


医
師
の
大
先
輩
で
あ
る
大
学
教
員
の
先
生
に
、

医
学
生
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
て
き
ま
し
た
。

好
奇
心
旺
盛
に
何
に
で
も
挑
戦

―
―
先
生
は
臨
床
と
研
究
と
教
育
、

仕
事
と
家
庭
を
、
全
て
両
立
し
て
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
よ
ね
。
授
業
で
お

話
を
伺
っ
た
時
か
ら
、
ど
う
し
た
ら

そ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
ん
だ
ろ
う
と

気
に
な
っ
て
い
た
ん
で
す
。

大
久
保
（
以
下
、
大
）：
私
は
何
に

で
も
好
奇
心
が
あ
る
か
ら
か
も
し
れ

な
い
で
す
ね
︵
笑
︶。
実
際
は
全
て

両
立
で
き
て
い
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
全
て
完
璧
に
し
よ
う
と
し
た
ら

続
か
な
い
で
す
よ
。

　

も
し
、
子
育
て
せ
ず
に
仕
事
だ
け

を
続
け
て
い
た
ら
、
私
は
も
っ
と
前

に
今
の
肩
書
き
を
持
て
て
い
た
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
い
ろ
い
ろ
同

時
に
や
る
か
ら
こ
そ
面
白
い
と
思
い

ま
せ
ん
か
？　

育
児
か
ら
学
ん
だ
こ

と
が
思
わ
ぬ
と
こ
ろ
で
仕
事
に
活
き

て
く
る
こ
と
も
あ
る
し
、
臨
床
で
の

疑
問
を
、
研
究
で
解
決
で
き
る
こ
と

も
あ
る
。
教
育
は
、
よ
り
良
い
臨
床

の
実
践
に
つ
な
が
る
。
全
部
関
係
し

て
い
る
か
ら
こ
そ
、
相
乗
効
果
で
良

い
仕
事
が
で
き
る
の
で
す
。

働
き
続
け
る
覚
悟

―
―
先
生
が
医
師
を
志
さ
れ
た
き
っ

か
け
は
何
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

大
：
父
が
医
師
で
、
父
親
っ
子
で
し

た
の
で
、
小
さ
い
頃
か
ら
医
師
に
な

り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
で
も
、

高
校
１
年
生
の
時
に
父
が
肺
が
ん
で

亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ

は
そ
れ
は
シ
ョ
ッ
ク
で
、
受
験
の
時

期
に
な
っ
て
も
立
ち
直
れ
ず
、
医
学

部
に
入
る
の
に
は
大
変
な
苦
労
を

し
ま
し
た
ね
。
で
も
今
思
え
ば
、
こ

こ
で
つ
ら
い
思
い
を
し
た
か
ら
こ
そ
、

生
涯
医
師
と
し
て
働
き
続
け
よ
う
と

い
う
覚
悟
を
持
て
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

研
究
に
打
ち
込
む
日
々

―
―
皮
膚
科
を
選
ば
れ
た
の
は
ど
う

し
て
で
す
か
？

大
：
循
環
器
内
科
と
皮
膚
科
で
迷

っ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
頃
結
婚

を
考
え
て
い
た
外
科
医
が
い
た
の
で
、

救
急
が
比
較
的
少
な
い
皮
膚
科
を

選
び
ま
し
た
。
結
局
そ
の
相
手
と
は
、

研
修
医
の
時
に
別
れ
ち
ゃ
っ
た
ん
で

す
け
ど
ね
︵
笑
︶。

―
―
結
婚
し
そ
う
だ
っ
た
相
手
と
別

れ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
か
！

大
：
そ
う
な
ん
で
す
。
で
も
、
か
え

っ
て
よ
か
っ
た
面
も
あ
り
ま
す
。
ち

ょ
う
ど
そ
の
頃
先
輩
の
指
導
で
研
究

を
始
め
た
の
で
す
が
、
土
曜
や
日
曜

も
、
い
つ
で
も
研
究
室
に
行
け
た
の

で
、
す
ご
く
楽
し
か
っ
た
で
す
。
国

際
学
会
で
発
表
す
る
機
会
を
頂
い

て
、
刺
激
を
受
け
ま
し
た
ね
。
そ
れ

が
、
海
外
留
学
へ
の
夢
に
つ
な
が
り

ま
し
た
。

仕
事
で
周
囲
に
恩
返
し
す
る

―
―
研
修
医
時
代
か
ら
、
人
並
み
以

上
に
お
忙
し
か
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。

大
：
独
身
時
代
は
、
仕
事
は
も
ち
ろ

ん
、
料
理
学
校
や
ゴ
ル
フ
に
英
語
な

ど
、
本
当
に
た
く
さ
ん
の
こ
と
に
打

ち
込
ん
で
い
ま
し
た
。
時
間
も
お
金

も
全
部
自
分
に
投
資
で
き
ま
し
た
か

ら
、
と
て
も
楽
し
か
っ
た
で
す
。

―
―
家
庭
を
持
っ
て
か
ら
、
状
況
は

変
わ
り
ま
し
た
か
？

大
：
自
分
の
時
間
を
自
分
だ
け
の
た

め
に
使
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
す

か
ら
ね
。
で
も
、
育
児
か
ら
得
た
も

の
は
す
ご
く
大
き
い
で
す
よ
。
子
育

て
と
言
い
つ
つ
、
自
分
が
育
て
て
も

ら
っ
た
部
分
が
大
い
に
あ
り
ま
す
。

　

人
間
は
、
周
囲
の
人
た
ち
に
育
て

ら
れ
て
成
長
す
る
も
の
だ
と
思
い
ま

す
。
研
究
も
、
患
者
さ
ん
の
協
力

の
お
か
げ
で
成
り
立
つ
わ
け
で
す
し
、

私
生
活
で
は
、
例
え
ば
マ
マ
友
に
は

た
く
さ
ん
助
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

私
は
そ
う
い
う
方
々
に
、
必
ず
し

も
直
接
恩
返
し
が
で
き
て
い
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
仕

事
を
き
ち
ん
と
し
て
社
会
に
貢
献
す

る
こ
と
が
、
医
師
が
で
き
る
恩
返
し

な
の
で
は
な
い
か
な
、
と
思
い
ま
す
。

―
―
ど
う
し
た
ら
先
生
み
た
い
に
な

れ
る
ん
で
し
ょ
う
か
？

大
：
皆
さ
ん
は
原
石
で
す
。
磨
け
ば

必
ず
輝
き
ま
す
。
私
か
ら
言
え
る
こ

と
は
、
仕
事
は
と
に
か
く
続
け
る
こ

と
。
ま
た
他
の
人
と
自
分
を
比
べ
な

い
こ
と
で
す
。
自
分
が
今
何
を
や
り

た
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
て

く
だ
さ
い
。

　

悩
み
迷
う
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
る

で
し
ょ
う
が
、
道
は
ど
こ
か
に
必
ず

あ
り
ま
す
。
何
が
あ
っ
て
も
諦
め
ず

に
良
い
医
師
に
な
っ
て
、
周
り
に
恩

返
し
し
て
く
だ
さ
い
。内田 萌々

東京医科大学　４年

What I’m made from

大久保 ゆかり

働き続けることで
周囲に、社会に
恩返しする

「先生に個人的にお話を伺ったのは初めて
で、とても楽しかったです。医師になるか
らには、私もどんなことがあっても仕事を
続けようと思いました。」

大久保 ゆかり
東京医科大学　皮膚科学分野　教授
1984 年東京医科大学卒業後、同大学
病院に入局。2001年、アメリカ・スタ
ンフォード大学医学部に留学。2012 年
より現職。

岩間 優
東京医科大学　４年

「『皆さんは磨けば光る原石』という言葉
に勇気づけられました。私も先生のように、
どんなことにも積極的に取り組んでいきた
いと思います。」

東京医科大学　皮膚科学分野　教授
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保健の視点
人々の健康な生活を支える

　　　　皆さんは、自分が将来「保健」に関わる仕事をすると考えたことはありますか？

 

「
保
健
」
と
い
う
言
葉
に
、
皆
さ
ん
は
ど
ん
な

イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
ま
す
か
？

自
分
が
将
来
「
保
健
」
に
関
わ
る
仕
事
を
す
る

と
、
考
え
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？ 

実
は
「
保
健
」
と
い
う
言
葉
は
、
医
師
法
の
第

1
条
に
も
登
場
し
て
い
ま
す
。
条
文
に
は
、「
医
師

は
、
医
療
及
び
保
健
指
導
を
掌
つ
か
さ
どる

こ
と
に
よ
つ
て

公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
寄
与
し
、
も
つ
て

国
民
の
健
康
な
生
活
を
確
保
す
る
も
の
と
す
る
」

と
あ
り
ま
す
。
医
師
の
仕
事
は
「
国
民
の
健
康
な

生
活
を
確
保
す
る
」
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に

「
医
療
」
だ
け
で
な
く
「
保
健
指
導
」
に
も
取
り

組
む
べ
き
で
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
し

か
し
医
学
部
で
は
、「
保
健
」
に
つ
い
て
学
ぶ
機
会

は
あ
ま
り
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
回
の
特
集
で

は
、
そ
ん
な
「
保
健
」
を
取
り
上
げ
ま
す
。

「
保
健
」
と
は
人
が
健
康
を
守
り
保
つ
こ
と
で

す
が
、
そ
れ
は
個
人
の
力
だ
け
で
は
実
現
で
き
ま

せ
ん
。
例
え
ば
、
衛
生
状
態
が
悪
い
国
で
は
、
水

の
汚
染
や
感
染
症
の
蔓
延
な
ど
が
人
々
の
健
康
を

脅
か
す
た
め
、
行
政
や
医
療
職
が
主
導
的
に
動
き
、

環
境
を
改
善
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
衛
生
状
態

が
改
善
さ
れ
た
ら
、
今
度
は
人
々
が
定
期
的
に
健

康
診
断
や
予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
な
ど
が
目
標

に
な
る
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
は
、
一
人
ひ
と
り
が

健
康
に
対
す
る
正
し
い
知
識
を
身
に
つ
け
、
健
康

づ
く
り
に
取
り
組
む
こ
と
が
目
指
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
は
、
人
々
の
行
動
を
専
門
職
が
支
援
す

る
こ
と
で
、
初
め
て
達
成
さ
れ
ま
す
。「
保
健
」
を

実
践
す
る
た
め
に
は
、
市
民
の
生
活
の
場
に
医
療

者
が
出
向
き
、
働
き
か
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る

の
で
す
。
医
療
機
関
で
患
者
を
「
待
つ
」
の
で
は

な
く
、
市
民
の
生
活
の
場
に
「
出
て
行
く
」、
そ
ん

な
医
師
の
仕
事
の
一
側
面
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
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「健康寿命」は、一般に「ある健康状態で生活す

ることが期待される平均期間」を指すとされてい

ます。健康日本 21（第二次）*では、「日常生活

に制限がない期間」の延伸を達成目標に掲げてい

るため、右に示す値も「日常生活に制限がないこ

と」に関する質問を指標として、統計データをも

とに計算されたものです。最近よく使われる「健

康寿命」という言葉ですが、様々な定義があり、

どの指標を使って計算するかによって異なる値に

なることを、保健指導を “ 掌る ” 専門職としては

意識しておきたいものです。

保健所・自治体・医師会・住民組織などが
関わっている

健康に関する様々な知識・情報を広め、
住民の健康に対する意識を高める

健康診断、保健指導、健康づくり活動、介護予防
などの取り組みを行う

雇用主の責任のもとに、
主に産業医や保健師などが関わっている

従業員の健康診断、保健指導、事故防止などの
取り組みを行う

職場の課題に応じた、
環境への適切な働きかけを要する

健康寿命とは 日本人の平均寿命と健康寿命（平成25年）

生
ま
れ
る
前
か
ら
一
生
続
く

健
康
の
支
援

健
康
を
支
え
る
保
健
活
動
は
、
私
た
ち
が
生

ま
れ
る
前
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
妊
娠
し
た
母

親
に
自
治
体
か
ら
「
母
子
健
康
手
帳
」
が
交
付
さ

れ
、
妊
婦
健
診
な
ど
の
記
録
が
書
き
込
ま
れ
て
い

き
ま
す
。
生
ま
れ
て
か
ら
も
、
予
防
接
種
の
履
歴
、

乳
幼
児
期
の
健
診
、
発
育
・
発
達
の
状
況
な
ど
が

記
録
さ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
関
わ
り
に
よ
っ
て
、

私
た
ち
は
多
く
の
感
染
症
に
対
す
る
免
疫
を
獲
得

し
、
必
要
に
応
じ
て
医
療
的
な
介
入
を
受
け
ら
れ

て
い
る
の
で
す
。

学
校
に
通
う
よ
う
に
な
る
と
、
今
度
は
「
学

校
保
健
」
の
お
世
話
に
な
り
ま
す
。
手
洗
い
や
う

が
い
を
指
導
さ
れ
、
定
期
的
に
健
康
診
断
や
予
防

接
種
を
受
け
ら
れ
る
の
も
、
学
校
に
お
い
て
保
健

活
動
を
行
う
こ
と
が
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
る
か

ら
で
す
。
薬
物
乱
用
防
止
や
性
に
関
す
る
教
育
も
、

学
校
保
健
の
一
環
で
す
。
学
校
の
保
健
室
と
い
え

ば
「
具
合
が
悪
く
な
っ
た
ら
行
く
と
こ
ろ
」
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
実
は
健
康
づ

く
り
や
予
防
な
ど
、
多
く
の
役
割
を
担
っ
て
い
る

の
で
す
。

学
校
を
出
て
就
職
す
る
と
、
職
場
に
お
け
る
健

康
の
支
援
、
す
な
わ
ち
「
産
業
保
健
」
が
始
ま
り

ま
す
。
雇
用
主
に
は
、
従
業
員
の
健
康
を
守
る
た

め
に
、
健
康
診
断
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
、
産
業
医

を
置
い
て
健
康
管
理
や
事
故
防
止
、
健
康
増
進
に

取
り
組
む
こ
と
な
ど
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

当
然
、
皆
さ
ん
の
将
来
の
姿
で
あ
る
勤
務
医
の
身

体
と
心
の
健
康
も
、
産
業
保
健
の
枠
組
み
の
中
で

守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

農
業
や
自
営
業
を
営
む
人
、
専
業
主
婦
や
無
職

の
人
、
仕
事
を
リ
タ
イ
ア
し
た
人
な
ど
、
学
校
や

職
場
の
保
健
活
動
で
カ
バ
ー
で
き
な
い
人
を
中
心

に
、
地
域
に
住
む
全
て
の
人
の
健
康
を
支
え
る
の

が「
地
域
保
健
」で
す
。
自
治
体
が
中
心
と
な
っ
て
、

様
々
な
健
診
や
健
康
づ
く
り
の
活
動
、
健
康
講
座

な
ど
を
通
し
た
情
報
提
供
、
介
護
予
防
の
取
り
組

み
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
保
健
活
動
は
、
自
治
体
や
保
健
所
が

中
心
に
な
っ
て
推
進
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
実

際
の
活
動
に
は
多
く
の
医
師
の
力
が
必
要
で
あ
り
、

学
校
医
・
産
業
医
の
紹
介
、
乳
幼
児
健
診
や
市
民

向
け
の
健
診
の
受
け
入
れ
な
ど
を
、
地
域
の
医
師

会
が
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。
医
師
会
は
、

保
健
活
動
の
担
い
手
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た

し
て
い
る
の
で
す
。

健
康
に
関
す
る

２
つ
の
「
差
」
を
埋
め
る

こ
の
よ
う
な
保
健
活
動
の
充
実
と
医
療
の
進
歩

に
よ
っ
て
、
日
本
人
の
平
均
寿
命
は
延
び
続
け
て

き
ま
し
た
。
し
か
し
、
右
上
の
グ
ラ
フ
に
示
し
た

よ
う
に
、「
健
康
寿
命
」
は
平
均
寿
命
に
比
べ
て

約
10
年
短
く
な
っ
て
い
ま
す
。「
健
康
な
生
活
を

保
つ
」
取
り
組
み
を
し
て
き
た
は
ず
な
の
に
、「
健

康
で
は
な
い
状
態
で
生
き
て
い
る
」
期
間
が
長
く

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
こ
で
、
国
の

保
健
政
策
の
方
向
性
を
定
め
る
健
康
日
本
21
︵
第

二
次
︶
で
は
、
健
康
増
進
や
予
防
だ
け
で
な
く
、

病
気
の
早
期
発
見
・
早
期
介
入
に
よ
る
重
症
化
の

予
防
や
介
護
予
防
な
ど
の
取
り
組
み
に
力
を
入
れ
、

健
康
寿
命
の
延
び
を
平
均
寿
命
の
延
び
よ
り
も
大

き
く
す
る
と
い
う
目
標
が
掲
げ
ら
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
も
う
一
つ
、
地
域
や
社
会
経
済
状
況
の

違
い
に
よ
っ
て
、
健
康
に
格
差
が
生
じ
て
い
る
こ

と
も
課
題
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
文
化
の

差
、
食
生
活
の
差
、
経
済
力
の
差
、
様
々
な
違
い

に
よ
っ
て
、
一
人
ひ
と
り
が
「
健
康
な
生
活
を
保

つ
」
こ
と
を
あ
き
ら
め
な
く
て
良
い
よ
う
、
保
健

の
仕
組
み
の
中
で
支
援
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

「保健活動」とはどのような内容を指すのか、

具体的な内容を見てみましょう。

様々な場面における
保健活動の実際

健康寿命の指標化に関する研究－健康日本 21（第二次）等の健康寿命
の検討－（平成27年度分担研究報告書）、平成25年簡易生命表より作成

地域における健康づくりの取り組み　P.10

職場における健康づくりの取り組み　P.12

*健康日本21…健康増進法に基づき、国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向や具体的な計画などを定めたもの。9 8



デ
ー
タ
か
ら
リ
ス
ク
の
あ
る
人
を
見
つ
け
、

個
別
の
関
わ
り
で
「
気
付
き
」
を
促
す

松田 健志先生 南 芳美さん 川本 素子さん
能美市医師会　会長 能美市健康福祉部健康推進課　

課長補佐
能美市健康福祉部健康推進課　
課長

　

石
川
県
能
美
市
で
は
平
成
20
年
度
以
来
、
糖
尿

病
の
重
症
化
予
防
に
、
市
と
医
師
会
、
か
か
り
つ

け
医
が
連
携
し
な
が
ら
取
り
組
ん
で
き
て
い
ま
す
。

こ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
、
能
美
市
医
師
会
会
長

の
松
田
健
志
先
生
、
能
美
市
健
康
福
祉
部
健
康
推

進
課
課
長
で
保
健
師
の
川
本
素
子
さ
ん
、
保
健
師

の
南
芳
美
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

糖
尿
病
重
症
化
予
防
へ
の
注
目

―
―
こ
の
取
り
組
み
が
始
ま
っ
た
経
緯
を
教
え
て

く
だ
さ
い
。

川
本
（
以
下
、
川
）：
平
成
20
年
度
よ
り
、
40
歳
か

ら
74
歳
ま
で
の
健
康
保
険
の
加
入
者
と
そ
の
家
族

の
う
ち
、
生
活
習
慣
病
の
リ
ス
ク
の
高
い
人
︵
い

わ
ゆ
る
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
︶
を
対
象

に
、
特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
が
始
ま
り

ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
能
美
市
で
は
糖
尿
病

対
策
に
重
点
的
に
取
り
組
む
こ
と
に
し
ま
し
た
。

―
―
な
ぜ
糖
尿
病
に
注
目
さ
れ
た
の
で
す
か
？

川
：
市
民
の
健
診
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
、
平
成
20
年

度
以
前
か
ら
、
血
糖
値
・
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ンA

1c
が

基
準
値
を
超
え
る
人
が
、
県
内
で
も
か
な
り
多
い

方
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
し
た
。
糖
尿
病

治
療
者
も
年
々
増
え
て
お
り
、
40
代
以
下
の
糖
尿

病
治
療
者
も
少
な
く
な
い
と
い
う
状
況
で
し
た
。

南
：
さ
ら
に
、
Ｂ
Ｍ
Ｉ
や
腹
囲
が
基
準
を
超
え
て

い
な
い
、
い
わ
ゆ
る
非
肥
満
高
血
糖
の
方
が
多
い

こ
と
も
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
の
方
々
は
、
特
定
保

健
指
導
の
対
象
で
は
な
い
の
で
す
が
、
い
ず
れ
糖

尿
病
に
な
る
リ
ス
ク
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

川
：
そ
こ
で
能
美
市
で
は
、
そ
の
リ
ス
ク
を
減
ら

は
医
療
機
関
を
受
診
し
て
ほ
し
い
値
と
い
っ
た
よ

う
に
で
す
。
数
値
に
色
が
つ
い
て
い
る
と
、「
ど
う

し
て
だ
ろ
う
？
」
と
考
え
て
も
ら
う
き
っ
か
け
に

な
り
ま
す
。

　

住
民
の
方
か
ら
「
ど
う
し
た
ら
い
い
？
」
と
い

う
言
葉
が
出
た
ら
、
私
た
ち
と
し
て
は
「
し
め

た
！
」
と
い
う
感
じ
で
す
ね
︵
笑
︶。
そ
れ
を
き
っ

か
け
に
、
普
段
の
生
活
に
つ
い
て
お
聞
き
し
、
改

善
で
き
る
点
を
探
し
て
い
き
ま
す
。

―
―
「
ど
う
し
た
ら
い
い
？
」
が
出
て
く
る
ま
で
、

様
々
な
働
き
か
け
を
す
る
の
で
す
ね
。

南
：
そ
う
で
す
。
す
ぐ
に
質
問
し
て
く
だ
さ
る
方

も
い
れ
ば
、
な
か
な
か
そ
の
言
葉
が
出
な
い
方
も

い
ま
す
。
色
々
な
方
が
い
る
の
で
、
相
手
を
見
な

が
ら
働
き
か
け
を
変
え
て
い
ま
す
。
糖
尿
病
に
つ

い
て
説
明
す
る
た
め
の
ツ
ー
ル
も
色
々
あ
る
ん
で

す
よ
。
手
を
替
え
品
を
替
え
、
そ
の
方
に
一
番
響

く
伝
え
方
を
探
す
ん
で
す
。

川
：
他
人
か
ら
言
わ
れ
て
や
ら
さ
れ
て
い
る
う
ち

は
長
続
き
し
な
い
も
の
で
す
。
住
民
の
方
ご
自
身

に
「
こ
う
し
よ
う
」
と
決
め
て
い
た
だ
き
、
か
つ

決
め
た
こ
と
を
尊
重
し
な
が
ら
関
わ
っ
て
い
か
な

い
と
い
け
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
相
手
の
表
情
を

見
て
、
そ
の
方
の
気
持
ち
を
尊
重
し
た
働
き
か
け

を
す
る
こ
と
が
大
事
で
す
ね
。
私
た
ち
が
お
会
い

し
て
説
明
す
る
こ
と
で
、
住
民
の
方
々
の
気
付
き

を
引
き
出
せ
た
ら
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

生
活
全
体
を
見
る
視
点

―
―
医
師
の
診
療
は
基
本
的
に
医
療
機
関
で
行
わ

れ
る
の
に
対
し
、
保
健
師
は
住
民
の
も
と
に
指
導

に
出
向
く
と
い
う
違
い
が
あ
り
ま
す
ね
。

松
：
そ
う
で
す
ね
。
病
院
に
い
る
と
、
そ
の
方
が

来
院
し
た
と
き
の
様
子
し
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
糖

尿
病
の
予
防
や
治
療
に
は
、
普
段
の
食
事
や
生
活

習
慣
が
大
き
く
関
わ
り
ま
す
か
ら
、
改
善
の
た
め

に
は
、
生
活
の
場
に
足
を
運
ん
で
の
保
健
指
導
が

す
べ
く
、
特
定
保
健
指
導
の
対
象
と
な
ら
な
い
方

へ
も
保
健
指
導
を
実
施
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

松
田
（
以
下
、
松
）：
糖
尿
病
は
重
症
化
す
る
ま
で

症
状
が
出
な
い
た
め
、
健
診
で
所
見
が
あ
っ
て
も

病
院
に
行
か
な
い
方
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

の
結
果
、
気
付
い
た
時
に
は
か
な
り
重
症
化
し
て

し
ま
い
、
神
経
障
害
や
腎
症
な
ど
の
合
併
症
を
発

症
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
リ
ス
ク

を
減
ら
す
た
め
に
、
市
と
医
師
会
、
さ
ら
に
専
門

医
の
先
生
方
が
協
力
し
て
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

南
：
取
り
組
み
を
始
め
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
は
保

健
指
導
の
対
象
者
を
明
確
化
し
ま
し
た
。
市
と
医

師
会
が
話
し
合
っ
て
、
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ンA

1c

が
６・

５
％
以
上
の
方
に
は
医
療
機
関
を
受
診
し
て
も
ら

い
、
５
・
６
～
６・
４
％
の
方
に
は
、
市
の
職
員
に

よ
る
保
健
指
導
を
行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。

住
民
の
「
気
付
く
力
」
を
支
援
す
る

―
―
保
健
指
導
は
ど
う
い
う
体
制
で
行
っ
て
い
る

の
で
し
ょ
う
か
？

川
：
能
美
市
で
は
保
健
師
と
管
理
栄
養
士
が
指
導

に
あ
た
っ
て
い
ま
す
。
保
健
師
11
名
と
管
理
栄
養

士
２
名
、
パ
ー
ト
の
栄
養
士
２
名
の
計
15
名
で
そ

れ
ぞ
れ
40
～
50
名
を
担
当
し
て
い
ま
す
。

―
―
ど
の
よ
う
な
働
き
か
け
を
す
る
の
で
す
か
？

南
：
保
健
指
導
が
必
要
な
方
に
、
で
き
る
限
り
ご

自
宅
を
訪
問
す
る
形
で
健
診
の
結
果
を
お
渡
し
し

ま
す
。

川
：
住
民
が
検
査
結
果
を
理
解
す
る
た
め
に
、
注

目
し
て
ほ
し
い
数
値
に
色
を
つ
け
て
目
立
た
せ
て

い
ま
す
。
黄
色
は
注
意
が
必
要
な
値
、
オ
レ
ン
ジ

重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
特
に
糖
尿
病
は
重
症
化
す

る
ま
で
症
状
が
出
な
い
た
め
、
薬
を
飲
ん
で
も
飲

ま
な
く
て
も
変
わ
ら
な
い
と
思
わ
れ
や
す
く
、
経

済
的
な
余
裕
が
な
い
、
病
院
に
行
く
時
間
を
取
れ

な
い
と
い
っ
た
理
由
で
、
通
院
を
や
め
て
し
ま
う

方
も
多
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
方
を
保
健
師
さ
ん

が
拾
い
あ
げ
て
、
必
要
な
と
き
に
医
療
機
関
に
つ

な
げ
て
く
れ
る
の
で
、
と
て
も
助
か
っ
て
い
ま
す
。

川
：
糖
尿
病
に
限
ら
ず
、
生
活
習
慣
病
は
全
て
そ

の
方
の
生
活
が
ベ
ー
ス
に
あ
り
ま
す
。
仕
事
、
嗜

好
品
、
食
事
、
運
動
、
生
活
リ
ズ
ム
な
ど
、
長
年

の
積
み
重
ね
が
健
診
結
果
に
表
れ
て
く
る
。
疾
患

や
症
状
だ
け
を
見
る
の
で
は
な
く
、
生
活
全
体
を

見
る
視
点
が
重
要
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

市
と
医
師
会
と
の
連
携

―
―
能
美
市
で
は
数
年
前
か
ら
、
市
と
医
師
会
が

連
携
し
て
、
地
域
の
保
健
活
動
を
推
進
し
て
い
る

の
で
す
ね
。

川
：
は
い
。
平
成
24
年
の
秋
か
ら
は
、「
か
け
は
し

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
能
美
」
と
い
う
、
糖
尿
病
の
診
療

連
携
会
議
を
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

松
：
医
師
会
が
主
体
と
な
り
、
病
診
連
携
方
法
の

確
立
、
研
修
会
に
よ
る
医
師
会
員
へ
の
理
解
促
進
、

住
民
へ
の
啓
発
等
の
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
活
動
が
軌
道
に
乗
っ
た
の
は
、
地
域
医
療
に
興

味
を
持
っ
て
熱
心
に
活
動
し
て
く
れ
る
専
門
医
の

先
生
方
の
力
が
あ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

川：
毎
月
１
回
、
医
師
会
が
主
催
し
て
会
議
を
行
っ

て
お
り
、
45
回
を
数
え
ま
す
。
こ
れ
だ
け
の
頻
度

で
連
携
会
議
を
行
え
て
い
る
こ
と
は
、
能
美
市
の

強
み
だ
と
思
い
ま
す
。

南
：
か
け
は
し
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
始
め
て
か
ら
、

医
師
会
の
先
生
方
に
も
保
健
師
が
ど
ん
な
こ
と
を

得
意
と
し
て
い
る
の
か
理
解
し
て
い
た
だ
け
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
密
な
連
携
を
続

け
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

地域における予防と健康づくりの一例として、

石川県能美市の取り組みを紹介します。

地域における
健康づくりの取り組み

（右）市民に渡す検査結果。検
査値に色づけがされている。

（左）「かけはしネットワーク
能美」の会議の様子。
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2015 年12月、私たち公益資本主義推進協議会は、日

本医師会と共同で健康経営に関するシンポジウムを開催

しました。健康経営とは、企業が従業員の健康増進に積

極的に関与して、長く働き続けることを支援し、それによっ

て社会の持続可能性や企業の生産性を向上させようとい

う考え方です。最近は、東京証券取引所が「健康経営銘

柄 *」を指定するなど、産業界を挙げて従業員の健康づ

くりに取り組む機運が高まっています。

私たちの組織に参加する中小企業の中には、従業員の健

康づくりに十分に取り組めていない所も多いです。特に、

産業医の選任義務のない従業員50人未満の企業では、

従業員に健康診断さえ受けさせていない会社も少なくあり

ません。ですから、まずは従業員の健康を守ることの大

切さとメリットを、経営者が理解していくことが必要です。

そのためにも様々な地域で、医師・医療者と経営者が一

緒になって、従業員の健康づくりや、健康に働ける職場づ

くりについて意見交換し、協働していくことが大切だと思

います。東京都板橋区では、医師会の先生方と経営者に

よる勉強会を開催するような取り組みも始まりました。

これは、医学生の皆さんにも無関係な問題ではありませ

ん。皆さんの使命には、病院を訪れた患者さんの治療を

行うことだけでなく、人々が健康的にいきいきと働くこと

ができるような社会をつくることも含まれると思っていま

す。期待して、応援しております。

健康経営の推進に向けて

column

職
場
の
環
境
に
介
入
し
て
、

働
く
人
の
健
康
を
サ
ポ
ー
ト
す
る

森 晃爾先生

大久保 秀夫会長

産業医科大学
産業生態科学研究所　教授
産業医実務研修センター長

産業医の教育に関わるほか、
経済産業省や厚生労働省の
各種会議の委員を務める。

公益資本主義推進協議会　

* 健康経営銘柄…従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組ん
でいる企業に与えられる。東京証券取引所と経済産業省が共同で選定している。

職
場
は
、
健
康
に
な
る
た
め
の
場
所
で
は
な
い

―
―
職
場
で
の
保
健
活
動
に
つ
い
て
、
産
業
医
の

視
点
か
ら
教
え
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

森
：
ま
ず
、
医
療
機
関
で
の
診
療
と
決
定
的
に
異

な
る
の
は
、「
職
場
は
、
健
康
に
な
る
た
め
に
来
る

場
所
で
は
な
い
」と
い
う
こ
と
で
す
。
病
気
に
な
っ

て
医
療
機
関
を
訪
れ
る
人
は
、「
自
分
の
問
題
」
と

し
て
健
康
に
関
心
を
持
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
職

場
で
日
々
働
い
て
い
る
と
き
に
、
そ
ん
な
こ
と
は

考
え
ま
せ
ん
。

　

で
す
か
ら
、
職
場
に
お
け
る
保
健
活
動
で
大
事

な
の
は
、「
仕
事
や
人
生
の
充
実
と
、
予
防
や
健
康

づ
く
り
は
関
連
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
、
従

業
員
に
伝
え
る
こ
と
で
す
。
ま
た
、
仕
事
で
成
果

を
出
す
に
は
、
従
業
員
が
一
定
以
上
健
康
で
あ
る

こ
と
が
大
事
だ
、
と
い
う
こ
と
を
経
営
者
に
理
解

し
て
も
ら
う
必
要
も
あ
り
ま
す
。
最
近
は
「
健

康
経
営
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

企
業
の
経
営
の
た
め
に
も
従
業
員
の
健
康
を
保
つ

こ
と
が
重
要
だ
と
い
う
考
え
方
が
、
少
し
ず
つ
広

が
っ
て
き
て
い
ま
す
。

変
化
し
続
け
る
ニ
ー
ズ
に
応
え
る

森
：
産
業
医
の
役
割
は
、
職
場
に
お
け
る
従
業
員

の
健
康
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
で
す
。
自
分
の
専

門
性
や
関
心
と
い
っ
た
も
の
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
そ

こ
に
あ
る
ニ
ー
ズ
を
丁
寧
に
拾
っ
て
、
対
応
し
て

い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
抑
う
つ

状
態
の
従
業
員
が
い
る
の
に
「
精
神
科
の
こ
と
は

わ
か
ら
な
い
」
と
言
っ
て
対
応
し
な
い
の
で
は
困

り
ま
す
。
実
際
の
治
療
を
行
う
の
は
外
部
の
医
療

機
関
で
も
良
い
で
す
が
、
従
業
員
や
職
場
が
抱
え

て
い
る
健
康
課
題
を
あ
ぶ
り
出
し
、
予
防
対
策
を

行
う
と
こ
ろ
は
、
産
業
医
が
担
う
べ
き
で
し
ょ
う
。

―
―
様
々
な
ニ
ー
ズ
に
応
え
ら
れ
る
引
き
出
し
が

必
要
そ
う
で
す
ね
。

森
：
は
い
、
産
業
保
健
の
仕
事
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

時
代
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
て
変
化
し
て
き
て
い
ま

す
。
実
際
、
産
業
保
健
は
職
場
の
結
核
対
策
か
ら

始
ま
っ
た
も
の
な
の
で
す
。
そ
れ
が
高
度
経
済
成

長
期
に
重
化
学
工
業
分
野
で
働
く
人
の
増
加
に
対

応
し
て
化
学
薬
品
・
毒
物
に
よ
る
健
康
被
害
対
策

に
シ
フ
ト
し
ま
し
た
。
そ
の
後
は
、
サ
ー
ビ
ス
業

へ
の
転
換
が
進
ん
だ
こ
と
に
よ
り
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル

ス
分
野
の
ニ
ー
ズ
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て

こ
れ
か
ら
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
人
工
知
能
と

い
っ
た
第
４
次
産
業
革
命
が
進
む
こ
と
が
予
想
さ

れ
ま
す
。
産
業
保
健
は
、こ
れ
ま
で
と
同
じ
よ
う
に
、

産
業
構
造
の
変
化
に
合
わ
せ
て
変
わ
っ
て
い
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
言
う
と
、
先
制
的

に
動
い
て
、
ニ
ー
ズ
を
少
し
ず
つ
先
取
り
し
て
準

備
し
て
お
け
ば
、
実
際
に
問
題
が
出
て
く
る
頃
に

対
応
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

働
き
か
け
る
の
は
「
環
境
」
が
中
心

―
―
そ
の
よ
う
な
活
動
を
、
ど
ん
な
ア
プ
ロ
ー
チ

で
行
っ
て
い
る
の
で
す
か
？

森
：
産
業
医
は
、
従
業
員
一
人
ひ
と
り
に
も
働
き

か
け
ま
す
が
、
職
場
と
い
う
「
環
境
」
に
働
き
か

け
る
こ
と
を
特
に
大
切
に
し
て
い
ま
す
。
人
の
意

識
や
行
動
は
、
環
境
に
よ
っ
て
変
わ
る
か
ら
で
す
。

　

例
え
ば
、
長
時
間
労
働
が
常
態
化
し
て
い
る
職

場
で
い
く
ら
「
運
動
を
し
な
さ
い
」
と
言
っ
て
も

仕
方
な
い
で
す
よ
ね
。
け
れ
ど
「
み
ん
な
が
健
康

に
な
っ
て
、
良
い
仕
事
を
し
よ
う
」
と
経
営
者
や

上
司
が
考
え
て
い
る
職
場
な
ら
、
従
業
員
も
健
康

づ
く
り
に
積
極
的
に
な
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
そ
う
い
っ
た
環
境
を
作
る
こ
と
が
、
結
果

的
に
生
活
習
慣
や
運
動
習
慣
の
改
善
に
つ
な
が
る

の
で
す
。

―
―
環
境
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
病
気
の
治
療
な

ど
と
違
っ
て
、
わ
か
り
や
す
い
成
果
や
や
り
が
い

が
見
え
に
く
く
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

森
：
確
か
に
、
病
状
が
劇
的
に
回
復
す
る
と
い
っ

た
わ
か
り
や
す
さ
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
け

れ
ど
、
ヘ
ル
ス
リ
テ
ラ
シ
ー
や
健
康
行
動
な
ど
、

自
分
が
関
わ
っ
た
集
団
の
変
化
が
ア
ウ
ト
カ
ム
と

し
て
目
に
見
え
て
わ
か
る
側
面
も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
ヘ
ル
ス
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
と
、

会
議
の
中
で
健
康
に
関
す
る
話
題
が
出
る
頻
度
が

明
ら
か
に
増
え
る
ん
で
す
。
産
業
医
は
、
多
く
の

人
の
健
康
に
、
わ
か
り
や
す
い
形
で
関
わ
る
こ
と

が
で
き
る
。
専
門
的
な
研
鑽
は
求
め
ら
れ
ま
す
が
、

と
て
も
や
り
が
い
の
あ
る
仕
事
で
す
。

職場における保健活動について、産業医科大学で産業医の

教育・育成にあたっている森晃爾先生に伺いました。

職場における
健康づくりの取り組み
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環境を変えることで
集団の健康状態に働きかけたいんです

知らないうちに
「健康」にされているって
おっかなくないですか？（笑）

「健康」は自分で決められる
世の中であってほしいですよね

公
衆
衛
生
へ
の
関
心
と

臨
床
で
の
取
り
組
み

―
―
ま
ず
は
、
先
生
方
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
簡
単

に
お
聞
か
せ
い
た
だ
け
ま
す
か
？

阪
本
（
以
下
、
阪
）：
私
は
筑
波
大
学
の
総
合
診
療

科
に
所
属
し
、
茨
城
県
の
神
栖
市
と
い
う
医
師
不

足
が
深
刻
な
地
域
で
診
療
し
な
が
ら
、
学
生
の
教

育
に
も
携
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
ヘ
ル
ス
リ
テ
ラ
シ
ー
に
つ
い
て
の
研
究

も
行
っ
て
い
ま
す
。
健
康
の
維
持
に
お
い
て
も
病

気
の
治
療
に
お
い
て
も
、
正
し
い
知
識
を
持
っ
て

い
る
こ
と
は
、
ヘ
ル
ス
ア
ウ
ト
カ
ム
に
大
き
く
影

響
を
及
ぼ
し
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
中
心
に

様
々
な
医
療
情
報
が
は
び
こ
り
、
信
頼
性
が
低
い

も
の
も
少
な
く
な
い
現
代
で
す
が
、
よ
り
多
く
の

方
が
質
の
高
い
情
報
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
な

世
の
中
に
し
て
い
き
た
い
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

座
光
寺
（
以
下
、
座
）：
私
は
臨
床
研
修
以
来
、
佐

久
総
合
病
院
で
働
い
て
い
ま
す
。
タ
イ
の
大
学
院

で
公
衆
衛
生
に
つ
い
て
学
ん
だ
時
期
も
あ
り
ま
す

が
、
基
本
的
に
は
臨
床
医
と
し
て
キ
ャ
リ
ア
を
積

ん
で
き
ま
し
た
。
昨
年
度
か
ら
は
南
牧
村
と
い
う

人
口
３
０
０
０
人
あ
ま
り
の
山
村
で
、
診
療
所
の

所
長
を
し
て
い
ま
す
。
南
牧
村
は
か
つ
て
無
医
村

だ
っ
た
と
こ
ろ
で
、「
医
者
を
あ
げ
る
︵
往
診
を
頼

む
︶
の
は
死
亡
診
断
書
を
書
い
て
も
ら
う
時
」
と

言
わ
れ
て
い
た
く
ら
い
、
医
療
ア
ク
セ
ス
の
限
ら

れ
た
所
で
し
た
。
当
時
の
保
健
師
た
ち
は
、
畑
の

あ
ぜ
道
ま
で
行
っ
て
住
民
の
血
圧
を
測
っ
て
い
た

と
言
い
ま
す
。
こ
の
地
で
受
け
継
が
れ
て
き
た「
医

療
者
が
生
活
の
場
に
出
向
く
」
と
い
う
考
え
方
は
、

私
も
大
切
に
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

長
谷
田
（
以
下
、
長
）：
私
も
、
座
光
寺
先
生
と

同
じ
佐
久
総
合
病
院
で
後
期
研
修
を
行
い
、
総
合

診
療
医
と
し
て
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
受
け
ま
し
た
。

医
学
部
に
入
る
前
か
ら
予
防
や
公
衆
衛
生
に
関
心

が
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
現
在
は
東
大
の
大
学
院

で
社
会
疫
学
の
研
究
に
携
わ
っ
て
い
ま
す
。

「
不
健
康
で
あ
る
こ
と
」
は

個
人
だ
け
の
責
任
で
は
な
い

―
―
長
谷
田
先
生
は
ど
の
よ
う
な
研
究
を
さ
れ
て

い
る
の
で
す
か
？

長
：
私
の
所
属
す
る
研
究
室
で
は
、
社
会
の
構
造

や
人
間
関
係
が
、
人
の
健
康
に
ど
の
よ
う
に
影
響

を
及
ぼ
す
の
か
、
ま
た
社
会
階
層
が
健
康
に
与
え

る
影
響
が
、
地
域
の
特
性
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に

異
な
る
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
を
テ
ー
マ
に
し
て

い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
に
関
心
を
持
っ
た
の
は
、
佐

久
で
の
後
期
研
修
で
、
家
族
背
景
や
経
済
状
況
、

地
域
と
の
関
わ
り
方
が
、
患
者
さ
ん
の
健
康
状
態

に
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
痛
感
し
た
か
ら
で
す
。

在
宅
医
療
を
例
に
す
る
と
、
同
じ
病
名
で
、
同
じ

よ
う
に
「
家
で
死
に
た
い
」
と
言
っ
て
い
る
人
で
も
、

家
族
の
サ
ポ
ー
ト
を
受
け
、
様
々
な
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
し
て
希
望
通
り
家
で
亡
く
な
っ
て
い
く
人
も

い
れ
ば
、
家
族
も
お
ら
ず
お
金
も
な
く
て
、
十
分

な
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
な
い
ま
ま
、
病
院
で
亡

く
な
っ
て
い
く
人
も
い
る
。
同
じ
病
気
で
も
、
社

会
的
背
景
に
よ
っ
て
経
過
が
全
く
異
な
る
ん
で
す

よ
ね
。
で
は
、
経
済
的
、
社
会
的
に
恵
ま
れ
な
い

人
は
、
ど
う
い
う
シ
ス
テ
ム
が
あ
れ
ば
よ
り
健
康

で
幸
せ
に
な
れ
る
の
か
。
そ
ん
な
疑
問
を
持
っ
た

の
が
き
っ
か
け
で
し
た
。

阪
：
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
個
人
の
健
康
の
原
因
に

つ
い
て
考
え
る
と
き
に
、
そ
の
人
を
取
り
巻
く
環

境
に
ま
で
視
野
を
広
げ
、
時
に
は
そ
れ
を
健
康
政

策
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
日
本
で

は
ま
だ
ま
だ
そ
う
い
う
考
え
方
が
足
り
な
い
よ
う

に
思
い
ま
す
。
ど
う
し
て
も
、「
病
気
に
な
っ
た
の

は
そ
の
人
の
責
任
だ
ろ
う
」
と
い
う
考
え
が
あ
る
。

で
も
本
当
は
、「
い
き
い
き
と
生
活
し
よ
う
」
と

医師は人々 の健康についてどのように考え、

どう関わっていくべきなのでしょうか？

誰もが自分の健康を
主体的に獲得できる世の中へ

長谷田 真帆医師

阪本 直人医師

座光寺 正裕医師
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長谷田 真帆医師

阪本 直人医師

座光寺 正裕医師

東京大学大学院　医学系研究科
社会医学専攻　博士課程

筑波大学　総合診療グループ／
地域医療教育学（大学院）講師

南牧村・野辺山へき地診療所　
所長（佐久総合病院から出向）

「不健康であること」は
その人の責任なのか？

その人の思う
「健康」を尊重する

「あなたが一番
したいことは何ですか？」

患者さんの生活の場に寄り添う
今回の特集は、当初は「健康寿命の延伸」や「予防」

をキーワードに制作する予定でした。しかし、実際に

地域での健康づくりや産業医の活動について取材を進

めていくと、もっと包括的な「保健」という営みが存

在することがわかりました。

保健活動が目指すべきは、市民一人ひとりが自分の思

う「健康」を獲得する手助けをすることです。もちろ

ん、大学を卒業したら、皆さんのほとんどはまず「医

療」に携わることになるでしょう。それでも、患者さ

んを目の前にしたとき、病気を治すというだけでなく、

その人の生活に寄り添い、健康を積極的にサポートし

ようという姿勢で関わってもらえたら、と思います。

思
え
る
環
境
に
い
る
の
と
い
な
い
の
と
だ
け
で
も
、

健
康
状
態
は
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

座
：
健
康
を
個
人
の
責
任
に
帰
結
さ
せ
て
は
い
け

な
い
で
す
よ
ね
。
あ
る
人
が
な
ぜ
太
っ
て
い
る
の

か
、
な
ぜ
運
動
で
き
な
い
の
か
、
な
ぜ
煙
草
を
吸
っ

て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
は
、
必
ず
社
会
的

背
景
が
関
わ
っ
て
い
る
。
ど
ん
な
環
境
が
原
因
で

そ
の
人
が
そ
う
い
う
行
動
を
と
っ
て
い
る
の
か
と

い
う
点
に
、
目
を
向
け
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

何
の
た
め
の

健
康
な
の
か
？

長
：
環
境
を
変
え
る
こ
と
で
人
の
行
動
を
変
え
る

方
法
と
し
て
、「
ゲ
ー
ム
の
よ
う
に
取
り
組
め
る
活

動
」や「
ポ
イ
ン
ト
に
よ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
付
与
」

な
ど
の
方
法
も
あ
り
ま
す
。
メ
キ
シ
コ
で
は
、
ス

ク
ワ
ッ
ト
す
る
と
地
下
鉄
が
無
料
に
な
る
、
と
い

う
取
り
組
み
も
あ
る
ん
で
す
よ
。
し
か
し
、
こ
う

い
う
取
り
組
み
に
は
一
時
的
な
効
果
は
あ
っ
て
も
、

継
続
的
な
生
活
・
運
動
習
慣
に
は
つ
な
が
り
に
く

い
と
い
う
指
摘
も
あ
り
ま
す
。

座
：
ご
褒
美
が
も
ら
え
る
か
ら
運
動
す
る
と
い
う

の
は
、
本
末
転
倒
な
気
も
し
ま
す
よ
ね
。
自
分
が

ど
う
生
き
た
い
の
か
見
失
っ
て
い
て
、
周
囲
の
環

る
人
は
少
な
く
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

診
療
の
場
面
で
は
、
医
療
者
の
健
康
観
を
患
者・

市
民
に
当
て
は
め
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。
け
れ

ど
、
健
康
の
あ
り
方
を
決
め
る
の
は
、
や
は
り
患

者
さ
ん
や
、患
者
さ
ん
の
家
族
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、

阪
本
先
生
の
よ
う
に
「
あ
な
た
が
一
番
し
た
い
こ

と
は
？
」
と
聴
い
て
く
れ
る
先
生
に
出
会
え
た
患

者
さ
ん
は
、
と
て
も
幸
せ
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。

健
康
を
主
体
的
に

獲
得
で
き
る
世
の
中
へ

―
―
最
後
に
一
言
ず
つ
お
願
い
し
ま
す
。

座
：
ま
ず
、
健
康
で
あ
る
こ
と
は
良
い
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
。
佐
久
で
の
臨
床
経
験
や
、
タ
イ
に
留

学
し
た
と
き
の
体
験
か
ら
、
健
康
は
人
々
を
幸
せ

に
し
、
平
和
の
礎
に
な
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、

私
は
強
く
実
感
し
て
い
ま
す
。

　

た
だ
、
健
康
は
押
し
つ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
自
分
で
決
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
ほ
し
い

と
思
い
ま
す
。
誰
し
も
人
生
の
終
盤
に
は
要
介
護

状
態
で
生
活
す
る
こ
と
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
し
、
何
ら
か
の
障
害
を
持
つ
人
も
決
し
て
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
状
態
の
人
た
ち
を
一
律
に

「
不
健
康
だ
」
と
決
め
つ
け
、
窮
屈
な
思
い
を
さ
せ

る
社
会
に
な
っ
て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

ど
ん
な
病
気
や
障
害
が
あ
っ
て
も
、
自
分
が
健

康
で
あ
る
か
ど
う
か
は
自
分
自
身
で
決
め
ら
れ
る

世
の
中
で
あ
っ
て
ほ
し
い
し
、
私
は
そ
れ
を
支
え

る
伴
走
者
で
い
た
い
で
す
。
そ
し
て
、
こ
ち
ら
か

ら
「
健
康
」
と
い
う
価
値
を
押
し
つ
け
る
の
で
は

な
く
、
一
人
ひ
と
り
の
思
う
「
健
康
」
を
支
え
る

存
在
で
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

長
：
私
は
臨
床
研
修
医
時
代
、
患
者
さ
ん
の
社
会

背
景
や
経
済
的
な
状
況
に
は
、
あ
ま
り
意
識
を

向
け
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
そ
の
後
の
臨

床
経
験
を
通
じ
て
、
医
療
は
、
貧
困
を
抱
え
た
人

や
社
会
と
の
つ
な
が
り
が
乏
し
い
人
に
と
っ
て
の
、

社
会
と
の
限
ら
れ
た
接
点
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が

あ
る
ん
だ
、
と
気
付
い
た
ん
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ

医
師
は
、
病
気
を
治
療
す
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、

そ
の
人
が
医
療
を
必
要
と
す
る
に
至
っ
た
背
景
を

理
解
す
る
姿
勢
を
持
つ
べ
き
だ
と
考
え
ま
す
。

　

社
会
疫
学
は
、
人
が
持
つ
社
会
的
な
つ
な
が

り
や
経
済
状
況
が
健
康
に
与
え
る
影
響
を
、
客

観
的
な
デ
ー
タ
を
通
し
て
明
ら
か
に
す
る
も
の
で

す
。
そ
の
成
果
は
政
策
に
結
び
つ
く
だ
け
で
は
な

く
、
臨
床
に
対
し
て
も
価
値
あ
る
情
報
を
提
供
す

る
も
の
だ
と
信
じ
て
い
ま
す
。

阪
：
私
た
ち
は
健
康
を
目
標
に
生
き
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
健
康
は
あ
く
ま
で
も
資
源
で
す
。

い
く
ら
「
健
康
に
な
ろ
う
」
と
言
わ
れ
て
も
、
目

標
や
生
き
る
楽
し
み
が
な
け
れ
ば
、
健
康
で
い
よ

う
と
は
思
え
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
孫

の
晴
れ
姿
が
見
た
い
か
ら
長
生
き
し
よ
う
と
い
う

方
も
い
れ
ば
、
近
所
の
友
達
と
過
ご
す
時
間
が
楽

し
い
か
ら
、
明
日
も
元
気
に
過
ご
し
た
い
と
思
う

方
も
い
る
で
し
ょ
う
。
医
療
者
に
言
わ
れ
た
か
ら

健
康
な
生
活
を
す
る
の
で
は
な
く
、
身
近
な
人
と

明
日
も
元
気
で
過
ご
し
た
い
か
ら
、
少
し
で
も
健

康
で
い
よ
う
と
思
え
る
。
そ
ん
な
社
会
を
作
る
一

端
を
、
私
た
ち
も
担
っ
て
い
け
れ
ば
い
い
で
す
ね
。

に
取
り
組
ん
で
く
れ
な
か
っ
た
糖
尿
病
の
患
者
さ

ん
が
い
ま
し
た
。関
わ
り
始
め
て
３
年
く
ら
い
経
っ

た
頃
、
私
が
別
の
病
院
に
移
る
こ
と
に
な
り
、
つ

い
て
き
て
も
ら
う
の
か
、
今
の
病
院
で
別
の
先
生

に
診
て
も
ら
う
の
か
、
外
来
で
お
話
し
す
る
機
会

が
あ
っ
た
ん
で
す
。

　

そ
の
時
に
私
は
初
め
て
、
自
分
は
ど
ん
な
気
持

ち
で
治
療
を
し
て
き
て
、
患
者
さ
ん
に
ど
う
な
っ

て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
る
の
か
、
ご
本
人
と
腹
を

割
っ
て
話
し
合
い
ま
し
た
。
す
る
と
そ
の
方
も
、

そ
れ
ま
で
治
療
に
関
し
て
抱
え
て
き
た

藤
に
つ

い
て
話
し
て
く
だ
さ
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
私
は

よ
う
や
く
、
そ
の
患
者
さ
ん
が
何
を
考
え
て
い
て
、

ど
う
生
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
か
、
伺
う
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
結
果
的
に
は
そ
の
方
は
異
動
先

の
病
院
に
つ
い
て
き
て
く
れ
て
、
治
療
に
も
主
体

的
に
取
り
組
ん
で
く
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

お
互
い
が
何
を
考
え
て
い
る
の
か
共
有
し
た
こ

と
で
、
患
者
さ
ん
と
私
が
同
じ
地
平
に
立
つ
こ
と

が
で
き
た
ん
で
す
ね
。
共
通
の
目
標
が
持
て
た
の

で
、
じ
ゃ
あ
そ
の
た
め
に
一
緒
に
頑
張
ろ
う
、
と

思
え
た
。「
血
糖
値
を
良
く
す
る
た
め
に
こ
う
し

ま
し
ょ
う
」
で
は
な
く
て
、「
や
り
た
い
こ
と
の
た

め
に
こ
う
し
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
発
想
に
な
っ
て

か
ら
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
一
気
に
ス
ム
ー

ズ
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
は
ど
ん
な
患
者
さ

ん
に
も
、「
あ
な
た
が
一
番
し
た
い
こ
と
は
何
で
す

か
？
」
と
質
問
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

長
：
医
師
は
と
も
す
れ
ば
、
自
分
の
思
う
最
善
の

治
療
を
進
め
よ
う
と
躍
起
に
な
っ
て
し
ま
い
が
ち

で
す
。
で
も
や
は
り
、
患
者
さ
ん
の
思
い
を
知
ろ

う
と
す
る
気
持
ち
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
で
す
よ

ね
。
誰
と
住
ん
で
い
て
誰
が
食
事
を
作
っ
て
い
る

の
か
、
ど
ん
な
生
活
を
し
て
い
る
の
か
と
い
っ
た

こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、「
そ
の
人
は
何
が
一
番
し
た

い
の
か
」
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
踏
み
込
む
こ
と
が

で
き
れ
ば
、
ど
ん
な
治
療
が
よ
り
効
果
的
な
の
か
、

一
緒
に
考
え
て
い
け
る
と
思
い
ま
す
。

座
：
自
分
が
患
者
側
の
立
場
で
医
療
者
と
接
し
て

み
る
と
、患
者
や
そ
の
家
族
は
「
良
い
患
者・家
族
」

を
演
じ
て
し
ま
う
も
の
だ
と
実
感
し
ま
す
。
医
療

者
に
嫌
わ
れ
た
り
、
面
倒
だ
と
思
わ
れ
た
り
し
た

く
な
い
か
ら
、
言
い
た
い
こ
と
も
言
え
な
い
で
い

る
よ
う
な
世
の
中
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
息
苦
し

い
で
す
ね
。

患
者
さ
ん
の
希
望
を

「
聴
く
」
こ
と
の
重
要
性

座
：
も
ち
ろ
ん
、
健
康
で
あ
る
こ
と
自
体
は
大

切
な
こ
と
で
す
。
一
人
ひ
と
り
が
「
自
分
は
健
康

だ
」
と
思
っ
て
生
き
ら
れ
る
よ
う
に
、医
師
と
し
て
、

で
き
る
だ
け
の
こ
と
を
し
た
い
で
す
よ
ね
。

阪
：
そ
う
で
す
ね
。
医
師
の
思
う
「
健
康
」
を
押

し
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
人
が
生
き
た
い
よ

う
に
生
き
る
た
め
の
「
健
康
」
を
サ
ポ
ー
ト
し
た
い
。

や
り
た
い
こ
と
が
あ
っ
て
、
や
ろ
う
と
思
え
ば
で

き
る
は
ず
な
の
に
、
健
康
状
態
が
そ
れ
を
許
さ
な

い
と
い
う
の
は
も
っ
た
い
な
い
で
す
か
ら
。

長
：
患
者
さ
ん
の
思
う
「
健
康
」
を
引
き
出
す
に

は
、
ど
う
し
た
ら
い
い
と
思
い
ま
す
か
？ 

阪
：
私
は
い
つ
も
、「
あ
な
た
が
一
番
し
た
い
こ
と

は
何
で
す
か
？
」
と
聴
く
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　

後
期
研
修
医
時
代
、
な
か
な
か
治
療
に
前
向
き

境
に
動
か
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。「
自
分

は
こ
の
よ
う
に
生
き
た
い
、
だ
か
ら
こ
の
よ
う
に

行
動
す
る
の
だ
」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が

自
律
的
に
考
え
ら
れ
る
方
が
良
い
と
思
い
ま
す
。

長
：
私
も
本
質
的
に
は
、
一
人
ひ
と
り
が
自
分
の

意
思
で
健
康
に
な
り
た
い
と
思
え
る
よ
う
に
な
っ

て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
環
境
を
変
え
る
の
は
、

そ
の
た
め
の
手
段
で
す
。
環
境
が
変
わ
れ
ば
見
え

る
世
界
が
変
わ
っ
て
、「
こ
ん
な
風
に
生
き
る
の
も

い
い
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
っ
た
、新
た
な
イ
メ
ー

ジ
が
描
け
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ

ど
、
何
の
た
め
の
健
康
な
の
か
見
失
っ
て
し
ま
わ

な
い
よ
う
に
と
い
う
の
は
、
常
に
気
を
付
け
な
け

れ
ば
い
け
ま
せ
ん
ね
。

阪
：
確
か
に
、「
健
康
と
は
こ
う
い
う
状
態
で
あ
る
」

と
い
う
考
え
方
が
押
し
つ
け
ら
れ
た
り
、
誰
も
が

「
健
康
で
な
く
て
は
い
け
な
い
」
と
言
わ
れ
た
り
す
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シリーズ連載　         医科歯科連携がひらく、これからの「健康」①

　
「
食
べ
る
」
と
い
う
行
為
は
人
の
健
康
に
深

く
関
わ
っ
て
お
り
、
高
齢
者
の
Ｑ
Ｏ
Ｌ
に
も

大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。こ
の
シ
リ
ー

ズ
連
載
で
は
、「
食
べ
る
」
を
支
え
る
口
腔
や

嚥
下
の
機
能
を
保
ち
、
健
康
寿
命
を
延
ば
し

て
い
く
た
め
に
、
医
科
と
歯
科
が
ど
の
よ
う

に
連
携
し
て
い
け
ば
良
い
か
を
考
え
て
い
き

ま
す
。
今
回
は
、
東
京
医
科
歯
科
大
学
高
齢

者
歯
科
学
分
野
の
水
口
俊
介
先
生
に
、
口
腔

疾
患
と
全
身
状
態
の
関
係
に
つ
い
て
、
お
話

を
伺
い
ま
す
。

 

口
腔
内
の
機
能

︱
︱
「
食
べ
る
」
こ
と
に
は
、
口
腔
内
の
ど
の
よ

う
な
機
能
が
関
わ
っ
て
い
る
の
で
す
か
？

水
口
（
以
下
、
水
）：
ま
ず
、「
食
べ
る
」
こ
と
に
は
、

「
咀
嚼
」
と
「
嚥
下
」
と
い
う
機
能
と
、
こ
れ
ら

の
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
場
の
環
境
と
し
て
の
「
口

腔
衛
生
が
保
た
れ
て
い
る
」
と
い
う
重
要
な
要
素

が
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
口
腔
機
能

士
さ
ん
も
加
わ
っ
て
栄
養
指
導
を
セ
ッ
ト
で
行
っ

て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
口
腔
内
の
状
態
が
よ

く
な
っ
た
ら
、
ど
ん
な
食
事
を
す
れ
ば
良
い
の
か
、

栄
養
バ
ラ
ン
ス
が
保
た
れ
て
い
る
の
か
と
い
っ
た

こ
と
を
管
理
栄
養
士
さ
ん
が
指
導
す
る
こ
と
で
、

様
々
な
病
気
の
リ
ス
ク
が
減
少
す
る
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

　

口
腔
疾
患
は
、
食
べ
る
こ
と
や
話
す
こ
と
、
笑

う
こ
と
と
い
っ
た
感
情
表
現
に
影
響
を
及
ぼ
し
、

精
神
的
な
健
康
に
も
大
き
く
関
わ
っ
て
い
ま
す
。

Ｗ
Ｈ
Ｏ
（
世
界
保
健
機
関
）
の
定
義
に
よ
る
と
、

健
康
と
は
「
単
に
病
気
が
な
く
病
弱
で
な
い
と
い

う
だ
け
で
な
く
、
身
体
的
、
精
神
的
、
社
会
的
に

良
好
な
状
況
」
を
指
し
ま
す
。
単
に
「
病
気
で
な

い
」
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
Ｑ
Ｏ
Ｌ
を
保
っ
て
こ

そ
、「
健
康
」
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
た
め
に
、
医
科
と
歯
科
の
み
な
ら
ず
、
様
々

な
職
種
が
連
携
し
て
患
者
さ
ん
の
「
食
べ
る
」「
話

す
」
と
い
っ
た
機
能
を
支
え
て
い
き
た
い
。
医
学

生
の
皆
さ
ん
も
、
診
療
現
場
に
出
た
と
き
に
は
、

口
腔
内
の
健
康
状
態
に
も
関
心
を
持
ち
、
必
要
に

応
じ
て
歯
科
と
の
連
携
を
考
慮
し
て
い
た
だ
け
れ

ば
嬉
し
く
思
い
ま
す
。

し
、
義
歯
の
不
調
を
抱
え
た
高
齢
者
は
、
噛
め
な

い
・
痛
い
な
ど
の
理
由
で
食
事
量
が
減
っ
て
し
ま

う
。
す
る
と
栄
養
が
足
り
な
く
な
っ
て
全
身
の
筋

肉
量
が
減
り
、
活
動
量
も
低
下
す
る
。
活
動
量
が

低
下
す
る
と
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
も
低
下
す
る
。

さ
ら
に
食
欲
が
低
下
…
と
い
う
悪
循
環
で
、
最
終

的
に
は
フ
レ
イ
ル
が
進
行
し
て
し
ま
う
の
で
す
。

　

こ
の
悪
循
環
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
、
も
し
く
は

悪
化
を
少
し
で
も
遅
ら
せ
る
た
め
に
、
歯
科
医
師

は
様
々
な
介
入
を
行
っ
て
い
ま
す
。
歯
周
病
や
む

し
歯
な
ど
を
速
や
か
に
治
療
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
、
定
期
的
に
口
腔
内
の
健
康
状
態
を
チ
ェ
ッ
ク

し
、
口
腔
衛
生
を
保
つ
こ
と
が
重
要
で
す
。

多
職
種
連
携
の
重
要
性

︱
︱
悪
循
環
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、

ど
ん
な
こ
と
が
必
要
な
の
で
し
ょ
う
か
。

水
：
医
科
と
歯
科
の
連
携
が
重
要
に
な
り
ま
す
。

口
腔
内
の
状
態
に
問
題
が
あ
る
高
齢
者
の
方
で
、

歯
科
に
は
受
診
し
て
い
な
い
け
れ
ど
、
何
か
し
ら

医
科
の
診
療
を
受
け
て
い
る
方
は
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
。
口
腔
の
問
題
に
よ
っ
て
全
身
状
態
が
影
響

を
受
け
る
前
に
、
医
科
と
歯
科
が
う
ま
く
連
携
が

で
き
れ
ば
、
フ
レ
イ
ル
の
進
行
を
抑
え
る
こ
と
が

で
き
る
で
し
ょ
う
。

︱
︱
そ
の
よ
う
な
連
携
は
、
少
し
ず
つ
で
も
進
ん

で
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

水
：
周
術
期
管
理
と
し
て
の
口
腔
ケ
ア
の
場
面
で

は
、
医
科
歯
科
連
携
の
体
制
が
構
築
さ
れ
つ
つ
あ

り
ま
す
が
、
も
う
少
し
日
常
的
な
、
義
歯
の
調
整

や
普
段
の
歯
磨
き
に
つ
い
て
の
連
携
は
ま
だ
ま
だ

こ
れ
か
ら
、
と
い
う
の
が
現
状
で
す
。
例
え
ば
、

義
歯
が
合
わ
な
く
て
食
事
が
進
ま
な
い
と
い
う
入

院
患
者
さ
ん
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
場
合
、
歯
科
に

頼
っ
て
ほ
し
い
と
は
思
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

今
の
急
性
期
病
院
の
平
均
在
院
日
数
は
２
週
間
程

度
で
あ
り
、
全
身
状
態
が
落
ち
着
く
と
、
す
ぐ
に

転
院
・
退
院
す
る
状
況
の
な
か
で
は
、
歯
科
の
治

療
を
行
う
時
間
的
余
裕
が
な
い
の
で
す
。

︱
︱
で
は
、
退
院
の
と
き
に
う
ま
く
地
域
の
歯
科

医
に
つ
な
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

水
：
退
院
調
整
会
議
に
歯
科
医
師
が
入
る
の
は
か

な
り
稀
な
ケ
ー
ス
で
、
よ
く
て
「
お
う
ち
に
帰
っ

た
ら
、
か
か
り
つ
け
の
歯
科
医
師
に
診
て
も
ら
っ

て
く
だ
さ
い
ね
」
と
患
者
さ
ん
や
家
族
に
伝
え
る

ぐ
ら
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
、
そ
う

伝
え
て
も
退
院
後
の
歯
科
治
療
に
は
つ
な
が
ら
な

い
こ
と
が
多
い
で
す
。
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
や
訪
問

看
護
師
と
病
院
と
の
連
携
は
進
ん
で
い
ま
す
が
、

歯
科
は
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
。
医

科
で
リ
ス
ク
が
あ
る
患
者
さ
ん
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ

し
て
、
適
切
に
歯
科
が
引
き
継
い
で
い
け
る
よ
う

な
体
制
を
作
っ
て
い
く
こ
と
が
、
今
後
の
課
題
だ

と
考
え
て
い
ま
す
。

︱
︱
そ
の
他
に
は
、
ど
の
よ
う
な
職
種
と
連
携
の

可
能
性
が
あ
り
ま
す
か
。

水
：
特
に
注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
、
管
理
栄
養
士

で
す
ね
。
歯
の
治
療
を
す
る
だ
け
で
寿
命
が
延
び

る
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、
そ
こ
に
管
理
栄
養

と
口
腔
衛
生
は
、
加
齢
と
と
も
に
衰
え
て
い
く
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

口
腔
内
の
よ
く
あ
る
ト
ラ
ブ
ル
と
し
て
は
、
む

し
歯
（
う
蝕
）
や
歯
周
病
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
歯

周
病
の
有
病
率
は
、
20
歳
代
で
約
7
割
、
30
～
50

歳
代
で
は
約
8
割
、
60
歳
代
は
約
９
割
と
も
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
口
腔
疾
患
が
直
接
命
を

脅
か
す
こ
と
は
滅
多
に
あ
り
ま
せ
ん
が
、
様
々
な

病
気
の
リ
ス
ク
を
高
め
ま
す
。
例
え
ば
歯
周
病
は

循
環
器
系
疾
患
や
糖
尿
病
、
誤
嚥
性
肺
炎
の
大
き

な
リ
ス
ク
フ
ァ
ク
タ
ー
に
な
る
こ
と
が
知
ら
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
放
置
さ
れ
た
虫
歯
や
、
合
わ
な

い
義
歯
（
入
れ
歯
）
は
、
咀
嚼
能
力
の
低
下
に
つ

な
が
り
、
消
化
器
系
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う

こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

フ
レ
イ
ル
の
悪
循
環
に
陥
ら
な
い

︱
︱
口
腔
内
の
健
康
状
態
は
、
全
身
の
健
康
状
態

に
関
わ
っ
て
く
る
ん
で
す
ね
。

水
：
そ
う
な
ん
で
す
。
ま
た
、「
食
事
」
は
栄
養

を
摂
取
す
る
だ
け
の
行
為
で
は
な
く
、
生
活
に
お

け
る
「
人
と
の
つ
な
が
り
」
の
要
素
も
持
っ
て
い

る
ん
で
す
。
家
族
や
友
人
と
食
事
を
と
も
に
で
き

る
、
と
い
う
こ
と
が
そ
の
人
の
社
会
生
活
、
人
生

の
豊
か
さ
を
支
え
て
い
る
と
も
い
え
ま
す
。

　

近
年
は
、
口
腔
内
の
状
態
悪
化
が
、
社
会
生
活

の
質
の
低
下
を
招
き
、
ひ
い
て
は
サ
ル
コ
ペ
ニ
ア

（
加
齢
性
筋
肉
減
弱
症
）
や
低
栄
養
な
ど
に
よ
る

機
能
低
下
に
つ
な
が
る
危
険
性
が
指
摘
さ
れ
て
い

ま
す
。
機
能
低
下
が
進
む
と
、
最
終
的
に
は
フ
レ

イ
ル
（
虚
弱
）
状
態
に
陥
り
、要
介
護
状
態
に
な
っ

て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。

︱
︱
口
内
炎
が
あ
る
だ
け
で
も
、
食
事
が
苦
痛
に

な
る
と
感
じ
ま
す
。
ず
っ
と
口
に
痛
み
が
あ
れ
ば
、

衰
弱
し
て
し
ま
う
の
も
納
得
が
い
き
ま
す
。

水
：
そ
う
で
す
よ
ね
。
例
え
ば
、
む
し
歯
を
放
置

口腔疾患の
全身状態への影響

「食べる」「話す」を支える口の機能を保つ

今回お話を伺った先生

水口 俊介先生
東京医科歯科大学大学院　
医歯学総合研究科 　医歯学系専攻　
老化制御学講座　高齢者歯科学　教授

特定非営利活動法人　日本咀嚼学会理事長
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郷
津
（
以
下
、
郷
）：
僕
は
近
世
の

日
本
文
学
が
専
攻
で
す
。
江
戸
時
代

に
本
居
宣
長
や
賀
茂
真
淵
ら
が
発
展

さ
せ
た
、
国
学
と
い
う
学
問
を
研
究

し
て
い
ま
す
。
思
想
の
研
究
に
近

い
の
で
、
日
本
文
学
の
分
野
だ
と

ち
ょ
っ
と
特
殊
な
例
で
す
ね
。
文
学

研
究
で
は
、
個
別
の
作
家
や
作
品
を

対
象
に
す
る
研
究
の
ほ
か
、
古
典
文

学
の
た
く
さ
ん
の
写
本
の
中
か
ら
作

者
に
よ
る
原
本
に
一
番
近
い
も
の
を

確
定
す
る
、
文
献
学
の
よ
う
な
ア
プ

ロ
ー
チ
も
あ
り
ま
す
。

鈴
木
（
以
下
、
鈴
）：
僕
は
美
学
芸

術
学
専
攻
で
す
が
、
や
っ
て
い
る
こ

と
は
郷
津
さ
ん
と
少
し
似
て
い
て
、

ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
と
い
う

フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
の
思
想
に
つ
い

て
研
究
し
て
い
ま
す
。

　

美
学
芸
術
学
の
分
野
で
は
ほ
か
に
、

音
楽
の
作
品
は
ど
の
段
階
で
作
品
に

な
る
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
も
研
究

の
題
材
に
な
り
ま
す
ね
。

吉
田
智
哉
（
以
下
、
智
）：
ど
う
い

う
意
味
で
す
か
…
？

鈴
：
例
え
ば
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
に

は
楽
譜
が
あ
っ
て
、
演
奏
し
て
、
そ

れ
を
聴
く
と
い
う
過
程
が
あ
る
。
そ

の
な
か
で
指
揮
者
に
よ
っ
て
曲
の
解

釈
が
違
っ
て
い
た
り
し
ま
す
よ
ね
。

そ
れ
で
は
、
僕
た
ち
が
そ
の
曲
を
指

し
た
と
き
に
、
ど
の
程
度
の
広
さ
の

こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
の
か
、
な
ど

と
考
え
た
り
す
る
ん
で
す
。

智
：
そ
ん
な
こ
と
、
考
え
た
こ
と
も

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

久
松
（
以
下
、
久
）：
僕
は
宗
教
学

を
専
攻
し
て
い
ま
す
。
日
本
仏
教
に

よ
る
ケ
ア
や
社
会
貢
献
と
い
っ
た
こ

と
に
関
心
が
あ
り
ま
す
。
宗
教
学
の

研
究
対
象
は
、
結
構
幅
広
い
ん
で
す
。

僕
の
同
期
だ
と
、
フ
ラ
ン
ス
の
政
教

分
離
に
つ
い
て
扱
う
人
も
い
れ
ば
、

ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
研
究
を
し
て
い

る
人
も
い
ま
す
。
や
っ
て
い
る
こ
と

は
本
当
に
人
そ
れ
ぞ
れ
で
す
ね
。

鈴
：
僕
は
高
校
の
時
か
ら
大
学
院
で

哲
学
を
研
究
す
る
こ
と
を
考
え
て
い

ま
し
た
。
映
画
に
も
な
っ
た
『
ソ

フ
ィ
ー
の
世
界
』
と
い
う
本
を
読
ん

だ
の
が
き
っ
か
け
で
、
哲
学
に
興
味

を
持
っ
た
ん
で
す
。

久
：
僕
は
、
東
大
に
入
れ
ば
や
る
こ

と
は
後
か
ら
決
め
ら
れ
る
と
考
え
て

い
て
、
と
に
か
く
受
験
し
ま
し
た
。

最
初
は
教
育
学
部
に
進
学
し
た
の
で

す
が
、
そ
の
頃
か
ら
仏
教
関
係
の
本

を
読
み
始
め
て
、
文
献
だ
け
に
縛
ら

れ
な
い
宗
教
学
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
興

味
を
持
ち
ま
し
た
。

郷
：
医
学
部
の
皆
さ
ん
は
、
高
校
生

の
段
階
で
「
私
は
医
師
に
な
る
」
っ

て
決
め
て
い
た
わ
け
で
す
よ
ね
。
僕

ら
か
ら
し
た
ら
、
そ
れ
っ
て
す
ご
い

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
よ
。

百
：
私
の
高
校
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
が
盛
ん
で
、
病
院
の
お
掃
除
に
行

く
機
会
な
ど
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
そ

何
を
動
機
に

研
究
す
る
の
か
？

郷
：
僕
た
ち
の
や
っ
て
い
る
こ
と
っ

て
、
医
学
部
生
と
違
っ
て
実
用
性
が

な
い
で
す
よ
ね
（
笑
）。
僕
は
正
直
、

自
分
の
研
究
内
容
を
社
会
に
還
元
で

き
る
み
た
い
な
手
応
え
は
感
じ
て
い

な
い
ん
で
す
。
お
二
人
は
、
そ
う
い

う
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
か
？

鈴
：
で
き
た
ら
い
い
な
と
は
思
う
け

ど
、
別
に
そ
れ
を
第
一
の
目
的
と
し

て
や
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
な
。

研
究
内
容
に
興
味
が
あ
る
か
ら
解
明

し
た
い
し
、
ず
っ
と
調
べ
て
い
た
い
。

あ
と
は
本
を
読
む
の
が
楽
し
い
の
で
、

ず
っ
と
本
を
読
ん
で
い
た
い
で
す
ね
。

久
：
医
学
部
の
皆
さ
ん
は
勉
強
し
て

い
て
何
が
面
白
い
と
感
じ
ま
す
か
？

吉
田
百
合
香
（
以
下
、
百
）：
低
学

年
の
頃
は
、
人
体
の
組
織
や
構
造
に

つ
い
て
勉
強
し
て
い
る
だ
け
で
も
、

う
い
う
と
き
に
経
験
し
た
、「
人
に

感
謝
さ
れ
る
の
っ
て
い
い
な
」
と
い

う
感
情
が
原
点
に
な
っ
た
の
か
な
と

思
い
ま
す
。
あ
と
は
純
粋
に
、
人
間

の
体
っ
て
ど
う
な
っ
て
い
る
ん
だ
ろ

う
と
い
う
興
味
も
あ
り
ま
し
た
し
。

智
：
僕
は
、
高
校
の
こ
ろ
か
ら
脳
科

学
に
興
味
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ

で
先
生
に
進
路
を
相
談
し
た
ら
、
医

学
部
に
行
く
の
が
手
っ
取
り
早
い
っ

て
言
わ
れ
て
。
臨
床
研
究
っ
て
、
医

師
免
許
が
な
い
と
で
き
な
い
で
す
よ

ね
。
今
は
も
ち
ろ
ん
臨
床
に
も
興
味

が
あ
り
ま
す
が
、
医
学
部
に
入
っ
た

き
っ
か
け
は
研
究
ヘ
の
関
心
で
し
た

ね
。

文
系
研
究
者
と
医
師
は

協
働
で
き
る
か
？ 

智
：
僕
は
、
宗
教
と
い
う
の
は
、
死

を
デ
ザ
イ
ン
す
る
役
割
を
持
っ
て
い

る
の
か
も
し
れ
な
い
と
感
じ
る
こ
と

人
間
の
体
っ
て
す
ご
い
な
と
思
っ

て
、
面
白
か
っ
た
で
す
ね
。
５
年
生

に
な
っ
て
実
習
が
始
ま
っ
て
か
ら
は
、

自
分
が
将
来
診
療
し
て
い
る
姿
が
想

像
で
き
て
楽
し
い
な
と
感
じ
ま
す
。

中
安
（
以
下
、
中
）：
私
は
実
技
は

ま
だ
あ
ま
り
や
っ
て
い
な
い
の
で
す

が
、
授
業
を
受
け
て
い
る
と
、
自
分

が
勉
強
し
て
い
る
こ
と
が
患
者
さ
ん

の
生
死
や
健
康
に
関
わ
る
の
だ
と
思

え
て
き
て
、
一
つ
ひ
と
つ
大
切
な
こ

と
だ
と
い
う
実
感
が
湧
き
ま
す
。
技

術
を
学
ぶ
こ
と
も
面
白
い
け
れ
ど
、

人
の
役
に
立
つ
こ
と
を
学
び
た
い
。

や
は
り
、
患
者
さ
ん
や
社
会
と
い
っ

た
、
大
き
な
も
の
の
存
在
が
あ
る
か

ら
こ
そ
頑
張
れ
て
い
る
の
か
な
、
と

思
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
と
こ
れ
ま
で

キ
ャ
リ
ア
は
ど
う
す
る
？

智
：
皆
さ
ん
は
、
こ
の
先
ど
ん
な
進

が
あ
り
ま
す
。
身
近
な
人
を
亡
く
し

た
と
き
、
そ
の
意
味
付
け
っ
て
必
ず

必
要
だ
と
思
う
ん
で
す
。
例
え
ば
僕

は
祖
父
を
亡
く
し
た
と
き
、
最
初
は

つ
ら
か
っ
た
け
れ
ど
、
両
親
が
か
け

て
く
れ
た
言
葉
に
よ
っ
て
祖
父
の
死

が
腑
に
落
ち
た
と
い
う
か
、
納
得
で

き
た
部
分
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
だ
け

ど
、
家
族
が
で
き
る
こ
と
に
は
限
り

が
あ
る
し
、
医
師
や
医
療
者
も
、
故

人
の
死
に
対
す
る
意
味
付
け
が
な
か

な
か
で
き
て
い
な
い
の
が
現
実
な
の

か
な
、
と
思
い
ま
す
。
医
師
は
ど
う

し
て
も
、
死
に
慣
れ
て
し
ま
う
と
こ

ろ
が
あ
る
と
思
う
の
で
。

久
：
お
坊
さ
ん
の
世
界
で
は
、「
こ

の
仕
事
は
慣
れ
た
ら
終
わ
り
」
と
い

う
こ
と
は
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。

智
：
医
療
に
関
す
る
倫
理
的
な
問
題

に
つ
い
て
は
、
医
療
か
ら
離
れ
た
立

場
の
人
が
関
わ
っ
て
議
論
し
て
い
く

こ
と
も
重
要
で
は
な
い
か
と
感
じ
ま

路
に
進
む
こ
と
を
考
え
て
い
る
ん
で

す
か
？

久
：
僕
は
実
家
が
お
寺
で
、
い
ず
れ

継
ぐ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。

学
部
を
卒
業
し
た
あ
と
修
行
に
行
っ

て
、
し
ば
ら
く
は
大
学
院
で
研
究
を

続
け
ま
す
が
、
将
来
は
住
職
に
な
る

こ
と
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
。

郷
：
久
松
さ
ん
の
場
合
は
レ
ア
ケ
ー

ス
で
す
よ
ね
（
笑
）。
一
般
的
に
は
、

文
系
研
究
者
が
社
会
に
出
る
方
法
の

王
道
は
、
大
学
教
員
に
な
る
こ
と
で

す
。
大
学
が
出
し
て
い
る
公
募
に
応

募
し
て
、
ご
縁
が
あ
れ
ば
就
職
で
き

る
。
ま
た
は
、
教
員
免
許
を
取
得
し

て
い
れ
ば
、
中
学
校
や
高
校
の
先
生

に
は
な
れ
る
の
で
、
食
べ
て
い
く
こ

と
は
で
き
ま
す
。
学
芸
員
資
格
を

持
っ
て
い
れ
ば
、
博
物
館
や
文
学
館

の
学
芸
員
と
し
て
働
く
人
も
い
ま
す
。

百
：
適
当
な
ポ
ス
ト
が
得
ら
れ
る
ま

で
の
間
は
、
皆
さ
ん
ず
っ
と
大
学
で

研
究
を
続
け
て
い
る
ん
で
す
か
？

郷
：
毎
年
、
や
め
て
し
ま
う
人
も
何

人
も
い
ま
す
よ
。
狭
き
門
で
す
ね
。

智
：
大
学
院
を
出
た
か
ら
っ
て
、
そ

の
先
ど
う
な
る
か
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら

な
い
ん
で
す
ね
。

鈴
：
将
来
の
た
め
に
僕
た
ち
が
で
き

る
こ
と
は
、
た
く
さ
ん
論
文
を
書
く

こ
と
だ
け
で
す
よ
ね
。

郷
：
と
に
か
く
出
さ
な
い
よ
り
出
し

た
ほ
う
が
い
い
。
東
大
の
日
本
文
学

の
研
究
室
な
ら
、
東
大
以
外
の
学
術

誌
に
論
文
を
最
低
５
本
掲
載
し
な
い

と
い
け
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
全
体
の
内

容
が
認
め
ら
れ
れ
ば
大
学
院
を
出
る

す
。
例
え
ば
、
家
族
や
本
人
が
延
命

治
療
を
望
ん
で
い
な
い
の
に
、
訴
訟

を
起
こ
さ
れ
た
く
な
い
医
師
が
治
療

を
続
け
て
し
ま
う
、
と
い
っ
た
ケ
ー

ス
も
考
え
ら
れ
ま
す
よ
ね
。
と
て
も

難
し
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
そ
ん
な

と
き
、
医
療
職
は
ど
う
し
て
も
「
立

場
」
に
縛
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ

る
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
こ

そ
、
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
純
粋

に
現
象
を
観
察
し
て
論
理
を
組
み
立

て
る
こ
と
が
で
き
る
文
系
研
究
者
の

皆
さ
ん
に
議
論
に
加
わ
っ
て
い
た
だ

く
こ
と
が
必
要
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

久
：
確
か
に
、
現
場
か
ら
離
れ
て
い

る
か
ら
こ
そ
で
き
る
こ
と
が
あ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

中
：
私
も
、
医
療
倫
理
の
授
業
を
受

け
た
時
に
は
、
そ
の
場
で
は
結
論
ら

し
い
も
の
は
出
な
く
て
、「
議
論
し

て
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
大

事
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
わ
れ

ま
し
た
ね
。
わ
か
る
よ
う
な
、
わ
か

ら
な
い
よ
う
な
…
と
い
う
気
持
ち
に

な
り
ま
し
た
。

百
：
き
っ
と
、
正
解
は
医
師
が
出
す

も
の
で
は
な
く
、
患
者
さ
ん
が
出
す

も
の
な
ん
で
す
よ
ね
。
医
師
は
患
者

さ
ん
が
自
分
の
答
え
を
見
つ
け
る
た

め
の
手
助
け
を
す
る
こ
と
し
か
で
き

な
い
。
で
も
、
可
能
な
限
り
患
者
さ

ん
の
考
え
を
尊
重
す
る
た
め
に
、
医

師
側
が
考
え
を
深
め
て
い
く
こ
と
は

必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ

の
た
め
に
文
系
の
方
た
ち
の
お
力
を

ぜ
ひ
お
借
り
し
た
い
で
す
ね
。

こ
と
は
で
き
る
け
れ
ど
、
出
た
あ
と

に
ど
う
な
る
か
は
、
さ
っ
き
話
し
た

通
り
で
保
証
は
あ
り
ま
せ
ん
。

鈴
：
僕
の
所
属
す
る
研
究
室
も
だ
い

た
い
同
じ
感
じ
で
す
ね
。
本
数
の
規

定
は
特
に
あ
り
ま
せ
ん
が
、
年
に
１
、

２
本
論
文
を
出
し
て
、
そ
れ
を
ま
と

め
て
博
士
論
文
に
し
て
博
士
号
を
取

得
す
れ
ば
、
院
を
出
る
こ
と
は
で
き

ま
す
。

百
：
将
来
が
不
安
に
な
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
か
？

鈴
：
僕
は
、
自
分
の
興
味
関
心
に
忠

実
に
生
き
て
い
る
ん
で
す
。
好
き
な

こ
と
を
や
っ
て
い
ら
れ
た
ら
幸
せ

で
、
そ
れ
で
お
金
が
も
ら
え
た
ら
な

お
良
い
。
そ
れ
が
世
間
の
役
に
立
つ

ん
だ
っ
た
ら
、
そ
れ
は
あ
り
が
た
い

こ
と
だ
な
、
く
ら
い
の
考
え
な
の
で
、

明
確
な
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
の
よ
う
な

も
の
は
特
に
あ
り
ま
せ
ん
。

久
：
医
学
生
の
皆
さ
ん
は
、
き
っ
と

も
っ
と
具
体
的
な
目
標
が
あ
る
ん
で

す
よ
ね
。

中
：
で
も
、私
も
ま
だ
明
確
に
決
ま
っ

て
は
い
な
い
で
す
。
今
は
自
分
の
選

択
肢
を
増
や
す
時
期
だ
と
思
っ
て
い

る
の
で
、
興
味
が
あ
る
分
野
も
、
そ

う
で
な
い
も
の
も
、
し
っ
か
り
勉
強

し
て
お
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

進
路
を
選
ん
だ
の
は

い
つ
だ
っ
た
？

中
：
高
校
生
の
頃
は
自
分
の
将
来
を

ど
う
考
え
て
い
ま
し
た
か
？

郷
：
高
校
時
代
は
、
大
学
院
の
存
在

も
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
よ
（
笑
）。

この内容は、今回参加者した学生の話に基づくものです。

医学生 × 文系研究者

文系研究者 編

同世 代 の

医学部にいると、同世代の他分野の人たちとの 交流が持てないと言われています。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「文系研究者」

をテーマに若手文系研究者３名と医学生３名の ６名で座談会を行いました。

医学生とは一見関わりがなさそうな文系の研究。その知られざる世界や、文系研究者とのコラボレーションの可能性など、同世代が語り合いました。

今回のテーマは
文系研究者

文
学
部
の

研
究
内
容
あ
れ
こ
れ

吉田 百合香
昭和大学医学部

５年

中安 優奈
横浜市立大学
医学部３年

吉田 智哉
東京大学医学部３年

郷津 正
東京大学大学院
人文社会系研究科

（国文学）

鈴木 亘
東京大学大学院人文社会系研究科　（美学芸術学）

久松 彰彦
東京大学大学院
人文社会系研究科　

（宗教学宗教史学）

21 20



Need to know 山形県寒河江市　「無事かえる」支援事業の取り組み

「無事かえる」支援事業に携わる皆さん。

川部 裕子さん

寒河江市高齢者支援課
地域包括支援係　
係長

皆さんは、認知症の方々の生活を支えるため、地域でどんな取り組みが行われているか知っていますか？山形県寒河江市
では、認知症の方が迷子になっても無事に家に帰れるよう、行政・福祉介護・警察・地域住民が協力し、地域全体で見
守る活動が行われています。医学的アプローチだけではない、認知症に対する様々な支援の実例を見ていきましょう。

山形県寒河江市　「無事かえる」支援事業の取り組み

認知症の方やその家族の
安心・安全な暮らしを支援する

横山 幸子さん

寒河江市西村山郡
訪問看護ステーション
介護支援専門員

野口 祥之さん

山形県寒河江警察署
生活安全課生活安全係
巡査長

*１ 認知症サポーターキャラバン…認知症について正しく理解し、認知症の人や家族にできる範囲の手助けをする「認知症サポーター」を全国で養成するための厚生労働省事業。
  *２ キャラバン・メイト…認知症サポーター養成講座を開催し、講師役を務めるボランティア。キャラバン・メイトになるためには、所定の養成研修を受講し、登録する必要がある。 *３どさ、いぐなやっす？…寒河江弁で「どこへ行くのですか？」の意味

近
年
、
認
知
症
の
方
が
、
い
わ
ゆ

る
「
徘
徊
」
の
た
め
帰
宅
で
き
な
く

な
り
、
行
方
不
明
に
な
る
ケ
ー
ス
が

増
え
て
い
ま
す
。
全
国
の
自
治
体
は
、

認
知
症
の
方
や
そ
の
家
族
が
安
心
し

て
暮
ら
し
て
い
け
る
よ
う
、
様
々
な

取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
一
例
と
し
て
、
山
形
県
寒
河

江
市
の
「
無
事
か
え
る
」
支
援
事
業

を
紹
介
し
ま
す
。
寒
河
江
市
高
齢

者
支
援
課
の
川
部
裕
子
さ
ん
、
寒
河

江
警
察
署
生
活
安
全
課
巡
査
の
野

口
祥
之
さ
ん
、
寒
河
江
市
西
村
山
郡

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
ケ
ア
マ

ネ
ジ
ャ
ー
で
「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー

キ
ャ
ラ
バ
ン*

１
」
の
キ
ャ
ラ
バ
ン
・

メ
イ
ト*

２

も
務
め
る
横
山
幸
子
さ
ん

の
３
名
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

「
無
事
か
え
る
」支
援
事
業
と
は

―
―
ま
ず
、
こ
の
事
業
の
概
要
を
教

え
て
い
た
だ
け
ま
す
か
？

川
部
（
以
下
、
川
）：
こ
の
事
業
は
、

認
知
症
の
方
が
外
出
し
て
も
無
事
に

帰
宅
で
き
、
そ
の
後
も
安
心
し
て
暮

ら
せ
る
よ
う
、
市
役
所
と
寒
河
江
警

察
署
、
福
祉
・
介
護
施
設
で
働
く

方
々
、
ま
た
住
民
の
方
々
が
力
を
合

わ
せ
て
支
援
す
る
取
り
組
み
で
す
。

　

登
録
申
請
書
を
提
出
し
て
い
た
だ

い
た
認
知
症
の
方
や
ご
家
族
に
は
、

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
が

ご
自
宅
を
訪
問
し
、
登
録
情
報
を
確

認
す
る
と
と
も
に
、
日
頃
の
見
守
り

方
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
の
仕
方

に
つ
い
て
ア
ド
バ
イ
ス
し
ま
す
。
ま

た
、
申
請
書
の
情
報
は
寒
河
江
署
と

も
共
有
し
て
い
る
の
で
、
い
ざ
と
い

う
と
き
に
は
た
め
ら
わ
ず
、
署
に
行

方
不
明
者
届
を
出
す
よ
う
お
伝
え
し

て
い
ま
す
。
２
０
１
６
年
10
月
現
在

で
、
延
べ
約
１
４
０
名
の
方
に
ご
登

録
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　
事
業
が
始
ま
っ
た
経
緯

―
―
こ
の
事
業
が
始
ま
っ
た
経
緯
を

教
え
て
い
た
だ
け
ま
す
か
？

川
：
寒
河
江
市
直
営
の
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
に
は
、
ほ
ぼ
毎
日
認
知

症
の
方
に
関
す
る
相
談
が
寄
せ
ら
れ

ま
す
が
、
そ
の
中
で
も
特
に
徘
徊
に

つ
い
て
は
、
何
キ
ロ
も
離
れ
た
遠
く

で
迷
子
に
な
っ
て
い
た
り
、
真
夏
や

真
冬
に
徘
徊
し
て
命
の
危
険
に
さ
ら

さ
れ
て
い
た
り
し
て
、
警
察
署
の
力

を
借
り
る
こ
と
も
少
な
く
な
く
、
既

存
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
だ
け
で
対
応
す

る
に
は
限
界
が
あ
り
ま
し
た
。
市
と

し
て
は
、
対
応
の
限
界
を
理
由
に
認

知
症
の
方
と
ご
家
族
を
孤
立
さ
せ
て

は
い
け
な
い
と
感
じ
、
ま
ず
は
警
察

署
で
保
護
等
の
緊
急
対
応
が
あ
っ
た

際
、
市
役
所
が
即
座
に
フ
ォ
ロ
ー
す

る
体
制
を
構
築
し
ま
し
た
。

　

連
携
を
重
ね
る
な
か
、
警
察
署
と

市
役
所
で
の
ケ
ー
ス
対
応
だ
け
で
は

限
界
が
あ
る
事
例
も
見
え
て
き
ま
し

た
。
例
え
ば
、ご
夫
婦
二
人
世
帯
で
、

二
人
で
一
緒
に
徘
徊
し
て
し
ま
っ
た

場
合
、
行
き
先
に
心
当
た
り
が
あ
る

人
も
、
行
方
不
明
者
届
を
出
す
人
も

い
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
認
知
症
の
方

の
情
報
を
事
前
に
登
録
し
、
い
ざ
と

い
う
と
き
に
備
え
て
警
察
と
市
役
所

が
日
常
的
に
連
携
す
る
支
援
制
度
を

立
ち
上
げ
る
こ
と
に
し
た
の
で
す
。

啓
発
活
動
で
協
力
者
を
増
や
す

―
―
地
域
の
方
々
に
も
事
業
の
周
知

活
動
を
行
っ
て
い
る
そ
う
で
す
ね
。

川
：
は
い
。
認
知
症
の
方
の
情
報
を

登
録
し
た
だ
け
で
は
、
課
題
は
解
決

し
ま
せ
ん
。
認
知
症
の
方
を
地
域
の

人
が
常
日
頃
か
ら
見
守
る
こ
と
は
も

ち
ろ
ん
、
見
知
ら
ぬ
人
で
も
気
が
か

り
な
高
齢
者
に
は
声
を
か
け
る
と
い

っ
た
、
周
り
の
人
の
小
さ
な
気
配
り

が
、
一
番
大
き
な
力
と
な
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、「
無
事
か
え
る
」
支
援

事
業
へ
の
協
力
者
を
増
や
す
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
事
業
も
立
ち
上
げ
ま
し
た
。

野
口
（
以
下
、
野
）：
こ
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
事
業
は
、
県
警
か
ら
の
行
方

不
明
者
情
報
メ
ー
ル
配
信
シ
ス
テ
ム

を
利
用
し
た
も
の
で
す
。
地
域
の

方
々
に
メ
ー
ル
の
配
信
登
録
を
し
て

い
た
だ
く
こ
と
で
、
行
方
不
明
に
な

っ
た
認
知
症
の
方
の
情
報
を
速
や
か

に
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

川
：
声
か
け
の
重
要
性
を
何
と
か
よ

り
多
く
の
人
に
知
っ
て
ほ
し
い
と
い

う
思
い
か
ら
、
か
け
て
ほ
し
い
言
葉

を
そ
の
ま
ま
名
前
に
し
た
「『
ど
さ
、

い
ぐ
な
や
っ
す
？*

３
』ひ
と
声
運
動
」

も
始
め
ま
し
た
。
実
際
に
あ
っ
た
声

か
け
の
場
面
を
歌
詞
に
し
た
「
認
知

症
は
い
か
い
声
か
け
ソ
ン
グ
『
ど
さ
、

い
ぐ
な
や
っ
す
？
』」
も
作
り
、
寒

河
江
警
察
署
と
協
働
で
啓
発
活
動
に

力
を
入
れ
て
い
ま
す
。

横
山
（
以
下
、
横
）：
山
形
県
内
で

は
初
め
て
の
「
認
知
症
は
い
か
い
声

か
け
訓
練
」
も
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

私
た
ち
キ
ャ
ラ
バ
ン
・
メ
イ
ト
は
、

声
か
け
の
見
本
を
演
じ
た
り
、
認
知

症
高
齢
者
役
に
な
っ
て
地
域
の
方
々

か
ら
声
か
け
を
実
践
し
て
も
ら
っ
た

り
し
ま
し
た
。
普
段
開
催
し
て
い
る

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
で

も
、
声
の
か
け
方
を
わ
か
り
や
す
く

学
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
工
夫
し
て
い

ま
す
。

野
：
警
察
と
し
て
も
、
職
員
が
認
知

症
の
こ
と
を
正
し
く
知
っ
て
い
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
寒
河
江
署

は
、
署
員
全
員
を
対
象
と
し
た
認
知

症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
を
開
催
し

ま
し
た
。
や
が
て
こ
の
動
き
は
山
形

県
全
体
に
広
ま
り
、
今
で
は
県
庁
と

県
警
の
職
員
全
員
が
講
座
を
受
講
す

る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

気
に
な
っ
た
ら
一
声
か
け
あ
う

―
―
事
業
を
始
め
て
以
降
、
ど
ん
な

変
化
が
あ
り
ま
し
た
か
？

川
：
ま
ず
、
警
察
署
の
方
や
ケ
ア
マ

ネ
ジ
ャ
ー
の
方
と
、
よ
り
具
体
的
な

連
絡
調
整
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
認
知
症
の
方
へ
の
支
援
に
つ

い
て
、
開
業
医
の
方
々
と
日
常
的
な

話
題
と
し
て
話
し
合
っ
た
り
、
近
隣

の
市
町
と
広
域
的
な
連
携
を
検
討
す

る
機
会
も
増
え
て
い
ま
す
。

横
：
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
も
、
対
応
の

ツ
ー
ル
が
増
え
た
こ
と
に
よ
り
仕
事

が
し
や
す
く
な
り
ま
し
た
。

野
：
警
察
も
、
市
や
介
護
事
業
所
等

が
認
知
症
の
方
へ
ど
ん
な
支
援
を
し

て
い
る
か
わ
か
る
よ
う
に
な
り
、
連

携
し
や
す
く
な
り
ま
し
た
。
警
察
に

保
護
さ
れ
て
初
め
て
認
知
症
と
わ
か

り
、
支
援
に
つ
な
が
っ
た
例
も
あ
り

ま
す
。「
ど
さ
、
い
ぐ
な
や
っ
す
？
」

の
意
識
が
地
域
の
皆
さ
ん
へ
浸
透
し

て
き
て
い
る
よ
う
で
、
一
般
の
方
々

か
ら
の
通
報
も
増
え
て
い
ま
す
。

横
：
認
知
症
の
方
や
ご
家
族
は
、
ど

う
し
て
も
ま
ず
「
隠
し
た
い
」
と
い

う
思
い
が
働
き
、
悩
み
を
抱
え
込
ん

で
し
ま
い
が
ち
で
す
。だ
か
ら
こ
そ
、

周
り
の
人
の
温
か
い
配
慮
や
ち
ょ
っ

と
し
た
気
配
り
が
大
事
に
な
っ
て
く

る
の
で
す
。
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
も
、

認
知
症
に
関
し
て
医
師
の
方
々
と
連

携
す
る
機
会
が
増
え
て
い
ま
す
。
認

知
症
の
方
々
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
も
色
々
な
立
場

の
人
と
協
力
し
、
知
恵
や
工
夫
を
出

し
合
っ
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

川
：
医
学
生
や
若
手
医
師
の
方
々

も
、
将
来
認
知
症
の
方
を
診
る
こ
と

に
な
っ
た
ら
、
症
状
だ
け
で
な
く
、

そ
の
人
の
生
活
が
孤
立
し
て
い
な
い

か
ど
う
か
気
に
か
け
て
い
た
だ
き
、

必
要
な
と
き
は
私
た
ち
に
つ
な
い
で

い
た
だ
け
た
ら
あ
り
が
た
い
で
す
。
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緒
方
先
生
の
キ
ャ
リ
ア
は
、
小

児
在
宅
医
療
と
は
少
し
遠
い
と
こ
ろ

か
ら
始
ま
っ
た
。
医
学
部
卒
業
時
点

で
は
漠
然
と
外
科
系
に
興
味
が
あ
り
、

ま
ず
は
麻
酔
の
技
術
を
と
考
え
麻
酔

科
に
入
局
。
様
々
な
手
術
の
麻
酔
に

携
わ
る
な
か
、
あ
る
時
担
当
し
た
小

児
心
臓
手
術
で
、
生
後
間
も
な
い
赤

ち
ゃ
ん
が
術
後
に
亡
く
な
っ
て
し
ま

う
。
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
緒

方
先
生
は
、
小
児
麻
酔
を
深
く
学
ぶ

た
め
、
神
奈
川
の
専
門
病
院
に
修
行

に
出
た
。
た
ま
た
ま
担
当
に
な
っ
た

小
児
Ｉ
Ｃ
Ｕ
で
目
の
当
た
り
に
し
た

の
が
、
長
期
入
院
児
の
存
在
だ
っ
た
。

「
治
療
技
術
が
向
上
し
、
難
病
で

も
助
か
る
子
ど
も
が
増
え
た
一
方
で
、

一
命
を
取
り
と
め
て
も
人
工
呼
吸
管

理
な
ど
の
高
度
な
医
療
ケ
ア
が
必
要

と
な
り
、
Ｉ
Ｃ
Ｕ
か
ら
出
ら
れ
な
い

子
ど
も
も
増
え
て
い
た
の
で
す
。
ベ
ッ

ド
を
空
け
な
け
れ
ば
新
規
患
児
の
受

け
入
れ
が
で
き
な
い
が
、
今
Ｉ
Ｃ
Ｕ

に
い
る
患
児
の
受
け
入
れ
先
も
な
い
、

そ
ん
な
状
況
で
し
た
。」

熊
本
に
戻
り
、
勤
務
医
と
し
て
集

中
治
療
に
関
わ
り
つ
つ
も
、
長
期
入

院
児
の
こ
と
は
頭
に
残
り
続
け
、
つ

い
に
一
念
発
起
し
て
開
業
。
外
来
診

療
で
医
院
を
維
持
し
な
が
ら
、
人
工

呼
吸
器
を
付
け
た
超
重
症
児
の
在
宅

医
療
を
始
め
た
。
前
例
も
な
く
、
小

児
科
医
の
間
で
も
理
解
は
得
ら
れ
な

か
っ
た
が
、
単
身
、
手
探
り
で
24
時

間
３
６
５
日
の
対
応
を
続
け
た
。

そ
ん
な
な
か
取
り
入
れ
た
の
が
、

呼
吸
リ
ハ
ビ
リ
だ
っ
た
。
呼
吸
リ
ハ

ビ
リ
を
積
極
的
に
行
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
呼
吸
状
態
が
良
く
な
り
、
肺
活

量
の
改
善
や
肺
炎
リ
ス
ク
の
軽
減
も

見
ら
れ
る
。
結
果
的
に
、
夜
間
休
日

の
呼
び
出
し
も
減
っ
た
。

「
呼
吸
を
整
え
れ
ば
、
不
安
や
パ

ニ
ッ
ク
状
態
を
落
ち
着
か
せ
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
こ
と
も
、
次
第
に

わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
心
身
の
調
子

が
良
く
な
り
、
養
護
学
校
に
通
え
る

よ
う
に
な
る
子
も
い
ま
す
。
そ
う
や
っ

て
教
育
を
受
け
ら
れ
れ
ば
、
将
来
の

選
択
肢
も
広
が
り
ま
す
よ
ね
。」

ま
た
、
自
宅
で
看
病
す
る
親
の
負

担
軽
減
の
た
め
、
短
期
入
所
施
設
の

運
営
も
行
っ
て
い
る
。
通
常
は
外
出

で
き
な
い
よ
う
な
超
重
症
児
も
、
施

設
に
通
う
こ
と
が
自
然
と
避
難
訓
練

代
わ
り
に
な
っ
て
い
た
の
か
、
熊
本

地
震
の
際
も
一
人
の
犠
牲
者
も
な
く

避
難
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

近
年
で
は
、
小
児
に
も
対
応
す
る

訪
問
看
護
や
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に

在
宅
医
療
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
く
れ
る

病
院
も
増
え
、
熊
本
市
全
体
の
小
児

医
療
の
レ
ベ
ル
は
向
上
し
た
。
と
は

い
え
、
医
師
個
人
の
献
身
的
な
努
力

に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
部
分
も

ま
だ
ま
だ
少
な
く
な
い
。

「
僕
も
歳
を
と
っ
て
少
し
体
が
き
つ

く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
最
近
は
小
児

在
宅
に
興
味
を
持
つ
方
も
増
え
て
き

ま
し
た
か
ら
、
個
人
の
頑
張
り
に
依

存
す
る
の
で
は
な
く
、
色
々
な
人
の

力
を
借
り
て
無
理
な
く
続
け
ら
れ
る

仕
組
み
を
確
立
で
き
た
ら
と
考
え
て

い
ま
す
。」

熊本市は日本最南端の政令指定都市。
人口は約 74 万人で、県人口の約４
割を占める。2016 年 4 月 14 日以
降断続的に発生した熊本地震では最
大震度６強の揺れを観測、大きな被
害を受けた。市全域及び周辺町村に
点在する小児在宅患者を、緒方先生
は週に１度、１軒１軒訪問して回る。

熊本県熊本市

小児在宅医療のパイオニアとして手探りで活動し20 年
熊本県熊本市　おがた小児科・内科医院　緒方 健一先生

おがた小児科・内科医院の外観。小児在宅患者のための短期入所施設「かぼちゃんクラブ」が併設されている。

住宅地と自然の共存した都市景観が広がる。 熊本市は「水と緑の都」とも称される。
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小さな気付きも共有し
チーム全体で
互いに学び合う
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鳥取大学医学部入学

眞砂 俊彦医師
（鳥取大学医学部附属病院　
泌尿器科）
Toshihiko Masago

本気で遊べるのは今しかないと、ポリクリの前に１年間休学する。
半年間をニュージーランドで過ごし、残り半年はバックパックでア
ジアを回った。ちょうど医師臨床研修制度の切り替わりの世代で
あり、１年留年することで新制度での研修を受ける狙いもあった。

3 年目

国立病院機構米子医療センター　泌尿器科
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
」

4:3015:00

1 年目

泌尿器科 da Vinci Si 支援手術教育プログラム　修了

鳥取大学医学部附属病院泌尿器科　入局
鳥取大学大学院医学系研究科医学専攻博士課程　入学

10 年目

鳥取大学医学部附属病院にて臨床研修

外
来
が
一
通
り
終
了

起
床

外来を担当するのは月・木の週 2 日で、
訪れる患者は１日に 40 ～ 50 人ほど。
外来終了後は病棟を回ったり、紹介状
を書くなどの事務的処理をしたりする。

回診が始まるまでの 2 時間
ほどの時間を、論文執筆や
文献調査、学会の準備など
に充てている。

年目の10
泌尿器科

8:00

回
診

8:30

5 年目

鳥取大学医学部附属病院　泌尿器科

消化器外科・消化器内科とで迷ったが、比較的短期間で一人前
になれる点に魅力を感じ、泌尿器科を選んだ。当時、医局では内
科系の治療が中心に行われていた。

鳥取県立中央病院　泌尿器科　医長
6 年目

医長として病院の泌尿器科の仕事全般を一人で任された。

17:00

カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

外
来

7 年目

鳥取大学博士（医学）
日本泌尿器科学会　泌尿器科専門医　取得
この頃、鳥取大の医局の教授が武中教授に替わり、ダ・ヴィンチ
などの先進的な外科治療に取り組む方針に転換された。鳥取大学医学部附属病院　泌尿器科

日本がん治療認定医機構　がん治療認定医　取得
鳥取大学医学部附属病院　助教（12月～）

9 年目

県立中央病院時代の経験も活かしつつ、より洗練された腹腔鏡
技術や、ダ・ヴィンチによる手術に取り組み始める。

5:30

出
勤

22:00

帰
宅

外
勤
は
週
1
日
。

カンファレンス終了後、
再び病棟を回り、手術
準備などをする。

泌
尿
器
科
の
仕
事

―
―
ま
ず
は
、
泌
尿
器
科
の
仕
事
内

容
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

眞
砂
（
以
下
、
眞
）
：
泌
尿
器
科
は
、

腎
臓
を
含
む
尿
路
系
の
臓
器
や
男
性

生
殖
器
、
副
腎
な
ど
の
後
腹
膜
臓
器

を
扱
う
診
療
科
で
す
。
こ
れ
ら
の
臓

器
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
尿

路
感
染
や
排
尿
障
害
の
投
薬
治
療
か

ら
が
ん
の
手
術
ま
で
、
内
科
的
な
こ

と
も
外
科
的
な
こ
と
も
担
当
し
て
い

ま
す
。
腹
腔
鏡
や
ロ
ボ
ッ
ト
支
援
手

術
な
ど
の
先
進
技
術
も
積
極
的
に
取

り
入
れ
て
い
ま
す
。

―
―
先
生
は
、
ど
う
し
て
泌
尿
器
科

に
進
ま
れ
た
ん
で
す
か
？

眞
：
あ
ま
り
他
の
人
が
や
ら
な
い
よ

う
な
こ
と
を
や
り
た
か
っ
た
の
で
、

整
形
外
科
や
泌
尿
器
科
な
ど
、
特
殊

性
の
強
い
分
野
に
興
味
を
持
っ
て
い

ま
し
た
ね
。
臨
床
研
修
中
は
消
化
器

外
科
や
消
化
器
内
科
に
も
誘
わ
れ
て
、

ち
ょ
っ
と
迷
い
ま
し
た
。
最
終
的
に

は
、
あ
る
程
度
早
く
一
人
前
に
な
れ

る
と
い
う
点
が
決
め
手
に
な
っ
て
、

泌
尿
器
科
を
選
び
ま
し
た
。

　

た
だ
、
泌
尿
器
科
に
は
ジ
ェ
ネ
ラ

ル
な
視
点
が
求
め
ら
れ
る
場
面
も
多

い
ん
で
す
。
例
え
ば
救
急
外
来
で
も
、

原
因
不
明
の
腰
痛
な
ど
は
、
尿
路
系

の
結
石
を
疑
わ
れ
て
泌
尿
器
に
回
さ

れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
実
は

そ
の
中
に
、
大
動
脈
瘤
な
ど
の
重
篤

な
病
気
が
隠
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
こ
う
い
う
時
、
臨
床
研
修
で

一
通
り
ロ
ー
テ
ー
ト
し
た
経
験
が
活

き
て
く
る
と
感
じ
ま
す
ね
。

泌
尿
器
科
の
キ
ャ
リ
ア

―
―
泌
尿
器
科
に
進
む
と
、
ど
ん
な

キ
ャ
リ
ア
を
歩
む
の
で
し
ょ
う
か
。

眞
：
僕
の
場
合
、
大
学
病
院
の
病
棟

で
、
診
断
が
つ
い
て
治
療
方
針
が
決

ま
っ
た
患
者
さ
ん
を
診
る
と
こ
ろ
か

ら
始
め
、
次
に
外
来
で
初
診
の
患
者

さ
ん
を
診
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

外
来
の
患
者
さ
ん
が
多
く
、
早
く
か

ら
外
来
に
出
る
の
も
こ
の
科
の
特
徴

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

入
局
２
年
目
に
は
外
勤
で
外
来
を

担
当
し
始
め
、
診
断
や
治
療
方
針
の

決
定
に
関
わ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

様
々
な
症
例
を
診
る
な
か
で
、
「
こ

の
血
尿
は
腫
瘍
か
も
し
れ
な
い
か
ら
、

検
査
は
こ
れ
と
こ
れ
を
や
っ
て
み
よ

う
」
と
い
う
風
に
、
自
分
な
り
の
セ

オ
リ
ー
が
徐
々
に
定
ま
っ
て
き
た
よ

う
に
思
い
ま
す
。

　

入
局
４
年
目
に
は
、
県
立
病
院
の

一
人
医
長
を
任
さ
れ
ま
し
た
。
泌
尿

器
科
に
来
る
患
者
さ
ん
に
は
高
齢
の

方
も
多
く
、
様
々
な
合
併
症
を
持
っ

て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
他
科
と

の
連
携
も
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
な
か

で
、
色
々
な
科
の
先
生
に
お
世
話
に

な
り
ま
し
た
。
す
ご
く
大
変
で
し
た

が
、
や
り
が
い
の
あ
る
毎
日
で
し
た
。

手
術
を
極
め
る

―
―
鳥
取
大
学
の
泌
尿
器
科
は
、
外

科
系
が
強
い
と
聞
き
ま
し
た
。

眞
：
は
い
。
う
ち
の
医
局
は
、
僕
が

入
っ
た
頃
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
内

科
寄
り
で
し
た
が
、
現
在
の
武
中
教

授
に
な
っ
て
か
ら
、
特
に
手
術
支
援

ロ
ボ
ッ
ト
の
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
を
使
用

し
た
手
術
に
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。

―
―
ど
ん
な
手
術
で
す
か
？

眞
：
ロ
ボ
ッ
ト
の
ア
ー
ム
や
カ
メ
ラ

が
、
患
者
さ
ん
の
腹
部
に
開
け
た
小

さ
な
穴
か
ら
体
内
に
入
り
、
自
由
度

の
高
い
多
関
節
鉗
子
を
用
い
て
患
部

に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
き
ま
す
。
術

者
は
ロ
ボ
ッ
ト
の
横
の
カ
ー
ト
の
中

で
、
画
面
を
覗
き
な
が
ら
鉗
子
を
遠

隔
操
作
し
ま
す
。
操
作
感
覚
は
少
し

ゲ
ー
ム
に
近
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

腹
腔
鏡
と
違
い
、
様
々
な
角
度
か
ら

患
部
を
見
た
り
、
直
接
手
で
は
動
か

せ
な
い
よ
う
な
角
度
に
も
鉗
子
を
入

れ
た
り
で
き
ま
す
。
手
ぶ
れ
も
機
械

が
吸
収
し
て
く
れ
る
ん
で
す
よ
。

―
―
体
内
や
患
部
を
立
体
的
に
イ
メ

ー
ジ
す
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
す
ね
。

眞
：
そ
う
で
す
ね
。
僕
の
場
合
は
ま

ず
開
腹
手
術
で
解
剖
を
学
び
、
徐
々

に
で
き
る
範
囲
を
広
げ
て
い
き
ま
し

た
。
腹
腔
鏡
手
術
は
糸
結
び
の
練
習

か
ら
始
め
、
指
導
医
の
助
言
を
受
け

な
が
ら
感
覚
を
掴
み
、
次
に
ロ
ボ
ッ

ト
支
援
手
術
と
い
う
感
じ
で
し
た
。

―
―
学
び
を
深
め
る
た
め
の
工
夫
は

あ
り
ま
す
か
？

眞
：
や
は
り
、
予
習
と
復
習
を
徹
底

す
る
こ
と
で
す
ね
。
う
ち
の
教
室
で

は
、
手
術
後
の
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
で

図
を
描
い
て
プ
レ
ゼ
ン
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
や
っ
て
、
手

術
の
時
に
何
を
思
っ
て
ど
う
行
動
し

た
の
か
、
言
葉
を
使
っ
た
理
論
づ
け

を
し
て
い
く
ん
で
す
。
立
ち
会
っ
た

手
術
も
含
め
、
毎
回
ス
ケ
ッ
チ
や
メ

モ
を
書
い
て
フ
ァ
イ
ル
に
収
め
て
い

き
、
自
分
な
り
の
手
術
書
を
作
っ
て

い
く
習
慣
が
あ
る
の
も
、
こ
の
教
室

の
特
長
で
す
ね
。
「
自
分
が
し
た
こ

と
を
『
何
と
な
く
』
で
済
ま
せ
る
の

で
は
な
く
、
き
ち
ん
と
言
葉
に
し
な

さ
い
」
と
い
う
教
授
の
教
え
は
、
と

て
も
重
要
な
こ
と
だ
な
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
手
術
を
す
べ
て
録
画
し
て
保

存
す
る
体
制
が
整
っ
て
い
る
の
で
、

過
去
の
手
術
の
ビ
デ
オ
を
観
て
勉
強

し
、
細
か
い
部
分
ま
で
す
べ
て
共
有

す
る
文
化
が
あ
り
ま
す
ね
。
一
人
の

医
師
が
経
験
で
き
る
症
例
は
限
ら
れ

て
い
ま
す
か
ら
、
ビ
デ
オ
か
ら
得
ら

れ
る
も
の
は
非
常
に
大
き
い
で
す
。

　

当
院
は
、
診
療
科
の
垣
根
を
超
え

た
外
科
チ
ー
ム
全
体
で
の
カ
ン
フ
ァ

レ
ン
ス
な
ど
の
機
会
も
多
い
で
す
。

普
段
か
ら
顔
の
見
え
る
関
係
を
培
う

こ
と
で
、
互
い
に
学
び
合
え
る
環
境

が
根
付
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

色
々
な
人
に
来
て
ほ
し
い

―
―
最
後
に
、
医
学
生
へ
の
メ
ッ
セ

ー
ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。

眞
：
泌
尿
器
科
は
、
ど
の
科
に
も
通

じ
る
幅
広
い
知
識
と
最
先
端
の
技
術

を
身
に
つ
け
ら
れ
る
診
療
科
で
す
。

短
時
間
で
終
わ
る
手
術
も
多
く
、
肉

体
的
負
担
も
少
な
い
で
す
し
、
女
性

の
患
者
さ
ん
の
中
に
は
女
性
医
師
を

希
望
さ
れ
る
方
も
多
い
の
で
、
男
女

問
わ
ず
、
志
望
す
る
人
が
増
え
て
く

れ
た
ら
な
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

1 day 

眞砂 俊彦
2004 年　鳥取大学医学部卒業

2016 年 10 月現在
鳥取大学医学部附属病院

  泌尿器科　助教
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埼玉医科大学医学部入学

岩永 みずき医師
（赤心堂病院　内科）
Mizuki Iwanaga

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
腎臓内科

1 年目

埼玉医科大学総合医療センター　腎・高血圧内科にて
後期研修

3 年目

当時の医局は透析業務と病棟業務が分かれており、入局後しば
らくは専ら病棟業務を任された。病棟業務は透析業務と比べて休
日の呼び出しも多く当時は不満だったが、妊娠・出産を経験する
前に、拘束時間の長い仕事を覚えさせてもらえたことに今では深
く感謝している。

リウマチ・膠原病内科医の父の姿を見て、医師を志した。

日本内科学会　認定内科医　取得

埼玉医科大学総合医療センターにて臨床研修

4 年目

結婚
6 年目

定時に帰れないこともありますが、その時は家
族にも協力してもらって子どもを迎えに行って
もらいます。周りの先生方も仕事をカバーして
くださるので、非常に助かっています。

周囲のサポートを受けながら
ライフステージに合わせて

働き方を選べる

8:30

出
勤　
透
析
業
務
を
開
始

週
１
日
、
内
科
の
外
来
を
担
当
。

12:30

昼
休
憩

17:00

退
勤

日本透析医学会　透析専門医　取得
７年目

日本腎臓学会　腎臓専門医　取得（4 月）
第一子出産
日本内科学会　総合内科専門医　取得（12 月）

8 年目

赤心堂病院へ出向
9 年目

子育てが始まったことを機に、より働きやすい環境である市中
病院に出向させてもらった。

19:30

風
呂

18:00

夕
食

20:00

子
ど
も
を
寝
か
せ
る

午
後　
再
び
透
析
業
務

1 day 

岩永 みずき
2005 年　埼玉医科大学医学部卒業

2016 年 10 月現在
赤心堂病院　内科　診療副部長

腎
臓
内
科
と
透
析
治
療

―
―
は
じ
め
に
、
腎
臓
内
科
と
は
ど

ん
な
診
療
科
な
の
か
、
簡
単
に
教
え

て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

岩
永
（
以
下
、
岩
）
：
腎
臓
内
科
で

は
、
腎
臓
に
対
す
る
内
科
的
治
療
を

総
合
的
に
行
い
ま
す
。
そ
の
一
つ
は

慢
性
腎
臓
病
の
管
理
で
あ
り
、
当
院

で
も
力
を
入
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

慢
性
腎
臓
病
に
関
し
て
は
、
ま
ず

は
腎
機
能
の
温
存
に
努
め
、
透
析
導

入
の
時
期
を
で
き
る
だ
け
遅
ら
せ
る

こ
と
が
重
要
で
す
。
食
事
療
法
・
薬

物
治
療
に
よ
っ
て
、
腎
臓
に
負
担
を

か
け
な
い
よ
う
働
き
か
け
ま
す
。

　

腎
機
能
が
か
な
り
低
下
し
、
浮
腫

な
ど
様
々
な
症
状
が
出
る
よ
う
に
な

っ
た
患
者
さ
ん
に
対
し
て
は
、
人
工

透
析
を
導
入
し
ま
す
。
透
析
導
入
に

向
け
た
シ
ャ
ン
ト
の
造
設
を
は
じ
め
、

透
析
導
入
後
の
通
院
・
生
活
設
計
に

つ
い
て
も
相
談
に
乗
り
ま
す
。

―
―
先
生
は
、
ど
う
し
て
腎
臓
内
科

を
志
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

岩
：
正
直
、
学
生
の
頃
は
「
腎
炎
と

い
う
も
の
が
あ
る
」
「
中
に
は
腎
臓

が
悪
く
な
っ
て
透
析
に
至
る
人
が
い

る
」
と
知
っ
て
い
る
程
度
で
、
腎
臓

内
科
に
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
持
っ

て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
も
、
臨

床
研
修
で
腎
臓
内
科
に
来
て
み
る

と
、
透
析
に
も
血
液
透
析
・
腹
膜
透

析
な
ど
様
々
な
種
類
が
あ
り
、
患
者

さ
ん
の
状
態
、
社
会
生
活
な
ど
を
踏

ま
え
た
ア
プ
ロ
ー
チ
が
で
き
る
こ
と

な
ど
を
知
り
ま
し
た
。
ま
た
、
腎
臓

は
循
環
器
疾
患
・
膠
原
病
な
ど
他
科

の
様
々
な
症
状
に
も
関
わ
っ
て
お
り
、

全
身
を
診
ら
れ
る
こ
と
も
知
り
、
興

味
を
持
ち
ま
し
た
。

　

ま
た
、
腎
臓
病
が
あ
る
と
、
他
の

様
々
な
病
気
の
治
療
法
に
も
制
限
が

生
じ
ま
す
。
腎
臓
病
患
者
で
あ
る
が

ゆ
え
に
他
科
で
診
て
も
ら
え
な
い
患

者
さ
ん
の
役
に
立
て
た
ら
な
、
と
思

っ
た
こ
と
も
動
機
の
一
つ
で
し
た
。

―
―
現
在
は
、
透
析
関
連
の
診
療
が

お
仕
事
の
中
心
な
ん
で
す
か
。

岩
：
は
い
。
市
中
病
院
だ
と
透
析
に

関
わ
る
仕
事
の
割
合
が
大
き
く
な
り

ま
す
ね
。
私
は
現
在
子
育
て
中
で
週

４
日
勤
務
な
の
で
す
が
、
う
ち
１
日

は
内
科
の
外
来
に
出
て
い
て
、
残
り

の
３
日
は
ず
っ
と
透
析
患
者
さ
ん
を

診
て
い
ま
す
。

患
者
さ
ん
と
密
に
関
わ
る

―
―
高
齢
化
で
、
腎
臓
内
科
の
医
師

の
需
要
は
高
ま
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。

岩
：
そ
う
で
す
ね
。
腎
機
能
が
低
下

し
て
い
る
人
は
増
え
て
い
ま
す
か
ら
、

慢
性
腎
臓
病
を
診
る
こ
と
が
で
き
る

私
た
ち
腎
臓
内
科
医
は
、
他
科
の
先

生
方
に
も
重
宝
し
て
い
た
だ
け
て
い

る
の
か
な
、
と
感
じ
ま
す
。

―
―
何
人
く
ら
い
の
透
析
患
者
さ
ん

を
担
当
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
？

岩
：
当
ク
リ
ニ
ッ
ク
で
は
１
９
０
床

程
度
を
３
人
の
医
師
で
担
当
し
て
お

り
、
私
が
担
当
す
る
患
者
さ
ん
は
90

人
く
ら
い
で
す
。
ど
の
方
と
も
週
１

回
は
必
ず
顔
を
合
わ
せ
ま
す
し
、
状

態
が
悪
か
っ
た
り
す
る
と
、
週
３
回

診
察
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

―
―
患
者
さ
ん
と
の
関
わ
り
が
密
に

な
り
そ
う
で
す
ね
。

岩
：
は
い
。
患
者
さ
ん
と
し
っ
か
り

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
こ
と

は
、
腎
臓
内
科
医
に
と
っ
て
不
可
欠

で
す
。
ど
ん
な
治
療
を
選
ぶ
の
か
と

い
う
こ
と
も
、
患
者
さ
ん
の
特
徴
に

よ
っ
て
決
ま
る
部
分
が
大
き
い
で
す

か
ら
。
例
え
ば
透
析
ひ
と
つ
を
と
っ

て
も
、
ど
の
種
類
の
透
析
を
選
ぶ
か

に
よ
っ
て
、
患
者
さ
ん
へ
の
負
担
や
、

必
要
な
自
己
管
理
の
種
類
・
度
合
い

は
違
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
人
が
ど
ん

な
性
格
で
、
ど
ん
な
生
活
を
し
て
い

る
の
か
な
ど
を
考
慮
し
な
が
ら
、
ど

ん
な
方
法
な
ら
治
療
を
続
け
ら
れ
る

か
、
一
緒
に
考
え
て
い
き
ま
す
。

―
―
慢
性
腎
臓
病
で
は
、
患
者
さ
ん

の
自
己
管
理
も
重
要
な
ん
で
す
ね
。

岩
：
ど
う
し
て
も
思
う
よ
う
に
治
療

を
続
け
ら
れ
な
い
方
も
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
。
医
師
か
ら
の
働
き
か
け
だ

け
で
は
足
り
な
い
部
分
も
あ
る
の
で
、

看
護
師
さ
ん
や
管
理
栄
養
士
さ
ん
、

臨
床
工
学
技
士
さ
ん
と
も
役
割
分
担

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
患
者
さ
ん
に
合

わ
せ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
て
い
ま
す
。

女
性
医
師
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア

―
―
子
育
て
と
お
仕
事
を
両
立
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
苦
労
し
て
い
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

岩
：
現
在
子
ど
も
が
４
歳
な
の
で
す

が
、
私
は
幸
い
な
こ
と
に
、
子
育
て

中
で
も
働
き
や
す
い
職
場
に
出
向
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
週
４
日
、

８
時
半
～
17
時
勤
務
で
も
常
勤
扱
い

に
し
て
い
た
だ
い
て
い
て
。
医
局
が

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
合
わ
せ
た
働
き

方
の
相
談
に
乗
っ
て
く
れ
る
こ
と
は
、

大
変
あ
り
が
た
い
で
す
ね
。

　

ま
た
、
勤
務
時
間
が
短
く
て
ど
う

し
て
も
で
き
な
い
業
務
に
つ
い
て
は
、

周
囲
の
医
師
が
カ
バ
ー
し
て
く
れ
て

い
ま
す
。
子
ど
も
を
育
て
な
が
ら
で

も
働
き
続
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
周

り
の
サ
ポ
ー
ト
の
お
か
げ
だ
な
、
と

ひ
し
ひ
し
と
感
じ
ま
す
。

―
―
キ
ャ
リ
ア
に
つ
い
て
悩
む
女
子

学
生
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
何
か

ア
ド
バ
イ
ス
は
あ
り
ま
す
か
？

岩
：
早
い
う
ち
に
で
き
る
こ
と
を
し

て
お
い
た
方
が
い
い
と
思
い
ま
す
。

私
は
認
定
医
・
専
門
医
を
出
産
前
に

取
得
し
た
の
で
す
が
、
こ
れ
は
本
当

に
よ
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
育

児
が
始
ま
っ
て
し
ば
ら
く
は
、
ど
う

し
て
も
で
き
る
こ
と
が
限
ら
れ
て
し

ま
い
ま
す
か
ら
。

―
―
今
は
学
位
取
得
を
目
指
し
て
い

る
と
伺
い
ま
し
た
。

岩
：
は
い
、
将
来
の
方
向
性
は
ま
だ

決
め
て
い
ま
せ
ん
が
、
ど
う
い
う
道

に
進
む
に
せ
よ
、
博
士
号
は
取
っ
て

お
き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
出
産
前

に
取
っ
て
お
け
ば
、
と
思
う
時
も
あ

り
ま
し
た
が
、
医
局
の
先
輩
に
は
第

三
子
を
妊
娠
し
な
が
ら
研
究
を
続
け
、

出
産
後
に
学
位
取
得
し
た
方
も
い
る

ん
で
す
。
身
近
に
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
が

い
る
こ
と
は
非
常
に
励
ま
さ
れ
ま
す

ね
。
先
輩
に
続
け
と
い
う
心
意
気
で
、

私
も
頑
張
っ
て
い
き
た
い
で
す
。
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患者さんの
自己実現の
お手伝いをする
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三重大学医学部入学

岡田 学医師
（名古屋第二赤十字病院　腎臓病総合医療センター　
移植外科・内分泌外科）
Manabu　Okada

当初は、内科的治療に加えシャント手術や透析、病理などを幅広
く扱うことのできる腎臓内科に興味を持っていた。

基本的には移植外科に所属しつつ、ある期間だけ他の外科に出
向くという形式。外科専門医を取得するのに必要な症例数を最
低限網羅できるようにローテーションを組んでもらった。

３年目

名鉄病院　外科スタッフ
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
」

1 年目

名古屋第二赤十字病院　外科レジデント

名古屋第二赤十字病院にて臨床研修
当時はまだ腎移植外科に進むかどうかは決めていなかったが、
腎移植外科の雰囲気に憧れて、一度この病院に来てみたいと思っ
たこと、また場所・給料・同期の人数といった、臨床研修病院
を決める際の条件を全て満たしていたことから、名古屋第二赤
十字病院を研修先に選んだ。研修中に腎臓内科・泌尿器科・
腎移植外科の３つをすべて回った。

本格的に移植を専門にする前に、一度外の病院に出て外科一般
のトレーニングを積んだ。

腎移植手術では、ドナー側の摘出手術チー
ムとレシピエント側の移植手術チーム、ど
ちらかのチームに入って執刀します。

年目の10
腎移植外科

8 年目

名古屋第二赤十字病院　移植外科・内分泌外科スタッフ
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fri

朝
〜
夕  

腎
移
植
手
術

夜　
　

  

病
棟

手
術
の
合
間
に
、
書
類
な
ど
の
事
務

処
理
を
行
っ
て
い
る
。

腎
移
植
の
２
つ
の
方
法

―
―
腎
移
植
は
な
ぜ
必
要
で
、
ど
ん

な
と
き
に
行
う
の
で
し
ょ
う
か
。

岡
田
（
以
下
、
岡
）
：
腎
臓
は
一
度

機
能
が
低
下
し
て
し
ま
う
と
、
良
く

な
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

腎
機
能
が
一
定
以
上
低
下
し
た
方
は
、

人
工
透
析
か
腎
移
植
を
行
わ
な
け
れ

ば
生
命
を
維
持
で
き
な
い
の
で
す
。

　

腎
移
植
を
す
る
場
合
、
健
康
な
近

親
者
が
腎
臓
を
提
供
す
る
生
体
腎
移

植
と
、
脳
死
状
態
ま
た
は
心
停
止
し

た
方
の
腎
臓
を
移
植
す
る
献
腎
移
植

の
二
つ
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。
現
在

日
本
で
は
、
年
間
約
１
６
０
０
例
の

腎
移
植
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
献

腎
移
植
は
そ
の
内
の
１
割
以
下
で
す
。

―
―
移
植
手
術
は
ど
の
よ
う
に
行
わ

れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

岡
：
生
体
腎
移
植
の
場
合
、
一
人
の

医
師
が
摘
出
・
移
植
の
両
方
の
手
術

を
行
う
施
設
も
あ
り
ま
す
が
、
当
院

で
は
摘
出
チ
ー
ム
と
移
植
チ
ー
ム
に

分
か
れ
て
い
ま
す
。
移
植
チ
ー
ム
は

レ
シ
ピ
エ
ン
ト
の
体
に
腎
臓
が
入
る

ス
ペ
ー
ス
を
作
っ
て
、
血
管
や
尿
管

を
つ
な
げ
ら
れ
る
よ
う
に
準
備
を
し

て
お
き
、
そ
こ
に
摘
出
チ
ー
ム
が
取

り
出
し
た
腎
臓
を
移
植
し
ま
す
。

　

生
体
腎
移
植
に
お
い
て
は
、
移
植

し
た
腎
臓
が
ち
ゃ
ん
と
生
着
す
る
こ

と
は
も
ち
ろ
ん
、
ド
ナ
ー
の
安
全
の

確
保
も
非
常
に
重
要
に
な
り
ま
す
。

ド
ナ
ー
に
は
術
前
検
査
・
麻
酔
・
摘

出
に
伴
う
直
接
的
・
短
期
的
リ
ス
ク

や
、
腎
臓
が
一
つ
に
な
る
こ
と
に
よ

る
長
期
的
な
リ
ス
ク
を
説
明
し
た
う

え
で
、
ご
自
身
の
意
思
で
提
供
を
決

め
て
い
た
だ
き
ま
す
。
手
術
後
は
、

レ
シ
ピ
エ
ン
ト
だ
け
で
な
く
、
ド
ナ

ー
の
方
に
も
定
期
的
に
通
院
し
て
い

た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

―
―
献
腎
移
植
の
場
合
は
、
ど
の
よ

う
な
流
れ
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
？

岡
：
献
腎
移
植
を
希
望
す
る
患
者
さ

ん
は
、
あ
ら
か
じ
め
「
日
本
臓
器
移

植
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
へ
の
登
録
が
必

要
で
す
。
脳
死
下
臓
器
提
供
に
よ
る

献
腎
移
植
の
場
合
、
移
植
を
受
け
ら

れ
る
こ
と
が
決
ま
る
と
、
患
者
さ
ん

も
私
た
ち
医
療
チ
ー
ム
も
急
ピ
ッ
チ

で
準
備
を
進
め
ま
す
。
摘
出
チ
ー
ム

は
丸
１
日
も
経
た
な
い
う
ち
に
、
ド

ナ
ー
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
病
院
へ
、

全
国
ど
こ
へ
で
も
向
か
い
ま
す
。
提

供
し
て
い
た
だ
い
た
腎
臓
は
、
摘
出

チ
ー
ム
が
ク
ー
ラ
ー
ボ
ッ
ク
ス
で
大

切
に
運
び
、
移
植
チ
ー
ム
が
す
ぐ
に

レ
シ
ピ
エ
ン
ト
に
移
植
し
ま
す
。
通

常
業
務
を
行
う
な
か
で
の
緊
急
対
応

に
な
る
の
で
、
大
変
な
仕
事
で
は
あ

り
ま
す
。

術
前
・
術
後
の
管
理
が
要
と
な
る

―
―
移
植
手
術
そ
の
も
の
も
、
高
度

な
技
術
を
要
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

岡
：
血
管
の
状
態
が
悪
い
方
な
ど
、

難
し
い
手
術
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
が
、
手
術
自
体
の
リ
ス
ク
が
高
い

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、

生
体
腎
移
植
の
場
合
、
ド
ナ
ー
の
方

に
万
一
の
こ
と
が
な
い
よ
う
、
術
前

と
術
後
の
管
理
に
は
と
て
も
気
を
遣

っ
て
い
ま
す
。
提
供
に
耐
え
う
る
全

身
状
態
な
の
か
と
い
っ
た
、
内
科
的

な
観
点
で
の
評
価
も
大
切
で
す
。

　

レ
シ
ピ
エ
ン
ト
側
で
は
、
手
術
の

前
の
週
か
ら
免
疫
抑
制
剤
の
投
与
を

開
始
し
、
手
術
後
約
４
週
間
は
、
毎

日
の
よ
う
に
検
査
を
行
い
ま
す
。
近

年
は
急
性
拒
絶
反
応
で
移
植
が
う
ま

く
い
か
な
い
こ
と
は
少
な
く
な
っ
て

い
ま
す
が
、
そ
れ
は
緻
密
な
周
術
期

管
理
の
賜
物
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

様
々
な
条
件
に
よ
っ
て
異
な
り
ま

す
が
、
移
植
し
た
腎
臓
は
、
お
よ
そ

15
年
は
機
能
し
ま
す
。
そ
の
間
定
期

的
に
外
来
で
フ
ォ
ロ
ー
し
ま
す
の
で
、

患
者
さ
ん
と
の
お
付
き
合
い
は
と
て

も
長
い
も
の
に
な
り
ま
す
。

腎
移
植
外
科
に
進
ん
だ
理
由

―
―
先
生
は
、
こ
ち
ら
の
病
院
で
臨

床
研
修
を
受
け
、
そ
の
ま
ま
入
職
さ

れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

岡
：
学
生
時
代
、
ポ
リ
ク
リ
を
通
じ

て
腎
臓
内
科
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
腎
臓
と
い
う
臓
器
に

特
化
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
、
内

科
的
治
療
、
シ
ャ
ン
ト
手
術
、
透
析

と
実
は
多
く
の
こ
と
が
で
き
る
点
が

魅
力
的
で
し
た
。

　

そ
の
後
、
泌
尿
器
科
を
回
っ
た
時

に
腎
移
植
に
興
味
を
持
ち
、
指
導
医

の
先
生
か
ら
、
名
古
屋
第
二
赤
十
字

病
院
が
腎
移
植
の
分
野
で
ト
ッ
プ
ク

ラ
ス
で
あ
る
と
聞
い
た
の
で
す
。
実

家
に
近
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
マ
ッ

チ
ン
グ
前
に
当
院
を
訪
ね
、
移
植
手

術
を
見
学
し
ま
し
た
。
学
生
だ
っ
た

の
で
、
手
術
を
見
た
経
験
自
体
が
あ

ま
り
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り

ま
す
が
、
「
取
り
出
さ
れ
た
腎
臓
が

も
う
一
回
つ
な
が
っ
て
生
き
返
る
」

と
い
う
こ
と
に
強
い
イ
ン
パ
ク
ト
を

受
け
ま
し
た
。
し
か
も
、
そ
ん
な
す

ご
い
こ
と
を
し
て
い
る
の
に
、
手
術

さ
れ
て
い
る
先
生
方
は
柔
ら
か
い
感

じ
が
し
た
の
も
印
象
的
で
し
た
。
手

は
も
ち
ろ
ん
し
っ
か
り
動
か
し
つ
つ
、

一
方
で
穏
や
か
に
会
話
し
な
が
ら
手

術
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
外
科
に

対
し
て
抱
い
て
い
た
、
ち
ょ
っ
と
怖

そ
う
な
イ
メ
ー
ジ
と
は
正
反
対
で
、

憧
れ
を
感
じ
ま
し
た
。

「
も
ら
う
人
」
と
「
あ
げ
る
人
」

―
―
腎
移
植
医
と
し
て
や
り
が
い
を

感
じ
る
の
は
ど
ん
な
と
き
で
す
か
？

岡
：
腎
移
植
を
す
る
と
、
患
者
さ
ん

が
劇
的
に
元
気
に
な
る
ん
で
す
。
そ

の
姿
を
見
る
と
、
本
当
に
よ
か
っ
た

と
思
い
ま
す
。
透
析
だ
と
、
ど
う
し

て
も
生
活
に
制
限
が
生
じ
て
し
ま
う

部
分
も
あ
る
の
で
、
腎
移
植
に
よ
っ

て
患
者
さ
ん
自
身
の
「
こ
う
い
う
人

生
を
歩
み
た
い
」
と
い
う
大
き
な
思

い
を
か
な
え
る
手
助
け
が
で
き
て
い

る
の
か
な
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
腎
臓
を
も
ら
う
・
あ
げ
る

と
い
う
と
こ
ろ
に
、
人
の
大
き
な
感

情
の
絆
み
た
い
な
も
の
が
あ
る
と
感

じ
る
ん
で
す
。
も
ら
う
人
と
あ
げ
る

人
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
ト
ー
リ
ー
が

あ
る
。
両
者
が
い
る
か
ら
こ
そ
成
り

立
つ
と
こ
ろ
が
、
他
の
外
科
と
ち
ょ

っ
と
違
う
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

1 week 
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た
ど
り
つ
き
ま
し
た
。
登
録
し
た
ら
、

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
で
あ
り
、
現
役

の
医
師
で
も
あ
る
猪
狩
先
生
が
お
電

話
を
下
さ
い
ま
し
た
。
日
本
医
師
会

の
事
業
と
い
う
こ
と
で
安
心
感
が
あ

り
ま
し
た
し
、
現
役
の
医
師
の
先
生

が
、
医
師
な
ら
で
は
の
事
情
も
踏
ま

え
て
対
応
し
て
く
だ
さ
る
の
で
、
と

て
も
心
強
か
っ
た
で
す
。
東
京
検
疫

所
は
、
専
門
医
な
ど
の
資
格
が
な
く

て
も
就
職
で
き
、
身
分
も
公
務
員
と

な
る
た
め
福
利
厚
生
も
充
実
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
、
本
当
に
良
い
職

場
を
ご
紹
介
く
だ
さ
っ
た
と
感
謝
し

て
い
ま
す
。

猪
：
私
た
ち
と
し
て
も
、
様
々
な
事

情
で
続
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
優
秀
な
女
性
医
師
の
復
職
を
サ
ポ

ー
ト
す
べ
く
活
動
し
て
き
ま
し
た
の

で
、
ご
希
望
の
条
件
に
合
う
職
場
を

ご
紹
介
で
き
て
本
当
に
嬉
し
く
思
っ

て
お
り
ま
す
。

検
疫
所
で
の
医
師
の
仕
事

猪
：
検
疫
官
と
し
て
働
く
場
合
、
勤

務
地
は
ど
こ
に
な
る
の
で
す
か
？

松
：
検
疫
所
の
基
本
的
な
任
務
は
検

疫
感
染
症
の
病
原
体
の
国
内
流
入
を

防
ぐ
こ
と
で
す
。
主
な
勤
務
地
は
港

と
空
港
で
す
。
私
は
、
船
舶
を
検
疫

す
る
お
台
場
の
東
京
検
疫
所
と
、
飛

行
機
を
検
疫
す
る
東
京
空
港
検
疫
所

支
所
︵
羽
田
空
港
︶
の
２
か
所
の
勤

務
を
経
験
し
ま
し
た
。
ま
ず
お
台
場

の
本
所
に
配
属
に
な
り
、
一
年
後
に

羽
田
空
港
に
異
動
に
な
り
ま
し
た
。

局
に
入
る
タ
イ
ミ
ン
グ
も
逃
し
て
し

ま
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
知
人
の
厚

意
で
１
年
間
臨
床
研
修
を
受
け
ま
し

た
が
、
制
度
改
正
で
そ
の
研
修
も
無

効
と
な
り
進
路
に
迷
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
ん
な
時
に
出
会
っ
た
の
が
、
日
本

医
師
会
女
性
医
師
バ
ン
ク
で
し
た
。

猪
：
日
本
医
師
会
女
性
医
師
バ
ン
ク

は
、
厚
生
労
働
省
か
ら
委
託
さ
れ
、

日
本
医
師
会
が
行
っ
て
い
る
、
女
性

医
師
の
就
労
・
勤
務
継
続
・
再
研
修

な
ど
の
支
援
事
業
で
す
。
登
録
さ
れ

た
方
に
は
一
人
ひ
と
り
担
当
の
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
つ
き
、
相
談
に
乗

っ
た
り
、
そ
の
方
の
事
情
に
合
わ
せ

た
就
職
先
を
探
し
た
り
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
松
本
先
生
が
登
録
さ
れ
た

時
、
私
が
担
当
に
な
っ
た
の
で
す
よ

ね
。
ち
な
み
に
、
先
生
は
ど
う
や
っ

て
女
性
医
師
バ
ン
ク
を
見
つ
け
ら
れ

た
の
で
す
か
？

松
：
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
し
、

猪
：
実
際
に
、
ど
の
よ
う
な
感
染
症

の
対
応
を
さ
れ
ま
し
た
か
？

松
：
私
が
就
職
し
た
２
０
１
４
年
は

ブ
ラ
ジ
ル
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
開
催
の

年
で
し
た
の
で
、
初
め
の
頃
は
ブ
ラ

ジ
ル
に
渡
航
す
る
方
に
向
け
、
黄
熱

病
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
関
す
る
業
務

を
集
中
的
に
行
っ
て
い
ま
し
た
。

猪
：
最
近
で
は
新
宿
で
デ
ン
グ
熱
の

感
染
が
確
認
さ
れ
た
り
、
エ
ボ
ラ
出

血
熱
で
西
ア
フ
リ
カ
が
大
変
な
被
害

を
受
け
た
り
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま

し
た
よ
ね
。

松
：
は
い
。
２
０
１
４
年
夏
に
デ
ン

グ
熱
が
流
行
し
、
秋
に
国
内
初
の
エ

ボ
ラ
出
血
熱
疑
似
症
が
出
た
後
、
羽

田
空
港
に
異
動
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、

Ｍ
Ｅ
Ｒ
Ｓ
や
ジ
カ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

対
応
を
経
験
し
、
マ
ラ
リ
ア
や
デ
ン

グ
熱
、
チ
ク
ン
グ
ニ
ア
熱
に
も
対
応

す
る
機
会
を
得
ま
し
た
。

猪
：
検
疫
所
で
の
お
仕
事
は
、
病
院

や
診
療
所
で
の
仕
事
と
は
随
分
違
う

の
で
し
ょ
う
ね
。

松
：
は
い
。
医
療
機
関
で
は
、
基
本

的
に
は
検
査
・
診
断
・
治
療
と
い
う

一
連
の
流
れ
を
た
ど
る
と
思
い
ま
す
。

一
方
検
疫
所
で
は
、
簡
単
に
申
し
ま

す
と
、
入
国
者
を
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

し
、
入
国
か
隔
離
か
を
判
断
す
る
流

れ
と
な
り
ま
す
。
検
疫
感
染
症
の
疑

い
が
あ
る
人
を
発
見
し
た
場
合
、
適

切
な
医
療
機
関
へ
送
り
ま
す
。
ま
た
、

感
染
症
の
潜
伏
期
間
に
も
注
意
し
ま

す
。
責
任
が
重
い
の
で
、
初
め
は
と

て
も
緊
張
し
ま
し
た
。

猪
：
様
々
な
感
染
症
の
流
行
を
未
然

に
防
ぐ
の
で
す
か
ら
、
と
て
も
重
大

な
お
仕
事
で
す
よ
ね
。

松
：
は
い
。
た
だ
、
検
疫
所
は
診
療

所
と
は
違
い
、
診
療
行
為
を
行
え
る

範
囲
が
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
も
ど

か
し
さ
を
感
じ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
検
疫
所
は

「
検
疫
感
染
症
の
病
原
体
を
国
内
に

持
ち
込
ま
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
使

命
と
し
て
い
る
た
め
、
検
疫
感
染
症

か
否
か
を
判
断
す
る
た
め
の
決
め
ら

れ
た
検
査
と
隔
離
、
ま
た
感
染
症
予

防
や
そ
の
啓
発
が
業
務
の
中
心
と
な

る
の
で
す
。
一
方
で
、
市
中
病
院
な

ど
で
は
診
る
こ
と
の
で
き
な
い
感
染

症
を
た
く
さ
ん
診
る
こ
と
が
で
き
、

非
常
に
勉
強
に
な
り
ま
す
。
感
染
症

に
興
味
の
あ
る
方
に
は
と
て
も
や
り

が
い
の
あ
る
職
場
だ
と
思
い
ま
す
よ
。

臨
床
医
で
は
な
い
道
も
色
々
あ
る

猪
：
勤
務
形
態
と
し
て
は
、
比
較
的

働
き
や
す
い
環
境
と
伺
い
ま
し
た
。

松
：
は
い
。
お
台
場
の
方
は
平
日
８

時
30
分
か
ら
17
時
15
分
ま
で
の
勤
務

で
す
の
で
、
子
育
て
を
し
な
が
ら
働

い
て
い
る
女
性
医
師
も
多
く
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。
官
舎
に
入
れ
ま
す
し
、

所
得
も
安
定
し
て
い
る
の
で
、
ワ
ー

ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て

働
き
た
い
方
に
は
良
い
環
境
だ
と
思

い
ま
す
。

猪
：
空
港
で
は
も
う
少
し
不
規
則
な

勤
務
に
な
り
ま
す
か
？

松
：
そ
う
で
す
ね
。
特
に
羽
田
は
24

時
間
空
港
で
す
の
で
、
私
は
4
週
間

に
10
回
、
15
時
間
30
分
の
交
替
制
で

勤
務
し
て
い
ま
し
た*

。
不
規
則
で

は
あ
り
ま
す
が
、
自
由
に
な
る
時
間

も
多
く
、
私
は
そ
の
時
間
を
使
っ
て
、

社
会
人
大
学
院
に
通
わ
せ
て
い
た
だ

い
た
り
、
研
修
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

り
し
ま
し
た
。
様
々
な
勉
強
の
機
会

を
与
え
て
い
た
だ
き
、
非
常
に
あ
り

が
た
く
思
っ
て
い
ま
す
。

猪
：
勤
務
環
境
の
良
さ
に
加
え
、
一

般
的
な
医
師
の
キ
ャ
リ
ア
の
中
で
は

な
か
な
か
経
験
で
き
な
い
業
務
が
多

い
こ
と
も
魅
力
で
す
よ
ね
。

松
：
そ
う
思
い
ま
す
。
検
疫
所
で
は
、

国
政
を
担
う
様
々
な
職
種
の
方
々
と

一
緒
に
チ
ー
ム
で
仕
事
を
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
医
療
行
政
・
衛
生
行

政
と
い
う
、
あ
る
意
味
国
の
根
幹
を

支
え
て
い
る
分
野
に
触
れ
る
こ
と
が

で
き
ま
す
か
ら
、
医
学
に
限
ら
な
い

幅
広
い
興
味
・
関
心
を
お
持
ち
の
方

に
向
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

猪
：
医
師
に
は
そ
う
い
う
仕
事
も
あ

る
と
い
う
こ
と
を
、
医
学
生
の
皆
さ

ん
に
は
ぜ
ひ
知
っ
て
お
い
て
ほ
し
い

で
す
ね
。
希
望
が
あ
れ
ば
、
見
学
な

ど
も
可
能
で
し
ょ
う
か
。

松
：
も
ち
ろ
ん
で
す
。
見
学
は
随
時

受
け
付
け
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
門

戸
を
叩
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

今
回
は
、
日
本
医
師
会
女
性
医
師
バ
ン
ク
の
紹
介
を
通
じ
て
、
東
京
検
疫
所
に
医
師
と
し
て
勤
務
さ
れ
た

ご
経
験
の
あ
る
、
松
本
昌
子
先
生
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

医
師
の
多
様
な
働
き
方
を
受
け
入
れ
る

公
衆
衛
生
と
い
う
職
場

　
　
　
　
　
　
　
　
〜
元
検
疫
官
　
松
本 

昌
子
先
生
〜

語り手　
松本 昌子先生

聞き手　
猪狩 和子先生
日本医師会女性医師バンク東日本センター　
コーディネーター（平成28年８月末現在）
耳鼻咽喉科　北川医院　院長

検
疫
所
に
就
職
す
る
ま
で
の
経
歴

猪
狩
（
以
下
、
猪
）
：
今
回
は
、
東

京
検
疫
所
で
勤
務
さ
れ
た
ご
経
験
の

あ
る
松
本
先
生
に
お
話
を
伺
い
ま
す
。

松
本
（
以
下
、
松
）
：
検
疫
所
で
の

仕
事
は
、
医
学
生
の
皆
さ
ん
に
と
っ

て
は
な
か
な
か
イ
メ
ー
ジ
が
湧
き
に

く
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
本
日
は
で

き
る
限
り
お
伝
え
で
き
れ
ば
と
思
い

ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

猪
：
ま
ず
、
先
生
の
簡
単
な
ご
経
歴

を
お
聞
か
せ
い
た
だ
け
ま
す
か
？

松
：
私
は
、
２
０
０
０
年
に
医
学
部

を
卒
業
し
ま
し
た
。
当
時
は
が
ん
治

療
に
興
味
が
あ
り
、
放
射
線
科
な
ど

を
志
望
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
健

康
上
の
理
由
で
臨
床
研
修
を
受
け
ず
、

ブ
ラ
ン
ク
が
で
き
て
し
ま
い
ま
し
た
。

当
時
は
現
在
の
臨
床
研
修
制
度
で
は

な
く
、
卒
業
後
は
医
局
に
入
る
の

が
一
般
的
だ
っ
た
の
で
す
が
、
医

公
衆
衛
生
と
い
う
職
場

　
　
　
　
　
　
　
　
〜
元
検
疫
官
　
松
本

医
師
の
多
様
な
働
き
方
を
受
け
入
れ
る

医
師
の
多
様
な
働
き
方
を
受
け
入
れ
る

公
衆
衛
生
と
い
う
職
場

　
　
　
　
　
　
　
　
〜
元
検
疫
官
　
松
本

医師の働き方を
考える

医
師
の
多
様
な
働
き
方
を
受
け
入
れ
る

公
衆
衛
生
と
い
う
職
場

　
　
　
　
　
　
　
　
〜
元
検
疫
官
　
松
本 

昌
子
先
生
〜

東京検疫所総務課　
TEL　03-3599 -1511

受け入れにあたっては、所内の業務状況を踏ま
えて日程等の調整をすることになりますので、
ご希望に添えない場合もあります。

東京検疫所　見学の問い合わせ先

33 32



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
。南宗谷地域医療研究会　参加者たちの声

（図）南宗谷地区から周辺の主要都市までの距離

第３回南宗谷地域医療研究会に参加した、旭川医科大学、東北医科薬科大学の医学生４名
に、感想を聞きました。

voice

人口の少ない地域はつい
狭い町と思ってしまいが
ちですが、南宗谷地域も
含め、北海道では隣家と
数十キロ離れていたり、
電車もバスもないところ
が多くあります。車椅子ご
と乗れるタクシーなど、
交通手段の整備も必要だ
と思いました。

今日も「住民同士の見守
りが大事」という意見が
出ていましたが、Aさんの
言うように、面積が広くて
はなかなか難しいのだと
実感しました。医療・行政
機関が協力し、住民の意
見も聞きながら、地域の
見守り体制を築かなけれ
ばなりませんね。

日々思っていることを率
直に語り合える機会はと
ても貴重だと思います。
「『真面目』なことをやっ
ているな」と敬遠されて
しまわないよう、観光な
どの楽しいイベントも盛
り込んだりして、多くの学
生が気軽に参加できるよ
うな会にしたいです。

私は保健師資格を持って
いますが、養成課程での
経験から「地域に入り込
まなければ人々のニーズ
はわからない」と感じて
いました。夏休みを使っ
たり、今日のような場を利
用して地域の人の生活や
思いにじっくり触れること
が大事だと思います。

住友 和弘先生

東北医科薬科大学医学部　
地域医療学講座・総合診療科
准教授
旭川医科大学　内科学講座
循環・呼吸・神経病態内科学分野
地域医療再生フロンティア研究室
客員准教授

住
民
・
行
政
・
医
療
者
が
参
加
す
る

南
宗
谷
地
域
医
療
研
究
会

道
北
の
中
心
都
市
、
旭
川
か
ら

車
で
約
３
時
間
。
浜
頓
別
町
・
中

頓
別
町
・
枝
幸
町
の
３
町
か
ら
成
る

南
宗
谷
地
域
は
、
香
川
県
と
同
程

度
と
い
う
広
大
な
面
積
に
、
人
口
は

１
万
６
０
０
０
人
、
常
勤
医
は
た
っ

た
６
人
と
い
う
過
疎
地
域
だ
。
稚
内

や
名
寄
と
い
っ
た
地
方
都
市
へ
も
遠

く
、
患
者
を
二
次
救
急
医
療
機
関
に

搬
送
す
る
の
に
も
２
時
間
近
く
か
か

る
た
め
、
地
域
内
に
あ
る
程
度
完
結

し
た
医
療
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
が

不
可
欠
だ
︵
図
︶。

そ
ん
な
南
宗
谷
の
医
療
の
あ
り
方

に
つ
い
て
考
え
る
研
究
会
が
、
平
成

27
年
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
地
域
の

住
民
・
行
政
に
加
え
、
医
療
者
や
医

療
系
の
学
生
が
関
わ
っ
て
、
旭
川
医

大
の
協
力
の
も
と
行
わ
れ
る
「
南
宗

谷
地
域
医
療
研
究
会
」
で
あ
る
。
こ

の
研
究
会
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を

務
め
る
の
が
、
自
身
も
中
頓
別
町
出

身
と
い
う
住
友
和
弘
先
生
だ
。

病
院
長
時
代
の
経
験
か
ら
、

地
域
づ
く
り
の
重
要
性
を
実
感

住
友
先
生
は
、
平
成
16
年
か
ら
６

年
間
、
中
頓
別
町
の
公
立
病
院
で
院

長
を
務
め
た
。
赴
任
し
た
当
時
、
病

院
は
ひ
ど
い
赤
字
経
営
で
、
必
要
な

医
療
機
器
の
購
入
や
買
い
替
え
も
ま

ま
な
ら
な
い
状
況
だ
っ
た
。

「
看
護
師
不
足
も
深
刻
で
、
一
人

で
も
辞
め
れ
ば
夜
勤
が
組
め
な
い
。

そ
ん
な
状
況
の
た
め
、
住
民
か
ら
も

『
田
舎
の
病
院
は
ダ
メ
だ
』
と
敬
遠

さ
れ
て
い
ま
し
た
。」

病
院
の
信
頼
を
取
り
戻
し
、
安
定

し
た
経
営
を
続
け
て
い
く
た
め
に
は

ど
う
し
た
ら
い
い
か
―
―
。
住
友
先

生
が
ま
ず
始
め
た
の
が
、
住
民
や
行

政
を
巻
き
込
み
、「
町
と
し
て
こ
の
病

院
を
ど
う
し
た
い
か
」
に
つ
い
て
の

共
通
認
識
を
形
成
す
る
こ
と
だ
っ
た
。

「
町
の
あ
り
た
い
姿
︵
ビ
ジ
ョ
ン
︶

を
達
成
す
る
た
め
の
課
題
を
発
見

し
、
医
療
機
関
・
行
政
・
住
民
の

間
で
役
割
分
担
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
。

自
分
の
と
こ
ろ
に
振
ら
れ
た
課
題
は
、

各
々
が
責
任
を
持
っ
て
解
決
す
る
よ

う
投
げ
か
け
ま
し
た
。

医
療
者
と
し
て
私
が
取
り
組
ん

だ
の
は
、
医
療
の
質
の
向
上
に
努
め
、

住
民
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
で
し
た
。

田
舎
で
も
他
と
遜
色
な
い
医
療
を
提

供
で
き
、
そ
こ
で
働
く
医
療
者
も
成

長
で
き
る
、
い
わ
ゆ
る
『
ブ
ラ
ン
ド

病
院
』
化
を
目
指
し
た
の
で
す
。
明

確
な
経
営
方
針
を
打
ち
立
て
、
必
要

な
医
療
機
器
を
買
い
揃
え
る
。
職
員

に
は
学
会
発
表
や
資
格
取
得
の
機
会

を
提
供
し
ま
す
。
ま
た
、
レ
セ
プ
ト

を
分
析
し
て
、
こ
の
地
域
で
ニ
ー
ズ

の
高
い
診
療
分
野
を
あ
ぶ
り
出
す
こ

と
も
し
ま
し
た
。
私
の
専
門
は
循
環

器
で
す
が
、
神
経
内
科
や
整
形
外
科

な
ど
、
自
分
の
専
門
外
で
ニ
ー
ズ
の

高
い
分
野
に
つ
い
て
は
、
大
学
に
依

頼
し
て
診
療
支
援
し
て
も
ら
う
よ
う

に
し
た
の
で
す
。

住
民
の
啓
発
に
も
力
を
入
れ
ま

し
た
。
行
政
に
協
力
を
仰
ぎ
、
コ
ン

ビ
ニ
受
診
を
控
え
る
よ
う
呼
び
か
け

た
り
、
健
康
づ
く
り
推
進
の
た
め
の

イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
た
り
し
ま
し
た
。

高
血
圧
の
方
を
対
象
と
し
た
森
林

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
は
特
に
好
評
で
し
た

ね
。」こ

れ
ら
の
取
り
組
み
の
結
果
、
受

診
率
は
上
が
り
、
患
者
満
足
度
も
向

上
。
病
院
の
ブ
ラ
ン
ド
化
は
成
功
し

た
か
に
見
え
た
。
し
か
し
、
院
長
就

任
３
年
目
の
平
成
18
年
、
中
頓
別

町
が
財
政
破
綻
の
一
歩
手
前
で
あ
る

「
早
期
財
政
健
全
化
団
体
」
に
指

定
さ
れ
て
し
ま
う
。
町
の
緊
縮
財
政

の
煽
り
を
受
け
、
教
育
や
設
備
拡
充

の
予
算
が
組
め
な
く
な
っ
た
こ
と
で
、

住
友
先
生
の
プ
ラ
ン
は
頓
挫
し
た
。

「
こ
の
時
私
は
、
地
域
医
療
を
成

り
立
た
せ
る
た
め
に
は
、
地
域
全
体

が
元
気
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
を
痛
感
し
ま
し
た
。
医
師

は
医
療
の
こ
と
だ
け
を
考
え
る
の
で

は
な
く
、
地
域
を
よ
く
知
り
、
地
域

づ
く
り
に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。」

学
生
が
参
加
す
る
こ
と
が
、

地
域
の
医
療
の
希
望
と
な
る

こ
う
し
た
気
付
き
か
ら
、
住
友
先

生
は
大
学
に
戻
っ
た
の
ち
、
地
域
づ

く
り
に
前
向
き
な
医
師
を
養
成
す
べ

く
、
地
域
の
活
動
に
次
々
と
学
生
を

巻
き
込
ん
で
い
っ
た
。「
南
宗
谷
地

域
医
療
研
究
会
」
を
発
足
さ
せ
た
の

も
そ
の
一
環
で
あ
る
。

「
こ
の
研
究
会
は
、
医
学
生
の
教

育
の
た
め
だ
け
に
行
っ
て
い
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
地
域
住
民
・
行

政
・
医
療
者
が
対
等
な
立
場
で
議
論

す
る
場
に
、
医
学
生
が
一
員
と
し
て

参
加
す
る
の
で
す
。
医
学
生
に
と
っ

て
は
、
地
域
づ
く
り
の
大
切
さ
を
学

ぶ
貴
重
な
機
会
と
な
る
。
地
域
の
人

は
、
外
か
ら
来
た
若
い
人
た
ち
と
交

流
す
る
こ
と
で
、
地
元
の
良
さ
を
再

発
見
で
き
る
。
ま
た
、
私
た
ち
医
療

者
に
と
っ
て
は
、
住
民
と
率
直
に
話

し
合
う
う
え
で
、
双
方
の
中
間
の
立

場
で
発
言
し
て
く
れ
る
医
学
生
の
存

在
が
非
常
に
あ
り
が
た
い
。
若
い
医

療
者
が
研
究
会
に
参
加
す
る
こ
と
は
、

す
べ
て
の
立
場
の
参
加
者
に
と
っ
て

メ
リ
ッ
ト
に
な
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
機
会
を
通
じ
て
地
域

で
学
ん
だ
学
生
た
ち
は
、
地
域
に
関

心
や
愛
着
を
持
ち
、
い
ず
れ
ま
た
そ

の
地
域
で
医
師
と
し
て
活
躍
し
て
く

れ
る
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な
好
循
環
を

産
む
仕
掛
け
を
、
様
々
な
地
域
で
実

践
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。」

住
民
・
行
政
と
共
に

地
域
の
未
来
を
考
え
る

A B C D
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避難所の運営や環境整備を
積極的に支援

平成28年熊本地震に
おけるJMATの活動

震災発生当時の JMAT の活動について、熊本
県医師会の西芳徳先生にお話を伺いました。

JMAT のミーティングの様子。

　

平
成
28
年
４
月
14
日
木
曜
日
の
夜
、

熊
本
県
益
城
町
で
震
度
７
を
観
測
す

る
直
下
型
の
地
震
が
発
生
し
た
（
前

震
）
。
益
城
町
や
そ
の
付
近
で
は
住

宅
が
倒
壊
し
、
山
崩
れ
や
が
け
崩
れ

が
発
生
。
避
難
す
る
住
民
も
多
く
、

行
政
や
医
療
機
関
は
対
応
に
追
わ
れ

た
。
そ
の
28
時
間
後
、
４
月
16
日
土

曜
日
の
未
明
に
さ
ら
に
強
い
地
震
が

発
生（
本
震
）。
熊
本
県
の
阿
蘇
地
方

か
ら
熊
本
地
方
に
か
け
て
、
広
範
囲

を
強
い
揺
れ
が
襲
い
、
大
き
な
被
害

が
生
じ
た
。
そ
の
後
も
断
続
的
に
強

い
余
震
が
発
生
し
、
多
く
の
住
民
が

家
屋
の
倒
壊
を
恐
れ
て
避
難
を
余
儀

な
く
さ
れ
、
翌
17
日
に
は
約
18
万
人

が
避
難
し
た
と
推
計
さ
れ
て
い
る
。

　

熊
本
県
医
師
会
で
防
災
・
救
急
災

害
担
当
理
事
を
務
め
る
西
芳
徳
先
生

は
、
14
日
の
地
震
か
ら
様
々
な
医
療

支
援
の
た
め
に
動
き
始
め
て
い
た
が
、

16
日
の
本
震
の
発
生
後
に
「
こ
れ
は

大
変
な
こ
と
に
な
る
」
と
感
じ
た
と

い
う
。
14
日
の
地
震
は
被
害
が
局
地

的
だ
っ
た
た
め
、
県
内
の
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ

（
日
本
医
師
会
災
害
医
療
チ
ー
ム
）

の
支
援
で
カ
バ
ー
で
き
る
見
込
み

だ
っ
た
が
、
本
震
の
被
害
は
広
域
に

及
び
、
県
外
か
ら
の
支
援
も
必
要
に

な
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
っ
た
。

避
難
者
の
状
況
が
み
え
な
い

　

本
震
の
後
、
夜
が
明
け
て
も
被
災

の
状
況
は
な
か
な
か
明
ら
か
に
な
ら

な
か
っ
た
。
断
片
的
な
情
報
か
ら
、

県
内
各
地
で
大
き
な
被
害
が
生
じ
、

多
く
の
人
が
避
難
し
て
い
る
こ
と
は

推
測
さ
れ
た
が
、
実
際
の
避
難
所
の

数
や
避
難
者
の
状
況
な
ど
は
見
え
て

こ
な
か
っ
た
。
本
震
が
発
生
し
た
の

が
週
末
だ
っ
た
た
め
、
情
報
を
取
り

ま
と
め
る
行
政
機
関
が
十
分
に
機
能

し
て
い
な
い
可
能
性
も
あ
っ
た
。

　

そ
こ
で
熊
本
県
医
師
会
で
は
、
役

員
・
職
員
が
手
分
け
し
て
被
災
地
を

実
際
に
見
て
回
り
、
避
難
所
の
状
況

に
つ
い
て
情
報
収
集
を
行
っ
た
。
道

路
が
寸
断
さ
れ
て
お
り
、
情
報
収
集

は
困
難
を
極
め
た
が
、
非
常
に
多
く

の
避
難
者
が
生
じ
て
い
る
こ
と
は
確

実
だ
っ
た
。
基
幹
病
院
や
地
元
の
医

師
会
も
被
災
し
て
い
た
た
め
、
全
国

か
ら
の
支
援
が
必
要
で
あ
る
と
判
断

し
、
日
本
医
師
会
を
通
じ
て
全
国
の

Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
に
支
援
を
要
請
し
た
。

日
本
医
師
会
災
害
医
療
チ
ー
ム

　

災
害
で
大
き
な
被
害
が
生
じ
た
と

き
、
直
後
の
傷
病
者
の
救
護
が
重
要

な
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か

し
同
時
に
、
日
ご
ろ
か
ら
医
療
を
必

要
と
し
て
い
た
人
に
切
れ
目
な
く
医

療
を
提
供
す
る
体
制
、
そ
し
て
避
難

な
ど
の
環
境
変
化
で
新
た
に
生
じ
る

健
康
問
題
に
対
応
す
る
体
制
も
不
可

欠
だ
。
こ
の
よ
う
な
、
通
常
時
は
地

元
の
医
療
機
関
・
医
師
た
ち
が
担
っ

て
い
る
役
割
を
、
災
害
後
の
混
乱
か

チ
ー
ム
は
、
体
調
が
悪
い
住
民
の
診

療
、
避
難
所
に
お
け
る
衛
生
環
境
の

改
善
や
感
染
対
策
な
ど
、
派
遣
さ
れ

た
場
所
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
活
動
を

行
う
。
チ
ー
ム
の
構
成
は
、
１
組
５

名
ほ
ど
で
、
医
師
・
看
護
師
・
事
務

職
員
な
ど
が
参
加
す
る
。

　
震
災
関
連
死
を
食
い
止
め
る

　

本
震
発
生
後
、
避
難
者
が
18
万
人

に
の
ぼ
る
と
い
う
報
道
を
聞
い
た
際

に
西
先
生
の
頭
を
よ
ぎ
っ
た
の
は
、

「
震
災
関
連
死
」
の
こ
と
だ
っ
た
。

震
災
関
連
死
と
は
、
地
震
に
よ
る
直

接
の
被
害
で
は
な
く
、
避
難
生
活
中

の
疲
労
や
環
境
の
悪
化
等
が
原
因
で

亡
く
な
る
こ
と
だ
。

「
阪
神
淡
路
大
震
災
で
は
、
避
難
者

32
万
人
の
う
ち
９
１
９
人
が
震
災

関
連
死
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。
割

合
に
す
る
と
約
０
・
３
％
で
す
。
東

日
本
大
震
災
で
は
避
難
が
長
期
化

し
た
こ
と
も
あ
り
、
避
難
者
の
０
・

７
％
の
震
災
関
連
死
が
発
生
し
ま
し

た
。
今
回
の
地
震
に
よ
る
避
難
者
が

18
万
人
と
な
る
と
、
ざ
っ
と
５
０
０

～
１
０
０
０
人
く
ら
い
の
震
災
関
連

死
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、

こ
れ
は
大
変
な
こ
と
だ
と
感
じ
ま
し

た
。
な
ん
と
し
て
も
震
災
関
連
死
を

防
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た

め
に
は
避
難
所
の
運
営
や
環
境
整
備

に
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
が
積
極
的
に
関
わ
っ
て

い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
ま
し
た
。」

今
回
の
地
震
で
は
、
家
屋
の
倒
壊

が
被
害
の
中
心
だ
っ
た
こ
と
に
加
え
、

強
い
余
震
が
続
い
た
こ
と
か
ら
、
避

難
所
に
避
難
す
る
人
だ
け
で
な
く
、

自
宅
付
近
で
の
車
中
泊
を
選
ん
だ
人

も
多
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
エ
コ
ノ

ミ
ー
ク
ラ
ス
症
候
群
の
予
防
は
重
要

な
課
題
だ
っ
た
。
実
際
、
通
常
は
避

難
か
ら
２
週
間
ほ
ど
で
発
生
し
始
め

る
と
言
わ
れ
る
エ
コ
ノ
ミ
ー
ク
ラ
ス

症
候
群
が
、
今
回
は
10
日
後
か
ら
発

生
し
た
と
い
う
こ
と
だ
。

「
避
難
所
や
車
中
泊
の
方
を
見
回
り
、

適
度
な
運
動
や
水
分
補
給
な
ど
に
よ

る
予
防
を
呼
び
か
け
ま
し
た
。

震
災
関
連
死
の
防
止
は
は
じ
め
の

２
か
月
く
ら
い
が
肝
と
言
わ
れ
て
い

る
の
で
す
が
、
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
が
活
動
し

て
い
た
約
１
か
月
半
の
震
災
関
連
死

者
数
は
17
人
で
、
割
合
に
し
て
０
・

０
１
％
で
し
た
。
ゼ
ロ
に
は
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
こ
の
程
度
に
抑
え

ら
れ
た
の
は
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
が
組
織
的
に

活
動
で
き
た
こ
と
に
よ
る
部
分
も
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

医
療
支
援
だ
け
で
な
く
避
難
者
の

生
活
支
援
に
お
い
て
も
、
情
報
を
収

集
し
、
必
要
な
と
こ
ろ
に
必
要
な
支

援
が
行
き
届
く
よ
う
に
す
る
こ
と
が

非
常
に
大
切
で
す
。
そ
れ
ら
を
組
織

的
に
統
括
す
る
仕
組
み
を
作
れ
た
こ

と
に
よ
り
、
今
回
の
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
は
滞

り
な
く
支
援
活
動
を
進
め
ら
れ
た
の

で
す
。」

　
　
　
　
　
　
　
（
次
号
へ
続
く
）

ら
復
旧
す
る
ま
で
サ
ポ
ー
ト
す
る
の

が
、
日
本
医
師
会
災
害
医
療
チ
ー
ム
、

Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
だ
。

　

阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
教
訓
を
も

と
に
創
設
さ
れ
た
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
（
災
害

派
遣
医
療
チ
ー
ム
）
が
、
災
害
発
生

後
お
よ
そ
３
日
か
ら
１
週
間
の
超
急

性
期
の
医
療
を
担
う
の
に
対
し
て
、

Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
は
そ
れ
と
並
行
し
て
、
ま

た
は
そ
の
後
を
引
き
継
ぎ
、
そ
の
地

域
の
医
療
が
態
勢
を
整
え
る
ま
で
の

期
間
を
支
え
る
こ
と
を
目
指
し
て
創

設
さ
れ
た
。

　

Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
の
主
な
派
遣
先
で
あ
る

避
難
所
で
は
、
限
ら
れ
た
空
間
で
多

く
の
人
が
生
活
す
る
こ
と
か
ら
、
感

染
症
の
リ
ス
ク
は
高
い
。
さ
ら
に
、

今
後
の
生
活
へ
の
不
安
、
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
が
保
て
な
い
生
活
、
続
く
余
震

な
ど
の
様
々
な
要
素
が
、
避
難
者
の

健
康
を
蝕
ん
で
い
く
。
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
の

（上）プライバシー確保のため
の仕切り。

（左）身体を伸ばして寝るため
のダンボールを使ったベッド。 

地震によって倒壊した家屋。

西 芳徳先生
熊本県医師会

防災・救急災害担当理事

平
成
２８
年
熊
本
地
震
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森山：僕は、金沢大学の自由な雰囲気があって学生
の意見を聞いてくれるところが気に入っています。例え
ば、テストの日程について学生の意見を聞いてくれるの
で、部活の合宿などに重ならないように調整することが
できるんです。また、普段の授業についても、実験や
実習があまり遅い時間にならないように組まれているの
で、空き時間を利用して起業する先輩がいるなど、学
生がやりたいことに挑戦しやすい雰囲気を感じますね。
梨田：５年生の４月から病院実習に行っているのですが、
外科が特に印象に残っています。先生方はとてもフレン
ドリーでしたし、手術の縫合など、学生ができるぎりぎり
のところまで任せていただいたんです。
森山：僕はある科で「これから手術があるけど見学に来
ないか」と電話で誘っていただいたのが嬉しかったです。
学生のやる気次第でどんどん学べる環境だったのですご
くよかったです。
梨田：私自身も他県出身なのですが、金沢の方々は
学生に対して温かく、他の県から来た人にとっても過ご
しやすい街だと思います。金沢市内の繁華街には市
民交流館があって、他の学部の人たちや市民の方と
交流することができます。
森山：毎年 11月には、医薬保健学域の学生たちが
これまで学んできたことを市民の皆さんに紹介する「医
学展」を開催しています。僕は今年の実行委員長な
んです。今年の「医学展」のテーマは「CHANGE」
です。学生たちにとっては、普段は受け身で学んでい
る医学を「発信する側」として見つめなおす機会、来
てくださる市民の方々にとっては医学を身近に感じ、信
頼感を深めていただく機会にしたいと思っています。

金沢大学医薬保健学域医学類は、従来の医学部医学科に相当し、国立
大学医学部としては、長崎大学、東京大学に次いで３番目に古い歴史を有
しています。その 150 年を超える歴史の中で、医学類では「幅広い教養、
豊かな感性と人間性への深い洞察力を持ち、コミュニケーション能力及び国
際性を備え、患者中心の全人的医療ができる医師と医学者」の育成を目
標に教育を行っています。
学生の主体的探究心を涵養するために、３年次に基礎系研究室で研究の
基本を学ぶ必修科目の基本的基礎配属の他、研究に興味を持つ医学類
生が放課後等の空き時間に研究指導を受け、セミナーや研究発表を行うメ
ディカルリサーチトレーニング（MRT）プログラムを設け、１年次から参加で
きる選択科目として単位認定しています。現在、全医学類生数の１割強で
ある約 70 名の学生が参加しており、自由に研究を行っています。本学は、
スーパーグローバル大学創成支援事業に採択されており、さらなる国際化を
進めています。現在、１年次からの海外語学研修、２年次必修科目の「医
学英語」、MRTプログラムにおける外国人教員による「実践的医学英語」
を通して、使える生きた医学英語の習得を図るとともに、３年次・６年次にお
ける海外の大学・医療機関での基礎医学研修や臨床実習、世界保健機
関（WHO）での研修等、学生の海外派遣を推進しています。それは、プ
ロフェッショナルな医師となるためには、知識も大切ですが、狭い枠に囚わ
れないグローバルな視野を持ち、挑戦する豊かな人間性が不可欠だと考え
ているからです。大変だとは思いますが、それに負けない「明確な目的意識、
強い使命感、高い倫理観と協調性」を備えた皆さんを歓迎しています。

金沢大学医学部は、加賀藩彦三種痘所（1862 年）の流れを汲み、医学に関する教育・
研究を行うことを目的に、第四高等中学校医学部（1887 年）、金沢医学専門学校（1901
年）、金沢医科大学（1923 年）を経て、1949 年金沢大学医学部として設置されました。
種痘所を淵源とする国立大学医学校としては、長崎大学、東京大学に次いで、金沢大学医
学部は日本で3番目に古い医学校で、2012 年には創立 150 周年を迎えました。2008 年
には、金沢大学は、３学域・16 学類に再編され、医学部は、医薬保健学域・医学類へと
改組されました。医学類の理念は、グローバルに活躍できる職業人として、人間性を重視し、
高度で総合的な能力を有して地域社会のみならず、世界に貢献できる医師及び医学研究者
の養成を積極的に推進していくことです。
研究の中心になる大学院については、2001 年に脳・がん・循環・環境医科学専攻という目
的重点型専攻への改組が行われました。さらに、附属病院、がん進展制御研究所、学際科
学実験センター、子どものこころの発達研究センター、脳・肝インターフェースメディシン研究
センター、健康増進科学センターなどの関連施設とも連携して、様 な々基礎研究、共同研究、
応用研究、橋渡し研究、臨床研究・試験が活発に推進されています。2012 年に医科学専
攻（修士課程）、保健学専攻（博士前・後期課程）、創薬科学専攻（博士前・後期課程）、
薬学専攻（博士課程）が加わって医薬保健学総合研究科へと改組されました。2016 年に
はこれまでの医薬保健学総合研究科に加え、千葉大学、金沢大学、長崎大学が連携して、
国内の国立大学医学系では初となる共同大学院の一翼を担う、先進予防医学研究科が金
沢大学に設置されました。メディカルリサーチトレーニング（MRT)プログラムは、医学類の正式
科目と並行して、希望する学生が、授業の空き時間や夕方以降、休暇期間を利用してゼミナ
ールや論文講読会及び上記各研究室で行われている研究に参加するものです。学生の段階
から医学研究の大切さや面白さを理解し、将来、研究のできる医師になることを期待しています。

自由な雰囲気の中で、主体的に学ぶ
金沢大学　医薬保健学域　
医学類　５年　梨田 英恵
同５年　森山 柾純

地域と世界に貢献できる
医師を養成
金沢大学　医薬保健研究域　医学系　
ウイルス感染症制御学分野　教授　市村 宏

研究のできる医師の養成
金沢大学　医薬保健研究域　医学系　再生分子医学分野　教授　横田 崇

金沢大学
〒920-8640　石川県金沢市宝町13番1号
076-265-2100

東京女子医科大学では基礎研究にとどまることなく臨床応用を目指した研
究開発を幅広く行っています。本学は各基礎・臨床研究室に加え、充実し
た研究施設を有し、分野横断型の研究開発が行われていることも特徴です。
また産学共同研究を推進することで開発された治療法の早期産業化を目指す
とともに、国際連携により世界中の患者を救済することを目指しています。
具体的には、基礎研究室においては遺伝子改変技術や RNA 干渉を含む
分子生物学的手法、そして最先端のイメージング技術を用いたがんの増殖・
転移のメカニズム解明、脳神経回路の解析、網膜神経細胞の増殖・分化
の解明などが行われています。臨床研究室においては各診療科が関わる疾
患の病態解明や疫学研究、新たな診断法や治療法の開発とその臨床応用
が追究されています。また、先端の遺伝子解析技術を用いた希少疾患の診
断、個々の遺伝子タイプに応じたオーダーメード治療の開発、医薬品の適正
な使い方を追究する薬剤疫学研究なども行われています。
さらに、附属の研究施設では基礎・臨床の研究室と連携して学際的な研究
開発が行われています。特に先端生命医科学研究所は早稲田大学との連
携施設（TWIns）において医工連携・産学連携を実践、再生医療や手術
支援機器の研究開発を行っています。各診療科の医師に加え、企業研究
者を含む様 な々分野の研究者が一つ屋根の下で研究をしています。再生医
療に関しては本学独自の「細胞シート治療」を確立、臨床応用・産業化を
推進するとともに臓器再生に向けた基礎研究を開始しています。また手術支
援機器開発に関しては種々の診断・治療機器を統合した近未来的なスマート
治療室の構築を目指しています。これらの研究開発を通じて世界の先端医療
研究のリーダーシップをとっていきたいと考えています。
このように本学では、独創的で優れた研究開発を多面的に行うことで先端医
療を切り開き、疾病に苦しむ多くの患者救済を実現することを目標としています。

本学の教育理念は自らの能力を磨き、医学の知識・技能を修得して自立
し、「至誠と愛」を実践する女性医師を育成することです。本学医学部は
1990 年に全国に先駆けて新しい教育を取り入れました。その骨子は「テュ
ートリアル教育」・「統合カリキュラム」・「人間関係教育」です。目標は、将
来医師として活躍するあらゆる分野で必要な基本的知識、技能及び態度を
身に体し、生涯にわたって学習しうる基礎的能力を獲得するところにあります。
この目標を達成するため、学生自身が問題意識を持つと同時に、自らの力
で知識と技能を発展させてゆく「自学自習」・「自己開発」を基本姿勢とし、
少人数グループで学生自身が問題発見解決を行うテュートリアル教育を行っ
ています。人間関係教育では、医師としての使命感・倫理観・態度・コミ
ュニケーション力を養う医の技を学びます。統合カリキュラムは、患者の抱え
る問題を臓器・器官ごとに基礎から臨床までを統合的に考えるために構築さ
れたカリキュラムで、これらは 2011 年に MDプログラム 2011に引き継が
れました。新カリキュラムでは医学生が６年間の課程修了時に達成すべき、
医療者としての知識・技能・態度が示され、医師としての実践力を修得する
ための 33 の目標（アウトカム）が定められています。
学年をまたいで学習する縦断教育では、医師としての人間性・態度・倫理
観・コミュニケーション力を高め、さらに専門的技能を高めることができます。
臨床教育の場では、最先端の高度専門医療・地域医療・海外研修、さ
らに代替医療・女性医療など広い領域にわたる教育機会を提供しています。
優れた教員群、そして整った教育環境で、建学の精神に沿い、女性として
自立する医師を育成しています。

先端医療の研究開発で
世界中の患者を救う
東京女子医科大学　先端生命医科学研究所　
所長・教授　清水 達也

「至誠と愛」を実践する
女性医師の育成
東京女子医科大学　医学部長／内科学（第四）
（腎臓内科）　教授・講座主任　新田 孝作

東京女子医科大学は、問題解決学習であるテュートリアル教育を全国
で初めて授業に取り入れた大学です。テュートリアル教育では、学年
を16のグループに分けて課題に取り組みます。例えば「『最近急に太
った』と言って来院した50歳男性」のような、問題点を学生が見つけ
るきっかけになる課題が与えられ、それについてグループで意見を出し
合います。回ごとに追加される情報をさらに話し合い、分析していきます。
テュートリアルのテーマが他の授業とリンクした内容になっていたりして、
アウトプットとインプットの繰り返しで効果的に学びを深めることができます。
こうやってみんなで協力して問題解決に取り組むことは、将来医療現場
で周囲と連携する場面でも役立つと思います。

生活面・学業面、双方の面倒見がよいことも魅力です。各学年に担
任をつけて、定期的に面談を行うなど、学生のメンタルケアにも配慮し
てくれています。教授と学生との距離は近く、授業後には質問の列が
できることもあるんですよ。女性の教員の割合は約40％、女性の教授
の割合は約15％と、他の大学と比べてかなり多いと思います。
女子医では部活動・同好会が盛んで、36の団体から自分に合った部
活を選ぶことができます。私は水泳部の部長をしています。もともと水泳
をやっていたわけではないのですが、勧誘に惹かれて入りました。個性
的な人が多くて面白い部活です。水泳部に入ったことを後悔させない自
信があるので、女子医を目指す人は、興味を持ってくれたら嬉しいです。

女性だけの環境で、のびのびと学ぶ
東京女子医科大学　医学部　４年　福原 佳奈子

東京女子医科大学
〒162-8666 東京都新宿区河田町８番１号
03-3353-8111
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滋賀医科大学の良いところは、学生の学びたいと
いう気持ちに応えてくれるところだと思っています。
研究に関心があれば「研究医養成コース」で研究
をし、その成果を国内外の学会等で発表できます。
地域医療に関心があれば「全人的医療体験学習」
という授業で、県内の診療所の患者さんのお宅で
インタビューを行い、「病人」ではなく「生活者」と
してのその方の背景を深く知る機会があります。僕
は「研究医養成コース」に参加して、神経幹細胞
に関する研究をしています。その他にも、授業の
一環で滋賀県在住の外国人の患者さんとのコミュ
ニケーションの実態について他の学生と一緒に調
査したり、医学生のキャリアに関する意識調査をし
てみたりと、興味の赴くままに、面白そうだと思っ
たことにどんどんチャレンジしています。
社会人経験や他の大学での経験を経て入学する
学生が約３割と比較的多いのも特徴です。僕自身
も社会人経験を積んだ後に入学しています。様々
な経歴の人がいる中で、部活を頑張る人、国外で
研修を受ける人、研究を頑張る人もいる。周囲と
切磋琢磨し、学び合える環境だと思います。
住む場所については、大学周辺で下宿している人
が多いですね。僕も大学の近くに住んでいて、自
転車で通っています。遊ぶ時は、南草津に出たり、
京都まで行ったりする人が多いと思います。京都ま
でも電車ですぐ出られるんですよ。
滋賀県は穏やかな気候で過ごしやすくていいです
ね。大学病院の最上階にあるレストランから、琵
琶湖が見えるところも気に入っています。

滋賀医科大学は、「地域に支えられ、地域に貢献し、世界に羽ばたく大学」
として、それを担う人材養成を目指して、様々な特徴を持った医学教育を行っ
ています。第１学年から第２学年に開講される「全人的医療体験学習」では、
地域の診療所で行われている訪問診療に参加して、定期的に患者さん宅を
訪問します。そこでは、患者さんの病気だけでなく、家族的社会的背景な
ど患者さんをとりまく状況を幅広く捉えながらケアを行う全人的医療につい
て学びます。第４学年から第６学年で行うクリニカルクラークシップは、大
学附属病院だけでなく、地域の診療所でも参加型臨床実習を行います。患
者さんと接する実習を入学初年度から第６学年まで連続して行い、臨床医
に求められる知識、技能、態度を段階的に上達させることができます。ま
た、医学、医療の発展の基盤となる基礎医学研究に直に触れる機会も持
つことができます。第４学年では、全ての学生が学内外の研究室で自らの
手で研究活動を行う期間を設けており、例年約40名の学生が国外の研究
施設で研究を行っています。さらに、文部科学省の「基礎・臨床を両輪と
した医学教育改革によるグローバルな医師養成」事業に採択されて、研究
医養成コースを設け、基礎医学研究者の養成にも力を入れています。現在、
第１学年から第６学年の約60名の学生が基礎医学の研究室に配属されて、
授業後や休日、長期休暇の期間を利用して研究活動を行っており、その成
果を国際学会や国際学術誌に発表した学生もいます。臨床で見つけた課
題を基礎研究で解決し、その成果を臨床に還元するリサーチマインドを持っ
た臨床医を目指してほしいと希望しています。滋賀医科大学は、基礎医学
研究者を目指す学生にも、臨床医として地域や広く国内外の医療を志す学
生にも、様々な教育機会を提供して、それぞれの学生が目標を達成するこ
とができるよう支援します。

学生の「やりたい」に
応えてくれる環境
滋賀医科大学　医学部　４年　石田 正平

基礎医学研究者とリサーチマインド
を持った臨床医の養成
滋賀医科大学　生理学講座　
細胞機能生理学部門　教授　松浦 博

滋賀医科大学
〒520-2192  滋賀県大津市瀬田月輪町
077-548-2111

滋賀医科大学は、重点研究と位置付けるいくつかの研究領域に焦点を絞って、他
の総合大学に負けない一味違った活動を推進しています。その１つがカニクイザ
ルを用いた研究です。あまり知られていないことですが、本学には常時700頭前
後の様々な年齢のカニクイザルが飼育されており、人工授精や遺伝子改変などの
世界最先端技術を使った研究に積極的に取り組んでいます。医学研究は、その
成果を究極的にはヒト（患者さん）にフィードバックしていく使命がありますが、よ
く使われる実験動物（例えばマウス・ラットなど）とヒトとの違いは大きく、げっ
歯類で得られた知見がヒトでは観察されない例は枚挙に暇がありません。その点、
ヒトと進化的に近い旧世界ザルであるカニクイザルは、遺伝子的にもヒトに非常に近く、
げっ歯類などでは得難いデータを取得できます。中でも、カニクイザルはやや小ぶりな
がらヒトに極めて似通った脳を持つ（げっ歯類や新世界ザルのマーモセットは脳にシワ
がない！）ことから、精神・神経疾患のモデル動物として最適です。滋賀医科大学は、
2016年度に組織を改変して神経難病研究推進機構を立ち上げ、主にアルツハイマー
病などを標的に、基礎研究からトランスレーショナルリサーチ、さらには臨床研究まで
をシームレスに融合し、「滋賀から世界に発信する」を目標にしています。最近は、全
身でGFPを発現するトランスジェニックカニクイザルの作製にも世界で初めて成功しま
したが、今後さらにノックアウトを含む遺伝子改変技術に磨きをかけて様々な疾患モ
デルを作製し、ヒト疾患研究に役立てたいと考えております。
本学は琵琶湖を望むやや小高い所に位置し、周辺環境も良好で研究を行う施設・設
備が整っています。また、学部在籍中から自由に研究室に出入りし、実験することが
できるプログラムも好評で、自分のデータを国際学会で発表する頼もしい学生もいま
す。興味を持たれた方は、是非見学にいらしていただきたいと思います。

キラリと光る研究を目指せ
滋賀医科大学　生理学講座　統合臓器生理学部門　教授　等 誠司

長崎大学医学部は、1857年、オランダ海軍軍医ポンペ・ファン・メールデ
ルフォールトが長崎医学伝習所で西洋医学教育を行ったのが始まりで、日
本最古の医学部です。71年前には長崎への原子爆弾投下により長崎医科
大学（当時）は壊滅状態となり、焼け野原から復興しました。また、長崎に
は多数の離島があり、交通の不便な土地が多く存在します。このような歴史
や地理的環境のもと発展してきた長崎大学医学部は、特に、放射線医学 ・
感染症・地域医療の分野において先端的研究を行ってきました。放射線医
学の分野では、原爆後障害医療研究所（原研）と一体となり、原爆被爆
後70年におよぶ被爆者の後障害の研究活動を行い、原発事故後のチェル
ノブイリ核実験場、福島などにおいては、国内外の大学、国際研究機関と
幅広い連携の下、放射線健康リスク評価・管理を主とした教育研究拠点を
形成し、放射線障害者の国際的調査や放射線災害に対する医療、健康管
理活動を実施しています。感染症の分野では熱帯医学研究所（熱研）と連
携した感染症研究、アジア・アフリカの教育研究拠点における熱帯病、新
興感染症の研究とともに、プリオン病・炎症性希少疾患・感染制御分野
における先端的研究を推進しています。地域医療の分野では、長崎地域特
有の離島・へき地における医療、教育研究フィールドにおいて、高齢者の
難治性疾患や障害、地域特異的疾患の遺伝的背景や環境に関する研究等、
地域医療教育法の開発、地域疫学研究、地域医療情報に関する研究を推
進しています。この他にも、がん・脳神経・不整脈・代謝疾患・膠原病・老
化・リハビリテーション・看護分野などにおいても、特色のある研究があり、
活発な研究発表、研究交流がなされています。このような研究活動を通して、
地域医療やグローバルヘルスに貢献する多様な医師、医学研究者が養成さ
れています。

長崎大学では「１．豊かな人間性と高い倫理観を持ち、良好な人間関係
を構築できること。２．医学･医療の基本的知識と技能を有し、チーム
の一員として診療に参加できること。３．医科学領域における課題探求・
解決能力を有し、論理的思考ができること。」を卒業時の目標として掲
げています。
平成28年度入学生からカリキュラム改訂を行い、90分授業であったも
のを60分授業としました。情報過多となりがちだった授業をコンパクト
にして学習効果の向上と自主学習の促進を図っています。基礎医学教育
では授業の時期を臓器別に揃えました。これにより、基礎医学の理解
や興味が増すものと思われます。臨床医学教育ではブロック型をとり入
れ、臓器別に集中して学び、すぐに試験に臨む授業へ意識を集中しやす
いカリキュラムとしました。臨床実習はその期間を増やすとともに、充実
化を図っています。また、地域医療教育を推進し、離島を含めた県内の
医療機関を中心に医療・保健・福祉等の教育に力を入れています。学生
からも人気の授業の一つです。地域では、地域包括ケアシステムにおけ
る連携を見据えて、保健学科や薬学部、歯学部との共修、さらには長
崎純心大学の福祉系学科との共修も行い、楽しく、多職種連携マイン
ドを学んでいます。入試は一般枠の他に地域・一般研究医・国際保健
医療・熱帯医学研究医枠があり、それぞれに適したプログラムを組んで
います。また、放射線障害に対する医療教育も行っています。医学英語
など英語教育にも力を入れています。リサーチセミナーや医学ゼミ、高
次臨床実習など選択制の授業も多く設けており、留学も推奨しています。
Tablet端末を学生に配布し、ICTを活用した教育も行っております。こ
のように長崎大学では地域性・国際性・人間性豊かな医師の育成を行い、
学生も教員も楽しく学べる環境づくりを目指しています。

長崎から世界へ―特色ある研究
長崎大学大学院　医歯薬学総合研究科　医科薬理学分野　
教授　有賀 純

地域性・国際性・人間性豊かに！
長崎大学　医学部医学科　先端医育センター　
センター長　安武 亨

長崎大学医学部には担任制があります。学生５、６名のグループ
ごとに１名、担任の先生が付きます。学校生活についてでも、プ
ライベートなことについてでも、困ったときに何でも相談できるので、
とても心強いです。１年に１回は担任の先生とグループのメンバー
で食事に行くことになっています。担任の先生もグループのメンバー
も１年ごとに変わるので、様々な話を聞ける機会になっています。
長崎県には離島が多く、地域医療の最先端の土地でもあります。
５年次には１週間の「離島実習」があります。離島実習に行った先
輩方の話によると、指導してくださる先生がとても熱心で、それま
で離島での研修を考えていなかった学生が興味を持つようになる、
ということもあるそうです。また、地域枠で入学した学生は、五島
や対馬へ定期的に合宿に行ったり、地域医療学会に出席したりと、

地域医療に触れる機会はさらに多いですね。
長崎大学は、教育の面でも生活の面でも面倒見がよい大学だと感
じています。大学と同様に、大学病院も面倒見がよく、きめ細か
い指導をしてもらえるということで、臨床研修マッチングの順位も
高いんです。
１年生の４月の合宿で打ち解けて以来、同学年の学生同士の仲は
かなり良いです。休みの日に友達同士でハウステンボスに行ったり、
近場では浜口町で飲み会を開いたりしています。
長崎大学医学部は運動部の活動がとても熱心ですが、それ以外に
もいろんな部活があります。僕は茶道部と写真部で活動しています。
写真部で撮影した写真は、大学病院の廊下に飾られることもある
んですよ。

地域医療の最先端で医学を学ぶ
長崎大学　医学部　４年　中川 惇

長崎大学
〒852-8102  長崎県長崎市坂本１丁目12番４号
095-819-7000
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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
の世界医師会（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

医療 + αの重要性
行動変容を可能にする
ヘルスプロモーション

柴田 淳平
JMA-JDN　事務局担当　　　

名古屋大学医学部医学科卒業。
現在、愛知県豊橋市民病院にて臨床研修中。

JDNメンバーとして、2016年５月23日～ 28日に開催された
世界保健総会（World Health Assembly,WHA）に参加しまし
た。WHAはWHOの最高議決機関で、毎年１回ジュネーブで
開催され、保健医療に関わる重要な政策決定を行います。今
回のテーマは「我々の世界を変革する：持続可能な開発のた
めの2030アジェンダ」でした。「持続可能な開発目標」とは、
2016年から2030年までの国際社会共通の目標として採択さ
れたもので、17のゴールとその実施手段、フォローアップ・レ
ビューで構成され、先進国を含む全ての国に適用されます。各
国からの演説で取り組み状況が述べられ、その他、エボラ出
血熱・ジカ熱・WHOとNGOとの共同枠組み・栄養・HIV・肝炎・
性感染症など、全76の議題について協議が行われました。
今回参加した16名のJDNメンバーで、WHAに先立ち、Pre 
WHA Meetingとして、２日間の日程で事前学習を行いまし
た。WHOの組織構造や意思決定プロセス、各議題について
WHO担当官や関係者の方々からのレクチャーを受け、JDNと
してどのようにこれらの課題に取り組むべきかという点を議論
しました。また、その内容や総会の様子をSNSで発信し世界
の若手に関心を持ってもらうべく呼びかけました。
総会中は、毎日セミナーやワークショップが開かれ、その分野
を代表する方々の話を聞く機会があり、グローバルヘルスを学
ぶまたとない機会でした。この経験を通して、WHOとはどの
ような組織なのか、国際保健における世界の潮流や、日本の
果たす役割について理解が深まりました。世界レベルでの医
療政策の立案や交渉においても、かかわる「人」同士の信頼
関係が非常に重要であることも感じました。そして、世界の若
手医師が議論しなが
ら過ごしたこの機会
自体が、今後の活動
に活きてくると思い
ます。今後も、世界
の医療課題について
若手医師ができるこ
とに取り組みたいと
思います。

Pre WHA Meeting ／
世界保健総会参加報告

三島 千明
JMA-JDN　副代表

島根大学附属病院で臨床研修。北海道家庭医療学センターで後期
研修。現在、プラタナス青葉アーバンクリニックで在宅医として勤務中。
家庭医療専門医。

ドクタラーゼ読者の皆様方の中には、何らかの目標を持ち、
仲間との勉強会や部活動、ボランティア活動など、実際に行
動を起こしている方も多いのではないでしょうか。私も10年
前は国際医学生連盟（IFMSA）で様々な活動を行っていまし
た。そこで得た学びはもちろん、人との出会いが何よりの宝で
す。ところが、医師になると学生時代の活動をやめてしまい、せっ
かくの活動がその方の代限りになってしまうことがよくあります。
私は医師３年目の秋（ 2012年）に、日本医師会の支援を得て、
仲間達とJMA-JDNを設立しました。「幅広い視野を持って社
会に貢献できる医師を育成すること」を理念に掲げ、若手医
師のプラットフォームを形成し、世界の若手医師の会議に出席
して議論をしたり、セミナーで学びを深めたりしてきました。
近年はIT技術の進歩で、より気軽にプラットフォーム型の組
織運営やイベント開催が可能になっています。この多義的な世
界において、「とりあえず、まず行動してみる」ことで周囲に働
きかけ、そこで得られる新しい情報を認知し、仲間と共に解釈
し、次の行動に繋げるという戦略は非常に有用だと思います（セ
ンスメイキング理論）。
プラットフォーム型として始まったイベントで生まれたイノベー
ションの種は、活動を継続してこそ成果が出るものが多いのも
事実です。そこで、2016年の７月２日、全国の若手医師を集め、
設立から４年目にして第１回JMA-JDN総会を開き、次期役員
の選出と内規の制定等を行いました。総会というと形式的で
前時代的に聞こえるかもしれませんが、活動を次の世代に引き
継ぎ、持続可能なものとするためには大切な仕組みだと考えて
います。現在JMA-JDNには多くの新しい研修医や若手医師
が共感して仲間に加わってくれています。皆様の素晴らしい活
動もゆくゆくは次の世代に引き継ぎ、継続することで可能性が
拡がるかもしれません。これからがさらに楽しみです！

行動によって得られたものを継続
する大切さ～第１回 JMA-JDN
総会を開催して～

JMA-JDN とは

阿部 計大
JMA-JDN　代表　

手稲渓仁会病院で研修後、東京大学大学院公衆衛生学博士課程に
在学中。
家庭医療専門医。認定内科医。認定産業医。

今回は、JMA-JDNの若手医師より第１回JMA-JDN総会の開催報告、JMA-JDNセミナーの参加報告と、

Pre WHA Meetingおよび世界保健総会の参加報告を寄せてもらいました。

私たちは大学で医学を学び、部活に精を出し、国家試験に
合格して医療者の資格を手にしました。体系的で理路整然と
した教科書の世界から、臨床の現場に立ってみて感じるのは、
正義の振りかざしが通用しない世界だということです。
たとえば、喫煙が体に悪いということは誰でも知っています。
この記事を読まれた方にも禁煙を患者さんに勧めた経験があ
るかもしれません。しかしながら、患者さんの人生におけるわ
ずかな時間を共有するだけの医療者が、患者さんの行動変容
を促す事は容易ではありません。
一方で、病院や政府機関が膨大な投資をしてヘルスプロモー
ションを行っても、いつの間にかメッセージ性が失われ、無味
乾燥なポスターが出来上がったりすることもままあります。大
学では誰も教えてくれなかったし、必要になるとも思わなかった

「ヘルスプロモーションの方法」について悩む日々です。
そんな悩みに１つの方法論を提示してくれたのが、2016年７
月２日に開催されたJMA-JDNセミナー「なぜ広告は行動変容
を可能にするのか？～行動変容につながるヘルスコミュニケー
ション学～」でした。このセミナーでは、帝京大学大学院公
衆衛生学研究科の齋藤宏子先生に、医療情報の伝え方や評
価方法を教授していただきました。
私たちは、ややもすれば既存のパワーポイントの形式や広告の
デザインをコピーしがちです。しかし、変化を起こしたいのなら
ば自らの創造力で一石を投じなくてはなりません。
カリフォルニア大学公衆衛生大学院では、情報発信において
重要視すべき点を、“Entertainment first, Message second”、 

“Creative”、 “Ask goal”、 “Inspire”、 “Be of service”の５項
目にまとめています。
私たちは多くのしがらみに縛られがちですが、その中で満足す
ることなく、創造力豊かに、自らも楽しみながら健康教育やヘ
ルスプロモーションを行っていくことが大切だと思います。
上記の５項目を見事に反映しているのが、心肺蘇生法普及を目
的としてBritish Heart Foundationが作成したCM の“Vinnie 
Jones’hard and fast Hands-only CPR”です。Youtubeで
も公開されていますので、興味がある方はぜひご覧になってみ
てください。
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・臨床研修病院のマッチング制度については「知っている」
と回答した人が多くいました。しかし、医師のキャリアパ
スに関する知識は「知らない」が半数近く、労働基準法
については「知らない」という回答の方が多かったです。
これから働くうえでどういうことが起き、どのようなキャリ
アの選択肢があるのかという知識がないばかりに、「こ
の診療科はきつそうだ」とイメージだけで重要な選択をし
てしまうのは、もったいない。自分たちの働く環境やキャ
リアパスに関する知識を身につけること、様々な具体例
を知ることが大事だと思いました。（龍田）
・情報がたくさんあるなかで、どこにアクセスして知識を
得たら良いのかわからないという医学生もいると思います。
ドクタラーゼや各学会による情報発信など、様々な医学
生向けのチャネルを作っておくことが大事ですね。（今村）

A

医学生は、労働環境やキャリアに関する
知識をどのくらい持っているの？

Q

第４回
医学生・日本医師会役員
交流会　開催報告
2016年８月５日、東京都文京区の日本医師会館に全国の医学生が集
まり、日本医師会役員と活発な議論を行いました。

開会　
総合司会　日本医師会常任理事　今村 定臣

挨拶　
日本医師会会長　横倉 義武

第１部　問題提起・話題提供
・医学生からの問題提起
 三浦 子路　　旭川医科大学　医学部　１年
 龍田 ももこ　東京大学　医学部　４年
 井上 陽美　　熊本大学　医学部　６年

・パネリストからの自己紹介と話題提供
 蓮沼 直子先生　
 （秋田大学　医学部　総合地域医療推進学講座　准教授）
 宮田 俊男先生　
 （日本医療政策機構　理事）
 川瀬 和美先生　
 （東京慈恵会医科大学　外科学講座　准教授）
 今村 聡（日本医師会　副会長）

第２部　パネルディスカッション
コーディネーター　日本医師会　副会長　今村 聡

総括
日本医師会　副会長　今村 聡

閉会

14:00～

14:05～

14:10～

15:50～

16:50～

16:55～

タイムスケジュール

日本医師会の会員の半数は勤務医であり、メンタル面のサポートを
含む支援策を展開しています。また、女性医師支援については、女
性医師バンクという無料の就労相談窓口の開設や、都道府県医師
会・各大学・医学会と協働した男女共同参画の取り組みなどを実施
しています。皆さんが医師になり様 な々課題に直面した時、自分たち
の働きやすい環境を実現するために日本医師会を活用してください。

日本医師会の取り組み～医療勤
務環境改善・女性医師支援～
日本医師会　副会長
今村 聡

外科医を対象とした調査の結果、男性の多くは家事を配偶者に任
せて働いているにも関わらず、女性は７割が家事を自分で担ってお
り、働きながら家庭も背負っていることがわかりました。この状況を
改善するためには、外科医全体の労働環境を良くしていく必要があ
ります。制度としての支援体制、家族の理解とともに本人がやる気
を維持し、多様なキャリアを伸ばせるような環境の整備が必要です。

外科におけるやりがい、
働き方、生き方について考える
東京慈恵会医科大学　
外科学講座　准教授
川瀬 和美

・外科医もワーク・ライフ・バランスを保てる状態を目指
して、医師会・外科学会・各大学が取り組みを行ってい
るところです。（川瀬）
・内科医・ICU医や看護師・薬剤師など多職種でしっか
りチーム医療を行い、一人で抱え込まず、周囲の助けを
得ることが大事です。（宮田）

A

日本の外科医もワーク・ライフ・バランスが
保てるようになるの？

Q

「ワーク」と「ライフ」は、双方完璧にこなさねばならないものではな
く、相乗効果で高めあうような関係となることが理想です。医師のキャ
リアは必ずしも計画通りになるものではないので、自分がどうありた
いかを考えながら進むべき道を決めることになります。その時々の
状況によりロールモデルとなる人は異なるので、医学生の皆さんは、
様 な々先輩の話を聞いて自分自身の正解を見つけてください。

医師のキャリアとワーク・
ライフ・バランスを考える
秋田大学　医学部　
総合地域医療推進学講座　准教授
蓮沼 直子

学生時代に夏休みを活用してアメリカに臨床実習に行った際、現
地の小児心臓外科医が、保育園のお迎えのために手術の途中で
帰っていく様子を目の当たりにして、日本との働き方の違いにカル
チャーショックを受けました。日本でも、医師の働き方は多様化
が進んでいます。医学生の皆さんの世代の医師像は、我々の世代
とは異なるものになっていくでしょう。

未来の医療はどうなって
いるのか？
日本医療政策機構　理事
宮田 俊男
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ン
を
行
い
ま
し
た
。「
医

師
が
や
る
べ
き
仕
事
を
よ
り
短
時
間

で
済
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
、
Ａ
Ｉ
な
ど
の
活
用
も
考
え
て
い

く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」「
Ｗ

Ｌ
Ｂ
に
関
す
る
大
学
教
育
は
、
色
々

な
キ
ャ
リ
ア
の
パ
タ
ー
ン
を
経
験
し

た
先
生
が
参
加
す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
形
式
で
行
う
の
が
理
想
だ
」
な
ど
、

様
々
な
意
見
が
飛
び
交
い
ま
し
た
。

【第 1部】　問題提起・話題提供
医学生からの問題提起

【第２部】　パネルディスカッション

【第 1部】　問題提起・話題提供
パネリストからの自己紹介と話題提供

医学生や医師は、医療従事者でない
方々に「すごく勉強していて、何でもで
きる」人たちだと思われがちです。し
かしこれが度を超すと、「何でもできて
当然」、裏を返せば「少しでもできない
とダメ」だと捉えられかねません。
双方の間に信頼関係が築かれ難くな
り、医療への距離感の増大と医療ミ
スへの過度な批判が助長される可能
性を危惧しています。

一般の方から
医師はどう映るか
旭川医科大学 医学部 １年
三浦 子路

医師の労働環境やWLBに関するアン
ケート調査を医学生に実施したところ、
受動的なキャリア観よりも能動的なキャ
リア観の持ち主の方が、自身のやりが
いや興味を重視して職場を選択しており、
他人がWLBを重視して職場選択するこ
とに対してもより寛容であることがわか
りました。医学生世代の考えを発信して
いくことで、勤務医のWLBをより良い方
向へ変えていきたいです。

医師の労働環境・ワーク・ライフ・
バランスについてのアンケート調査
～持続可能な医療を目指して～
東京大学 医学部 ４年　龍田 ももこ

医師の
ワーク・ライフ・バランス
熊本大学 医学部 ６年
井上 陽美

出産しても働き続けていくためにはど
うしたらいいかと考え、WLBやキャリ
アに関する医学生向けイベントを開催
してきました。私がいま問題だと考え
ているのは、男女双方の意識の違い、
ロールモデルとなる先生方のお話を聞
く機会の少なさ、キャリア教育の大
学間格差です。仕事と家庭の二者択
一と思っている人には、働き方の多様
な選択肢を知ってほしいです。
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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。

Group

告知募集 次号掲載申込締め切り：2016 年 11 月 20 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。

2016 年 8月10日～12日の3日間、英語で
医療サポートを行う医学生有志団体 Team 
Medicsは、全国から医療系学生を募り、将来
グローバルに活躍する医療者を育成する合宿、
Summer Conference 2016（SC）を東京都
八王子市高尾で開催しました。
今回が初となるSC の柱は、デザインシンキング
という問題解決法を用いて「理想の病院」をデ
ザインし最終日に発表することでした。そのため
のプロセスの一環として、リーダーシップのワーク
ショップ（WS）を行ったり、講義を通じて医療
現場に触れる機会が設けられていました。

【デザインシンキング】デザインシンキングは、解
決したいことに関わる「人間」を中心に置くこと
で深層部分の課題を発見し、解決策を考える手
法として注目されています。
今回のターゲットである「病院」に関わる人には、
患者さん以外にも医療従事者・病院経営者・
保険者・行政等、多様な立場の人が含まれます。
事前に行った様 な々ステークホルダーへのインタ

ビューをチームで議論し、病院が抱える問題点を
洗い出しました。意見の相違を討論する過程や
講義を聴講することで生まれる刺激、新しい視点
から得たインスピレーションをバネに、問題に対す
るクリエイティブな解決策を提案しました。

【グループのチームワーク】WSでは、４人程度
のチームに分かれて作業をしました。この作業を
効率良く進めるために最も重要で意外にも難しか
ったのは、チームの雰囲気作りでした。
そのために、初対面のチームメイト同士で「自分
が生きていく上で譲れない価値観」について議
論しました。親しい友人ともあまり話さない内容で
したが、他人の価値観や考え方について学ぶ
貴重な機会になりました。この過程のおかげで、
短い時間の中ですぐに打ち解け、お互いの距離
を上手く取りつつ、一つの目標に向かって力を合
わせることができたのだと感じています。
 【講義】複数回にわたったWS の間には、６つ
の講義を通じて新たな視点を得る機会がありま
した。日本の保健政策や Global Health、医

療保険、医療福祉向けロボットなど、普段、大
学で学んでいる医学とは異なる医療に触れる
機会となりました。一番印象に残っているのは
Microsoft の方による、AIと医療の関係につ
いてのコメントです。「最終的な医療サポートとい
うのは、ロボットがするものではなく、人間がしま
す。人と人との関わり合いが最重要です。」とい
う、人を助けるために現場で汗を流している方な
らではの言葉だと感じました。
この３日間で学んだことを活かして、仲間と共に日
本の医療を担っていきたいと思います。

「医学部は勉強ばかりでつまらない…」と嘆い
たり、「この面白そうなイベントが身近にもあった
らなぁ…」と羨んだ経験はないでしょうか。私も
以前は、医学部は狭くて刺激も少なく、何とな
くつまらないと感じていました。
しかし、とある学外の医学生研究集会で交流
した他大学の学生の発表を聞き、同じ医学生
とは思えない思考力と幅広い活動に感銘を受
け、気持ちが変わりました。学外では様々な
医学生が多様な活動をしていることを知り、こ
のまま井の中の蛙として怠惰な学生生活を送っ
てしまうことに危機感を覚え、視野を広く持ちア
ンテナを高く保つ必要性を強く感じるようになり
ました。
そこで、「 岡山医 学 生 学 会（Conference of 
Okayama Medical students、通称 COMEs）」
というサークルを２年前に設立しました。
COMEs は、メンバーが多くのことに目を向ける
ようになることが目的の団体で、医学部生を中
心に 30 ～ 40 人が所属しています。連絡網

で学内外のイベント情報等を共有し、各自が
興味・関心に合わせて参加するきっかけを作っ
ています。サークルになったことで様々な学生
が所属するようになり、学年をまたいだ縦のつ
ながりも生まれました。個人では限界のあった
外部団体とのやり取りがしやすく、外部からの
案内も入りやすくなりました。また、イベントを
企画する際の同志集めも容易になり、これまで
にサークル有志で「第 1 回全国生理学クイズ
大会」や「中国・四国地区医学生学術交流
会」などを主催してきました。
分野を超えた医学生間の交流は、その後の生
活や勉学のモチベーションになります。今後も
このありそうでなかった新しいイベントの企画は
続けていきたいです。
現在は、12 月 10 日の「第５回医学研究学
生フォーラム」開催に向けて、準備中です（医
学生誰もが楽しく交流できる場を目指していま
す。参加者募集中です！）。
意識の高い医学生は多くいますが、自分のコ

ミュニティ外のことを知る機会は意外と少ない
ものです。また、時間と距離の制約で交流で
きないでいる人も多くいるのではないでしょうか。
日々の生活に忙殺され、近くに他の医学部も
なく、他学部も別キャンパスという状況で、狭
い医学部内で面白くないな、と思いながら学生
生活を送っている人もいると思います。
現状の解決のためには、医学生が広い視野と
高いアンテナを持ち、交流を深める“きっかけ”
を提供する場作りが必要だと私は考えています。
私たちのサークル名を「医学生学会」とした
のは、医学生が学会の様に集い、日々のモチ
ベーションを得られる場を全国規模で作りたいと
いう思いからです。
全国の医学生の誰もが立ち寄って相互に情
報交換できるウェブ上のプラットフォームを作る
のはどうでしょうか。皆様のご意見とご賛同をお
待ちしております。
WEB : http://comes.umin.jp/　
Mail : otsuka@s.okayama-u.ac.jp

医学生の情報共有と知的交流ができる場を目指して
岡山医学生学会 COMEs　代表／岡山大学　医学部　５年　大塚 勇輝 

Group

Choosing Wiselyとは、2011 年に米 国 内
科専門医認定機構（ABIM）財団から発足し
た、医師と患者の対話を促進することを目的と
し、「過剰な検査、過剰な治療が行われていな
いか検証していこう」、「本当に適切な医療は何
か共に考えていこう」というキャンペーンです。
このキャンペーンの背景には、過剰な医療行為、
医療費の増大が世界的に問題視されているこ
とがあります。現在、ABIM は各学会に対して、
今までやってきた医療の中で無駄だと思われる

「医師と患者が問い直すべき5 つの項目」の
提出を呼びかけています。
Choosing Wisely には、米国では 71もの学
会が参画しており、米国以外では、日本を含む
17 か国が過剰診療や過剰治療のステートメン

トを公開し、それぞれの国の医療事情に合わせ
た展開を見せています。
個々の検査や治療が、診療ガイドラインに沿っ
ているかどうかということだけでなく、患者の価値
観に合った無駄のない医療であるか考えていく

ことは、医療資源の有効活用と医療提供の最
適化につながる重要な課題です。
Choosing Wisely Japan は、医療費の高騰
が避けられない日本でも同様に重要なキャンペ
ーンであるため、多くの人を巻き込んだプロジェク
トを展開する必要があると考えた小泉俊三先生、
徳田安春先生などが立ち上げられました。
そして、私たち医学生も、医療の持続可能
性について問題 意識を持って、Choosing 
Wisely Japan Student Committeeとして活
動しています。
まだ現場に出ていない医学生だからこそ持てる、
患者さんに近い目線でその観点を発信すること
に価値があると思うからです。
私たちの活動では、「本当に適切な医療とは何
か」、「患者が治療を選択することができ、医
療者と共に決定していくためにはどういう仕組み
が必要か」などのテーマにアプローチするほか、
米国 Choosing Wisely の患者向けコンテンツ
を日本語訳し、各疾患の治療の選択肢につい

て考えるきっかけを提供しています。
また、医学生の目線から、過剰医療の問題や、
患者にとって本当に価値のある医療とは何か、
ということについて、執筆活動や勉強会を行っ
ています。
2016 年 11 月５日に行われる日本プライマリ・
ケア連合学会の第 13 回生涯教育セミナーで
は、Choosing Wisely についてセッションを行
う予定です。
このセッションでは、このキャンペーンの歴史と
概要を紹介するとともに、「患者にとっての最も
望ましい医療」について、医師としてのプロフ
ェッショナリズム（基本的価値観）に立ち返り、
事例を通じて共に考えを深める予定です。
プライマリ・ケアの文脈で、医学生を含む様々
なバックグラウンドの方とより発展的な議論を交
わしたいと思います。活動にご関心のある方は
ご連絡ください。
Mail : ds111368@g.shiga-med.ac.jp 
担当：藤井 麻梨子、荘子 万能

患者と医師のより良い対話のために　医学生だからできること
Choosing Wisely Japan Student Committee

8

[wed]-[fri]
10~12医療系学生による、「理想の病院」をデザインする合宿型ワークショップ

Team Medics ／コメニウス大学（スロバキア共和国）　医学部　２年　妹尾 優希

2016 年 11 月 26 日に Doctors’ Style in 熊
本を開催します。Doctors’Styleとは、全国で
開催している、医学生とドクターが集まって楽しく
交流する飲み会です。
今回の一次会では、主催者であり耳鼻科医で
ある正木稔子先生がインタビュアーになり、様々
なドクターに質問を投げかけます。「学生時代の
過ごし方、何を考えていたの？」「どうしてその科
に進みたいと思ったの？」「恋愛や結婚、子育て
と仕事の両立はどうしてるの？」などなど。そして、
皆さん気になっているであろう新たな専門医の仕
組みや、留学について、現職の医師ならではの
目線から説明するコーナーもあります。
楽しい雰囲気のなか、診療科や年齢や性別が
まったく違うドクターたちに普段聞けないことや気
になっていたことをどんどん聞けます。例えば、女
性医師にキャリアや結婚・出産・子育てのことな
どを直接聞けるチャンスです。普段から気になっ
ていたこと全部、この機会に聞いてください！
一次会を終えてもまだ帰らないで！二次会では、

もっとフランクな雰囲気のなかで話すことができま
す。もったいないことに、医学部は他学部に比
べて、学生時代に現場で仕事をしている大人（ド
クター）と話す機会が少ないんです。自分は将
来、どんなドクターになりたいのだろうか。その像
を具体的にすることで、人生はそこへ向かってい
くと思います。ドクターとは、一生続けていく仕事。
様 な々未来像を思い描く余地がたくさんあります。
学生時代にたくさんドクターに出会って、様 な々ス
タイルを知って、自分に合った「ドクターズスタイ
ル」を見つけてください。きっとその日から、ドクタ
ーとして働いていくことにワクワクしてきますよ。

【過去の企画】
・発展途上国で働いている女性医師から、現地
  の医療について聞く会

・病を抱えた方の話を聞く会
どの企画も大好評で、「発展途上国で医療をし
たいが、どうすればいいかわからない」と思ってい
た医学生が、Doctors’ Style に参加していたド
クターと話したことで、その気持ちが強まり、発

展途上国での実習に参加する手配をしたこともあ
ります。
皆さん、Doctors’ Style に気軽に足を運んでみ
てください。きっと一度だけではなく、何度も来た
くなりますよ。熊本でお待ちしています。
代表補佐　順天堂大学２年　岡本 賢
日時：2016 年 11月26日（土）18：00 ～
場所：熊本市内
参加費：医学生 3500 円、医師 6000 円
参加フォーム： http://u0u0.net/ygK8

Doctors’ Style　～医学生とドクターの交流～
Doctors’ Style [sat]

26

Event

Report

11
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に
入
ろ
う
と
思
っ
た
ん
だ
。

榛
：
医
療
に
ア
ク
セ
ス
し
づ
ら
い
状

況
は
、
中
国
に
も
あ
る
か
ら
ち
ょ
っ

と
わ
か
る
な
。
中
国
だ
と
、
そ
も
そ

も
些
細
な
症
状
に
は
市
販
薬
で
対
処

す
る
の
が
一
般
的
だ
か
ら
、
日
本
人

ほ
ど
気
軽
に
病
院
に
は
行
か
な
い
ん

だ
よ
ね
。

廣
：
そ
う
そ
う
、
僕
も
ア
メ
リ
カ
に

い
た
頃
は
あ
ま
り
病
院
に
行
く
こ
と

が
身
近
じ
ゃ
な
か
っ
た
か
ら
、
日
本

に
戻
っ
て
き
た
と
き
に
は
ち
ょ
っ
と

驚
い
た
。

榛
：
日
本
が
特
殊
と
い
う
側
面
も
あ

る
ん
だ
ろ
う
し
、
日
本
の
シ
ス
テ
ム

が
他
の
地
域
に
も
ぴ
っ
た
り
合
う
わ

け
で
は
な
い
と
思
う
け
ど
、
早
期
発

見
・
治
療
の
た
め
に
は
医
師
に
診
て

も
ら
う
ハ
ー
ド
ル
が
低
い
方
が
い
い

の
は
確
か
だ
よ
ね
。
そ
う
考
え
る
と
、

途
上
国
に
お
け
る
市
民
と
医
療
の
間

の
距
離
を
縮
め
て
い
く
こ
と
は
必
要

だ
と
思
う
。
だ
け
ど
、
そ
の
た
め
に

は
結
局
根
本
の
医
療
シ
ス
テ
ム
か
ら

変
え
な
い
と
い
け
な
い
ん
だ
よ
ね
。

廣
：
そ
の
通
り
だ
と
思
う
。
僕
は

途
上
国
医
療
に
興
味
を
持
っ
て
か
ら
、

H
EA

RT
's*

と
い
う
学
生
団
体
に

入
っ
て
途
上
国
の
支
援
活
動
を
し
た

り
、
色
々
勉
強
し
た
ん
だ
け
ど
、
そ

こ
で
感
じ
た
の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
に
は
限
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。

他
国
か
ら
手
を
差
し
伸
べ
る
こ
と
は

問
題
の
根
本
的
な
解
決
に
は
な
ら
な

く
て
、
そ
の
国
の
シ
ス
テ
ム
を
変
え

て
い
く
こ
と
を
考
え
な
い
と
い
け
な

い
。
だ
か
ら
、
ま
ず
は
日
本
の
シ
ス

テ
ム
に
つ
い
て
詳
し
く
知
っ
て
、
良

い
部
分
と
悪
い
部
分
を
把
握
し
た
い
。

そ
う
し
た
ら
海
外
に
日
本
の
良
い
部

分
を
輸
出
で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。

榛
：
日
本
で
医
師
免
許
を
取
る
わ
け

だ
し
、
今
は
日
本
の
医
療
に
つ
い
て

し
っ
か
り
勉
強
し
て
、
そ
れ
か
ら
自

分
た
ち
な
り
に
海
外
の
医
療
に
貢
献

し
て
い
き
た
い
ね
。

廣
：
そ
う
だ
ね
。
意
外
と
同
じ
よ
う

な
こ
と
を
考
え
て
た
こ
と
が
わ
か
っ

た
し
、
今
日
は
話
せ
て
良
か
っ
た
。

将
来
何
か
一
緒
に
活
動
で
き
た
ら
い

い
ね
。

interviewee

 廣瀬 正明 
interviewer

榛原 梓園

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.12

正明とは実はそこまで深く話したことは無かった。たまに授
業で席が近くになるとすごく気が合ったが、その理由が今回
わかった気がする。こんなに身近に同じ思いで日本、そし
て世界の医療を見つめている人が居るとわかって驚いたが、
正直嬉しくてたまらない。世界に羽ばたけるように、まずは
日本の医療について２人で切磋琢磨して頑張って極めたい。

榛原 梓園（名古屋市立大学４年）

profile

*HEART's…NPO法人ジャパンハート直属の学生団体。ジャパンハートは2004年、国際医療ボランティア団体として設立された。「医療の届かないところに医療を届ける」と
いう理念のもとに様 な々活動を行っている。

1988 年、名古屋に生まれ、幼少期を
アメリカのカリフォルニア州にて過ごす。
2011年に国際基督教大学教養学部を
卒業。在学中、単身インドに渡り、農
村地帯に１か月間滞在してメディカルイ
ンターンシップに参加。2013 年、名古
屋市立大学医学部に入学。「HEART's」
や学内の東北支援サークルの活動に従
事し、現在に至る。

廣瀬 正明（名古屋市立大学４年）

profile

51 50






