
帰
っ

て
い
く
』
と
い
う
意
識
を
忘
れ
ず
、

人
々
の
生
活
に
寄
り
添
え
る
医
師
を

育
て
て
い
き
た
い
で
す
ね
。」

地域医療の現場に
専任の指導者と
教育資源を用意する

大
学
と
地
域
が
連
携
し
、地
域

医
療
を
担
う
医
師
を
育
て
る

※プログラムには現在の勤務先所属のまま参加可能

33 32



Educ at io n

LIFE

Educ at io n

LIFE

齊藤：札幌医科大学の良いところは、勉強と遊びの
メリハリのついた学生が多いことです。勉学に対して
は真面目に取り組み、息抜きをするときは本気で遊ぶ。
切り替えの上手い人が多く、この環境を気に入ってい
ます。24 時間利用できる図書館があるので、そこで
勉強する学生が多いですね。テスト期間中に協力し合
うことで、学生同士仲良くなっていると感じます。
佐藤：面白い授業がたくさんあることも魅力の一つです。
私は、４年生の時の PBLチュートリアルが印象に残っ
ています。先生が提示した症例を、病名も分からない
状態から、どういう病気なのか一生懸命調べました。
齊藤：今は臨床実習の最中で、消化器内科にお世話
になっています。研修医と一緒に指導を受けられるの
で、卒業後に消化器内科で研修した場合どのように動
くことになるのか、想像できてとても楽しいです。ケーシ
ーを着て実習していると、患者さんには僕も医師の一
人に見えるんですよね。治療について質問されて何も
答えられなかったりすると、もっと勉強しないといけないと
痛感します。
佐藤：私は婦人科の実習中ですが、教科書で勉強し
た疾患を抱えている患者さんを目の前にすると、医師に
なるという自覚が芽生えてきます。私の地元は医師不
足のため子どもを産むことが難しい状況です。妹が産ま
れた時も、不安に思ったことがあり、医師が必要とされ
ているということを実感したことがきっかけで、医師に興
味を持ちました。
齊藤：僕たちの一つ下の学年から新たな地域枠が導
入され、一学年あたりの道内出身者の割合が増えてい
ます。札幌医科大学には、医師不足を肌で感じて育ち、
問題意識を持っている学生が多いと思います。

北海道により1950 年に設立された札幌医科大学は、「進取の精神と自由
闊達な気風」「医学・医療の攻究と地域医療への貢献」を建学の精神と
しています。「進取の精神」に基づき、全国医学部の中で最も早い時期に
麻酔科や脳外科、救急医学などの教室を設置し、現在もそれぞれの講座
がそれぞれの伝統の上に活躍しています。また、「医学・医療の攻究」の
表れとして、研究の項目に述べますように次々に新しい取り組みを行っていま
す。新しいことにチャレンジしたり、認めたりする大学の環境は「自由闊達な
気風」があるからこそと思います。
研究に対して学生が興味を持つように、３年生で基礎配属を行い、さらに
MD-PhDコースを基礎医学とフロンティア医学研究所の教室に設置してい
ます。MD-PhD の教育内容は各教室の裁量として自由にしています。在
籍者の中には、第一著者として複数の英語論文を出す学生もいます。
北海道の面積は四国の４倍以上、九州と比べても２倍を超え、広いことが
北海道の医療の重い課題です。卒業生が積極的に「地域への貢献」を
行うよう、学生に地域医療を体感させる取り組みを行っています。文部科学
省の大学改革推進事業として、地域病院に学生を長期滞在させる診療参
加型の臨床実習を行っています。また、利尻などの地域の市町村や病院
等のご協力のもと、夏季に教員と学生が地域に滞在し実習を行っています。
さらに、今年度からは３年生全員に、小グループに分かれて地域医療機関
に滞在するカリキュラムを導入しました。これらの地域実習は、学生が社会
常識を持ち、人間性と良識を備えた医師となっていくためにも大切です。また、
実技の徹底のために、４年生の OSCEと６年生の advanced OSCE の
合格をそれぞれ進級と卒業に必要としています。

公立大学法人 10 年目の本学は、建学の精神「進取の精神と自由闊達な気風」に基づ
き、北海道の医療と道民の健康増進に貢献するための研究をめざしています。がん研究所、
教育研究機器センターを平成 23 年に統合してできた附属研究施設のフロンティア医学研
究所、地域医療の単位取得を交えながら研究を推進する臨床医学コースなどが組織面で
の特徴です。建学以来の研究の中心であるがん、免疫を対象とした成果が臨床に応用で
きるようになり、膵臓がんの進行期患者に対するペプチドワクチンによる治験を東京大学医
科学研究所附属病院および神奈川県立がんセンターとの共同体制で推進しています。

「中枢神経系の再生は困難」という20 世紀初頭の定説への挑戦も、骨髄幹細胞を用い
た治療で実現に近づいています。脳梗塞に続いて平成 25 年より開始した脊髄損傷に対
しての治験は、厚生労働省の「先駆け審査指定制度」の再生医療等製品としての認定
まで来ました。基礎分野の研究では、「ストレス応答の分子機構、病態との関連」「タイト
結合の機能調節機構」「がん幹細胞の生物学」「心臓自動能の発生」「寿命延長効果
にかかわるサーチュイン遺伝子」など幅広く行っています。臨床研究では「骨髄間葉系幹
細胞を用いた糖尿病と認知症の治療」「スポーツ医学」「生活習慣病の予防医学的研究」

「機能的脳神経外科手術」「男性性機能障害の治療」などに取り組み、いずれも知的
財産管理学からの観点を積極的に取り入れています。「病原体関連分子パターンの構造、
生物活性、抗原性」に始まる感染性微生物の研究は、「感染症流行の時系列解析」を
海外とも協力研究を進め、感染症対策に寄与しています。社会の様 な々領域における一
般の人々の心の問題に対しても取り組むことを含め、臨床につながる研究を意識しています。

授業や実習に刺激を受けて
成長していく
札幌医科大学　医学部　５年　齊藤 聖也
同　５年　佐藤 美智枝

札幌医科大学の教育について
札幌医科大学　
医学部長　堀尾 嘉幸

臨床研究中心の地域医療への貢献
札幌医科大学　医学部　神経科学講座　教授　長峯 隆

札幌医科大学
〒060-8556　北海道札幌市中央区南1条西17丁目 
011-611-2111

帝京大学は、今年創立 50 周年を迎えるまだ若い大学です。ですが、建学の
精神としても「実学」を柱のひとつとして掲げており、医学部、そして附属病院
においても何より臨床を大事に考えています。地域の人に信頼される病院である
ことはもちろん、多くの科は臨床において「○○ならやっぱり帝京 ！ 」という特長
を有していて、全国からの患者さんの紹介を受けています。帝京大学における
研究は、そのような高度な臨床を提供することと切っても切り離せない関係にあり
ます。即ち、臨床から、患者さんから学んだことから研究のヒントを得て、それを
深化させることで、独創的な研究を成し遂げていく、まさに「ベッドサイドからの研
究」を実践しています。そのような臨床研究を大学を挙げて支援するために、帝
京大学臨床研究センター（TARC）も設立されて久しく、診療科を超えた共同
研究の拠点として機能しています。
優秀な教授陣が指導する研究は国際的にも高く評価されるものが多く、学位論
文も半数以上は英文誌で採択されたものです。帝京大学卒の医師も大学院研
究で鍛えられて、数多くの方 が々、立派な若き研究者・大学での指導者として
育っています。大学院の時代には（その時だけではありませんが）どこの科でも
積極的に国内・国際学会に発表する機会を多く設けています。国際学会で先
輩・同僚たちと一緒に世界を経験するのは、楽しく、また、得難い経験です。さ
らにはそこから留学への道に進む人も多く、もうひとつの建学の精神である「国
際性」も実践しています。皆さんぜひ、帝京大学で、研究マインドを有した良き
臨床医、かつ、臨床の視点を忘れない優れた研究者となって、医療・医学の
進歩のために、一緒に頑張っていきましょう ！

帝京大学医学部の教育目標は、患者さんに寄り添うことのできる良き臨床医
となるよう、その素地を身につけることです。医学・医療の進歩の速さには
目を見張るものがあり、医師は自ら能動的に学ぶ習慣によって進歩に適応で
きなければなりません。本学では学生が学びやすいように教育目標を９個の
大項目に分けて、さらにそれぞれの項目を達成するためには何を学修すべき
かを明示しています。すべての学生はどの学年であっても卒業までに何を学
修するのか、いつでも知ることができるようになっています。このカリキュラム
はいわゆるアウトカムに基づいた医学教育方式になっており、ここ数年をかけ
て改革しました。１学年では基礎科学および解剖学、２学年では基礎医学、
３学年および４学年前半では臨床医学を学び、４学年後半から６学年の夏
前まで臨床実習を行います。また、患者さん・ご家族・あるいは他の医療専
門職との適切なコミュニケーション能力を、他学部の学生と共に複数の学年
において習得します。４学年の夏には共用試験 (CBT・OSCE)があり、こ
れに合格するとスチューデントドクターとなります。臨床実習の内容について
もスチューデントドクターとして診療参加型実習へと改め、医療チームの一員
として医療現場で学びます。実習期間も従来の 48 週から72 週へ充実を
図りました。大学棟内では学生所有の PC やタブレット端末を登録すること
によりWi-Fiが使用できるように整備されています。また、すべての授業はビ
デオ収録され、PC ルーム等でネットを通じて放課後に授業の内容を確認で
きるようになっています。学生諸君を支援する体制として担任制度をとってお
り、勉強・人間関係・生活のことなどを相談でき、また、オフィスアワー制度
を利用して学内のすべての教員と相談できるようになっています。皆さんと共
に帝京で学ぶことを待ち望んでいます。

世界に通じる臨床発の研究を
帝京大学　医学研究科長　神経内科　主任教授　園生 雅弘

患者さんに寄り添う
臨床医を育成
帝京大学　医学部　教務部長　
薬理学講座　主任教授　中木 敏夫

私が帝京大学で今まで受けてきた授業の中には、印象的なものが多く
ありました。必修のヒューマンコミュニケーションの授業では、医学部だ
けではなく薬学部や医療技術学部の看護学科・救急救命士コースの
学生と一緒にグループ学習を行いました。医師としてチーム医療の現
場で働く前に、他職種の学生と共に課題の解決に取り組むということを
経験できました。よく医学部は他学部と関わりが少なく閉鎖的だと言わ
れますが、帝京大学医学部はそうではありません。その他の授業では、
解剖学実習に感銘を受けました。初めてご献体に接して衝撃を受けまし
たし、教科書だけではわからないことがあると気付かされました。
また、先生方が教育熱心であることも帝京大学の特長といえると思いま
す。レポートもすごく細かく添削してくださるし、質問に行くと丁寧に教え
てくださります。その姿を見ていると、私も先生の思いに応えないといけ

ないと思うとともに、この大学に入って良かったと感じます。きめ細かい
指導を受けたい、と思う人には帝京大学をお勧めします。
私は野球部に所属していて、他学部の学生と共にマネージャーを務め
ています。中高では全く異なるスポーツをやっていたのですが、野球部
の先輩たちは優しく、その雰囲気の良さに惹かれて入部しました。テスト
が終わると部活の試合に向けた練習が続き、試合がひと段落すると再
びテストに向けて勉強を頑張る日々 が続くという、忙しくも充実した日々 を
送っています。
現在は一人暮らしをしていて、テスト期間で料理する時間がない時には、
大学の食堂で夕食を済ませたり、同期とラーメンを食べに行ったりしてい
ます。帝京大学の周りの商店街にはリーズナブルな飲食店が多く、学
生に優しい環境です。

他職種の学生と交流する
帝京大学　医学部　３年　平山 美歩

帝京大学
〒173-8605　東京都板橋区加賀2丁目11番1号
03-3964-1211
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京都府立医科大学は、一人ひとりの先生との距離
が近く、いろいろな先生方に仲良くしていただけま
す。実習の時、質問に伺ったことをきっかけとして、
先生に食事や飲みに連れて行っていただくことも多
いです。そういう場で先生とお話しすると、今自分
たちが受けている講義が将来にどうつながっていく
のか、先生ご自身の経験を踏まえて教えていただけ
るのでとても面白いです。学生主催の学園祭企画
に対しても、先生方は嫌な顔一つせず協力してくだ
さいました。学生に対して先生がオープンに接して
くださる大学だと思います。
現在、僕は産婦人科で実習を受けています。病院
にいらっしゃる患者さんとお話ししたり、患者さん
の現在の病状と今後の治療についてどう進んでい
くかカンファレンスで発表して、研修医の先生に見
てもらったりしています。現場に出ると、患者さん
が抱える症状は教科書通りではないと実感しまし
た。先生方も、学生の今の段階から実際の患者さ
んを診ておくことが大事だということを意識して指
導してくださいます。まだ自分の進路が明確に定
まっているわけではありませんが、夏休み中にいろ
いろな病院の見学に行き、将来のことを考えていく
予定です。
大学のキャンパスは、京都駅からの交通アクセス
がとても良い場所にあります。僕はバスケット部に
所属していますが、関西圏の部活の集まりが京都
で開催されることも多く、大学を超えて同じ学年同
士仲良くなることができました。また、キャンパス
の目の前を鴨川が流れていて、昼休みに川べりで
休憩している学生もいます。利便性が高くて、近く
に自然を感じられる場所もあり、良い場所で学べて
いると感じている学生が多いと思います。

本学の理念は「世界トップレベルの医学を地域へ」であり、医学教育にお
いてもこのミッションは実践されています。本学の特徴は144年の伝統に
裏打ちされた臨床医学と基礎医学がバランス良く高いレベルを保っている
点であり、医学教育にとっては最高の環境が整っています。本学のカリキュ
ラムは、卒前６年間と卒後臨床研修の２年間の計８年間を一貫して計画・
構成されており、医学者あるいは医療者としての医師のアウトカムと、それ
に必要な能力が明示されています。
本学では入学後１年次から実践能力の涵養を目指した教育体制が整備さ
れており、教養科目、基礎・社会医学、臨床医学の分野が水平的及び垂
直的に学習できる体制となっています。基礎・社会医学では、講義・実習
に加えて４年次に８週間の研究配属期間を設けており、国内外での研究
留学も行われています。臨床医学では、卒後の研修・診療に準じた環境
で、計画的に患者と接する教育プログラムを作成しており、１年次からearly 
exposureとして患者エスコートなどが行われます。全員必修の地域実習は、
本学において特に重点的に実施されている教育部分であり、地域医療機
関のほか行政機関、介護施設、地域住民との懇談会等に学生が参画して、
社会及び医療で必要となることの知識と経験を学習します。また、海外提
携校である米国オクラホマ大学・英国リーズ大学とは臨床実習学生の交換
留学を行っており、国際的な視野を身につけることができます。
平成27年にはわが国で８番目に医学教育分野別認証評価を受審し、医学
教育について外部評価が行われました。受審結果をふまえて、本学の医学
教育はさらに進化・深化していきます。

先生を身近に感じられる環境
京都府立医科大学　医学部　５年　阪本 真人

伝統と最新の手法による医学教育
京都府立医科大学　総合医療・医学教育学　
教授　山脇 正永

京都府立医科大学
〒602-8566　京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465番地
075-251-5111

本学は、「世界トップレベルの医学を地域へ」をモットーに、基礎から臨床応用に至
る多彩な研究を行っています。教員一人当たりの、科学研究費補助金の獲得金額が、
全国の大学（ 762校）中で９～12位を維持しているという事実からもわかるように、
研究のレベルは非常に高く、研究への意欲も並々ならぬものがあります。
研究内容の具体例を挙げますと、まず基礎的な研究として、体内時計の研究や上皮イ
オン輸送制御機構の研究、一次繊毛の機能異常に関する研究、脳神経系の発生に
関する研究やストレス等に対する神経系の応答の研究、造血器腫瘍発症メカニズム
の研究などが行われています。より応用的な研究としては、遺伝子発現調節化学予防
法の開発、エピジェネティクスの化学制御による創薬研究、酸化ストレス関連疾患の
分子標的治療の開発、機能分子のイメージングと機能制御技術の開発などが挙げら
れます。また、生活習慣病の発生をエンドポイントとしたコホート研究や医事法・生命
倫理研究も行われています。　
臨床的な研究では、超スマート社会を実現する在宅医療・介護における新規デバイス
の開発、特発性大腿骨頭壊死症の疫学調査・診断基準・重症度分類の改訂を目指
した大規模多施設研究、重症薬疹の眼後遺症に有効な新医療機器の開発、消化器
がん患者の個別化による新たな治療法の開発、小児がんの後遺症なき治療法の開発、
心筋梗塞・心不全・老化の克服を目指すミトコンドリア研究、拡散強調MRI技術の研究、
アトピー性皮膚炎の病態における自然免疫と血小板の関与に関する研究などが行わ
れています。
以上はほんの一部の例ですが、京都府立医科大学では長い伝統の上に最先端の多彩
な研究を行い、常に世界に発信し続けています。

最先端の医学研究を古都から発信
京都府立医科大学　研究部長　松田 修

本医学部は、医学・医療の専攻分野ならびに生命科学分野において世界を
リードする研究に取り組むとともに、地域との連携を継続的に図りながら立
地環境を活かした医療支援システムの構築につながる研究を目的としていま
す。特に宮崎県に多い疾患であるATL*1に関しては、文部科学省特別経費
や日本医療研究開発機構からの研究費を獲得し、ATL発症基盤の基礎研
究を基盤としたATL発症リスク診断法の確立・さらにはそれを確認できるコ
ホートの確立・患者をフォローできる体制の構築などの大型プロジェクトが
進行しています。他にも、宮崎県内全域を網羅した周産期医療ネットワーク
を構築し、県全域をベースにした周産期臨床研究を国際的に発信していま
す。また、スポーツ立県を目標の一つとして、宮崎スポーツメディカルサポー
トシステムを確立し、地域に根ざした臨床・研究活動を盛んに行っています。
宮崎県は世界的な競争力を誇る血液・血管関連の医療機器メーカーが集積
していることから、東九州メディカルバレー構想のもとに「血液・血管医療
を中心とした医療産業拠点づくり特区」として認定され、その一環として血
液・血管先端医療学講座が寄附講座として開講され、医療機器の実用化
を目指した研究を行っています。
最後に、本医学部では、ANP*2・BNP*3などの世界に誇りうる生理活性ペ
プチドが発見され、心不全の治療薬・診断薬として実用化されました。続
いてAM*4やグレリンも発見され、本学部ではこれらの特色ある生理活性ペ
プチドを利用した難治性疾患（重症閉塞性動脈硬化症・治療抵抗性炎症
性腸疾患・進行肺がん他）に対するトランスレーショナルリサーチが推進さ
れており、国内外で高い評価を得ています。特に、AMに関しては本医学部
を中心とした医師主導治験が開始されています。

*1 ATL…成人T細胞白血病　*2 ANP…心房性ナトリウム利尿ペプチド
*3 BNP…脳性ナトリウム利尿ペプチド　*4 AM…アドレノメデュリン

近年、医学教育分野別認証評価の導入、2019年度改定に向けての臨
床研修制度の見直し、新専門医制度開始など、医学教育・医師養成を
めぐる諸制度は大きな変革期を迎えています。このような状況に対応す
べく、宮崎大学医学部では、臨床医学教育部門、看護実践教育部門、
医療シミュレーション教育統括部門、医療人キャリア支援部門の４部門
を統合した医療人育成支援センターを2015年10月に新設しました。卒
前・卒後・専門医の約11年間を縦断的にマネジメントできる臨床医学教
育部門の設置や上記のような４部門を一元化した教育組織は全国的にも
あまり例がなく、かなり斬新な組織改革です。卒後臨床研修センターも
管轄する私たち育成支援センターのスタッフは、研修医や専攻医に求め
られるプロとしての能力獲得から逆算した卒前医学教育の実践を始めて
います。１年次の医学・医療概論では、診療や研究の第一線で活躍す
る各スペシャリストから世界的な生理活性物質発見の裏話、救急現場の
最前線、多職種連携の真髄、死生観、医師キャリアとの向き合い方な
ど、毎回ワクワクする講義が入学後すぐに受けられます。また、１～２年
次には大学内や地域医療機関での早期体験実習、３年次では国内外で
の研究室配属実習があり、４年次後半からの臨床実習では、多領域医
療シミュレーションによる技能教育も積極的に行っています。在学中に
EMP(English for Medical Professionals)コースで英語学習を頑張った
方は、６年次に米国やタイで海外臨床実習も実施可能です。医学研究
者育成コース選択者は研究にも従事できます。私たちは、雄大な自然に
恵まれた宮崎の地で、世界で活躍する医師から地域で輝く医師まで、多
様な人材育成を目指して新たな卒前・卒後一貫教育を実践していきます。
無限の可能性を秘めた皆さんと、ここ宮崎でお会いできることを楽しみ
にしています。

世界を視野に地域から始めよう
宮崎大学　医学部　内科学講座　循環体液制御学分野　
教授　北村 和雄

新たな卒前・卒後一貫教育を実践
宮崎大学　医学部　医療人育成支援センター　
教授　小松 弘幸

森本：宮崎大学の特徴は、学生の意見が大学の環境整備などに
反映されることだと思います。
和田：学生会という自治組織が、大学の学生支援課と学生をつなぎ、
学生たちの意見を大学側に伝える役割を果たしています。私たちは
その学生会の新旧代表です。
森本：学生会のメンバーは、勉強や部活の合間を縫って活動してい
ます。頂いた意見全てに対応できるわけではないので、毎年一個
は大きな課題を改善しよう、という方針で動いています。学生会の
活動により、学生の利便性が大きく向上した実績もあるんです。宮
崎大学の学生の多くは車で通学しているのですが、以前は学生用
の駐車スペースが不足していました。自分が１～２年生の時、当時
の学生会代表が精力的に活動してくれたおかげで、駐車場が拡張
され、申請すれば全員が使用できるようになりました。

和田：食堂のメニューの改善要望に基づいて、学生会が大学側に
働きかけた結果、食堂の運営団体が入れ替わったこともあります。
学生の要望を、ここまで取り入れてくれる大学はそうそうないと思い
ます。今年の活動はまだまだこれからですが、医学部医学科の学
生個人の意見だけではなく、看護科も含めた医学部全体の学生の
意見を、個人・団体問わず集約できるようにしたいと考えています。
４月から部活動などの学内団体の意見集約のための準備を行って
います。
森本：また、宮崎という土地自体も凄く魅力的です。食べ物が美
味しいので、地鶏でBBQをしたりしています。大学の近くには綺麗
な海があり、マリンスポーツ系の部活は人気です。
和田：空きコマがあるときには、砂浜で遊んだりしています。自然
豊かなところで学びたいという人にはお勧めの環境です。

学生の要望を柔軟に取り入れる大学
宮崎大学　医学部　５年　森本 凌
同　４年　和田 英里香

宮崎大学
〒889-1692　宮崎県宮崎市清武町木原5200番地
0985-85-1510
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姫路健康フェスティバル 2016

後列左から成定室長、北村副会長、前列左から山本副会長、
空地会長

医師会は、日本医師会・都道府県医師会・郡市区等医師会（地域医師会）の三層構造で、
国民の健康と医療提供体制を守る活動を行っています。
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取
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し
く
、
幅
広
い
世
代
に
ア
プ
ロ
ー

チ
で
き
る
ん
で
す
。
医
療
や
健
康
に

関
す
る
情
報
提
供
は
も
ち
ろ
ん
で
す

が
、
姫
路
市
医
師
会
の
こ
と
を
、
地

域
の
皆
さ
ん
に
も
っ
と
知
っ
て
い
た

だ
き
た
い
と
い
う
狙
い
も
あ
り
ま
す
。

『
医
師
会
』
と
い
う
と
ど
う
し
て
も

堅
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ
て
し
ま
う

る
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
ほ

し
い
の
で
す
。

　

姫
路
市
で
も
今
後
高
齢
化
が
進
ん

で
い
く
な
か
で
、
在
宅
医
療
の
需
要

は
高
ま
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。
し

か
し
、
日
頃
病
院
と
縁
が
な
い
方
の

場
合
、
在
宅
医
療
の
こ
と
を
全
く
知

ら
な
い
こ
と
も
多
い
。
医
療
は
、
医

療
者
と
患
者
さ
ん
自
身
が
一
緒
に
決

定
す
る
プ
ロ
セ
ス
が
大
事
で
す
。
し

か
し
、
病
院
に
行
っ
て
か
ら
知
っ
た

り
考
え
た
り
し
て
い
て
は
、
本
当
に

納
得
で
き
る
決
定
を
す
る
に
は
遅
い

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
病
院
に
か
か
る

前
か
ら
、
い
ざ
と
い
う
時
に
自
分
が

ど
う
し
た
い
か
を
考
え
て
お
く
こ
と

が
重
要
で
す
。
こ
の
健
康
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
を
、
自
分
や
家
族
が
将
来

関
わ
る
か
も
し
れ
な
い
医
療
に
つ
い

て
、
地
域
の
皆
さ
ん
が
主
体
的
に
考

え
る
き
っ
か
け
に
し
て
い
た
だ
け
た

ら
と
思
い
ま
す
。
」
（
山
本
一
郎
副

会
長
）

　

最
後
に
、
今
後
は
ど
の
よ
う
な
取

り
組
み
を
行
っ
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
る
の
か
伺
い
ま
し
た
。

　

「
今
後
は
、
地
域
医
療
を
担
う
医

師
な
ど
、
か
か
り
つ
け
医
と
な
る
医

師
と
地
域
住
民
が
一
緒
に
手
を
取
り

合
え
る
よ
う
な
取
り
組
み
を
行
っ
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の

た
め
に
、住
民
は
も
ち
ろ
ん
、地
域
の

医
療
機
関
の
関
心
を
さ
ら
に
高
め
ら

れ
る
よ
う
な
仕
掛
け
を
考
え
て
い
き

た
い
で
す
ね
。」（
空
地
顕
一
会
長
）

の
で
す
が
、
こ
う
し
て
み
ん
な
で
楽

し
く
勉
強
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
と
い

う
雰
囲
気
が
あ
る
ん
だ
、
と
い
う
こ

と
を
伝
え
た
い
で
す
。
皆
さ
ん
に
は

楽
し
み
な
が
ら
医
療
の
こ
と
を
知
っ

て
い
た
だ
き
、
そ
こ
か
ら
地
域
み
ん

な
で
支
え
合
う
よ
う
な
関
係
作
り
へ

繋
げ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。
」
（
北
村
嘉
章
副
会
長
）

　

今
回
の
健
康
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
で

は
『
寸
劇
DE
在
宅
医
療
の
ご
案
内
』

と
題
し
、
肺
が
ん
患
者
の
在
宅
療
養

か
ら
看
取
り
ま
で
を
寸
劇
仕
立
て
で

紹
介
す
る
企
画
を
行
い
ま
し
た
。

　

「
寸
劇
に
は
、
地
域
の
皆
さ
ん
に

知
っ
て
ほ
し
い
こ
と
を
た
く
さ
ん
盛

り
込
み
ま
し
た
。
事
業
者
の
協
力
を

得
て
、
在
宅
酸
素
療
法
や
訪
問
入
浴

サ
ー
ビ
ス
で
実
際
に
使
う
器
具
を
見

せ
て
説
明
を
す
る
場
面
も
入
れ
て
い

ま
す
。
在
宅
医
療
で
こ
こ
ま
で
で
き

地域住民の健康を守る
（姫路市医師会）

幅広い年齢層の地域住民に
医療や医師会について知ってもらう

イベントを開催しています。

日時：平成28年4月24日（日）
　　  9時30分～16時
場所：イーグレひめじ・大手前公園
主催：姫路市医師会
共催：姫路市

開会セレモニー
桂米朝一門落語会
講演：「災害時の医療チームの働き」
講演：「子供の急病『こんな時どうすればいいの？』」
寸劇 DE 在宅医療のご案内

●救急車やドクターカーの展示　　●自衛隊展示コーナー　　●体操コーナー

検査・自己診断・調剤体験ゾーン
・調剤体験
・顕微鏡観察体験
・ヘモグロビン測定

食生活を考えるゾーン
・食育SATシステムによる食事診断
・がん検診啓発ブース
・乳房視触診体験
・車いす展示ブース
・サンプル展示コーナー

救急・災害医療の体験ゾーン
・ＡＥＤ体験
・災害救助等のパネル展示
 （ＪＭＡＴ・自衛隊）

簡単な健診を受けてみよう！ゾーン
・骨密度測定
・握力測定
・体脂肪測定
・血圧測定
・視力測定
・人間ドックのご案内
・がん検診実施状況

医療のお仕事体験ゾーン
・心電図体験
・超音波体験
・内視鏡体験

体を使った体験ゾーン
・まちの保健室ブース
・高齢者体験
・妊婦体験
・赤ちゃん抱っこ
・聴診器体験
・子ども血圧体験

この他にも、子どもたちによるお茶席やサイエン
スショー、ご当地キャラクターとの写真撮影な
ど、楽しいイベントが盛りだくさんでした！

※記事内の肩書きは、取材当時のものです。

開催概要 PROGRAM

EVENT

●体験コーナー

姫路健康フェスティバル　2016

会場は姫路城のすぐそばでした！
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より確実・迅速な
機内医療の提供が可能に

　
「
お
客
様
の
中
に
お
医
者
様
は
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
ん
か
」
と
い
う

飛
行
機
内
で
の
ド
ク
タ
ー
コ
ー
ル
。

ス
ッ
と
立
ち
上
が
っ
て
緊
急
対
応
す

る
医
師
の
姿
に
憧
れ
る
医
学
生
も
多

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
で
は

実
際
、
機
内
で
は
ど
の
く
ら
い
の
急

病
人
が
発
生
し
て
い
て
、
ど
ん
な
対

応
を
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

１
日
約
１
０
０
０
便
を
運
航
す

る
日
本
航
空
（
Ｊ
Ａ
Ｌ
）
の
場
合
、

２
０
１
５
年
度
に
機
内
で
ド
ク
タ
ー

コ
ー
ル
を
行
っ
た
の
は
１
４
１
件

（
国
内
線
42
件
、
国
際
線
99
件
）、
そ

の
う
ち
医
師
が
対
応
し
た
ケ
ー
ス
は
、

68
％
の
96
件
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

今
回
は
Ｊ
Ａ
Ｌ
の
皆
さ
ん
に
、
機

内
医
療
支
援
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

機
内
医
療
支
援
の
取
り
組
み

―
―
２
０
０
４
年
の
調
査*

で
は
、

ド
ク
タ
ー
コ
ー
ル
に
遭
遇
し
た
場

合
に
「
申
し
出
る
」
と
回
答
し
た

医
師
は
約
42
％
、「
そ
の
時
に
な

ら
な
い
と
わ
か
ら
な
い
」
が
約
49

%
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
医
師
か
ら
す

る
と
、「
機
内
の
医
療
設
備
で
は
十

分
な
対
応
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い

か
」
「
善
意
で
対
応
し
た
の
に
、
何

か
が
あ
っ
た
と
き
に
責
任
を
問
わ
れ

る
こ
と
に
な
る
の
が
怖
い
」
と
い
う

懸
念
が
あ
る
よ
う
で
す
ね
。

錦
野
義
宗
さ
ん
（
運
航
部
）
：
ド
ク

タ
ー
コ
ー
ル
に
応
じ
て
い
た
だ
い

制
度
」
を
２
０
１
６
年
２
月
よ
り
開
始

し
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
Ｊ
Ａ
Ｌ
の
マ
イ
レ
ー
ジ
会

員
で
医
師
資
格
証
を
お
持
ち
の
方
に
、

事
前
に
Ｊ
Ａ
Ｌ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

登
録
し
て
い
た
だ
く
制
度
で
す
。
急
病

人
発
生
時
に
は
、
客
室
乗
務
員
が
登

録
医
師
の
座
席
番
号
と
専
門
の
診
療
科

（
国
際
線
の
場
合
）
を
把
握
し
、
医
師

に
す
ぐ
に
直
接
お
声
掛
け
で
き
る
仕
組

み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

西
川
和
久
さ
ん
（
マ
イ
レ
ー
ジ
事
業

部
）
：
医
学
生
の
皆
さ
ん
も
、
医
師

に
な
ら
れ
た
際
に
は
、
診
療
科
を
問

わ
ず
ご
登
録
を
お
願
い
し
ま
す
。
機

内
の
ド
ク
タ
ー
ズ
キ
ッ
ト
を
使
用
し

て
注
射
や
挿
管
な
ど
の
医
療
行
為
を

行
え
る
の
は
医
師
だ
け
で
す
し
、
提

携
し
て
い
る
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ー
ル
セ

ン
タ
ー
の
救
急
医
の
支
援
を
受
け
る

こ
と
も
で
き
る
た
め
、
専
門
性
は
特

に
問
わ
れ
ま
せ
ん
。

　

ご
登
録
い
た
だ
い
た
医
師
に
は
、

ほ
ん
の
気
持
ち
ば
か
り
で
す
が
、
国

内
線
の
ラ
ウ
ン
ジ
を
ご
利
用
い
た
だ

け
る
特
典
も
ご
用
意
し
て
お
り
ま
す
。

―
―
い
ざ
と
い
う
時
に
人
の
た
め
に

安
心
し
て
動
け
る
体
制
を
作
っ
て
い

た
だ
け
る
の
は
、
医
師
に
と
っ
て
も

あ
り
が
た
い
で
す
ね
。
こ
の
よ
う
な

取
り
組
み
が
、
さ
ら
に
広
が
っ
て
い

く
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。

W
E
B

：https://w
w

w
.jal.co.jp/

jm
b/doctor/

さ
る
の
は
大
変
助
か
り
ま
す
。
最
近

で
す
と
、
北
米
に
向
か
う
機
内
で
急

病
人
が
発
生
し
た
際
に
、
医
師
の
助

言
の
も
と
緊
急
着
陸
し
、
速
や
か
に

医
療
機
関
へ
搬
送
す
る
こ
と
が
で
き

た
事
例
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
機
内

で
医
師
の
処
置
を
受
け
ら
れ
た
こ
と

に
よ
り
回
復
さ
れ
、
フ
ラ
イ
ト
を
継

続
で
き
た
事
例
も
あ
り
ま
す
。

日
本
医
師
会
と
協
力

―
―
今
回
「
Ｊ
Ａ
Ｌ　

Ｄ
Ｏ
Ｃ
Ｔ
Ｏ

Ｒ
登
録
制
度
」
を
ス
タ
ー
ト
す
る
と

い
う
こ
と
で
す
が
、
ど
う
い
っ
た
取

り
組
み
な
の
で
し
ょ
う
か
。

滝
正
寿
さ
ん
（
マ
イ
レ
ー
ジ
事
業

部
）
：
従
来
の
ド
ク
タ
ー
コ
ー
ル
で
は
、

実
際
の
対
応
ま
で
に
時
間
が
か
か
っ
て

し
ま
っ
た
り
、
不
安
・
懸
念
か
ら
コ
ー

ル
に
応
じ
て
い
た
だ
け
な
か
っ
た
場
合

も
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
考
え
て
お
り
ま

す
。
そ
こ
で
日
本
医
師
会
の
協
力
を
得

て
、
「
Ｊ
Ａ
Ｌ　

Ｄ
Ｏ
Ｃ
Ｔ
Ｏ
Ｒ
登
録

JAL DOCTOR
登録制度

日本医師会は航空機内の医療支援体制強化の
取り組みに協力しています。

医師資格証

「JAL DOCTOR登録制度」に登録するためには、日本
医師会電子認証センターが発行する医師資格証が必要で
す。医師資格証は、医師であることの証明のために使え
るICカードです。
近年、医療のＩＴ化が進み、機関・施設を超えて診療情
報をネットワーク上でやりとりするようなシーンも現実のも
のとなってきました。
そこで、日本医師会電子認証センターでは、ネットワーク上で
医師資格を証明するための電子証明書を発行しています。
電子証明書は医師資格証に搭載されたICチップの中に格
納されています。ICチップをカードリーダーで読み取ること
で、ネットワーク上での本人確認や、電子カルテ等への電
子署名が可能になります。
これまで、勤務する医療機関のIDカード等はあっても、「医
師であること」を全国共通で証明できる携帯可能な身分

証はありませんでした。
医師資格証は、携帯
しやすいようカード型
になっています。また、
顔写真付きなので、現場での本人確認にも使えるように
なっています。航空機内で急病人が発生したときや災害等
の緊急時に、医師免許証の代わりに医師資格証を提示す
ることで、いわゆる「なりすまし」や「ニセ医師」の防止
につながることが期待されます。
医師資格証の発行は、日本医師会員であれば初回発行
手数料・年間利用料とも無料です。研修医は日本医師会
の会費も免除されていますので、医師免許取得時にはぜ
ひ登録してみてください。
申込方法・詳細についてはWEBページをご覧ください。
WEB：http://www.jmaca.med.or.jp/

* 出典：大塚 裕司「航空機内での救急医療援助に関する医師の意識調査」『宇宙航空環境医学』2004、（41）、 57-78

ドクターズキットの中身。

COLUMN

た
医
師
か
ら
も
、
そ
の
よ

う
な
声
を
頂
く
こ
と
は
あ

り
ま
し
た
。
Ｊ
Ａ
Ｌ
で
は
、

ド
ク
タ
ー
コ
ー
ル
に
対
応

し
て
い
た
だ
い
た
方
を
賠

償
責
任
保
険
で
お
守
り
す

る
仕
組
み
を
持
っ
て
い
ま

す
の
で
、
ご
安
心
い
た
だ

け
る
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
適
切
な
処
置
を

行
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う

に
、
機
内
医
薬
品
・
医
療
品
の
充
実

も
図
っ
て
き
ま
し
た
。
Ａ
Ｅ
Ｄ
や
心

肺
蘇
生
を
行
う
た
め
の
蘇
生
キ
ッ
ト

（
人
工
呼
吸
器
・
聴
診
器
・
電
子
血

圧
計
・
パ
ル
ス
オ
キ
シ
メ
ー
タ
ー
な

ど
）
、
原
則
と
し
て
医
師
だ
け
が
使

用
で
き
る
ド
ク
タ
ー
ズ
キ
ッ
ト
な
ど

を
配
備
し
て
い
ま
す
。
ド
ク
タ
ー
ズ

キ
ッ
ト
の
中
に
は
ア
ド
レ
ナ
リ
ン
や

ブ
ド
ウ
糖
液
な
ど
の
注
射
薬
や
各
種

内
服
薬
な
ど
が
セ
ッ
ト
さ
れ
て
い
ま

す
。

―
―
機
内
で
急
病
人
や
け
が
人
が
発

生
し
た
と
き
は
、
ど
の
よ
う
な
対
応

を
す
る
の
で
す
か
？

溝
口
由
紀
さ
ん
（
客
室
安
全
推
進

部
）
：
ま
ず
は
客
室
乗
務
員
が
応
急

処
置
を
施
し
な
が
ら
ド
ク
タ
ー
コ
ー

ル
を
実
施
し
ま
す
。
そ
こ
で
医
師
や

看
護
師
の
方
に
名
乗
り
出
て
い
た
だ

け
れ
ば
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
が
、

キ
ッ
ト
に
あ
る
器
具
や
薬
品
に
は
医

師
し
か
使
え
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す

の
で
、
医
師
の
方
が
対
応
し
て
く
だ

客室乗務員向けに、AED の使用方法などの講習会を実施しています。

43 42



グローバ ルに活躍する若手医師たちグローバ ルに活躍する若手医師たち

Junior Doctors Network（JDN）は、 若
手医師の国際的組織として、2011年４月
のWMA理事会にて設置が承認されまし
た。JDNは、世界中の若手医師が情報や
経験を共有し、未来の医療を考えて行動
するための画期的なプラットフォームです。
これを受けて日本医師会（JMA）も、2012
年10月に国際保健検討委員会の下JMA-
JDNを立ち上げました。これまで若手医師
の集まりは学会や医局・地域・NGOなど
の枠組みの中で作られてきました。JMA-
JDNは、様々な分野で活躍する若手医師
たちがそれらの枠組みを超えて、公衆衛生
や医療分野において自分たちのアイデア
を自由に議論し行動できる場にしたいと考
えています。関心のある方は検索サイトや
Facebookで「JMA-JDN」と検索してみて
ください。

日本医師会の若手医師支援

将来のキャリアプランをどうするか。私だけでなく、医師とな
り数年が経過した多くの若手医師が経験する悩みだと思いま
す。医学に限らない経験を積んで、人間としても成長したいと
いう思いのなか出会ったのがJMA-JDNでした。国内外の若
手医師同士のネットワーク構築を目的としたJDNの活動を通
じて、今回ブダペストで行われた欧州日本人医師会青年部会
に参加し、実際に海外で働く日本人医師の皆様と交流する機
会を頂きました。諸外国と比べて日本の医療の魅力や改善の
余地はどこにあるのか。医師として海外で働くとはどのような
ものなのか。とても興味がありました。同青年部会では各国の
医療事情や社会保障、医師の勤務体制、急性期から慢性期
の病院連携、医学教育・患者教育のシステムなど、様々な内
容に関しお互いの国の現状を報告し、意見を交換しました。そ
のなかでも皆の関心が高かったのは、各国の医師の労働環境
です。欧州では全般的に長期休暇や産休・育休、当直明けの
引き継ぎの制度が整備され、ワーク・ライフ・バランスが保た
れている印象がありました。例えばドイツでは年６週間の長期
休暇が保障されており、残業代の代わりに休暇を取るそうです。
その反面、代診の医師の仕事量が倍になる、産休で人手不足
が生じているなどの問題点もありました。また学費や医療費が
無償の社会保障が充実した国では、給与の半分以上が税金と
して徴収されるなど、制度の裏側にある問題点も見えてきまし
た。一番驚いたのは、EU内で共通の医師免許により途中で

働く国を変えたり、医学部を転
校したりできる制度の存在です。
国外にも視野を広げたキャリア
の選択肢があることを知り、一
気に自分の世界が広がりました。
言語や文化の壁を乗り越えて現
地で活躍される先生方と出会え
たことは、努力を惜しまず患者
様のために尽くすという医師とし
ての根本に立ち返るきっかけとな
る、かけがえのない経験になっ
たと感じています。

世界から見た日本、
日本から見た世界　

岡本 真希
JMA-JDN 地域担当役員　

洛和会音羽病院にて研修後、同病院で心臓内科医
として勤務中。学生 ACLS, AMSA などで活動。

ブエノスアイレスで行われたJDNの会議に、日本から参加して
きました。日々の目の前の臨床研修や業務に追われる若手医
師にとっては、国際的な活動はとても遠い存在のように思える
かもしれません。また言語の壁から、自分には難しい、と感じ
る方もいるかもしれません。私自身も、国内外の健康問題に
関心を持ちつつも、日々の臨床に追われるなかで、とても海外
に目を向ける余裕はありませんでした。そんな私ですが、色々
な人とつながり、学んでみたいと思い、JDNの活動に参加す
るようになりました。
JDNの国際的な活動の醍醐味は、様々な国の若手のメンバー
や組織のリーダー達と、各国の若手医師が抱える問題を議論
し、国際問題やリーダーシップを共に学び合うことです。今回
は、ブエノスアイレスでの開催ということもあり、アルゼンチ
ン・ブラジル・ペルー・コロンビアといった南米のほか、アジ
ア・北米・欧州の様々な国々から参加者が集まりました。各国
からの最近の若手医師の状況のアップデートや、「Leadership 
and Method of Advocacy」と題したレクチャーなどが準備さ
れ、世界の若手からのインプット、そして自分自身が発信する
アウトプットの両方の機会がありました。
私は当初英語で会議に参加することをとても難しく感じていま
した。しかし、実際には参加する若手のメンバーは英語を母国
語としない方々も多く、流暢には話せなくても、伝えようとす
る姿勢や自分が伝えるものを持つ、自分の意見を持つことが
重要だと感じるようになりました。もっとこのネットワークの中
で学び、成長したいと思い、今年度からメンバーをまとめる国
際役員として活動しています。今回は、南米からの参加者を増
やすために、ペルーの若手医師らと連携して広報活動を行う
などの企画・準備に関わりました。
普段は日本で医師として勤務し、目の前の患者さんのことで余
裕がない日も多い私にとって、JDNは自国の医療に対する自
分の考えを持つこと、自分の考えを世界に伝える力や姿勢を学
ぶ場、になっているように思います。
JDNの国際会議は、次回台湾で開催される予定です。海外
の若手医師との交流に関心がある方、何かに挑戦してみたい
方、ぜひご参加いただければと思います。

世界の若手医師に
「伝える力」を学ぶ

三島 千明
JMA-JDN 副代表、WMA JDN Membership Director　

島根大学附属病院で初期研修、医療法人北海道家庭医療学センター
で家庭医療後期研修を修了。

私たちが勉強会やセミナーに参加するのは何のためでしょう
か？そのイベントの講師が魅力的だったり、テーマに興味があっ
たり、友達に誘われたからかもしれません。もし知識を得たい
だけであれば、本や文献を読んだ方が体系的で正確な情報が
得られます。2016年４月27日から４日間の日程でブエノスア
イレスにて開かれたWMA理事会とJDN会議に出席しながら、
これに参加して得る価値を最大化する方法を考えました。
ノーベル経済学賞受賞者のDaniel Kahneman氏は著書の

『Thinking, Fast and Slow』の冒頭で人の思考を二つに分け
て紹介しています。直観的で自動的な「システム１」と熟慮的
で合理的な「システム２」です。この両方の思考過程を適切に
使用することで、イベントをより有意義なものにできるのでは
ないかと思うのです。まず、イベント期間中は「システム１」を
フル回転させます。例えば、ブエノスアイレスの近代的な空港
に着いた瞬間から、自動的に私の「システム１」は働いています。
ホテルに移動するまでの車窓から街並みを観たり、世界の
JDNメンバーと再会の挨拶をしている時にも働いています。会
議中は「ジカウイルス感染症」や「気候変動の健康影響」など、
20以上の声明案を検討します。夜は歓迎パーティーでアルゼ
ンチンの伝統や文化が感じられる料理を頂いたり、タンゴを鑑
賞しながら世界中の若手医師と会話を楽しみます。期間中は
慣れない環境から多くの情報を認識して、迅速に処理しなけ
ればならず、高揚感を感じながら常に「システム1」が優位にな
らざるを得ません。しかし、このままヒューリスティックな思考
で終わってしまってはバイアスがかかった理解に終始し、学ん
だ気にはなるものの悪影響すら及ぼすかもしれません。大切な
のは、イベント後に「システム２」を優位にして論理的思考で
検証することだと思います。今回も会議中にすべての声明案を
理解することは難しく、「ジカウイルス感染症と小頭症の発症」
の因果関係は既に証明されているものだと思い込んでいました。
しかし、帰国後に文献を調べると2016年春のNew England 
Journal of Medicineに掲載された論文でようやく因果関係が
示されたことがわかりました。イベント参加後は一度冷静に振
り返り、学んだことを論理的に検証することで、その価値をさ
らに高められると思います。

イベントを通して学ぶときに大切
なこと～ WMA ブエノスアイレス理
事会に参加して～

JMA-JDN とは

阿部 計大
JMA-JDN 代表　

手稲渓仁会病院で研修後、東京大学大学院医学系研究科公衆衛生
学博士過程に在学中。家庭医療専門医。認定内科医。産業医。

今回は、世界医師会（WMA）ブエノスアイレス理事会及び欧州日本人医師会（欧州で医療活動を行う日本人医師 

約40名の任意団体）青年部会ブダペスト総会に参加した若手医師たちから感想を寄せてもらいました。
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 平田 まりの 
interviewer

前田 珠里

各
方
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す
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学
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顔
を
、

同
じ
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学
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の
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タ
ビ
ュ
ア
ー
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き
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し
ま
す
。

No.11

高校の同級生で、当時は毎日くだらないこと
を話しては笑い合っていた平田でしたが、改
めて卒業目前になった彼女の将来の展望を
聞くことができてとても新鮮でした。
これからもこの高校時代の出逢いに感謝し、
同じく医療を担う者として、良き友人同士、
互いを高め合えたらと感じます。

前田 珠里（千葉大学４年）

profile

*日本プライマリ・ケア連合学会…2010年、日本プライマリ・ケア学会・日本家庭医療学会・日本総合診療医学会が合併して成立。人々が健康な生活を営むことができるように、地域住民とのつ
ながりを大切にした、継続的で包括的な保健・医療・福祉の実践及び学術活動を行うことを目的としている。

1992 年埼玉県生まれ。国立お茶の水
女子大学付属高等学校を卒業後、自治
医科大学に入学し、様々な地域に足を
運び見聞を広める。日本プライマリ・ケ
ア連合学会　学生・研修医部会 2015
年度代表。原動力は、運命に対する責
任感、家族と友人、そして日本酒。

平田 まりの（自治医科大学６年）

profile
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