


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
。

「
当
た
り
前
」
を
疑
う
経
験

可
児
（
以
下
、
可
）：
僕
は
学
生
の

う
ち
に
医
学
部
内
外
の
い
ろ
ん
な
世

界
を
見
た
い
と
思
っ
て
、
学
外
の
活

動
に
も
参
加
し
て
き
ま
し
た
。
で
も
、

学
生
な
ん
だ
か
ら
本
当
は
学
業
に
集

中
す
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
、
と
不

安
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

小
林
（
以
下
、
小
）：
そ
ん
な
こ
と

を
心
配
す
る
必
要
は
な
い
よ
。
医
学

部
に
こ
も
っ
て
６
年
間
過
ご
す
の
は

も
っ
た
い
な
い
。
医
師
は
医
療
の
こ

と
だ
け
わ
か
っ
て
い
れ
ば
い
い
と
い

う
時
代
で
は
な
い
か
ら
、
政
治
や
経

済
の
こ
と
も
含
め
て
、
広
い
視
野
が

な
い
と
ね
。
俺
自
身
、
３
年
半
の
イ

ギ
リ
ス
留
学
で
人
生
観
が
変
わ
っ
た

な
と
思
う
か
ら
、
若
い
人
に
は
留
学

を
い
つ
も
勧
め
て
い
る
ん
だ
。

岡
本
（
以
下
、
岡
）：
留
学
先
で
ど

ん
な
経
験
を
さ
れ
た
ん
で
す
か
？

小
：
外
国
と
日
本
で
は
医
療
の
あ
り

方
が
こ
ん
な
に
も
違
う
の
か
っ
て
驚

か
さ
れ
た
。
医
療
の
シ
ス
テ
ム
も
違

え
ば
、
採
血
の
仕
方
や
抗
生
剤
の
投

与
の
仕
方
も
違
う
。
俺
が
一
番
衝
撃

を
受
け
た
の
は
、
働
き
方
の
違
い
だ

ね
。
30
日
の
う
ち
15
日
が
当
直
だ
っ

た
ん
だ
け
ど
、
当
直
じ
ゃ
な
い
日
は

17
時
に
完
全
オ
フ
。
当
然
17
時
に

仕
事
が
終
わ
っ
て
い
る
わ
け
は
な
い

ん
だ
け
ど
、
代
わ
り
の
医
師
が
引
き

継
い
で
く
れ
る
。
患
者
さ
ん
や
そ
の

家
族
も
そ
れ
を
当
然
だ
と
思
っ
て
い

て
、
重
患
の
家
族
が"H

ave a nice 
w

eekend."

っ
て
送
り
出
し
て
く
れ

た
り
す
る
。
当
時
の
日
本
で
は
、
医

者
は
自
分
の
生
活
な
ん
て
顧
み
ず
に

働
く
の
が
当
然
だ
っ
た
か
ら
、
信
じ

ら
れ
な
か
っ
た
ね
。

　

日
本
の
外
に
出
て
働
い
て
み
る
と
、

自
分
の
常
識
が
打
ち
破
ら
れ
る
よ
う

な
で
き
ご
と
が
必
ず
あ
る
。
留
学
は

し
て
お
い
た
方
が
い
い
と
思
う
ね
。

ほ
っ
と
し
て
も
ら
え
る
医
師
に

岡
：
先
生
は
、
テ
レ
ビ
の
健
康
番
組

へ
の
出
演
や
本
の
出
版
な
ど
、
臨
床

以
外
で
も
活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
よ
ね
。

小
：
本
を
出
し
た
り
メ
デ
ィ
ア
に
出

た
り
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
遠
方
の

方
か
ら
感
謝
の
手
紙
を
た
く
さ
ん
頂

い
て
、
患
者
さ
ん
と
一
対
一
で
対
応

し
て
治
す
だ
け
が
医
療
じ
ゃ
な
い
ん

だ
な
っ
て
思
う
よ
。

可
：
で
も
正
直
、
医
療
情
報
を
伝
え

る
テ
レ
ビ
番
組
や
雑
誌
っ
て
、
医
学

的
に
正
し
い
と
は
い
え
な
い
よ
う
な

も
の
も
あ
り
ま
せ
ん
か
…
？

小
：
信
憑
性
に
欠
け
る
情
報
を
発
信

す
る
メ
デ
ィ
ア
も
確
か
に
あ
る
。
た

だ
、
そ
の
怪
し
い
情
報
を
嘘
と
言
い

切
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
う
こ
と
も

知
っ
て
い
て
ほ
し
い
。
ど
ん
な
治
療

に
も
主
作
用
と
副
作
用
が
あ
る
よ
う

に
、
医
療
に
は
必
ず
両
面
が
あ
る
し
、

研
究
が
進
ん
で
、
こ
れ
ま
で
正
し
い

と
さ
れ
て
き
た
常
識
が
変
わ
る
こ
と

も
あ
る
だ
ろ
？　

だ
か
ら
、
自
分
に

は
疑
わ
し
く
思
え
る
主
張
に
出
会
っ

て
も
、
い
き
な
り
否
定
す
る
の
で
は

な
く
、
ま
ず
は
「
ど
う
し
て
こ
ん
な

風
に
考
え
る
ん
だ
ろ
う
？
」
と
考
え

て
み
た
ほ
う
が
い
い
と
思
う
。

岡
：
な
る
ほ
ど
。
で
も
正
直
、
患
者

さ
ん
が
怪
し
い
医
療
情
報
を
信
じ
て

診
察
室
に
来
る
の
は
、
ち
ょ
っ
と
怖

い
な
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

小
：
今
は
患
者
さ
ん
が
た
く
さ
ん
の

情
報
を
得
て
病
院
に
来
る
時
代
だ
よ

ね
。
だ
か
ら
こ
そ
、
正
確
な
知
識
を

持
っ
て
い
る
こ
と
と
同
時
に
、「
先

生
と
会
う
と
ほ
っ
と
す
る
」
と
思
っ

て
も
ら
え
る
よ
う
な
医
師
に
な
る
こ

と
が
大
事
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。

岡
：
そ
う
い
う
医
師
に
な
る
た
め
に

は
、
ど
う
し
た
ら
い
い
で
し
ょ
う
か
。

小
：
得
意
・
不
得
意
も
あ
る
と
思

う
け
ど
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能

力
っ
て
や
っ
ぱ
り
大
事
だ
よ
ね
。
こ

れ
は
俺
自
身
の
経
験
な
ん
だ
け
ど
、

部
活
の
ラ
グ
ビ
ー
で
大
け
が
を
し

た
。
も
う
元
の
よ
う
に
歩
け
な
い
と

言
わ
れ
る
ほ
ど
の
重
傷
で
ね
、
目
の

前
が
真
っ
暗
に
な
っ
た
。
で
も
そ
の

時
、「
よ
く
見
る
と
、
こ
こ
の
骨
が

ち
ょ
っ
と
治
っ
て
き
て
る
ん
だ
よ
」

と
声
を
か
け
て
く
れ
た
先
生
が
い
た

ん
だ
。
そ
の
一
言
に
は
本
当
に
救
わ

れ
た
。
自
分
に
も
知
識
が
あ
る
か
ら
、

信
じ
ち
ゃ
い
け
な
い
、
期
待
し
ち
ゃ

い
け
な
い
っ
て
思
っ
た
け
ど
、
や
っ

ぱ
り
嬉
し
か
っ
た
よ
。
医
師
の
何
気

な
い
一
言
で
、
同
じ
状
況
も
、
患
者

さ
ん
に
と
っ
て
は
天
国
に
も
地
獄
に

も
な
り
う
る
。
ま
ず
は
実
習
や
臨
床

研
修
の
場
で
、「
こ
の
先
生
い
い
な
」

と
思
え
る
医
師
を
見
つ
け
て
、
そ
の

人
を
真
似
る
こ
と
か
ら
始
め
て
み
た

ら
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。

岡本 賢
順天堂大学　医学部　２年

What I’m made from

小林 弘幸

学生のうちこそ
大学の外に
目を向けてほしい

自由がある学生時代だからこそ様々な人と
出会い、価値観に触れ、視野を広げること
の大切さを再確認しました。新しい時代の
医師のあり方を知り、その理想を目指した
いです。

小林 弘幸
順天堂大学　総合診療科・病院管理学　教授
東京都医師会　理事
1987年、順天堂大学医学部卒業。1991年より、
ロンドン大学付属英国王立小児病院に留学。現在、
総合診療科・病院管理学教授のほか、漢方医学先
端臨床センターの教授も務める。

可児 圭丞
順天堂大学　医学部　５年
キャリアに迷っていましたが、医学を究めた
先生からの「今のうちに医学以外の分野を
しっかり学ぶべきだ」というコメントを信じ、
これからも興味のある分野を学んでいきま
す。

順天堂大学　総合診療科・病院管理学　教授
東京都医師会　理事

※医学生の学年は取材当時のものです。3 2
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* 厚生労働省「平成27年（2015）医療施設（動態）調査」による

歯
科
診
療
所
は
全
国
に
約
６
万
８
０
０
０
施
設*

が
あ
り
、
地
域
住
民
の
健
康
を
支
え
て
い
ま
す
が
、

歯
科
医
師
と
医
師
が
地
域
で
連
携
す
る
場
面
は
ま

だ
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
口
腔
ケ
ア
や
摂

食
機
能
の
維
持
な
ど
、
特
に
高
齢
者
の
ケ
ア
に
お

い
て
医
科
と
歯
科
が
連
携
す
る
必
要
性
は
高
ま
っ

て
い
ま
す
。
今
回
は
、
仙
台
で
診
療
を
行
っ
て
い

る
医
師
の
小
野
寺
謙
吾
先
生
と
歯
科
医
師
の
吉
中

晋
先
生
に
、
地
域
で
の
医
科
歯
科
連
携
に
つ
い
て

お
話
を
伺
い
ま
す
。

口
腔
内
の
こ
と
な
ら
何
で
も
相
談
し
て
ほ
し
い

︱
︱
小
野
寺
先
生
は
、
主
に
訪
問
診
療
を
さ
れ
て

い
る
と
の
こ
と
で
す
が
、
実
際
に
ど
ん
な
ケ
ー
ス

で
歯
科
と
連
携
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

小
野
寺
（
以
下
、
小
）：
口
か
ら
食
べ
ら
れ
な
い

な
ど
摂
食
機
能
の
問
題
や
、
歯
が
グ
ラ
グ
ラ
し
て

い
る
、
口
の
中
が
荒
れ
て
い
る
、
と
い
っ
た
口
腔

内
の
問
題
が
あ
る
ケ
ー
ス
で
は
、
で
き
る
だ
け
歯

科
の
先
生
に
関
わ
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

  

吉
中
先
生
と
連
携
し
た
ケ
ー
ス
で
す
が
、
高
齢

の
女
性
患
者
さ
ん
で
、
も
と
も
と
は
別
の
病

お
っ
し
ゃ
る
よ
う
な
、密
な
「
顔
の
見
え
る
関
係
」

は
、
実
際
に
連
携
し
て
地
域
の
患
者
さ
ん
に
関
わ

る
際
に
絶
対
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
す
が
、
Ｓ
Ｎ

Ｓ
で
普
段
か
ら
気
軽
な
つ
な
が
り
を
作
っ
て
お
く

こ
と
も
有
効
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

︱
︱
医
科
歯
科
連
携
を
医
学
生
が
学
ぶ
た
め
に
は
、

ど
う
す
れ
ば
良
い
で
し
ょ
う
か
。

吉
：
ま
ず
歯
科
医
療
を
見
て
、
知
っ
て
ほ
し
い
で

す
ね
。
医
科
と
歯
科
の
連
携
の
た
め
に
見
学
し
た

い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
き
っ
と
多
く
の
歯
科

医
師
が
協
力
し
て
く
れ
る
と
思
い
ま
す
。

小
：
医
科
と
歯
科
の
連
携
に
限
ら
ず
、
多
職
種
連

携
を
学
ぶ
と
き
に
は
、
連
携
の
現
場
を
体
験
す
る

と
わ
か
り
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
、
造
影
剤
を
使
っ
て
嚥
下
機
能
を
評
価
し

て
い
る
と
こ
ろ
を
実
際
に
見
る
と
、
誤
嚥
し
て
食

べ
物
が
気
管
に
入
る
瞬
間
が
わ
か
る
の
で
す
。
そ

れ
を
見
れ
ば
、な
ん
と
か
し
て
誤
嚥
を
防
ぎ
、ち
ゃ

ん
と
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
支
援
し
た
い
、
と
い
う

実
感
が
湧
い
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
ん
な
と
き
に
、
歯
科
の
先
生
方
は
、
私
た
ち
の

ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
異
な
る
方
策
を
持
っ
て
い
ま
す

か
ら
、
協
力
し
な
い
手
は
な
い
と
思
う
の
で
す
。

に
根
付
い
た
「
か
か
り
つ
け
医
」
の
重
要
性
が
注

目
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
歯
科
で
も
同
様
に
「
歯
」

の
治
療
だ
け
で
は
な
く
、そ
の
人
の
地
域
で
の「
生

活
全
体
」
を
診
る
視
点
を
持
ち
、
か
か
り
つ
け
の

歯
科
医
師
と
し
て
診
療
活
動
を
行
っ
て
い
る
歯
科

医
師
も
い
る
の
で
す
。

医
科
歯
科
連
携
を
進
め
る
た
め
に

︱
︱
「
食
べ
る
」
と
い
う
行
為
に
は
様
々
な
専
門

職
が
関
わ
り
ま
す
。
そ
の
な
か
で
、
ど
こ
ま
で
が

歯
科
医
師
の
専
門
領
域
な
の
か
が
わ
か
ら
な
い
こ

と
も
、
医
科
と
歯
科
の
連
携
を
難
し
く
し
て
い
る

よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
す
が
。

吉
：
個
々
の
歯
科
医
師
に
よ
っ
て
も
専
門
性
に
違

い
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
ま
ず
は
声
を
か
け
て
い
た

だ
け
れ
ば
、
協
働
す
る
な
か
で
役
割
分
担
も
見
つ

か
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。
医
科
と
歯
科
の
境
目

は
ど
こ
か
、
な
ど
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
例
え

ば
患
者
さ
ん
が
口
か
ら
食
べ
る
た
め
に
は
ど
う
し

た
ら
い
い
か
、
一
緒
に
考
え
て
い
く
こ
と
が
重
要

な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
口
腔
内
に
異
常
が

あ
れ
ば
咀
嚼
は
で
き
ま
せ
ん
し
、
胸
郭
の
動
き
が

医科と歯科が
気軽に相談しあう関係へ
仙台市における地域の医科歯科連携

今回お話を伺った先生

吉中 晋先生
吉中歯科医院

シリーズ連載　         医科歯科連携がひらく、これからの「健康」③

悪
け
れ
ば
ス
ム
ー
ズ
な
嚥
下
は
で
き
ま
せ
ん
。
医

科
と
歯
科
、
ど
ち
ら
か
一
方
だ
け
で
は
サ
ポ
ー
ト

し
き
れ
ま
せ
ん
よ
ね
。
地
域
の
医
療
者
た
ち
が
連

携
す
る
の
は
、
患
者
さ
ん
を
中
心
に
考
え
れ
ば
、

自
然
に
で
き
る
は
ず
の
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

小
：
私
が
歯
科
と
の
連
携
に
抵
抗
感
が
あ
ま
り
な

い
の
は
、
救
急
医
と
し
て
の
経
験
が
大
き
い
と
思

い
ま
す
。
救
急
の
現
場
で
は
、
顎
口
腔
外
傷
の
治

療
の
た
め
に
口
腔
外
科
の
先
生
と
関
わ
る
こ
と
は

多
い
で
す
し
、
様
々
な
職
種
が
連
携
し
て
治
療
す

る
こ
と
が
日
常
的
で
し
た
。

　

現
在
は
、
在
宅
療
養
を
支
え
る
医
師
と
し
て
、

患
者
さ
ん
と
ご
家
族
の
不
安
を
な
る
べ
く
減
ら
し

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
病
気
や
怪
我
を
す
る
と
、

不
安
に
な
る
の
が
当
た
り
前
で
す
よ
ね
。
不
安
は

な
か
な
か
ゼ
ロ
に
は
な
り
ま
せ
ん
が
、
な
る
べ
く

減
ら
す
お
手
伝
い
を
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
、

医
師
と
し
て
の
ス
キ
ル
や
知
識
を
高
め
る
こ
と
に

加
え
て
、
地
域
で
の
連
携
・
顔
の
見
え
る
関
係
づ

く
り
も
大
事
な
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

と
い
う
の
も
、
例
え
ば
「
口
の
中
を
診
て
も
ら
っ

て
く
だ
さ
い
」
と
医
師
に
言
わ
れ
た
と
し
て
、
知

ら
な
い
歯
科
医
師
の
と
こ
ろ
に
い
き
な
り
行
く
の

は
不
安
で
す
よ
ね
。
そ
ん
な
と
き
に
、
在
宅
の
主

治
医
が
「
信
頼
で
き
る
、
よ
く
知
っ
て
い
る
先
生

だ
か
ら
」
と
紹
介
し
て
く
れ
た
ら
、
不
安
は
軽
減

さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
た
め
に

は
、
紹
介
す
る
側
の
先
生
と
さ
れ
る
側
の
先
生
の

人
柄
や
仕
事
の
内
容
が
あ
る
程
度
見
え
る
関
係
作

り
が
大
切
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

吉
：
私
は
、
仙
台
の
方
言
で
「
食
べ
ま
し
ょ
う
」

と
い
う
意
味
の
﹃
食
べ
ら
い
ん
﹄
と
い
う
グ
ル
ー

プ
を
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
に
作
っ
て
、
地
域
の
多
職
種
で
情

報
交
換
を
行
っ
て
い
ま
す
。
グ
ル
ー
プ
に
は
、
医

師
・
歯
科
医
師
・
歯
科
衛
生
士
・
管
理
栄
養
士
・

理
学
療
法
士
・
作
業
療
法
士
・
言
語
聴
覚
士
・
看

護
師
な
ど
が
参
加
し
て
い
ま
す
。
小
野
寺
先
生
の

院
に
外
来
で
通
院
し
て
い
た
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
し
た
。
体
力
が
落
ち
て
通
院
が
難
し
く
な
り
、

私
が
訪
問
診
療
の
形
で
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た

の
で
す
が
、
詳
し
く
伺
う
と
、
数
か
月
で
体
重

が
10
キ
ロ
ほ
ど
落
ち
て
し
ま
っ
た
そ
う
な
の
で

す
。
き
ち
ん
と
食
事
を
と
れ
て
い
な
い
可
能
性
が

あ
る
の
で
、
吉
中
先
生
に
患
者
さ
ん
の
口
腔
機
能

を
評
価
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
言
語
聴

覚
士
さ
ん
に
よ
る
舌
の
動
き
の
評
価
や
、
管
理
栄

養
士
さ
ん
に
よ
る
、
旦
那
さ
ん
で
も
簡
単
に
作
れ

る
料
理
の
レ
シ
ピ
の
提
案
な
ど
、
多
方
面
か
ら
ア

プ
ロ
ー
チ
し
ま
し
た
。
す
る
と
次
第
に
食
事
が
と

れ
る
よ
う
に
な
り
、
３
か
月
く
ら
い
で
体
重
が
４

～
５
キ
ロ
増
え
、
見
る
か
ら
に
顔
色
も
良
く
な
り
、

全
身
状
態
も
改
善
し
ま
し
た
。

吉
中
（
以
下
、
吉
）：
嚥
下
・
咀
嚼
の
機
能
が
衰

え
る
と
、
十
分
な
栄
養
が
摂
れ
な
く
な
っ
て
全
身

状
態
が
悪
化
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
医

科
の
先
生
の
中
に
は
「
全
身
が
弱
っ
て
し
ま
っ
た

ら
、
歯
を
治
療
し
た
と
こ
ろ
で
、
食
べ
ら
れ
る
よ

う
に
な
ら
な
い
の
で
は
」
と
思
わ
れ
る
方
も
い

ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
歯
科
医
師
や

歯
科
衛
生
士
に
相
談
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
口
腔

機
能
を
評
価
し
、
適
切
な
食
事
形
態
を
選
ぶ
と

い
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
が
で
き
ま
す
。
病
院
で
も
、

在
宅
で
も
、
チ
ー
ム
の
一
員
と
し
て
歯
科
領
域
を

う
ま
く
活
用
し
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

︱
︱
医
師
か
ら
す
る
と
、「
ど
ん
な
状
態
で
あ
れ

ば
、
歯
科
の
先
生
に
相
談
し
て
も
良
い
の
だ
ろ
う

か
」
と
迷
う
こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

吉
：
私
と
し
て
は
、
口
腔
内
の
状
態
や
食
べ
る
機

能
の
こ
と
で
何
か
気
に
な
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
す

ぐ
に
呼
ん
で
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。
歯
科
医
師

と
い
え
ば
「
歯
を
削
っ
た
り
、
詰
め
た
り
、
入
れ

歯
を
直
す
人
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
口
腔
ケ
ア
や
摂
食
機
能
を
保
つ
こ

と
も
大
き
な
役
割
で
す
。
最
近
は
、
医
科
で
地
域
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中
安
（
以
下
、
中
）：
私
た
ち
は
ま

だ
実
習
が
始
ま
っ
て
い
な
い
学
年
な

ん
で
す
。
疾
患
の
こ
と
は
一
通
り
学

ぶ
ん
で
す
け
ど
、
ど
う
し
て
も
教
科

書
の
中
の
話
と
し
て
し
か
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
な
く
て
。

岩
住
（
以
下
、
岩
）：
そ
れ
に
、
実

習
が
始
ま
っ
た
と
し
て
も
、
医
学
生

に
で
き
る
こ
と
は
限
ら
れ
て
い
る
ん

で
す
。
だ
か
ら
、
ど
う
や
っ
て
患
者

さ
ん
と
関
わ
っ
て
い
け
ば
い
い
の
か
、

想
像
が
つ
か
な
い
と
い
う
の
が
、
今

の
率
直
な
気
持
ち
で
す
。

藤
田
（
以
下
、
藤
）：
学
生
さ
ん
に

し
か
で
き
な
い
、
患
者
さ
ん
と
の
関

わ
り
も
あ
る
と
思
い
ま
す
よ
。
私
は

中
学
生
の
頃
に
発
症
し
た
の
で
す
が
、

入
院
し
て
い
た
時
、
看
護
学
生
さ
ん

が
つ
い
て
く
れ
て
い
た
ん
で
す
。
こ

れ
か
ら
の
私
の
生
活
が
ど
う
な
る
の

か
を
解
説
し
た
紙
芝
居
み
た
い
な
も

の
を
作
っ
て
く
れ
て
、
す
ご
く
感
動

し
ま
し
た
。

岩
：
そ
う
い
う
風
に
、
身
近
な
お
兄

さ
ん
お
姉
さ
ん
み
た
い
な
関
係
を
作

れ
る
の
は
、
医
学
生
の
う
ち
だ
か
ら

こ
そ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

大
場
（
以
下
、
大
）：
今
回
こ
う
し

て
患
者
さ
ん
ご
本
人
の
体
験
談
を
伺

え
る
こ
と
を
、
私
た
ち
の
今
後
の
学

び
の
糧
に
し
て
い
き
た
い
で
す
。

藤
：
私
は
歯
科
医
師
な
の
で
す
が
、

大
学
に
入
っ
て
す
ぐ
に
教
授
か
ら

「
自
分
と
同
じ
業
種
じ
ゃ
な
い
友
達

を
た
く
さ
ん
作
っ
て
く
だ
さ
い
」
と

言
わ
れ
ま
し
た
。
医
療
者
と
し
て
社

会
に
出
る
前
に
、
世
界
を
広
げ
て
ほ

し
い
と
い
う
意
味
だ
っ
た
ん
だ
と
思

い
ま
す
。
今
回
の
対
談
が
そ
の
機
会

に
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

と
き
に
は
「
放
任
主
義
」

医
師
と
患
者
の
多
様
な
関
係

岩
：
皆
さ
ん
の
主
治
医
は
ど
ん
な
先

生
で
す
か
？

能
勢
（
以
下
、
能
）：
私
の
主
治
医

す
。
本
当
は
、
そ
う
い
う
人
た
ち
に

ま
で
つ
な
が
り
を
広
げ
て
、
よ
り
多

く
の
１
型
糖
尿
病
患
者
が
、
治
療
に

積
極
的
に
取
り
組
め
る
よ
う
に
な
れ

ば
い
い
な
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

患
者
で
な
い
と
分
か
ら
な
い
？

医
師
の
限
界
と
挑
戦

大
：
こ
う
し
て
患
者
さ
ん
ご
自
身
の

体
験
談
を
聞
い
て
い
る
と
、
究
極
的

に
は
医
師
自
身
も
そ
の
病
気
に
か

か
っ
た
方
が
患
者
さ
ん
の
気
持
ち
が

分
か
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
し

ま
い
ま
す
。

能
：
そ
れ
は
か
な
り
極
端
な
考
え
方

で
す
が
、
た
し
か
に
、
藤
田
さ
ん
の

よ
う
に
自
分
が
１
型
糖
尿
病
に
な
っ

た
か
ら
医
療
者
を
志
し
た
と
い
う
方

も
い
ま
す
。
で
も
、
患
者
で
な
け
れ

ば
優
秀
な
医
師
に
な
れ
な
い
、
な
ん

て
こ
と
は
な
い
で
す
よ
（
笑
）。

藤
：
私
は
医
療
者
で
も
あ
る
の
で
、

は
ち
ょ
っ
と
特
殊
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

患
者
本
人
に
任
せ
る
タ
イ
プ
の
先

生
で
、「
私
は
患
者
じ
ゃ
な
い
か
ら
、

患
者
さ
ん
の
イ
ン
ス
リ
ン
の
単
位
数

な
ん
か
決
め
ら
れ
ま
せ
ん
よ
」
っ
て

言
う
ん
で
す
。

秋
永
（
以
下
、
秋
）：
す
ご
い
こ
と

を
お
っ
し
ゃ
る
先
生
で
す
ね
。

能
：「
あ
な
た
は
自
分
の
生
活
の
な

か
で
一
番
い
い
と
思
う
イ
ン
ス
リ
ン

の
単
位
数
を
考
え
て
決
め
て
打
っ
て

く
だ
さ
い
。
そ
れ
が
患
者
の
仕
事
で

す
」
み
た
い
な
こ
と
を
言
わ
れ
ま

す
。
で
も
そ
れ
は
た
ぶ
ん
、
29
年
と

い
う
私
の
病
歴
や
、
こ
れ
ま
で
の
付

き
合
い
の
な
か
で
見
え
て
き
た
私
の

性
格
を
考
慮
し
て
言
っ
て
い
る
こ
と

で
、
患
者
さ
ん
全
員
に
同
じ
よ
う
に

接
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
思
い

ま
す
。
場
合
に
よ
っ
て
は
手
取
り
足

取
り
、
細
か
く
指
導
な
さ
っ
て
い
る

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
。

日
々
が
勉
強
だ
と
思
っ
て
、
患
者
と

し
て
の
自
分
が
感
じ
た
こ
と
を
大
切

に
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
医
師
に

何
か
言
わ
れ
る
と
き
、
自
分
を
肯
定

し
て
く
れ
る
要
素
を
一
つ
で
も
盛
り

込
ん
で
も
ら
え
る
と
、
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
の
維
持
に
つ
な
が
る
ん
で

す
。「
前
は
こ
う
い
う
と
き
に
低
血

糖
に
な
っ
て
た
の
に
、
今
回
は
な
ら

な
か
っ
た
ね
。何
か
努
力
し
た
の
？
」

み
た
い
な
問
い
か
け
が
あ
る
と
、
患

者
の
側
も
自
分
の
こ
と
を
医
師
に
語

り
た
く
な
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
学

べ
る
の
は
、
医
療
者
の
視
点
と
患
者

の
視
点
、
両
方
を
持
っ
て
い
る
か
ら

こ
そ
な
の
か
な
、
と
思
い
ま
す
。

能
：
と
き
に
は
、
医
師
の
ア
ド
バ
イ

ス
通
り
に
い
か
な
い
こ
と
も
あ
る
と

思
う
ん
で
す
。
そ
ん
な
と
き
に
原
因

が
何
か
一
緒
に
考
え
て
く
れ
る
姿
勢

で
対
応
し
て
も
ら
え
る
と
あ
り
が
た

い
で
す
ね
。
い
ろ
ん
な
患
者
か
ら
情

藤
：
私
の
先
生
も
能
勢
さ
ん
の
主
治

医
の
方
と
同
様
に
放
任
主
義
で
、
３

か
月
に
一
度
く
ら
い
し
か
伺
わ
な
く

て
も
大
丈
夫
な
ん
で
す
。
そ
れ
で
も

私
の
体
調
に
合
わ
せ
て
ち
ゃ
ん
と
イ

ン
ス
リ
ン
の
調
整
を
し
て
く
だ
さ
る

の
で
、
と
て
も
信
頼
し
て
い
ま
す
。

岩
：
普
段
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
相

談
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
か
。

藤
：
例
え
ば
女
性
の
場
合
、
月
経
周

期
が
血
糖
値
に
深
く
関
わ
っ
て
く
る

ん
で
す
ね
。
女
性
ホ
ル
モ
ン
は
、
イ

ン
ス
リ
ン
の
作
用
効
果
に
も
影
響
を

与
え
て
い
ま
す
。
エ
ス
ト
ロ
ゲ
ン
は

イ
ン
ス
リ
ン
の
効
き
を
良
く
し
、
プ

ロ
ゲ
ス
テ
ロ
ン
は
効
き
を
悪
く
す
る

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、

個
人
差
は
あ
り
ま
す
が
、
月
経
の
始

ま
る
２
週
間
く
ら
い
前
の
週
は
血

糖
が
ど
ー
ん
と
上
が
る
け
れ
ど
、
始

ま
り
出
す
２
〜
３
日
前
か
ら
急
激
に

落
ち
る
印
象
が
あ
り
ま
す
。
他
に

報
を
得
ら
れ
て
、
医
師
自
身
の
経
験

も
豊
富
に
な
り
、
双
方
に
と
っ
て
メ

リ
ッ
ト
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

体
験
談
か
ら
考
え
る

目
指
す
べ
き
医
師
の
姿

秋
：
今
の
主
治
医
に
感
謝
し
て
い
る

の
は
、
次
の
月
に
や
る
べ
き
ア
ク

シ
ョ
ン
を
一
つ
決
め
て
く
だ
さ
る
こ

と
で
す
。
例
え
ば
「
同
じ
位
置
に
注

射
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
」
と

か
、
そ
う
い
う
具
体
的
な
行
動
レ
ベ

ル
で
。
あ
と
は
、「
今
月
は
ど
う
で

す
か
？
」「
他
に
質
問
は
な
い
で
す

か
？
」
な
ど
の
、
オ
ー
プ
ン
ク
エ
ス

チ
ョ
ン
も
と
て
も
助
か
り
ま
す
ね
。

能
：
私
は
、
治
療
の
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
話
さ
な
く
て
大
丈
夫
な
の
で
、
大

概
世
間
話
を
し
て
い
ま
す
。
患
者
の

状
態
や
経
験
に
よ
っ
て
、
理
想
の
形

も
様
々
で
す
ね
。

　

診
察
室
の
中
で
で
き
る
こ
と
っ
て

も
、
休
み
の
日
と
働
い
て
い
る
日
で

は
、
運
動
量
も
ス
ト
レ
ス
が
か
か
っ

て
い
る
量
も
全
く
異
な
っ
て
き
ま
す
。

そ
れ
に
合
わ
せ
て
イ
ン
ス
リ
ン
の
量

を
調
整
し
な
さ
い
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

自
分
で
自
分
の
血
糖
を
測
っ
て
い
る

ん
だ
か
ら
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
量
を

調
整
し
な
さ
い
と
。
大
変
そ
う
に
聞

こ
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
の

場
合
は
そ
う
い
う
方
針
に
変
え
て
か

ら
、
検
査
の
結
果
が
一
気
に
よ
く
な

り
ま
し
た
。

患
者
一
人
ひ
と
り
に
合
わ
せ
た

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
方
法

中
：
医
師
と
話
す
時
、
心
が
け
て
い

る
こ
と
な
ど
は
あ
り
ま
す
か
？

能
：
医
師
っ
て
や
っ
ぱ
り
科
学
者
だ

か
ら
か
、
デ
ー
タ
に
基
づ
い
た
話
を

よ
く
聞
い
て
く
だ
さ
る
印
象
が
あ
り

ま
す
。「
大
変
な
ん
で
す
」と
か「
困
っ

て
る
ん
で
す
」
と
い
う
主
観
的
な
話

も
大
事
で
す
が
、
そ
れ
に
加
え
て

デ
ー
タ
が
あ
る
と
、
自
分
の
状
態
を

よ
り
理
解
し
て
も
ら
い
や
す
く
な
る

は
ず
で
す
。
そ
う
い
う
話
し
方
の
工

夫
を
患
者
側
も
心
が
け
た
方
が
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
う
ま
く
い
く

よ
う
に
感
じ
ま
す
。
た
だ
、
患
者
の

中
に
も
そ
れ
が
得
意
な
人
と
不
得
意

な
人
が
い
る
と
思
う
の
で
、
難
し
い

と
こ
ろ
で
す
よ
ね
。

藤
：
発
症
当
初
の
中
学
生
の
頃
は
、

毎
日
デ
ー
タ
を
書
く
の
が
面
倒
で
、

な
か
な
か
続
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
血

糖
値
が
落
ち
着
い
て
い
る
方
が
お
医

者
さ
ん
に
よ
く
思
わ
れ
る
と
思
っ
て
、

や
っ
ぱ
り
限
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
よ
。

医
療
機
関
に
行
く
の
は
１
か
月
に
１

回
、
時
間
で
言
え
ば
５
分
と
か
10
分

じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
の
時
間
内
で
、

自
分
が
診
て
い
な
い
時
間
の
患
者
さ

ん
に
い
か
に
動
機
づ
け
で
き
る
か
、

と
い
う
の
が
ポ
イ
ン
ト
な
ん
じ
ゃ
な

い
か
な
、
と
思
い
ま
す
ね
。

大
：
一
人
ひ
と
り
の
患
者
さ
ん
が
ど

う
い
う
性
格
で
、
ど
ん
な
こ
と
が
行

動
の
引
き
金
に
な
る
の
か
、
思
い
を

馳
せ
る
の
が
大
事
な
ん
で
す
ね
。

能
：
そ
う
で
す
ね
。
患
者
が
興
味
関

心
を
持
つ
こ
と
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
て
、

そ
れ
に
合
わ
せ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
取
っ
て
も
ら
え
る
と
あ
り

が
た
い
な
と
思
い
ま
す
。
す
み
ま
せ

ん
、
大
変
で
す
ね
（
笑
）。

中
：
私
は
、
大
き
な
責
任
を
伴
う
医

師
と
い
う
職
業
に
憧
れ
て
頑
張
っ
て

い
る
の
で
、
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
は
む

し
ろ
当
然
だ
と
思
い
ま
す
。

岩
：
最
初
に
も
話
し
た
よ
う
に
、
学

生
の
頃
に
い
ろ
い
ろ
な
医
療
者
以
外

の
方
の
お
話
を
伺
っ
て
、
視
野
を
広

げ
る
こ
と
が
、
患
者
さ
ん
の
立
場
に

な
っ
て
考
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の

か
な
、
と
思
い
ま
し
た
。

能
：
急
性
疾
患
や
感
染
症
に
罹
患
し

た
場
合
は
、
専
門
知
識
を
持
っ
て
い

る
医
師
に
ほ
と
ん
ど
お
任
せ
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
が
、
慢
性
疾
患
は
患

者
自
身
で
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
も
多
い
ん
で
す
よ
ね
。
お
互
い

学
び
合
う
関
係
を
作
っ
て
い
け
ば
い

い
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

中
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

デ
ー
タ
を
少
し
直
し
て
書
い
て
い
た

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
す
ぐ
に
嘘
だ
と

ば
れ
て
し
ま
う
ん
で
す
が
（
笑
）。

大
：
糖
尿
病
は
、
患
者
さ
ん
ご
自
身

の
努
力
に
よ
っ
て
結
果
が
左
右
さ
れ

る
病
気
で
す
よ
ね
。
自
発
的
に
治
療

に
取
り
組
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
、
い

か
に
支
援
で
き
る
か
が
大
事
に
な
っ

て
く
る
の
か
な
、
と
思
い
ま
し
た
。

秋
：
そ
こ
に
配
慮
し
て
い
た
だ
け
る

と
嬉
し
い
で
す
。
例
え
ば
、
私
は
機

械
や
デ
ー
タ
が
好
き
な
の
で
、
先
生

が
デ
ー
タ
を
見
な
が
ら
一
緒
に
考
え

て
く
だ
さ
る
の
が
嬉
し
い
ん
で
す
。

自
分
で
血
糖
測
定
器
を
使
え
る
こ
と

も
楽
し
く
て
、
治
療
の
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
に
な
っ
て
い
ま
す
。
私
は
発

症
し
て
ま
だ
１
年
程
度
で
す
が
、
そ

れ
ま
で
病
院
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
ま

り
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
定
期
的
に

通
院
す
る
よ
う
に
な
っ
て
初
め
て
、

「
お
医
者
さ
ん
に
会
う
と
い
う
こ
と

は
、
デ
ー
タ
を
見
た
り
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
し
た
り
す
る
こ
と
な
ん
だ
」

と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

中
：
皆
さ
ん
は
積
極
的
に
治
療
に
取

り
組
ま
れ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
が
、

そ
う
で
な
い
患
者
さ
ん
も
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
よ
ね
。

能
：
な
か
な
か
治
療
に
対
す
る
モ
チ

ベ
ー
シ
ョ
ン
を
上
げ
ら
れ
な
い
と
い

う
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
よ
。
私
た

ち
は
同
じ
患
者
グ
ル
ー
プ
に
入
っ
て

い
て
、
患
者
同
士
で
情
報
交
換
を
す

る
の
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
ま
す

が
、
そ
う
い
う
活
動
に
参
加
さ
れ
な

い
方
も
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

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。
医学生の学年は、取材当時のものです。

１型糖尿病 後編

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。

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 後編

医
大
生
と
し
て
で
き
る
こ
と

研
修
医
と
し
て
で
き
る
こ
と

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

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

番外編
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地域医療
ルポ

RE
PO 19

「
私
が
生
ま
れ
る
前
年
、
父
が
大
森

病
院
を
開
業
し
ま
し
た
。
私
は
病
院

の
中
で
育
っ
た
よ
う
な
も
の
な
ん
で

す
。
両
親
の
代
わ
り
に
看
護
師
さ
ん

が
子
守
を
し
て
く
れ
て
、
患
者
さ
ん

に
も
﹃
大
き
く
な
っ
た
ら
ボ
ク
も
お

医
者
さ
ん
に
な
る
ん
や
ね
﹄
な
ん
て

言
わ
れ
た
り
し
て
ね
。」

患
者
に
慕
わ
れ
る
父
が
幼
心
に

誇
ら
し
く
、
医
学
の
道
を
志
し
た
の

は
自
然
な
こ
と
だ
っ
た
と
先
生
は
語

る
。
地
元
の
京
都
府
立
医
科
大
学
医

学
部
卒
業
後
、
父
と
同
じ
外
科
に
入

局
。
大
学
や
出
張
先
の
病
院
で
腕
を

磨
き
な
が
ら
、
大
学
の
関
連
施
設
の

一
つ
で
あ
る
実
家
の
大
森
病
院
に
も

出
向
き
、
父
の
診
療
を
学
ん
だ
。

「
病
院
は
平
成
７
年
か
ら
無
床
診
療

所
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
翌
年
、
父

か
ら
連
絡
が
あ
り
、
慌
て
て
帰
省
す

る
と
大
病
を
患
っ
て
い
た
ん
で
す
。

地
域
に
か
け
る
父
の
思
い
を
受
け
て
、

医
院
を
継
ぐ
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。」

継
承
後
間
も
な
い
頃
は
、
以
前
か

ら
診
て
い
た
患
者
に
が
ん
が
見
つ
か

る
と
、
紹
介
先
の
病
院
で
自
ら
メ
ス

を
と
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
徐
々

に
そ
の
診
療
内
容
は
変
化
し
て
き
た
。

「
お
年
を
召
さ
れ
て
通
院
が
難
し
く

な
っ
た
患
者
さ
ん
に
往
診
を
頼
ま
れ

る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
て
ね
。
こ

の
あ
た
り
は
幸
い
専
門
医
の
数
も
多

く
、
入
院
の
紹
介
先
に
は
困
り
ま
せ

ん
。
近
所
の
病
院
に
は
気
心
の
知
れ

た
大
学
の
先
輩
後
輩
も
い
る
。
そ
れ

な
ら
ば
自
分
は
、
手
術
を
す
る
よ
り
、

患
者
さ
ん
と
そ
の
ご
家
族
の
思
い
に

添
い
な
が
ら
外
来
や
在
宅
診
療
を
す

る
こ
と
に
専
念
す
べ
き
だ
と
思
う
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

看
取
り
を
始
め
た
の
も
自
然
な

流
れ
で
し
た
。
医
院
を
継
い
だ
直

後
、
父
の
代
か
ら
診
て
い
た
、
あ
る

患
者
さ
ん
の
往
診
を
頼
ま
れ
た
ん
で

す
。
そ
の
方
は
ご
高
齢
に
な
ら
れ
、

認
知
症
が
進
ん
で
い
ま
し
た
。
寝
た

き
り
に
な
り
、
経
口
摂
取
が
徐
々
に

減
っ
て
い
く
の
を
静
か
に
見
守
っ
た

ら
、
最
後
は
苦
し
ま
れ
る
こ
と
な
く

枯
れ
枝
の
よ
う
に
自
然
に
亡
く
な
り
、

ご
家
族
に
と
て
も
感
謝
さ
れ
ま
し
た
。

地
域
の
か
か
り
つ
け
医
の
仕
事
は
、

こ
う
し
て
患
者
さ
ん
や
家
族
と
じ
っ

く
り
お
付
き
合
い
し
て
寄
り
添
っ
て

ゆ
く
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
、
と
。」

24
時
間
体
制
で
看
取
り
に
対
応
す

る
た
め
、
先
生
は
訪
問
看
護
師
な
ど

の
他
職
種
と
も
積
極
的
に
連
携
し
て

い
る
。
地
域
で
切
れ
目
の
な
い
医
療

を
行
う
た
め
、
患
者
の
診
療
情
報
を

共
有
で
き
る
「
連
携
カ
ー
ド
シ
ス
テ

ム
」
の
導
入
も
進
め
た
。

「
患
者
さ
ん
が
複
数
の
医
療
機
関
を

受
診
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
た
め
、

そ
れ
ぞ
れ
の
重
要
な
診
療
情
報
を

カ
ー
ド
１
枚
で
参
照
で
き
、
検
査
や

投
薬
の
重
複
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
た

ら
、
ど
ん
な
に
便
利
か
と
思
い
、
医

師
会
の
有
志
で
開
発
し
ま
し
た
。
み

ん
な
が
﹃
こ
こ
に
住
ん
で
い
て
よ
か
っ

た
な
﹄
と
思
え
る
よ
う
な
地
域
に
す

る
た
め
、
地
域
の
医
療
関
係
者
同
士

で
協
力
し
て
、
よ
り
良
い
地
域
医
療

を
構
築
し
て
い
き
た
い
で
す
。」

区の西側を桂川が流れ、東は鴨川を
挟んで伏見区と接する。北側はかつ
ての平安京の南端（八条大路～九条
大路）にほぼ相当し、都の正門であ
る羅城門と、王城鎮護のための東寺・
西寺が建った。大森医院は京都駅か
ら JR 線で一駅、住宅地と商業・工
業地域が入り混じった地域にある。

京都府京都市南区

「この街に住んでいてよかった」と思える地域に
京都府京都市南区　大森医院　大森 浩二先生

医院周辺は都市部で医療機関にも恵まれているが、高齢のため医療機関に通えないという患者さんも多い。

副院長であり耳鼻咽喉科医の妻と協力して診療にあたる。 大森医院の外観。
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西洋医学と東洋医学の協働を行っている明治国際医療大学附属病院・附属鍼灸
センターでは、医学生等の見学を受け入れています。

information

チーム医
療の

パートナ
ー

連載

特別
編

見学を受け入れています

窓口 : 入試事務室
Mail : admission@meiji-u.ac.jp  ／  TEL: 0771-72-1188

Need to know [ 連載 ] チーム医療のパートナー

福田 晋平先生
明治国際医療大学　
はり・きゅう学講座　助教
鍼灸学博士

岩井 直躬先生
明治国際医療大学　教授・学長
京都府立医科大学　名誉教授
専門領域：小児外科学

運動器疾患や内科疾患緩和ケアなどの分野で応用が可能です。

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、東洋医学の国家資格である、はり師・きゅう
師を紹介します。日本でも数少ない鍼灸学部のある明治国際医療大学で、はり師・き
ゅう師の福田晋平助教と、学長であり医師の岩井直躬先生にお話を伺いました。

はり師・きゅう師

鍼灸と西洋医学は協働できるか

鍼
灸
と
は
何
か

︱
︱
ま
ず
、
鍼
灸
と
は
ど
ん
な
も
の

か
お
教
え
い
た
だ
け
ま
す
か
？

福
田
（
以
下
、
福
）：
鍼
灸
は
、
体

表
に
あ
る
経
穴
︵
ツ
ボ
︶
に
刺
激
を

与
え
る
物
理
療
法
で
す
。
鍼
︵
は

り
︶
は
細
い
金
属
の
針
を
ツ
ボ
に
刺

す
方
法
で
、
灸
︵
き
ゅ
う
︶
は
モ
グ

サ
に
火
を
付
け
て
ツ
ボ
に
乗
せ
る
方

法
で
す
。
鍼
灸
の
効
果
と
し
て
、
痛

み
や
筋
肉
の
緊
張
を
緩
和
し
た
り
、

血
行
を
改
善
し
た
り
、
自
律
神
経
を

整
え
た
り
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま

す
。
副
作
用
が
少
な
く
、
服
薬
と
も

併
用
で
き
る
た
め
、
幅
広
い
年
齢
層

の
方
々
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ス
ポ
ー
ツ
障
害
な
ど
の
運
動
器

疾
患
、
老
年
病
、
内
科
疾
患
な
ど
、

様
々
な
分
野
で
応
用
可
能
で
す
。

岩
井
（
以
下
、
岩
）：「
東
洋
医
学
に

お
い
て
は
、
内
科
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と

し
て
漢
方
薬
が
、
外
科
的
ア
プ
ロ
ー

チ
と
し
て
鍼
灸
や
按
摩
、
マ
ッ
サ
ー

ジ
が
あ
る
」
と
捉
え
て
い
た
だ
け
た

ら
わ
か
り
や
す
い
か
と
思
い
ま
す
。

︱
︱
鍼
灸
を
行
う
に
は
、
資
格
が
必

要
な
の
で
し
ょ
う
か
？

福
：
鍼
灸
に
は
そ
れ
ぞ
れ「
は
り
師
」

「
き
ゅ
う
師
」
と
い
う
別
々
の
国
家

資
格
が
あ
り
、
は
り
師
・
き
ゅ
う
師

と
医
師
の
み
が
施
術
を
認
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
資
格
を
取
る
た
め
に
は
、

専
門
学
校
や
大
学
の
養
成
課
程
で
３

年
以
上
学
ぶ
必
要
が
あ
り
ま
す
。
多

く
の
人
は
、
は
り
師
・
き
ゅ
う
師
の

福
：「
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
の
歩
行
障

害
に
対
す
る
鍼
治
療
」
と
い
う
研
究

で
す
。
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
の
症
状
の

一
つ
に
「
す
く
み
足
」
と
い
う
、
前

に
進
め
な
く
な
る
歩
行
障
害
が
あ
り

ま
す
。
私
は
学
部
４
年
の
頃
か
ら
神

経
内
科
の
ゼ
ミ
に
所
属
し
、
パ
ー
キ

ン
ソ
ン
病
の
患
者
さ
ん
に
施
術
を
し

て
い
た
の
で
、
鍼
で
そ
の
症
状
が
改

善
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮

説
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
大

学
院
に
進
ん
で
か
ら
、
神
経
内
科
の

医
師
や
患
者
団
体
に
協
力
し
て
い
た

だ
き
な
が
ら
臨
床
研
究
を
行
い
、
客

観
的
指
標
で
効
果
を
示
す
こ
と
に
力

を
入
れ
ま
し
た
。
運
動
機
能
の
改
善

を
客
観
的
な
デ
ー
タ
で
示
す
こ
と
が

で
き
た
の
は
、大
き
な
成
果
で
し
た
。

岩
：
こ
の
よ
う
な
研
究
が
で
き
る
大

学
は
日
本
で
は
珍
し
い
で
す
。
中
国

や
ア
メ
リ
カ
な
ど
に
比
べ
、
鍼
灸
の

研
究
は
ま
だ
ま
だ
進
ん
で
い
な
い
の

が
現
状
で
す
ね
。
エ
ビ
デ
ン
ス
に
基

づ
い
た
治
療
を
行
い
、
信
頼
性
を
保

つ
た
め
に
も
、
本
学
が
先
導
し
て
鍼

灸
分
野
全
体
の
研
究
レ
ベ
ル
を
上
げ

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

医
師
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン

︱
︱
鍼
灸
は
鍼
灸
院
で
施
術
さ
れ
る

こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
、
こ
れ
ま
で
西

洋
医
学
と
の
協
働
の
機
会
は
少
な
か

っ
た
と
思
い
ま
す
。
今
後
、
医
療
と

鍼
灸
と
は
、
ど
の
よ
う
な
分
野
で
連

携
の
可
能
性
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
？

岩
：
鍼
灸
に
は
痛
み
を
緩
和
す
る
作

両
方
の
資
格
を
取
得
し
ま
す
ね
。
資

格
取
得
後
は
、
鍼
灸
院
な
ど
に
勤
務

し
て
技
術
を
学
び
、
そ
の
後
独
立
し

て
開
業
す
る
の
が
一
般
的
で
す
。

　鍼
灸
に
お
け
る
診
断

︱
︱
鍼
灸
で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て

患
者
さ
ん
を
診
断
す
る
の
で
す
か
？

福
：
多
く
の
人
は
不
調
を
訴
え
て
来

院
さ
れ
ま
す
の
で
、
そ
の
人
の
主
訴

を
じ
っ
く
り
聞
き
な
が
ら
診
断
を
行

い
ま
す
。
東
洋
医
学
で
用
い
ら
れ
る

「
八
綱
弁
証
」
と
い
う
指
標
を
用
い

て
そ
の
人
の
体
質
を
診
断
し
た
り
、

舌
診
や
脈
診
、
腹
診
と
い
っ
た
東
洋

医
学
的
な
診
察
技
法
に
よ
っ
て
、
硬

さ
や
熱
、
冷
え
な
ど
が
あ
る
場
所
を

確
か
め
、
そ
こ
が
五
臓
六
腑
の
ど
こ

に
つ
な
が
る
経
路
か
を
診
断
し
た
り

し
ま
す
。
治
療
は
、
浅
く
て
細
い
鍼

か
ら
始
め
、
効
果
を
見
な
が
ら
太
い

鍼
に
変
え
た
り
、
灸
を
併
用
し
た
り

し
ま
す
。
灸
は
温
熱
製
品
で
も
あ
り

ま
す
の
で
、
冷
え
が
強
い
場
合
は
灸

を
使
用
す
る
こ
と
が
多
い
で
す
ね
。

感
受
性
を
見
極
め
な
が
ら
、
そ
の
人

に
合
っ
た
刺
激
を
模
索
し
て
い
き
ま

す
。
一
人
あ
た
り
の
施
術
に
、
長
い

場
合
は
１
時
間
～
１
時
間
半
ほ
ど
か

け
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

岩
：
鍼
灸
で
は
、
東
洋
医
学
固
有
の

理
論
だ
け
で
な
く
、
西
洋
医
学
の
知

識
も
か
な
り
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
ま

す
。
例
え
ば
、
筋
肉
や
臓
器
の
場
所

を
知
る
た
め
に
解
剖
学
を
、
刺
激
に

よ
る
生
体
の
変
化
を
知
る
た
め
に
生

用
が
あ
る
の
で
、
緩
和
ケ
ア
な
ど
の

分
野
に
鍼
灸
治
療
が
入
っ
て
い
く
可

能
性
は
あ
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
慢

性
疾
患
や
、
特
定
の
薬
が
使
用
で
き

な
い
場
合
な
ど
、
西
洋
医
学
を
補
完

す
る
形
で
鍼
灸
治
療
が
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

福
：
現
在
、
五
十
肩
・
リ
ウ
マ
チ
・

腰
痛
症
・
神
経
痛
・
頸
腕
症
候
群
・

頸
椎
捻
挫
後
遺
症
の
６
疾
患
に
つ
い

て
は
、
医
師
の
診
断
と
同
意
書
が
あ

れ
ば
保
険
適
用
が
可
能
で
、
そ
れ
以

外
は
自
由
診
療
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

鍼
灸
の
学
会
で
も
、チ
ー
ム
医
療
・

多
職
種
連
携
の
話
は
話
題
に
上
り
ま

す
が
、
な
か
な
か
進
ん
で
い
な
い
の

が
現
状
で
す
。
本
学
の
附
属
病
院
の

よ
う
に
、
病
院
の
中
で
の
鍼
灸
治
療

が
も
っ
と
増
え
て
い
け
ば
、
連
携
も

進
む
と
思
う
の
で
す
が
。

︱
︱
医
師
や
医
学
研
究
者
が
鍼
灸
の

分
野
に
参
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

ど
う
お
考
え
で
す
か
？

福
：
大
歓
迎
で
す
。
私
自
身
、
大
学

院
時
代
に
指
導
教
官
か
ら
「
鍼
灸
治

療
の
効
果
は
医
学
で
用
い
ら
れ
る
評

価
の
な
か
で
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
非
常
に
心

に
残
っ
て
お
り
、
今
も
そ
の
言
葉
を

胸
に
研
究
を
進
め
て
い
ま
す
。た
だ
、

私
の
研
究
分
野
で
あ
る
パ
ー
キ
ン
ソ

ン
病
も
そ
う
で
す
が
、
は
り
師
・
き

ゅ
う
師
だ
け
で
で
き
る
こ
と
は
限
ら

れ
て
き
ま
す
。
医
師
の
先
生
と
連
携

し
、
疾
患
へ
の
鍼
灸
の
有
効
性
の
研

究
を
と
も
に
進
め
て
い
け
た
ら
嬉
し

理
学
を
応
用
し
て
い
ま
す
し
、
病
理

や
疾
患
の
概
要
に
つ
い
て
も
し
っ
か

り
学
ん
で
い
ま
す
。
切
り
口
や
ア
プ

ロ
ー
チ
は
違
う
も
の
の
、
患
者
さ
ん

に
対
す
る
接
し
方
は
医
師
と
似
た
と

こ
ろ
が
あ
る
と
感
じ
ま
す
ね
。
時
間

を
か
け
て
問
診
を
行
う
の
は
、
西
洋

医
学
で
採
血
や
心
電
図
な
ど
多
様
な

検
査
を
行
う
の
と
同
じ
よ
う
な
感
覚

な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

臨
床
研
究
も
進
ん
で
い
る

︱
︱
明
治
国
際
医
療
大
学
で
は
、
鍼

灸
学
の
博
士
号
を
取
得
す
る
こ
と
が

で
き
る
そ
う
で
す
ね
。

岩
：
は
い
。
３
年
制
の
養
成
課
程
も

多
い
な
か
、
本
学
は
４
年
制
の
大
学

を
経
て
、
修
士
課
程
・
博
士
課
程
へ

と
進
学
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

︱
︱
福
田
先
生
も
鍼
灸
学
の
博
士
号

を
取
得
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
ね
。

大
学
院
で
は
ど
の
よ
う
な
研
究
を
な

さ
っ
た
の
で
す
か
？

い
で
す
ね
。
海
外
で
は
、
医
師
が
主

導
で
鍼
灸
の
研
究
を
進
め
て
い
る
こ

と
も
多
い
で
す
。
ぜ
ひ
日
本
の
医
師

の
方
々
に
も
鍼
灸
に
興
味
を
持
っ
て

い
た
だ
け
た
ら
と
考
え
て
い
ま
す
。

岩
：
本
学
に
は
毎
年
、
夏
休
み
期
間

な
ど
に
海
外
か
ら
見
学
者
が
来
ま

す
。
医
学
生
の
皆
さ
ん
も
、
鍼
灸
に

興
味
が
あ
れ
ば
、
京
都
観
光
も
兼
ね

て
ぜ
ひ
見
学
に
来
て
く
だ
さ
い
。
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温泉川 梅代
日本医師会　常任理事道永 麻里

日本医師会　常任理事

　

「
日
本
医
師
会
よ
り
」
の
コ
ー

ナ
ー
で
は
、
不
定
期
に
日
本
医
師
会

役
員
の
キ
ャ
リ
ア
や
横
顔
を
紹
介
し

て
い
き
ま
す
。
今
回
は
、
女
性
常
任

理
事
の
道
永
麻
里
先
生
と
温
泉
川
梅

代
先
生
に
、
学
生
時
代
か
ら
の
軌
跡

を
振
り
返
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

結
婚
・
出
産
・
勤
務
医
時
代

温
泉
川
（
以
下
、
温
）
：
ま
ず
は
、

学
生
時
代
か
ら
開
業
す
る
ま
で
の
お

話
を
し
ま
し
ょ
う
。

道
永
（
以
下
、
道
）
：
私
が
医
学
部

に
入
っ
た
当
時
、
女
子
学
生
は
１
割

に
も
満
た
な
い
く
ら
い
で
、
今
か
ら

比
べ
る
と
随
分
少
な
か
っ
た
で
す
。

そ
ん
な
男
社
会
で
医
師
を
や
っ
て
い

く
に
は
、
よ
ほ
ど
体
力
が
な
い
と
無

理
か
な
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
私
は

外
科
系
に
興
味
が
あ
り
ま
し
た
が
、

当
時
は
千
葉
大
の
小
児
外
科
に
女
性

が
入
っ
た
と
い
う
だ
け
で
ニ
ュ
ー
ス

に
な
る
よ
う
な
時
代
で
し
た
。
最
終

的
に
は
皮
膚
科
を
選
び
ま
し
た
。

温
：
私
は
部
活
の
先
輩
か
ら
、
リ
ハ

ビ
リ
を
や
ら
な
い
か
と
整
形
外
科
に

誘
わ
れ
ま
し
た
が
、
結
婚
が
決
ま
っ

て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
働
き
方
を
考

え
て
産
婦
人
科
を
選
び
ま
し
た
。
産

婦
人
科
も
体
力
が
必
要
な
科
だ
っ
た

の
で
す
が
。
先
生
は
、
ご
結
婚
は
？

道
：
私
は
医
学
部
を
卒
業
し
て
す
ぐ
、

５
月
に
結
婚
し
ま
し
た
。

温
：
私
も
卒
業
後
す
ぐ
に
結
婚
し
て
、

25
歳
で
一
人
目
の
子
ど
も
を
出
産
し

ま
し
た
。
28
歳
か
ら
31
歳
ま
で
は
夫

の
職
場
に
近
い
病
院
の
産
婦
人
科
で

一
人
医
長
と
し
て
働
き
ま
し
た
。

道
：
私
も
産
休
後
す
ぐ
に
復
帰
し
ま

し
た
。
夫
の
実
家
で
同
居
し
て
い
た

の
で
、
色
々
と
助
け
ら
れ
ま
し
た
ね
。

温
：
家
族
に
頼
れ
る
の
は
心
強
い
で

す
ね
。
私
は
、
子
ど
も
二
人
を
連
れ

て
離
婚
し
た
の
で
広
島
市
内
の
病
院

に
戻
り
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
当
時

は
、
子
持
ち
の
女
性
医
師
を
歓
迎
す

る
よ
う
な
雰
囲
気
は
な
く
、
出
身
大

学
で
は
な
い
岡
山
大
学
に
入
局
し
て

や
っ
と
市
内
に
戻
り
ま
し
た
。

開
業
ま
で
の
経
緯

道
：
医
局
か
ら
市
中
病
院
に
出
て
働

い
て
い
た
頃
、
内
科
を
開
業
し
て
い

た
夫
の
父
が
急
に
亡
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
、
私
が
医

な
ど
で
研
修
を
積
ん
で
い
ま
す
ね
。

道
：
開
業
し
て
か
ら
の
方
が
、
子
育

て
は
楽
に
な
り
ま
し
た
。
自
宅
で
９

時
か
ら
仕
事
を
始
め
る
の
で
、
子
ど

も
は
保
育
園
で
は
な
く
幼
稚
園
に
入

れ
て
い
ま
し
た
。
昼
は
医
師
会
の
仕

事
が
入
り
、
夕
方
の
診
療
も
あ
る
の

で
義
母
や
お
手
伝
い
さ
ん
に
は
お
世

話
に
な
り
ま
し
た
。
よ
く
女
子
医
学

生
に
は
話
し
て
い
る
の
で
す
が
、
家

族
や
周
囲
を
味
方
に
す
る
こ
と
は
、

女
性
医
師
が
仕
事
を
続
け
る
う
え
で

本
当
に
大
事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

医
師
会
役
員
の
仕
事

温
：
道
永
先
生
は
、
い
つ
頃
か
ら
医

師
会
活
動
に
積
極
的
に
参
加
す
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
す
か
？

道
：
開
業
し
て
３
年
ぐ
ら
い
経
っ
た

院
を
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

市
中
病
院
を
年
度
末
で
退
職
し
て
、

休
み
な
し
で
４
月
１
日
に
は
開
業
し

ま
し
た
。
卒
業
し
て
丸
５
年
が
経
っ

た
と
こ
ろ
で
し
た
ね
。

温
：
最
近
だ
と
、
そ
ん
な
に
若
い
う

ち
に
開
業
す
る
こ
と
は
少
な
い
で
す

よ
ね
。
私
も
33
歳
で
開
業
し
ま
し
た

が
、
一
人
医
長
を
経
験
し
て
い
た
の

で
、
開
業
の
ハ
ー
ド
ル
は
あ
ま
り
高

く
感
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。
け
れ
ど
勤

務
医
時
代
は
一
人
だ
っ
た
の
で
な
か

な
か
学
会
等
に
出
る
こ
と
は
で
き
ず
、

日
頃
は
自
分
で
勉
強
し
て
、
時
々
近

く
で
行
わ
れ
る
勉
強
会
に
出
る
と
い

う
感
じ
で
し
た
。
開
業
し
て
か
ら
、

よ
く
本
も
読
み
、
勉
強
会
に
も
出
ま

し
た
。
今
の
若
い
先
生
方
は
、
娘
を

見
て
も
で
す
が
、
も
っ
と
長
く
医
局

頃
で
す
ね
。
そ
れ
ま
で
も
委
員
会
活

動
に
は
参
加
し
て
い
ま
し
た
が
、
あ

る
日
、
地
域
の
医
師
会
長
か
ら
「
そ

ろ
そ
ろ
子
育
て
も
落
ち
着
い
た
で

し
ょ
う
、
医
師
会
の
役
員
に
な
り
な

さ
い
」
と
電
話
が
あ
っ
た
ん
で
す
。

上
の
子
が
小
学
校
に
入
る
頃
で
し
た
。

温
：
ず
い
ぶ
ん
早
か
っ
た
ん
で
す
ね
。

私
も
開
業
し
て
ま
も
な
く
委
員
会
活

動
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

が
、
役
員
に
な
っ
た
の
は
55
歳
の
と

き
で
す
。
広
島
市
医
師
会
で
は
初
の

女
性
役
員
と
な
り
ま
し
た
。

道
：
当
初
は
先
輩
に
誘
わ
れ
て
参
加

し
て
い
た
医
師
会
の
活
動
で
す
が
、

参
加
し
て
い
る
な
か
で
、
積
極
的
に

発
言
す
る
こ
と
が
、
現
場
で
や
り
に

く
い
と
思
っ
た
こ
と
を
少
し
ず
つ
変

え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
か
も
し
れ
な

い
…
と
思
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

温
：
医
師
会
役
員
は
、
「
な
り
た

い
」
と
思
っ
て
な
る
も
の
で
は
な

く
、
医
師
会
活
動
に
参
加
す
る
う
ち

に
、
様
々
な
問
題
意
識
を
持
つ
よ
う

に
な
っ
た
人
が
自
然
と
担
う
よ
う
に

な
る
も
の
な
ん
だ
な
と
、
今
と
な
っ

て
は
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で

も
多
く
の
人
が
委
員
会
活
動
に
ぜ
ひ

参
加
し
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
。

道
：
そ
う
で
す
ね
。
学
生
時
代
は
、

自
分
が
医
師
会
役
員
に
な
る
な
ん
て

思
っ
て
も
み
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
目

の
前
の
仕
事
に
一
生
懸
命
取
り
組
ん

で
い
る
う
ち
に
、
い
つ
の
間
に
か
こ

ん
な
立
場
に
た
ど
り
着
き
ま
し
た
。

温
：
せ
っ
か
く
チ
ャ
ン
ス
を
頂
い
た

の
で
、
関
心
の
あ
る
領
域
で
意
義
あ

る
仕
事
を
し
た
い
で
す
ね
。
日
本
医

師
会
は
法
律
や
制
度
に
対
し
て
発
言

で
き
る
の
で
、
今
の
課
題
で
あ
る
子

ど
も
の
健
康
や
保
健
を
切
れ
目
な
く

守
る
た
め
の
「
成
育
基
本
法
」
の
成

立
に
力
を
入
れ
て
い
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

道
：
私
も
、
学
校
保
健
の
担
当
と
し

て
文
部
科
学
省
と
や
り
取
り
を
す
る

機
会
が
増
え
、
よ
う
や
く
教
育
に
対

し
て
発
言
で
き
て
い
る
、
と
い
う
手

応
え
を
感
じ
て
い
ま
す
。
充
実
し
て

い
て
、
今
が
一
番
楽
し
い
で
す
よ
。

温
：
キ
ャ
リ
ア
や
結
婚
・
出
産
な
ど
、

女
子
学
生
は
特
に
悩
む
こ
と
も
多
い

と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
時
そ
の
時
の

仕
事
や
状
況
に
ち
ゃ
ん
と
取
り
組
ん

で
、
後
悔
の
な
い
よ
う
に
頑
張
っ
て

ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

医師会役員に
なるということ

日本医師会で活躍する女性常任理事に
お話を伺いました。

思
い
描
い
た
通
り
で
な
い
人
生
も

案
外
悪
く
あ
り
ま
せ
ん
よ

医
師
会
役
員
に
な
る
な
ん
て

全
く
想
像
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
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インタビュアーの神﨑先生。

う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
ね
。

一
方
で
医
師
の
方
も
、
「
仕
方
な
く

田
舎
に
来
て
や
っ
て
い
る
ん
だ
ぞ
」

と
い
う
雰
囲
気
が
出
て
し
ま
っ
て
い

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
子
ど
も
な

が
ら
に
そ
う
し
た
溝
を
感
じ
て
い
た

の
か
、
私
は
自
然
と
、
「
新
見
の
た

め
を
思
っ
て
働
け
る
医
師
に
な
り
た

い
」
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

神
：
乳
腺
外
科
を
選
ん
だ
の
は
ど
う

し
て
で
す
か
？

溝
：
外
科
の
ス
キ
ル
を
し
っ
か
り
持

っ
た
総
合
診
療
医
に
な
り
た
い
と
考

え
た
か
ら
で
す
。
新
見
に
は
基
幹
と

な
る
よ
う
な
大
き
な
病
院
が
な
い
た

め
、
小
児
か
ら
高
齢
者
ま
で
、
内
科

的
な
こ
と
も
外
科
的
な
こ
と
も
幅
広

く
診
療
で
き
る
医
師
が
必
要
で
す
。

私
も
将
来
新
見
で
働
く
こ
と
を
見
据

え
、
ま
ず
外
科
の
手
技
を
身
に
つ
け

よ
う
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
当
時
は

女
性
が
一
般
外
科
に
入
る
の
は
難
し

い
時
代
で
し
た
。
そ
こ
で
、
外
科
の

地
域
の
人
の
た
め
に
働
き
た
い

神
﨑
（
以
下
、
神
）
：
溝
尾
先
生

は
、
岡
山
県
新
見
市
で
総
合
診
療

医
・
乳
腺
外
科
医
と
し
て
働
き
な
が

ら
、
岡
山
大
学
と
新
見
市
が
共
同
で

地
域
の
医
療
者
を
支
援
・
育
成
す
る

「
Pピ

オ

ー

ネ

I
O
N
E
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を

推
進
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
ご

自
身
も
新
見
市
が
ご
出
身
と
い
う
こ

と
で
、
医
師
に
な
ら
れ
た
時
か
ら
、

い
ず
れ
は
新
見
に
帰
り
た
い
と
い
う

思
い
を
お
持
ち
だ
っ
た
の
で
す
か
？

溝
尾
（
以
下
、
溝
）
：
そ
う
で
す
ね
。

新
見
は
高
次
医
療
機
関
ま
で
１
時
間

半
以
上
も
か
か
る
へ
き
地
で
、
私
が

子
ど
も
の
頃
は
、
田
舎
と
い
う
コ
ン

プ
レ
ッ
ク
ス
も
あ
い
ま
っ
て
、
住
民

の
医
療
に
対
す
る
不
信
感
が
根
強
か

っ
た
ん
で
す
。
「
こ
ん
な
土
地
に
良

い
医
者
が
来
る
わ
け
な
い
」
「
ど
う

せ
嫌
々
診
て
い
る
ん
だ
ろ
う
」
と
い

中
で
も
比
較
的
女
性
が
入
り
や
す
い

乳
腺
外
科
を
選
び
ま
し
た
。

神
：
そ
の
後
し
ば
ら
く
は
、
乳
腺
外

科
医
と
し
て
キ
ャ
リ
ア
を
積
ま
れ
た

の
で
す
ね
。

溝
：
は
い
。
臨
床
研
修
を
終
え
て
い

ざ
乳
腺
外
科
に
入
る
と
、
手
技
の
修

練
を
積
む
の
が
と
て
も
面
白
か
っ
た

ん
で
す
。
医
局
の
人
事
に
従
っ
て
、

香
川
や
姫
路
な
ど
様
々
な
場
所
で
キ

ャ
リ
ア
を
積
ん
で
き
ま
し
た
。

結
婚
と
、
地
元
へ
の
足
が
か
り

神
：
「
P
I
O
N
E
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」
に
は
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
携

わ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
か
？

溝
：
３
年
前
、岡
山
大
学
医
療
人
キ
ャ

リ
ア
セ
ン
タ
ー「
Mマ

ス

カ

ッ

ト

U
S
C
A
T
」
の

サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
が
新
見
公
立

病
院
に
新
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

担
当
者
に
な
ら
な
い
か
、
と
声
を
か

け
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
。
ち
ょ
う

ど
大
学
で
研
究
を
し
て
学
位
を
取
ろ

う
と
い
う
時
期
で
し
た
。
乳
腺
外
科

医
と
し
て
専
門
性
を
高
め
る
こ
と
に

集
中
す
る
一
方
、
頭
の
片
隅
で
は
新

見
の
こ
と
を
思
い
、
「
こ
の
ま
ま
で

良
い
の
だ
ろ
う
か
」
と
ず
っ
と
葛
藤

し
て
い
ま
し
た
。
新
見
に
は
医
局
の

関
連
病
院
も
な
く
、
私
の
両
親
も
医

師
で
は
な
い
の
で
、
新
見
に
帰
る
方

法
が
わ
か
ら
な
く
て
。
こ
の
お
話
を

頂
け
て
、
や
っ
と
新
見
へ
の
足
が
か

り
が
で
き
た
ん
で
す
。

神
：
さ
ら
に
時
を
同
じ
く
し
て
、
ご

主
人
と
出
会
っ
た
の
で
す
ね
。

溝
：
は
い
。
研
究
生
活
に
入
っ
て
少

し
余
裕
が
で
き
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
の

こ
と
を
考
え
始
め
た
ん
で
す
。
年
齢

的
に
そ
ろ
そ
ろ
出
産
し
た
い
な
、
と

思
い
始
め
た
時
期
に
、
新
見
出
身
の

夫
と
出
会
え
た
こ
と
は
幸
運
で
し
た
。

夫
も
医
局
人
事
で
異
動
が
あ
り
、
し

ば
ら
く
は
別
居
婚
で
し
た
が
、
い
ず

れ
一
緒
に
新
見
に
帰
ろ
う
と
い
う
話

は
し
て
い
ま
し
た
。

神
：
そ
の
後
出
産
も
さ
れ
て
い
ま
す

ね
。
産
後
は
ど
の
よ
う
な
働
き
方
を

さ
れ
て
い
た
の
で
す
か
？

溝
：
「
M
U
S
C
A
T
」
の
支
援
で
、

産
後
３
か
月
で
助
教
と
し
て
復
職
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
新
見
の
夫

の
実
家
で
子
ど
も
を
み
て
も
ら
い
な

が
ら
、
新
見
と
岡
山
を
行
き
来
す
る

生
活
を
送
っ
て
い
ま
し
た
ね
。
昨
年

４
月
に
夫
が
新
見
で
働
く
こ
と
が
決

ま
り
、
私
も
新
見
に
拠
点
を
移
し
て
、

家
族
３
人
が
一
緒
に
暮
ら
せ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

医
師
が
集
ま
る
地
域
に
し
た
い

神
：
現
在
主
に
勤
務
さ
れ
て
い
る
病

院
で
は
、
乳
腺
外
科
の
手
術
を
さ
れ

る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

溝
：
一
応
手
術
が
で
き
る
環
境
は
あ

り
ま
す
が
、
あ
く
ま
で
メ
イ
ン
は
総

合
診
療
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
り
、

サ
ブ
ス
ペ
シ
ャ
ル
テ
ィ
が
乳
腺
外
科

と
い
う
姿
勢
で
い
ま
す
。
「
新
見
の

よ
う
な
へ
き
地
で
働
く
う
え
で
、
乳

腺
外
科
と
い
う
専
門
性
の
高
い
領
域

の
経
験
は
活
き
る
の
だ
ろ
う
か
…
」

と
不
安
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
が
、
抗
が
ん
剤
治
療
や
地
域
の
検

診
の
際
な
ど
、
乳
腺
外
科
で
培
っ
た

知
識
が
役
立
つ
場
面
が
多
々
あ
っ
て
、

良
か
っ
た
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

神
：
「
P
I
O
N
E
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」
で
は
、
現
在
ど
の
よ
う
な
活
動

を
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
？

溝
：
新
見
を
は
じ
め
岡
山
県
北
の
医

療
者
が
働
き
や
す
い
よ
う
、
時
短
勤

務
な
ど
の
キ
ャ
リ
ア
支
援
制
度
の
導

入
や
、
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
や
e-

ラ
ー
ニ
ン
グ
を
活
用

し
た
キ
ャ
リ
ア
形
成
支
援
を
行
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
新
見
市
と
協
力
し

て
、
小
中
学
生
向
け
に
出
張
授
業
や

医
療
体
験
ツ
ア
ー
を
開
催
す
る
な
ど
、

次
世
代
の
医
療
者
を
育
て
る
試
み
に

も
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。

神
：
今
後
は
「
P
I
O
N
E
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
」
を
通
じ
て
、
緊
急
手
術
な

ど
も
含
め
、
新
見
の
中
で
あ
る
程
度

完
結
し
た
医
療
体
制
を
整
え
て
い
く

こ
と
が
目
標
に
な
り
ま
す
か
？

溝
：
そ
う
な
っ
た
ら
素
敵
だ
な
と
思

っ
て
い
ま
す
。
新
見
で
初
め
て
虫
垂

炎
の
手
術
が
で
き
た
時
も
、
本
当
に

嬉
し
か
っ
た
で
す
か
ら
。
で
も
現
状

は
人
手
が
足
り
ず
、
大
き
な
手
術
が

で
き
る
よ
う
な
体
制
を
整
え
る
に
は

ま
だ
ま
だ
道
の
り
は
遠
い
と
感
じ
ま

す
。
最
近
は
、
新
見
で
完
結
さ
せ
る

こ
と
に
こ
だ
わ
る
必
要
も
な
い
か
な
、

と
も
思
い
始
め
ま
し
た
。
地
域
で
働

く
い
ち
外
科
医
と
し
て
も
、
責
任
を

持
っ
て
診
断
を
つ
け
た
ら
、
そ
の
先

の
手
術
は
大
病
院
に
お
任
せ
す
る
と

い
う
気
持
ち
で
い
ま
す
。

神
：
新
見
の
医
療
の
今
後
に
対
す
る
、

先
生
な
り
の
お
考
え
を
お
聞
か
せ
く

だ
さ
い
。

溝
：
「
P
I
O
N
E
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」
を
起
点
と
し
て
、
新
見
を
医
療

者
が
集
ま
る
地
域
に
し
て
い
き
た
い

で
す
。
医
師
が
「
こ
の
地
域
の
た
め

に
働
き
た
い
」
と
自
ら
集
ま
っ
て
く

れ
る
よ
う
な
仕
掛
け
を
作
ろ
う
と
思

っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
新
見
市
内
の

病
院
で
連
携
し
て
、
新
見
の
中
で
研

修
医
を
育
て
て
い
け
る
よ
う
な
体
制

も
整
え
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

神
：
先
生
や
先
生
の
ご
主
人
の
よ
う

に
、
「
新
見
の
医
療
に
貢
献
し
た

い
」
と
い
う
強
い
意
志
を
持
っ
て
い

る
方
が
一
組
い
る
だ
け
で
、
地
域
の

医
療
者
も
自
ず
と
変
わ
っ
て
く
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
本
日
は

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
す

ま
す
の
ご
活
躍
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

今
回
は
、
故
郷
の
岡
山
県
新
見
市
で
総
合
外
科
・
乳
腺
外
科
の
診
療
を
行
い
つ
つ
、

新
見
市
の
医
療
人
材
を
支
援
・
育
成
す
る
「
Pピ

オ

ー

ネ

I
O
N
E
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
で
も
精

力
的
に
活
動
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
、
溝
尾
妙
子
先
生
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

語り手　
溝尾 妙子先生
医療法人思誠会　渡辺病院　
新見公立大学　非常勤講師
岡山大学　非常勤講師
岡山大学医療人キャリアセンターMUSCAT（新見地区担当） 

聞き手　
神﨑 寛子先生
神崎皮膚科　院長
岡山県医師会　理事

医師の働き方を
考える

い
ち
外
科
医
と
し
て
、地
域
の
医
療
人
の
支
援
者
と
し
て
、      

   

故
郷
の
た
め
に
貢
献
し
た
い

  

　
　
　
　
　
　                        

〜
乳
腺
外
科
医
　
溝
尾 

妙
子
先
生
〜
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医学教育の展望

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

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

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

埼玉県三芳町の外国人向け健康相談会では、学生も

ヒアリングに参加。

* 世界保健機関憲章前文（日本WHO協会仮訳）より

武田 裕子先生

（順天堂大学医学部　医学教育
研究室　教授）
筑波大学卒。同大学大学院博士
課程修了後、ハーバード大学に臨
床留学。帰国後大学教員として地
域医療教育に従事。2010 年ロン
ドン大学留学。2014 年より順天
堂大学にて健康格差の現状に触
れる体験教育を導入。

「
健
康
格
差
時
代
」
の

医
学
教
育

人
は
自
分
の
生
ま
れ
る
国
・
時
代
・

家
庭
を
選
べ
な
い
。
し
か
し
、
生
育

環
境
の
違
い
は
、
教
育
水
準
や
所

得
な
ど
の
格
差
を
生
じ
う
る
。
こ

う
し
た
、
本
人
に
は
ど
う
し
よ
う

も
な
い
社
会
的
要
因
が
、
健
康
状

態
に
明
ら
か
に
影
響
を
与
え
る
と
い

う
こ
と
が
、
研
究
に
よ
っ
て
次
々
と

示
さ
れ
て
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

考
え
方
は
「
健
康
の
社
会
的
決
定

要

因
︵Social D

eterm
inants of 

H
ealth,SD

H

︶」
と
呼
ば
れ
、
近
年

国
際
的
に
注
目
を
集
め
て
い
る
。
今

回
は
、
日
本
で
は
数
少
な
い
、
医
学

生
が
Ｓ
Ｄ
Ｈ
を
学
ぶ
た
め
の
取
り
組

み
を
行
っ
て
い
る
順
天
堂
大
学
の
武

田
裕
子
先
生
に
お
話
を
伺
っ
た
。

「
社
会
的
に
良
好
な
状
態
」

と
は
何
か

W
H
O
憲
章
の
前
文
で
は
、「
健
康
」

を
以
下
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。「
病

気
で
な
い
と
か
、
弱
っ
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
、
肉
体
的
に
も
、
精
神

的
に
も
、そ
し
て
社
会
的
に
も
、
す
べ

て
が
満
た
さ
れ
た
状
態
に
あ
る
こ
と*

」。

こ
の
定
義
は
、
医
学
生
な
ら
誰
で
も
聞

い
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
意
味

を
十
分
理
解
し
て
い
る
、
と
言
い
切
れ
る

人
は
多
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
武
田

先
生
自
身
も
、「
社
会
的
に
満
た
さ
れ
た

状
態
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
長
い

間
理
解
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。

「
琉
球
大
学
病
院
の
総
合
診
療
科
で
外

来
を
担
当
し
て
い
た
あ
る
日
、﹃
こ
い
つ
、

朝
か
ら
仲
間
と
酒
を
飲
ん
で
、
子
ど
も

も
ほ
っ
た
ら
か
し
で
﹄
と
、
家
族
に
連

れ
ら
れ
て
き
た
離
島
の
男
性
が
い
ま
し

た
。
妻
を
亡
く
し
て
何
年
も
抑
う
つ
状

態
で
し
た
。
朝
か
ら
仲
間
と
お
酒
と
聞

き
、﹃
皆
さ
ん
お
仕
事
は
？
﹄
と
尋
ね
る
と
、

こ
れ
だ
か
ら
医
者
は
…
と
い
う
風
に
﹃
離

島
に
仕
事
な
ん
て
な
い
よ
﹄
と
。
仕
事

が
あ
り
、
決
ま
っ
た
時
間
に
通
勤
す
る

と
い
っ
た
こ
と
が
、
健
康
を
保
つ
う
え
で

も
大
切
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
ん
な
生

活
が
決
し
て
当
た
り
前
で
は
な
い
こ
と

に
、
そ
の
時
気
付
か
さ
れ
ま
し
た
。」

そ
の
後
、
武
田
先
生
は
医
学
教
育
を

通
じ
た
国
際
協
力
を
行
う
仕
事
で
、
ア

フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
を
訪
れ
た
。

「
病
院
に
は
、
交
通
事
故
の
術
後
の
患

者
さ
ん
が
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
。
最
初

は
医
療
の
出
番
と
思
い
ま
し
た
が
、
次

第
に
、
な
ぜ
こ
ん
な
に
交
通
事
故
が
多

い
の
か
気
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
実
は
、

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
は
当
時
、
電
力
の
供

給
が
不
安
定
で
信
号
が
機
能
し
て
お
ら

ず
、
横
断
歩
道
も
な
か
っ
た
。
必
要
な

の
は
電
気
で
あ
り
、
安
全
な
道
路
で
し
た
。

国
内
で
あ
れ
海
外
で
あ
れ
、
そ
の

地
域
に
特
有
の
社
会
的
な
背
景
が
あ
り
、

そ
う
し
た
状
況
が
健
康
に
深
く
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
る
、
と
知
り
ま
し
た
。

そ
の
後
イ
ギ
リ
ス
に
留
学
し
た
の
で

す
が
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
こ
う
し
た
健
康

の
社
会
的
決
定
要
因
︵
Ｓ
Ｄ
Ｈ
︶
へ
の
取

り
組
み
を
医
学
部
で
教
育
し
て
い
る
と

知
り
、
非
常
に
驚
き
ま
し
た
。」

健
康
格
差
の
実
態
を

学
生
に
伝
え
る

帰
国
後
、
順
天
堂
大
学
に
赴
任
し
た

武
田
先
生
は
、
学
生
た
ち
が
Ｓ
Ｄ
Ｈ
を
理

解
す
る
た
め
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開

始
。
今
年
２
月
に
は
、
外
国
に
つ
な
が

り
を
も
つ
困
窮
家
庭
の
子
ど
も
を
支
援

す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
と
協
力
し
、
埼
玉
県
三

芳
町
で
健
康
相
談
会
を
開
い
た
。
こ
れ

に
は
、
順
天
堂
大
学
の
医
学
生
や
、
医

療
通
訳
を
目
指
す
国
際
教
養
学
部
生
も

参
加
し
た
。

「
海
外
に
ル
ー
ツ
の
あ
る
方
は
、
近

年
日
本
に
も
増
え
て
い
ま
す
よ
ね
。
経

済
的
事
情
や
言
葉
の
壁
は
医
療
機
関
へ

の
受
診
を
阻
害
し
ま
す
。
ま
た
、
適
切

な
栄
養
教
育
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
り
、

食
習
慣
の
違
い
か
ら
、
成
長
途
中
の
子

ど
も
が
偏
っ
た
食
事
で
育
つ
と
、
将
来
的

に
も
健
康
が
損
な
わ
れ
る
リ
ス
ク
フ
ァ

ク
タ
ー
と
な
り
ま
す
。
今
回
は
、
健
康

相
談
希
望
者
に
対
す
る
事
前
ヒ
ア
リ
ン

グ
と
子
ど
も
向
け
の
栄
養
教
室
を
、
学

生
が
担
当
し
て
く
れ
ま
し
た
。

生
活
保
護
を
受
け
な
が
ら
食
費
も
切

り
詰
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
家
庭
が
あ

る
こ
と
や
、
助
け
を
必
要
と
す
る
子
ど

も
た
ち
を
支
え
る
活
動
の
存
在
を
知
る

こ
と
で
、
学
生
の
意
識
は
か
な
り
変
わ

り
ま
す
。
た
だ
、
こ
う
い
う
学
習
は
大

人
数
で
は
な
か
な
か
難
し
い
で
す
か
ら
、

今
後
は
日
々
の
授
業
や
実
習
の
中
で
、
学

生
の
想
像
力
を
広
げ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が

必
要
で
す
。
例
え
ば
糖
尿
病
の
授
業
で
、

病
態
生
理
や
診
断
と
治
療
に
加
え
、﹃
経

済
的
に
困
窮
す
る
と
、
安
価
で
高
カ
ロ

リ
ー
な
食
事
を
摂
り
や
す
く
、
糖
尿
病

を
発
症
し
や
す
い
﹄
と
い
っ
た
こ
と
ま
で

教
わ
る
と
、
よ
り
深
い
学
び
に
つ
な
が
り

ま
す
。
臨
床
実
習
で
も
、
患
者
に
飲
酒

や
喫
煙
の
習
慣
を
尋
ね
る
だ
け
で
な
く
、

Ｓ
Ｄ
Ｈ
を
意
識
し
て
情
報
収
集
を
行
い
、

診
療
録
に
記
載
す
る
よ
う
な
指
導
が
あ

れ
ば
、
様
々
な
側
面
か
ら
患
者
の
必
要

を
考
え
ら
れ
る
と
思
う
の
で
す
。」

健
康
格
差
時
代
に

医
師
が
で
き
る
こ
と

先
進
国
の
中
で
は
健
康
格
差
が
小

さ
い
と
さ
れ
て
き
た
日
本
で
も
、
近

年
格
差
は
徐
々
に
広
が
っ
て
い
る
。

「
健
康
格
差
や
貧
困
の
問
題
に
真

正
面
か
ら
取
り
組
も
う
と
す
る
と
、

問
題
が
あ
ま
り
に
山
積
し
て
い
て
、

無
力
感
に
お
そ
わ
れ
て
し
ま
う
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
た
し
か
に
、
一
人
の

医
師
が
直
接
で
き
る
こ
と
は
少
な
い

か
も
し
れ
な
い
。
で
も
例
え
ば
、
福

祉
系
の
専
門
職
の
方
に
つ
な
い
だ
り
、

地
域
の
支
援
活
動
を
紹
介
す
る
こ
と

な
ら
で
き
ま
す
よ
ね
。

困
窮
し
て
い
る
方
の
中
に
は
、
制

度
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
り
、
時

間
的
・
精
神
的
に
余
裕
が
な
か
っ
た

り
し
て
手
続
き
が
で
き
ず
、
本
来

受
け
ら
れ
る
は
ず
の
支
援
を
受
け
て

い
な
い
方
も
多
く
お
ら
れ
ま
す
。
辛

い
状
態
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
て
、

自
分
が
困
っ
て
い
る
こ
と
を
発
信
で

き
な
い
人
も
い
ま
す
。
で
も
、
医
師

も
限
ら
れ
た
診
療
時
間
の
中
、
患

者
さ
ん
に
込
み
入
っ
た
こ
と
は
聞
き

に
く
い
。
で
す
か
ら
、
例
え
ば
受
付

や
会
計
担
当
の
方
か
ら
﹃
ソ
ー
シ
ャ

ル
ワ
ー
カ
ー
に
相
談
し
て
み
ま
せ
ん

か
？
﹄
な
ど
の
声
か
け
が
さ
れ
る
よ

う
な
仕
組
み
が
、
医
療
機
関
に
は
必

要
だ
と
思
い
ま
す
。

医
師
会
と
し
て
、
こ
う
し
た
仕
組

み
づ
く
り
に
取
り
組
み
た
い
と
い
う

地
区
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ぜ
ひ
協

力
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
。」

「
学
び
足
り
な
い
」
か
ら
こ
そ

教
育
に
よ
っ
て
次
に
つ
な
げ
る

今
年
３
月
に
公
開
さ
れ
た
医
学
教

育
モ
デ
ル
・
コ
ア
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

に
て
、
学
修
目
標
の
一
つ
に
「
社
会

構
造
︵
家
族
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
地

健
康
格
差
の
時
代
に
患
者
に

寄
り
添
え
る
医
師
を
育
て
る

域
社
会
、
国
際
化
︶
と
健
康
・
疾
病

と
の
関
係
︵
健
康
の
社
会
的
決
定
要

因
︶を
概
説
で
き
る
」こ
と
が
加
わ
っ

た
。
医
学
部
に
お
け
る
Ｓ
Ｄ
Ｈ
の
教

育
は
今
後
全
国
的
に
進
ん
で
い
く
だ

ろ
う
。
最
後
に
、
先
生
の
教
育
に
か

け
る
思
い
を
伺
っ
た
。

「
医
学
生
の
中
に
は
、
格
差
や
貧

困
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
も

な
い
と
い
う
人
も
い
ま
す
。
で
も
そ

れ
は
、
恵
ま
れ
た
家
庭
で
育
ち
、
こ

れ
ま
で
身
近
に
困
っ
て
い
る
人
が
い

な
か
っ
た
た
め
で
す
。
困
窮
し
て
い

る
方
々
の
生
活
の
状
況
に
実
際
に
触

れ
て
自
分
の
考
え
方
を
振
り
返
り
、

再
構
築
す
る
こ
と
で
成
長
す
る
。
学

生
の
そ
ん
な
姿
を
見
る
の
は
、
教
員

と
し
て
本
当
に
大
き
な
喜
び
で
す
。

そ
の
昔
、
米
国
の
臨
床
留
学
か

ら
帰
国
す
る
時
、﹃
学
び
足
り
な
い

こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
、
分
身
の

術
を
使
っ
て
自
分
を
置
い
て
い
き
た

い
！
﹄
と
仲
間
に
言
う
と
、﹃
だ
か

ら
教
育
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
﹄
と

い
わ
れ
ま
し
た
。
ど
う
い
う
こ
と
か

尋
ね
る
と
、﹃
あ
な
た
一
人
で
学
べ
る

こ
と
に
は
限
り
が
あ
る
。
で
も
、
日

本
に
帰
っ
て
学
生
や
研
修
医
を
教
育

し
た
ら
、
次
は
そ
の
人
た
ち
が
、
あ

な
た
が
大
事
だ
と
思
う
こ
と
を
学
ん

で
く
れ
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
教
育

の
力
じ
ゃ
な
い
？
﹄
と
。
本
当
に
そ

の
通
り
で
す
。
こ
れ
か
ら
の
医
療
を

担
う
医
学
生
の
教
育
に
携
わ
り
、
と

も
に
成
長
で
き
る
こ
と
に
、
心
か
ら

感
謝
し
て
い
ま
す
。
こ
の
仕
事
は
私

に
と
っ
て
天
職
で
す
ね
。」

様々な社会的な
困難を抱える人

気付

様々な社会的な要因によって
困難を抱える人がいることに

気付かせる教育を
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※医学生の学年は取材当時のものです。
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堤：私たちは今、この 6 人のチームで病院実習中です。
秋田大では、一般的には病院実習に行く前の４年生
が受ける客観的臨床能力試験（OSCE）を１年生の
頃から受けます。入学したてで何も分からないなかで英
語での医療面接等を行うのはとても大変でしたが、振
り返ってみれば、１年生の頃から臨床を意識した教育を
受けられたのはよかったな、と思います。
坂本：秋田大では、科目ごとの定期試験ではなく「統
一試験」が行われるのも特徴だと思います。学年によ
って回数は違うのですが、年に１～２回、例えば 2 年
前期に学んだ全科目を夏休み明けの 2日間でまとめて
テストするような感じです。
加藤：統一試験のいいところは、勉強に打ち込むときと、
部活や遊びに力を入れるときのメリハリがつくことかなと
思います。また、広い試験範囲・全問選択式での回
答など、統一試験の形式はCBT や国試に似ているん
です。そのためか、秋田大学は CBT や国試の合格
率も高いんですよ。
松岡：実技の教育も充実していて、東北最大のシミュ
レーションセンター（秋田大学医学部附属病院シミュレ
ーション教育センター）があります。様 な々科の手技を
自習したり、指導を受けながら学ぶことができ、とても恵
まれた環境だと思います。
田村：県外出身者も多くいますが、臨床研修で秋田に
残る人は結構多いと思います。県の医師不足もあって
か、患者さんも先輩医師たちも、私たち学生を暖かく
迎え入れてくれる雰囲気があって、とてもありがたいです。
矢口：秋田にはたくさんの温泉や、おいしい食べ物や
お酒があります。みんなで山登りに行ったり、浜辺でバ
ーベキューをしたり、自然が身近で、勉強以外の面で
も充実した学生生活が送れますよ。

秋田大学医学部医学科の第一目標は、地域医療を担い、世界を意識し
た探求や研鑽を行う医師・研究者の養成を積極的に推進することです。こ
れは、かつて立ち遅れていた秋田の医療を憂いた県民の熱意に後押しされ、
戦後初の医学部として創設されたという 医学部建学の理念そのものです。
医学科の専門科目は、グローバル医学教育に対応した変革の真っ最中で
す。診療参加型臨床実習が大幅に増え、医療従事者として必要な教養、
患者や医療従事者とのコミュニケーション能力の育成、臨床技術や問題解
決能力を重視した教育への転換を進めています。初年次からの外国人模擬
患者への英語による医療面接実習や症候学など、新たな教育手法でコミ
ュニケーション能力・語学力を育み、早期から医療・医学に触れられる工夫
をしています。4 年次後半からの臨床実習では、病院実習に加えてシミュレ
ータでのトレーニングなど、知識だけではなく、医療人としての態度・技能に
重点を置いています。臨床実習では県内各地の医療機関で学ぶことができ、
オール秋田で医学教育を支援する体制が整っています。
選択科目や研究配属・臨床配属においては、学生が興味のある分野で深
く学ぶことができます。研究配属期間中の研究成果を国内外の学会で発表
し、学会賞を受賞する学生も毎年のように出てきています。海外短期留学
にも力を入れており、毎年10名弱の学生を基礎医学研修や臨床実習を目
的として海外へ派遣しています。
平成13年度からは卒業試験の一環としてadvanced OSCEを実施してい
ます。全国最多規模の16ステーションが設けられ、実施に際しては医学部
全体が関わり、医療人としての知識・技能・態度が備わった医学生を育て
るという気概を示しています。地域医療を担い、世界を意識した探求や研鑽
を行う医師・研究者を目指す皆さんの入学を心待ちにしています。

秋田大学は医学部を含めても４学部のみで構成されており、大きな組織ではありません。研究
面でも巨大な総合大学が掲げるような「ビッグプロジェクト」がひしめいているわけではありません。
しかし、創立以来醸し出されてきた勤勉実直な秋田の土壌から生まれた「ピリッとスパイスの効
いた秋田産の医学の真実」を多数世界に発信してまいりました。
秋田は寒冷な気候や伝統的な食習慣などの背景から、脳血管疾患や諸臓器のがんの罹患率
が高い傾向にあります。また、日本最速の少子化、高齢化を示す当地は、本邦の少し先の姿
を示している地域と認識されています。当科ではそれらの背景に基づき、高齢者医療、がん医
療などに関連した、様 な々基礎および臨床の研究が展開されています。
基礎研究の例をいくつか紹介すると、①生命を構成する最重要要素の一つである脂質の網羅
的な解析（リピドミクス）、②肺感染症におけるウイルス、宿主の相互作用の体系的解析、③
種々の発がん、がんの進展に関する基礎研究、などがあげられます。これらは、ますます高齢
化が進む本県および本邦での医学の進歩に資する重要な研究であり、国際一流誌に精力的
に成果が発表されています。
また、本学には豊富な地下資源を背景とした工学、資源工学の研究の伝統があり、本学部
ではいくつかの「医学・工学連携の成果」が開花しております。例を挙げると、本学と秋田
県産業技術センターで発明した「電界非接触撹拌型迅速免疫染色装置」は２０１４年に販売
が始まり、今後、手術中の迅速免疫染色を可能とする大きな武器として、いずれ世界中の病
理部に設置されることが期待されています。本学では定期的に「医理工連携“夢を語る会”」
が開催され、学部の垣根を越えた討論が行われています。

「寒くても、交通アクセスが悪くても一流の医学研究は可能である」という気概をもって我 は々
日夜励んでいます。 

合理的で充実した学習の環境
秋田大学　医学部　５年　加藤 僚祐
同　５年　坂本 光　／　同　５年　田村 みなみ
同　５年　堤 俊太　／　同　５年　松岡 修平
同　５年　矢口 愛実

地域医療と世界的研究の
担い手を養成
秋田大学　医学部　細胞生理学講座　
教授　尾野 恭一

ピリッとスパイスの効いた、秋田産の研究
秋田大学　医学部　産婦人科学講座　教授　寺田 幸弘

秋田大学
〒010-8543 秋田県秋田市本道1丁目1番1号
018-833-1166

今日の医学において、診療と研究は表裏一体をなしています。すなわち、
「目の前の患者における危機の解消」と、「現時点で解消できない疾
患・健康医療問題の未来における解決」を同時に実行していかないと、
超高齢社会における多様化する医療ニーズに応えられないことは明らか
です。医学部とは、いわば車の両輪である医療と医学研究に従事する
人材育成の場であるべきなのです。このような考え方のもとに、東京大
学医学部ではMD 研究者育成プログラム室を設置し、医学部在学中か
ら「正規の課外活動」として、「未来の医療の礎を築くための研究」に
医学部生が主体的に参加することを奨励しています。
実際に、医学研究は極めて学際的です。各々の疾患の病態解明と、
合理的デザインに基づく根本治療薬創出のためには、数多くの研究者
の好奇心に基づく幅広い基礎研究の背景がないと、全く歯が立たない
のです。2016 年ノーベル医学・生理学賞受賞に輝いた、大隅良典
先生によるオートファジーのメカニズム発見は、好奇心に導かれた基礎
研究こそが医学の先導となるのだという、わかりやすい一例と言えます。
研究のルールは明快です。丁寧に実験を行い、オリジナルのデータを発
表すれば、世界中の研究者に認めてもらえます。「目の前の患者とその
病から謙虚に学び、そこで得た着想を発端に研究を進め、医学・医療
の向上に貢献したい」という気持ちから、プレッシャーを感じることもあるで
しょう。しかし、「学び」から「貢献」までのプロセスには多くの「発見
の喜び」があります。研究者同士の楽しい交流も豊富にあります。この
ことを医学部生として実感しておくと、その後いかなる医学研究上の難関
に遭遇しても、きっと自信を持って、乗り越えられると信じています。勇気
を持って、第一歩を踏み出しましょう！

東京大学医学部は、安政５年（1858 年）に神田のお玉ヶ池種痘所とし
て発祥し、160 年近い歴史と伝統を有しています。教育目的を「生命科
学・医学・医療の分野の発展に寄与し、国際的指導者になる人材を育成
することにある。すなわち、これらの分野における問題の的確な把握と解決
のために創造的研究を遂行し、臨床においては、その成果に基づいた全人
的医療を実践しうる能力の涵養を目指す。」と定めており、その目標を達成す
るために、独自の特色ある教育プログラムを推進しています。
本学では、大学入学後の約 1 年半は教養学部において幅広く一般教養
科目を学びます。医学部では、医学を志す教養学部生を対象に、「Medical 
Biology 入門」の講義、「医学に接する」ゼミナールなど、最先端の医学
研究や医療に触れることのできる機会を提供しています。２年次の秋からは
医学の専門科目の講義・実習が始まります。３年次までに基礎医学の科目
を、４年次に臨床医学、社会医学、医学英語などの科目を履修します。そ
して、４年次の冬に行われる共用試験（CBT、OSCE）に合格後、６年
次までクリニカルクラークシップ（参加型臨床実習）に参加します。
本学は研究マインドの涵養のための教育に力を入れており、カリキュラムの
中に研究に集中できる期間を複数用意しているのが特徴です。例えば、２
～４年次の「フリークオーター」や５～６年次の「エレクティブクラークシップ」
では、１～３か月間、希望する研究室に出入りして研究に専念することが
できます。医療現場での実習も可能です。これらの機会を利用して、海外
の研究室や医療機関で実習を受ける学生が毎年多数います。また、「Ph.
D.-M.D.コース」「MD 研究者育成プログラム」「臨床研究者育成プログラ
ム」という3 つの研究者育成プログラムも設置されており、多くの学生が自
発的に参加し、日夜実験に励んでいます。

研究は楽しい！
発見の喜びから未来の医療へ
東京大学　医学部　MD研究者育成プログラム
室長　尾藤 晴彦

医学分野の国際的リーダーの育成
東京大学　医学部　
教務委員会委員／疾患生命工学センター　
講師　細谷 紀子

後藤：私は昔から医学研究に興味があったので、研究に強いイメージがある
東大を受験しました。東大にはMD研究者育成プログラムという、学部生の
頃から基礎系の研究室に通うプログラムがあります。医学科の専門科目の履
修開始に先がけて、１年生のうちからプログラム主催で分子生物学の教科書
の輪読会などが開かれ、基礎医学に触れる機会が与えられます。通常の授
業と並行しての研究は大変ではありましたが、以前から興味があったヒトの記
憶についての研究に自ら長期的に挑戦することができ、とても充実していました。
秋山：私は今５年生で、病院実習がとても楽しいです。それぞれの科で、や
ってみたいことや知りたいことを、納得するまでとことん教えていただいています。
東大では５～６年生の間に、エレクティブクラークシップという自由選択期間が
与えられていて、最低２か月間、興味がある科や海外の病院を選んで実習す

ることができます。私はこの期間のうち１か月を東大病院の救急部での実習に
充てました。他の科では診断がついて治療方針も決まった患者さんを診ていま
したが、救急ではどんな患者さんが来るか分かりませんし、私が患者さんから
聞きとった内容がその後の検査や治療に結びつくこともあり、とても責任を感
じる実習でした。
後藤：エレクティブクラークシップの期間は基礎医学の研修に充てることもでき
ます。私は、ハーバード大学とマサチューセッツ工科大学の共同研究機関で
あるブロード研究所と、スタンフォード大学の基礎系の研究室に行き、iPS細
胞やES細胞を神経細胞に分化させ、培養する手法等を学びました。最先
端の研究や設備に触れ、世界各国から集まった熱意ある研究者たちが互い
に切磋琢磨している環境に身を置くことができ、とても刺激を受けました。

アカデミックな環境で、自分の学びたいことを究める
東京大学　医学部　６年　後藤 愛佳 　／　同　５年　秋山 果穂 

東京大学
〒113-0033 東京都文京区本郷７丁目３番１号
03-5841-3303
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山本：横浜市立大学には、学生が使えるシミュレー
ションセンターがあります。センターにはベッドや
様 な々診察・処置のシミュレーター、医療機器があっ
て、附属病院の医師・看護師だけでなく、医学生
も予約をすれば使うことができます。外科寺子屋と
いうトレーニング講習も開かれています。OSCEの
準備のため、今日も採血の練習をしてきました。
飯尾：４年次の前期に、３か月間の研究実習があ
りました。自分の興味のある研究室を選べるので
すが、僕は、学生の今のうちだからこそ、臨床以
外の研究に取り組むチャンスなのかなと思い、医
学教育学の研究室を選びました。３年次に医療倫
理の授業を受けて関心を持っていた「医師とはどう
あるべきか」といったテーマについて他学部の学
生に討論してもらって、それを分析するという研究
をしました。
山本：僕は再生医学の研究室で、肝臓の再生に関
する研究をしました。研究室の先輩の手伝いとい
う感じではなく、ラットを使った実験からデータの
解析まで、色々自分でやらせていただけたので、と
ても勉強になりました。
飯尾：横浜市立大学の医学部は一学年が90人と
小規模で、学年みんなと顔見知りになります。部
活動も活発で、先輩後輩のつながりもたくさんでき
ます。グラウンドも大学のすぐ近くにあって、広さ
も十分なので部活同士で場所を取り合うこともなく

（笑）、部活の環境には恵まれていると思います。
山本：医学部キャンパスは海のすぐそばで、自然豊
かな立地です。キャンパスと直結している市大医学
部駅からは30分ぐらいで横浜に出られて便利です。

横浜市立大学医学部のルーツは、丸善の創始者として有名な医師・実業家で
あった早矢仕有的が明治４年に長崎に次ぐ日本で２番目の洋式病院である横浜
仮病院を開院したことにあります。その後十全医院と名を変え、昭和 19 年横
浜市立医学専門学校が開校。昭和 22 年に横浜医科大学、昭和 27 年に
横浜市立大学医学部（新制）となり、現在に至ります。“国際都市横浜にお
ける知識基盤社会の都市社会インフラとして教育研究・医療の拠点機能を担う
ことをその使命とし、社会の発展に寄与する市民の誇りとなる大学を目指す。”と
いう使命のもと、教育重視・学生重視・地域貢献を三つのモットーとして運営さ
れています。横浜市内の多くの病院が大学と関連し、距離的にも人的にも医
学部との協働が容易である、という特徴を生かした「都市型の地域医療」を担
う役割は大きい、と考えており、実際、卒業生の多くが横浜市をはじめとする神
奈川県で奉職しています。
医学科では平成 24 年に医学教育センターが設置され、近年の医学教育改革
の流れを汲みながら改革を進めてきました。平成 25 年11月には海外の評価
機関であるSGB consultants による外部評価を受審し、能動的学習の拡充、
臨床実習 70 週化等のカリキュラム改革を図ってきました。また最近では世界医
学教育連盟（WFME）グローバルスタンダードに基づいて改革を進め、平成
28 年５月に日本医学教育評価機構（JACME）による認証評価を受審しました。
教育重視の観点からはシミュレーター教育の活用、４年次の15週に及ぶリサー
チクラークシップの拡充、海外交流の拡充など、学生中心の観点からは新入
生合宿の実施や担任制の導入などきめ細やかな相談体制の整備、地域貢献
の観点からは福祉施設実習や地域保健医療学実習など、地域基盤型医療教
育体制の整備に取り組んでいます。日本で最も少ない90名の定員で、家族
的な雰囲気の医学科ですので、ぜひ進路としてご考慮いたければと思います。

少人数で、深く学ぶ
横浜市立大学　医学部　４年　飯尾 知輝
同　４年　山本 翔太

横浜市立大学医学部医学科の
教育の特徴
横浜市立大学　医学部　医学教育学　
主任教授　稲森 正彦

横浜市立大学
〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦３丁目９番
045-787-2511

横浜市立大学は、学生数が 5000 人未満の「小規模大学ランキング 2016」で、日本
２位、世界 16 位になりました。小規模ではあるものの、論文引用率や外部資金の獲得な
ど、高い研究力を有していることが評価されたものです。特に「強み」である研究分野をみ
ると、がん・再生医療・遺伝子・感染症・免疫・植物学などの領域であり、これらは既に
世界レベルでの実績をあげています。こうした最先端の研究を行っている拠点として、先端
医科学研究センターがあります。ここでは、がん、生活習慣病などの克服を目指した基礎
研究と、その成果を臨床に応用する橋渡し研究を推進しています。平成18年のセンター
開設より10年が経過し、この間に、ゲノム（遺伝子）・プロテオーム（タンパク質）・セロ
ーム（細胞）を中心に組織横断的に協力しながら、臨床・産業現場におけるニーズに応え
る実用化技術の開発を目指して、様 な々「研究開発プロジェクト」を展開してきました。こう
した取り組みに対する国からの期待も大きく、これまでに文部科学省の「イノベーションシス
テム整備事業」や、日本医療研究開発機構（AMED）の「難治性疾患実用化研究事
業」「再生医療実現拠点ネットワークプログラム」「脳科学研究戦略推進プログラム」のよ
うな大規模プロジェクトに採択されています。「イノベーションシステム整備事業」では、最
新のプロテオーム解析技術を用いて、疾患の原因タンパク質の解明や創薬を産学連携で
進め、卵巣明細胞腺がんの診断マーカーや、脳卒中後のリハビリテーションの効果を高め
る薬の開発を進めています。「難治性疾患克服研究事業」では、遺伝子性難治疾患を
対象に、変異から染色体微細欠失までゲノム上の変化を検出できる次世代シーケンス解析
によって、多くの難病の責任遺伝子を解明し、「再生医療実現拠点ネットワークプログラム」
では、世界で初めてヒトiPS 細胞から血管構造を持つ機能的なヒト臓器の作成に成功しま
した。今後も、最先端の医科学研究を進め、優れた研究成果を世界に発信していきます。

組織横断的な最先端研究を展開
横浜市立大学　先端医科学研究センター長　折舘 伸彦

医師を目指すうえで、“研究”はどのような意味を持つのでしょうか。医学生
にとっては、研究は縁遠い世界に見えるかもしれません。最終的に卓越した
医師となるために、実は研究経験を持つことには、計り知れない価値があ
ります。医学はいつの時代でも不完全であり、現時点の常識が10年後に
覆ることも稀ではありません。ガイドラインやマニュアル類も、未知の事象
に立ち向かう際には無力です。臨床現場では定型的な事象はむしろ少なく、
不確実で不明瞭な情報から仮説をたてて、検証し結果を評価する、という
行為の連続です。このような思考力こそが、研究によって最もよく育まれます。
良き医師は優れた研究者であるのが通例です。Physician Scientistこそが
我々が目指すべき医師像であろうと考えています。
良医育成をミッションとして創設された本学は、この思想のもとで、当初か
ら先進的な研究環境が整備されていました。研究スペースは講座とは独立
して、中央研究センターとして運営されています。センターは分子生物学・
細胞培養・バイオイメージング等の機能別に５つのユニットに分かれていま
す。このように中央に研究資源を集中することで、最新の大型研究機器を
遅滞なく導入する事が可能になっています。多光子レーザー顕微鏡、動物
用CT装置などは通常、講座単位では導入しにくいものです。更に各ユニッ
トには、熟練した技術員、研究補助員が配属されており、機器の管理・技
術指導・委託解析などの専門的研究支援を行います。初心者や研究経験
の浅い研究者も、容易に新しい研究技術を活用できる環境が整っています。
全学的な研究費としてプロジェクト研究費が用意されており、萌芽的な研究
も支援を受けることができます。本学建学の理念である、「人間（ひと）を
つくる」「体をつくる」「医学をきわめる」を実現するために、先端的な卓越
した研究環境が整備されています。

本学は「人間（ひと）をつくる」「体をつくる」「医学をきわめる」との教
育理念を掲げ、人間性の涵養を最重要課題として、先進医学の修得と
併せて全人的医療を実践できる医師の育成を目指しています。本学医学
教育の特筆すべき点として、医師にふさわしいプロフェッショナリズムを
身につける人間教育を行うため、１年次の全寮制（教育寮）と６年間を
通した小グループ制度があります。学生と教員の距離が近く、きめ細や
かな指導が行われており、ロビーで学生が直接教授に質問している光景
もよく見られます。また、医師に必要な基本的資質として１年次から語学
力やコミュニケーション能力を高めるカリキュラムが取り入れられています。
準備教育と医学専門教育は学年ごとの学修到達度を考慮し、６年一貫
教育として順序よく配置され体系化されています。
本学では１年次２学期から解剖実習が始まりますが、午前中に解剖学と
生理学を統合した講義があり、午後からその部分の解剖実習を行うと
いったように、臓器別に基礎医学と臨床医学を統合し相互に関連をも
たせたカリキュラムが組まれています。先進的な医学を探究する研究マイ
ンドを涵養するため、２年次後半に「医学研究への扉」という５週間の
研究室配属プログラムを行っています。全員がポスター発表を行い、教
員と先輩学生による審査も行っています。３年次で主要な臨床科目を学
び、４年次では免疫疾患など臓器横断的・統合的な臨床科目と社会医
学を学び共用試験を終えると、１月からクリニカルクラークシップを中心
とした臨床実習が始まります。学外医療機関における地域医療実習のプ
ログラムも取り入れられ、医学だけではなく医療を学ぶ実習を行っていま
す。このように本学ではグローバルな視点を持ちながら地域医療に貢献
できる良医の育成に取り組んでいます。

川崎医科大学の研究環境の特色
―良医を育成するための卓越した研究環境－
川崎医科大学　副学長（大学院・研究・国際交流担当）
腎臓・高血圧内科学　教授　柏原 直樹

地域医療に貢献できる良医の育成
川崎医科大学　副学長（教務担当）
神経内科学　教授　砂田 芳秀

牧野：川崎医科大学には、医科大学としては全国で唯一の附属
高校があります。附属高校からは毎年20人程が大学に進学します。
大学１年生は全員が寮に入ることになっているので、外部から入学
した人とも一緒にご飯を食べたり勉強したりしていくうちに仲良くな
ります。また、縦割りでグループを作る「小グループ制度」があり、
勉強や研修など、大学生活について何でも先輩と話すことができ
ます。各グループには先生も２人ずつ付いてくださるので、先生と
も仲良くなれます。優しい先生が多い印象です。
真嶋：大学のラウンジでは、「メディカルカフェ」という女性医師
を応援するイベントも開かれていて、多くの人が参加します。学年
ごとに勉強する「ブース」という部屋もあります。そこに行くと、み
んないるのでなんとなく安心するんですよね（笑）。テスト期間中は、
わからないことをお互いに聞きあったりしています。先生とも先輩と

も距離が近い、とにかくアットホームな雰囲気が、川崎医科大学
の魅力だと思います。
牧野：これまで学んできたことの中で一番印象に残っているのは、
救急と麻酔科の実習です。救急は様々な患者さんの最初の対応を
行う科、麻酔科は患者さんの全体を診ながら処置をする科で、ど
ちらもすごく勉強になりました。
真嶋：川崎医科大学附属病院は全国に先駆けてドクターヘリの運
用を始めた大学病院なんです。救急の実習では、ドクターヘリで運
ばれてきた患者さんを診ることもありました。実習の最後には、地
上でではありますが、ドクターヘリに乗って写真撮影をしました。ド
クターヘリに乗る医師が必ず着る青いつなぎも着られて、かなりの
モチベーションアップになりました。この体験をきっかけに、大学
に残ろうと決意する人もいるようです。

アットホームな環境で学ぶ
川崎医科大学　医学部　５年　牧野 莉央 　／　同　５年　真嶋 美穂

川崎医科大学
〒701-0192 岡山県倉敷市松島577
086-462-1111    

※医学生の学年は取材当時のものです。37 36
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日本医科学生 総合体育大会
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日本医科学生 総合体育大会 　医学部  運動部へ
よう  こそ

勉強だけじゃない！部　活動も頑張る医学生！
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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、2011
年4月の世界医師会（WMA）理事会で若
手医師の国際的組織として承認されました。
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。日本
医師会（JMA）は2012年10月に国際保
健検討委員会の下に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
でつくられてきました。JMA-JDNは、多
様な若手医師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由に自分
たちのアイデアを議論し行動できる場を提
供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」
と検索してみて下さい。

*保健医療2035…2015年に厚生労働省が発表した、20年後の日本の保健医療政策のビジョン。

日本医師会の若手医師支援

※先生方の所属は 2017 年３月現在のものです。

JDNは、卒後10年目以内の若手医師のネットワークです。世
界医師会 (WMA)において設立され、日本で日本医師会ジュ
ニアドクターズネットワーク(JMA-JDN)として2012年から活
動しています。2017年3月現在、運営メンバーが約20名、メー
リングリストには約160名が参加しています。JMA-JDNは、
若手医師が、国際的な視野をもち、専門科を超えたネットワー
クを通してつながり、学び、地域の医療に貢献することを目的
にしています。これまで、下記のような活動の場を提供してき
ました。

【国際的な活動】WMAやアジア太洋州医師会連合の国際会
議や、世界の若手医師が集まるJDNミーティングに参加して
います。世界の若手とそれぞれの国の医療課題、若手医師を
取り巻く課題について経験の共有と議論をし、政策提言を行
います。欧州日本人医師会などのネットワークに参加しており、
今後はそれらを活かした活動の展開を検討しています。

【専門の科を超えて学ぶ】専門科を超えた学びあいを目的に、
保健医療2035*・国際保健・ソーシャルマーケティング・健康
の社会的決定要因・メンタルヘルス・キャリアプランニング等
のセミナーを開催し、学びを深めてきました。今年度もヘルスコ
ミュニケーション・英語論文の書き方等のセミナーを検討中です。

【地域社会への貢献】地域医師会と協力し、北海道・石川県・
徳島県・高知県で若手医師向けのセミナーや勉強会の企画の
お手伝いをしてきました。

【若手のネットワークを活かした調査・提言】リサーチチームを
開設し、若手医師ならではの調査研究を目指しています。現場
の課題を若手医師の視点から記述し、アカデミックな考察を
加えて発信することに取り組んでおり、例えばJMAジャーナル
で地域での臨床経験をもとに現状を記述し、発表しています。
ホームページやFacebook、Instagramで活動の紹介、各種お
知らせを掲載していますので、ぜひご覧ください。

Junior Doctors Network に
ついて

JMA-JDNとは

三島 千明
JMA-JDN　代表、WMA-JDN　国際役員　

島根大学医学部卒業。北海道家庭医療学センターで後期研修修了。
家庭医療専門医。現在、プラタナス青葉アーバンクリニック、みいク
リニック代々木にて都市部のかかりつけ医を目指して勤務中。

今回は、JMA-JDNの若手医師より、JMA-JDNの活動の全体像の紹介および、

各種セミナーの活動報告を寄せてもらいました。

医学教育の中でキャリア教育が十分になされていないというこ
とはかねてより言われてきたことですが、卒後臨床研修制度の
導入等を契機とし、働き方の選択についての関心が近年高まっ
ています。
2017年２月26日に、北海道医師会主催で医学生・若手医師
キャリアデザインセミナーが開催されました。これまでも同医
師会では医学生・研修医と語る会として、若い世代の将来の
糧になるような会を開催されてきましたが、今年度よりJMA-
JDNから数名が若手医師の立場で企画に参画してきました。
今回は「これからのキャリアを考える」をテーマに、北海道大
学病院女性医師等就労支援室特任助教の清水薫子先生に、
北海道大学医学部でのキャリア教育の現状や、北海道大学
病院での取り組みをご講演いただきました。私が大学を卒業し
たのは５年前で、それほど昔ではありませんが、在学中にキャ
リアについての教育を受けたことはありませんでした。現在は
キャリア教育がカリキュラムに含まれていると聞き、変化を感
じました。また、男女を問わず、仕事と家庭を両立したいと考
えている医学生が大半であるということを知りました。
その後3人の現役医師から、自らの歩んできたキャリアパスの
中で重要と感じたこと、研究等臨床以外との両立、診療科選
択等についてお話をしていただきました。
会の後半では、医師会役員の先生も参加し、医学生と小グルー
プにわかれて、キャリア形成について話し合いました。若い世
代は今後のキャリアについての興味や懸念について、上の世
代の先生方は、それに対して病院を管理する側はどう応えてい
くことができるのかという視点でお話をされていました。
異なる世代がそれ
ぞれ互いの考えを
知ることのできる
貴重な機会となっ
たと考えておりま
す。今後、若い世
代の参加がより増
えることを期待し
ております。

医学生とキャリア形成を考える

佐藤 峰嘉
JMA-JDN　役員（国際担当）

2012 年北海道大学医学部卒業。北海道の砂川市立病院で臨床研
修後、他院を経て現在同院内科で勤務中。

医療から社会的課題へ
アプローチする

柴田 綾子
JMA-JDN　役員（セミナー担当）　　　

2011年群馬大学医学部卒業。沖縄にて臨床研修を修了し、現在、
大阪府の淀川キリスト教病院で産婦人科医として勤務中。

私達は医師として医療を取り巻く社会的課題へどのようにアプ
ローチできるのでしょうか？JMA-JDNでは、2017年２月に日
本プライマリ・ケア連合学会の家庭医療学冬期セミナーにお
いて「医療を取り巻く社会的課題を知り、若手医師が出来る
事を考える」ことを目標に、健康の社会的決定要因（Social 
Determinants of Health,SDH）のワークショップを開催しまし
た。
2008年にWHＯからSDH最終報告が提出され、2015年に
は当時の世界医師会のマイケル・マーモット会長が、医師は積
極的にSDHへ対応すべきと提言しています。
例えば心筋梗塞の患者さんがいた場合、その疾患を治療する
だけでなく、なぜその人が心筋梗塞になってしまったのか、生
まれ育った家庭環境、食生活、職場でのストレス、喫煙や暴
食をやめられない背景など、疾患の裏にある要因（SDH）を考
えることで、医師としてより包括的な支援ができるのではない
でしょうか。
ワークショップでは、NPO法人として障害者と健常者の溝を
埋める活動をしている上島実佳子氏から社会活動のコツを伺
いました。「社会的課題へ取り組もうとすると、どうしても難し
くなりがちだが、『自分達が楽しんで活動すること』『ワクワク・
ドキドキ』を作って伝えることが、活動を広めるうえで重要であ
る」とアドバイスを頂きました。
５月13 ～ 14日に高松で開催される第８回日本プライマリ・ケ
ア連合学会学術大会では、ＳＤＨ検討委員会がワークショッ
プを開催予定です。JDNも、13日の夕方にヘルスコミュニケー
ションのワークショップを企画しています。学生は当日参加費
3，000円とお得なので、ぜひ参加してみてください。詳細は、
第８回日本プライマリ・
ケア連合学会学術大
会 WEBぺージをご確
認ください。
W EB：http://www2.
c - l i n k a g e . c o . j p /
jpca2017/
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田
邊
（
以
下
、
田
）：
守
本
さ
ん
は
、

地
元
の
兵
庫
県
豊
岡
市
で
有
志
を

募
っ
て
地
域
診
断
を
し
た
り
、
医
療

者
や
医
療
系
学
生
が
移
動
式
屋
台
を

使
っ
て
地
域
住
民
と
触
れ
合
う
「
健

康
カ
フ
ェ
」
を
主
催
し
た
り
と
、
地

域
医
療
系
の
活
動
に
と
て
も
積
極
的

で
す
よ
ね
。
で
も
、
数
年
前
に
初
め

て
出
会
っ
た
時
は
、守
本
さ
ん
は
「
救

急
医
療
が
大
好
き
な
人
」
と
い
う
印

象
が
強
か
っ
た
で
す
。
守
本
さ
ん
の

中
で
二
つ
の
分
野
が
ど
う
つ
な
が
っ

て
い
る
の
か
、
ず
っ
と
聞
い
て
み
た

い
な
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

守
本
（
以
下
、
守
）：
僕
は
も
と
も

と
救
急
医
療
に
憧
れ
て
医
師
を
目
指

し
た
ん
で
す
。
僕
の
地
元
の
兵
庫
県

但
馬
地
域
は
、
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
の
出

動
数
が
全
国
ト
ッ
プ
で
、
高
校
の
す

ぐ
近
く
に
ヘ
リ
の
基
地
が
あ
っ
た
り

し
て
。
今
で
も
、
ヘ
リ
の
近
づ
く
音

を
聞
け
ば
何
の
機
種
か
が
わ
か
る
く

ら
い
の
救
急
オ
タ
ク
で
す
︵
笑
︶。

　

地
域
医
療
に
つ
い
て
考
え
始
め
た

の
は
大
学
３
年
生
の
頃
か
な
。
自
治

医
科
大
に
入
っ
て
か
ら
も
、
し
ば
ら

く
は
心
肺
蘇
生
の
資
格
を
取
る
な
ど
、

救
急
分
野
の
活
動
ば
か
り
や
っ
て
い

た
。
だ
け
ど
、
卒
後
９
年
間
の
大
学

の
義
務
年
限
の
間
は
自
分
の
故
郷
で

地
域
医
療
に
従
事
す
る
、
と
い
う

将
来
を
だ
ん
だ
ん
真
剣
に
考
え
る
よ

う
に
な
っ
て
、
そ
の
９
年
間
を
有
意

義
に
過
ご
す
た
め
に
、
今
で
き
る
こ

と
は
何
だ
ろ
う
と
思
っ
て
。
そ
れ
で

始
め
た
の
が
、
地
域
診
断
の
活
動
で

す
。
ま
ず
は
街
を
実
際
に
歩
き
、
地

理
的
な
環
境
や
社
会
資
源
を
調
べ
た

り
、
住
民
や
地
域
の
専
門
職
の
方
と

お
話
し
し
た
り
し
て
情
報
収
集
し
ま

す
。
す
る
と
、「
こ
の
地
域
は
、
地

理
的
に
在
宅
医
療
を
行
う
の
が
難
し

そ
う
だ
」
と
い
っ
た
特
徴
が
見
え
て

く
る
。
そ
こ
か
ら
具
体
的
な
地
域
の

課
題
を
洗
い
出
し
、
住
民
と
共
に
解

決
策
な
ど
を
話
し
合
う
ん
で
す
。
た

だ
、「
地
域
診
断
」
と
い
う
名
目
だ
と
、

ど
う
し
て
も
観
察
者
の
立
場
に
立
っ

て
し
ま
う
。「
健
康
カ
フ
ェ
」
を
始

め
た
の
は
、
も
っ
と
近
い
距
離
で
地

域
に
溶
け
込
み
た
い
と
思
っ
た
の
が

き
っ
か
け
で
し
た
。

田
：
守
本
さ
ん
は
地
域
医
療
系
の

活
動
を
始
め
て
た
っ
た
数
年
な
の

に
、
活
動
を
し
っ
か
り
形
に
し
て
い

て
、
本
当
に
す
ご
い
で
す
よ
ね
。
一

人
で
ゼ
ロ
か
ら
立
ち
上
げ
る
の
っ
て
、

大
変
で
は
な
い
で
す
か
？

守
：
僕
は
、
全
部
ゼ
ロ
か
ら
作
っ
た

つ
も
り
は
な
い
ん
で
す
。
地
域
診
断

や
健
康
カ
フ
ェ
も
、
周
り
の
人
の
活

動
を
真
似
た
も
の
で
す
か
ら
。
面
白

い
活
動
が
あ
っ
た
ら
と
り
あ
え
ず
真

似
し
て
み
て
、
そ
こ
か
ら
少
し
ず
つ

自
分
な
り
に
改
良
し
て
い
け
ば
い
い

か
な
、
と
い
う
ス
タ
ン
ス
で
い
ま
す
。

田
：
今
、
将
来
に
つ
い
て
ど
ん
な
ビ

ジ
ョ
ン
を
持
っ
て
い
ま
す
か
？

守
：
興
味
の
あ
る
こ
と
が
た
く
さ

ん
あ
っ
て
、
正
直
、
具
体
的
な
キ
ャ

リ
ア
イ
メ
ー
ジ
は
描
け
て
い
ま
せ
ん
。

で
も
最
近
は
、
今
無
理
に
進
路
を
決

め
る
必
要
は
な
い
か
な
、
と
も
思
っ

て
い
ま
す
。
と
に
か
く
９
年
間
は
義

務
年
限
が
あ
る
し
、
そ
の
後
も
地
域

に
は
ず
っ
と
関
わ
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。

だ
っ
た
ら
、
救
急
、
総
合
診
療
、
あ

る
い
は
行
政
、
ど
ん
な
立
場
か
ら
地

域
に
働
き
か
け
る
か
は
、
10
年
目
ま

で
に
考
え
れ
ば
い
い
の
か
な
っ
て
。

田
：
そ
れ
を
聞
い
て
少
し
安
心
し
ま

し
た
。
私
は
大
学
の
法
医
学
教
室
で

子
ど
も
の
予
防
可
能
な
死
亡
に
つ
い

て
研
究
し
て
い
て
、
将
来
は
子
ど
も

の
死
亡
を
減
ら
す
こ
と
に
貢
献
し
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
で
も
そ
れ
に

は
、
法
医
学
・小
児
科
・
児
童
精
神
科
・

行
政
な
ど
様
々
な
分
野
か
ら
の
ア
プ

ロ
ー
チ
が
考
え
ら
れ
て
。
守
本
さ
ん

と
分
野
は
違
う
け
れ
ど
、「
立
場
は

後
か
ら
考
え
れ
ば
い
い
」
と
い
う
姿

勢
は
非
常
に
参
考
に
な
り
ま
す
。

守
：
何
科
を
選
び
、
何
年
目
ま
で

に
専
門
医
を
、
と
い
う
積
み
上
げ

型
の
キ
ャ
リ
ア
に
と
ら
わ
れ
る
の
は
、

ち
ょ
っ
と
息
苦
し
い
な
と
思
う
ん
で

す
。
僕
ら
は
幸
い
、「
こ
れ
が
や
り

た
い
」と
い
う
も
の
が
先
に
見
つ
か
っ

た
。
今
後
も
そ
の
思
い
を
大
切
に
、

柔
軟
に
活
動
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

interviewee

 守本 陽一 
interviewer

田邊 桃佳

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
。
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田邊 桃佳（横浜市立大学 ４年）

profile

1993 年生まれ。兵庫県出身。大学進学
後、“地域医療、地域医療”と言われるが、
大学に地域を学ぶための環境がないと気
付き、自ら学生コミュニティ、但馬ゆかり
の医療系学生の集いを設立。地域の医
療者と住民が手を取り合い、地域の健康
を考えるまちづくりを目指し、兵庫県豊岡
市などで活動している。今年、一緒に地
域を探る仲間を絶賛募集中。

守本 陽一（自治医科大学　5年）

profile

※医学生の学年は取材当時のものです。

田邊 桃佳（横浜市立大学 ４年）

私も故郷新潟の地域医療の現状から、より良い地域医療につ
いて考えを巡らせてきました。守本さんは積極的に地域と関わり
ながら、様 な々分野をつなげ、また医療にとどまらない活動をさ
れていて、とても関心を寄せています。この先、医師としてどこで
どのように活躍されていくのか、ますます注目しています！
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