


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
き
な
分
野
を
追
い
か
け
て

山
田
（
以
下
、
山
）：
先
生
は
医
学

部
卒
業
後
、
研
究
一
筋
で
こ
ら
れ
た

そ
う
で
す
ね
。

岡
部
（
以
下
、
岡
）：
僕
は
子
ど
も

の
頃
か
ら
生
き
物
が
大
好
き
だ
っ
た

ん
で
す
。
医
学
部
で
基
礎
医
学
に
触

れ
た
時
も
「
こ
れ
は
ヒ
ト
の
生
物
学

だ
！
」
と
思
っ
て
楽
し
く
て
仕
方
が

な
く
、
学
部
生
の
う
ち
か
ら
解
剖
学

教
室
に
入
り
浸
っ
て
実
験
し
て
い
ま

し
た
。
そ
ん
な
あ
る
日
、
発
生
学
の

授
業
を
受
け
て
「
臓
器
な
ど
の
成
り

立
ち
が
わ
か
れ
ば
解
剖
学
の
す
べ
て

が
わ
か
る
の
で
は
」
と
思
い
至
っ
た

ん
で
す
。
大
学
院
に
進
学
し
て
か
ら

９
年
間
は
、
シ
ョ
ウ
ジ
ョ
ウ
バ
エ
を

使
っ
て
、
遺
伝
子
か
ら
形
態
形
成
の

メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
す
る
研
究
に
没

頭
し
て
い
ま
し
た
。

加
藤
（
以
下
、
加
）：
そ
こ
か
ら
、

ど
う
し
て
教
育
に
携
わ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

岡
：
あ
る
時
「
せ
っ
か
く
医
師
免

許
を
持
っ
て
い
る
の
に
、
こ
の
ま
ま

ハ
エ
ば
か
り
や
っ
て
い
て
い
い
の
か
、

せ
め
て
脊
椎
動
物
に
戻
ろ
う
」
と
思

っ
て
（
笑
）。
そ
れ
で
イ
ギ
リ
ス
に
留

学
し
、
魚
や
ニ
ワ
ト
リ
、
マ
ウ
ス
の

発
生
を
研
究
し
ま
し
た
。
帰
国
後
の

働
き
口
を
探
し
て
い
る
時
に
ち
ょ
う

ど
声
を
か
け
て
い
た
だ
き
、
母
校
に

戻
っ
て
き
た
ん
で
す
。
医
師
免
許
を

持
っ
た
基
礎
医
学
の
大
学
教
員
は
少

な
く
な
っ
て
い
ま
す
し
、
教
員
と
し

て
基
礎
医
学
の
分
野
で
貢
献
す
る
の

が
、
自
分
な
り
の
医
師
免
許
の
活
か

し
方
だ
ろ
う
、
と
。

「
健
康
」
は
誰
が
決
め
る
？

加
：
先
生
は
ご
自
身
が
色
覚
異
常
を

お
持
ち
で
、
カ
ラ
ー
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル

デ
ザ
イ
ン*

の
普
及
に
も
携
わ
っ
て
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
よ
ね
。
患
者
の
立

場
で
活
動
さ
れ
て
、
感
じ
た
こ
と
な

ど
は
あ
り
ま
す
か
？

岡
：
そ
も
そ
も
僕
は
、
自
分
を
患
者

だ
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
。
色
弱
は

疾
病
で
は
な
く
、
血
液
型
の
よ
う
な
、

遺
伝
的
多
様
性
の
一
つ
だ
と
考
え
て

い
ま
す
。
た
し
か
に
今
の
社
会
で
は
、

色
弱
の
人
が
生
活
や
仕
事
に
不
便
を

感
じ
る
場
面
は
あ
る
と
思
う
。
で
も

そ
れ
は
、
少
し
工
夫
す
れ
ば
な
く
せ

る
不
便
さ
な
ん
で
す
。

　

色
弱
は
、
先
天
性
の
場
合
は
治

療
法
が
な
い
の
で
、
多
く
の
医
師
は
、

色
覚
検
査
を
し
て
「
色
覚
異
常
」
と

診
断
す
る
こ
と
し
か
し
て
い
な
い
の

が
現
状
で
す
。
で
も
本
当
は
、
医
師

は
行
政
に
も
多
大
な
影
響
力
が
あ
る

の
だ
か
ら
、
色
弱
の
人
が
困
ら
な
い

社
会
の
仕
組
み
づ
く
り
を
担
う
こ
と

も
で
き
る
は
ず
で
す
。

　

色
弱
に
限
ら
ず
、
他
人
と
違
う
部

分
が
あ
っ
て
も
、
日
常
生
活
に
支
障

が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
病
気
と
呼
ぶ

必
要
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
本
人
が

困
っ
て
い
な
い
の
に
病
名
を
つ
け
る

こ
と
は
、
時
に
差
別
や
偏
見
を
助
長

し
ま
す
。
だ
か
ら
医
師
は
、
そ
の
人

の
身
体
状
態
だ
け
で
な
く
、
精
神
的・

社
会
的
な
側
面
ま
で
慎
重
に
診
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
検
査
で

病
気
の
人
を
見
つ
け
る
こ
と
だ
け
で

は
な
く
、「
病
気
」
と
呼
ば
れ
う
る

人
で
も
不
便
な
く
暮
ら
せ
る
よ
う
な

世
の
中
を
つ
く
る
こ
と
に
も
注
力
し

て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。「
病
ん
で
い

る
」
か
ど
う
か
を
決
め
る
の
は
、
医

師
で
は
な
く
、
そ
の
人
自
身
な
ん
で

す
。

一
つ
ひ
と
つ
の
気
付
き
を
大
切
に

山
：
私
は
そ
ろ
そ
ろ
進
路
を
考
え
る

時
期
で
す
が
、
何
が
自
分
の
強
み
な

の
か
わ
か
ら
ず
、
迷
っ
て
い
ま
す
。

岡
：
君
た
ち
は
今
、
ポ
リ
ク
リ
で
臨

床
の
現
場
に
出
て
い
る
よ
ね
。
日
々

色
々
な
患
者
さ
ん
や
症
例
を
見
て
い

る
と
、
ハ
ッ
と
何
か
に
気
付
く
瞬
間

が
必
ず
あ
る
と
思
う
。
そ
う
し
て
気

付
い
た
こ
と
そ
れ
自
体
が
君
た
ち
の

強
み
で
あ
り
、
個
性
な
ん
で
す
。

　

今
は
先
の
見
え
な
い
時
代
で
、
将

来
に
不
安
を
抱
く
の
も
わ
か
る
。
で

も
そ
ん
な
時
だ
か
ら
こ
そ
、
好
き

な
こ
と
を
伸
ば
し
て
、
自
分
を
ブ
ラ

ン
ド
化
し
て
い
け
ば
い
い
ん
じ
ゃ
な

い
か
な
。
こ
れ
は
、
他
人
の
評
価
を

気
に
し
ろ
と
い
う
意
味
で
は
な
い
よ
。

身
近
な
と
こ
ろ
で
い
い
か
ら
、
自
分

が
少
し
で
も
興
味
を
持
て
た
こ
と
に

つ
い
て
突
っ
込
ん
で
考
え
る
よ
う
に

し
て
い
れ
ば
、
評
価
は
後
か
ら
付
い

て
き
ま
す
。
立
派
な
気
付
き
じ
ゃ
な

く
た
っ
て
い
い
。
日
々
の
一
つ
ひ
と

つ
の
刺
激
を
大
切
に
、
自
分
が
面
白

い
と
思
え
る
道
を
主
体
的
に
歩
ん
で

い
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

What I’m made from

岡部 正隆

自分の好きなことや
臨床実習で得た気付きを
大切にしてほしい

東京慈恵会医科大学　解剖学講座　教授 
NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構　副理事長
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山田 麻綾
東京慈恵会医科大学　４年
私は以前から、自分の強みを見つけなけれ
ば、と悩んでいたのですが、慈恵の先輩で
ある岡部先生の「好きなことを伸ばしていけ
ばいい」という言葉に励まされました。

岡部 正隆
東京慈恵会医科大学　解剖学講座　教授
1993 年、東京慈恵会医科大学卒業。1996 年
に医学博士を取得。1997年より、国立遺伝学研
究所で助手を務める。イギリスに２年間留学し、
2007年より現職。

加藤 千智
東京慈恵会医科大学　３年

「病気かどうかは、その人自身が困っている
かどうかで決まる」というお話を聞いて、学
理上の「疾患」をどう治そうかという発想
に傾きがちだった自分に気付きました。

*カラーユニバーサルデザイン…人間の色覚の多様性に配慮し、より多くの人に利用しやすい配色を行った製品や施設・建築物、環境、サービス、情報を提供するという考え方。3
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←

歯
科
医
療
は
、
歯
の
治
療
だ
け
を
扱
う
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
口
腔
内
の
清
潔
を
保
ち
、
様
々

な
合
併
症
を
予
防
す
る
口
腔
ケ
ア
も
、
歯
科
医
療

が
専
門
と
す
る
分
野
で
す
。
今
回
は
、
口
腔
ケ
ア

の
分
野
で
医
科
と
歯
科
の
連
携
に
積
極
的
に
取
り

組
ん
で
い
る
足
利
赤
十
字
病
院
の
取
り
組
み
に
つ

い
て
、院
長
の
小
松
本
悟
先
生
に
お
話
を
伺
い
ま
す
。

 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
歯
科

―
―
足
利
赤
十
字
病
院
で
は
、
ど
の
よ
う
な
形
で

医
科
と
歯
科
の
連
携
が
行
わ
れ
て
い
る
か
、
お
聞

か
せ
い
た
だ
け
ま
す
か
？

小
松
本
（
以
下
、
小
）：
ま
ず
は
私
た
ち
の
取
り

組
み
の
経
緯
か
ら
ご
説
明
し
ま
し
ょ
う
。
医
科
と

歯
科
の
連
携
に
取
り
組
む
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の

は
、
２
０
１
１
年
の
新
病
院
開
院
の
際
に
作
っ
た

回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟
に
、
咀
嚼
や

嚥
下
を
専
門
と
す
る
馬
場
尊
先
生
が
部
長
と
し
て

赴
任
さ
れ
た
こ
と
で
す
。

い
ま
す
。
エ
ビ
デ
ン
ス
を
提
示
し
な
が
ら
丁
寧
に

伝
え
て
き
た
こ
と
で
、
徐
々
に
こ
の
地
区
の
開
業

医
の
先
生
方
に
は
口
腔
ケ
ア
の
大
切
さ
が
ご
理
解

い
た
だ
け
て
き
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。
ま
た
、
か

か
り
つ
け
の
歯
科
医
師
が
い
な
い
患
者
さ
ん
の
場

合
、
地
域
歯
科
医
師
会
を
通
じ
て
紹
介
す
る
シ
ス

テ
ム
も
作
ら
れ
て
お
り
、
４
年
間
で
３
７
７
人
の

患
者
さ
ん
を
紹
介
し
て
き
ま
し
た
。

―
―
今
後
、
こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
が
広
が
っ
て

い
け
ば
良
い
で
す
ね
。

小
：
高
齢
の
患
者
さ
ん
や
、
が
ん
の
患
者
さ
ん
が

多
い
時
代
で
す
か
ら
、
こ
れ
か
ら
は
、
医
科
と
歯

科
の
連
携
は
ま
す
ま
す
重
要
性
を
増
し
て
い
く
と

思
い
ま
す
。
と
は
い
え
小
規
模
な
病
院
が
始
め
る

の
は
リ
ソ
ー
ス
の
面
か
ら
難
し
い
と
こ
ろ
も
あ
る

で
し
ょ
う
か
ら
、
最
初
に
取
り
組
ん
で
、
成
果
を

発
信
し
て
い
く
の
は
我
々
の
よ
う
な
中
核
病
院
の

責
務
だ
と
思
い
ま
す
。

　

医
学
生
の
皆
さ
ん
も
、
な
か
な
か
歯
科
医
療
や

歯
科
の
学
生
さ
ん
と
関
わ
る
機
会
は
な
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
少
し
で
も
興
味
が
あ
れ
ば
、
医
科
と

歯
科
の
連
携
の
重
要
性
を
感
じ
る
た
め
に
も
、
見

学
に
来
て
い
た
だ
け
れ
ば
嬉
し
い
で
す
ね
。

小
：
は
い
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
部
門
の
歯
科

医
師
の
数
も
増
や
し
ま
し
た
。
ま
た
、
歯
科
衛
生

士
も
巻
き
込
ん
で
、
馬
場
先
生
の
も
と
で
口
腔
ケ

ア
の
指
導
の
方
法
と
、
嚥
下
の
グ
レ
ー
ド
に
つ
い

て
の
医
学
的
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
摂
食
・
嚥
下
の
分
野
は
非
常
に
複
雑

で
、
そ
れ
を
専
門
と
す
る
職
種
と
連
携
し
な
い
と

う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
リ
ハ
ビ
リ
や
緩

和
ケ
ア
、
が
ん
化
学
療
法
の
チ
ー
ム
の
中
に
、
歯

科
を
専
門
と
す
る
メ
ン
バ
ー
を
入
れ
る
よ
う
に
し

ま
し
た
。

口
腔
ケ
ア
チ
ー
ム
の
動
き

―
―
口
腔
ケ
ア
を
担
当
す
る
人
た
ち
は
、
ど
の
よ

う
な
形
で
活
動
し
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
か
。

小
：
口
腔
ケ
ア
チ
ー
ム
が
定
期
的
に
病
棟
を
回
る

こ
と
で
、
医
師
が
特
に
依
頼
し
な
く
て
も
、
口
腔

ケ
ア
が
必
要
な
患
者
さ
ん
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て

ケ
ア
で
き
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。
歯
科
医

師
や
歯
科
衛
生
士
が
病
棟
の
看
護
師
に
口
腔
ケ
ア

の
方
法
を
指
導
し
て
、
軽
症
の
患
者
さ
ん
に
つ
い

て
は
看
護
師
が
口
腔
ケ
ア
を
行
う
こ
と
も
で
き
る

口腔ケアの充実で
合併症を減らす
足利赤十字病院の医科歯科連携の取り組み

今回お話を伺った先生

小松本 悟先生
足利赤十字病院　院長
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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」②

よ
う
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
現
在
は
、
処
置
が
専

門
的
で
難
し
い
患
者
さ
ん
だ
け
、
歯
科
医
師
や
歯

科
衛
生
士
が
関
わ
れ
ば
良
い
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
緩
和
ケ
ア
チ
ー
ム
の
よ
う
な
、
院
内

を
ラ
ウ
ン
ド
す
る
チ
ー
ム
の
中
に
歯
科
医
師
が

入
っ
て
一
緒
に
回
る
と
い
う
形
が
定
着
し
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
の
結
果
、
脳
卒
中
後

の
誤
嚥
性
肺
炎
の
発
生
率
は
２
０
１
４
年
度
に
は

４
・
４
％
に
ま
で
低
下
し
、
大
き
な
成
果
を
得
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

患
者
さ
ん
が
喜
ん
で
く
れ
る

―
―
患
者
さ
ん
の
Ｑ
Ｏ
Ｌ
の
向
上
に
も
つ
な
が
っ

て
い
そ
う
で
す
ね
。

小
：
口
腔
の
機
能
が
低
下
し
て
口
か
ら
食
べ
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
た
患
者
さ
ん
も
、
歯
科
が
関

わ
る
こ
と
で
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、

Ａ
Ｄ
Ｌ
や
Ｑ
Ｏ
Ｌ
が
改
善
し
た
例
が
多
く
あ
り
ま

す
。
最
後
ま
で
自
分
の
口
か
ら
食
べ
る
こ
と
を
望

ま
れ
て
い
る
患
者
さ
ん
や
ご
家
族
は
多
い
で
す
し
、

様
々
な
病
棟
か
ら
喜
び
の
声
を
頂
い
て
い
ま
す
。

そ
の
声
が
担
当
医
に
も
届
く
こ
と
で
、
院
内
全
体

で
取
り
組
み
に
対
す
る
肯
定
感
が
高
ま
っ
て
い
ま

す
。
や
は
り
患
者
さ
ん
が
喜
ん
で
く
だ
さ
る
こ
と

が
、
こ
の
仕
組
み
が
長
続
き
し
て
い
る
理
由
の
一

つ
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

今
後
に
向
け
て

―
―
院
内
で
口
腔
ケ
ア
を
行
う
だ
け
で
な
く
、
退

院
後
の
ケ
ア
に
つ
な
げ
て
い
く
必
要
性
も
あ
る
よ

う
に
感
じ
ま
す
。

小
：
は
い
、
院
内
の
医
科
歯
科
連
携
を
退
院
後
に

つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
現

在
は
、
開
業
医
の
先
生
方
に
向
け
て
、
地
域
の
歯

科
の
先
生
に
よ
る
講
習
会
が
定
期
的
に
行
わ
れ
て

  

実
は
私
も
、
昔
は
歯
科
と
の
連
携
を
意
識
し
て

は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
、
神
経
内
科
医
と
し

て
、
脳
卒
中
の
患
者
さ
ん
が
誤
嚥
性
肺
炎
を
起
こ

し
て
入
院
が
長
引
く
ケ
ー
ス
が
多
い
こ
と
は
以
前

か
ら
気
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
馬
場
先
生
は
、
脳

卒
中
後
の
誤
嚥
性
肺
炎
に
は
、
嚥
下
の
問
題
が
深

く
関
わ
っ
て
お
り
、
適
切
な
口
腔
ケ
ア
が
必
要
だ

と
指
摘
し
ま
し
た
。
も
と
も
と
脳
卒
中
の
患
者
さ

ん
は
片
麻
痺
か
ら
嚥
下
障
害
を
起
こ
し
や
す
い
の

で
す
が
、
そ
れ
に
加
え
、
挿
管
し
て
い
て
口
腔
ケ

ア
が
適
切
に
な
さ
れ
て
い
な
い
ケ
ー
ス
も
多
か
っ

た
。
結
果
、
細
菌
が
肺
に
流
れ
込
み
、
誤
嚥
性
肺

炎
が
起
き
や
す
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。

そ
こ
で
ま
ず
は
東
京
医
科
歯
科
大
学
か
ら
１
名
の

歯
科
医
師
に
来
て
い
た
だ
き
、
脳
卒
中
の
患
者
さ

ん
へ
の
口
腔
ケ
ア
に
取
り
組
み
始
め
ま
し
た
。

口
腔
ケ
ア
で
誤
嚥
性
肺
炎
が
減
少

―
―
口
腔
ケ
ア
に
力
を
入
れ
た
こ
と
で
、
ど
の
よ

う
な
変
化
が
起
き
ま
し
た
か
。

小
：
２
０
１
１
年
に
は
、
脳
卒
中
の
患
者
さ
ん
が

誤
嚥
性
肺
炎
を
合
併
す
る
割
合
は
13
％
で
し
た
。

し
か
し
取
り
組
み
が
始
ま
る
と
、
そ
の
割
合
は

10
％
、
８
％
と
減
少
し
て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
成

果
を
得
て
、
病
院
全
体
と
し
て
口
腔
ケ
ア
に
力
を

入
れ
る
価
値
が
あ
る
と
実
感
し
ま
し
た
。

　

今
は
、
脳
卒
中
に
限
ら
ず
入
院
患
者
の
多
く
が

高
齢
者
で
す
。
高
齢
者
は
嚥
下
に
問
題
が
あ
っ
た

り
、
Ａ
Ｄ
Ｌ
（
日
常
生
活
動
作
）
の
低
下
に
よ
っ

て
口
腔
内
の
状
態
が
良
く
な
い
方
が
多
く
、
肺
炎

を
起
こ
し
や
す
い
。
ま
た
、
が
ん
の
化
学
療
法
や

放
射
線
療
法
は
も
ち
ろ
ん
、
緩
和
ケ
ア
を
受
け
て

い
る
患
者
さ
ん
な
ど
、
様
々
な
疾
患
の
患
者
さ
ん

の
口
腔
ケ
ア
に
取
り
組
む
こ
と
に
し
ま
し
た
。

―
―
本
格
的
に
医
科
歯
科
連
携
に
力
を
入
れ
始
め

た
の
で
す
ね
。

Another Viewpoint
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中
安
（
以
下
、
中
）：
最
初
に
、
皆

さ
ん
が
１
型
糖
尿
病
を
発
症
し
た
時

の
こ
と
を
教
え
て
い
た
だ
け
ま
す

か
？

能
勢
（
以
下
、
能
）：
僕
が
発
症
し

た
の
は
29
年
前
、
高
校
3
年
生
の
時

で
し
た
。
体
調
が
悪
く
て
、
風
邪
か

と
思
っ
て
放
っ
て
お
い
た
ら
、
体
重

が
7
キ
ロ
く
ら
い
減
っ
て
し
ま
っ
て
。

病
院
に
行
っ
た
ら
、「
糖
尿
病
で
す

よ
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

藤
田
（
以
下
、
藤
）：
私
の
発
症
は

14
歳
の
時
で
、
今
年
で
22
年
目
に
な

り
ま
す
。
６
月
に
日
本
脳
炎
の
ワ
ク

チ
ン
を
接
種
し
た
後
に
41
度
く
ら
い

の
高
熱
が
出
て
、
そ
の
後
８
月
く
ら

い
か
ら
口
渇
と
倦
怠
感
が
出
て
き
ま

し
た
。
風
邪
薬
を
飲
ん
で
寝
て
も
一

向
に
良
く
な
ら
な
く
て
、
次
第
に
階

段
が
上
れ
な
く
な
り
、
寝
た
き
り
の

状
態
に
な
り
ま
し
た
。
近
所
の
病
院

に
行
っ
た
ら
、
す
ぐ
に
大
き
な
病
院

に
行
く
よ
う
に
言
わ
れ
て
、
そ
の
ま

ま
高
血
糖
で
２
日
間
意
識
が
な
く
な

り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
２
か
月
く
ら

い
入
院
し
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
ま
し

た
。

秋
永
（
以
下
、
秋
）：
私
は
２
０
１
６

年
の
２
月
に
診
断
が
出
た
ば
か
り
で

す
。
症
状
が
出
始
め
た
の
は
前
年
の

12
月
で
、
同
様
に
口
渇
や
倦
怠
感
で

す
。
最
初
は
冬
場
の
乾
燥
か
単
純
な

疲
れ
か
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
次
第

に
「
や
つ
れ
た
ね
」
と
言
わ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
体
重
を
量
っ
て
み
た
ら

4
〜
5
キ
ロ
も
落
ち
て
い
ま
し
た
。

筋
力
も
低
下
し
す
ぎ
て
階
段
を
上
る

の
も
や
っ
と
。
特
に
食
後
は
仕
事
が

手
に
つ
か
な
い
ほ
ど
の
し
ん
ど
さ
で
、

眠
気
を
通
り
越
し
て
意
識
も
朦
朧
と

し
て
い
ま
し
た
。
今
思
え
ば
明
ら
か

に
高
血
糖
症
状
な
の
で
す
が
、
ま
さ

か
１
型
糖
尿
病
だ
と
は
思
わ
ず
２
か

月
も
我
慢
を
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

最
後
耐
え
か
ね
て
病
院
に
行
く
と
、

進
行
が
速
く
１
型
の
疑
い
が
あ
る
か

ら
明
日
す
ぐ
に
行
く
よ
う
に
と
大
学

病
院
を
紹
介
さ
れ
、
翌
日
即
入
院
に

な
り
ま
し
た
。

岩
住
（
以
下
、
岩
）：
１
型
糖
尿
病

は
先
天
性
の
疾
患
で
、
子
ど
も
時
代

に
発
症
す
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま

し
た
が
、
大
人
に
な
っ
て
発
症
す
る

こ
と
も
あ
る
ん
で
す
ね
。

能
：
遺
伝
的
素
因
を
持
っ
て
い
て
、

そ
こ
に
何
か
引
き
金
が
加
わ
る
と
発

症
す
る
場
合
が
多
い
よ
う
で
す
。
一

応
、
遺
伝
子
解
析
を
す
る
と
発
症
し

や
す
い
人
は
わ
か
る
ん
で
す
が
、
そ

れ
を
持
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
必

ず
発
症
す
る
わ
け
で
も
な
い
と
聞
き

ま
す
。
好
発
年
齢
は
小
学
生
か
ら
中

学
生
で
す
が
、
中
に
は
70
代
に
な
っ

て
発
症
す
る
人
も
い
ま
す
。

大
場
（
以
下
、
大
）：
藤
田
さ
ん
は

歯
科
医
師
だ
と
伺
い
ま
し
た
が
、
医

療
系
に
進
ん
だ
の
は
、
糖
尿
病
を
発

症
さ
れ
た
か
ら
と
い
う
の
も
あ
る
ん

で
す
か
？

藤
：
そ
う
で
す
ね
。
も
と
も
と
医
療

関
係
に
進
み
た
い
と
は
思
っ
て
い
ま

し
た
が
、
糖
尿
病
を
発
症
後
に
、
歯

科
医
院
で
「
う
ち
で
は
糖
尿
病
患
者

は
診
ら
れ
な
い
」
と
言
わ
れ
た
こ
と

が
あ
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
、
糖
尿

病
が
あ
る
患
者
さ
ん
の
こ
と
も
安
全

に
診
ら
れ
る
歯
医
者
に
な
り
た
い
と

思
い
、
歯
学
部
へ
の
進
学
を
決
め
ま

し
た
。

日
々
の
生
活
に
お
け
る

血
糖
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

岩
：
皆
さ
ん
お
酒
を
飲
ま
れ
て
い
ま

す
が
、
大
丈
夫
な
ん
で
す
か
？

能
：
１
型
で
も
お
酒
は
飲
め
ま
す
よ
。

糖
質
は
血
糖
値
を
上
げ
ま
す
が
、
ア

ル
コ
ー
ル
は
逆
に
血
糖
を
下
げ
る
方

に
働
き
ま
す
。
だ
か
ら
、
お
酒
の
中

に
含
ま
れ
て
い
る
糖
質
と
ア
ル
コ
ー

ル
の
総
量
を
考
え
て
、
バ
ラ
ン
ス
を

取
れ
ば
大
丈
夫
で
す
。

岩
：
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
と
い
う
の
は
、

具
体
的
に
何
を
す
る
ん
で
す
か
？

能
：
皆
さ
ん
の
膵
臓
が
や
っ
て
い
る

の
と
同
じ
こ
と
を
、
我
々
は
手
動
で

や
っ
て
い
ま
す
。
何
か
を
食
べ
て
血

糖
が
上
が
っ
て
く
る
と
、
膵
臓
か
ら

イ
ン
ス
リ
ン
が
分
泌
さ
れ
る
わ
け
で

す
が
、
私
た
ち
は
そ
の
機
能
が
ダ
ウ

ン
し
て
い
る
の
で
、
摂
取
す
る
糖
質

の
量
と
消
化
の
ス
ピ
ー
ド
を
考
え
て
、

随
時
イ
ン
ス
リ
ン
を
打
ち
な
が
ら
食

べ
ま
す
。

大
：
注
射
は
基
本
的
に
お
腹
に
刺
す

ん
で
す
か
？

藤
：
特
に
決
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
。
腕

で
も
太
も
も
で
も
大
丈
夫
で
す
よ
。

大
：
そ
ろ
そ
ろ
打
っ
た
ほ
う
が
い
い

と
か
、
長
年
の
勘
で
わ
か
る
ん
で
す

か
？

能
：
こ
れ
だ
け
食
べ
た
ら
こ
れ
く
ら

い
血
糖
値
が
上
が
る
と
い
う
の
は
、

あ
る
程
度
経
験
で
わ
か
り
ま
す
ね
。

失
敗
す
る
と
き
も
あ
り
ま
す
が
。

岩
：
も
し
失
敗
し
た
ら
…
？

能
：
ひ
ど
い
場
合
は
意
識
を
失
う
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
我
々
は
い
つ
で
も

低
血
糖
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、

常
に
ブ
ド
ウ
糖
を
持
ち
歩
い
て
い
ま

す
。
あ
と
、
災
害
な
ど
に
備
え
て
、

イ
ン
ス
リ
ン
や
ア
ル
コ
ー
ル
も
、
家

や
職
場
に
分
散
し
て
備
蓄
す
る
よ
う

に
し
て
い
ま
す
。

藤
：
私
た
ち
は
イ
ン
ス
リ
ン
を
打
た

な
い
と
１
週
間
く
ら
い
で
死
ぬ
の
で
。

岩
：
１
週
間
で
で
す
か
？

藤
：
１
週
間
も
持
た
な
い
か
も
し
れ

１型糖尿病 前編

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に触れる座談会を行ってきま

した。今回は番外編として、慢性疾患と共に生 きることのリアリティーを探るべく、１型糖尿病

の皆さん３名と医学生３名によるセッションをお 送りします。

１型糖尿病は若年者の発症が多い疾患です。今回は、20 代から40 代までの１型糖尿病の皆さんと医学生が語り合いました。内容が盛りだくさんのため、２回シリーズでお伝えします。

今回のテーマは
１型糖尿病

人
そ
れ
ぞ
れ

突
然
の
発
症

大場 俊輝
北里大学医学部２年

岩住 衣里子
杏林大学医学部
３年

中安 優奈
横浜市立大学医学部

３年

番外編
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能
：
年
代
や
発
症
年
齢
も
近
い
と
親

し
み
を
感
じ
る
、
と
い
う
の
は
明
ら

か
に
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
も

あ
っ
て
、
僕
はFacebook

に
誰
で

も
入
れ
る
実
名
登
録
の
グ
ル
ー
プ
を

作
り
ま
し
た
。
今
は
４
０
０
人
く
ら

い
メ
ン
バ
ー
が
い
て
、
１
型
患
者
が

8
割
く
ら
い
、
他
に
は
医
療
者
や
ご

家
族
も
参
加
さ
れ
て
い
ま
す
。
毎
日
、

１
型
糖
尿
病
に
関
す
る
情
報
交
換
や

意
見
交
換
を
行
っ
て
い
ま
す
。

大
：
い
つ
頃
か
ら
始
め
ら
れ
た
ん
で

す
か
？

能
：
東
日
本
大
震
災
の
直
後
か
ら
で

す
ね
。
最
初
は
、
震
災
後
の
イ
ン
ス

リ
ン
供
給
に
関
す
る
情
報
交
換
が
目

的
で
し
た
。

中
：
そ
の
グ
ル
ー
プ
を
作
っ
た
こ
と

で
何
か
変
化
は
あ
り
ま
し
た
か
。

能
：
多
く
の
情
報
に
触
れ
ら
れ
る
と

い
う
メ
リ
ッ
ト
は
も
ち
ろ
ん
、
自
分

は
一
人
で
は
な
い
と
実
感
で
き
る
の

が
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
今
日
は
低

血
糖
だ
と
か
、
高
血
糖
が
続
い
て
る

よ
と
い
う
話
を
「
あ
る
あ
る
！
」
と

言
っ
て
共
有
で
き
る
の
で
。

藤
：
当
事
者
同
士
、
共
感
し
合
う
こ

と
が
で
き
る
ん
で
す
。

能
：
身
の
周
り
に
１
型
糖
尿
病
の
人

が
い
な
く
て
も
、
毎
日
そ
う
い
う
話

が
ど
ん
ど
ん
流
れ
て
き
て
、
同
じ
病

気
の
人
も
頑
張
っ
て
い
る
ん
だ
な
と

か
、
同
じ
よ
う
に
へ
こ
ん
で
る
な
と

か
が
伝
わ
っ
て
き
て
、
す
ご
く
気
持

ち
が
楽
に
な
り
ま
す
。

秋
：
私
の
場
合
は
幸
運
に
も
、
入
院

し
て
す
ぐ
お
医
者
さ
ん
の
紹
介
で
大

学
病
院
の
患
者
会
み
た
い
な
も
の
に

参
加
で
き
た
ん
で
す
け
ど
。
や
っ
ぱ

り
最
初
に
同
じ
病
気
の
方
に
お
会
い

し
た
瞬
間
、
涙
が
止
ま
ら
な
か
っ
た

で
す
。
そ
こ
で
同
年
代
の
方
と
も
知

り
合
え
て
。
そ
の
あ
と
は
こ
う
い
う

オ
ン
ラ
イ
ン
の
グ
ル
ー
プ
に
い
く
つ

か
参
加
し
て
い
る
と
い
う
形
で
す
。

そ
の
な
か
で
、
能
勢
さ
ん
の
よ
う
な

病
気
に
詳
し
い
患
者
の
方
に
も
出
会

え
て
、
様
々
な
人
か
ら
情
報
を
得
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

能
：
私
が
発
症
し
た
当
時
は
、
ま
だ

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
普
及
し
て
い
な

か
っ
た
ん
で
す
。
発
症
し
て
1
年
間

一
人
で
色
々
悩
ん
で
い
た
ん
で
す
が
、

調
べ
た
ら
ど
う
も
患
者
会
が
あ
る
ら

し
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
患

者
会
に
行
っ
て
み
た
ら
、
自
分
が
今

ま
で
一
人
で
悩
ん
で
い
た
こ
と
が
、

一
瞬
で
解
決
し
た
ん
で
す
。
他
の
人

に
は
自
分
と
同
じ
苦
し
み
を
味
わ
っ

て
ほ
し
く
な
く
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

作
り
を
始
め
ま
し
た
。

病
気
に
な
っ
て
得
た

プ
ラ
ス
志
向
の
考
え
方

能
：
１
型
糖
尿
病
に
な
っ
て
、
交
友

関
係
が
と
て
も
広
が
り
ま
し
た
。
完

全
に
ラ
ン
ダ
ム
に
発
症
す
る
の
で
、

普
通
の
生
活
を
し
て
い
た
ら
絶
対
に

出
会
わ
な
い
人
と
も
つ
な
が
れ
る
ん

で
す
。
病
気
を
き
っ
か
け
に
、
色
ん

な
人
と
知
り
合
え
て
、
様
々
な
こ
と

に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
よ
う
と
も
思

え
た
の
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
病

気
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。
今
で
は
病

気
に
な
ら
な
か
っ
た
自
分
が
想
像
で

き
な
い
で
す
ね
。

藤
：
私
は
最
初
の
５
〜
６
年
は
、「
普

通
に
戻
り
た
い
」
と
い
う
思
い
が
あ

り
ま
し
た
。
け
れ
ど
あ
る
時
か
ら
、

「
普
通
」
の
感
覚
が
変
わ
り
ま
し
た
。

例
え
ば
い
ま
医
療
の
現
場
で
働
い

て
い
る
の
も
病
気
が
あ
っ
た
か
ら
で
、

い
ろ
い
ろ
な
チ
ャ
ン
ス
を
く
れ
た
病

気
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。

秋
：
私
は
ま
だ
１
型
糖
尿
病
１
年
生

な
の
で
、
ま
ず
は
生
活
に
メ
リ
ハ
リ

が
つ
き
ま
し
た
。
遊
ぶ
と
き
は
遊
び
、

寝
る
と
き
は
寝
る
と
か
、
仕
事
を
家

に
持
ち
帰
ら
な
い
と
か
。
予
期
せ
ぬ

低
血
糖
や
高
血
糖
で
調
子
が
悪
く
な

る
こ
と
も
多
い
の
で
、
自
分
の
や
り

た
い
こ
と
や
る
べ
き
こ
と
を
、
は
っ

き
り
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

思
い
ま
す
。

岩
：
皆
さ
ん
を
見
て
い
る
と
、
マ
イ

ナ
ス
な
こ
と
で
も
自
分
次
第
で
プ
ラ

ス
に
変
え
ら
れ
る
ん
だ
と
実
感
し
ま

す
。
困
っ
て
い
る
患
者
さ
ん
に
対
し

て
、
マ
イ
ナ
ス
の
要
素
を
少
し
で
も

プ
ラ
ス
に
変
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
私

た
ち
も
力
に
な
れ
れ
ば
、
と
思
い
ま

し
た
。

〈
後
編
（
次
号
）
へ
続
く
〉

な
い
で
す
ね
。

患
者
は
一
人
で
は
な
い

つ
な
が
る
こ
と
の
大
切
さ

大
：
皆
さ
ん
が
糖
尿
病
だ
と
診
断
さ

れ
た
時
に
、
ご
家
族
や
周
囲
の
方
は

ど
の
よ
う
な
反
応
を
さ
れ
ま
し
た

か
？

秋
：
私
は
診
断
が
出
る
前
に
自
分
で

色
々
調
べ
て
い
た
か
ら
理
解
も
早
く
、

そ
れ
ほ
ど
シ
ョ
ッ
ク
は
な
か
っ
た
ん

で
す
が
、
親
は
病
名
す
ら
初
耳
で
、

大
変
驚
い
た
と
思
い
ま
す
。

藤
：
う
ち
の
母
は
「
ど
う
し
て
う
ち

の
子
だ
け
が
」
と
い
う
思
い
か
ら
か
、

す
ご
く
過
保
護
に
な
り
ま
し
た
。

能
：
１
型
糖
尿
病
で
は
、
保
護
者
に

対
す
る
ケ
ア
も
す
ご
く
大
切
で
す
よ

ね
。
子
ど
も
と
の
距
離
の
取
り
方
を

学
ぶ
機
会
は
な
か
な
か
あ
り
ま
せ
ん
。

患
者
会
に
入
っ
て
、
親
同
士
で
情
報

交
換
す
る
し
か
な
い
の
が
現
状
で
す
。

中
：
患
者
さ
ん
同
士
は
、
ど
う
や
っ

て
知
り
合
わ
れ
る
の
で
す
か
？

藤
：
子
ど
も
向
け
に
は
、
小
学
校
の

１
年
生
か
ら
高
校
３
年
生
ま
で
参
加

で
き
る
キ
ャ
ン
プ
が
各
地
で
開
催
さ

れ
て
い
ま
す
。
小
さ
い
子
た
ち
は
ま

ず
、
自
己
注
射
や
血
糖
測
定
を
自
分

一
人
で
で
き
る
よ
う
に
ト
レ
ー
ニ
ン

グ
す
る
ん
で
す
。
親
が
い
な
い
と
き

も
一
人
で
過
ご
せ
る
よ
う
に
な
る
の

を
目
標
に
し
て
、
そ
れ
を
高
校
生
が

サ
ポ
ー
ト
す
る
と
い
っ
た
形
で
行
わ

れ
ま
す
。

中
：
同
世
代
に
つ
な
が
り
が
で
き
る

と
、
心
強
そ
う
で
す
ね
。

この内容は、今回参加した糖尿病患者さんの体験に基づくものです。

同世 代 の

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に触れる座談会を行ってきま

した。今回は番外編として、慢性疾患と共に生 きることのリアリティーを探るべく、１型糖尿病

の皆さん３名と医学生３名によるセッションをお 送りします。

能勢 謙介
１型糖尿病歴
29 年

藤田 菊子
１型糖尿病歴21 年

秋永 名美
１型糖尿病歴
１年弱

医学生 × １型糖尿病の皆さん
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地域医療
ルポ

RE
PO 18

横
浜
市
中
区
寿
地
区
。
簡
易
宿

泊
所
で
暮
ら
す
生
活
保
護
受
給
者
や
、

路
上
生
活
者
が
溢
れ
る
、
い
わ
ゆ
る

「
ド
ヤ
街
」
と
呼
ば
れ
る
街
で
活
動

す
る
医
師
が
い
る
。
山
中
修
先
生
は
、

ポ
ー
ラ
の
ク
リ
ニ
ッ
ク
院
長
と
し
て

独
居
高
齢
者
の
訪
問
診
療
や
看
取
り

を
行
う
傍
ら
、
路
上
生
活
者
の
自
立

支
援
を
行
う
N
P
O
法
人
「
さ
な
ぎ

達
」の
代
表
を
務
め
て
い
る
。

「
さ
な
ぎ
達
」が
目
指
す
の
は
、ホ
ー

ム
レ
ス
の
人
た
ち
の 

「
医
・
衣
・
職
・

食
・
住
」
の
改
善
だ
。
な
か
で
も
最
初

に
考
え
る
べ
き
は
「
住
」＝
居
場
所
で

あ
る
と
山
中
先
生
は
言
う
。

「
ホ
ー
ム
レ
ス
の
人
た
ち
と
話
し
て

み
る
と
、
実
に
様
々
な
人
が
い
ま
す
。

路
上
生
活
を
心
地
よ
い
と
い
う
人
も

い
れ
ば
、
居
心
地
悪
い
か
ら
抜
け
出

し
た
い
っ
て
人
も
い
る
。
じ
ゃ
あ
、

抜
け
出
し
て
社
会
復
帰
し
た
い
人
は

ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
と
、
ま

ず
必
要
な
の
は
居
場
所
の
確
保
。
そ

れ
で
作
っ
た
の
が
『
さ
な
ぎ
の
家
』

で
す
。
行
く
と
お
茶
や
お
菓
子
、
生

活
用
品
が
あ
っ
て
、
誰
か
し
ら
人
が

い
る
。
気
が
向
い
た
ら
お
し
ゃ
べ
り

し
て
も
い
い
し
、
歯
ブ
ラ
シ
１
本
も

ら
っ
て
い
く
だ
け
で
も
い
い
。
そ
う

し
て
少
し
ず
つ
、
社
会
と
の
関
わ
り

が
生
ま
れ
て
い
く
ん
で
す
。」

そ
の
後
「
さ
な
ぎ
の
食
堂
」
が
立

ち
上
が
り
、「
住
」
に
続
き
「
食
」
の

支
援
も
始
ま
る
。
そ
し
て
２
０
０
４

年
、
山
中
先
生
は
勤
め
て
い
た
病
院

の
循
環
器
内
科
を
離
れ
開
業
。
寿
地

区
の
「
医
」
を
司
る
決
意
を
し
た
。

かつての日雇い労働者の街へ、「医・衣・職・食・住」を
神奈川県横浜市中区　ポーラのクリニック　山中 修先生

22



「
ホ
ー
ム
レ
ス
に
な
る
な
ん
て
自

業
自
得
だ
、
治
療
す
る
必
要
は
な

い
、
と
言
う
医
師
も
い
ま
す
。
で
す
が
、

親
の
顔
も
知
ら
ず
、
お
墓
の
お
供
え

物
で
食
い
つ
な
ぐ
し
か
な
か
っ
た
よ

う
な
人
は
『
自
業
自
得
』
で
、
恵
ま

れ
た
環
境
の
も
と
、
十
分
な
教
育
を

受
け
育
っ
た
自
分
は
『
努
力
し
た
立

派
な
人
』、
そ
ん
な
単
純
に
線
引
き
が

で
き
ま
す
か
？　

そ
ん
な
判
断
を
し

て
い
る
暇
が
あ
る
な
ら
、
医
者
は
黙
っ

て
仕
事
に
専
念
す
べ
き
で
し
ょ
う
。」

で
は
、
医
師
が
す
べ
き
仕
事
と
は

一
体
な
ん
な
の
だ
ろ
う
か
。

「
世
の
中
に
は
思
い
も
よ
ら
ぬ
事
情

を
抱
え
た
人
が
い
ま
す
が
、
そ
う
い

う
事
情
や
今
の
生
活
を
全
部
引
っ
く

る
め
て
、
鳥
の
目
虫
の
目
で
患
者
を

診
る
こ
と
で
す
。
僕
も
正
直
、
勤
務

医
の
頃
は
そ
ん
な
こ
と
考
え
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
。
心
臓
だ
け
診
れ
ば
よ

か
っ
た
。
で
も
寿
に
は
、
死
を
目
前

に
し
て
自
分
の
意
思
を
示
せ
ず
、
家

族
の
意
向
も
確
認
で
き
な
い
人
が
い

る
。
ど
う
生
き
た
い
の
か
、
ど
う
死

に
た
い
の
か
。
そ
の
人
全
体
を
見
て
、

思
い
を
汲
み
取
る
し
か
な
い
ん
で
す
。

寿
で
色
ん
な
人
の
話
を
聞
く
よ

う
に
な
っ
て
、
僕
の
人
生
も
変
わ
り

ま
し
た
。
本
当
に
エ
キ
サ
イ
テ
ィ
ン

グ
で
す
よ
。
医
師
は
毎
日
多
く
の
患

者
さ
ん
と
出
会
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、

人
生
の
転
機
と
な
る
出
会
い
が
必
ず

あ
り
ま
す
。
若
い
皆
さ
ん
も
、
日
々

の
出
会
い
を
自
分
な
り
に
消
化
し
、

自
分
の
人
生
を
ど
う
転
じ
さ
せ
る
か
、

よ
く
考
え
て
い
っ
て
く
だ
さ
い
。」

県政・市政の中枢機関や、山下公園・
横浜中華街などの観光地を擁する、
横浜市の中心部。首都高を挟んでそ
れらと反対側に位置する寿地区は、
かつては東京の山谷、大阪の釜ヶ崎
と並ぶ日雇い労働者の街として知ら
れた。現在は高齢化が進み、身寄り
のない生活保護受給者が多く住む。

神奈川県横浜市中区

「口から食べられなくなってまで生きたくない。でも死は怖い。」患者にじっくり問いかけ、微かな反応から本音を読み取る。

「横浜は弱者を排除しない、懐の深い街」と山中先生。 毎日多くの外来患者を診つつ、週２回の訪問診療を行う。
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事務職員 / アシスタントプロデューサー
医療法人かがやき　総合在宅医療クリニック

海野 航平さん

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

診療報酬の計算・カルテ管理・

機関紙発行・地域活動の準備…

医療機関の円滑な運営を支えています

Need to know [ 連載 ] チーム医療のパートナー

医療保険制度のしくみ

MEMO

保険料
支払い

請求金額
支払い

診療

審査支払機関＊

保険証の
交付

医療機関 保険者

患者
（被保険者）
患者

（被保険者）

レセプト
提出

医療費の
一部
支払い

診療報酬
支払い

＊審査支払機関…診療報酬請求に関わる事
務処理全般を請け負う機関。保険者・医療
機関の事務負担を軽減することで、医療費
の支払いが速やかに行われることを保障す
る。医療機関が提出したレセプトは、審査
支払機関によって、不備や不正がないか厳
しく審査される。

審査済みの
レセプト
送付

*１　レセプト…診療報酬請求明細書のこと。医療機関が医療費の保険負担分を保険者（医療保険事業の運営者）に請求するため発行する。月末締めで翌月10日までに提出する。
*２　レセコン…レセプトコンピュータの略。診療報酬点数を計算し、レセプトを作成するためのコンピュータのこと。

クリニック事務の皆さんと。写真左端が海野さん。

チーム医療のリーダーシップをとる医師。 円滑なコミュニケーションのためには他職
種について知ることが重要です。今回は、 医療機関の「縁の下の力持ち」である事
務職員の皆さんの、様々な仕事の様子 をお伝えします。

チーム医療　のパートナー

ク
リ
ニ
ッ
ク
の
根
幹
を
支
え
る

医
療
の
担
い
手
は
、
患
者
に
直
接

処
置
を
施
す
専
門
職
だ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
岐
阜
県
の
総
合
在
宅
医
療

ク
リ
ニ
ッ
ク
の
海
野
航
平
さ
ん
は
、

事
務
職
員
と
し
て
、
レ
セ
プ
ト
業
務
、

カ
ル
テ
作
成
か
ら
ク
リ
ニ
ッ
ク
新
聞

の
発
行
ま
で
様
々
な
仕
事
を
担
当
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
台
湾
な
ど
海
外

か
ら
の
研
修
生
を
受
け
入
れ
た
り
、

日
本
の
医
療
制
度
・
在
宅
医
療
に
関

す
る
質
問
に
回
答
す
る
「
ア
シ
ス
タ

ン
ト
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
」
と
し
て
の

業
務
も
行
い
ま
す
。

　

海
野
さ
ん
の
仕
事
の
う
ち
、
大
き

な
比
重
を
占
め
る
も
の
の
一
つ
は
レ

セ
プ
ト
*１
業
務
で
す
。
そ
の
日
の
診

療
が
終
わ
る
と
、
診
療
録
か
ら
診
療

報
酬
を
算
定
し
て
レ
セ
コ
ン
*２
に

入
力
し
て
お
き
、
そ
れ
を
１
か
月
ご

と
に
ま
と
め
て
レ
セ
プ
ト
と
し
て
出

力
し
ま
す
。
薬
局
か
ら
疑
義
照
会
が

あ
っ
て
処
方
内
容
を
変
え
た
場
合
な

ど
、
レ
セ
プ
ト
と
実
際
の
診
療
実
績

の
間
に
は
ズ
レ
が
生
じ
る
可
能
性
が

あ
る
た
め
、
算
定
漏
れ
や
過
剰
請
求

が
な
い
か
慎
重
に
確
認
し
ま
す
。
ま

た
、
患
者
さ
ん
の
保
険
証
が
更
新
さ

れ
て
い
る
か
、
医
療
費
助
成
の
対
象

と
な
る
疾
患
・
障
害
が
あ
る
か
な
ど

を
確
か
め
、
自
己
負
担
が
高
く
な
る

こ
と
を
防
ぐ
の
も
大
切
な
仕
事
で
す
。

「
一
見
ル
ー
テ
ィ
ン
ワ
ー
ク
の
よ

う
で
す
が
、
診
療
報
酬
は
2
年
に
1

回
改
定
さ
れ
ま
す
し
、
患
者
さ
ん
の

日
々
の
状
態
に
よ
っ
て
も
診
療
報
酬

の
算
定
要
件
な
ど
が
変
化
す
る
の
で
、

注
意
が
必
要
で
す
。
シ
ス
テ
ム
が
複

雑
で
難
し
い
こ
と
も
多
い
で
す
が
、

そ
こ
が
か
え
っ
て
面
白
い
で
す
。

医
療
機
関
の
収
入
は
診
療
報
酬
が

ほ
ぼ
１
０
０
％
で
す
か
ら
、
そ
れ
を

管
理
す
る
医
療
事
務
の
仕
事
は
、
医

療
を
提
供
す
る
体
制
の
根
幹
を
支
え

て
い
る
と
自
負
し
て
い
ま
す
。
現
場

で
働
く
専
門
職
は
皆
、
プ
ロ
と
し
て

の
矜
持
を
持
ち
、
懸
命
に
働
い
て
い

ま
す
。
皆
さ
ん
の
努
力
を
無
駄
に
し

な
い
よ
う
、
私
も
緊
張
感
を
持
っ
て

仕
事
に
臨
ん
で
い
ま
す
。」

地
域
医
療
の
担
い
手
と
し
て

町
の
お
祭
り
へ
の
出
店
な
ど
、
地

域
密
着
型
の
ク
リ
ニ
ッ
ク
な
ら
で
は

の
仕
事
も
す
る
と
い
う
海
野
さ
ん
。

「
当
院
は
在
宅
医
療
専
門
で
す
か

ら
、
事
務
が
患
者
さ
ん
と
直
接
お
会

い
す
る
機
会
は
少
な
い
で
す
が
、
診

療
録
や
看
護
師
さ
ん
の
話
か
ら
、『
こ

の
人
は
良
く
な
っ
て
き
た
な
』
と
様

子
が
わ
か
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
顔

は
見
え
な
く
て
も
、
患
者
さ
ん
の
存

在
を
な
ん
と
な
く
感
じ
取
れ
る
の
は

嬉
し
い
こ
と
で
、
地
域
医
療
に
関

わ
っ
て
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
ね
。」

そ
ん
な
海
野
さ
ん
に
、
医
師
・
医

学
生
に
期
待
す
る
こ
と
を
尋
ね
る
と
、

意
外
な
答
え
が
返
っ
て
き
ま
し
た
。

「
医
師
は
ご
機
嫌
で
い
て
く
だ
さ

れ
ば
そ
れ
で
い
い
で
す
。
プ
ロ
が
気

持
ち
よ
く
仕
事
を
し
て
く
だ
さ
れ
ば
、

そ
れ
で
大
抵
の
こ
と
は
上
手
く
回
る

と
思
う
ん
で
す
。
同
時
に
、
私
た
ち

事
務
方
も
『
ご
機
嫌
で
い
る
』
こ
と

を
心
が
け
て
い
ま
す
。
ス
タ
ッ
フ
の

皆
さ
ん
を
毎
日
気
持
ち
よ
く
送
り
出

し
、
訪
問
先
か
ら
帰
っ
て
き
た
と
き

に
は
暖
か
く
出
迎
え
る
の
も
、
私
た

ち
の
仕
事
で
す
か
ら
。」
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事務職員
医療生協さいたま生活協同組合　さいたま総合診療医・家庭医センター
芦野 朱

あい

さん

患者さんと近い視点に立ちなが

ら、多職種の間をつなぎます

医師や医学生のやりたいことを叶える伴走者です

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

診療所事務の役割・専門性

MEMO

芦野さんの考える

「事務員の専門性」を

教えてもらいました！

１．患者さんとの信頼関係を築く
患者さんと比較的近い背景を持つ事務員は医療
者としてのバイアスを低くし、患者さんとのフ
ラットな関係構築が可能

２．多職種連携協働を実践する
診療所で日常的に他職種と関わることで、他職
種の背景を理解し、チームに貢献する

３．診療所内を補填する
医療者・患者間の関係や診療所の医療活動を中
立的な立場で俯瞰し、質管理を行う

４．適切な診療報酬の評価
診療報酬を正当に評価し、医療活動における経
営面のリーダーとなる

５．組織の運営
診療所が円滑に運営できるように外部との交渉、
広報など、社会における診療所のポジショニン
グを分析し組織運営を担う

教育研修室の事務スタッフ、IPW研修のメンバーと。写真左から３番目が芦野さん。

*ＭＳW…医療ソーシャルワーカー（Medical Social Worker ）

チーム医療のリーダーシップをとる医師。 円滑なコミュニケーションのためには他職
種について知ることが重要です。今回は、 医療機関の「縁の下の力持ち」である事
務職員の皆さんの、様々な仕事の様子 をお伝えします。

チーム医療　のパートナー
連載

医
学
生
・
研
修
医
を
サ
ポ
ー
ト

医
療
生
協
さ
い
た
ま
生
活
協
同
組

合
は
、
総
合
病
院
で
あ
る
埼
玉
協
同

病
院
を
は
じ
め
、
中
小
病
院
・
診
療

所
・
介
護
施
設
な
ど
埼
玉
県
内
に
多

く
の
事
業
所
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

さ
い
た
ま
総
合
診
療
医
・
家
庭
医
セ

ン
タ
ー
は
、
そ
れ
ら
の
施
設
が
連
携

し
な
が
ら
、
埼
玉
県
で
働
く
総
合
診

療
医
を
育
成
す
る
こ
と
を
目
的
に

設
立
さ
れ
た
研
修
機
関
で
す
。
芦
野

朱
さ
ん
は
こ
の
セ
ン
タ
ー
の
事
務
職

と
し
て
、
医
学
生
や
研
修
医
向
け
の

様
々
な
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
に

携
わ
っ
て
い
ま
す
。

「
当
セ
ン
タ
ー
で
は
、
医
学
生
や

研
修
医
の
皆
さ
ん
が
、
医
療
生
協
さ

い
た
ま
な
ら
で
は
の
、
生
活
に
根
付

い
た
医
療
を
体
験
で
き
る
よ
う
な
実

習
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、

訪
問
診
療
で
は
な
く
訪
問
看
護
に
医

学
生
が
同
行
し
た
り
、
Ｍ
Ｓ
Ｗ*

と

共
に
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
に
行
っ
た
り
と
、

他
の
職
種
か
ら
学
ぶ
実
習
が
多
い
こ

と
が
、
当
セ
ン
タ
ー
の
特
徴
だ
と
思

い
ま
す
。
実
習
を
企
画
す
る
と
き
は
、

他
の
職
種
と
直
接
顔
を
合
わ
せ
て
意

見
を
も
ら
う
こ
と
も
多
い
で
す
ね
。

プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
医
学
生
や
研
修

医
一
人
ひ
と
り
の
希
望
を
丁
寧
に
聞

き
取
り
、
様
々
な
実
習
を
組
み
合
わ

せ
て
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
し
て
い
ま
す
。

医
学
生
や
研
修
医
の
皆
さ
ん
が
目
指

す
医
師
像
に
近
付
け
る
よ
う
、
私
た

ち
事
務
職
は
伴
走
者
の
よ
う
な
気
持

ち
で
お
手
伝
い
し
て
い
ま
す
。」

医
療
機
関
の
事
務
職
員
の
専
門
性

芦
野
さ
ん
は
他
に
も
、
院
内
外
の

職
員
が
多
職
種
連
携
に
つ
い
て
学
び

合
う
研
修
会
を
開
催
し
た
り
、
医
療

事
務
の
専
門
性
に
関
す
る
研
究
を
し

て
学
会
発
表
を
し
た
り
と
、
幅
広
い

活
動
を
し
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
芦
野

さ
ん
に
、
事
務
職
員
の
専
門
性
に
つ

い
て
詳
し
く
聞
い
て
み
ま
し
た
。

「
事
務
職
員
の
専
門
性
の
一
つ
と

し
て
、
他
の
職
種
が
よ
り
専
門
性
を

発
揮
で
き
る
よ
う
に
、
場
を
整
え
る

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
、
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
で
あ
れ

ば
、
会
議
の
議
事
録
や
メ
モ
を
取
っ

た
り
、
タ
イ
ム
キ
ー
パ
ー
を
務
め
た

り
す
る
こ
と
な
ど
で
す
ね
。
こ
れ
ら

は
ご
く
当
た
り
前
の
、
誰
に
で
も
で

き
る
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
す

が
、
一
歩
引
い
た
と
こ
ろ
か
ら
そ
の

場
を
俯
瞰
し
、
誰
も
手
を
付
け
て
い

な
い
と
こ
ろ
に
気
付
い
て
補
填
す
る

こ
と
こ
そ
、
事
務
の
大
事
な
役
割
で

は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。

ま
た
、
医
療
の
専
門
知
識
を
多
く

持
た
な
い
か
ら
こ
そ
、
患
者
さ
ん
に

近
い
立
場
で
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る

の
も
、
事
務
の
強
み
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
医
師
の
前
で
は
つ
い
遠

慮
し
た
り
、
見
栄
を
張
っ
て
し
ま
っ

た
り
す
る
患
者
さ
ん
が
、
事
務
に
は

本
音
を
言
え
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
長
く
勤
め
る
事
務
の
パ
ー
ト

さ
ん
が
、
地
域
の
こ
と
を
本
当
に
よ

く
知
っ
て
い
て
、
患
者
さ
ん
と
の
関

係
も
す
ご
く
良
好
…
な
ん
て
こ
と
も

よ
く
あ
る
ん
で
す
よ
。
医
学
生
の
皆

さ
ん
に
は
是
非
、
様
々
な
多
職
種
と

話
す
機
会
を
た
く
さ
ん
持
ち
、
多
職

種
が
知
っ
て
い
る
細
か
な
情
報
を
引

き
出
せ
る
よ
う
な
医
師
に
な
っ
て
ほ

し
い
と
思
い
ま
す
。」
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東京女子医科大学医学部入学

高橋 千香医師
（東京都北区保健所　保健予防課）
Chika Takahashi

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
公衆衛生医師

1 年目

東京女子医科大学吸器内科　入局
3 年目

肺炎などの一般的な感染症から、喘息・COPD・肺がんなど、幅
広い分野を学べることに魅力を感じ、呼吸器内科を選んだ。

学生時代は「地域保健研究会」という部活動に所属。医療過疎
地域で合宿を行い、地元の人の家を訪問して健康について話を聞
いたり、保健師さんにその地区の問題点などを聞いたりする活動
を通して、地域保健に興味を持った。

東京女子医科大学大学院入学（公衆衛生分野）、結婚

東京医療センターにて臨床研修

5 年目

この時点ではまだ公衆衛生分野へ進むことは考えておらず、地域
で活躍できる臨床医を目指していた。

大学院修了、学位取得（３月）
東京都入職（多摩小平保健所　感染症対策担当係長）

９年目

インフルエンザなど、あらゆる感染症を扱う部署。なかでも結核
対策が業務の中心を占めていた。

夜間に開催される会議
や勉強会も多く、家族
の理解と協力を得なが
ら対応しています。

普段の業務は、会議や資料作成
など、デスクワークが中心です。
感染症発生時には病院や施設へ
調査に行くこともあります。

子どもが寝た後の時
間を、文献検索や資
料確認などに充てる
こともあります。

臨床が予想以上に忙しく、結婚や出産をしても仕事を続けられる
かどうか悩んだ。「地域のために働く医師になりたい」という学生
時代の思いに立ち返り、地域保健を支えていく公衆衛生分野に
進むことを決めた。

5:30

起
床
、
家
事

12:00

昼
休
憩

17:15

退
勤

北区保健所　結核感染症係長
11 年目

第１子出産
12 年目

北区保健所　保健予防課長
14 年目

係長時代は患者や住民と直接会う機会が多かったが、課長にな
ると、病院の管理者や医師会など関係機関との連絡・調整業務
が多くなった。

19:00

夕
食

18:30

保
育
園
へ
お
迎
え
、
帰
宅

21:30

子
ど
も
と
就
寝

感
染
症
に
関
す
る
業
務
で
は
、
勤
務
時

間
外
に
電
話
対
応
す
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
が
、
基
本
的
に
は
オ
ン
と
オ
フ
を
分

け
や
す
い
職
場
で
す
。

8:30

出
勤

1 day 

高橋 千香
2002 年

東京女子医科大学医学部卒業
2017 年１月現在

東京都北区保健所　保健予防課長
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地域の保健を守るため
多職種や関係機関を

コーディネートする

地
域
医
療
・
地
域
保
健
へ
の
関
心

―
―
医
学
生
に
と
っ
て
、
保
健
所
の

お
仕
事
と
い
う
の
は
な
か
な
か
イ
メ

ー
ジ
が
湧
き
に
く
い
も
の
だ
と
思
い

ま
す
。
ま
ず
は
、
先
生
が
公
衆
衛
生

医
師
と
し
て
働
く
に
至
っ
た
経
緯
を

教
え
て
い
た
だ
け
ま
す
か
？

高
橋
（
以
下
、
高
）
：
私
は
学
生
時

代
に
は
地
域
保
健
に
関
心
が
あ
り
、

地
域
保
健
研
究
会
と
い
う
部
活
に
所

属
し
て
い
ま
し
た
。
医
療
過
疎
の
地

域
に
泊
ま
り
込
ん
で
地
域
の
方
へ
健

康
教
育
を
行
う
な
ど
の
活
動
を
通
じ
、

地
域
住
民
の
方
に
じ
っ
く
り
関
わ
れ

る
仕
事
に
惹
か
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

卒
後
す
ぐ
は
、
一
般
的
な
肺
炎
な

ど
か
ら
専
門
的
な
疾
患
ま
で
幅
広
く

学
び
た
い
と
、
大
学
病
院
の
呼
吸
器

内
科
に
進
み
ま
し
た
。
し
か
し
、
医

局
に
は
育
児
を
し
な
が
ら
仕
事
を
続

け
て
い
る
女
性
の
先
輩
は
ほ
と
ん
ど

い
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
は
結
婚
も
出

産
も
し
た
か
っ
た
の
で
、
大
学
病
院

以
外
の
道
も
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　

臨
床
へ
の
気
持
ち
が
強
か
っ
た
卒

業
直
後
に
比
べ
、
そ
の
頃
に
は
地
域

で
臨
床
医
と
し
て
活
動
す
る
よ
り
も
、

在
宅
医
療
の
仕
組
み
づ
く
り
な
ど
、

制
度
に
関
わ
り
た
い
と
い
う
思
い
が

大
き
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
学
生
時

代
に
お
世
話
に
な
っ
て
い
た
公
衆
衛

生
学
の
教
授
に
も
ご
相
談
し
て
、
結

婚
と
同
時
期
に
母
校
の
公
衆
衛
生
学

の
大
学
院
生
と
な
り
、
４
年
間
の
研

究
生
活
を
始
め
ま
し
た
。

感
染
症
対
策
の
取
り
組
み

―
―
博
士
課
程
修
了
後
、
す
ぐ
に
公

衆
衛
生
医
師
に
な
ら
れ
た
ん
で
す
ね
。

高
：
は
い
。
研
究
生
活
を
続
け
る
な

か
で
「
や
っ
ぱ
り
人
と
会
っ
て
話
す

こ
と
が
好
き
だ
な
」
と
思
う
よ
う
に

な
り
、
大
学
に
は
残
ら
ず
、
平
成
22

年
に
東
京
都
に
就
職
し
ま
し
た
。

―
―
こ
れ
ま
で
、
ど
の
よ
う
な
お
仕

事
を
し
て
こ
ら
れ
た
の
で
す
か
？

高
：
入
職
後
は
、
多
摩
小
平
保
健
所

の
感
染
症
対
策
担
当
係
長
に
任
命
さ

れ
ま
し
た
。
保
健
師
５
名
と
私
の
６

名
体
制
で
、
初
め
の
頃
は
保
健
師
さ

ん
た
ち
か
ら
手
取
り
足
取
り
教
え
て

い
た
だ
き
な
が
ら
仕
事
を
し
て
い
ま

し
た
。

　

そ
の
部
署
で
は
基
本
的
に
あ
ら
ゆ

る
感
染
症
を
扱
う
の
で
す
が
、
特
に

多
か
っ
た
の
は
結
核
関
係
の
業
務
で

す
。
患
者
数
は
以
前
に
比
べ
減
少
し

て
い
ま
す
が
、
保
健
所
の
感
染
症
業

務
の
中
で
は
未
だ
に
大
部
分
を
占
め

て
い
ま
す
。
印
象
に
残
っ
て
い
る
の

は
、
あ
る
学
校
で
、
先
生
が
結
核
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
事
例
で
す
。
子
ど

も
た
ち
の
接
触
者
健
診
の
た
め
、
地

域
の
病
院
の
小
児
科
の
先
生
方
に
ご

協
力
を
お
願
い
し
た
り
、
保
護
者
の

方
へ
の
説
明
会
を
行
っ
た
り
と
、
休

む
暇
も
な
い
日
々
で
し
た
。
事
例
を

綿
密
に
調
査
し
、
専
門
家
を
集
め
て

委
員
会
を
開
き
、
対
策
の
計
画
を
立

て
実
行
す
る
と
い
う
一
連
の
流
れ
を

経
験
し
た
こ
と
は
非
常
に
勉
強
に
な

り
ま
し
た
。

視
野
が
広
が
っ
て
い
く
喜
び

―
―
先
生
は
今
、
北
区
保
健
所
の
保

健
予
防
課
長
と
し
て
働
か
れ
て
い
ま

す
ね
。
課
長
と
い
う
立
場
に
な
り
、

業
務
内
容
は
変
わ
り
ま
し
た
か
？

高
：
そ
う
で
す
ね
。
そ
れ
ま
で
は
患

者
さ
ん
や
現
場
の
医
師
と
直
接
や
り

と
り
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
す

が
、
課
長
に
な
る
と
、
普
段
接
す
る

の
は
病
院
の
管
理
者
や
医
師
会
の
理

事
と
い
っ
た
方
々
で
す
。
同
じ
感
染

症
対
策
で
も
、
先
程
の
結
核
の
事
例

の
よ
う
に
緊
急
時
に
現
場
に
出
向
く

と
い
う
よ
り
は
、
関
係
機
関
の
間
で

普
段
か
ら
連
携
体
制
を
作
っ
て
お
く

た
め
の
方
策
な
ど
を
話
し
合
う
よ
う

に
な
り
ま
す
。

―
―
現
場
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
、

と
い
っ
た
感
覚
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

高
：
確
か
に
地
域
住
民
の
方
と
接
す

る
機
会
は
減
っ
た
の
で
す
が
、
地
域

保
健
の
向
上
の
た
め
関
係
機
関
を
調

整
し
、
事
業
を
進
め
る
こ
と
に
も
、

ま
た
違
っ
た
面
白
さ
が
あ
り
ま
す
。

関
わ
っ
て
い
る
事
業
の
存
続
が
決
ま

っ
た
り
、
新
事
業
の
予
算
が
取
れ
た

と
き
は
や
り
が
い
を
感
じ
ま
す
。

　

現
場
か
ら
離
れ
て
も
、
医
師
と
し

て
の
職
能
を
活
か
せ
る
場
面
は
色
々

あ
り
ま
す
。
保
健
所
に
は
、
保
健
師

や
精
神
保
健
福
祉
士
な
ど
、
様
々
な

職
種
の
職
員
が
い
ま
す
。
ま
た
、
所

外
で
は
、
医
療
系
の
職
種
の
方
は
も

ち
ろ
ん
、
区
議
会
議
員
な
ど
、
医
療

職
以
外
の
方
と
お
話
す
る
機
会
も
多

い
で
す
。
専
門
家
で
は
な
い
人
に
医

学
的
な
内
容
を
い
か
に
わ
か
り
や
す

く
伝
え
ら
れ
る
か
と
い
う
の
は
、
医

師
の
腕
の
見
せ
ど
こ
ろ
で
す
ね
。

　

様
々
な
職
種
が
活
躍
す
る
な
か
で
、

医
師
は
多
職
種
の
ま
と
め
役
と
し
て

の
役
割
を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
な
、

と
感
じ
ま
す
。
医
療
職
に
留
ま
ら
な

い
多
職
種
間
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
で

き
る
の
が
、
こ
の
仕
事
の
醍
醐
味
だ

と
思
い
ま
す
。

―
―
公
衆
衛
生
医
師
に
な
る
前
に
臨

床
経
験
を
積
ん
で
お
く
こ
と
は
重
要

な
の
で
し
ょ
う
か
？

高
：
臨
床
や
研
究
の
経
験
を
経
た
こ

と
で
、
広
い
視
野
が
持
て
る
よ
う
に

な
っ
た
な
と
は
感
じ
て
い
ま
す
。
で

も
、
必
ず
し
も
臨
床
経
験
が
な
け
れ

ば
で
き
な
い
仕
事
だ
と
は
思
い
ま
せ

ん
。
最
近
は
臨
床
研
修
後
す
ぐ
入
職

す
る
職
員
も
増
え
て
い
ま
す
。
こ
の

場
合
は
も
ち
ろ
ん
す
ぐ
に
高
い
役
職

を
任
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
様
々
な

研
修
を
受
け
な
が
ら
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ

プ
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ど

ん
な
人
も
受
け
入
れ
て
く
れ
る
、
懐

の
深
い
職
場
だ
と
思
い
ま
す
。

―
―
職
場
や
役
職
に
よ
っ
て
色
々
な

種
類
の
仕
事
を
経
験
で
き
る
と
い
う

の
は
、
面
白
そ
う
で
す
ね
。

高
：
は
い
。
若
い
う
ち
は
制
度
や
仕

組
み
に
縛
ら
れ
て
も
ど
か
し
い
思
い

を
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
職
階

が
上
が
る
と
、
仕
組
み
そ
の
も
の
に

働
き
か
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
私

自
身
、
見
え
る
世
界
も
で
き
る
こ
と

も
、
今
後
ま
す
ま
す
広
が
っ
て
い
く

と
思
う
と
、
す
ご
く
楽
し
み
で
す
。
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順天堂大学医学部入学

櫻本 恭司医師
（厚生労働省　医政局　医事課）
Yasushi Sakuramoto

国境なき医師団を目指し医学部入学。在学中はピアノ演奏や読書
に没頭した。６年生の時、カナダのマギル大学へ短期留学。日
本にはない医療制度を学んだことなどを通じ、医療制度に携わる
医系技官の仕事に興味を持った。

健康局へ配属。入省してすぐ、新型インフルエンザのパンデミックが
発生。対策推進本部にて、データ分析・政策立案・ワクチン対策・
情報収集などに携わる。

３年目

カリフォルニア大学バークレー校　留学（７月）
８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

厚生労働省入省

東京大学医学部附属病院にて臨床研修
臨床研修の経験とその時培った人脈は医系技官の仕事に必ず
役に立つと考え、指導医や研修医の人数の多い東大病院を選び、
診療科をまんべんなくローテーションした。

公衆衛生学修士 (MPH：Master of Public Health)。疫学・統計・
感染症学・医療政策を中心に、公衆衛生学全般を学ぶ。

年目の10
医系技官

7:009:30

登
庁

メ
ー
ル
チ
ェ
ッ
ク
・
打
ち
合
わ
せ
・

資
料
作
成
等

起
床

12:00

昼
食
（
英
語
の
勉
強
・
読
書
）

業
務
再
開

週
末
は
家
族
と
過
ご
し
、
ピ
ア
ノ
を

弾
い
た
り
勉
強
を
し
た
り
し
ま
す
。

４年目

健康局　結核感染症課（９月）
予防接種制度改革推進室にて、Hibワクチン・肺炎球菌ワクチ
ンなどの公費助成制度の導入に携わる。

診療報酬改定（平成 24 年改定・平成 26 年改定）に携わる。主
に入院、外来、在宅等の制度的内容を担当した。具体的には、地
域包括診療料の新設・地域に応じた診療報酬の新設・糖尿病透析
予防指導管理料の新設・在宅医療の推進・緩和ケアの充実など。

５年目

保険局　医療課（１月）

行政学修士（EMPA：Executive Master of Public Administration）。
行政学分野では全米屈指の名門校にて、主に経済学・リーダーシッ
プ・民主主義と官僚制・官民協力・行政学・医療政策を重点に、行
政学全般を学ぶ。

９年目

シラキュース大学マクスウェル行政大学院　留学（７月）

医政局医事課　医師臨床研修推進室　
医師臨床研修専門官（７月）

10 年目

現在の担当業務は、医師臨床研修制度（臨床研修の到達目標
見直し）・新たな専門医の仕組みの構築・医師偏在対策・女性
医師支援・英語による医師国家試験*１など。

20:00

夕
食
（
英
語
の
勉
強
・
読
書
）

22:00

退
庁

24:00

就
寝

午後は、資料作成・打ち合わせ・関係者
への説明・審議会・議員レクチャー・国
会対応・メールチェックなどを行います。

クラシックを聴き、
曲の研究をしなが
ら帰途につきます。

業
務
再
開

1 day
　 

櫻本 恭司
2007 年　順天堂大学医学部卒業

2017 年１月現在
厚生労働省　医政局　医事課
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制度に働きかけることで
日本の医療を守り
より良くしていきたい

*１ 日本は二国間協定に基づき、英語による医師国家試験に合格した外国医師に対し、一定の条件を付した医師免許を与えている（協定の締結国は英・米・仏・シンガポール・独の５か国）。
*２ ワクチン・ギャップ…日本の予防接種制度が、他国と比べ遅れている状態を指す。日本ではワクチンの副反応や有害事象による健康被害が度々問題視された経緯もあり、使用可能
　　なワクチンや、原則無料で公的に実施される「定期接種ワクチン」の種類が、他の先進国と比べ少なくなっている。

医
系
技
官
の
仕
事

―
―
櫻
本
先
生
の
現
在
の
お
仕
事
に

つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

櫻
本
（
以
下
、
櫻
）
：
私
た
ち
厚
生

労
働
省
の
医
系
技
官
の
主
な
仕
事
は
、

医
療
制
度
に
関
す
る
政
策
を
立
案
・

改
正
・
維
持
す
る
こ
と
で
す
。
現
状

と
課
題
を
分
析
し
、
最
新
の
知
見
や

学
術
論
文
な
ど
の
資
料
を
基
に
政
策

の
草
案
を
考
え
、
国
会
や
他
の
省
庁
、

医
療
従
事
者
、
患
者
団
体
、
企
業
と

い
っ
た
関
係
者
に
働
き
か
け
ま
す
。

政
策
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
描
く
と
こ
ろ
か

ら
、
具
体
的
な
法
律
へ
と
落
と
し
込

む
と
こ
ろ
ま
で
、
法
律
や
制
度
の
ス

ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
で
あ
る
国
家
総
合
職

の
職
員
と
対
等
な
立
場
で
仕
事
を
し

て
い
ま
す
。

　

私
の
今
の
担
当
分
野
は
、
医
師
臨

床
研
修
・
専
門
医
・
医
師
の
偏
在
対

策
・
女
性
医
師
支
援
・
英
語
に
よ
る

医
師
国
家
試
験
*１
な
ど
で
す
。

―
―
入
省
し
て
か
ら
今
ま
で
、
ど
ん

な
お
仕
事
を
さ
れ
ま
し
た
か
？

櫻
：
医
系
技
官
は
数
年
単
位
で
異
動

が
あ
る
た
め
、
と
て
も
幅
広
い
業
務

を
経
験
し
て
き
ま
し
た
。
最
初
の
業

務
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
で

し
た
。
入
省
し
て
業
務
が
始
ま
っ
た

ち
ょ
う
ど
そ
の
日
に
新
型
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
発
生
の
一
報
が
入
り
、
24
時

間
体
制
の
勤
務
が
始
ま
り
ま
し
た
。

Ｗ
Ｈ
Ｏ
か
ら
の
情
報
や
関
連
す
る
学

術
論
文
を
読
み
込
み
つ
つ
、
日
々
変

化
す
る
状
況
に
対
応
す
る
の
は
、
や

り
が
い
が
あ
る
と
同
時
に
と
て
も
大

変
で
し
た
。
ワ
ク
チ
ン
の
量
が
限
ら

れ
る
な
か
、
学
会
と
連
携
し
な
が
ら

接
種
の
優
先
順
位
を
決
め
る
業
務
は
、

と
り
わ
け
緊
迫
感
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
は
、
Ｈ
ｉ
ｂ
ワ
ク
チ
ン
や

肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
な
ど
に
公
費
助

成
を
導
入
す
る
た
め
の
制
度
改
正
に

携
わ
り
ま
し
た
。
新
型
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
の
流
行
な
ど
で
、
他
の
先
進
国

と
の
「
ワ
ク
チ
ン
・
ギ
ャ
ッ
プ*

２
」

に
世
間
の
注
目
が
集
ま
っ
た
こ
と
が
、

改
正
へ
の
追
い
風
と
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
診
療
報
酬
の
改
定
に
も
２
度

関
わ
り
ま
し
た
。
医
療
費
40
兆
円
の

配
分
を
決
め
る
仕
事
で
あ
り
、
医
療

体
制
と
密
接
に
関
わ
る
た
め
、
影
響

の
大
き
さ
を
実
感
す
る
と
と
も
に
達

成
感
の
あ
る
業
務
で
し
た
。

―
―
２
年
間
の
ア
メ
リ
カ
留
学
も
経

験
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

櫻
：
え
え
。
１
年
目
で
公
衆
衛
生
学

修
士
の
学
位
を
取
り
、
２
年
目
に
は

統
治
方
法
な
ど
を
扱
う
行
政
学
を
本

格
的
に
学
び
ま
し
た
。
行
政
学
に
よ

る
現
実
的
な
視
点
を
知
っ
て
「
な
ぜ

医
学
的
に
は
最
善
と
思
わ
れ
る
策
が

政
策
と
し
て
採
用
さ
れ
な
い
こ
と
が

あ
る
の
か
」
と
い
っ
た
疑
問
の
背
景

が
見
え
て
く
る
よ
う
に
な
り
、
留
学

は
大
き
な
転
換
期
と
な
り
ま
し
た
。

　
　医

系
技
官
を
目
指
し
た
き
っ
か
け

―
―
医
系
技
官
に
な
ろ
う
と
思
っ
た

き
っ
か
け
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

櫻
：
医
学
部
６
年
生
の
頃
、
海
外
の

腫
瘍
内
科
（
オ
ン
コ
ロ
ジ
ー
）
の
存

在
を
知
っ
た
の
が
き
っ
か
け
で
す
。

日
本
で
は
が
ん
は
臓
器
別
に
診
療
さ

れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
が
、
海
外
で

は
が
ん
の
化
学
療
法
の
プ
ロ
で
あ
る

腫
瘍
内
科
が
、
外
科
や
放
射
線
科
な

ど
と
連
携
し
、
集
学
的
治
療
を
行
う

仕
組
み
が
広
く
普
及
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
日
本
と
海
外
の
医
療
の
制

度
上
の
違
い
に
興
味
を
持
ち
始
め
た

頃
、
カ
ナ
ダ
へ
短
期
留
学
す
る
機
会

が
あ
り
、
オ
ン
コ
ロ
ジ
ー
で
実
習
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
感
銘
を
受

け
た
私
は
、
帰
国
後
公
衆
衛
生
学
教

室
へ
行
き
、
「
ど
う
し
た
ら
制
度
を

変
え
る
仕
事
が
で
き
ま
す
か
？
」
と

尋
ね
ま
し
た
。
す
る
と
先
生
が
「
厚

生
労
働
省
に
行
き
な
さ
い
」
と
勧
め

て
く
だ
さ
っ
て
、
初
め
て
医
系
技
官

の
存
在
を
知
っ
た
の
で
す
。
実
際
に

医
系
技
官
と
し
て
働
く
方
々
に
話
を

聞
い
て
み
る
と
、
彼
・
彼
女
ら
は
強

い
問
題
意
識
の
も
と
、
日
本
の
医
療

を
良
く
し
よ
う
と
真
剣
に
考
え
て
い

ま
し
た
。
「
す
ご
い
、
こ
の
方
た
ち

と
一
緒
に
働
き
た
い
」
と
思
い
、
医

系
技
官
に
な
ろ
う
と
決
め
ま
し
た
。

―
―
卒
業
後
は
、
ど
の
よ
う
な
流
れ

で
医
系
技
官
に
な
る
の
で
す
か
？

櫻
：
２
年
間
の
臨
床
研
修
を
修
了
す

る
と
応
募
資
格
が
得
ら
れ
、
医
療
政

策
な
ど
に
関
す
る
小
論
文
の
提
出
・

集
団
討
論
・
面
接
な
ど
を
経
て
採
否

が
決
ま
り
ま
す
。
法
・
政
治
学
分
野

の
専
門
試
験
は
な
い
た
め
、
医
学
生

に
と
っ
て
ハ
ー
ド
ル
が
高
す
ぎ
る
こ

と
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

医
系
技
官
の
適
性

―
―
医
系
技
官
な
ら
で
は
の
難
し
さ

や
面
白
さ
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

櫻
：
こ
の
仕
事
を
し
て
い
る
と
、
多

く
の
難
題
に
ぶ
つ
か
り
ま
す
。
例
え

ば
、
エ
ビ
デ
ン
ス
に
基
づ
け
ば
、
た

ば
こ
は
全
面
的
に
禁
止
し
た
方
が
い

い
。
け
れ
ど
愛
煙
家
や
た
ば
こ
農

家
・
企
業
な
ど
、
反
対
す
る
関
係
者

は
必
ず
出
て
き
ま
す
。
医
学
的
に
ど

ん
な
に
正
し
い
と
思
わ
れ
る
政
策
も
、

そ
の
ま
ま
現
実
社
会
で
う
ま
く
運
用

で
き
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。

　

民
主
主
義
の
日
本
で
世
の
中
を
動

か
す
に
は
、
全
て
の
関
係
者
の
納
得

を
得
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
私
た
ち

は
、
医
学
・
公
衆
衛
生
学
・
行
政
学

の
知
見
を
総
動
員
し
て
、
な
ん
と
か

現
実
的
な
落
と
し
ど
こ
ろ
を
見
つ
け

る
べ
く
奔
走
し
て
い
ま
す
。
と
て
も

難
し
い
仕
事
で
す
が
、
う
ま
く
い
け

ば
、
日
本
の
医
療
全
体
を
大
き
く
良

い
方
向
へ
導
け
る
。
そ
こ
が
こ
の
仕

事
の
魅
力
だ
と
思
い
ま
す
。

―
―
医
系
技
官
に
向
い
て
い
る
人
は

ど
ん
な
人
だ
と
思
い
ま
す
か
？

櫻
：
特
定
の
分
野
で
は
な
く
、
医
療

制
度
全
般
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
人

で
す
ね
。
ど
ん
な
分
野
で
あ
っ
て
も
、

多
く
の
人
た
ち
が
真
剣
に
悩
み
考
え

て
い
る
と
こ
ろ
に
は
、
必
ず
面
白
さ

が
あ
る
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
あ

ら
ゆ
る
分
野
に
ま
た
が
っ
て
全
力
を

発
揮
し
、
目
の
前
の
難
題
を
解
決
し

な
が
ら
１
０
０
年
後
の
未
来
を
創
造

す
る
。
そ
う
い
う
こ
と
に
魅
力
を
感

じ
る
人
は
、
ぜ
ひ
将
来
、
私
た
ち
と

一
緒
に
仕
事
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
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医学教育の展望

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

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

教
育
の
展
望
を
開
く
最
前
線
の
試
み
を
シ
リ
ー
ズ
で
紹
介
し
ま
す
。

荘子 万能
大阪医科大学
医学部 ５年生

学生と読む Tomorrow's Doctors
教育学の専門家である柴原先生と、医学生数名で結成。
Mail：tomorrows.doctors.japan@gmail.com

医
学
生
の
皆
さ
ん
は
、
日
々
膨
大

な
量
の
知
識
を
学
習
し
、
多
く
の
試

験
を
こ
な
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
昨
今
の
医
学
研
究
や
技
術

の
発
展
の
速
さ
を
考
え
れ
ば
、
皆
さ

ん
は
将
来
、
大
学
時
代
に
は
な
か
っ

た
新
し
い
知
識
や
技
術
を
使
っ
た
り
、

考
え
も
し
な
か
っ
た
倫
理
的
課
題
に

直
面
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
い
か
に
医
学
の
常
識
が

変
化
し
よ
う
と
も
、
医
師
に
普
遍
的

に
求
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
変
化
に
対
応
し
て
新
し
い

考
え
を
取
り
込
も
う
と
す
る
マ
イ
ン

ド
や
、
職
業
人
生
を
通
し
て
学
習
し

続
け
る
姿
勢
を
持
つ
こ
と
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

医
学
教
育
は
今
後
、
高
度
な
医
学

的
知
識
・
技
術
だ
け
で
な
く
、
こ
う

し
た
学
習
姿
勢
を
医
学
生
が
身
に
つ

け
ら
れ
る
も
の
に
変
わ
っ
て
い
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に

は
医
学
生
も
、
講
義
を
受
け
て
試
験

を
こ
な
す
だ
け
の
受
動
的
な
存
在
か

ら
脱
し
、
医
学
教
育
に
関
す
る
議
論

に
主
体
的
に
参
加
す
る
存
在
と
な
る

こ
と
が
必
要
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ

し
て
そ
の
議
論
の
場
に
は
、「
未
来

の
医
師
」
の
診
察
を
受
け
る
こ
と
に

な
る
市
民
も
当
事
者
と
し
て
参
加
し

て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
で
し
ょ
う
。

「
学
生
と
読
むT

om
orrow ,s　

D
octors

」
は
、
こ
う
し
た
医
学
教

育
界
の
状
況
を
受
け
、
京
都
大
学
大

学
院
医
学
研
究
科
医
学
教
育
推
進
セ

ン
タ
ー
の
柴
原
真
知
子
先
生
と
、
関

西
の
大
学
で
学
ぶ
医
学
生
が
集
ま
り

２
０
１
４
年
12
月
に
発
足
し
ま
し
た
。

"T
om

orrow ,s D
octors"

（
以
下
、

Ｔ
Ｄ
）
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
卒
前
医
学

教
育
認
証
評
価
基
準
で
す
。
医
学
教

育
認
証
評
価
基
準
は
世
界
中
に
た
く

さ
ん
存
在
し
ま
す
が
、
１
９
９
３
年

に
発
表
さ
れ
た
第
１
版
Ｔ
Ｄ
に
は
、

「
現
代
の
医
学
教
育
に
は
ど
の
よ
う

な
改
革
が
な
ぜ
必
要
な
の
か
」
が
丁

寧
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
今
日
の
日

本
の
医
学
教
育
に
通
じ
る
内
容
も
多

く
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

「
学
生
と
読
む
Ｔ
Ｄ
」
の
目
的
は
、

第
一
に
、
日
本
の
医
学
教
育
が
直
面

す
る
課
題
や
そ
の
解
決
策
を
、
当
事

者
自
身
の
手
で
明
ら
か
に
す
る
こ

と
。
第
二
に
、
当
事
者
同
士
で
医
学

教
育
に
つ
い
て
議
論
す
る
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
を
作
る
こ
と
。
イ
ギ
リ
ス

の
方
針
を
そ
の
ま
ま
輸
入
す
る
の
で

は
な
く
、
Ｔ
Ｄ
に
書
か
れ
た
論
点
を

も
と
に
日
本
の
医
学
教
育
を
相
対
化

し
、
現
状
と
課
題
を
あ
ぶ
り
だ
そ
う

と
い
う
発
想
の
下
、
毎
回
活
発
な
議

論
が
交
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。
医
学
部

教
員
を
中
心
に
、
患
者
体
験
の
あ
る

市
民
や
障
害
を
持
っ
た
市
民
と
の
対

話
も
進
ん
で
い
ま
す
。
今
回
は
、
そ

ん
な
議
論
の
様
子
を
少
し
覗
い
て
み

ま
し
ょ
う
。

 

詰
め
込
み
教
育
で

 

試
験
は
受
け
っ
ぱ
な
し

池
尻
（
以
下
、
池
）：
医
学
生
の
中
に

は
、
知
識
を
詰
め
込
ん
で
試
験
を
し

て
終
わ
り
、
と
な
り
が
ち
な
現
在
の

教
育
に
疑
問
や
違
和
感
を
抱
い
て
い

る
人
も
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
い
わ
ゆ
る
詰
め
込
み
教
育
に

つ
い
て
、
Ｔ
Ｄ
で
も
「
記
憶
力
に
負

荷
を
か
け
る
も
の
だ
と
し
て
も
、
知

性
を
育
て
る
も
の
で
は
な
い
」
と
書

か
れ
て
い
ま
す
ね
。

外
山
（
以
下
、
外
）：
試
験
前
の
数

日
で
過
去
問
を
暗
記
し
て
、
も
は
や

記
憶
力
テ
ス
ト
を
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
っ
て
人
も
見
か
け
ま
す
。

荘
子
（
以
下
、
荘
）：
学
生
側
に
も

改
め
る
べ
き
部
分
は
あ
る
と
思
う
け

ど
、
問
題
の
本
質
は
、
過
去
問
を
暗

記
す
れ
ば
何
と
か
な
っ
て
し
ま
う
評

価
シ
ス
テ
ム
自
体
に
あ
り
そ
う
だ
ね
。

柴
原
（
以
下
、
柴
）：
Ｔ
Ｄ
に
は
、「
大

量
の
情
報
を
教
え
こ
ん
だ
り
、
試

験
に
よ
っ
て
学
習
の
必
要
性
を
感
じ

さ
せ
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
の
下
で
は
、

知
の
探
究
を
求
め
る
よ
う
な
学
び
の

姿
勢
は
弱
ま
っ
て
し
ま
う
」
と
あ
り

医
学
生
と
教
員
が
対
話
し
、

医
学
教
育
の
未
来
を
考
え
る
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池尻 達紀

外山 尚吾
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京都大学　
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京都大学大学院医学研究科　
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特定助教
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医学教育について話し合っていきましょう！

ま
す
。

荘
：
臨
床
と
の
関
連
や
、
科
目
同

士
の
横
の
つ
な
が
り
が
明
示
さ
れ
れ

ば
、
今
よ
り
ず
っ
と
興
味
を
持
っ
て

勉
強
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
例
え
ば
研
究
に
関
す
る
授
業

で
も
、
実
際
に
臨
床
の
場
に
出
る
と
、

研
究
の
重
要
性
が
よ
く
わ
か
り
、
授

業
も
俄
然
面
白
く
な
っ
て
く
る
ん
で

す
が
、
低
学
年
の
う
ち
に
は
な
か
な

か
ピ
ン
と
こ
な
い
ん
で
す
よ
ね
。

柴
：
私
の
医
学
部
の
授
業
で
は
、
授

業
に
対
す
る
学
生
の
意
見
は
オ
ー
プ

ン
に
受
け
入
れ
る
旨
を
伝
え
て
い
ま

す
が
、
直
接
意
見
を
言
っ
て
く
れ
る

医
学
生
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
。
あ

る
時
「
合
格
し
て
さ
え
い
れ
ば
、
点

数
や
授
業
方
針
に
興
味
は
な
い
」
と

い
う
意
見
を
聞
い
て
、
こ
れ
は
多
く

の
試
験
を
こ
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
医
学
生
に
特
有
の
考
え
方
か
も
し

れ
な
い
と
感
じ
ま
し
た
。
医
学
生
側

か
ら
教
員
側
へ
の
働
き
か
け
を
促
進

す
る
制
度
も
、
こ
れ
か
ら
開
発
し
て

い
く
余
地
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

外
：
医
学
部
は
他
学
部
と
違
い
、
卒

業
す
る
と
ほ
ぼ
全
員
が
医
師
に
な
り

ま
す
。
そ
う
い
う
面
を
指
し
、
「
医

学
部
は
職
業
訓
練
校
」
と
言
う
人

も
い
ま
す
。
僕
も
実
際
そ
う
じ
ゃ
な

い
か
と
思
う
こ
と
は
あ
る
ん
で
す
が
、

皆
さ
ん
は
ど
う
思
い
ま
す
か
？　

「
大
学
で
学
ぶ
」
っ
て
ど
う
い
う
こ

と
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

柴
：
「
訓
練
」
と
「
教
育
」
の
違
い

を
考
え
る
と
、
ヒ
ン
ト
に
な
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
第
１
版
Ｔ
Ｄ
の
も
と

で
英
国
の
医
学
教
育
改
革
に
携
わ
っ

たPlaydon 

とG
oodsm

an

に
よ
る

と
、
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
た
答
え

に
た
ど
り
着
く
こ
と
を
目
指
し
て

暗
記
・
反
復
を
繰
り
返
す
も
の
が

"Training"

（
訓
練
）
で
あ
る
の
に
対

医
学
部
は

「
職
業
訓
練
校
」?!

し
、"Education"

（
教
育
）
は
、
答

え
が
あ
ら
か
じ
め
自
明
視
で
き
な
い

課
題
に
取
り
組
め
る
よ
う
に
な
る
こ

と
を
目
指
し
た
も
の
だ
そ
う
で
す
。

荘
：
医
学
教
育
にE

ducation 

の
要

素
が
な
け
れ
ば
、
個
々
の
患
者
さ
ん

に
合
わ
せ
て
柔
軟
に
対
応
し
た
り
、

日
々
の
臨
床
か
ら
新
た
な
知
見
を
見

出
し
た
り
す
る
医
師
を
育
て
る
の
は

難
し
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

池
：Training 

とEducation 

の
バ
ラ

ン
ス
が
取
れ
て
い
る
こ
と
が
大
事
な

ん
で
す
ね
。

「
医
師
を
育
て
る
」
こ
と
に
も

プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
あ
る
ん
で
す
ね

柴
：
教
員
側
に
も
、「
医
師
を
育
て

る
」
こ
と
へ
の
社
会
的
な
責
任
か
ら
、

「
卒
前
教
育
で
す
べ
て
教
え
な
け
れ

ば
」
と
い
う
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
あ
る

よ
う
に
思
う
ん
で
す
。
そ
う
な
る
と

学
習
内
容
は
網
羅
的
に
せ
ざ
る
を
得

ず
、
医
学
の
進
歩
と
と
も
に
、
教
え

る
分
量
も
年
々
増
え
て
い
き
ま
す
。

外
：
医
学
部
に
入
っ
た
時
、「
君
た
ち

は
こ
れ
か
ら
、
国
に
多
額
の
借
金
を

す
る
ん
だ
」
な
ん
て
言
わ
れ
た
り
も

し
ま
し
た
け
ど
、
先
生
方
も
プ
レ
ッ

シ
ャ
ー
を
感
じ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

柴
：
医
学
教
育
全
体
を
統
括
す
る

教
員
と
、
現
場
の
教
員
と
の
意
識
の

乖
離
に
つ
い
て
は
、
以
前
、
和
歌
山

県
立
医
科
大
学
の
羽
野
卓
三
先
生
を

お
招
き
し
て
お
話
を
伺
い
ま
し
た
ね
。

専
門
家
は
つ
い
つ
い
、
自
分
の
専
門

領
域
を
全
部
教
え
込
み
た
く
な
っ
て

し
ま
う
。
し
か
し
そ
う
し
て
分
量
を

増
や
し
て
い
く
に
も
限
界
が
あ
り
ま

す
か
ら
、
ど
こ
か
で
内
容
を
ス
リ
ム

化
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に

は
、
自
分
の
専
門
領
域
と
他
の
領
域

を
横
断
的
に
捉
え
た
り
、
卒
前
だ
け

で
な
く
卒
後
教
育
や
生
涯
学
習
ま

で
俯
瞰
す
る
視
点
が
必
要
だ
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
現
状
、

こ
う
し
た
視
点
を
持
て
る
教
員
は
決

し
て
多
く
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

外
：
確
か
に
、
こ
れ
か
ら
の
医
学
教

育
の
あ
り
方
を
考
え
る
た
め
に
は
、

卒
前
か
ら
卒
後
ま
で
、
全
体
を
見
据

え
る
視
点
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

池
：
そ
の
た
め
に
は
学
生
・
教
員
双

方
の
歩
み
寄
り
が
必
要
で
す
ね
。
ま

た
、
医
学
生
の
臨
床
実
習
や
卒
後
教

育
に
は
、
病
院
を
利
用
す
る
市
民
の

皆
さ
ん
の
協
力
も
欠
か
せ
ま
せ
ん
ね
。

荘
：
医
療
者
・
医
学
生
・
市
民
が
、

そ
れ
ぞ
れ
当
事
者
意
識
を
持
っ
て
医

学
教
育
に
つ
い
て
語
り
合
う
場
を
、

今
後
さ
ら
に
拡
げ
て
い
き
た
い
で
す
。

　
　
こ
の
活
動
に
興
味
の
あ
る
方
は

　
　
P
30
右
下
の
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
ま
で
！
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現場での意思決定を担う
統括ＪＭＡＴ

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。

　

最
大
で
震
度
７
を
観
測
し
た
前
震

と
本
震
、
そ
の
後
も
長
く
続
い
た
余

震
に
よ
っ
て
大
き
な
被
害
が
発
生
し

た
平
成
28
年
熊
本
地
震
。
前
号
で
は
、

Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
（
日
本
医
師
会
災
害
医
療

チ
ー
ム
）
が
行
っ
た
、
避
難
所
の
運

営
や
環
境
整
備
な
ど
の
災
害
医
療
活

動
を
紹
介
し
た
。

　

今
回
は
、
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
の
活
動
を
円

滑
に
進
め
る
た
め
に
設
置
し
た
「
統

括
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
」
の
働
き
に
つ
い
て
、

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
に
、

前
号
に
引
き
続
き
お
話
を
伺
う
。

現
場
の
混
乱

　

地
震
発
生
後
、
ピ
ー
ク
時
に
は
避

難
所
が
８
５
５
か
所
、
避
難
者
数
は

約
18
万
人
に
の
ぼ
っ
て
い
た
。
避
難

所
で
は
猫
の
手
も
借
り
た
い
よ
う
な

状
況
だ
っ
た
が
、
同
じ
現
場
に
重
複

し
て
医
療
チ
ー
ム
が
赴
く
ケ
ー
ス
が

続
出
す
る
な
ど
、
限
ら
れ
た
チ
ー
ム

を
適
切
に
振
り
分
け
る
こ
と
が
で
き

ず
に
い
た
。

 

「
今
回
の
地
震
で
は
、
医
療
チ
ー

ム
を
統
括
す
る
役
割
を
担
う
地
元
の

医
療
機
関
が
被
災
し
て
し
ま
っ
た
こ

と
も
あ
り
、
当
初
は
指
揮
系
統
が
か

な
り
混
乱
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
状
態
が
続
く
と
、
現
場

は
疲
弊
し
て
し
ま
い
ま
す
。
情
報
を

取
り
ま
と
め
、
現
場
で
求
め
ら
れ
る

意
思
決
定
を
す
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
機

能
が
早
急
に
必
要
で
し
た
。
既
に
混

乱
が
生
じ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
そ

の
場
で
私
が
判
断
し
て
統
括
Ｊ
Ｍ
Ａ

Ｔ
を
組
織
し
、
地
域
ご
と
に
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
に
あ
た
っ
て
も
ら
い
ま
し

た
。」

統
括
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
の
設
置

　

統
括
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
は
、
被
災
地
を
大

き
く
４
つ
の
地
域
に
分
け
た
う
え

で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
中
で
被
害
の
大
き

い
地
域
に
設
置
さ
れ
た
。
震
源
に
近

く
大
き
な
被
害
の
あ
っ
た
益
城
町
を

阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
経
験
が
あ
る

兵
庫
県
の
チ
ー
ム
が
担
当
し
た
ほ
か
、

阿
蘇
は
東
京
都
、
熊
本
市
南
部
は
沖

縄
県
、
宇
土
は
鹿
児
島
県
と
、
そ
れ

ぞ
れ
中
心
に
な
る
チ
ー
ム
を
決
め
、

現
場
監
督
の
役
割
を
担
っ
た
。

 

「
統
括
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
に
は
、
現
場
で

の
情
報
収
集
や
、
他
の
チ
ー
ム
と
の

連
携
・
調
整
、
現
場
で
の
問
題
解
決

の
た
め
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
担
当
し

て
い
た
だ
い
た
ほ
か
、
次
々
に
入
れ

替
わ
る
チ
ー
ム
を
ま
と
め
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
ま
た
、
あ
る
程
度
の
期

間
各
地
域
に
腰
を
据
え
て
担
当
し
て

も
ら
い
ま
し
た
。
災
害
時
に
は
、
土

地
勘
の
あ
る
方
が
頼
り
に
な
る
ん
で

す
。
全
国
の
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
が
次
か
ら
次

へ
と
来
た
り
帰
っ
た
り
す
る
中
で
、

長
期
間
同
じ
場
所
を
担
当
し
、
現
地

の
こ
と
を
深
く
知
っ
て
い
る
人
が
い

る
と
、
と
て
も
助
か
る
ん
で
す
よ
ね
。

統
括
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
を
設
置
し
て
か
ら
は
、

比
較
的
ス
ム
ー
ズ
に
各
チ
ー
ム
が
活

動
で
き
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

　

現
場
だ
け
で
は
対
応
で
き
な
い
よ

う
な
情
報
や
問
題
点
は
、
す
べ
て
熊

本
県
医
師
会
に
報
告
さ
れ
、
県
へ
の

意
見
は
県
医
師
会
が
行
い
ま
し
た
。

平
成
２８
年
熊
本
地
震

統括 JMAT が設置された４地域
平成28年熊本地震では、４月14日の前震と同16日の本震が
県北部を襲った。前震で持ちこたえた建物が本震やその後相次
ぐ余震で倒壊する状況が見られた。そのため避難所への避難や
車中泊を余儀なくされた住民が多く、エコノミークラス症候群の
予防などが大きな問題となった。
西先生は、①震源地に近く最多の死傷者を出した益城町、②
2番目の被害を出した南阿蘇村に隣接する阿蘇市、③県内最大
の自治体である熊本市、④臨海部、県中部に近い宇土市の４か
所に統括JMATを設置した。
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（図）南宗谷地区から周辺の主要都市まで
の距離

ま
た
、
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
チ
ー
ム
の
派
遣
日

程
や
受
け
入
れ
の
調
整
、
宿
泊
で
き

る
ホ
テ
ル
の
確
保
も
県
医
師
会
が
行

い
ま
し
た
。

　

混
乱
が
生
じ
や
す
い
災
害
時
に
は
、

連
絡
・
調
整
な
ど
を
専
門
的
に
担
う

役
割
を
置
き
、
組
織
の
連
絡
体
制
を

一
本
化
す
る
こ
と
が
非
常
に
重
要
な

の
だ
な
、
と
い
う
こ
と
を
痛
感
し
ま

し
た
ね
。」

医
学
生
と
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ

　

今
後
医
学
生
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と

し
て
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
の
活
動
に
関
わ
る
可

能
性
に
つ
い
て
伺
っ
た
。

 

「
若
い
人
は
パ
ソ
コ
ン
も
得
意
な

方
が
多
い
で
し
ょ
う
し
、
ロ
ジ
ス

テ
ィ
ッ
ク
の
部
分
で
活
躍
し
て
い
た

だ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

ま
す
。
今
は
ま
だ
仕
組
み
が
で
き
て

い
ま
せ
ん
が
、
今
後
、
医
学
生
が
Ｊ

Ｍ
Ａ
Ｔ
で
活
動
で
き
る
よ
う
な
仕
組

み
を
作
っ
て
い
き
た
い
で
す
ね
。」

西 芳徳先生
熊本県医師会
防災・救急災害
担当理事

地震によって倒壊した家屋。

医療チームの支援体制COLUMN

今回の熊本地震では、医師・看護師・薬剤師・事務員等
で編成された延べ568チーム、2556名がJMATとして
活動しました。
ある程度の期間、継続して被災地での医療活動にあたる
ためには、医療チームの宿泊場所や移動手段の確保も重
要です。
今回の地震でも、全国からJMATチームが熊本に集まる
うえで滞在場所の確保が問題になりました。取材に来る
マスコミが多くのホテルを押さえたほか、自宅が被災した
方々がホテルを利用するケースもありました。
このような事態に備えて日本医師会は、ホテルルートイン
等の宿泊施設を全国展開しているルートインジャパン株
式会社と、「災害時の医療救護活動等における関係者の
宿泊に関する協定」を平成24年から締結しています。
今回の地震でも、本震発生直後から日本医師会の担当者

とルートインジャパンの担当者が連絡を取り合い、現地
のホテルも被災して大変な状況下で、医療チーム用の部
屋を確保するために奔走。JMATが活動した約２か月の
間に延べ1124泊の客室が提供されました。

「他の宿泊施設は一部を除いて予約が取りにくい状況でし
た。そんな中で、ルートイングループにJMATの宿泊を優
先して確保していただき、とても助かりました。」（西先生）

           ホテルの外観
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鳴海：北海道大学のキャンパスはとても綺麗で、近所
の子どもたちが遊びに来たりもします。実習の合間に
散歩すると、いい気分転換になります。札幌は街並み
が素敵で、食べ物もおいしくて、本当に良いところだと
思います。
田中：夏にはキャンパス内でジンギスカンパーティー、
通称ジンパが毎日のように開かれています。大学生協
でもジンパセットを安く売っているんですよ。秋にはキャ
ンパス内の銀杏並木をライトアップする金葉祭があって、
冬はスキーに行けて、四季それぞれの楽しみがあります。
医学展など市民の皆さんがいらっしゃるイベントもあります
し、勉強以外の部分もとても充実しています。
鳴海：私たちは、毎年１回『フラテ』という学内誌を発
行する、フラテ編集部という部活に所属しています。フ
ラテ編集部は、大正 14 年から続く歴史ある学生主体
の団体です。新任教授や退任教授にインタビューした
り、全国各地の OB の先生方との座談会を毎年開い
ています。去年の座談会は静岡で行いました。学生
主体で行っているフラテ編集部の活動は、社会勉強
にもなりますし、大先輩の先生から期の近い先生まで、
全国各地にいらっしゃる色 な々先生とお話しできるのは、
自分の将来を考えるうえでもいい刺激になっています。
田中：医局の説明会に行ったときにも感じるのですが、
北大ってすごく自由な雰囲気があるんです。選択肢の
一つとして情報をくれるけど、決して強制はされない。広
い視野を与えてくれる先輩方がいて、色 な々選択肢の
中から自分の行きたい道を選ぶことができる。そういう自
由な雰囲気も、北大の魅力だなと思っています。

札幌市の中心部にありながら、広大で自然豊かなキャンパスに恵まれ、充実
した６年間を過ごすことで、フロンティア精神・国際性の涵養・全人教育・
実学の重視という大学が掲げる四つの基本理念を理解し、生涯にわたって
自己成長し続けることのできる教育が用意されている。
北海道大学は1918 年に北海道帝国大学として創設され、その翌年医学
部が設置された。間もなく100 周年を迎える歴史ある医学部は、総合大学
としての特色を存分に活かし、医学に関係する科目以外にも、学部の域を
超えた北海道大学の全教員による全学教育科目や、国際的に活躍するた
めに必要な幅広い外国語科目など、多種多様な教養科目を用意している。
１年次の医学教養コースでは他学部の学生と共にクラスを編成し、幅広い
教養科目（全学教育科目）を履修できる。２年次の基礎医学コースでは、
人体の正常な構造と機能、正常から病気に至るプロセスを理解し、３年次
の臨床医学コースでは疾病について多面的に学び、診断・治療の基本を
身につける。４年次２学期から６年次までは臨床実習コースで、全診療科を
回った後、１診療科で長期の診療参加型臨床実習を行う。実習可能な病
院数が多く、また、基礎・臨床いずれでも海外での短期留学が行える機会
が用意されている。医学研究を志向する学生には、早期に研究の機会に
ふれ、医学・医療の急速な進歩と社会情勢の変化に対応できる研究者を
養成することを目的としたプログラム (MD-PhDプログラム )も用意されている。
また、最近本学が重視しているのは、医学教育の国際化である。四季折々
の自然が楽しめる地の利と、教員が個別に指導を行えるきめ細やかな指導
体制を生かして、世界各国の大学と協定を締結し、年間 40 人近い数の
留学生を受け入れている。多様な留学生と共に学び、国内にいながら国際
色豊かな医学教育環境を体感できることも、大きな特色である。

北海道大学大学院医学研究科（医学研究院）では、基礎医学、社会医学、臨床医学の
いずれの領域においても非常に幅広く研究が行われています。特に、放射線医学分野の最
先端研究開発支援プログラムを推進した「分子追跡陽子線治療装置」の開発、解剖発生
学分野では脳機能発現の舞台となる興奮性シナプス伝達系の分子解剖学的研究など、世界
を牽引するトップレベルの研究は枚挙に暇がありません。また、革新的イノベーション創出プロ
グラムに採択された北海道大学の「『食と健康の達人』拠点」と関連する研究の一環として、
公衆衛生学のチームが北海道内の市町村を舞台に健康政策の基礎資料となる「食習慣と
健康状態の疫学調査」を行うなど、地元文化と密着する研究も広く展開しています。
私自身が責任者を務める免疫・代謝内科学分野は、膠原病 ･ 臨床免疫学、内分泌・代謝
内科学、腎臓内科学の３領域をカバーしており、もっとも人数の多い教室のひとつです。診療
を行いながら、臨床に密接に関わる研究や将来臨床に役立つ基礎研究を広く展開しています。
医学生の皆さんの多くは、将来は臨床医に、と考えて勉学に励んでいることでしょう。研究者を
目指す人は言うまでもありませんが、臨床医を目指す場合も大学院で研究を行う意義は大きい
と思います。優れた指導医になるためにはEBM（Evidence Based Medicine：根拠に基づ
く医療）を理解し実践できる医師にならなければなりません。論文を読み込み、どういう背景で
研究が行われ、その結果がどのようにまとめられているかを理解するには、自らが実際に研究を
経験することが重要です。自分自身が研究に携わらなければ本当の意味での専門医にはなれ
ないと確信しています。そのためにも、一定の期間、大学院に在籍し研究に従事することは非
常に重要であると思います。

歴史あるキャンパスと
自由な文化の中で学ぶ
北海道大学　医学部　５年　田中 翔
同　５年　鳴海 茜

充実した全学教育と医学教育
北海道大学大学院　医学研究科　
副研究科長　吉岡 充弘

北海道大学大学院での研究
北海道大学大学院　医学研究科　副研究科長　渥美 達也

北海道大学
〒060-8638　北海道札幌市北区北１５条西７丁目
011-716-2111
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慶應義塾大学は約 160 年前、福沢諭吉によって設立されました。そ
の当時、福沢諭吉が門下生に対しその志を託した、いわゆる『建学の
精神』が今でも脈 と々受け継がれております。『独立自尊』『半学半教』
などは、塾外の方でも耳にしたことがあるかもしれません。それらと並んで
重んじられるものに『実学の精神』があります。多くの方が「実学」と
聞いて、おそらく「実際に役に立つ学問」という印象をもたれるかと思い
ます。近年、医学・生物学を含めた自然科学研究において、研究成
果の実用化、産業化の必要性が声高に叫ばれ、国家的な方針として、
実用化に近い研究に対して重点的に公的資金が配分されるという傾向
が日に日に強まっております。実のところ、福沢諭吉の言うところの『実
学の精神』はある意味、その真逆の精神を意味しております。この理念
においては、科学（サイヤンス）とは、実証的に真理を解明する科学的
な姿勢、つまり実用性や利潤性を度外視し、物事の真実を徹底的に追
及する姿勢を指します。これは昨今の応用研究に偏りがちな風潮、世論
に対して、160 年前にそれを予知し、警鐘を鳴らしていたのかもしれませ
ん。本年度の慶應医学賞受賞者である、京都大学本庶佑名誉教授 
のスピーチにおける、「医療、医学におけるイノベーションは、偶然の発
見に幾多の幸運が重なって達成される」「人間の脳で予知可能なものに
大きなブレークスルーは無い」などの名言は、図らずも福沢諭吉の『実
学の精神』とマージするものです。ともあれ、本学基礎・臨床医学分野
においては、再生・発生・免疫・がん・神経・代謝・老化・疫学など
多様な部門が、個々の領域における世界トップレベルの研究者たちとし
のぎを削り、同時に、同じく建学の精神である『社中一丸』の理念の
もと、『基礎・臨床一体型医学・医療の実現』に向け、一丸となって、
日々 研究活動に勤しんでおります。

2017 年に創設 100 周年を迎える慶應義塾大学医学部は、塾祖福沢諭吉に報
恩の念を抱く世界的細菌学者北里柴三郎を初代医学部長として誕生し、多くの医
学界のリーダーを輩出し、その中心的な役割を果たしてきました。福沢の「贈医（患
者のために全身全霊を尽くす医師のあり方）」の精神、北里の理念「基礎・臨床
一体型医学・医療の実践」を継承し、教育目標として「豊かな人間性と深い知性
を有し、確固たる倫理観に基づく総合的判断力を持ち、生涯にわたって研鑽を続け、
医学・医療を通して人類の福祉に貢献する人材の育成」を定めています。その達
成のために、以下の独自教育プログラムを推進しています。
１）Medical Professionalism：医師の責務・医療倫理の理解、医師としての行
動規範の修得、ヒューマニズムの実践、コミュニケーション能力の向上、生涯学
習の姿勢の確立など、良き臨床医、優れた医学研究者となるために最も大切な医
療プロフェッショナリズムを入学から６年間一貫して学びます。２）「自主学習」（全
学生必修の研究プログラム）：1989 年に、わが国で初めて設置された研究実習で、
学生が研究、臨床の第一線で活躍する教員の研究室に加わり、自分で選んだテ
ーマの研究に挑戦し、創造的な問題解決能力を涵養します。また、医学研究のリ
ーダーの育成を図り、「研究医養成プログラム（MD-PhDコース）」も設置していま
す。３）医療系三学部合同教育プログラム：医学部、看護医療学部、薬学部の
学生が交流し、「グループアプローチによる患者中心の医療実践」をテーマとして共
同作業を行い、チーム医療に貢献する視野の広い医療人を目指しています。４）地
域基盤型臨床実習 : 地域医療を担う教育関連病院に長期滞在し、大学病院とは
異なる地域医療（プライマリ・ケア、健康・予防医療など）を学び、わが国の今後
の医療を支える能力を身につけます。５）国際交流プログラム：1984 年に始まった

「短期海外留学プログラム（欧米を中心とする20 以上の交流医学部・病院での
１か月以上の臨床実習。2015 年度実績 34 名）」、「ラオス・プライマリヘルスケ
ア保健医療チーム活動プロジェクト」などの教育プログラム、「国際医学研究会（南
アメリカ）」、「日韓医学生学術交流会」、「日中医学生交流協会」、「アフリカ医療
研究会」などの学生団体活動により、国際医療人としての資質を修得しています。
本学は21 世紀の医療・医学研究を担うリーダーを引き続き育成するために、慶應
義塾の「半学半教」の精神に基づき、「教員／指導医・学生」、「専門分野・研
究領域」「職種」の境界を超え、お互いに学び、教え合う教育システムの更なる
充実に取り組んでいます。

実証的に真理を
解明する精神
慶應義塾大学　医学部　機能形態学講座　
教授　久保田 義顕

次世代を先導する「一身独立」の
Physician Scientistの育成
慶應義塾大学　医学部　
医学教育統轄センター長　平形 道人

松田：これまでの授業の中で特に面白かったなと記憶に残っているのが、教
室で整形外科の手術をライブ中継で見た授業です。４年生でまだ病院実習
が始まっていなかったので、初めて見た手術として印象に残っています。
松井：新しい技術を活用した、最先端の授業が多いのが慶應の特徴だと思
います。２年生になると、全員にiPadが配付されます。例えば組織の授業で
は、そのiPadを使って標本画像を共有したりします。顕微鏡では一つの標本
をグループで一緒に見ることはできないので、とても便利です。解剖の授業で
は、３D眼鏡を使って、先生が行った解剖を画面越しに見たりしています。解
剖では三次元的な構造把握が大事と言われるのですが、より感覚で掴みや
すいなと思いました。

松田：慶應の雰囲気を一言で表すなら、「自由な大学」です。カリキュラムに
比較的余裕があるので、各自やりたいことをやって個性を伸ばす、という感じ
です。部活やアルバイトを頑張りながら、要領よく勉強も両立している人が多
い印象です。
松井：僕はヨット部の活動に時間を充てています。ヨットは戦略要素が強く、
すごく頭を使う競技で楽しいですね。部活の縦のつながりも学年内の横のつ
ながりも強いので、試験対策・国試対策も協力して取り組んでいます。
松田：私は馬術部に入っています。馬術は人間の技術だけじゃなくて、馬の
能力や性格の要素も影響するのが面白いんです。大学の横に厩舎があるの
で、毎朝通って馬の世話をしています。

時間をうまく使って個性を伸ばす
慶應義塾大学　医学部　５年　松井 友哉 　／　同　５年　松田 理沙

慶應義塾大学
〒160-8582 東京都新宿区信濃町35
03-3353-1211
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日高：岡大医学部はもうすぐ創立150周年を迎える、
歴史ある大学です。長い歴史を持ちつつ、新しい
ことにも積極的なところが、岡大の魅力です。
大塚：岡大は学生の意見を大切にしてくれる大学
だと思います。僕たちは、「医学教育学生会」の
代表を務めています。毎月、先生方や事務の方と、
カリキュラムの方針や内容に関する意見交換会を
行っています。学生が医学教育の改革に直接関わ
ることができる点に、岡大の先進性を感じます。
日高：医学教育学生会の取り組みの一つとして、
先生方のご協力のもと、留学を経験された先輩方
の体験談をまとめた冊子を作りました。忙しい医
学部生の留学を促すことが目的です。
大塚：いま、岡大では「脱ガラパゴス！」を目標に
かかげ、国際的な基準で評価される、高い臨床能
力を持った医師の育成を目的とする医学教育改革
に取り組んでいます。そのため、例えば実習では、
診療参加型が徹底されています。病院実習で学生
はチームの一員として扱われ、カンファでのプレゼ
ンや患者さんの病態把握を多くの科で任せてもら
います。かなり大変なのですが、やりがいも感じま
す。外科的手技を経験させてもらえるチャンスも多
く、そのぶん岡大の卒業生は実技のレベルが高い
と評価してもらうことも多いと聞きます。
日高：その他にも、教職員と学生へのインフルエン
ザとＢ型肝炎の予防接種を、５年次の全学生が指
導医同席で実施する実習も行っています。これは日
本初、かつ唯一の取り組みだそうです。学生の時
から色々なことを経験させてもらえて、すばらしい
機会が与えられていると日々感じています。

岡山大学医学部は明治３年 (1870年)、岡山藩医学館に始まり、今日まで
に１万３千人以上の卒業生を輩出しています。本学の教育理念は、「一視同
仁の医の理念を貫き、思いやりの心を持った謙虚な医師となり、すぐれた医療、
創造性の高い研究活動を通じて、国際的にも貢献できる医師・医学研究者と
なるよう忍苦精進する人物を育成する」ことです。本学では、地域医療に貢献
すると共に、国際的な視野をもった実践人を育成することに取り組んでおり、以
下のような特色ある６年一貫教育を行っています。１年次では、導入教育として
教養科目に加え、専門基礎科目、養護施設訪問などの早期体験実習がありま
す。また、本年度より新しくプロフェッショナリズム教育を創設し、医師としての職
業観の涵養を早期から行っています。１年次後半からは、基礎医学必修科目
の履修が細胞組織学から始まります。２年次では、肉眼解剖学実習（解剖体
慰霊式を含む）、免疫学など専門基礎医学の履修を重ねます。３年次では、１
〜２年で学んだ基礎医学の知識を基に、問題解決型グループ学習である「基
礎病態演習」を履修します。この演習は留学生と共に行い、一部は英語で行
われます。５月からは、３か月間、医学研究インターンシップにより国内外の基
礎・社会・臨床医学系の研究室に派遣され、医師にとって必要不可欠な研
究マインドを育てます。４年次では、法医学など社会医学を学ぶとともに、CBT

（医学知識の試験）および OSCE（臨床技能試験 ）という大学間共用試験を
受け、Student Doctor 認定式を経て臨床実習（全72 週間；６年次まで）が始
まります。現在、医学教育は大きく変わりつつあります。医師としてのプロフェッ
ショナリズムを在学中に、充分に育むことが重要です。その基本は、冒頭に述
べた思いやりと謙虚な心であり、病める人を救いたいという気持ちです。それと
共に、自己実現のために挑戦を惜しまない若人の皆さんを本学に歓迎いたします。

充実した実習で、
高い実践力を身につける
岡山大学　医学部　５年　大塚 勇輝　
同　５年　日高 啓介

医師としての
プロフェッショナリズム
岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科 
細胞組織学分野　教授　
医学部医学科 　教務委員長　大内 淑代

岡山大学
〒700-8558　岡山県岡山市北区鹿田町2丁目5番1号
086-223-7151

医学部で学ぶことは医師への道筋ですが、必ずしも臨床医にならないといけない道ではあ
りません。行政職に就いたり、研究に邁進する選択もあります。では、医師でなければで
きない研究とは何でしょう。それが臨床研究であり、法律に基づく臨床試験（治験）です。
今、医学研究を取り巻く環境は大きく変化しています。2013 年に再生医療関連法が成立、
2016 年には臨床研究法案が国会提出され、今後は臨床研究も法律の中で実施すること
になるでしょう。岡山大学では、臨床研究、動物実験、遺伝子組換え実験に関する教育
セミナーを毎月開催し、研究の「作法」ともいうべき事項を学ぶ機会を共有しています。現
在、岡山大学病院では、中四国の多くの関連病院と連携し、特定の遺伝子変異がある
肺がんの患者集団に分子標的薬を使ってその適応を広げるための大規模臨床研究を行っ
ています。心疾患の細胞治療、難治性がんの治療を目指す遺伝子治療、安全性が分か
っている既存薬を別の用途で使う薬の再評価（repositioning）の医師主導治験も進行中
です。手術で切除したがん組織などを保存して活用する岡山大学病院バイオバンクの存在
も、創薬を視野に入れた今後の展開の基盤となります。次世代シークエンサによるがんの
網羅的遺伝子変異検索によって薬を決めるがん治療も進んでいます。総合大学の利点を
生かし、医工連携によって生まれた新たな医療機器の治験を行う予定もあります。治験や
臨床研究を取りまとめる新医療研究開発センターでは、医療職だけでなく、多彩な人材が
協働しています。研究の種を育てて臨床現場に届ける仕組み（橋渡し）を整えた全国 9か
所の「革新的医療技術創出拠点」の 1 つとして、岡山大学は動いています。
美しいキャンパスで、未来を担う若い人たちを育てることに力を入れている岡山大学。私たち
と一緒に、日本のそして世界の患者さんに、よりよい治療法を届ける研究をしませんか。

これからの医療を目指して
岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科　眼科学分野　准教授　松尾 俊彦

良き医療人を育てる
佐賀大学　医学部　副医学部長（教育担当）　
倉岡 晃夫
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本医学部の理念は、教育・研究・診療の三つの使命を一体として推進する
ことです。医学部の教育と研究は、附属病院の臨床活動と深く連携してお
り、基礎医学と臨床医学が講座などの垣根を越えて相互に協力しながら研
究を行い、医療の発展に寄与できる環境をつくるよう心がけています。さら
に、医学・医療の発展と地域包括医療（地域社会及び各種の医療関係者
が連携し、一丸となって実践する医療）の向上に寄与する研究（地域連携・
生活習慣病・アレルギー・悪性腫瘍・難治性疾患など）に重点をおいてい
ます。地域に根ざした研究の例としては、肝臓がん死亡率15年連続全国１
位の状況をふまえ、その改善のための多職種協働啓発モデルの構築を行い、
全国規模での肝疾患啓発・医療連携推進のモデル構築を進めています。ま
た、佐賀市民約１万２千人を20年間にわたって追跡し、環境要因と遺伝的
素因が相互的にがんなどの生活習慣病の発生に与える影響を検討していま
す。さらに、バイオ３Dプリンターを用いた人工血管の開発やロボットを使っ
たリハビリテーションの新たな試みなどが成果をあげています。また、全国
規模での医師主導型臨床試験による慢性骨髄性白血病に対する新規治療
法の開発、全身性自己免疫疾患に対する新規B細胞標的療法の開発、間
質性肺炎の診断マーカーの開発、低用量アスピリンによって発症する胃・
十二指腸潰瘍に対するプロトンポンプ阻害薬の再発抑制効果、分子生物
学的手法による胃がんに対する腹腔鏡ロボット支援手術の有用性の検討な
ど難治性疾患や悪性疾患臨床に関する研究成果もあがっています。ゲノム
インプリンティング疾患、糖尿病、非アルコール性脂肪性肝疾患、アレルギー
疾患などの発生機序の解明などの基礎的研究も行われています。その他も
基礎医学と臨床医学の融合を図りつつ、地域包括医療の向上にむけ、様々
な研究が行われています。

佐賀大学医学部の前身となる佐賀医科大学は、「地域医療に貢献できる、
良き医療人の育成」を基本理念に掲げ、当時としては先進的な医学教
育カリキュラムを擁する“教育先導大学”として昭和51年に開学しました。
平成14年には、臨床推論を重視したハワイ大学方式のＰＢＬ（問題解
決型学習）教育を３・４年次の臨床医学教育に全面的に導入し、現在
はこれにＴＢＬ（チーム基盤型学習）を組み合わせることで、学生主体
の自己学習効果をさらに高める工夫がなされています。また、医師が有
すべき人間性を培う目的で低学年から体験実習が実施され、最近では
地域枠入学生を対象とした特別プログラムも導入されました。研究に対
する興味など、学生のニーズに対応した分野を自主的に発展させていけ
る選択制の研究室配属コースや海外研修コースも開講されています。パ
ソコンや電子白板、プロジェクター等が設置されたグループ学習用の26
室は、午前０時まで１年中開放されており、多くの学生たちが休日・深夜
を問わず熱心に勉学に励んでいます。開学当初から続くチューター制度
では、全教員が一丸となって学生のサポートに携わっており、きめ細やか
な指導・支援がなされています。カウンセラーが学内に常駐するなど、学
生のメンタルヘルス対策に一歩進んだ取り組みを行っているのも特色で
す。以上のような良医育成のための充実したカリキュラムと学習環境、そ
して盛んな部活動で心身共に鍛え上げられた学生は、2016年の医師国
家試験で国立大学法人中トップの合格率を達成しました。
開学から40年を経て老朽化が進んでいた建物も、改修工事が完了して
ピカピカに生まれ変わりました。有名なバルーンフェスタの季節には、佐
賀平野の秋空に色とりどりの熱気球が浮かび、見る者の心まで舞い上が
りそうです。この佐賀の地で皆さんとお会いできれば幸いです。

地域包括医療向上への研究に重点
佐賀大学　医学部　副医学部長（総務・研究担当）横山 正俊

良き医療人を育てる
佐賀大学　医学部　副医学部長（教育担当）　
倉岡 晃夫

大武：佐賀大の医学部は、男女比が半々なんです。高校時代は女
子の少ない理数科だったので、入ったときは「味方がいっぱい！」っ
て感じで嬉しかったです（笑）。
松尾：「佐賀大は教育が手厚い」と高校の頃に先輩に聞いて、佐
賀大を選びました。１・２年生の時に、実習で患者さんとお話しし
たのがとても印象に残っています。今自分が学んでいることは将来
につながるのだなと感じられて、モチベーションが上がりました。
大武：実習の後には、実習内容の反省点や良かった点について発
表を行います。PBLなども「やって終わり」ではなく、必ず振り返り
やフィードバックの時間が設けられているのがいいなと思います。
松尾：私は、学年の枠を超えてみんなで勉強をする「勉部（BENBU）」
を立ち上げました。医学部の勉強は、本来は面白いはずだけど、一

人でやっていると苦しくなってしまうこともある。なので、１．勉強
を楽しむこと、２．勉強の楽しさを共有すること、３．そしてそれ
を発信すること、という３つをコンセプトに、活動を始めました。
大武：勉部では、例えば「睡眠障害」のようなテーマを決めて、担
当者がプレゼンをします。プレゼン後のディスカッションで、１年生
ならではの視点からの鋭い質問が出てくることもありますし、後輩
に教えることで自分の復習にもなるので、とてもいい仕組みだなと
思います。プレゼンの手法についてのフィードバックもあって、すご
く勉強になります。
松尾：勉部の活動を通じて、学生のうちは後輩に、医師になったと
きには患者さんに、医学部で学んだ知識を還元していきたいな、と
思っています。

「みんなで楽しく」相互に学びあう環境
佐賀大学　医学部　６年　松尾 和紀
同　５年　大武 瑞樹

佐賀大学
〒849-8501 佐賀県佐賀市鍋島５丁目１番１号
0952-31-6511    
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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

世界医師会台北総会（ 2016年10月19 〜 22日）開催に際
し、10月17・18日に行われたWMA-JDN Meetingに先立
つ16日、初の試みとして、WMA-JDNの中のアジア・太平洋
地域の若手医師が一堂に会し、互いに自国の医療について発
表・議論するRegional Meetingが開催されました。本稿では、
Regional Meetingについて報告します。
今回のテーマは若手医師の労働条件で、私も若手医師の労働
条件とwell-beingについて発表する機会を頂きました。
医師の過重労働は、あらゆる国々で問題となっています。今回
参加した多くの国で、週当たりの平均労働時間が80 〜 100
時間にのぼるというデータがあります。この問題を考えるとき、
労働時間の定義と、医師不足の地域で大きくならざるを得な
い医師の負担を労働条件とどのように両立するかということが
大きなテーマになります。
また、研修において研修医が期待する教育と、病院経営者
が期待する労働を、労働条件の面からどのように統合するか
も重要です。米国卒後医学教育認定評議会（ACGME）は、
Nurse Practitioner （NP）、Physician Assistant （PA）が、若
手医師をアシストし、彼らの教育の機会を妨げないよう定めて
おり、現在、米国の大学病院の62%がNPとPAを雇用して
いるそうです。
労働条件の適正化によって、質の高い教育・医師の保護・ス
トレスの軽減・労働への高い満足度が期待できます。その意
味でも、世界中の多くの若手医師が直面しているという意味で
も、労働条件は個人の問題ではなく、みんなで取り組むべき
大切な問題であると感じました。
現在、JMA-JDNリサーチチームでは、月1回リサーチミーティ
ングを開催し、議論を重ねています。今回の会議期間中に、
複数の国の若手医師が私たちの取り組みに興味を示してくれ
たことは、大きな喜びであり、今後への強い励みになりました。
日本は、来年のアジア大洋州医師会連合（CMAAO）の開催
国です。今回実感した合理的な組織のシステムをできるだけ取
り入れ、たくさんの気づき、学び、そしてつながりを活かして、
この取り組みを一層洗練・加速できるよう励んでいきたいと思
います。

世界医師会台北総会
〜Regional  Meeting〜

JMA-JDN とは

加藤 大祐
JMA-JDN 役員（研究担当）　

筑波大学で臨床研修、名古屋大学附属病院総合診療科で後期研修
修了。三重大学大学院家庭医療学分野博士課程所属。家庭医療専
門医・指導医。認定内科医。

今回は、JMA-JDNの若手医師より、2016年10月に台湾で開催された世界医師会（WMA）総会および、

それに先立って開催されたRegional Meeting、WMA-JDN Meetingの参加報告を寄せてもらいました。
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グローバ ルに活躍する若手医師たち

2016年10月19 〜 22日にかけてグランドハイアット台北で
開催された世界医師会（WMA）台北総会に３名の日本医師
会JDNメンバーと共に参加しました。今回のWMA総会には、
WMAの役員をはじめ、世界各国の加盟国医師会やJDNのメ
ンバーなど、58か国から約300名の医師が参加し、会場は
熱気に包まれていました。WMA総会はWMAの最高意思決
定機関で、これまでにも「ヘルシンキ宣言」、「ジュネーブ宣言」、

「患者の権利に関するリスボン宣言」などの重要な文書の採択
をしてきました。WMA総会中は、財務企画・社会医学・医の
倫理の各委員会からの報告・議論や、ヘルスケア制度の持続
可能性をテーマにした学術集会、WMA次期会長選挙などが
行われました。学術集会は、台湾の保健大臣、研究者、臨床
家など様々な専門家による講演とパネルディスカッションで構
成されており、日本からは東京大学の渋谷健司教授から、「高
齢化社会でのヘルスケアの持続可能性、世界的観点から」と
題して講演がありました。
WMA次期会長選挙には日本医師会の横倉義武会長の他3か
国からの立候補があり、結果、横倉先生が選出されました。会期
中には、台湾の蔡英文総統、陳建仁副総統からのスピーチもあ
り、国を挙げてWMA総会を支援している様子がうかがえました。
今回のWMA総会に参加できたことは、私にとってまたとない
貴重な機会であり、大変勉強になりました。普段はなかなかこ
の様な重要な意志決定を行う会議に参加する機会は少なく、
国際保健の最近の潮流を学ぶことが出来たのみならず、国
際会議の一連の流れを見ることも大変勉強になりました。ま
た、会期中に各国のJDNのメンバーとの交流の機会を沢山得
られたことは、今後
の活動にもつながる
きっかけとなりそうで
す。WMA総会で色々
と学んだことを、今後、
日本のJDNでの活
動にも還元していき
たいと思います。

世界医師会台北総会
〜本会議参加報告〜

鈴木 航太
JMA-JDN 副代表（外務）

川崎市立川崎病院で臨床研修修了後、慶應義塾大学病院 精神・神
経科学講座へ入局。2016 年 4 月より同大学大学院博士課程所属。
精神科専門医。

世界医師会台北総会
〜 JDN Meeting参加報告〜

岡本 真希
JMA-JDN 副代表（内務）　　　

洛和会音羽病院にて臨床研修・後期研修を修了。現在、同病院に
て循環器内科医として勤務中。認定内科医。

台湾でのWMA総会に先立ち、2016年10月17・18日の２日間、
世界各国の若手医師が集まり様々なことを議論するWMA-
JDN Meetingが行われました。
今回、私はJMA-JDNメンバーとして初めての国際会議参加で
したが、普段それぞれの国で若手医師を盛り上げている中心メ
ンバーがオンラインではなく実際に顔を合わせて議論、交流し、
時間を共有できたのは、皆の熱意を直に感じるまたとない素
敵な機会でした。
会議の中ではNational Taiwan University Hospitalの見学や、
WMA-JDN役員の選出、各国代表からの活動状況報告等が
行われました。Country Presentationでは、一口に若手医師
といっても国ごとに特色があり、アジア諸国は長時間労働が
多く、ギリシャやアフリカの国々は医師の労働・教育環境に
国の経済破綻や過酷な気候・貧困などが色濃く影響するなど、
置かれている状況や立場が異なるのが印象的でした。よりよ
い環境を求めて政府に働きかけ、法律や医療制度の作成に関
わるなど大きなアクションを起こしているメンバーもいました。
会議２日目はEnd-of-life Careをテーマとしたパネルディスカッ
ションが行われました。質問があとを絶たない白熱した議論は、
自分の考えをもつこと、そしてそれを表現し、共有し、吟味す
ることの楽しさを再確認させてくれました。JDNの皆からは各
国若手医師の思いを代弁して、よりよい労働環境、そしてより
よい医療の実現を目指していく姿勢と強い意志が感じられ、非
常に感銘を受けましたし、このような熱い仲間たちと今後の世
界の医療を担っていけることを大変頼もしく感じました。日本
のJDNとしても今後の活動において視野を世界に広くもちつ
つ、各地域や各個人の思いを反映できるような活動を心がけ
ていければと思います。
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interviewee

 中尾 茉実 
interviewer

佐伯 尚美

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.13

1993 年東京都生まれ。私立桜蔭高等学校を卒
業後、東北大学医学部医学科に進学。第 58 回
東医体では、東北大学医学部運営部運営部長を
務め、主管校として円滑な大会開催に尽力。５
年次には、女性として初めて東北大学医学祭の
実行委員長を務め、成功に導いた。尊敬する人
物はミュージシャンの甲本ヒロトさん。

中尾 茉実（東北大学医学部 5 年）

profile
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佐
伯
（
以
下
、
佐
）：
中
尾
さ
ん
が

実
行
委
員
長
を
務
め
た
２
０
１
６
年

10
月
の
東
北
大
学
医
学
祭
に
、
私
も

い
ち
実
行
委
員
と
し
て
参
加
し
ま
し

た
。
医
学
祭
は
お
よ
そ
３
年
に
一
度

の
開
催
で
す
が
、
私
は
次
回
も
実
行

委
員
と
し
て
関
わ
り
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
今
日
は
、
医
学
祭
を
振
り

返
っ
て
の
お
話
を
色
々
伺
い
た
い
で

す
。
ま
ず
、
今
回
の
医
学
祭
の
テ
ー

マ
で
あ
る
「
医
親
伝
心
」
に
込
め
た

思
い
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

中
尾
（
以
下
、
中
）：
医
学
祭
は
、
市

民
と
医
学
部
生
の
交
流
の
場
だ
よ
ね
。

今
年
は
、
地
域
の
皆
さ
ん
が
よ
り
医

療
に
親
し
ん
で
も
ら
え
て
（
医
親
）、

医
学
部
生
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
と
っ
て
心
を
通
わ
せ
ら
れ
る
よ
う

に
（
伝
心
）
と
い
う
こ
と
を
目
指
し

て
テ
ー
マ
を
決
め
ま
し
た
。

　

個
人
的
に
意
識
し
た
の
は
、
大

人
だ
け
で
は
な
く
子
ど
も
に
も
楽
し

ん
で
も
ら
え
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
。

前
回
の
医
学
祭
で
は
、
小
さ
い
お
子

さ
ん
が
た
く
さ
ん
来
て
く
れ
た
の
に
、

子
ど
も
向
け
の
企
画
が
少
な
か
っ
た

と
い
う
反
省
が
あ
っ
て
。
だ
か
ら
今

回
は
、
人
体
模
型
組
み
立
て
競
争
を

は
じ
め
、
ぬ
い
ぐ
る
み
を
患
者
さ
ん

に
見
立
て
た
「
お
医
者
さ
ん
ご
っ
こ
」

を
通
じ
て
体
や
健
康
に
興
味
を
持
っ

て
も
ら
お
う
と
い
う
「
ぬ
い
ぐ
る
み

び
ょ
う
い
ん
」
を
新
た
に
企
画
す
る

な
ど
、
工
夫
を
凝
ら
し
ま
し
た
。

佐
：
前
回
の
医
学
祭
で
の
経
験
が
活

き
て
い
る
ん
で
す
ね
。

中
：
そ
う
だ
ね
。
前
回
は
、
医
学
部

の
中
で
も
医
学
科
主
体
の
企
画
ば
か

り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
反
省

も
あ
っ
た
ん
だ
。
今
回
、
保
健
学
科

を
中
心
に
、
産
道
通
過
体
験
や
妊
婦

体
験
が
で
き
る
「
出
産
と
子
供
の
発

達
」
と
い
う
企
画
が
で
き
た
の
は
す

ご
く
よ
か
っ
た
な
と
思
っ
て
る
よ
。

佐
：
私
は
次
回
の
医
学
祭
で
広
報
を

担
当
し
た
い
と
考
え
て
い
る
の
で
す

が
、
広
報
は
実
行
委
員
長
と
同
じ

よ
う
に
、
全
企
画
を
見
渡
し
て
い
な

い
と
で
き
な
い
仕
事
だ
と
思
う
ん
で

す
。
中
尾
さ
ん
は
全
体
を
見
渡
し
つ

つ
、
細
か
い
所
ま
で
気
を
配
っ
て
い

ら
し
て
、
す
ご
い
な
と
思
っ
て
い
て
。

ご
自
分
で
は
、
も
と
も
と
リ
ー
ダ
ー

に
向
い
て
い
た
と
思
い
ま
す
か
？

中
：
い
や
、
そ
ん
な
に
リ
ー
ダ
ー
適

性
が
あ
っ
た
と
は
思
わ
な
い
よ
。
人

に
頼
む
よ
り
、
自
分
で
や
っ
て
し

ま
っ
た
方
が
早
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ

て
い
う
タ
イ
プ
だ
っ
た
し
（
笑
）。
た

だ
、
以
前
東
医
体
で
主
管
を
務
め
さ

せ
て
も
ら
っ
た
と
き
に
、
一
人
で
全

部
や
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
周
り
に
お

願
い
し
た
方
が
良
い
結
果
に
結
び
つ

く
っ
て
学
ん
だ
ん
だ
よ
ね
。
大
変
さ

も
あ
る
け
ど
、
一
人
で
や
る
よ
り
み

ん
な
で
や
っ
た
方
が
楽
し
い
し
、
よ

り
大
き
な
こ
と
を
達
成
で
き
る
か
ら
。

佐
：
実
行
委
員
が
70
人
も
い
れ
ば
、

コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
高
い
人
も
低
い

人
も
い
た
と
思
う
の
で
す
が
、
全
員

に
協
力
し
て
も
ら
う
た
め
に
心
が
け

て
い
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

中
：
と
に
か
く
み
ん
な
と
仲
良
く
、

い
い
関
係
を
築
こ
う
と
い
う
こ
と

か
な
。
普
段
か
ら
う
ま
く
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
れ
て
い
る
と
、
不

安
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
き
に
も
、
お

互
い
に
相
談
し
や
す
く
な
る
か
ら
ね
。

そ
の
た
め
に
意
識
し
て
い
た
の
は
、

感
謝
の
気
持
ち
を
大
げ
さ
な
く
ら

い
伝
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
思
っ

て
い
る
だ
け
じ
ゃ
伝
わ
ら
な
い
か
ら
、

で
き
る
だ
け
「
あ
り
が
と
う
」
と
口

に
出
す
よ
う
に
し
て
い
ま
し
た
。

佐
：
今
回
が
大
盛
況
だ
っ
た
の
で
、

次
回
の
医
学
祭
を
担
う
の
は
ち
ょ
っ

と
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
で
す
（
笑
）。

中
：
過
去
を
意
識
し
す
ぎ
な
く
て
い

い
と
思
う
よ
。
今
回
の
コ
ン
セ
プ
ト

を
引
き
継
い
で
も
ら
っ
て
も
、
全
然

別
の
方
向
に
進
ん
で
も
い
い
。
み
ん

な
で
仲
良
く
、
自
分
た
ち
の
医
学
祭

を
作
っ
て
く
れ
た
ら
嬉
し
い
な
。

佐
：
そ
う
で
す
ね
。
個
人
的
に
は
、

保
健
学
科
は
も
ち
ろ
ん
、
同
じ
キ
ャ

ン
パ
ス
に
あ
る
歯
学
部
な
ど
も
巻
き

込
ん
で
い
け
た
ら
い
い
な
、
と
思
っ

て
い
ま
す
。
今
日
は
た
く
さ
ん
お
話

を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

医学祭の成功は、間口を広げようとアクティブに活動された委員
長なしにはなしえなかったことだと実感しました。コミュニケーショ
ンを大切にする姿勢は、上に立つ者として必要だと思いますが、
自分にできるかと言われると不安です（笑）。次回の医学祭実行
委員にとって、中尾さんは間違いなく追いかける背中ですし、積
極的に新企画へチャレンジして先輩を追い越せたらと思います。

佐伯 尚美（東北大学医学部 2 年）

profile
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