


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
ま
す
。

渡
米
へ
の
強
い
思
い

渡
邉
（
以
下
、
渡
）：
志
水
先
生
は

ア
メ
リ
カ
に
留
学
さ
れ
、
ハ
ワ
イ
大

学
で
臨
床
経
験
を
積
ん
だ
り
、
カ
ザ

フ
ス
タ
ン
な
ど
様
々
な
国
で
医
学
生

や
研
修
医
を
指
導
さ
れ
た
り
、
海
外

経
験
が
非
常
に
豊
富
で
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
よ
ね
。
海
外
を
目
指
さ
れ
た

き
っ
か
け
は
何
で
し
た
か
？

志
水
（
以
下
、
志
）：
学
生
時
代
か

ら
漠
然
と
海
外
に
憧
れ
て
い
ま
し

た
が
、
本
気
で
目
指
し
始
め
た
の
は
、

日
本
の
感
染
症
診
療
の
第
一
人
者
の

一
人
で
あ
る
、
青
木
眞
先
生
に
お
会

い
し
て
か
ら
で
す
。
臨
床
研
修
中
に

た
ま
た
ま
参
加
し
た
勉
強
会
で
、
講

師
と
し
て
感
染
症
の
こ
と
を
実
に
鮮

や
か
に
解
説
な
さ
る
青
木
先
生
の
お

姿
に
感
銘
を
受
け
、
感
染
症
専
門
医

を
目
指
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

臨
床
研
修
終
了
後
は
、
ま
ず
は

内
科
全
般
を
学
ぼ
う
と
、
大
阪
市
立

堺
病
院
（
当
時
）
の
総
合
内
科
の
レ

ジ
デ
ン
ト
に
な
り
ま
し
た
。
で
も
同

時
に
、
青
木
先
生
が
過
去
に
ア
メ
リ

カ
で
働
い
て
い
ら
し
た
こ
と
も
あ
り
、

渡
米
へ
の
思
い
が
ど
ん
ど
ん
強
く
な

っ
て
い
ま
し
た
。
加
え
て
、
先
進
的

な
環
境
で
、
感
染
症
や
集
中
治
療
の

専
門
的
な
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
積
み
た

い
と
い
う
思
い
も
あ
っ
た
。
そ
れ
で

後
期
研
修
が
終
わ
る
頃
、
ま
ず
沖
縄

の
米
国
海
軍
病
院
の
採
用
試
験
を
受

け
た
ん
で
す
。
当
時
は
受
か
っ
た
気

満
々
で
、
送
別
会
ま
で
開
い
て
い
た

だ
き
、
こ
れ
か
ら
海
軍
病
院
で
頑
張

る
ん
だ
、
と
張
り
切
っ
て
い
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
な
ん
と
、
試
験
に
は
不

合
格
だ
っ
た
ん
で
す
。
快
く
送
り

出
し
て
も
ら
っ
た
手
前
、
堺
病
院
に

は
戻
れ
な
い
。
と
に
か
く
ア
メ
リ
カ

に
行
く
し
か
な
い
と
思
っ
て
、
Ｍ
Ｐ

Ｈ
や
Ｍ
Ｂ
Ａ
な
ど
の
大
学
院
を
受
け
、

何
と
か
合
格
し
ま
し
た
。

　

そ
し
て
い
ざ
渡
米
し
て
大
学
院

に
通
お
う
と
い
う
段
に
な
り
、
は
た

と
「
自
分
に
は
お
金
が
な
い
」
と
い

う
こ
と
に
気
付
い
た
ん
で
す
（
笑
）。

そ
れ
で
、
大
学
院
の
授
業
は
週
の
前

半
に
固
め
、
木
曜
か
ら
日
曜
は
日
本

に
帰
り
、
全
国
の
病
院
で
ア
ル
バ
イ

ト
を
し
て
学
費
を
工
面
す
る
こ
と
に

し
ま
し
た
。
後
輩
か
ら
勉
強
会
の
講

師
に
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
診
療

の
合
間
を
縫
っ
て
講
義
し
ま
し
た
。

渡
：
過
酷
な
生
活
で
す
ね
…
。

志
：
睡
眠
は
飛
行
機
の
中
で
取
る

日
々
で
、
体
力
的
に
は
と
て
も
大
変

で
し
た
（
笑
）。
で
も
、
様
々
な
医

療
機
関
で
働
き
、
多
様
性
を
肌
で
感

じ
た
こ
の
時
の
経
験
は
、
今
の
自
分

に
活
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

教
育
は
「
仲
間
を
作
る
」
こ
と

渡
：
大
学
院
を
修
了
後
、
ア
メ
リ
カ

で
臨
床
に
携
わ
っ
た
の
で
す
か
？

志
：
そ
れ
が
、
Ｕ
Ｓ
Ｍ
Ｌ
Ｅ
に
何
度

か
落
ち
、
受
か
っ
て
か
ら
も
マ
ッ
チ

ン
グ
の
段
階
で
失
敗
し
、
定
職
は
な

か
な
か
得
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
と

に
か
く
ア
メ
リ
カ
に
い
さ
え
す
れ
ば

何
と
か
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
、
ビ

ザ
が
続
く
限
り
粘
っ
て
い
ま
し
た
が
、

そ
の
う
ち
青
木
先
生
に
勧
め
ら
れ
、

日
本
で
組
織
に
所
属
し
て
社
会
貢
献

す
る
こ
と
も
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
そ
し
て
い
よ
い
よ
ビ
ザ
が
切

れ
る
と
い
う
年
に
、
お
世
話
に
な
っ

た
先
生
か
ら
練
馬
光
が
丘
病
院
の
総

合
診
療
科
立
ち
上
げ
の
話
を
い
た
だ

い
た
ん
で
す
。
８
年
目
な
が
ら
中
核

メ
ン
バ
ー
の
一
人
と
な
り
、
次
年
度

か
ら
後
期
研
修
医
を
受
け
入
れ
る
た

め
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
作
成
や
ス
タ
ッ
フ

の
確
保
に
奔
走
し
、
立
ち
上
げ
は
大

成
功
で
し
た
。
そ
の
後
、
ハ
ワ
イ
大

学
に
マ
ッ
チ
ン
グ
す
る
こ
と
が
で
き
、

再
び
渡
米
し
ま
し
た
。

渡
：
そ
し
て
帰
国
後
、
獨
協
医
科
大

学
で
総
合
診
療
科
を
立
ち
上
げ
ら
れ

た
ん
で
す
よ
ね
。

志
：
は
い
。
ご
縁
が
重
な
り
、
若
手

で
大
学
病
院
の
部
門
長
を
任
さ
れ
た

こ
と
は
と
て
も
あ
り
が
た
か
っ
た
で

す
。
僕
ら
の
世
代
が
こ
れ
か
ら
の
総

合
診
療
を
盛
り
上
げ
て
い
か
な
け
れ

ば
、
と
強
く
思
い
ま
す
。

渡
：
先
生
は
、
ア
メ
リ
カ
留
学
中
も

帰
国
し
た
今
も
、
後
進
の
教
育
に
注

力
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

志
：
え
え
。
若
い
世
代
と
一
緒
に
考

え
、
悩
む
こ
と
は
楽
し
く
、
ま
た
経

験
の
少
な
い
人
に
も
伝
わ
る
よ
う
知

識
を
整
理
す
る
こ
と
は
、
自
分
の
勉

強
に
も
な
り
ま
す
。
そ
し
て
何
よ
り

教
育
と
は
、
自
分
の
未
来
の
仲
間
を

作
る
こ
と
で
す
。
彼
ら
が
成
長
し
た

ら
一
緒
に
働
く
同
志
に
な
っ
て
く
れ

る
と
思
う
と
、
非
常
に
わ
く
わ
く
し

ま
す
ね
。

What I’m made from

志水 太郎

教育することは
未来の仲間を
つくること

渡邉 彩佳
獨協医科大学　医学部　３年

志水先生の授業を受けて以来、「こんなすごい
先生がいらっしゃるのか」とずっと憧れていたの
で、直接お話を聞けてとても嬉しかったです。「夢
は諦めたらそこで終わり」という先生のお言葉を
胸に、これからも頑張りたいです。

獨協医科大学病院　総合診療科・総合診療科教育センター　
診療部長・センター長

志水 太郎
獨協医科大学病院　総合診療科・総合診療科教育センター
診療部長・センター長

2005年愛媛大学医学部卒業。2011年エモリー大学ロリンス公衆衛生大
学院修了、カリフォルニア大学サンフランシスコ校臨床研究員。2013年ハ
ワイ大学内科。日本では練馬光が丘病院・東京城東病院・獨協医科大学
病院にて総合診療科・総合内科の立ち上げに携わる。2016年より現職。
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海外と比べて、日本の医学教育ってどうなんだ
ろう

S silver61

試験勉強、暗記ばっかりで退屈

S blue23

臨床実習、もっと積極的に参加できたらよかっ
たな

S white47

大学の教養科目で教養って身につくのかな

S violet31

単位を取るだけの勉強はしたくないよね

S color37

医師になる前にもっと社会経験積んだ方がいい
のかも

S green19
授業だけじゃなくて、もっと自由に学ぶ場がほし
いよね

S orange13

contents
実習始まってから、初めて試験勉強楽しくなっ
た！

S indigo29

医学以外の色々な知識を身につけたいけど、時
間がない…

S gold59

医学教育って、ちゃんと全体を見られるような設
計になってるんだなあ

S red11

OSCE対策、意外とおもしろい

S yellow17

低学年の時に勉強した基礎科目って、後々こん
なに役に立つんだ

S khaki67

純粋に医学の勉強したいって思ってた自分、ど
こ行ったんだろう

S pink41

テストに全部受かっても、現場で役に立つのか
な？

S purple43

自分たちでやる勉強会楽しい！

S brown53

*2023年問題…2023年より、米国医師免許試験（USMLE）を受験するために、アメリカ医科大学協会または世界医学教育連盟の基準による認証を受けた医学部を卒業していることが
　　　　　　　必要になる。日本では日本医学教育評価機構が世界医学教育連盟の認証を受け、各大学の評価を行っている。

医学生よ、
声をあげよ

2017 年８月24 日、「医学教育の在り方に、学生はどう参画できるか」を

テーマとして、第５回医学生・日本医師会役員交流会が開催されました。

今回の特集では、交流会当日の報告やディスカッションの様子を誌面で再現します。

医学教育への
学生の参画を考える

P  8 - 9
【医学教育の専門家に聴く】

医学教育の第三者評価

P  10 - 11
【医学教育の専門家に聴く】

新たな専門医の仕組み

P  12 - 15

全体ディスカッション

P  16
【運営委員３名の振り返り座談会】

学生が主体性を持って
医学教育に参画できる未来へ

P  17

交流会を終えて

今
回
の
特
集
の
テ
ー
マ
は
、「
医
学
生
よ
、
声

を
あ
げ
よ　

医
学
教
育
へ
の
学
生
の
参
画
を
考

え
る
」
で
す
。
医
学
教
育
へ
の
参
画
と
言
わ
れ

て
も
、
試
験
に
通
る
た
め
の
勉
強
で
精
一
杯
で
、

大
学
に
物
申
す
よ
う
な
余
裕
な
ん
て
な
い
、
と

い
う
気
持
ち
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

け
れ
ど
皆
さ
ん
は
、
自
分
の
受
け
る
教
育

に
対
し
て
声
を
あ
げ
る
機
会
を
持
っ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
皆
さ
ん
の
中
に
は
、
授
業
や
実
習
に

つ
い
て
、
大
学
で
配
ら
れ
る
ア
ン
ケ
ー
ト
に
答
え

た
こ
と
が
あ
る
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
そ
こ
で
「
も
っ
と
こ
ん
な
勉
強
が
し
た

い
」「
こ
ん
な
授
業
が
あ
っ
た
ら
い
い
の
に
」
と

い
う
素
朴
な
感
覚
を
伝
え
る
だ
け
で
も
、
実
は

大
学
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。

い
ま
、「
医
学
教
育
へ
の
医
学
生
の
参
画
」
は
、

医
学
部
を
擁
す
る
大
学
に
と
っ
て
、
重
要
な
課

題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ

た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
２
０
２
３
年
問
題*

で
す
。

わ
が
国
で
は
、
日
本
医
学
教
育
評
価
機
構
が
国

際
基
準
に
照
ら
し
て
各
大
学
の
医
学
教
育
の
評

価
を
始
め
て
い
ま
す
。
そ
の
基
準
の
な
か
で
は
、

教
育
の
内
容
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
等
を
話
し
合
う

場
に
学
生
が
参
加
し
、
彼
ら
の
声
を
反
映
す

る
こ
と
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
な
ら
、
医
学
の
発
展
と
と
も
に
医
学
生
の

学
習
す
る
内
容
が
増
え
て
い
る
な
か
で
は
、「
ど

の
よ
う
な
教
育
を
す
れ
ば
学
生
の
学
び
が
深
ま

る
の
か
」
を
考
え
、
改
善
の
道
を
模
索
し
続
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。
そ
の
た
め
に

は
、
教
育
す
る
側
と
教
育
を
受
け
る
側
が
、
建

設
的
に
対
話
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
す
。

こ
う
し
た
流
れ
か
ら
、２
０
１
７
年
８
月
、「
医

学
教
育
の
在
り
方
に
、
学
生
は
ど
う
参
画
で
き

る
か
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
医
学
生
・
日
本
医
師

会
役
員
交
流
会
が
開
催
さ
れ
、
医
学
教
育
に

関
心
を
持
つ
医
学
生
18
名
が
全
国
か
ら
集
ま
り

ま
し
た
。
そ
の
う
ち
３
名
の
医
学
生
は
運
営
委

員
を
務
め
、
事
前
に
周
り
の
医
学
生
や
、
医
学

教
育
に
関
わ
る
有
識
者
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
い
、

当
日
は
そ
の
結
果
報
告
を
ベ
ー
ス
に
議
論
を
行

い
ま
し
た
。
卒
前
教
育
は
も
ち
ろ
ん
、
臨
床
研

修
や
専
門
医
の
仕
組
み
に
も
関
わ
る
日
本
医
師

会
の
役
員
の
ほ
か
、
医
学
教
育
を
担
当
し
た
経

験
を
持
つ
医
系
技
官
の
先
生
も
交
え
、
こ
れ
か

ら
の
医
学
教
育
を
良
く
し
て
い
く
た
め
に
、
医

学
生
に
何
が
で
き
る
の
か
、
活
発
な
議
論
が
交

わ
さ
れ
ま
し
た
。

皆
さ
ん
に
と
っ
て
、「
医
学
教
育
に
学
生
が

参
画
す
る
」
と
い
う
の
は
、
遠
い
世
界
の
話
の

よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
例
え
ば
授
業
評
価
や
ア
ン
ケ
ー
ト
を
通
じ

て
、
一
人
ひ
と
り
が
小
さ
な
声
を
上
げ
て
い
く

だ
け
で
も
、
今
の
教
育
を
少
し
ず
つ
変
化
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
す
。
医
師
に
な
る
た

め
に
、
何
を
ど
ん
な
風
に
学
び
た
い
か
、
少
し

立
ち
止
ま
っ
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？
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日本医学教育評価機構（JACME）は、世界医学教育連盟（WFME）の国際基準を踏まえて、
医学教育プログラムを公正かつ適正に評価することを目的に設立された団体です。設立の
きっかけは 2010 年、米国医師国家試験受験資格審査 NGO 団体（ECFMG）より、「2023
年以降は、国際基準で認定を受けた医学校の出身者にしか、米国医師免許試験（USMLE）
の受験資格を認めない」と通告があったことでした。この通告を受け、欧米諸国やアジア
諸国では既に行われている医学教育分野別評価制度*を日本でも確立すべく、JACME が
設立されたのです。JACME は、WFME のグローバルスタンダードに準拠した「医学教育
分野別評価基準日本版」を作成し、2017 年９月末までに、試行を含めて計 23 医学部を対
象に分野別評価を実施しました。
JACME の目指すところは、日本の医学部卒業生が USMLE の受験資格を得られるように
することに留まりません。評価を通じて日本の医学教育全体のレベルアップを図り、その成
果を世界に示していくことも、大きな使命であると考えています。これまで各大学医学部の
卒前教育は、客観的に評価されることがほとんどありませんでした。第三者機関により、国
際基準という明確な基準に基づいて評価されることを通じて、各大学は自分たちの教育の
問題点を知り、継続的に改善に取り組むことができるようになるのです。こうした目的意識が、
医療界全体に徐 に々浸透してきていることも、インタビュー調査によって明らかになっていま
す。

医学教育の国際基準の一つに、「教育プログラムの立案・実施・評価にあたり、学生の意
見を聴くこと」というものがあります。つまり、各大学のカリキュラム委員会や教務委員会等
に学生代表が正規の委員として入り、意見を出せているかどうかが評価の一つの基準になっ
ているのです。カリキュラム委員会への学生の参画は、現在いくつかの大学で行われ始め
ています。ただし、この試みにはまだまだ課題もあります。
一つは、中立性をいかに担保するかということです。医学知識に力を入れてほしい、英語
教育を充実させてほしい等、学生の要望や意見は多様です。そのため、誰が学生代表に
なるのかによって、届く声が偏ってしまう可能性も否めません。そうならないために、私た
ちは学生に対してヒアリングを行い、多様な意見を聴くようにしています。もう一つは、形骸
化を防ぐことです。委員会に学生が出席していても、実際には教員の話を聴くばかりという
ケースもあるようです。私たちとしては、議事録等を見て、学生が意見を述べているかどうか、
その意見が本当に教育の改善に役立てられたかというところまで確認したいと考えています。
時間的な制約もあり、実際にはそこまで読み込めないこともありますが、学生が参加してい
るという事実だけでなく、学生の意見がきちんとフィードバックされているかどうかを踏まえ
て評価することを目指しています。

大学への
意見の伝え方

医学生から意見を出すことが大事っていわれ
ても、どんなことをどうやって伝えればいいの
かなあ

S Oveza

授業アンケートとかで意見は書いているつもり
だけど、結局どれだけ反映されているんだろう

S momo

医学教育の第三者評価
各大学の医学教育の質を評価する第三者機関である日本医学教育

評価機構（JACME）の常勤理事、奈良信雄先生にお話を伺いました。

医学教育の専門家に聴く

奈良 信雄先生　

日本医学教育評価機構 
常勤理事

評価をきっかけに、日本の医学教育のレベルアップを

学生の声をきちんと聴き、教育に反映するために

確実に改善に
つなげたい

カリキュラム委員会、学生の声を聴いて終わ
りになっちゃうのは嫌だな

S Nuwel

学生と、実際に教育に携わっている先生方、
JACME、全員の足並みをそろえなきゃいけ
ないよね

S Wivido

学生の声を
聴いてみた

有識者と
学生の意見を
元に議論

卒
前
教
育
の
質
を

客
観
的
に
評
価
す
る

「学生の声を大学に伝える」ということについて、学生の皆さんは

どのように感じているのでしょうか？

日本医学教育評価機構
は、日本の医学教育の
質を、国際的見地から
評価・保証するための
第三者機関。医学教育
に特化した分野別評価
制度の実施母体となる
組織である。

交流会学生
運営委員の３名が

JACME って？

*医学教育分野別評価制度…「医学教育」という分野に特化して、その教育内容を評価する制度。これまで、日本では医学教育に特化した評価制度はなく、学校教育法第109条等にもと
                                      づく評価や、国立大学法人法第35条等にもとづく国立大学法人評価など、「大学教育」や「大学」全体を総合的に評価する制度のみが実施されていた。

医
学
教
育
評
価
の
そ
の
先
へ

奈
良
先
生
は
、「
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｍ
Ｅ
が
目
指
す
の

は
、
日
本
の
医
学
部
卒
業
生
が
Ｕ
Ｓ
Ｍ
Ｌ
Ｅ

の
受
験
資
格
を
得
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、

評
価
を
通
じ
て
日
本
の
医
学
教
育
の
質
が
向

上
す
る
こ
と
だ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し

た
。
こ
れ
は
、
医
学
生
に
は
あ
ま
り
伝
わ
っ

て
い
な
い
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

事
前
に
行
っ
た
医
学
生
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
も
、

「
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｍ
Ｅ
の
評
価
が
始
ま
っ
て
、
実
習

期
間
を
長
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た

の
で
、
実
習
が
前
倒
し
に
な
り
、
低
学
年
が

ハ
ー
ド
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
な
っ
て
い
る
」

と
い
っ
た
不
満
の
声
も
聞
か
れ
ま
し
た
。
大

学
側
も
学
生
側
も
、
評
価
の
本
来
の
意
図
を

理
解
で
き
る
と
い
い
の
か
な
、
と
思
い
ま
す
。

も
っ
と
学
生
の
声
を

Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｍ
Ｅ
に
よ
る
各
大
学
の
評
価
ラ
ウ
ン

ド
で
は
現
在
、
各
学
年
２
～
３
人
の
学
生
が

ヒ
ア
リ
ン
グ
を
受
け
て
い
ま
す
。
奈
良
先
生

は
、「
可
能
な
ら
ば
も
っ
と
多
く
の
学
生
の

声
を
聴
き
た
い
」
と
言
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
。
ま
た
、
海
外
の
よ
う
に
、
評
価
ラ
ウ
ン

ド
に
医
学
生
が
参
加
す
る
可
能
性
に
つ
い
て

も
示
唆
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
学
生
の
参
加
を

非
常
に
重
視
さ
れ
て
い
る
の
を
感
じ
ま
す
。

「
学
生
の
声
と
言
っ
て
も
大
そ
れ
た
も
の
を

求
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
素
朴
な
声
を

聴
き
た
い
」
と
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た

ね
。
具
体
的
な
提
案
で
な
く
て
も
、
そ
れ
を

受
け
て
関
係
者
で
検
討
し
て
い
け
ば
い
い
の

だ
と
。
こ
れ
は
、
多
く
の
医
学
生
が
励
ま
さ

れ
る
内
容
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

池尻 達紀
京都大学 医学部 
６年

荘子 万能
大阪医科大学 医学部 
６年

外山 尚吾
京都大学 医学部 
３年
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ドクタラーゼ 20 号と 21 号の特集記事でも取り上げたように、現在、新たな専門医の仕組
みが整いつつあります。今後、皆さんが専門医資格を取得する際に受けることになる「専門
研修」は、臨床研修と並んで、卒後教育における大きなトピックとなるでしょう。
これまでの専門医制度は、学会ごとに基準や質のばらつきがあり、医師が自分のキャリアを
設計していくうえで、どの専門医をいつ取得するのがよいのかわかりにくいものでした。また、
医療を受ける国民の皆さんにとっても、どの専門医がどのような専門性を持っているのかわ
かりにくかったのではないかと思います。そこで、医師にも、国民の皆さんにもわかりやすい、
新たな専門医の仕組みを作っていくことになったのです。新たな専門医の仕組みでは、日本
専門医機構が第三者機関として入り、プログラムを標準化することで、専門医が研修をしっ
かりと受けてきたということを担保しようとしています。
なお、第三者機関が評価を行うことに対し、「各診療科の専門家でないと、研修内容が適
切かどうか判断できないのではないか」という懸念の声も聞かれます。研修プログラムを作り、
その内容を評価していくのはあくまで学会であり、日本専門医機構はそのプロセスを評価す
るものだと捉えていただくのが良いと思います。つまり機構は、「学会がきちんと研修プログ
ラムを評価しているか」というところを担保しているのです。

より良い専門医の仕組みをつくるため、現在も議論が重ねられています。しかしこれまでは、
機構でどういった議論が行われ、どのように意思決定がなされてきたのか、詳細な情報は
公表されてきませんでした。そのため医学生や研修医の皆さんからは、「様 な々情報や憶測
に振り回され、混乱している」という声を頂くこともあります。
私は、これまでの理事会の会議の議事録などを公表するのも良いのではないかと考えてい
ますが、これには慎重な立場をとる方も多くいます。というのも、専門医に関する議論は医
療提供体制全般に関わる事項であるため、配慮のない情報公開は、各方面の関係者の間
に混乱を招く恐れがあるからです。それでも、各学会や行政など、様 な々立場の方が納得
できる仕組みにしていくために、関係者一同が丁寧に議論を重ねていることはご理解いた
だきたいと思います。
一方で私たちは、これから専門研修を受ける当事者である医学生や研修医の意見を取り入
れていくことは非常に重要だと考えています。今後は、機構が説明会などを開催したりでき
ればと考えています。また、機構から学生の皆さんに直接意見を聴く機会も設けたいですね。
皆さんも、メールなどでも結構ですので、ぜひ私たちに意見や疑問を届けてほしいです。

情報が
もっとほしい

新たな専門医の仕組みは、自分のキャリアに
関わってくることのはずなのに、いまいち自分
ごとと思えないんだよね

S Amoso

どんな議論がなされているのか、もう少し情
報を公開してほしいな

S Bouwoh

羽鳥 裕先生　

日本医師会　常任理事
日本専門医機構　理事

専門研修を第三者的な観点から標準化する

医学生の意見も取り入れながら議論していきたい

直接意見を
伝えたい

学生や研修医の間で話し合って、意見を取り
まとめて専門医機構に伝える…みたいな仕組
みがあったらいいかも

S Jiuyivea

アンケートとか質問紙だけじゃなくて、やっぱ
り直接意見を伝えたいなあ

S Monol

学生の声を
聴いてみた

研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
標
準
化
し

専
門
医
の
質
を
担
保
す
る

新たな専門医の仕組みの開始を目前に控えて、学生の皆さんはど

のように感じているのでしょうか？

新たな専門医の仕組み
日本医師会常任理事で、日本専門医機構理事でもある

羽鳥裕先生にお話を伺いました。

医学教育の専門家に聴く

新
た
な
専
門
医
の
仕
組
み
の
実
際

新
た
な
専
門
医
の
仕
組
み
に
関
し
て
、
周
囲

の
医
学
生
か
ら
は
「
一
人
前
に
な
る
の
が
遅

く
な
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
っ
た
声
を
聞

く
こ
と
も
多
い
で
す
。
け
れ
ど
よ
く
よ
く
聴

い
て
み
る
と
、
専
門
医
取
得
ま
で
の
年
数
が
、

従
来
と
比
べ
て
極
端
に
長
く
な
る
わ
け
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
ね
。

日
本
専
門
医
機
構
は
、
各
学
会
の
専
門
医
制

度
や
専
門
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
詳
細
を
評
価

す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
制
度
設
計
の

プ
ロ
セ
ス
を
管
理
し
て
い
る
、
と
い
う
点
も
、

お
話
を
伺
っ
て
納
得
が
い
き
ま
し
た
。

医
学
生
の
側
か
ら
す
る
と
、
新
た
な
専
門
医

の
仕
組
み
に
つ
い
て
の
議
論
に
リ
ア
ル
タ
イ

ム
で
つ
い
て
い
く
の
は
難
し
い
で
す
よ
ね
。

議
論
の
過
程
の
情
報
開
示
は
な
か
な
か
難
し

い
と
い
う
お
話
で
し
た
が
、「
結
局
ど
ん
な

仕
組
み
・
制
度
に
な
っ
て
い
く
の
か
」
と
い

う
部
分
が
、
研
修
医
や
学
生
に
も
伝
わ
る
よ

う
な
仕
組
み
が
あ
る
と
あ
り
が
た
い
で
す
ね
。

一
人
ひ
と
り
が
声
を
あ
げ
よ
う

「
専
門
医
機
構
の
議
論
に
、
研
修
医
や
医
学

生
の
声
も
で
き
る
だ
け
取
り
入
れ
た
い
」
と

言
っ
て
い
た
だ
け
た
の
は
、
非
常
に
心
強

か
っ
た
で
す
。

全
国
の
医
学
部
の
学
生
を
束
ね
る
よ
う
な
団

体
は
現
状
あ
り
ま
せ
ん
が
、
学
生
同
士
の
草

の
根
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
存
在
し
ま
す
。
そ

れ
ら
を
通
じ
て
、「
ど
ん
な
小
さ
な
こ
と
で

も
、声
を
あ
げ
る
こ
と
に
価
値
が
あ
る
ん
だ
」

と
伝
え
て
い
き
た
い
で
す
ね
。
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カリキュラム
委員会への参加

医学の勉強だけでなく
もっと幅広い経験を
積む時間がほしい

授業アンケート
に書いた意見って
ちゃんと届いているの？

*カリキュラム委員会…『医学教育分野別評価基準日本版』では、医科大学・医学部は、「学長・医学部長などの教育の責任者の下で、教育成果を達成するための教育立案とその実施に
　　　　　　　　　　  責任と権限を持ったカリキュラム委員会を設置しなくてはならない」とされている。構成委員には、教員だけでなく学生の代表も含まなければならない。

 全 体
ディスカッション
全国から集まった医学生 18 名 と、日本医師会役員５名で、医

学教育における様々なトピックに ついてディスカッションを行いま

した。また、医系技官の佐々木 昌弘課長（厚生労働省、前・文

部科学省医学教育課企画官）を オブザーバーとしてお招きし、コ

メントを頂きました。

 第５回医学生・日本医師会 役員交流会　2017.8.24

横倉 義武先生
日本医師会
会長

大塚 勇輝
岡山大学 医学部 
５年

荘子 万能
大阪医科大学 医学部 
６年

（運営委員）

西村 直子
高知大学 医学部 
３年

今村 定臣先生
日本医師会
常任理事

糸数 昌史
東京大学 医学部 
４年

立道 理乃
高知大学 医学部 
６年

古川 由己
名古屋市立大学 医学部 
６年

外山 尚吾
京都大学 医学部 
３年

（運営委員）

今村 聡先生
日本医師会
副会長

鈴木 優子
大阪医科大学 医学部 
４年

釜萢 敏先生
日本医師会
常任理事

池尻 達紀
京都大学 医学部 
６年

（運営委員）

中居 薫花
大阪医科大学 医学部 
２年

講
義
や
臨
床
実
習
へ
の
要
望

荘
子
：
ま
ず
、
皆
さ
ん
が
普
段
、
講
義
や
実
習
を

受
け
て
い
る
な
か
で
感
じ
る
こ
と
や
、
疑
問
に
思

う
こ
と
な
ど
を
自
由
に
発
言
し
て
く
だ
さ
い
。

中
安
：
私
は
、
医
学
生
に
は
自
由
な
時
間
が
と
て

も
少
な
い
こ
と
が
問
題
だ
と
感
じ
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
、
医
師
に
な
る
た
め
の
知
識
や
技
術
を
身
に
つ

け
る
こ
と
は
必
要
で
す
が
、
ど
ん
な
医
師
に
な
り

た
い
か
考
え
る
た
め
に
は
、
多
く
の
人
と
関
わ
り
、

様
々
な
価
値
観
に
触
れ
る
こ
と
が
大
事
だ
と
思
う

ん
で
す
。
医
学
部
の
授
業
に
は
、
も
う
少
し
柔
軟

性
が
あ
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

伊
東
：
例
え
ば
、
座
学
の
講
義
を
動
画
形
式
で
配

信
し
て
、
学
生
が
好
き
な
と
き
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
す
る
と
い
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
た
ら
、
停

止
し
た
り
巻
き
戻
し
た
り
し
て
、
自
分
の
ペ
ー
ス

で
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
ね
。
空
い
た
時
間
は
、

疑
問
点
や
も
っ
と
深
め
た
い
と
感
じ
た
点
に
つ
い

て
、
先
生
方
に
直
接
質
問
を
し
に
行
け
る
時
間
に

す
る
と
良
い
と
思
い
ま
す
。

池
尻
：
臨
床
実
習
に
つ
い
て
、「
単
な
る
見
学
に

終
始
し
て
い
る
」
と
い
う
不
満
が
よ
く
聞
か
れ
ま

す
が
、
皆
さ
ん
は
ど
う
思
っ
て
い
ま
す
か
？

大
塚
：
私
の
通
っ
て
い
る
岡
山
大
学
の
臨
床
実
習

は
、
比
較
的
学
生
が
参
加
で
き
て
い
る
方
だ
と
感

じ
ま
す
。
学
生
が
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
で
発
表
し
た

り
、
担
当
患
者
さ
ん
の
情
報
を
電
子
カ
ル
テ
に
記

載
し
た
り
、
実
際
に
手
技
を
行
っ
た
り
で
き
る
ん

で
す
。
た
だ
、
指
導
医
の
先
生
方
か
ら
の
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク
が
少
な
い
た
め
、
意
義
や
や
り
が
い
を

感
じ
ら
れ
ず
、「
雑
用
を
し
て
い
る
だ
け
」
と
認

識
し
て
い
る
医
学
生
も
多
い
よ
う
で
す
。

中
居
：
学
生
側
も
、
先
生
方
か
ら
の
フ
ィ
ー
ド

バ
ッ
ク
を
待
つ
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ま
で
に
講
義

で
学
ん
だ
こ
と
や
、
他
の
分
野
で
出
会
っ
た
こ
と

な
ど
、
様
々
な
こ
と
と
結
び
付
け
て
積
極
的
に
学

く
だ
さ
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
反
映
さ
れ

る
の
か
は
不
透
明
だ
と
感
じ
ま
す
。

今
村
（
竜
）：
各
大
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
委
員
会

の
活
動
状
況
に
つ
い
て
共
有
す
る
場
が
な
い
こ
と

自
体
も
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
岡
山
大
学
で
は
今

度
、
各
大
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
委
員
会
の
代
表
者

が
集
ま
っ
て
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行
い
、
現
在
の

活
動
内
容
に
つ
い
て
発
表
し
、
議
論
し
て
も
ら
う

場
を
企
画
し
て
い
ま
す
。
議
論
を
提
言
に
ま
と
め
、

広
く
発
信
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

龍
田
：「
教
育
へ
の
要
望
」
と
い
っ
て
も
、
教
育

の
構
造
全
体
に
関
わ
る
こ
と
か
ら
、
日
々
の
授
業

に
お
け
る
小
さ
な
要
望
ま
で
、
様
々
な
レ
ベ
ル
が

あ
り
ま
す
よ
ね
。
学
生
の
立
場
で
は
、
教
育
の
大

き
な
仕
組
み
に
対
し
て
何
か
働
き
か
け
よ
う
と
す

る
よ
り
、
日
々
の
授
業
に
お
け
る
細
か
い
要
望
や

気
付
き
を
届
け
、
改
善
を
重
ね
て
い
く
の
が
現
実

的
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、「
レ
ジ
ュ

メ
に
余
白
が
少
な
く
て
書
き
込
み
に
く
い
の
で
、

余
白
を
広
く
と
っ
て
ほ
し
い
で
す
」
と
ア
ン
ケ
ー

ト
で
伝
え
、
そ
れ
を
先
生
が
改
善
し
て
く
だ
さ
る

だ
け
で
も
、
学
生
の
満
足
度
は
上
が
り
ま
す
よ
ね
。

釜
萢
常
任
理
事
：
良
い
視
点
で
す
ね
。
医
学
部
の

教
育
に
は
、
文
部
科
学
省
の
モ
デ
ル
・
コ
ア
・
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
な
ど
に
よ
っ
て
、
到
達
目
標
が
明
確

に
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
学
生
だ
け
で
、

医
学
教
育
の
目
標
や
大
き
な
仕
組
み
に
つ
い
て
議

論
を
し
て
も
、
反
映
は
難
し
い
で
し
ょ
う
。
た
だ
、

そ
の
目
標
に
た
ど
り
着
く
た
め
の
手
段
に
つ
い
て

は
、
学
生
の
意
見
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
授
業

を
受
け
て
い
て
、「
こ
の
や
り
方
で
は
ち
っ
と
も

身
に
つ
か
な
い
ぞ
」
と
感
じ
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、

意
見
を
出
し
て
ほ
し
い
で
す
し
、
そ
れ
は
大
学
も

聴
き
入
れ
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

授
業
ア
ン
ケ
ー
ト
の
活
用

荘
子
：
学
生
の
要
望
を
大
学
へ
届
け
る
手
段
と
し

び
取
れ
る
よ
う
に
な
れ
た
ら
い
い
で
す
よ
ね
。
常

に
ア
ン
テ
ナ
を
張
っ
て
、
役
に
立
つ
と
思
う
知
識

や
経
験
を
ど
れ
だ
け
多
く
集
め
ら
れ
る
か
が
、
今

後
の
成
長
に
つ
な
が
る
の
で
は
と
思
い
ま
す
。

今
村
（
竜
）：
私
が
臨
床
実
習
で
一
番
成
長
で
き

た
と
感
じ
た
の
は
、
地
域
の
関
連
病
院
で
の
実
習

で
す
。
指
導
医
の
先
生
が
、
休
憩
時
間
な
ど
に
一

緒
に
症
例
の
振
り
返
り
を
し
て
く
だ
さ
る
ん
で
す
。

何
を
考
え
、
何
に
注
意
し
て
い
る
の
か
、
診
療
中

の
先
生
の
頭
の
中
を
解
き
明
か
す
よ
う
に
丁
寧
に

教
え
て
い
た
だ
き
、
と
て
も
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
学
生
の
実
感
を
、
積
極
的
に
大
学
に

伝
え
て
い
き
た
い
で
す
。
ま
ず
は
臨
床
実
習
に
つ

い
て
皆
が
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
、
学
年
ご
と
に

ア
ン
ケ
ー
ト
を
と
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
委
員
会
の
活
動
に
つ
い
て

池
尻
：
こ
こ
ま
で
、
い
く
つ
か
の
意
見
や
要
望
が

挙
が
り
ま
し
た
。
そ
れ
ら
を
実
際
に
大
学
に
伝
え

て
い
く
に
は
ど
う
し
た
ら
良
い
で
し
ょ
う
か
？

荘
子
：
多
く
の
大
学
で
は
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
委
員

会*

に
学
生
も
委
員
と
し
て
参
加
し
、
意
見
や
要
望

を
伝
え
て
い
る
と
聞
き
ま
す
が
、
そ
の
仕
組
み
は

実
際
ど
の
程
度
機
能
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

大
塚
：
今
春
、
私
が
所
属
す
る
学
生
委
員
会
で
、

各
大
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
委
員
会
に
つ
い
て
、
全

て
、
授
業
ア
ン
ケ
ー
ト
の
話
が
挙
が
り
ま
し
た
。

各
大
学
で
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、

わ
か
る
方
が
い
た
ら
教
え
て
く
だ
さ
い
。

寺
田
：
北
海
道
大
学
で
は
現
在
、
授
業
ア
ン
ケ
ー

ト
の
回
収
・
集
計
と
情
報
管
理
を
教
務
課
の
み
で

行
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結

果
が
ど
う
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
の

が
現
状
で
す
。
学
生
が
自
ら
授
業
ア
ン
ケ
ー
ト
を

と
り
、
集
計
し
て
、
大
学
や
先
生
に
伝
え
る
仕
組

み
に
変
え
て
い
く
必
要
性
を
感
じ
ま
す
。

大
場
：
北
里
大
学
で
は
、
先
生
方
も
授
業
ア
ン

ケ
ー
ト
の
結
果
を
重
視
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
授
業
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
収
率

は
10
％
未
満
で
し
た
。
そ
こ
で
、
回
収
率
を
上
げ

る
た
め
、
各
学
年
の
学
生
委
員
が
学
年
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を

通
じ
て
「
今
日
は
ア
ン
ケ
ー
ト
が
あ
る
か
ら
回
答

し
よ
う
」と
呼
び
か
け
た
り
、先
生
方
が
ア
ン
ケ
ー

ト
を
重
視
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
る

よ
う
に
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
回
収
率
は
大

幅
に
上
昇
し
ま
し
た
し
、
学
生
側
の
回
答
意
欲
も

上
が
っ
た
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。

古
川
：
僕
は
こ
れ
ま
で
、
ど
こ
の
大
学
で
も
、
授

業
ア
ン
ケ
ー
ト
は
形
骸
化
し
て
い
る
も
の
だ
と
ば

か
り
思
っ
て
い
ま
し
た
。
で
も
今
の
話
を
聴
い
て
、

学
生
側
に
も
変
え
ら
れ
る
点
は
あ
る
の
か
も
し
れ

な
い
と
反
省
し
ま
し
た
。
僕
の
大
学
で
も
、
ど
の

国
の
大
学
の
医
学
部
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
い
ま
し

た
。
そ
の
結
果
、
大
学
に
よ
っ
て
委
員
会
の
活
動

の
幅
が
か
な
り
違
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

立
道
：
高
知
大
学
に
は
「
医
学
教
育
学
生
部
会
Ｂ

Ｒ
Ｉ
Ｄ
Ｇ
Ｅ
」
と
い
う
団
体
が
あ
り
、
私
は
そ

の
代
表
を
務
め
て
い
ま
す
。
Ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｄ
Ｇ
Ｅ
で

は
、
学
生
を
対
象
に
、
授
業
や
実
習
に
つ
い
て
ア

ン
ケ
ー
ト
を
と
り
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
委
員
会
で
そ

の
集
計
結
果
を
お
伝
え
し
て
い
ま
す
。
具
体
的
な

デ
ー
タ
を
も
と
に
お
話
し
す
る
こ
と
で
、
学
生
の

声
は
確
実
に
伝
わ
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

糸
数
：
東
京
大
学
に
は
「
学
生
医
学
教
育
ワ
ー
キ

ン
グ
グ
ル
ー
プ
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
グ
ル
ー
プ

で
は
、
学
生
が
自
主
的
に
授
業
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実

施
し
た
り
、
教
育
へ
の
要
望
を
議
論
し
た
り
し
て
、

結
果
を
医
学
部
の
教
務
委
員
会
に
プ
レ
ゼ
ン
し
て

い
ま
す
。
そ
の
要
望
は
、
大
学
公
式
の
検
討
委
員

会
で
共
有
さ
れ
て
い
ま
す
。

大
場
：
北
里
大
学
で
は
、
今
年
の
１
月
か
ら
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
委
員
会
が
始
動
し
、
各
学
年
１
名
ず
つ

学
生
が
参
加
し
て
い
ま
す
。
た
だ
僕
に
は
、
学
生

の
意
見
が
十
分
に
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
感

じ
ら
れ
ま
せ
ん
。
委
員
会
は
月
１
回
、
90
分
程
度

行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
な
か
で
学
生
が
発
言

で
き
る
回
数
は
多
く
て
２
～
３
回
で
す
。
先
生
方

は
「
学
生
の
意
見
を
聴
け
て
嬉
し
い
」
と
言
っ
て

よ
う
な
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
な
ら
先
生
方
が
反
映
し

や
す
い
の
か
、
反
映
す
る
価
値
が
あ
る
と
思
っ
て

い
た
だ
け
る
の
か
、
考
え
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

学
生
を
代
表
す
る
意
見
は
出
せ
る
の
か

羽
鳥
常
任
理
事
：
こ
こ
ま
で
の
議
論
を
聴
い
て
い

て
皆
さ
ん
に
お
尋
ね
し
た
い
の
で
す
が
、
現
在
、

全
国
の
医
学
生
が
集
ま
る
団
体
は
あ
る
の
で
し
ょ

う
か
。

池
尻
：
学
生
を
代
表
で
き
る
組
織
は
、
現
状
は
存

在
し
な
い
と
言
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
も
し
あ
っ
た
と
し
て
も
、
自
分
が
受
け
て
い

る
教
育
に
無
関
心
な
学
生
も
多
い
な
か
、
特
定
の

個
人
や
団
体
が
「
医
学
生
の
代
表
」
と
し
て
発
言

す
る
の
は
難
し
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

外
山
：
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
委
員
会
に
参
加
し
た
り
、

今
日
の
よ
う
な
医
学
教
育
に
関
す
る
集
ま
り
に
出

席
し
た
際
、
先
生
方
に
「
こ
う
い
う
場
に
来
る
学

生
は
、
教
育
の
こ
と
も
自
分
の
キ
ャ
リ
ア
の
こ
と

も
よ
く
考
え
て
い
る
の
で
問
題
は
な
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
よ
り
、
こ
う
い
う
場
に
な
か
な
か
来
な
い
よ

う
な
学
生
の
意
見
こ
そ
知
り
た
い
ん
だ
」
と
言
わ

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
で
も
、
そ
う
言
わ
れ
て

し
ま
う
と
、
我
々
も
ど
ん
な
立
場
で
発
言
し
た
ら

い
い
の
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
よ

ね
。
学
生
の
意
見
を
集
め
る
際
に
は
、
代
表
と
し
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低学年のうちから
医学教育について

考える機会を

他の大学の
カリキュラムって
どうなっているんだろう

佐々木 昌弘先生　

厚生労働省　健康局
がん・疾病対策課長

（前・文部科学省
  医学教育課企画官）

学生が、自分たちが受けている教育の内容
に意見を言う権利があるという前提で大学
などに意見を言っても、基本的には通りま
せん。「学問の自由は憲法で保障されている
ではないか」と思う人がいるかもしれません
が、憲法 23 条が保障する「学問の自由」は、
教える側の自由に関するものであって、教わ
る側の権利は保障していないからです。
そうなると、学生の皆さんが、自分たちの意
見を医学教育に反映させていくには、大学
側に「これは聴かないとまずい」「聴いた方
が自分たちの役に立ちそうだ」と思わせるよ
うな仕掛けや工夫が必要になります。
その際のポイントは三つあります。一つ目は、
代表性です。例えば、選挙の結果が国民を
代表する意見として認められるのは、国民
の誰もが選挙に参画できるからです。同様
に学生の意見も、全ての学生に開かれた状
態で集めれば、代表性を持たせることがで
きます。
二つ目は、内容の正当性です。過去のデー
タや他大学のデータをとって比較することで、
訴えたいことの正当性を客観的に担保する
ことができます。
三つ目は、既に発言権のある立場の方を通
して、大学などに伝えることです。例えば今
回集まった学生の声を、日本医師会の役員
の先生に納得してもらい、医学教育に関す
る公的な委員会などで発信してもらうのです。
皆さんが、「医学教育をより良くしたい」と思
い、様 な々提案をすることは、とても素晴ら
しいことだと思います。ただ、提案する相手
が納得し、満足する提案をできているか、と
いうことを常に考えてほしいのです。代表性
を担保したり、内容の正当性を担保したりす
ることは、相手に納得・満足してもらうため
の必要条件です。「どうしたら自分の考えが
相手にうまく伝わるか」ということは、将来
臨床で患者さんに接するときも、研究で論
文を書くときも、後輩や後進を指導するとき
も、常に意識してほしいと思います。

C o l u m n

相手が納得し、満足する提案を

大場 俊輝
北里大学 医学部 
３年

佐々木  昌弘先生
厚生労働省　健康局 
がん・疾病対策課長

寺田 悠里子
北海道大学 医学部 
６年

今村 竜太
岡山大学 医学部 
５年

小坂 真琴
東京大学 医学部 
２年

羽鳥 裕先生
日本医師会
常任理事

龍田 ももこ
東京大学 医学部 
５年

坂井 有里枝
滋賀医科大学 医学部 
４年

伊東 歌菜
名古屋大学 医学部 
６年

中安 優奈
横浜市立大学 医学部 
４年

て
全
て
の
意
見
を
言
う
責
任
を
負
わ
ず
に
済
む
よ

う
な
、「
半
・
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
」
と
も
言
え
る
よ

う
な
場
を
設
け
る
方
が
良
い
と
思
い
ま
す
。

荘
子
：
今
回
の
よ
う
な
場
も
、「
半
・
オ
フ
ィ

シ
ャ
ル
」
と
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。
先
生
方
に

は
、
僕
た
ち
参
加
者
を
、「
学
生
代
表
」
で
は
な
く
、

全
国
の
医
学
生
や
研
修
医
に
ア
ク
セ
ス
す
る
窓
口

と
し
て
捉
え
て
い
た
だ
け
た
ら
嬉
し
い
で
す
ね
。

主
体
的
に
考
え
る
人
を
増
や
す
た
め
に

荘
子
：
先
ほ
ど
外
山
く
ん
が
発
言
し
た
よ
う
に
、

医
学
生
の
中
に
は
、
医
学
教
育
に
な
か
な
か
関
心

が
持
て
な
い
人
も
多
く
い
ま
す
。
で
も
今
後
は
、

そ
う
し
た
人
た
ち
も
含
め
、
広
く
意
見
を
拾
い
上

げ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
例

え
ば
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
を
用
い
て
、
こ
の
場
に
来
ら

れ
な
い
人
で
も
参
加
で
き
る
よ
う
な
仕
組
み
が
あ

れ
ば
と
思
う
の
で
す
が
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
？

小
坂
：
僕
は
、
要
望
や
意
見
が
あ
る
人
だ
け
参
加

す
れ
ば
そ
れ
で
良
い
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い

ま
す
。
こ
れ
だ
け
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
発
達
し
、

ほ
ぼ
全
て
の
人
が
情
報
に
自
由
に
ア
ク
セ
ス
で
き

る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
で
も
何
も
言
わ
な
い
人
は
、

意
見
を
伝
え
る
権
利
を
放
棄
し
て
い
る
ん
だ
と
思

い
ま
す
。
そ
う
い
う
サ
イ
レ
ン
ト
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ

に
は
、
無
理
に
参
加
し
て
も
ら
う
必
要
は
な
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

坂
井
：
言
い
た
い
人
だ
け
が
言
え
ば
い
い
と
い
う

の
は
、
た
し
か
に
そ
の
通
り
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

た
だ
一
方
で
、「
知
ら
な
い
」
の
は
と
て
も
怖
い

こ
と
だ
と
私
は
感
じ
て
い
ま
す
。「
意
見
を
言
わ

な
い
と
、
こ
ん
な
大
変
な
こ
と
が
起
き
る
か
も
し

れ
な
い
よ
」「
だ
か
ら
こ
う
い
う
こ
と
に
つ
い
て

考
え
な
き
ゃ
い
け
な
い
ん
だ
よ
」
と
い
う
よ
う
な
、

考
え
る
き
っ
か
け
だ
け
で
も
、
低
学
年
の
う
ち
に

提
示
さ
れ
る
機
会
が
あ
っ
て
も
良
い
と
思
い
ま
す
。

荘
子
：
サ
イ
レ
ン
ト
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
が
多
い
こ
と

に
は
、
医
学
部
教
育
に
必
修
科
目
が
多
い
こ
と
も

影
響
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
自
分
で
選

ん
で
教
育
を
受
け
て
い
る
と
い
う
よ
り
、「
や
ら

さ
れ
て
い
る
」
と
感
じ
る
学
生
が
、
他
学
部
に
比

べ
て
多
い
。
そ
う
い
う
学
生
に
主
体
的
に
考
え
て

も
ら
う
こ
と
は
、
簡
単
で
は
な
い
で
す
よ
ね
。

今
村
副
会
長
：
本
来
、
医
学
教
育
の
主
役
は
学
生

で
あ
り
、
教
員
は
皆
さ
ん
が
立
派
な
医
師
に
な
る

こ
と
を
手
伝
う
役
割
で
あ
る
は
ず
で
す
。
で
も
そ

れ
が
逆
転
し
て
、
学
生
の
受
け
身
の
気
持
ち
が
強

く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

外
山
：
そ
う
思
い
ま
す
。
医
学
部
に
は
、
与
え
ら

れ
た
問
題
に
答
え
る
の
が
得
意
な
、い
わ
ゆ
る「
受

験
エ
リ
ー
ト
」
が
集
ま
り
や
す
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
医
学
部
に
入
学
後
も
、
試
験
を
受
け

て
パ
ス
す
れ
ば
進
級
で
き
る
と
い
う
受
け
身
の
構

造
が
続
い
て
い
く
。
自
分
が
受
け
て
い
る
教
育
そ

の
も
の
を
批
判
的
に
考
え
る
姿
勢
は
、
な
か
な
か

醸
成
さ
れ
に
く
い
の
か
な
、
と
感
じ
て
い
ま
す
。

西
村
：
で
も
、
そ
れ
っ
て
変
で
す
よ
ね
。
日
本
の

医
学
部
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
、「
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
の
あ
る
人
・
主
体
性
の
あ
る
人
を
求
め
て
い
ま

す
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
な
の
に
、
サ
イ

レ
ン
ト
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
と
呼
ば
れ
る
人
が
医
学
部

に
存
在
し
て
い
る
こ
と
自
体
が
、
不
自
然
な
よ
う

に
思
い
ま
す
。高
校
ま
で
の
教
育
の
な
か
で
、リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
を
養
う
機
会
が
な
い
の
が
そ
も
そ
も

の
問
題
な
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
医
学
部
で
も
教

養
課
程
な
ど
を
利
用
し
て
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
や

主
体
性
を
持
て
る
よ
う
な
教
育
を
も
っ
と
行
う
べ

き
だ
と
思
い
ま
す
。

今
村
副
会
長
：「
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
」
は
非
常
に

重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
で
す
ね
。
医
師
は
臨
床
現
場

で
、
多
職
種
連
携
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
担
う
役

割
が
あ
り
ま
す
か
ら
。
そ
う
し
た
医
師
の
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
は
、
医
学
部
教
育
の
な
か
で
培
わ
れ

る
べ
き
も
の
だ
と
、
私
た
ち
も
考
え
て
い
ま
す
。

千
里
の
道
も
一
歩
か
ら

今
村
副
会
長
：
こ
こ
ま
で
、
多
様
な
意
見
を
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
こ
で
、
皆
さ
ん
に
一

つ
覚
え
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
、
新
し
い
こ
と
を
取
り
入
れ
る
た
め

に
は
、
既
存
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
変
更
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て

そ
の
た
め
に
は
、
国
家
試
験
や
臨
床
実
習
、
Ｃ
Ｂ

Ｔ
の
あ
り
方
な
ど
、
既
存
の
医
学
教
育
の
あ
り
方

を
全
て
見
直
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、

今
回
頂
い
た
意
見
を
参
考
に
、
国
の
委
員
会
で
も

前
向
き
に
議
論
し
て
い
く
つ
も
り
で
す
。
し
か
し
、

す
ぐ
に
は
実
現
で
き
な
い
難
し
さ
が
あ
る
こ
と
も

わ
か
っ
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

大
塚
：
今
回
、
日
本
医
師
会
の
先
生
方
も
、
医
学

教
育
に
関
し
て
多
く
の
議
論
を
重
ね
ら
れ
て
い
る

の
だ
と
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。
私
が
医
学
教
育
に

興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
大
学
の
先
生

方
が
、
お
忙
し
い
な
か
教
育
に
多
く
の
時
間
を
割

い
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
知
っ
た
か
ら
で
す
。
先

生
方
が
真
剣
に
考
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
だ
か

ら
、
私
た
ち
も
、
自
分
た
ち
の
受
け
る
教
育
に
つ

い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
強
く
思
い
ま
し
た
。

鈴
木
：
私
の
周
り
に
は
、「
意
見
を
言
っ
て
も
す

ぐ
に
は
変
わ
ら
な
い
し
、
面
倒
く
さ
い
」
と
感
じ

て
い
る
学
生
も
い
ま
す
。
た
し
か
に
す
ぐ
に
変
え

ら
れ
る
こ
と
は
多
く
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

自
分
よ
り
上
の
学
年
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
つ
い
て

意
見
を
言
え
ば
、
自
分
の
学
年
の
時
に
返
っ
て
く

る
可
能
性
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
他
大

学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
一
覧
に
し
て
比
較
す
る
な

ど
の
工
夫
を
す
れ
ば
、
低
学
年
で
も
意
見
を
言
い

や
す
く
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

外
山
：
医
学
教
育
に
関
わ
る
活
動
を
し
て
い
る
と

言
う
と
、「
自
分
た
ち
の
世
代
で
す
ぐ
教
育
が
変

わ
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
に

頑
張
る
の
？
」
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。
で
も
、
医

学
教
育
に
関
わ
る
こ
と
は
、
下
の
世
代
の
た
め
だ

け
で
な
く
、
自
分
の
た
め
で
も
あ
る
ん
で
す
。
そ

れ
は
、
自
分
が
ど
う
勉
強
し
て
い
く
の
か
、
ど
う

い
う
医
師
に
な
り
た
い
の
か
を
考
え
る
こ
と
に
つ

な
が
る
か
ら
で
す
。
多
く
の
学
生
が
、
そ
の
重
要

性
に
気
付
い
て
く
れ
た
ら
い
い
な
と
思
い
ま
す
。

荘
子
：
今
回
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
、

「
千
里
の
道
も
一
歩
か
ら
」
と
身
に
染
み
て
感
じ

ま
し
た
。
私
た
ち
学
生
に
で
き
る
こ
と
は
、
目
の

前
の
わ
ず
か
な
一
歩
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
、

そ
の
一
歩
を
実
際
に
踏
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
気
付
き
が
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。「
医
学

生
が
医
学
教
育
に
参
画
す
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
を

大
げ
さ
な
こ
と
と
考
え
ず
、
皆
が
も
っ
と
身
近
に

感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
良
い
で
す
ね
。

今
村
常
任
理
事
：
学
生
の
率
直
な
意
見
も
聞
く
こ

と
が
で
き
、
実
り
多
い
会
に
な
り
ま
し
た
。
ご
多

忙
に
も
関
わ
ら
ず
ご
出
席
い
た
だ
い
た
佐
々
木
課

長
、
学
業
の
合
間
に
準
備
を
し
て
く
れ
た
学
生
運

営
委
員
に
、
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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Facebook
グループに

参加しませんか？

今回の交流会の参加者を中心として、医学教育について情報交換・議論する

ための Facebookグループを作りました。関心のある方はぜひ参加してください。

（第５回医学生・日本医師会役員交流会運営委員　荘子・池尻・外山）

多様な意見を集約し、制度やあり方に反映させる

ドクタラーゼを活用し、横と縦のつながりを

交流会を終えて
学生が主体性を持って

医学教育に
参画できる未来へ

交流会でのディスカッションを受けて、日本医師会副会長の

今村聡先生にコメントをいただきました。

今回の交流会の運営に携わった医学生３名が、

準備や当日の議論について振り返りました。

運営委員 3 名の振り返り座談会
 

広
く
医
学
生
の
声
を
集
め
る

―
―
皆
さ
ん
は
交
流
会
に
向
け
て
、
４
か
月
ほ

ど
前
か
ら
、
有
識
者
の
先
生
方
へ
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
や
医
学
生
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
な
ど
、
準

備
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。
そ
の
過
程
で
、
そ
れ

ぞ
れ
ど
ん
な
こ
と
を
意
識
し
て
い
ま
し
た
か
？

今
回
扱
っ
た
「
医
学
教
育
」
と
い
う
テ
ー
マ
、

ま
た
そ
の
周
辺
に
あ
る
課
題
に
は
、
な
か
な

か
唯
一
解
は
出
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
た
め
交
流
会
で
は
、「
結
論
を
出
す
こ
と
」

を
目
指
す
の
で
は
な
く
、「
議
論
す
る
こ
と
」

そ
の
も
の
に
重
き
を
お
き
、
こ
れ
か
ら
の
医

学
教
育
に
関
す
る
議
論
の
出
発
点
に
で
き
る

「
問
い
」
を
皆
で
見
い
だ
せ
れ
ば
、
と
考
え
て

い
ま
し
た
。

特
に
僕
の
よ
う
な
低
学
年
の
学
生
は
、
自
分

の
受
け
て
い
る
教
育
と
い
う
も
の
を
意
識
す

る
機
会
も
少
な
く
、
今
回
の
テ
ー
マ
に
関
心

を
持
つ
層
も
そ
う
多
く
は
な
か
っ
た
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
、
議
論
の
間
口
を
広
げ
、

少
し
で
も
思
う
と
こ
ろ
が
あ
る
学
生
の
意
見

は
吸
い
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
、
と
い
う
こ
と

を
意
識
し
ま
し
た
。

そ
う
で
す
よ
ね
。
同
学
年
の
医
学
生
の
中
で

は
、
僕
た
ち
は
医
学
教
育
と
い
う
テ
ー
マ
に

つ
い
て
積
極
的
に
考
え
、
活
動
を
し
て
い
る

方
な
の
で
し
ょ
う
。
だ
け
ど
、
そ
う
い
っ
た

活
動
を
し
て
い
る
学
生
に
し
か
発
言
す
る
機

会
が
な
い
と
い
う
の
は
、
健
全
で
は
な
い
と

思
い
ま
す
。
医
学
生
の
代
表
と
し
て
で
は
な

く
、
様
々
な
学
生
の
声
を
集
め
る
媒
介
と
し

て
機
能
す
べ
く
、
準
備
・
運
営
し
た
つ
も
り

で
す
。

今村 聡先生
日本医師会　副会長

事
前
に
医
学
生
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
し
て
い
て

も
、
当
日
の
議
論
の
中
で
も
、「
他
大
学
の

医
学
教
育
に
つ
い
て
知
ら
な
い
・
も
っ
と
知

り
た
い
」
と
い
う
声
を
多
く
聞
い
た
よ
う
に

思
い
ま
す
。
各
大
学
の
教
育
内
容
に
つ
い
て
、

も
っ
と
気
軽
に
共
有
で
き
る
場
が
あ
る
と
い

い
で
す
よ
ね
。

他
大
学
の
教
育
に
つ
い
て
知
る
機
会
は
、
普

段
は
な
か
な
か
な
い
で
す
か
ら
ね
。
大
学
を

越
え
た
学
生
同
士
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
い
か

に
構
築
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
は
、
今
後

の
課
題
の
一
つ
だ
と
思
い
ま
す
。

今
回
は
、
都
内
の
会
場
で
、
お
よ
そ
20
人
の

医
学
生
に
集
ま
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
が
、
時

間
や
場
所
の
制
約
上
、
参
加
し
た
く
て
も
で

き
な
か
っ
た
と
い
う
人
も
い
る
と
思
い
ま
す
。

Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
を
活
用
し
、
も
っ
と
気
軽
に
情

報
交
換
し
て
い
け
た
ら
い
い
で
す
よ
ね
。

医
学
教
育
に
強
い
関
心
が
あ
る
わ
け
で
は

な
い
学
生
で
も
、
そ
こ
で
発
信
し
た
い
と

思
え
る
よ
う
な
工
夫
が
で
き
る
と
い
い
で

す
ね
。
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
す
る
の
は
ち
ょ
っ

と
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
と
い
う
人
の
た
め
に

は
、Facebook

の
グ
ル
ー
プ
に
参
加
し
て

お
い
て
、
自
分
は
見
る
だ
け
、
と
い
う
く

ら
い
の
関
わ
り
方
も
あ
り
な
の
か
な
、
と

思
い
ま
す
。

よ
り
活
発
な
意
見
交
換
の
場
を

大
学
の
先
生
方
に
お
話
を
伺
う
機
会
が
あ
る

と
、「
学
生
の
考
え
て
い
る
こ
と
を
知
り
た
い
」

と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。
け
れ
ど
、
学
生
は
あ

ま
り
そ
れ
に
う
ま
く
応
え
ら
れ
て
い
な
い
と

い
う
の
が
現
状
だ
と
思
い
ま
す
。

「
自
分
の
考
え
を
言
っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ

が
ち
ゃ
ん
と
聞
い
て
も
ら
え
る
の
か
」「
ネ
ガ

テ
ィ
ブ
な
意
見
を
述
べ
た
ら
評
価
を
下
げ
ら

れ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
っ
た
思
い
が
あ

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
よ
ね
。

学
生
と
教
員
の
意
思
疎
通
が
で
き
て
い
な
い

と
、
学
生
か
ら
出
た
意
見
が
教
員
に
は
伝
わ

ら
ず
、
更
に
不
信
感
が
高
ま
る
…
、
と
い
う

悪
循
環
に
陥
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
教
員
だ
け

で
な
く
、
学
生
自
身
も
環
境
を
変
え
よ
う
と

い
う
思
い
を
持
っ
て
、
互
い
に
歩
み
寄
っ
て

い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

僕
と
池
尻
く
ん
は
今
年
で
卒
業
し
て
し
ま
う

の
で
、
ぜ
ひ
後
輩
た
ち
に
期
待
し
た
い
と
こ

ろ
で
す
。
学
生
の
側
か
ら
、
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ

で
医
学
教
育
に
関
す
る
発
信
を
行
う
よ
う
な

風
土
が
で
き
て
い
っ
た
ら
、
素
晴
ら
し
い
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。

今
回
、
医
学
生
と
日
本
医
師
会
役
員
の
先
生

方
が
集
ま
っ
て
議
論
で
き
た
こ
と
に
は
、
す

ご
く
大
き
な
意
義
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

一
方
で
、
一
人
あ
た
り
の
発
言
量
が
少
な
く

な
っ
て
し
ま
う
、
議
論
が
な
か
な
か
焦
点
化

さ
れ
な
い
な
ど
、
今
後
の
課
題
も
明
ら
か
に

な
り
ま
し
た
。
今
回
の
経
験
を
も
と
に
、「
教

員
と
学
生
の
意
見
交
換
の
場
」
と
し
て
、
ど

う
い
っ
た
場
づ
く
り
が
有
効
な
の
か
―
―
ど

の
く
ら
い
の
人
数
で
、
ど
ん
な
学
生
・
教
員

を
集
め
て
、
ど
ん
な
議
題
で
行
う
の
が
い
い

の
か
と
い
っ
た
こ
と
を
、
今
後
も
考
え
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

今
回
お
世
話
に
な
っ
た
先
生
方
、
医
学
生
の

皆
さ
ん
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
！

今年も、医学生・日本医師会役員交流会に、多くの学生さんに参加していただきました。
日本医師会は、医学部の教育のみならず、臨床研修や専門医の仕組みも含めた「医師養成」

全体に様々な形で関わっています。今回は、まさに医師養成の途上にいる皆さんから様々な
意見を聞くことができ、私たちにとっても大変参考になりました。頂いた意見を、少しでも医学

教育や医師養成のあり方を良くしていくために役立てられればと思います。
ディスカッションの中で、「様々な考え方の学生がいるから、学生の代表として意見を言うのは
難しい」という声がありました。私たち日本医師会も、様々な考え方の医師がいるなかで、「医

師を代表する意見」を国の政策や制度に対して届けていく立場にいます。多様な意見を集
約し、様々な人に配慮するのは簡単なことではなく、時には批判を受けることもあります。

しかし誰かが代表して声を届けていかなければ、学生や医師の意見が制度やあり方に
反映されることもありません。皆さんも、何かしらの「代表」になる機会があれば、ア

ンケートなどで周囲の意見を集約しながら、積極的に発言をしてほしいと思います。

今回の交流会に参加してくださった皆さんや、この記事を読んでくださった皆さんを
中心にして、医学教育に興味を持つ医学生や団体の横のつながりができていったら

良いと考えています。大学や学年といった垣根を越えて、他大学ではどんな講義や実
習を行っているのか、どんなふうに学生が医学教育に参画しているのかなど、学生間で

の情報共有がより活発になることを期待します。
日本医師会としては、その横のつながりを作るために、そしてそこで生まれた様 な々アイデ
アや知見を国・学会・大学などと縦につなぐために、ドクタラーゼを積極的に活用してい
ただきたいと考えています。もともとドクタラーゼは、医学部という狭い世界にとどまらない、
幅広い視野を持った医師になってほしいという理念に基づいて創刊されました。様々な関
心を持った医学生が相互に交流し、その成果を広く発信していくプラットフォームとして活
かしてください。

Facebook で「医学教育を考える医学生グループ」と検索、または QR コードを読み取って「参加」をタップ！
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今
回
は
宮
城
県
内
の
医
科
・
歯
科
・
看

護
・
管
理
栄
養
分
野
の
学
生
た
ち
が
座
談

会
を
行
い
ま
し
た
。

先
の
病
院
で
連
携
の
現
場
を
見
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
看
護
師
は
、
毎

日
患
者
さ
ん
の
食
事
の
状
況
を
記
録

す
る
の
で
す
が
、
あ
る
患
者
さ
ん
が

食
事
を
食
べ
き
れ
な
い
こ
と
が
続
い

て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
看
護
師
が
点

滴
の
際
に
「
何
か
嫌
い
な
食
べ
物
は

あ
り
ま
す
か
？
」
と
聞
く
と
、「
ず

っ
と
家
畜
の
世
話
を
し
て
い
た
か
ら
、

肉
類
は
あ
ま
り
食
べ
ら
れ
な
い
ん

だ
」
と
話
し
て
く
れ
た
ん
で
す
。
そ

こ
で
、
そ
の
分
の
カ
ロ
リ
ー
を
補
う

方
法
を
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
で
話
し
合

い
、
管
理
栄
養
士
に
お
任
せ
し
た
と

い
う
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
し
た
。

有
馬
（
歯
学
部
）：
門
脇
さ
ん
の
経

験
の
よ
う
に
、
連
携
っ
て
単
に
患
者

さ
ん
を
紹
介
し
合
お
う
と
い
う
だ
け

で
は
な
く
て
、
も
っ
と
深
い
も
の
で

す
よ
ね
。
様
々
な
職
種
が
、「
患
者

さ
ん
が
人
生
を
ど
う
幸
せ
に
過
ご
す

か
」
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
形
が
理
想
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。
食
べ
る
こ
と
は
、

そ
の
方
の
小
さ
な
幸
せ
に
つ
な
が
る

の
で
、
そ
れ
を
多
職
種
で
支
え
た
り
、

少
し
で
も
長
く
機
能
を
保
て
る
よ
う

に
働
き
か
け
る
こ
と
は
大
切
だ
と
思

い
ま
す
。

「
健
康
」
を
支
え
る
っ
て
？

橋
本
（
健
康
栄
養
学
科
）：
実
習
と

い
え
ば
、
私
は
２
歳
半
歯
科
健
診
を

見
学
し
ま
し
た
。
そ
の
際
に
、
お
母

さ
ん
が
子
ど
も
に
、
水
の
つ
も
り
で

砂
糖
の
入
っ
た
フ
レ
ー
バ
ー
ウ
ォ
ー

タ
ー
を
与
え
て
い
て
、
む
し
歯
が
で

き
て
し
ま
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
を
見
ま

し
た
。

鈴
木
（
医
学
部
）：
正
し
い
知
識
が

な
い
こ
と
で
、
健
康
を
損
な
っ
て
し

ま
う
こ
と
っ
て
あ
り
ま
す
よ
ね
。

中
川
（
歯
学
部
）：
歯
の
残
存
本
数

は
、
糖
尿
病
や
認
知
症
な
ど
の
様
々

な
疾
患
や
、
食
事
を
お
い
し
く
食
べ

ら
れ
る
か
ど
う
か
に
関
わ
っ
て
き
ま

す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
知
っ
て
も
ら

っ
た
う
え
で
、
歯
を
維
持
す
る
た
め

の
ケ
ア
を
実
践
し
て
も
ら
う
こ
と
も

大
切
な
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

編
集
部
：
一
方
で
、
健
診
な
ど
に
来

る
の
は
、
健
康
へ
の
関
心
や
知
識
が

あ
る
人
で
、
本
当
に
介
入
が
必
要
な

人
は
足
を
運
ば
な
い
と
よ
く
言
わ
れ

ま
す
。
進
ん
で
不
健
康
に
な
り
た

い
人
は
い
ま
せ
ん
か
ら
、
正
し
い
知

識
や
歯
の
大
切
さ
に
つ
い
て
発
信
し
、

よ
り
多
く
の
人
を
掬
い
上
げ
て
い
く

必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な
な

か
、
主
に
病
院
や
ク
リ
ニ
ッ
ク
で
勤

務
す
る
こ
と
に
な
る
皆
さ
ん
は
、
食

べ
る
こ
と
や
健
康
を
多
職
種
で
支
え

て
い
く
た
め
に
、
ど
ん
な
こ
と
が
必

要
だ
と
思
い
ま
す
か
？

桃
北
（
歯
学
部
）：
患
者
さ
ん
が
よ

り
良
い
生
活
を
送
れ
る
よ
う
、
患
者

さ
ん
の
希
望
を
各
職
種
が
聞
き
取
っ

て
、
共
有
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
か

な
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
情
報
を
共

有
し
て
理
解
す
る
た
め
に
は
、
他
の

職
種
の
観
点
が
わ
か
る
よ
う
な
学
習

が
も
っ
と
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

門
脇
（
看
護
学
専
攻
）：
看
護
師
の

Collaboration
SERIES

「
食
べ
る
」
「
健
康
」

食
べ
る
・
噛
む
機
能
の
維
持
が

毎
日
の「
小
さ
な
幸
せ
」に
つ
な
が
る

★ 参加者紹介 ★

m e m b e r

仕
事
は
患
者
さ
ん
の
ト
ー
タ
ル
サ
ポ

ー
ト
な
の
で
、
治
療
中
の
疾
患
以
外

に
も
何
か
困
難
が
な
い
か
、
常
に
気

を
配
っ
て
い
ま
す
。
患
者
さ
ん
の
治

療
に
直
接
関
わ
る
医
師
や
歯
科
医
師

に
も
、
そ
う
い
う
観
点
を
持
っ
て
い

た
だ
け
る
と
い
い
な
と
思
い
ま
す
。

橋
本
（
健
康
栄
養
学
科
）：
私
も
、

管
理
栄
養
士
に
で
き
る
こ
と
を
も

っ
と
知
っ
て
も
ら
い
た
い
で
す
。
例

え
ば
私
た
ち
は
、「
ベ
ッ
ド
に
い
る

患
者
さ
ん
が
一
番
食
べ
や
す
い
角
度

は
？
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
学
ん

で
い
る
ん
で
す
。「
そ
れ
が

で
き
る
な
ら
、
管
理
栄

養
士
さ
ん
に
相
談
し

よ
う
か
な
」
と
思

っ
て
も
ら
え
る

こ
と
は
他
に
も

あ
る
と
思
う
の

で
、
そ
う
い
う
き

っ
か
け
に
な
る
情
報

を
提
供
で
き
る
よ
う
な

行
動
が
大
事
な
の
か
な
と
思

い
ま
し
た
。

中
川
（
歯
学
部
）：
今
ま
で
管
理
栄

養
士
さ
ん
と
接
す
る
機
会
が
な
く

て
、
専
門
性
を
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

様
々
な
職
種
の
人
と
話
す
の
が
第
一

歩
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

鈴
木
（
医
学
部
）：「
自
分
に
は
わ
か

ら
な
い
か
ら
、
こ
の
職
種
の
あ
の
人

に
聞
い
て
み
よ
う
」
と
行
動
で
き
る

こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の

た
め
に
は
、
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
に
多

職
種
が
参
加
す
る
の
が
当
た
り
前
の

状
態
に
し
た
り
、
そ
の
枠
組
み
を
地

域
に
も
広
げ
ら
れ
た
り
す
る
と
い
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

市
田
（
医
学
部
）：
連
携
す
る
う
え
で
、

単
純
に
仲
良
く
な
る
こ
と
も
重
要
だ

と
思
い
ま
す
。
病
院
の
診
療
科
毎
の

チ
ー
ム
で
参
加
す
る
ス
ポ
ー
ツ
大
会

を
開
催
し
て
、
そ
こ
に
学
生
が
お
手

伝
い
に
入
っ
た
り
し
て
も
い
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

石
山
（
医
学
部
）：
も
ち
ろ
ん
座
学

も
大
切
で
す
が
、
実
際
の
現
場
を
見

に
行
く
よ
う
な
機
会
が
も
っ
と
あ
れ

ば
、
他
の
職
種
に
対
す
る
理
解
が
深

ま
る
と
思
い
ま
す
。

有
馬
（
歯
学
部
）：
学

生
の
多
職
種
チ
ー
ム

で
病
院
見
学
を
し

た
り
、
退
院
し

た
患
者
さ
ん
の

お
宅
に
出
向
い

て
そ
の
後
の
ケ
ア

に
つ
い
て
学
ぶ
の
は

ど
う
で
し
ょ
う
か
。
反

省
会
な
ど
も
一
緒
に
行
う
と
、

色
々
な
視
点
か
ら
の
学
び
が
あ
り
そ

う
で
す
。
ま
た
、
様
々
な
メ
デ
ィ
ア

で
、
学
生
の
立
場
か
ら
一
般
の
方
・

現
職
の
方
に
向
け
て
発
信
を
す
る
と
、

興
味
を
持
っ
て
聞
い
て
も
ら
え
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

矢
吹
（
医
学
部
）：
医
療
に
限
ら
ず
、

行
政
な
ど
幅
広
い
分
野
の
連
携
が
必

要
だ
と
思
い
ま
す
。
様
々
な
業
種
・

職
種
を
目
指
す
学
生
が
集
ま
っ
て
、

医
療
だ
け
で
な
く
、
色
々
な
現
場
を

見
る
の
が
大
事
な
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

　

食
べ
る
こ
と
は
、
た
だ
単
に
栄
養

を
摂
る
だ
け
で
な
く
、
楽
し
み
や
生

き
が
い
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
読

者
の
皆
さ
ん
に
と
っ
て
は
、「
口
か

ら
食
べ
ら
れ
る
」
こ
と
は
当
た
り

前
の
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か

し
、「
食
べ
る
」
た
め
に
は
「
食
事

を
用
意
す
る
」「
口
に
運
ぶ
」「
噛
む
」

「
飲
み
込
む
」「
消
化
す
る
」
必
要
が

あ
り
ま
す
。
特
に
高
齢
に
な
る
と
、

様
々
な
理
由
で
そ
の
機
能
が
低
下
し

て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
た
め
、
様
々

な
専
門
性
を
持
っ
た
医
療
系
多
職
種

が
連
携
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
を
サ

ポ
ー
ト
し
た
り
、
機
能
の
低
下
を
予

防
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
連
載
で
は
、
医
療
系
多
職
種

の
学
生
が
、
食
べ
る
こ
と
や
健
康
を

支
え
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
に
関
わ

っ
て
い
け
る
か
を
考
え
て
い
き
ま
す
。

多
職
種
で
支
え
る
っ
て
？

編
集
部
：
皆
さ
ん
の
学
部
で
は
、
食

事
や
口
腔
内
の
健
康
、
栄
養
を
支
え

る
た
め
に
多
職
種
が
連
携
す
る
こ
と

に
つ
い
て
、
ど
の
程
度
学
ん
で
い
ま

す
か
？

石
山
（
医
学
部
）：
医
師
が
栄
養
に

目
を
向
け
る
こ
と
は
大
事
だ
と
思
い

ま
す
が
、
実
習
の
印
象
で
は
チ
ー
ム

に
よ
り
け
り
…
と
い
う
感
じ
で
す
。

桃
北
（
歯
学
部
）：
授
業
の
中
で
、

医
科
と
歯
科
が
連
携
し
て
周
術
期
管

理
を
行
う
こ
と
が
大
事
と
言
わ
れ
て

は
い
ま
す
。

門
脇
（
看
護
学
専
攻
）：
私
は
実
習

鈴木 法彦

矢吹 理人

東北医科薬科大学
医学部
２年

東北医科薬科大学
医学部
２年

「
知
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
気
付
く
機
会
が
と

て
も
大
事
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。

学
生
の
う
ち
か
ら
交
流
し
て
、
他
職
種
と
の
壁
を

な
く
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

門脇 和奏

桃北 萌子

東北大学医学部
保健学科

看護学専攻　２年

東北大学
歯学部
６年

講
義
だ
け
で
な
く
、
自
分
で
気
付
け
る
よ
う
な

場
が
も
っ
と
多
く
な
る
と
い
い
で
す
ね
。

日
頃
か
ら
交
流
を
し
て
い
た
ら
、
わ
か
ら
な
い
こ

と
も
気
軽
に
聞
け
る
と
思
い
ま
す
。

市田 大弓

橋本 沙希

東北大学
医学部
３年

仙台白百合女子大学
健康栄養学科

４年

こ
れ
か
ら
連
携
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
う
い
う
場

で
絆
を
作
る
こ
と
も
大
事
で
す
よ
ね
。

他
の
職
種
を
目
指
す
学
生
が
何
に
着
目
し
て
い

る
か
、
も
っ
と
学
び
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

石山 良生

中川 茉莉

東北医科薬科大学
医学部
２年

東北大学
歯学部
３年

自
分
の
専
門
領
域
以
外
の
分
野
も
、
積
極
的
に

学
ぶ
機
会
を
作
り
た
い
で
す
。

連
携
に
あ
た
っ
て
は
、
お
互
い
の
強
み
と
弱
み
を

知
る
こ
と
が
大
事
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。

有馬 実咲
東北大学
歯学部
５年

学
生
の
う
ち
か
ら
医
学
・
看
護
・
栄
養
の
方
々
と

話
す
機
会
を
頂
け
て
う
れ
し
い
で
す
！

※開催にあたっては、吉
中晋先生（吉中歯科医
院）にご協力いただきま
した。

まずはお互いを
知ることから

×

を
考
え
る
①
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牛
久
（
以
下
、
牛
）：
お
二
人
は
テ

レ
ビ
番
組
制
作
に
関
わ
る
お
仕
事
を

さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
ね
。

社
Ａ
：
は
い
。
私
は
地
方
の
テ
レ
ビ

局
で
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
を
し
て
い
ま
す
。

今
は
情
報
系
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
番
組
や
、

旅
番
組
な
ど
を
担
当
し
て
い
ま
す
。

社
Ｂ
：
私
は
音
声
を
担
当
し
て
い
ま

す
。
出
演
者
の
声
を
始
め
と
し
た

様
々
な
音
声
を
、
視
聴
者
に
聞
き
取

り
や
す
く
な
る
よ
う
調
整
す
る
よ
う

な
仕
事
で
す
。
私
自
身
は
テ
レ
ビ
局

の
社
員
で
は
な
く
、
音
声
や
照
明
、

カ
メ
ラ
な
ど
の
制
作
技
術
業
務
を
受

託
す
る
会
社
に
所
属
し
て
い
ま
す
。

牛
：「
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
」
っ
て
よ
く

聞
き
ま
す
け
ど
、
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー

や
Ａ
Ｄ
と
の
違
い
は
何
で
す
か
？

社
Ａ
：
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
は
全
体
を

監
督
・
統
括
す
る
役
割
で
す
。
番
組

や
コ
ー
ナ
ー
を
作
る
と
き
は
、
ま
ず

プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
が
大
枠
や
方
針
を

決
め
る
ん
で
す
。
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
は

そ
れ
を
受
け
て
、
実
際
の
流
れ
や
演

出
な
ど
を
考
え
、
Ａ
Ｄ
は
そ
の
お
手

伝
い
を
し
ま
す
。
例
え
ば
、
プ
ロ

デ
ュ
ー
サ
ー
が
美
味
し
い
ス
イ
ー
ツ

特
集
を
や
る
と
決
め
た
ら
、
お
店
を

調
べ
て
候
補
を
挙
げ
る
の
は
Ａ
Ｄ
の

仕
事
で
す
。
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
は
そ
の

中
か
ら
お
店
を
選
ん
で
、
何
を
ど
ん

な
流
れ
で
録
っ
て
い
く
か
を
考
え
、

最
終
的
に
で
き
あ
が
っ
た
も
の
を
プ

ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
が
チ
ェ
ッ
ク
す
る
、

と
い
う
分
担
で
す
。
た
だ
、
Ａ
Ｄ
は

東
京
や
大
阪
な
ど
の
大
き
い
局
に
し

か
い
な
い
こ
と
も
多
く
、
う
ち
の
よ

う
な
小
さ
な
局
で
は
デ
ィ
レ
ク
タ
ー

が
Ａ
Ｄ
業
務
も
兼
ね
て
い
ま
す
ね
。

大
野
（
以
下
、
大
）：
Ａ
さ
ん
は
、

Ａ
Ｄ
を
経
ず
に
い
き
な
り
デ
ィ
レ
ク

タ
ー
に
な
っ
た
ん
で
す
ね
。
プ
レ
ッ

シ
ャ
ー
も
あ
り
そ
う
で
す
が
、
若
い

う
ち
か
ら
最
前
線
で
経
験
を
積
め
る

の
は
魅
力
的
で
す
ね
。

牛
：
音
声
さ
ん
と
い
う
と
、
柄
の
長

の
に
た
く
さ
ん
出
会
え
る
こ
と
で

し
ょ
う
か
。
取
材
な
ど
で
、
未
知
の

世
界
を
知
る
機
会
が
多
い
ん
で
す
。

牛
：
そ
れ
は
羨
ま
し
い
で
す
。
僕
の

大
学
も
そ
う
で
す
が
、
そ
も
そ
も
大

学
に
医
療
系
の
学
部
し
か
な
か
っ
た

り
、
総
合
大
学
で
も
医
学
部
の
キ
ャ

ン
パ
ス
だ
け
独
立
し
て
い
た
り
し
て
、

医
学
部
以
外
の
世
界
を
知
る
機
会
が

あ
ま
り
な
い
ん
で
す
。

社
Ｂ
：
私
も
専
門
学
校
時
代
は
「
世

界
が
狭
い
な
」
と
感
じ
て
い
ま
し
た
。

周
囲
に
同
業
者
が
多
く
な
り
が
ち
な

の
で
、
た
ま
に
は
他
の
業
界
の
人
と

も
会
っ
て
み
た
く
な
り
ま
す
よ
ね
。

兼
：
今
日
み
た
い
な
機
会
が
あ
っ
て

本
当
に
良
か
っ
た
で
す
。

テ
レ
ビ
業
界
と
医
療
の
現
場
の

意
外
な
共
通
点

大
：
医
学
生
だ
と
、
ポ
リ
ク
リ
を
し

て
、
国
試
を
受
け
て
、
卒
後
は
病
院

い
集
音
マ
イ
ク
を
持
っ
て
い
る
人
、

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
す
が
、
合
っ
て

ま
す
か
？

社
Ｂ
：
は
い
（
笑
）。
ピ
ン
マ
イ
ク

や
ハ
ン
ド
マ
イ
ク
で
も
集
音
し
ま
す

が
、
マ
イ
ク
を
付
け
て
い
な
い
出
演

者
の
声
な
ど
は
、
長
い
マ
イ
ク
で
拾

い
ま
す
。
拾
っ
た
音
は
そ
の
場
で
聞

き
、
ミ
キ
サ
ー
と
い
う
機
械
で
聞
き

取
り
や
す
く
調
整
し
て
い
き
ま
す
。

兼
瀬
（
以
下
、
兼
）：
調
整
と
い
う

の
は
、
音
量
を
一
定
に
す
る
と
か
、

そ
う
い
う
こ
と
で
す
か
？

社
Ｂ
：
そ
う
で
す
ね
。
あ
と
は
、
人

ご
と
に
声
質
・
音
質
が
違
う
の
で
、

テ
レ
ビ
で
聞
い
た
と
き
に
ど
の
音
も

な
る
べ
く
均
一
に
聞
こ
え
る
よ
う
、

イ
コ
ラ
イ
ザ
ー
と
い
う
音
響
機
械
を

駆
使
し
て
音
質
を
調
整
し
ま
す
。

兼
：
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
さ
ん
と
音
声
さ

ん
は
、
普
段
の
仕
事
で
ど
の
く
ら
い

関
わ
る
ん
で
す
か
？

で
研
修
し
て
…
と
進
ん
で
い
き
ま
す

が
、
お
二
人
の
キ
ャ
リ
ア
は
ど
ん
な

流
れ
を
辿
る
ん
で
し
ょ
う
か
。

社
Ｂ
：
技
術
系
の
場
合
、
就
職
し
た

ら
と
に
か
く
現
場
に
出
て
、
毎
回
試

行
錯
誤
し
な
が
ら
学
ん
で
い
き
ま
す
。

正
直
、
専
門
学
校
で
学
ん
だ
こ
と
が

現
場
で
そ
の
ま
ま
活
か
せ
る
か
と
い

う
と
、
そ
う
で
は
な
い
で
す
ね
。
実

際
の
現
場
は
ト
ラ
ブ
ル
も
多
く
て
、

そ
こ
で
ど
う
対
処
す
る
か
は
現
場
で

し
か
学
べ
な
い
と
痛
感
し
ま
し
た
。

牛
：
医
師
も
、
学
部
の
勉
強
が
そ
の

ま
ま
活
か
せ
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
で

す
。
実
習
や
現
場
に
出
て
初
め
て
学

ぶ
こ
と
も
多
い
と
い
う
の
は
、
ど
の

業
界
も
一
緒
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん

ね
。
音
声
さ
ん
は
ず
っ
と
現
場
で
働

き
続
け
る
こ
と
に
な
る
ん
で
す
か
？

社
Ｂ
：
そ
う
で
す
ね
、
仕
事
内
容
は

基
本
的
に
変
わ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
代

わ
り
責
任
の
重
い
仕
事
が
増
え
ま
す

社
Ａ
：
ロ
ケ
で
音
声
さ
ん
に
音
を

録
っ
て
も
ら
い
、
そ
れ
を
デ
ィ
レ
ク

タ
ー
が
編
集
す
る
と
い
う
分
担
を
し

て
い
ま
す
。「
絶
対
に
こ
の
音
が
欲

し
い
！
」
と
い
う
音
が
あ
っ
た
ら
、

あ
ら
か
じ
め
伝
え
て
お
い
て
、
現
地

で
録
っ
て
き
て
も
ら
い
ま
す
。

社
Ｂ
：
例
え
ば
、
飲
食
店
で
揚
げ
物

の
調
理
風
景
を
撮
影
す
る
と
き
、
油

の
ぱ
ち
ぱ
ち
爆
ぜ
る
音
を
録
っ
て
お

い
た
り
。
映
像
の
印
象
は
音
で
大
き

く
変
わ
り
ま
す
か
ら
ね
。

社
Ａ
：
そ
う
い
う
音
が
あ
る
と
、
Ｂ

Ｇ
Ｍ
を
か
け
な
く
て
も
Ｖ
Ｔ
Ｒ
の
出

来
映
え
が
良
く
な
る
の
で
と
て
も
あ

り
が
た
い
で
す
。
こ
ち
ら
が
特
に
頼

ま
な
く
て
も
、
音
声
さ
ん
が
気
を
利

か
せ
て
く
れ
て
、
自
然
豊
か
な
場
所

で
の
撮
影
時
に
川
の
せ
せ
ら
ぎ
や
鳥

の
声
な
ど
を
録
っ
て
渡
し
て
く
れ
る
、

な
ん
て
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

大
：
お
二
人
が
今
の
お
仕
事
を
目
指

ね
。
例
え
ば
高
校
野
球
の
音
声
の
総

括
な
ど
は
難
し
い
仕
事
な
の
で
、
ベ

テ
ラ
ン
が
担
当
す
る
こ
と
が
多
い
で

す
。
私
は
３
年
目
で
す
が
、
ま
だ
ま

だ
先
輩
に
怒
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
で

す
。
一
人
前
に
な
る
の
に
大
体
10
～

20
年
は
か
か
り
ま
す
ね
。

兼
：
そ
ん
な
に
か
か
る
ん
で
す
か
！

医
師
の
世
界
と
似
て
い
ま
す
ね
。

社
Ａ
：
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
の
キ
ャ
リ
ア

は
、
局
に
よ
り
異
な
る
部
分
も
多

く
、
決
ま
っ
た
道
の
り
が
あ
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
抵
は
デ
ィ
レ

ク
タ
ー
を
続
け
る
か
、
プ
ロ
デ
ュ
ー

サ
ー
に
な
る
か
の
二
択
で
し
ょ
う
か
。

大
：
将
来
的
に
、
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
と

プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
、
ど
ち
ら
に
行
こ

う
と
考
え
て
い
ま
す
か
？

社
Ａ
：
私
は
制
作
に
じ
っ
く
り
携
わ

る
こ
と
が
好
き
な
の
で
、
今
は
こ
の

ま
ま
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
と
し
て
経
験
を

積
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

し
た
き
っ
か
け
は
何
で
す
か
？

社
Ａ
：
私
は
小
さ
い
頃
か
ら
ド
ラ
マ

が
大
好
き
だ
っ
た
ん
で
す
。
中
学

生
の
頃
は
全
て
の
曜
日
の
ド
ラ
マ

を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
た
ほ
ど
（
笑
）。

そ
ん
な
あ
る
日
、
と
あ
る
ド
ラ
マ
の

プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
兼
デ
ィ
レ
ク
タ
ー

の
方
が
、
学
校
に
講
演
に
い
ら
し
た

こ
と
が
あ
っ
て
。
そ
の
お
話
を
聞
い

て
、「
テ
レ
ビ
を
見
る
だ
け
で
な
く
、

作
る
側
に
な
る
の
も
い
い
な
」
と

思
っ
た
の
が
き
っ
か
け
で
す
。

社
Ｂ
：
私
は
、
見
て
い
た
音
楽
番
組

の
照
明
の
美
し
さ
に
心
惹
か
れ
、
初

め
は
照
明
の
仕
事
に
興
味
を
持
っ
て

い
ま
し
た
。
光
一
つ
で
雰
囲
気
を
ガ

ラ
ッ
と
変
え
ら
れ
る
こ
と
に
感
動
し

た
ん
で
す
。
そ
れ
で
、
制
作
技
術
を

広
く
学
べ
る
専
門
学
校
に
入
っ
て
、

カ
メ
ラ
や
照
明
な
ど
色
々
な
体
験
を

す
る
う
ち
、
音
声
の
仕
事
に
就
き
た

い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

有
名
人
に
も
会
え
る

！？

テ
レ
ビ
番
組
制
作
の
裏
側

牛
：
テ
レ
ビ
業
界
で
働
い
て
い
る
と
、

有
名
人
に
会
え
る
の
か
な
、
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
ん
で
す
が
（
笑
）、

実
際
の
と
こ
ろ
ど
う
で
す
か
？

社
Ｂ
：
も
ち
ろ
ん
関
わ
る
こ
と
は
あ

り
ま
す
。
す
ご
く
憧
れ
て
い
た
芸
能

人
の
方
の
服
に
マ
イ
ク
を
付
け
た
こ

と
が
あ
っ
て
、
そ
の
時
は
す
ご
く
緊

張
し
ま
し
た
（
笑
）。
で
も
、
関
わ

る
頻
度
は
音
声
よ
り
デ
ィ
レ
ク
タ
ー

の
方
が
多
い
で
す
よ
ね
。

社
Ａ
：
事
前
に
出
演
者
と
打
ち
合
わ

兼
：
経
験
を
積
ん
だ
「
す
ご
い
デ
ィ

レ
ク
タ
ー
」
っ
て
、
ど
う
い
う
こ
と

が
で
き
る
人
だ
と
思
い
ま
す
か
？

社
Ａ
：
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
は
、
技
術
系

ス
タ
ッ
フ
や
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
な
ど
、

様
々
な
プ
ロ
に
仕
事
を
お
願
い
し
て
、

や
っ
て
も
ら
う
立
場
で
す
。
で
す
か

ら
、
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
の
イ

メ
ー
ジ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
プ
ロ
に
い

か
に
上
手
く
伝
え
る
か
、
と
い
う
と

こ
ろ
が
腕
の
見
せ
ど
こ
ろ
か
な
と
思

い
ま
す
。
音
声
さ
ん
や
、
そ
れ
こ
そ

医
師
の
よ
う
な
「
手
に
職
を
つ
け
た

プ
ロ
」
に
な
れ
る
仕
事
で
は
な
い
の

で
、
わ
か
り
に
く
い
で
す
よ
ね
。

大
：
で
も
、
医
師
の
仕
事
に
も
、
デ
ィ

レ
ク
タ
ー
の
お
仕
事
に
通
じ
る
と
こ

ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
患
者

さ
ん
の
治
療
の
た
め
に
、
医
師
が
一

人
で
で
き
る
こ
と
は
意
外
と
少
な
い

ん
で
す
よ
ね
。
看
護
師
や
薬
剤
師

な
ど
の
他
職
種
と
協
働
す
る
こ
と

で
、
大
き
な
手
術
な
ど
を
や
り
遂
げ

ら
れ
る
。
そ
れ
と
同
様
に
、
テ
レ
ビ

番
組
も
様
々
な
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
が

集
ま
っ
て
初
め
て
完
成
す
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
各
人
が
力
を

発
揮
で
き
る
よ
う
調
整
す
る
こ
と
が
、

デ
ィ
レ
ク
タ
ー
に
も
医
師
に
も
求
め

ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

牛
：
今
日
は
テ
レ
ビ
業
界
の
知
ら
な

い
こ
と
を
た
く
さ
ん
聞
け
て
興
味
深

か
っ
た
で
す
。
テ
レ
ビ
の
仕
事
と
医

師
の
仕
事
、
一
見
関
係
な
い
よ
う
で

思
わ
ぬ
共
通
点
が
あ
り
、
参
考
に
な

り
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

せ
を
し
ま
す
し
ね
。
ロ
ケ
に
よ
っ
て

は
移
動
中
に
車
内
で
打
ち
合
わ
せ
る

こ
と
も
あ
る
ん
で
す
が
、
有
名
人
と

近
い
距
離
で
お
話
し
す
る
の
は
や
っ

ぱ
り
緊
張
し
ま
す
。

大
：
ベ
テ
ラ
ン
と
か
大
御
所
と
言
わ

れ
る
よ
う
な
芸
能
人
と
の
仕
事
で
も
、

事
前
に
し
っ
か
り
打
ち
合
わ
せ
や
リ

ハ
ー
サ
ル
は
す
る
ん
で
す
か
？

社
Ａ
：
そ
う
で
す
ね
。
特
に
生
中
継

な
ど
の
場
合
は
、
必
ず
３
～
４
回
は

リ
ハ
ー
サ
ル
し
ま
す
。
ぶ
っ
つ
け
本

番
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
あ
り
ま
せ
ん
。

牛
：
生
中
継
っ
て
、
ト
ラ
ブ
ル
が
起

き
た
ら
大
変
で
す
よ
ね
。

社
Ａ
：
緊
張
感
が
あ
り
ま
す
ね
。
本

番
は
一
発
勝
負
な
の
で
、
そ
の
分
事

前
に
た
く
さ
ん
練
習
し
て
お
き
ま
す
。

ま
た
、
私
自
身
は
あ
ま
り
担
当
し
ま

せ
ん
が
、
ニ
ュ
ー
ス
番
組
の
現
場
も

ハ
ー
ド
で
す
ね
。
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
取

材
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
編
集
も

時
間
と
の
勝
負
で
忙
し
い
で
す
。

社
Ｂ
：
臨
時
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
で
は
、

放
送
が
始
ま
っ
て
い
る
の
に
ま
だ

テ
ー
プ
が
届
い
て
い
な
い
こ
と
も

あ
り
ま
す
ね
。「
放
映
ま
で
あ
と
２

分
！
」
な
ん
て
言
い
な
が
ら
、
ス
タ

ジ
オ
ま
で
全
力
疾
走
で
テ
ー
プ
を
届

け
に
行
く
光
景
も
見
か
け
ま
す
。

兼
：
テ
レ
ビ
の
仕
事
は
大
変
な
こ
と

も
多
そ
う
で
す
が
、
や
り
が
い
を
感

じ
る
と
き
は
ど
ん
な
と
き
で
す
か
？

社
Ａ
：
自
分
が
担
当
し
た
番
組
を
見

た
人
が
「
面
白
か
っ
た
よ
」
と
言
っ

て
く
れ
た
り
す
る
と
、
や
っ
ぱ
り
励

み
に
な
り
ま
す
。
あ
と
は
新
し
い
も

この内容は、今回参加した社会人のお話に基づくものです。

医学生 × テレビ番組制作の仕事

テレビ番組制作の仕事 編

同世 代 の

医学部にいると、同世代の他分野の人たちとの 交流が持てないと言われています。そこでこのコー

ナーでは、別の世界で生きる同世代との「リアリ ティー」を、医学生たちが探ります。今回は「テ

レビ番組制作の仕事」をテーマに、ディレクター （社 A）・音声（社 B）と医学生３名で座談会を

行いました。

皆さんが普段見ているテレビ番組は、どのようにして作られているのでしょうか？今回は、テレビ番組制作に関わる社会人２名に、医学生がお話を伺いました。

今回のテーマは
テレビ番組制作

の仕事

テ
レ
ビ
番
組
制
作
に
関
わ
る

様
々
な
仕
事

牛久 潤彦
愛知医科大学
医学部　５年

兼瀬 顕
藤田保健衛生大学

医学部　３年　

大野 航
浜松医科大学
医学部　４年

医学生 × テレビ番組制作スタッフ
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白
衣
は
着
な
い
。「
患
者
」
で
は
な

く
「
ご
利
用
者
」
と
呼
ぶ
。
診
察
の

前
後
に
は
立
ち
上
が
っ
て
挨
拶
す
る
。

診
察
中
も
そ
れ
以
外
の
時
も
、
相
手

の
顔
を
見
て
話
を
聴
く
―
―
。
髙
橋

先
生
は
「
気
構
え
ず
に
話
し
て
く
だ

さ
い
ね
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
常

に
全
身
か
ら
発
し
て
い
る
よ
う
だ
。

そ
の
姿
勢
の
ル
ー
ツ
は
、
自
治
医
大

の
義
務
年
限
中
に
赴
任
し
た
、
滋
賀

県
の
へ
き
地
診
療
所
に
あ
る
、
と
先

生
は
言
う
。

「
外
来
に
来
る
方
は
、
皆
さ
ん
よ
そ

行
き
の
顔
を
し
て
い
ま
し
た
。
ち
ょ
っ

と
い
い
着
物
を
着
て
、
す
っ
と
紅
を

引
い
て
い
る
お
ば
あ
さ
ま
も
い
た
り

ね
。
で
も
そ
う
い
う
方
も
、
往
診
す

る
と
、
家
の
顔
を
し
て
寛
い
で
い
る
。

お
子
さ
ん
や
お
孫
さ
ん
が
い
た
り
、

時
に
は
猫
も
い
た
り
。
外
来
で
診
る

だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
る

ん
だ
と
実
感
し
ま
し
た
。」

義
務
年
限
終
了
後
は
自
治
医
大

の
先
輩
に
誘
わ
れ
、
栃
木
県
内
の
病

院
で
在
宅
医
療
に
従
事
し
つ
つ
、
在

宅
ケ
ア
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
築
い
た
。

栃
木
に
「
ひ
ば
り
ク
リ
ニ
ッ
ク
」
を

開
業
し
た
の
は
、
そ
う
し
た
人
の
縁

が
あ
っ
た
か
ら
だ
っ
た
。

重
症
障
害
児
と
そ
の
家
族
を
支
援

す
る
認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
う
り
ず
ん
」

で
の
活
動
な
ど
、
小
児
在
宅
に
関
す

る
試
み
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
多
い

が
、
髙
橋
先
生
は
認
知
症
の
サ
ポ
ー

ト
や
看
取
り
に
も
力
を
入
れ
て
い
る
。

年
齢
や
疾
患
に
か
か
わ
ら
ず
、
ど
ん

な
患
者
さ
ん
も
満
足
で
き
る
在
宅
医

療
が
、
先
生
の
目
指
す
と
こ
ろ
だ
。

「
在
宅
医
療
で
は
、
提
供
で
き
る

医
療
と
、
本
人
や
家
族
の
要
望
の
折

り
合
い
を
つ
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

ま
す
。
病
院
で
の
医
療
を
そ
の
ま
ま

在
宅
に
持
ち
込
ん
で
も
、
ど
こ
か
で

不
協
和
音
が
出
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。

例
え
ば
、
医
学
的
に
は
栄
養
を
入
れ

た
り
、
薬
を
増
や
し
た
方
が
よ
く
て

も
、
本
人
や
家
族
が
希
望
さ
れ
な
い

な
ら
僕
は
や
り
ま
せ
ん
。
自
分
が
や

り
た
い
医
療
で
は
な
く
、『
そ
こ
で
必

要
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
』
を
す
る
姿

勢
が
大
切
で
す
。」

在
宅
医
療
の
ニ
ー
ズ
が
高
ま
る

な
か
、
今
後
在
宅
に
関
わ
る
医
師
も

増
え
て
い
く
だ
ろ
う
。
髙
橋
先
生
は
、

そ
う
し
た
医
師
に
は
三
つ
の
こ
と
を

大
切
に
し
て
ほ
し
い
と
言
う
。

「
一
つ
目
は
、
話
を
聴
く
こ
と
。
医

療
を
受
け
る
方
は
、
様
々
な
不
安
を

抱
い
て
い
ま
す
。
ま
ず
は
そ
れ
ら
を

し
っ
か
り
聴
き
、
心
を
空
っ
ぽ
に
し

て
も
ら
う
こ
と
か
ら
始
め
る
と
良
い

と
思
い
ま
す
。
二
つ
目
は
、
出
向
く

こ
と
。
在
宅
医
療
を
必
要
と
す
る
方

は
、
通
院
が
困
難
な
方
が
ほ
と
ん
ど

で
す
。『
患
者
さ
ん
の
方
か
ら
来
て

ほ
し
い
』
な
ど
と
思
わ
ず
、
自
分
か

ら
積
極
的
に
出
向
く
こ
と
で
す
。
そ

し
て
三
つ
目
は
、
つ
な
ぐ
こ
と
。
今

は
、
医
師
だ
け
で
な
く
、
訪
問
看
護

や
訪
問
介
護
、
デ
イ
ケ
ア
と
い
っ
た

様
々
な
サ
ー
ビ
ス
で
在
宅
医
療
が
成

り
立
っ
て
い
ま
す
。
サ
ー
ビ
ス
の
存

在
を
知
り
、
必
要
な
と
こ
ろ
に
つ
な

げ
る
努
力
を
し
て
ほ
し
い
で
す
。」

宇都宮市は人口約 50 万人、面積約
400㎢の都市。髙橋先生はクリニッ
クから半径 16km の範囲で在宅ケア
を受け付け、現在の利用者数は 70
名ほど。2016 年、クリニックと「う
りずん」は宇都宮市新里町から徳次
郎町へ移転し、病児保育施設「かい
つぶり」を開設。

栃木県宇都宮市

「聴く・出向く・つなぐ」を大切に
栃木県宇都宮市　ひばりクリニック　髙橋 昭彦先生

「うりずん」のコミュニティスペース。利用者やその家族、近所の人が集まって交流する。

「人の目を見て、丁寧に診療したいですね」と髙橋先生。 ひばりクリニックの外観。
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Need to know チーム医療のパートナー

これから医師になる皆さんは、どの医療現場で働いても、チーム医療のパートナーとして看護師と関わることに
なるでしょう。本連載では、22 号より、様々なチームで働く看護師の仕事をシリーズで紹介しています。今回は、
国立がん研究センター中央病院にて、がん化学療法・がん放射線療法に携わる看護師にお話を伺いました。

看護師（がん化学療法・がん放射線療法）

チーム医療のパートナー
連載

がん治療を受ける

患者さんの心に

丁寧に寄り添います

が
ん
治
療
と
看
護
師
の
関
わ
り

―
―
お
二
人
は
、
が
ん
専
門
の
医
療

機
関
で
あ
る
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ

ー
中
央
病
院
で
、
が
ん
看
護
に
携
わ

っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
が
ん
患

者
さ
ん
や
、
が
ん
の
疑
い
の
あ
る
患

者
さ
ん
に
、
看
護
師
は
ど
の
よ
う
に

関
わ
っ
て
い
る
の
か
、
大
ま
か
な
流

れ
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

朝
鍋
（
以
下
、
朝
）：
当
セ
ン
タ
ー

の
患
者
さ
ん
の
多
く
は
、
他
院
か
ら

の
紹
介
で
外
来
を
訪
れ
、
治
療
方
針

を
決
め
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

病
状
の
説
明
を
受
け
、
実
際
に
治
療

に
入
っ
て
い
く
過
程
で
、
患
者
さ
ん

は
ど
う
し
て
も
動
揺
し
た
り
シ
ョ
ッ

ク
を
受
け
た
り
さ
れ
ま
す
。
そ
う
し

た
患
者
さ
ん
の
気
持
ち
を
受
け
止
め

つ
つ
ケ
ア
を
し
て
い
く
の
が
、
看
護

師
の
主
な
役
割
の
一
つ
で
す
。

　

当
セ
ン
タ
ー
に
は
、
が
ん
の
根
治

を
目
的
と
す
る
方
、
他
院
で
の
治
療

が
功
を
奏
さ
な
く
な
っ
た
方
、
積
極

的
な
治
療
を
行
わ
な
い
方
、
が
ん
の

疑
い
が
あ
る
が
ま
だ
診
断
の
つ
い
て

い
な
い
方
な
ど
、
様
々
な
患
者
さ
ん

が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
ど
ん
な
状

況
に
あ
る
か
に
よ
っ
て
も
、
患
者
さ

ん
の
気
持
ち
の
あ
り
方
は
異
な
っ
て

き
ま
す
か
ら
、
私
た
ち
も
そ
こ
を
意

識
し
な
が
ら
関
わ
り
方
を
考
え
る
よ

う
に
し
て
い
ま
す
。

吉
村
（
以
下
、吉
）：
初
診
の
前
に
は
、

問
診
票
を
書
い
て
い
た
だ
く
の
に
加

え
、
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
シ
ー
ト
に
身

体
的
痛
み
や
精
神
的
痛
み
を
10
段
階

で
記
入
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
看
護

師
は
そ
れ
を
も
と
に
、
身
体
症
状
や

食
事
の
可
否
な
ど
に
つ
い
て
ア
セ
ス

メ
ン
ト
を
行
い
ま
す
。初
診
時
に
は
、

看
護
師
も
で
き
る
だ
け
医
師
の
診
察

に
同
席
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

診
察
後
は
患
者
さ
ん
の
様
子
を
見

て
、
必
要
に
応
じ
て
医
師
の
説
明
に

対
す
る
理
解
度
を
確
認
し
た
り
、
補

足
説
明
を
行
っ
た
り
も
し
ま
す
ね
。

そ
の
後
の
診
療
は
同
じ
看
護
師
が
担

当
す
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
、
そ
れ

ぞ
れ
の
患
者
さ
ん
に
ど
の
よ
う
な
介

入
が
必
要
か
、
カ
ル
テ
上
で
情
報
を

共
有
し
て
い
ま
す
。

―
―
化
学
療
法
を
行
う
ま
で
の
流
れ

と
、
そ
こ
で
の
看
護
師
の
関
わ
り
方

を
教
え
て
い
た
だ
け
ま
す
か
？

朝
：
抗
が
ん
剤
治
療
を
行
う
こ
と
が

決
ま
る
と
、
投
与
前
に
、
医
師
だ
け

で
な
く
、
薬
剤
師
と
看
護
師
か
ら
も

治
療
に
つ
い
て
の
説
明
を
し
ま
す
。

医
師
が
治
療
方
針
や
抗
が
ん
剤
の
主

な
副
作
用
に
つ
い
て
説
明
し
た
う
え

で
、
薬
剤
師
は
抗
が
ん
剤
の
薬
効
や

副
作
用
を
薬
の
専
門
家
と
し
て
詳
し

く
お
話
し
し
、
看
護
師
は
治
療
が
今

後
の
生
活
に
与
え
る
影
響
や
、
生
活

に
お
い
て
工
夫
で
き
る
こ
と
、
家
族

の
関
わ
り
方
な
ど
に
主
眼
を
置
い
た

説
明
を
行
い
ま
す
。
患
者
さ
ん
に
で

き
る
限
り
納
得
し
て
治
療
に
臨
ん
で

い
た
だ
く
た
め
に
は
、
三
者
そ
れ
ぞ

れ
の
視
点
か
ら
多
角
的
に
説
明
す
る

こ
と
が
非
常
に
重
要
で
す
。

―
―
で
は
、
放
射
線
療
法
の
流
れ
は

ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

吉
：
放
射
線
療
法
の
場
合
は
、
基
本

的
に
、
主
治
医
の
コ
ン
サ
ル
ト
を
受

け
た
放
射
線
腫
瘍
医
が
治
療
に
あ
た

り
ま
す
。
看
護
師
は
治
療
中
の
経
過

観
察
や
治
療
後
の
フ
ォ
ロ
ー
に
携
わ

り
ま
す
が
、
照
射
に
常
に
立
ち
会
う

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。で
す
か
ら
、

実
際
に
照
射
に
あ
た
る
診
療
放
射
線

技
師
（
以
下
、
技
師
）
や
、
放
射
線

室
の
受
付
係
と
連
携
し
、
患
者
さ
ん

の
様
子
な
ど
の
情
報
を
共
有
す
る
よ

う
に
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
技
師

か
ら
「
患
者
さ
ん
が
『
ひ
り
ひ
り
す

る
』
っ
て
言
っ
て
い
ま
し
た
よ
」
と

教
え
て
も
ら
っ
た
こ
と
で
、
ス
ム
ー

ズ
に
皮
膚
炎
の
ケ
ア
が
で
き
た
り
、

受
付
係
の
「
食
事
が
で
き
て
な
い
み

た
い
で
、フ
ラ
フ
ラ
し
て
い
ま
し
た
」

と
い
う
話
か
ら
、
患
者
さ
ん
の
栄
養

状
態
を
改
善
で
き
た
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
日
頃
か
ら
職
種
を
越
え
て
や
り

と
り
を
積
み
重
ね
る
こ
と
で
、
患
者

さ
ん
に
よ
り
良
い
ケ
ア
を
提
供
で
き

て
い
る
と
感
じ
ま
す
。

専
門
性
を
活
か
し
て
働
く

―
―
お
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
「
が
ん
化

学
療
法
看
護
」「
が
ん
放
射
線
療
法

看
護
」の
認
定
看
護
師*

と
し
て
活
躍

さ
れ
て
お
り
、
よ
り
専
門
的
な
知
識

や
技
術
を
お
持
ち
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
の
知
識
や
技
術
は
、
業
務
で
ど
の

よ
う
に
活
か
さ
れ
て
い
ま
す
か
？

吉
：
認
定
看
護
師
の
役
割
は
、「
実

践
・
指
導
・
相
談
」
と
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
私
は
認
定
看
護
師
に
な
っ

て
か
ら
、
臨
床
で
の
看
護
実
践
に
加

え
、
が
ん
治
療
に
関
す
る
院
内
教
育

の
講
師
を
務
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
時
に
は
院
外
か
ら
講
義
依
頼
を

受
け
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
自
分
が

良
い
看
護
を
す
る
と
い
う
だ
け
で
な

く
、
他
の
ス
タ
ッ
フ
が
よ
り
良
い
看

護
を
で
き
る
よ
う
働
き
か
け
る
役
割

も
担
う
こ
と
は
大
変
で
す
が
、
大
き

な
や
り
が
い
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

朝
：
私
は
認
定
看
護
師
に
な
っ
て
、

こ
れ
ま
で
よ
り
も
看
護
師
と
し
て
他

職
種
に
認
め
て
も
ら
え
る
よ
う
に
な

っ
た
と
感
じ
ま
す
。
専
門
的
な
知
識

と
技
術
を
持
っ
て
い
る
と
、
多
職
種

と
実
の
あ
る
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が

で
き
、
結
果
と
し
て
、
よ
り
患
者
さ

ん
の
た
め
に
な
る
チ
ー
ム
医
療
を
提

供
で
き
る
と
実
感
し
て
い
ま
す
。

患
者
さ
ん
の
思
い
を
最
優
先
に

―
―
チ
ー
ム
で
が
ん
治
療
を
行
う
う

え
で
、
大
事
に
し
て
い
る
こ
と
を
教

え
て
く
だ
さ
い
。

朝
：
よ
り
良
い
チ
ー
ム
医
療
の
た
め

に
は
、
多
職
種
が
互
い
の
専
門
性
を

理
解
し
て
い
る
こ
と
が
大
事
で
す

ね
。
例
え
ば
化
学
療
法
で
は
、
や
は

り
薬
の
専
門
家
で
あ
る
薬
剤
師
が
非

常
に
頼
り
に
な
る
ん
で
す
。「
こ
う

い
う
状
態
の
患
者
さ
ん
に
、
も
っ
と

い
い
薬
が
な
い
か
」「
看
護
師
と
し

て
は
こ
の
順
番
で
薬
を
投
与
し
た
い

が
、
そ
れ
は
可
能
か
」
と
い
っ
た
現

場
の
疑
問
を
、
私
た
ち
は
薬
剤
師
に

頻
繁
に
相
談
し
て
い
ま
す
。
ど
う
い

う
場
面
で
ど
の
よ
う
に
頼
っ
た
ら
い

い
か
を
理
解
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

互
い
の
強
み
を
活
か
せ
て
い
る
と
感

じ
ま
す
。

吉
：
患
者
さ
ん
の
治
療
の
目
的
を
、

多
職
種
で
常
に
共
有
す
る
こ
と
も
非

常
に
重
要
で
す
。
医
学
の
進
歩
に
よ

っ
て
治
療
の
種
類
は
増
え
、
患
者
さ

ん
が
治
療
を
受
け
な
が
ら
生
き
る
時

間
も
長
く
な
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら

こ
そ
、
患
者
さ
ん
が
治
療
に
よ
っ
て

何
を
目
指
し
て
い
る
の
か
を
医
療
者

が
共
有
し
て
お
か
な
い
と
、
患
者
さ

ん
に
と
っ
て
良
い
治
療
に
な
ら
な
い

と
思
う
ん
で
す
。

朝
：
患
者
さ
ん
と
ご
家
族
の
間
を
つ

な
ぐ
の
も
私
た
ち
の
仕
事
で
す
。
家

族
同
士
で
互
い
に
気
を
遣
う
あ
ま

り
、
思
い
が
す
れ
違
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
か
ら
で

す
。
患
者
さ
ん
が
「
本
当
は
治
療
を

や
め
た
い
が
、
懸
命
に
看
病
し
て
く

れ
る
家
族
の
手
前
、
言
い
出
せ
な

い
」
と
言
う
一
方
、
ご
家
族
も
私
た

ち
の
前
で
は
「
実
は
私
も
、
も
う
治

療
し
な
く
て
い
い
と
思
っ
て
い
た
ん

で
す
」
と
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
な
こ
と

も
あ
る
ん
で
す
。私
た
ち
看
護
師
は
、

患
者
さ
ん
や
ご
家
族
の
思
い
を
丁
寧

に
聴
き
取
り
、
時
に
は
そ
れ
ら
を
踏

ま
え
、
治
療
方
針
に
つ
い
て
医
師
に

提
案
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
ね
。

―
―
こ
れ
か
ら
医
師
に
な
る
医
学
生

へ
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。

朝
：
ど
の
医
療
職
も
患
者
さ
ん
の
た

め
を
思
っ
て
仕
事
を
し
て
い
ま
す

が
、
専
門
性
が
違
え
ば
意
見
が
割
れ

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。で
も
、
医
療

者
間
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
全

が
起
こ
る
と
、
不
利
益
を
被
る
の
は

患
者
さ
ん
な
ん
で
す
よ
ね
。
医
師
も

他
職
種
も
、患
者
さ
ん
や
ご
家
族
の

思
い
を
一
番
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
を
重
ね
て
い
く
こ
と
が
大
事
だ

と
思
い
ま
す
。

吉
：
患
者
さ
ん
も
ご
家
族
も
医
療
チ

ー
ム
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
を
持
っ

て
医
療
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
医
学

生
の
皆
さ
ん
に
は
、「
人
」
の
思
い

に
真
摯
に
向
き
合
え
る
医
師
に
な
っ

て
い
た
だ
け
た
ら
嬉
し
い
で
す
ね
。

吉村 久美さん
国立がん研究センター中央病院　
副看護師長
がん放射線療法看護認定看護師

朝鍋 美保子さん
国立がん研究センター中央病院
看護師長
がん化学療法看護認定看護師

* 認定看護師…日本看護協会の認定看護師認定審査に合格した看護師。ある特定の看護分野において、熟練した看護技術と知識を有すると認められ、その特定の看護分野において「水準の
　　　　　　  高い看護実践」、「看護職に対する指導」、「看護職に対するコンサルテーション」の三つの役割を果たす。25 24



一つひとつの手がかりから
ホルモン異常の原因を
突き止めていく
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愛媛大学医学部入学

3 年目

福岡市民病院　糖尿病内科
４年目

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

1 年目

九州大学　病態制御内科学（第三内科）　入局
国立病院機構福岡東医療センター　専修医

九州大学病院にて臨床研修
出身は福岡だったため、臨床研修先は九州大学病院を選んだ。
１年目の時は循環器内科や外科を回り、循環器内科に興味を持っ
ていたが、2 年目に非常に印象的な症例に出会ったことがきっか
けで、内分泌分野に進もうと決意した。

糖尿病や内分泌を専門的に学び始めたほか、救急科の勉強もし
た。ただ、患者さんのほとんどは糖尿病で、それ以外の内分泌
疾患はあまり多くなかった。

年目の10
内分泌代謝内科

５年目

九州大学大学院医学研究院　病態制御内科学　
大学院に入学し、肥満や代謝に関係すると考えられる遺伝子につ
いて、マウスを用いて研究したほか、臨床にも携わる。大学病院
には多くの内分泌疾患が集まるため、興味深い症例にたくさん出
会って学びを深めることができた。

医局の上級医の先生の計らいもあり、内分泌分野を専門的に学
び始める前に、福岡東医療センターで腎臓・肝臓・血液・呼吸器
など、内科を一通り回って勉強した。一般内科の外来にも携わった。

結婚
9 年目

カンファレンスを頻繁に行い、チー
ム内で密に情報共有することで、
時間外の呼び出しを減らしている。

看護師や栄養士と、糖尿病に
関するカンファレンスを行う。

montuewed

９
時
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来

午
後
　
病
棟
業
務
・

　
　
　
糖
尿
病
多
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カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

8
時
　
カ
ン
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レ
ン
ス

午
後
　
病
棟
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・

         

新
患
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

９
時
　
外
来

11
時
　
甲
状
腺
エ
コ
ー
外
来

午
後
　
病
棟
業
務
・
他
科
診

　
　
　
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

thu

９
時
　
外
来

午
後
　
病
棟
業
務

fri

8
時
　
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

午
後
　
病
棟
業
務

月
2
回
ほ
ど
、
土
曜
日
に
宿
直
・
日
直

を
担
当
す
る
。

堀内 由布子医師
（国立病院機構小倉医療センター
糖尿病・内分泌代謝内科）
Yuko Horiuchi

10 年目

仲原病院　糖尿病内科
第一子出産
内分泌代謝科専門医取得（12月）

大学院を修了後、妊娠５か月目で仲原病院に勤務。８月から産休
をとり、９月に出産した。産後３か月で週１日の外来勤務を開始し、
７か月で常勤に復帰。常勤復帰後は時短勤務を認められ、当直
も免除されるなど、柔軟に対応してもらうことができて非常にあり
がたかった。

国立病院機構小倉医療センター
12 年目

それまでの病院では、糖尿病や甲状腺疾患を診ることが多かった
が、小倉医療センターではそれ以外の内分泌疾患を診る機会も
増えた。

疾
患
を
同
定
し
て
い
く
面
白
さ

―
―
先
生
が
内
分
泌
代
謝
内
科
に
進

ま
れ
た
き
っ
か
け
は
何
で
す
か
？

堀
内
（
以
下
、
堀
）
：
臨
床
研
修
２

年
目
の
頃
、
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
中
に

経
験
し
た
症
例
が
非
常
に
印
象
的
だ

っ
た
か
ら
で
す
。

　

そ
の
患
者
さ
ん
は
、
高
血
圧
の
精

査
目
的
で
当
科
に
入
院
さ
れ
た
方
で

し
た
。
副
腎
腫
瘤
を
認
め
、
褐
色
細

胞
腫*

１
の
診
断
が
つ
い
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｈ*

２
と
コ
ル
チ
ゾ
ー

ル
過
剰
も
認
め
、
ク
ッ
シ
ン
グ
症
候

群*

３
の
合
併
が
疑
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

ク
ッ
シ
ン
グ
症
候
群
は
下
垂
体
疾
患

に
起
因
す
る
こ
と
が
多
く
、
私
は
ま

ず
そ
れ
を
疑
い
ま
し
た
。
し
か
し
下

垂
体
疾
患
は
認
め
ら
れ
ず
、
負
荷
試

験
の
結
果
も
、
異
所
性
の
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｈ

産
生*

４
を
示
し
て
い
た
ん
で
す
。
そ

こ
で
、
褐
色
細
胞
腫
か
ら
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｈ

が
産
生
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
疑
い
、
副
腎
を
切
除
し
て
治
療
す

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
最
終
的
に
は
、

血
中
の
big–

Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｈ*

５

の
測
定
結

果
と
、
術
後
の
病
理
検
査
結
果
が
決

め
手
と
な
っ
て
、
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｈ
産
生
褐

色
細
胞
腫
で
あ
る
と
診
断
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

　

Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｈ
産
生
褐
色
細
胞
腫
と
い

う
非
常
に
稀
な
症
例
に
つ
い
て
、
論

文
を
調
べ
た
り
、
負
荷
試
験
や
ホ
ル

モ
ン
値
の
結
果
と
照
ら
し
合
わ
せ
て

自
力
で
診
断
に
至
れ
た
こ
と
は
と
て

も
嬉
し
か
っ
た
で
す
ね
。
ま
る
で
探

偵
が
一
つ
ひ
と
つ
の
手
が
か
り
を
も

と
に
犯
人
を
追
い
詰
め
て
い
く
よ
う

な
奥
深
さ
に
、
す
ぐ
「
内
分
泌
を
専

門
に
し
よ
う
」
と
決
め
ま
し
た
。

―
―
疾
患
を
同
定
す
る
と
き
は
、
カ

ン
フ
ァ
レ
ン
ス
な
ど
で
話
し
合
い
な

が
ら
行
う
の
で
す
か
？

堀
：
そ
う
で
す
ね
。
私
た
ち
の
チ
ー

ム
は
皆
と
て
も
仲
が
良
く
、
机
も
近

く
に
ま
と
ま
っ
て
い
る
の
で
、
頻
繁

に
意
見
交
換
を
し
て
い
ま
す
。
わ
か

り
や
す
い
正
解
が
な
い
こ
と
も
多
い

の
で
、
一
人
で
考
え
る
よ
り
も
皆
で

話
し
合
っ
た
方
が
、
考
え
が
ま
と
ま

り
や
す
く
な
り
ま
す
ね
。

内
分
泌
疾
患
の
診
療
と
は

―
―
内
分
泌
代
謝
内
科
は
、
主
に
ど

の
よ
う
な
疾
患
を
扱
う
の
で
す
か
？

堀
：
内
分
泌
代
謝
内
科
は
、
ホ
ル
モ

ン
の
量
や
作
用
の
異
常
に
よ
っ
て
引

き
起
こ
さ
れ
る
疾
患
を
診
る
診
療
科

で
す
。
臓
器
で
い
う
と
、
主
に
下
垂

体
・
甲
状
腺
・
副
甲
状
腺
・
副
腎
・

膵
臓
・
性
腺
な
ど
の
内
分
泌
器
官
を

診
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

糖
尿
病
や
脂
質
異
常
症
な
ど
の
生

活
習
慣
病
を
除
け
ば
、
患
者
さ
ん
の

数
が
多
い
の
は
、
甲
状
腺
疾
患
や
原

発
性
ア
ル
ド
ス
テ
ロ
ン
症
で
す
。
当

院
の
よ
う
な
内
分
泌
分
野
の
地
域
中

核
施
設
に
は
、
下
垂
体
病
変
の
方
も

来
ら
れ
ま
す
。
現
在
は
産
婦
人
科
と

連
携
し
、
甲
状
腺
疾
患
を
合
併
し
た

妊
婦
さ
ん
を
診
る
こ
と
も
多
い
で
す
。

―
―
主
に
ど
の
よ
う
な
治
療
を
行
う

の
で
し
ょ
う
か
？

堀
：
治
療
方
法
に
は
投
薬
と
手
術
と

が
あ
り
ま
す
。
ホ
ル
モ
ン
の
過
剰
産

生
が
あ
る
場
合
、
原
因
と
な
る
腫
瘍

な
ど
を
外
科
手
術
で
切
除
し
て
し
ま

う
こ
と
も
多
い
で
す
ね
。
そ
の
場
合
、

外
科
や
泌
尿
器
科
、
脳
外
科
な
ど
に

手
術
を
お
願
い
し
、
術
後
の
フ
ォ
ロ

ー
を
こ
ち
ら
で
行
っ
て
い
ま
す
。

―
―
内
分
泌
代
謝
内
科
医
の
専
門
性

は
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
か
？

堀
：
内
分
泌
疾
患
は
、
ど
こ
か
が
痛

く
な
る
と
か
、
身
体
所
見
か
ら
何

か
わ
か
る
と
い
う
こ
と
が
少
な
く
、

「
こ
の
疾
患
で
は
な
い
か
？
」
と
疑

っ
て
検
査
を
し
て
み
な
い
と
な
か
な

か
疾
患
を
同
定
で
き
ま
せ
ん
。
私
た

ち
は
、
内
分
泌
や
代
謝
の
異
常
を
疑

い
、
検
査
な
ど
で
特
定
し
て
い
く
専

門
家
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
他
科
か
ら
コ
ン
サ
ル
ト
を
受
け

る
機
会
も
多
そ
う
で
す
ね
。

堀
：
は
い
。
脂
質
代
謝
異
常
や
電
解

質
異
常
が
あ
っ
て
、
内
分
泌
内
科
へ

と
送
ら
れ
て
く
る
こ
と
が
多
い
で
す
。

内
分
泌
や
代
謝
に
関
わ
る
疾
患
は
全

て
診
る
つ
も
り
で
診
療
に
あ
た
っ
て

い
ま
す
ね
。
他
科
の
先
生
に
も
、
検

査
を
し
て
み
て
、
「
お
か
し
い
な
」

と
思
っ
た
ら
内
分
泌
疾
患
を
疑
っ
て

い
た
だ
け
る
よ
う
、
学
会
な
ど
で
情

報
提
供
を
し
て
い
き
た
い
で
す
。

多
様
な
働
き
方
を
可
能
に
す
る

―
―
今
後
、
ど
ん
な
こ
と
に
挑
戦
し

て
み
た
い
で
す
か
？

堀
：
一
つ
は
、
地
域
の
医
療
機
関
と

の
連
携
を
強
化
す
る
こ
と
で
す
。
現

在
も
、
開
業
医
向
け
の
講
習
を
行
っ

た
り
、
紹
介
し
や
す
い
関
係
を
築
く

た
め
に
挨
拶
回
り
を
し
た
り
し
て
い

ま
す
。
隠
れ
た
内
分
泌
疾
患
の
患
者

さ
ん
を
地
域
全
体
で
掬
い
上
げ
、
ス

ム
ー
ズ
に
連
携
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
ら
嬉
し
い
で
す
ね
。

　

も
う
一
つ
は
、
女
性
医
師
が
働
き

や
す
い
環
境
を
作
る
こ
と
で
す
。
私

は
産
休
・
育
休
を
ほ
と
ん
ど
取
ら
ず

に
職
場
復
帰
を
し
た
の
で
す
が
、
子

育
て
を
し
な
が
ら
働
く
の
は
と
て
も

大
変
で
し
た
。
今
後
は
、
子
ど
も
が

熱
を
出
し
た
と
き
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

体
制
な
ど
を
構
築
し
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
私
の
時
に

は
医
局
に
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
と
な
る
先

輩
医
師
が
あ
ま
り
い
な
か
っ
た
の
で
、

私
自
身
が
後
輩
の
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
に

な
れ
た
ら
な
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
最
後
に
、
医
学
生
に
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。

堀
：
医
師
は
様
々
な
働
き
方
が
で
き

る
と
い
う
こ
と
を
覚
え
て
お
い
て
ほ

し
い
で
す
。
大
学
周
辺
に
い
る
と
、

ど
う
し
て
も
「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
に
生

き
る
こ
と
が
全
て
で
、
そ
れ
以
外
の

働
き
方
は
だ
め
な
の
で
は
な
い
か
」

と
思
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

で
も
実
際
に
は
、
医
師
資
格
が
あ
れ

ば
働
き
口
は
い
く
ら
で
も
あ
り
、
そ

の
な
か
か
ら
自
分
に
合
っ
た
働
き

方
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
す
。

例
え
ば
子
ど
も
を
最
優
先
に
し
て
生

き
た
っ
て
い
い
。
人
生
の
プ
ラ
ン
を

よ
く
考
え
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
働
き

方
を
柔
軟
に
変
え
て
い
っ
て
ほ
し
い

な
と
思
い
ま
す
。

1 week 

堀内 由布子
2006 年

愛媛大学医学部卒業
2017 年 10 月現在

国立病院機構小倉医療センター
糖尿病・内分泌代謝内科

*1 褐色細胞腫…副腎髄質や傍神経節に生じる腫瘍。通常はカテコールアミンを過剰に産生するものであり、ACTHは産生しない。
*2 ACTH…副腎皮質刺激ホルモン（adrenocorticotropic hormone）。下垂体前葉ホルモンの一種であり、副腎皮質ホルモンの分泌を促進する。
*3 クッシング症候群…副腎皮質ホルモンの一つであるコルチゾールの過剰産生により生じる様 な々病態の総称。ACTH産生下垂体腺腫に起因するものを特に「クッシング病」と呼ぶ。

*4 異所性のACTH産生…クッシング症候群のうち、下垂体以外からACTHが過剰に産生されているものを異所性ACTH症候群（EAS）という。
*5 big-ACTH…大分子ACTH（または高分子ACTH）。生物学的活性が低い。EASではbig-ACTHが産生されることがあり、クッシング病とEASを鑑別する際に有用。
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高知医科大学医学部（現：高知大学医学部）入学

西村 翔医師
（神戸大学医学部附属病院　感染症内科）
Sho Nishimura

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
感染症内科

1 年目

国立病院機構京都医療センター　総合内科　専修医
3 年目

臨床研修終了後、そのまま京都医療センターの総合内科に、専
修医として勤務する。総合内科で経験を積むなかで、不明熱の診
療に興味を持つ。不明熱の診療においては、感染症の詳細な知
識が必須であるため、専門的に学びたいと思うようになった。

神戸大学医学部附属病院　感染症内科　フェロー

国立病院機構京都医療センターにて臨床研修

5 年目

もともと総合内科を志望していたため、京都医療センターの総合
内科で臨床研修を行った。

他科からコンサルト
を受けた 50 ～ 100
人ほどの患者を、2
チームで分担して診
察する。

患者の人数が多
い た め、 カ ン
ファレンスは毎
日２～３時間ほ
どかかる。

緊急性がある場合
を除き、カンファ
レンスで決定した
ことはここで主治
医などに連絡する。

忙しさは日によっ
て異なるが、早けれ
ば17時30分、遅
くとも 20 時には
業務は終わる。

医療界全体で知識を共有し
日本の感染症医療の

質を高めたい

日本の感染症内科は感染制御を専門とするところがほとんどで、
臨床感染症について学べる施設は少なかった。

7:30

勉
強
会

オ
ン
コ
ー
ル
の
日
以
外
は
、
夜
間
や
早
朝
の

急
な
呼
び
出
し
は
少
な
い
。

育
休
な
ど
も
男
女
と
も
に
取
得
し
や
す
い
。

13:00

カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

夕方

業
務
連
絡

神戸大学医学部附属病院　感染症内科　
アテンディング（指導医）

8 年目

フェローとして３年間勤務した後、岩田先生の勧めもあり、引き
続き指導医として勤務する。

17:30

業
務
終
了

8:30

病
棟
ラ
ウ
ン
ド

1 day 

西村 翔
2007 年　高知大学医学部卒業

2017 年 10 月現在
神戸大学医学部附属病院

感染症内科　医員

総
合
内
科
か
ら
感
染
症
内
科
へ

―
―
先
生
は
な
ぜ
感
染
症
分
野
を
志

し
た
の
で
す
か
？

西
村
（
以
下
、
西
）
：
私
は
感
染
症

内
科
に
来
る
前
、
総
合
内
科
に
勤
務

し
て
い
ま
し
た
。
総
合
内
科
で
は
、

不
明
熱
の
診
断
に
関
わ
る
こ
と
が
多

く
な
り
ま
す
。
不
明
熱
に
つ
い
て
は
、

基
本
的
に
感
染
症
・
リ
ウ
マ
チ
膠
原

病
・
悪
性
腫
瘍
の
三
つ
を
軸
に
し
て

診
断
を
行
い
ま
す
が
、
次
第
に
「
感

染
症
の
プ
ロ
は
ど
の
よ
う
に
不
明
熱

に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
の
か
」
と
い
う

部
分
に
興
味
が
湧
き
、
感
染
症
内
科

で
学
ぶ
こ
と
に
し
た
ん
で
す
。

―
―
感
染
症
分
野
の
講
座
を
持
つ
大

学
は
数
が
限
ら
れ
ま
す
よ
ね
。

西
：
は
い
。
当
時
は
今
よ
り
も
、
臨

床
の
感
染
症
を
学
べ
る
施
設
は
少
な

か
っ
た
で
す
ね
。
感
染
症
分
野
は
、

病
院
全
体
に
感
染
症
が
蔓
延
し
な
い

よ
う
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
「
感
染

制
御
」
と
、
感
染
症
に
か
か
っ
た
患

者
さ
ん
の
診
断
・
治
療
を
行
う
「
臨

床
感
染
症
」
の
２
分
野
に
大
き
く
分

か
れ
ま
す
。
日
本
で
は
感
染
制
御
を

扱
う
先
生
が
多
く
、
臨
床
感
染
症
を

学
ぶ
場
は
、
ア
メ
リ
カ
帰
り
の
先
生

方
が
立
ち
上
げ
始
め
た
と
こ
ろ
で
し

た
。
そ
の
う
ち
の
一
人
で
あ
る
岩
田

健
太
郎
先
生
の
も
と
で
学
ぼ
う
と
、

神
戸
大
学
に
来
ま
し
た
。

感
染
症
内
科
医
の
仕
事

―
―
感
染
症
内
科
医
は
、
ど
ん
な
仕

事
を
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

西
：
所
属
機
関
に
よ
っ
て
違
う
と
思

い
ま
す
が
、
当
院
で
は
各
科
で
診
て

い
る
患
者
さ
ん
の
コ
ン
サ
ル
ト
が
中

心
に
な
り
ま
す
。
他
科
の
先
生
が
診

て
い
る
患
者
さ
ん
が
発
熱
し
た
り
、

採
血
で
炎
症
所
見
が
現
れ
た
と
き
、

そ
れ
ら
の
診
断
・
治
療
の
専
門
家
と

し
て
、
感
染
症
の
診
断
・
治
療
の
目

途
が
つ
く
ま
で
関
わ
り
ま
す
。
50
～

１
０
０
人
く
ら
い
の
患
者
さ
ん
を
、

２
チ
ー
ム
で
分
担
し
て
診
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
が
主
治
医
と
な
っ
て
診
る

疾
患
に
は
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
や
結
核
、
渡
航

帰
り
の
方
の
感
染
症
（
デ
ン
グ
熱
や

マ
ラ
リ
ヤ
）
な
ど
が
あ
り
ま
す
ね
。

た
だ
、
患
者
さ
ん
の
数
が
多
い
疾
患

で
は
な
い
た
め
、
我
々
が
入
院
主
治

医
と
し
て
診
て
い
る
患
者
さ
ん
は
常

に
３
～
４
人
で
す
。

―
―
感
染
症
分
野
の
醍
醐
味
は
、
ど

ん
な
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
か
？

西
：
や
は
り
、
不
明
熱
を
ど
う
診
断

す
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

他
科
か
ら
コ
ン
サ
ル
ト
を
受
け
る
と
、

実
際
に
は
原
因
が
感
染
症
で
は
な
い

場
合
も
多
い
で
す
。
で
も
、
「
感
染

症
で
は
な
さ
そ
う
で
す
」
と
だ
け
返

し
て
も
、
診
断
が
つ
か
な
け
れ
ば
主

治
医
は
困
っ
て
し
ま
い
ま
す
よ
ね
。

的
確
な
診
断
の
た
め
に
は
、
あ
る
程

度
総
合
内
科
的
な
知
見
が
求
め
ら
れ

る
と
感
じ
ま
す
。

―
―
感
染
症
の
治
療
は
難
し
い
も
の

が
多
い
の
で
す
か
？

西
：
い
え
、
菌
が
同
定
で
き
れ
ば
、

使
う
抗
菌
薬
の
種
類
な
ど
、
治
療
方

法
は
あ
る
程
度
決
ま
っ
て
き
ま
す
。

た
だ
、
抗
菌
薬
は
漫
然
と
投
与
す
れ

ば
良
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
副

作
用
の
リ
ス
ク
や
、
耐
性
菌
を
生
じ

る
リ
ス
ク
を
減
ら
す
た
め
、
私
た
ち

は
、
抗
菌
薬
の
投
与
を
開
始
す
る
前

に
、
「
い
つ
抗
菌
薬
を
止
め
る
か
」

に
つ
い
て
必
ず
考
え
る
よ
う
に
し
て

い
ま
す
。
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
で
も
、

ど
ん
な
状
態
に
な
っ
た
ら
抗
菌
薬
を

止
め
る
の
か
、
変
え
る
の
か
と
い
っ

た
議
論
が
よ
く
な
さ
れ
ま
す
。

―
―
菌
の
同
定
が
で
き
ず
、
診
断
が

つ
か
な
い
こ
と
は
あ
る
の
で
す
か
？

西
：
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
の
な

か
で
い
か
に
リ
ス
ク
を
減
ら
し
な
が

ら
治
療
し
て
い
く
か
も
、
私
た
ち
の

腕
の
見
せ
ど
こ
ろ
で
す
。
例
え
ば
、

他
科
で
既
に
抗
菌
薬
を
投
与
さ
れ
た

患
者
さ
ん
で
は
、
検
体
を
培
養
し
て

も
菌
が
発
育
し
て
こ
な
い
こ
と
が
多

い
た
め
、
原
因
菌
の
同
定
が
難
し
く

な
り
ま
す
。
状
態
に
よ
っ
て
は
、
一

刻
も
早
く
治
療
を
開
始
し
な
く
て
は

命
に
関
わ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
診

断
の
際
に
は
、
緊
急
性
の
高
い
疾
患

か
ら
順
に
除
外
し
て
い
き
ま
す
。
検

査
結
果
を
待
た
ず
、
幅
広
い
菌
を
カ

バ
ー
す
る
抗
菌
薬
を
投
与
す
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

　

逆
に
、
患
者
さ
ん
の
状
態
を
総
合

的
に
診
て
、
効
い
て
い
る
抗
菌
薬
で

も
い
っ
た
ん
止
め
、
数
日
置
い
て
か

ら
検
体
を
取
っ
て
、
菌
を
同
定
す
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
も
し
内
服
薬
で

も
治
療
可
能
な
菌
だ
と
わ
か
れ
ば
、

点
滴
で
抗
菌
薬
を
投
与
さ
れ
て
い
る

患
者
さ
ん
も
、
退
院
し
て
外
来
治
療

に
切
り
替
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

状
態
が
悪
く
な
い
の
に
入
院
が
長
期

化
す
る
こ
と
は
、
患
者
さ
ん
に
と
っ

て
も
望
ま
し
く
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
ね
。

感
染
症
医
療
の
質
を
高
め
た
い

―
―
先
生
は
今
後
、
ご
自
身
の
専
門

性
を
ど
の
よ
う
に
活
か
し
て
い
き
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
か
？

西
：
耐
性
菌
の
診
断
・
治
療
に
精
通

し
た
専
門
家
と
し
て
、
他
科
の
医
師

は
も
ち
ろ
ん
、
臨
床
検
査
技
師
や
薬

剤
師
な
ど
の
他
職
種
に
、
感
染
症
の

知
識
を
伝
え
て
い
き
た
い
で
す
。
特

に
臨
床
検
査
技
師
は
、
菌
を
培
養
し

て
同
定
し
、
そ
の
菌
に
感
受
性
の
あ

る
薬
剤
に
つ
い
て
医
師
に
伝
え
ら
れ

る
立
場
に
あ
り
ま
す
。
感
染
症
専
門

医
を
一
気
に
増
や
す
こ
と
は
難
し
く

て
も
、
技
師
や
薬
剤
師
が
正
し
い
知

識
を
持
て
ば
、
感
染
症
医
療
の
質
を

向
上
で
き
る
と
思
う
ん
で
す
。
検
査

会
社
や
薬
局
な
ど
も
巻
き
込
み
、
全

体
の
質
を
上
げ
て
い
き
た
い
で
す
。

―
―
最
後
に
、
医
学
生
へ
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。

西
：
日
本
の
感
染
症
診
療
を
底
上
げ

す
る
た
め
に
は
、
感
染
症
の
専
門

家
も
必
要
で
す
が
、
そ
れ
以
上
に
、

「
あ
る
程
度
し
っ
か
り
感
染
症
を
診

ら
れ
る
医
師
」
を
多
く
育
て
る
こ
と

が
必
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
当
院

に
は
３
か
月
間
の
短
期
研
修
プ
ロ
グ

ラ
ム
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
興
味
を
持

っ
た
方
は
、
感
染
症
を
専
門
に
す
る

か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、
一
度
学
び
に

来
て
み
て
く
だ
さ
い
。

29 28



人間の可能性を
引き出す医療を
実現したい

20 02

20 09

20 11

20 13

20 14

東京大学教養学部理科三類入学

須田 万勢医師
（聖路加国際病院　リウマチ膠原病センター）
Masei Suda

３年生の時、医師としての方向性を見直すために1年間休学。登
山をしつつ山岳診療所を見学したり、太極拳や漢方などを勉強し
たりして過ごした。患者さんや地域に寄り添える医師になりたい
と、総合診療科を志すようになる。

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

聖路加国際病院の先生から指導を受けつつ、膠原病を診るよう
になったことで、膠原病に興味を持ち始める。聖路加の先生から
も「うちで修行してみないか」と声をかけていただいた。膠原病を
専門的に学びに行くか、このまま総合診療の道に進むかで迷った
末、諏訪中央病院の総合診療科の部長に相談したところ、「今行
かなかったら一生そんなチャンスはないぞ、行ってこい」と背中を
押していただいたことで決心がついた。

３年目

諏訪中央病院　家庭医療プログラム

1 年目

諏訪中央病院にて臨床研修

朝カンファレンスは
英語で行っている。

年目の10
リウマチ・膠原病内科

5 年目

家庭医療専門医　取得

6:00

起
床

土
日
は
オ
ン
コ
ー
ル
と
宿
直
が

月
に
1
回
ず
つ

7:00

病
棟
プ
レ
回
診

8:00

朝
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

病
棟
回
診

17:00

残
務
整
理

9:30

外
来

19:00

帰
宅

16:00

夕ゆ
う

カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

病
棟
回
診

聖路加国際病院のリウマチ膠原病センターには、様々な大学・医
局出身の医師たちが集まっており、オープンな雰囲気がある。大
学の医局とは違い、ほぼ全員が総合診療の経験を積んだ後に膠
原病の世界に移ってきている。

６年目

聖路加国際病院　リウマチ膠原病センター

総
合
診
療
科
か
ら
膠
原
病
内
科
へ

―
―
先
生
は
も
と
も
と
膠
原
病
内
科

志
望
で
は
な
か
っ
た
そ
う
で
す
ね
。

須
田
（
以
下
、
須
）
：
は
い
。
幅
広

い
病
気
に
対
応
で
き
て
、
患
者
さ
ん

の
人
生
に
寄
り
添
う
総
合
診
療
医
に

な
り
た
か
っ
た
ん
で
す
。
臨
床
研
修

先
は
総
合
診
療
の
教
育
で
有
名
な
諏

訪
中
央
病
院
を
選
び
、
そ
の
ま
ま
後

期
研
修
医
と
し
て
残
り
ま
し
た
。
家

庭
医
療
専
門
医
も
取
得
し
、
当
時
は

一
生
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ケ
ア
に
携
わ
っ

て
い
く
つ
も
り
で
い
ま
し
た
ね
。

―
―
で
は
な
ぜ
今
、
膠
原
病
内
科
に

い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

須
：
実
は
、
膠
原
病
内
科
が
近
く
に

な
い
よ
う
な
病
院
で
は
、
総
合
診
療

科
が
そ
の
受
け
皿
に
な
る
こ
と
も
多

い
ん
で
す
。
僕
が
３
年
目
に
な
る
頃
、

諏
訪
中
央
病
院
で
膠
原
病
を
診
て
い

た
先
生
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
そ
こ
で
、
聖
路
加
国
際
病
院
の

先
生
た
ち
か
ら
定
期
的
に
指
導
を
受

け
つ
つ
、
総
合
診
療
医
が
数
名
で
分

担
し
て
患
者
さ
ん
を
診
る
こ
と
に
な

っ
た
ん
で
す
。
ケ
ー
ス
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
と
診
療
を
繰
り
返
し
、
「
こ

れ
は
興
味
深
い
な
」
と
思
う
よ
う
に

な
っ
た
頃
、
聖
路
加
の
先
生
か
ら

「
本
気
で
膠
原
病
を
学
び
た
い
な
ら
、

う
ち
で
修
行
し
な
い
か
」
と
声
を
か

け
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

―
―
具
体
的
に
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
魅

力
を
感
じ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

須
：
魅
力
の
一
つ
は
、
診
断
を
つ
け

て
い
く
と
こ
ろ
で
す
。
膠
原
病
内
科

は
、
不
明
熱
や
関
節
症
状
、
皮
疹
な

ど
で
受
診
し
た
が
診
断
の
つ
か
な
い

患
者
さ
ん
の
最
後
の
砦
に
な
る
こ
と

も
あ
り
、
が
ん
や
感
染
症
な
ど
膠
原

病
以
外
の
様
々
な
可
能
性
も
考
え
な

が
ら
診
断
を
つ
け
て
い
き
ま
す
。
ま

た
、
臓
器
が
限
定
さ
れ
な
い
疾
患
を

扱
う
の
で
、
全
科
に
わ
た
る
幅
広
い

知
識
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し

た
点
で
総
合
診
療
と
は
親
和
性
が
高

い
の
で
す
が
、
総
合
診
療
医
は
膠
原

病
を
苦
手
と
す
る
こ
と
が
多
く
、
こ

の
分
野
を
極
め
れ
ば
か
な
り
の
強
み

に
な
る
と
感
じ
ま
し
た
。

　

も
う
一
つ
は
、
治
療
に
も
専
門
家

な
ら
で
は
の
奥
深
さ
が
あ
る
こ
と
で

す
。
ス
テ
ロ
イ
ド
一
つ
と
っ
て
も
、

投
与
期
間
や
量
、
頻
度
な
ど
が
少
し

異
な
る
だ
け
で
、
副
作
用
や
効
果
が

大
き
く
変
わ
り
ま
す
。
薬
の
使
い
方

を
教
科
書
的
に
知
っ
て
い
る
こ
と
と
、

オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
で
使
え
る
こ
と
に

は
大
き
な
差
が
あ
る
。
総
合
診
療
だ

け
で
は
治
療
学
を
深
め
る
の
に
限
界

が
あ
る
と
感
じ
て
い
た
僕
に
と
っ
て
、

膠
原
病
と
い
う
専
門
分
野
に
飛
び
込

む
こ
と
は
、
新
し
い
世
界
を
開
拓
す

る
よ
う
な
喜
び
が
あ
り
ま
し
た
。

ラ
イ
フ
イ
ベ
ン
ト
を
支
え
る

―
―
膠
原
病
内
科
な
ら
で
は
の
、
や

り
が
い
や
醍
醐
味
は
あ
り
ま
す
か
？ 

須
：
医
師
の
治
療
次
第
で
、
若
い
人

た
ち
の
人
生
が
左
右
さ
れ
る
と
こ
ろ

で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
全
身
性
エ
リ

テ
マ
ト
ー
デ
ス
（
Ｓ
Ｌ
Ｅ
）
の
患
者

さ
ん
は
女
性
が
圧
倒
的
に
多
く
、
ま

た
好
発
年
齢
は
20
～
30
代
と
、
進
学

や
就
職
、
結
婚
、
出
産
な
ど
の
ラ
イ

フ
イ
ベ
ン
ト
が
重
な
る
時
期
で
す
。

そ
ん
な
時
期
に
入
院
期
間
が
長
期
化

し
た
り
、
ス
テ
ロ
イ
ド
や
免
疫
抑
制

剤
の
副
作
用
が
強
く
な
る
と
、
患
者

さ
ん
の
人
生
が
壊
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

で
も
適
切
に
治
療
す
れ
ば
、
患
者
さ

ん
が
就
職
や
出
産
を
諦
め
ず
に
済
む

場
合
が
あ
る
。
高
齢
の
方
を
診
る
こ

と
が
多
い
総
合
診
療
と
は
ま
た
違
っ

た
や
り
が
い
を
感
じ
ま
す
。

―
―
治
療
次
第
で
、
患
者
さ
ん
の
Ｑ

Ｏ
Ｌ
は
大
き
く
変
わ
る
の
で
す
ね
。

須
：
え
え
。
当
科
の
部
長
に
も
、

「
膠
原
病
内
科
医
は
病
気
の
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
だ
け
で
な
く
、
就
職
し
た
い
、

出
産
し
た
い
と
い
っ
た
患
者
さ
ん
の

願
い
を
達
成
で
き
て
初
め
て
一
人
前

だ
」
と
よ
く
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

実
は
僕
は
学
生
時
代
、
「
膠
原
病

内
科
に
だ
け
は
行
か
な
い
ぞ
」
と
思

っ
て
い
た
ん
で
す
。
Ｓ
Ｌ
Ｅ
の
若
い

患
者
さ
ん
を
担
当
し
た
時
、
ス
テ
ロ

イ
ド
の
副
作
用
の
た
め
に
顔
は
む
く

み
、
筋
肉
は
痩
せ
て
立
ち
上
が
る
の

も
や
っ
と
に
な
っ
て
い
く
姿
を
目
の

当
た
り
に
し
て
、
免
疫
抑
制
剤
に
恐

怖
を
感
じ
た
か
ら
で
す
。

　

で
も
、
そ
ん
な
重
篤
な
副
作
用
は
、

工
夫
す
れ
ば
防
げ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
例
え
ば
、
ス
テ
ロ
イ
ド
を
長
期

使
用
す
る
際
は
、
骨
粗
し
ょ
う
症
が

生
じ
な
い
よ
う
、
予
防
の
薬
を
早
期

か
ら
一
緒
に
処
方
し
ま
す
。
当
院
で

は
そ
の
率
が
か
な
り
高
い
の
で
す
が
、

世
界
全
体
で
は
２
～
３
割
と
ま
だ
ま

だ
低
い
。
論
文
や
学
会
発
表
な
ど
で

情
報
発
信
し
、
世
界
全
体
の
診
療
レ

ベ
ル
を
上
げ
て
い
く
こ
と
も
、
僕
た

ち
の
使
命
の
一
つ
だ
と
思
い
ま
す
。

人
間
の
可
能
性
を
引
き
出
す
医
療

―
―
今
後
の
目
標
を
教
え
て
い
た
だ

け
ま
す
か
？ 

須
：
膠
原
病
の
新
た
な
治
療
の
可
能

性
を
追
求
し
て
い
き
た
い
で
す
。
僕

は
学
生
時
代
か
ら
、
「
人
間
の
可
能

性
を
引
き
出
す
医
療
」
を
目
標
に
し

て
き
ま
し
た
。
膠
原
病
で
い
え
ば
、

そ
れ
は
免
疫
抑
制
剤
か
ら
い
か
に
離

脱
で
き
る
か
に
あ
た
り
ま
す
。
免
疫

抑
制
剤
は
命
を
救
う
頼
も
し
い
切
り

札
で
あ
る
一
方
、
長
期
的
な
副
作
用

が
ど
う
し
て
も
問
題
に
な
り
ま
す
し
、

次
々
に
開
発
さ
れ
る
高
価
な
治
療
薬

が
日
本
の
医
療
費
を
圧
迫
し
て
い
ま

す
。
病
気
が
長
期
化
し
た
と
き
、
西

洋
医
学
以
外
の
力
も
借
り
て
本
人
の

治
る
力
を
引
き
出
す
こ
と
で
、
免
疫

抑
制
剤
か
ら
離
脱
さ
せ
ら
れ
な
い
か
、

そ
も
そ
も
膠
原
病
を
予
防
す
る
方
法

は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

当
科
に
は
東
洋
医
学
の
指
導
医
も

在
籍
し
て
お
り
、
科
を
あ
げ
て
東
洋

医
学
の
勉
強
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

膠
原
病
の
患
者
さ
ん
に
生
じ
る
、
免

疫
抑
制
剤
で
取
り
切
れ
な
い
痛
み
へ

の
新
た
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
運

動
療
法
や
超
音
波
診
断
な
ど
に
も
注

目
し
て
い
ま
す
。
今
は
暗
中
模
索
で

す
が
、
様
々
な
方
法
を
組
み
合
わ
せ
、

自
分
の
生
き
て
い
る
う
ち
に
答
え
を

見
つ
け
た
い
で
す
ね
。

1 day 
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医師の健康を守り、
誇りを持って
仕事に取り組める環境を

*2…当直は宿直と日直の総称ですが、宿直の意味で使うこともあります。 *1…月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)。

「
働
き
方
改
革
」
の
時
代

　

現
在
、
業
界
・
職
種
を
問
わ
ず
、

日
本
社
会
全
体
の
「
働
き
方
」
が

問
い
直
さ
れ
て
い
ま
す
。
医
学
生

の
皆
さ
ん
も
、
「
働
き
方
改
革
」
、

「
一
億
総
活
躍
社
会
」
と
い
っ
た

キ
ー
ワ
ー
ド
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。
今
回
は
、
医
学
生
が

感
じ
て
い
る
「
医
師
の
働
き
方
」
に

つ
い
て
の
疑
問
を
も
と
に
、
日
本
医

師
会
常
任
理
事
の
松
本
吉
郎
先
生
に

お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

Ｑ
１
．
「
医
師
の
働
き
方
」
に
つ
い

て
は
現
在
、
ど
の
よ
う
な
議
論
が
あ

る
の
で
し
ょ
う
か
。

松
本
吉
郎
先
生
（
以
下
、
松
）
：

２
０
１
７
年
３
月
に
政
府
が
定
め
た

「
働
き
方
改
革
実
行
計
画
」
で
、
労

働
者
の
時
間
外
労
働
に
上
限
*1
が
設

け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
勤

務
医
の
多
く
は
過
重
労
働
で
あ
り
、

労
働
時
間
を
削
減
し
て
い
く
必
要
が

あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
医
師
に
は
医
師
法
で

定
め
ら
れ
た
「
応
招
義
務
」
が
あ
り
、

「
診
療
治
療
の
求
め
が
あ
っ
た
時
に

は
正
当
な
事
由
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ

を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
労
働
時

間
の
上
限
の
適
用
に
つ
い
て
、
医
師

に
つ
い
て
は
経
過
措
置
を
設
け
る
こ

と
が
提
言
さ
れ
て
い
ま
す
。

Ｑ
３
．
医
師
の
労
働
時
間
を
短
く
す

る
た
め
に
は
、
医
師
の
数
を
増
や
す

し
か
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？

松
：
医
師
の
労
働
時
間
が
長
く
な
る

原
因
は
、
医
師
の
地
域
・
診
療
科
に

お
け
る
偏
在
、
医
師
の
業
務
の
生
産

性
の
問
題
、
医
療
従
事
者
間
の
業
務

分
担
や
協
働
に
お
け
る
課
題
な
ど
、

様
々
な
も
の
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
医

師
の
数
を
増
や
さ
な
く
て
も
、
労
働

状
況
の
改
善
の
余
地
は
あ
る
と
私
た

ち
は
考
え
て
お
り
、
今
後
議
論
を
深

め
て
い
く
予
定
で
す
。

Ｑ
４
．
夜
勤
と
宿
直
の
違
い
を
教
え

て
く
だ
さ
い
。

松
：
夜
勤
と
宿
直
は
、
ど
ち
ら
も
夜

間
帯
の
勤
務
体
系
を
指
す
言
葉
で
す

が
、
労
働
基
準
法
上
で
の
扱
い
は
異

な
り
ま
す
。

　

夜
勤
は
夕
方
以
降
に
始
業
し
、
翌

朝
ま
で
勤
務
す
る
こ
と
で
す
。
通
常

の
勤
務
と
同
様
に
、
休
憩
時
間
以
外

を
実
働
時
間
と
み
な
し
ま
す
。

　

対
し
て
宿
直
は
、
夜
間
の
睡
眠
時

間
を
病
院
が
確
保
し
た
う
え
で
病
院

に
泊
ま
り
込
み
、
緊
急
時
の
対
応
な

ど
の
業
務
を
行
う
も
の
で
す
。

　

宿
直
は
週
１
回
、
日
直
は
月
１
回

を
限
度
と
し
て
、
病
院
が
労
働
基
準

監
督
署
の
許
可
を
受
け
た
場
合
に
は
、

労
働
時
間
と
は
み
な
さ
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
病
院
や
診
療
科
に
よ
っ
て

は
、
救
急
患
者
の
対
応
に
追
わ
れ
て
、

これからの
「医師の働き方」

医師の「働き方改革」の論点や
今後の展望について、お話を伺いました。

その１　睡眠時間を充分確保しよう
最低６時間の睡眠時間は質の高い医療の提供に欠かせません。

患者さんのために睡眠不足は許されません。

その２　週に１日は休日をとろう
リフレッシュすればまた元気に仕事ができます。

休日をとるのも医師の仕事の一部と考えましょう。

その３　頑張りすぎないようにしよう
慢性疲労は仕事の効率を下げ、モチベーションを失わせます。

医療事故や突然死にもつながり危険なのでやめましょう。

その４　「うつ」は他人事ではありません
「勤務医の12人に１人はうつ状態」。

うつ状態には休養で治る場合と、治療が必要な場合があります。           

その５　体調が悪ければためらわず受診しよう
医師はとかく自分で診断して自分で治そうとするもの。

しかし、時に判断を誤る場合もあります。

その６　ストレスを健康的に発散しよう
飲んだり食べたりのストレス発散は不健康のもと。

運動（有酸素運動や筋トレ）は健康的なストレス発散に最も有効です。
週末は少し体を意識的に動かしてみましょう。

その７　自分、そして家族やパートナーを大切にしよう
自分のいのち、そしてかけがえのない家族を大切に。
家族はいつもあなたのことを見守ってくれています。

（表）医師が元気に働くための７カ条

　

日
本
で
は
、
国
民
が
24
時
間
常
に

医
療
を
受
け
ら
れ
る
体
制
が
当
た
り

前
で
あ
り
、
医
師
も
そ
れ
に
懸
命
に

応
え
て
き
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
を
踏

ま
え
て
、
医
師
の
労
働
時
間
の
上
限

規
制
に
つ
い
て
も
２
年
後
を
め
ど

に
、
医
療
者
も
交
え
た
検
討
の
の

ち
に
結
論
を
出
す
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。

Ｑ
２
．
「
適
正
な
労
働
時
間
を
守
っ

て
働
き
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
と
、

「
た
く
さ
ん
働
い
て
、
た
く
さ
ん
学

び
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
の
両
方
が

あ
り
ま
す
。

松
：
研
修
医
や
若
手
医
師
が
、
長
時

間
医
療
現
場
に
い
て
少
し
で
も
研
鑽

を
積
み
た
い
と
い
う
気
持
ち
は
わ
か

り
ま
す
。
し
か
し
、
長
時
間
あ
る
い

は
連
続
の
勤
務
が
続
く
と
、
身
体
的

に
も
精
神
的
に
も
疲
労
が
蓄
積
さ
れ

て
し
ま
い
ま
す
。
医
師
自
身
の
健
康

が
守
ら
れ
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、

医
療
安
全
の
観
点
か
ら
見
て
も
こ
れ

は
大
き
な
問
題
で
す
。

　

勤
務
医
や
研
修
医
の
働
き
方
に
つ

い
て
は
、
日
本
医
師
会
が
「
医
師

が
元
気
に
働
く
た
め
の
７
カ
条
」

（
表
）
を
作
成
し
て
い
る
の
で
参
考

に
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
日
本
医
師
会
は
「
医
師
の

働
き
方
検
討
委
員
会
」
を
設
け
て
お

り
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
重
点
的

に
話
し
合
っ
て
い
ま
す
。

松本 吉郎日本医師会常任理事

ほ
と
ん
ど
眠
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
そ
の
よ
う
な
場
合
は
、
宿
直

を
夜
勤
と
み
な
す
場
合
も
あ
り
得
ま

す
*2
。

　

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
状
態
が
続

く
と
、
当
然
健
康
に
悪
影
響
を
及
ぼ

し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
い
う
時
に

は
、
上
司
や
病
院
の
産
業
医
に
相
談

す
る
な
ど
、
誰
か
に
悩
み
を
聞
い
て

も
ら
う
こ
と
が
大
切
で
す
。
女
性
医

師
の
働
き
方
に
関
す
る
相
談
窓
口
に

つ
い
て
は
様
々
な
組
織
で
設
置
が
進

ん
で
い
ま
す
が
、
年
齢
・
性
別
を
問

わ
ず
働
き
方
に
つ
い
て
相
談
で
き
る

よ
う
な
窓
口
が
あ
る
と
い
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
ね
。

　

ま
た
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ

ン
ス
を
保
ち
な
が
ら
働
く
た
め
に

「
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
」
と
い
う

考
え
方
を
取
り
入
れ
よ
う
と
い
う
動

き
も
あ
り
ま
す
。
夜
遅
く
ま
で
残
っ

て
働
い
て
、
次
の
朝
も
早
く
か
ら
仕

事
が
始
ま
る
の
で
は
、
十
分
な
睡

眠
・
休
息
が
と
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
た

め
、
や
む
を
得
ず
終
業
が
遅
く
な
っ

た
時
に
は
、
次
の
勤
務
の
始
業
時
間

を
遅
ら
せ
て
、
勤
務
間
に
は
一
定
の

時
間
を
設
け
る
よ
う
に
す
る
と
い
う

考
え
方
で
す
。

　

「
働
き
方
改
革
実
行
計
画
」
で
は
、

労
働
時
間
の
設
定
の
改
善
に
関
す
る

特
別
措
置
法
を
改
正
し
て
、
こ
の
勤

務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
を
努
力
義
務
と

し
て
規
定
す
べ
き
だ
と
提
言
さ
れ
て

い
ま
す
。

医
学
生
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

編
集
部
：
最
後
に
、
医
学
生
へ
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。

松
：
日
本
医
師
会
は
、
若
い
医
師
や

勤
務
医
が
心
身
の
健
康
を
維
持
し
な

が
ら
、
誇
り
を
持
っ
て
仕
事
に
取
り

組
め
る
環
境
を
作
っ
て
い
く
こ
と
を

重
要
な
使
命
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

医
師
は
、
患
者
さ
ん
一
人
ひ
と
り

の
命
を
預
か
る
、
や
り
が
い
の
あ
る

責
任
の
重
い
仕
事
で
す
。
ど
れ
だ
け

研
鑽
を
積
ん
で
も
ゴ
ー
ル
が
あ
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
時
々
の

状
況
に
よ
っ
て
、
で
き
る
こ
と
、
で

き
な
い
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、

自
分
の
置
か
れ
た
状
況
や
立
場
や
与

え
ら
れ
た
時
間
の
中
で
、
最
善
を
尽

く
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
な
の
で
は

な
い
か
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
あ
る
程
度
経
験
を
積
ん

で
、
時
間
的
な
余
裕
が
で
き
た
と
き

に
は
、
公
共
的
な
仕
事
で
社
会
に
貢

献
す
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
て
い
た

だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
学
校
医
に

な
っ
た
り
児
童
の
虐
待
防
止
や
薬

物
乱
用
の
防
止
に
取
り
組
ん
だ
り

と
、
医
師
が
で
き
る
仕
事
に
は
色
々

な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
医
師

の
仕
事
は
人
と
接
す
る
仕
事
で
す
か

ら
、
人
間
と
し
て
の
幅
も
大
事
で
す
。

医
師
と
し
て
の
研
鑽
も
重
要
で
す
が
、

若
い
う
ち
は
色
々
な
こ
と
に
チ
ャ
レ

ン
ジ
し
て
、
幅
広
い
経
験
を
積
み
重

ね
て
い
っ
て
く
だ
さ
い
。
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*「やぶ医者大賞」…兵庫県養父市が創設した、へき地医療に貢献している医師・歯科医師を顕彰する賞。

インタビュアーの鹿島先生。

徳
島
か
ら
島
根
へ

鹿
：
徳
島
で
は
、
お
二
人
は
ど
ん
な

キ
ャ
リ
ア
を
積
ま
れ
た
の
で
す
か
？

吉
：
僕
は
ま
ず
徳
島
大
学
で
、
消
化

器
と
循
環
器
を
専
門
と
す
る
第
二
内

科
に
入
局
し
、
徳
島
大
学
病
院
と
徳

島
県
立
中
央
病
院
で
２
年
間
研
修
し

ま
し
た
。
そ
の
後
、
県
西
部
に
あ
る

県
立
病
院
で
勤
務
し
、
４
年
目
か
ら

へ
き
地
の
診
療
所
に
赴
任
し
ま
し
た
。

裕
：
私
も
卒
業
後
、
徳
島
大
学
の
医

局
に
入
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
が
、

将
来
的
に
二
人
で
へ
き
地
医
療
を
担

う
な
ら
、
診
療
科
は
別
々
の
ほ
う
が

良
い
と
考
え
ま
し
た
。
外
科
系
や
産

婦
人
科
と
も
迷
い
ま
し
た
が
、
全
身

を
診
ら
れ
る
小
児
科
を
選
び
ま
し
た
。

２
年
の
差
が
あ
る
た
め
、
彼
と
職
場

が
重
な
る
こ
と
は
な
く
、
ず
っ
と
彼

の
後
を
追
い
か
け
て
い
る
形
で
し
た
。

鹿
：
そ
の
間
は
一
緒
に
暮
ら
し
て
い

ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
か
？

吉
：
互
い
の
勤
務
地
の
中
間
地
点
で

一
緒
に
住
む
こ
と
も
で
き
た
の
で
す

が
、
最
初
の
う
ち
は
あ
え
て
同
居
せ

ず
、
互
い
に
仕
事
に
没
頭
で
き
る
環

境
を
作
り
ま
し
た
。
彼
女
と
会
え
る

の
は
月
に
２
回
ぐ
ら
い
で
し
た
ね
。

鹿
：
そ
う
し
た
生
活
を
し
ば
ら
く
続

け
ら
れ
た
後
に
、
お
子
さ
ん
を
授
か

っ
た
ん
で
す
ね
。

裕
：
は
い
。
私
が
徳
島
に
出
て
３
年

ほ
ど
経
っ
た
頃
に
同
居
し
始
め
、
28

歳
で
第
一
子
を
出
産
し
ま
し
た
。

吉
：
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
の
が
、
僕

で
す
。
た
だ
僕
た
ち
の
場
合
は
、
先

に
医
師
に
な
っ
た
僕
が
、
双
方
の
県

と
大
学
に
掛
け
合
っ
て
、
二
人
の
義

務
年
限
を
シ
ェ
ア
で
き
な
い
か
と
交

渉
し
ま
し
た
。
ま
ず
は
一
人
あ
た
り

４
年
半
以
上
徳
島
で
働
き
、
そ
の
後

島
根
で
同
様
に
働
く
こ
と
で
、
互
い

の
義
務
年
限
を
消
化
さ
せ
て
ほ
し
い

と
話
を
つ
け
た
の
で
す
。

裕
：
同
級
生
や
下
級
生
の
医
学
生
た

ち
は
皆
、
私
た
ち
の
交
渉
の
行
方
が

ど
う
な
る
か
、
そ
わ
そ
わ
し
な
が
ら

見
て
い
ま
し
た
（
笑
）
。
幸
い
私
た

ち
は
成
功
例
と
な
り
、
そ
の
甲
斐
あ

っ
て
か
、
現
在
で
は
「
結
婚
協
定
」

と
い
う
制
度
が
作
ら
れ
、
配
偶
者
の

出
身
地
で
義
務
年
限
を
消
化
す
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
そ

う
で
す
。

鹿
：
お
二
人
は
、
互
い
の
義
務
年
限

を
シ
ェ
ア
す
る
パ
イ
オ
ニ
ア
で
あ
り
、

モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。

が
６
年
、
彼
女
が
４
年
勤
め
た
頃
で
、

徳
島
の
義
務
年
限
は
消
化
し
て
い
ま

し
た
。
そ
こ
で
今
度
は
島
根
の
義
務

年
限
を
果
た
そ
う
と
、
家
族
で
島
根

に
移
住
し
た
の
で
す
。

鹿
：
隠
岐
島
前
に
赴
任
さ
れ
た
の
は

ど
う
い
う
経
緯
だ
っ
た
の
で
す
か
？

吉
：
僕
は
、
「
行
け
」
と
言
わ
れ
た

ら
ど
こ
に
で
も
行
く
つ
も
り
で
し
た
。

た
だ
、
で
き
れ
ば
一
緒
に
住
め
る
と

こ
ろ
が
良
い
な
と
思
い
、
県
や
大
学

に
僕
と
彼
女
の
得
意
分
野
を
伝
え
、

ど
ち
ら
も
活
か
せ
る
赴
任
先
を
決
め

て
も
ら
い
ま
し
た
。

裕
：
私
も
、
家
族
一
緒
に
住
め
る
な

ら
ど
こ
で
も
良
い
と
思
っ
て
い
ま
し

た
。
た
だ
、
徳
島
は
山
だ
っ
た
の
で
、

今
度
は
海
か
な
、
っ
て
（
笑
）
。
そ

れ
で
こ
こ
に
決
ま
り
、
彼
が
有
床
診

療
所
の
内
科
医
、
私
が
無
床
診
療
所

の
所
長
と
し
て
赴
任
し
ま
し
た
。

吉
：
今
で
は
、
僕
は
こ
の
地
域
で
唯

一
の
有
床
病
院
の
院
長
を
務
め
、
彼

女
は
病
院
の
医
師
と
島
内
の
診
療
所

長
を
兼
務
し
て
い
ま
す
。

臨
床
技
術
は
ど
こ
で
も
学
べ
る

鹿
：
こ
こ
は
本
土
か
ら
船
で
１
時
間

以
上
か
か
る
離
島
で
す
が
、
こ
う
し

た
環
境
で
臨
床
技
術
を
磨
く
に
は
ど

う
し
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
？

吉
：
今
の
時
代
、
最
新
の
情
報
は
ど

こ
で
も
手
に
入
る
し
、
手
技
の
動
画

な
ど
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
う

し
て
得
た
最
低
限
の
知
識
と
技
術
を
、

ど
の
よ
う
に
現
場
で
活
か
し
て
い
く

か
を
考
え
る
だ
け
で
も
、
驚
く
ほ
ど

大
き
な
学
び
に
な
る
も
の
で
す
よ
。

た
し
か
に
へ
き
地
で
は
診
ら
れ
る
症

例
数
は
限
ら
れ
ま
す
が
、
大
切
な
の

は
一
例
ず
つ
丁
寧
に
診
て
、
き
ち
ん

と
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
受
け
る
こ
と

で
す
。
一
つ
の
症
例
か
ら
濃
く
学
べ

ば
、
へ
き
地
で
も
十
分
立
派
な
臨
床

医
に
な
れ
る
と
僕
は
思
い
ま
す
。

裕
：
今
、
医
療
機
器
も
安
く
て
良
い

も
の
が
ど
ん
ど
ん
出
て
い
ま
す
。
例

え
ば
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
型
の
エ
コ
ー
は

17
万
円
程
度
で
買
え
る
ん
で
す
よ
。

私
は
エ
コ
ー
を
使
い
、
妊
娠
中
に
自

分
の
お
腹
を
見
た
り
、
子
ど
も
た
ち

を
モ
デ
ル
に
し
た
り
し
て
学
ん
で
き

ま
し
た
。
妊
娠
・
子
育
て
中
で
も
、

学
ぼ
う
と
思
え
ば
学
べ
る
環
境
に
な

っ
て
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

鹿
：
吉
彦
先
生
は
こ
れ
ま
で
に
何
冊

も
本
を
執
筆
さ
れ
、
講
演
活
動
で
も

全
国
を
飛
び
回
っ
て
お
ら
れ
ま
す
ね
。

裕
子
先
生
も
「
や
ぶ
医
者
大
賞
」*

に
選
ば
れ
る
な
ど
、
活
動
を
高
く
評

価
さ
れ
て
い
ま
す
。
離
島
に
い
な
が

ら
臨
床
医
と
し
て
輝
か
し
い
キ
ャ
リ

ア
を
歩
め
る
こ
と
は
、
若
い
方
々
の

大
き
な
励
み
に
な
り
ま
す
ね
。

医
師
と
し
て
、
母
と
し
て

鹿
：
お
話
を
伺
っ
て
い
て
、
お
二
人

と
も
夫
と
し
て
妻
と
し
て
、
ま
た
一

人
の
医
師
と
し
て
、
と
て
も
自
立
さ

れ
て
い
る
と
感
じ
ま
し
た
。
お
仕
事

を
し
な
が
ら
４
人
も
お
子
さ
ん
を
育

て
ら
れ
、
ご
立
派
だ
と
思
い
ま
す
。

特
に
、
仕
事
も
育
児
も
両
立
し
た
い

と
思
っ
て
い
る
女
性
医
師
は
、
裕
子

先
生
の
よ
う
な
先
輩
の
存
在
に
非
常

に
勇
気
づ
け
ら
れ
る
で
し
ょ
う
ね
。

裕
：
私
の
場
合
、
夫
が
職
場
の
上
司

で
も
あ
り
、
働
き
方
に
理
解
を
得
ら

れ
た
こ
と
が
大
き
か
っ
た
で
す
。
島

の
方
々
に
も
、
子
ど
も
た
ち
を
地
域

ぐ
る
み
で
育
て
て
い
た
だ
き
、
と
て

も
感
謝
し
て
い
ま
す
。

鹿
：
裕
子
先
生
は
、
女
性
医
師
が
活

き
活
き
と
働
く
た
め
の
支
援
活
動
も

な
さ
っ
て
い
る
そ
う
で
す
ね
。

裕
：
は
い
。
子
育
て
の
経
験
を
通
じ

て
「
人
を
育
て
る
」
こ
と
の
大
切
さ

を
実
感
し
ま
し
た
。
現
在
は
自
治
医

大
の
女
性
医
師
支
援
中
国
ブ
ロ
ッ
ク

担
当
を
務
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
プ

ラ
イ
マ
リ
・
ケ
ア
連
合
学
会
学
術
大

会
で
は
、
２
０
１
５
年
度
か
ら
毎
年
、

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
究
極
の
女
子
会

～
み
ん
な
ち
が
っ
て
み
ん
な
い
い
～
」

を
開
催
し
、
女
性
医
師
の
働
き
方
に

つ
い
て
話
し
合
う
機
会
も
作
っ
て
い

ま
す
。

鹿
：
地
域
の
皆
さ
ん
と
支
え
合
い
、

仕
事
に
も
子
育
て
に
も
、
そ
し
て
後

進
の
育
成
に
も
力
を
注
い
で
い
ら
っ

し
ゃ
っ
て
、
本
当
に
素
晴
ら
し
い
と

思
い
ま
す
。
お
子
さ
ん
た
ち
は
、
も

う
大
き
く
な
ら
れ
て
い
ま
す
か
？

裕
：
一
番
下
が
10
歳
で
す
。
仕
事
を

し
な
が
ら
だ
と
、
子
ど
も
と
関
わ

る
時
間
は
ど
う
し
て
も
短
く
な
り
、

不
全
感
が
な
い
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

時
々
、
医
師
と
し
て
も
母
と
し
て
も

中
途
半
端
な
の
で
は
…
と
思
う
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
で
も
最
近
は
、
子
ど

も
の
自
立
の
た
め
に
は
、
少
し
距
離

が
あ
る
く
ら
い
が
ち
ょ
う
ど
い
い
か

な
、
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

鹿
：
こ
こ
で
お
子
さ
ん
と
一
緒
に
過

ご
せ
る
時
間
、
ぜ
ひ
大
事
に
な
さ
っ

て
く
だ
さ
い
ね
。
今
日
は
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

今
回
は
、
４
人
の
お
子
さ
ん
を
育
て
な
が
ら
、
共
に
島
根
県
隠
岐
諸
島
の

へ
き
地
医
療
を
担
う
、
白
石
裕
子
・
吉
彦
ご
夫
妻
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

語り手　
白石 裕子先生
隠岐広域連合立隠岐島

どうぜん

前病院
西ノ島町国民健康保険浦郷診療所　所長
白石 吉彦先生
隠岐広域連合立隠岐島前病院　院長

互
い
の
義
務
年
限
を
シ
ェ
ア
す
る

鹿
島
（
以
下
、
鹿
）
：
白
石
ご
夫
妻

は
、
島
根
県
隠
岐
諸
島
の
島
前
地
区

（
西
ノ
島
町
・
海
士
町
・
知
夫
村
）

で
、
約
６
千
人
の
住
民
の
健
康
を
お

二
人
で
支
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

お
二
人
と
も
自
治
医
科
大
学
ご
出
身

と
の
こ
と
で
、
出
身
都
道
府
県
の
地

域
医
療
に
従
事
す
る
義
務
年
限
が
あ

っ
た
か
と
思
い
ま
す
が
、
お
二
人
と

も
島
根
の
ご
出
身
な
の
で
す
か
？ 

白
石
裕
子
（
以
下
、
裕
）
：
い
え
、

私
は
島
根
で
す
が
、
夫
は
徳
島
で
す
。

夫
は
二
つ
先
輩
で
、
私
が
大
学
を
卒

業
す
る
時
に
は
、
先
に
徳
島
に
戻
っ

て
働
い
て
い
ま
し
た
。

白
石
吉
彦
（
以
下
、
吉
）
：
当
時
、

自
治
医
大
で
出
会
っ
た
カ
ッ
プ
ル
は
、

卒
業
後
そ
れ
ぞ
れ
故
郷
に
戻
り
、
９

年
の
義
務
年
限
の
間
は
別
々
に
過
ご

す
と
い
う
ケ
ー
ス
も
多
か
っ
た
よ
う

聞き手　
鹿島 直子先生
鹿児島県医師会　常任理事

医師の働き方を
考える

　

夫
婦
二
人
三
脚
で
、

　
　

離
島
の
６
千
人
の
健
康
を
支
え
る

  　
　
　
　
　

    　

～
白
石
裕
子
・
吉
彦
ご
夫
妻
～
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高橋：岩手医科大学は、医・歯・薬・看護学部の医
療系４学部が揃った医療系総合大学です。１年次は医
学部生全員と、他学部の希望者で寮生活をします。寮
には個人の部屋と、12 室ごとに設けられた共同の「ユ
ニットスペース」があるので、プライバシーも守りつつ、
みんなと仲良くなれます。僕は今でも同じユニットだった友
人と試験勉強をしています。
吉直：岩手県には医学部が岩手医科大学にしかないこ
ともあり、県内の医療機関とのつながりが深く、実習が充
実しています。地域医療実習で大学の外の病院に出た
際に、人員も設備も大学病院の環境とは全く違う、地域
医療のリアルを目の当たりにして、とても勉強になりました。
曽我：私たちは2017 年のシムリンピック* に出場したの
ですが、その際にも県内の病院の先生に超音波検査の
指導をしていただきました。大学でもたくさんのシミュレータ
ーを自由に使えるようにしていただき、大学内外のたくさん
の方に応援していただきました。
高橋：岩手医科大学の先生方は、学生をすごく気にか
けてくださっていると感じます。授業や実習に関するア
ンケートを通じて学生の要望を医学部長に伝えられたり、
医学部長からのメッセージが学年のグループチャットに届
いたりするんですよ。
吉直：日ごろの勉強は学生同士が助け合って学ぶ雰囲
気があるのに、学生有志でサークルを作る文化がないの
は課題だなと思っています。シムリンピックに出て、他の
大学の手技のレベルの高さに驚きました。サークルを立
ち上げて、学生同士で学んでレベルアップしていけたらと
考えています。

*シムリンピック…全国の医学生が 3 人一組で参加し、
身体診察・救急蘇生・基本手技などの種目で臨床実
習の成果を競う大会。

岩手医科大学は、明治 30 年に東北地方の医療の貧困を憂いて設立さ
れた病院と医学校、看護婦と助産婦の養成所がもとになっています。本学
の学則冒頭には、「誠の人間を育成する」と掲げています。すなわち、本
学の教育を特徴付けるのは「地域医療」と「多職種連携」そして「全人
教育」です。現在、盛岡市内の手狭なキャンパスから郊外に学部機能を
順次移転している最中で、この新キャンパスでは、他に類を見ない試みがな
されています。各学部固有の建物はなく、医歯薬看の４学部で共通の教
育棟と研究棟が建てられました。東西に分かれた建物群の間には南北にキ
ャンパスモールが走り、戸外に出ることなく各棟を行き来することができます。
共修ができるように多様なラーニングコモンズが用意され、少人数グループ
学修に欠かせないスタディールームも70 室以上整備されております。実習
室もできる限り共有化とユニバーサル化を進めました。これは、複数学部の
学生が共修するための工夫です。
本学医学部では、地域医療研修を１年生、３年生、５年生で行っています
が、それに加えて大規模な多職種連携教育が可能で、キャンパスモールや
ユニバーサル化した実習室、そしてスタディールームが威力を発揮していま
す。この連携教育には各学部の教員が参画し、知識面だけでなく協調性
や企画力など多面的に学生を評価しております。準備に時間がかかりますが、
連携教育を通じて、学生はそれぞれの職種に誇りを持つと同時に多職種を
尊重し、更にはそうした協同作業を客観的に行うことができるようになります。
Pride, Respect and Objective の頭文字は期せずしてPROとなります。
2019 年には、学生と教員、そして患者の皆様が近い関係になるように設
計された新病院も開院する予定です。誠の人間という究極のプロフェッショ
ナルを養成するにあたって、教員一同、励んでいるところです。

岩手医科大学における研究の最も大きな特徴は、専門・講座・学部の垣根を越えた学際的
共同研究を互いに協力し合って進めることができる自由な校風と開放的な環境といえるでしょう。
本学の矢巾キャンパスには学部ごとの建物はありません。二つの研究棟に医学部・歯学部・
薬学部の研究室が隣接して配置され、共同研究機器・スペースも多数設けられています。また、
医学部・歯学部を跨ぐ統合基礎講座や共同研究部門の医歯薬総合研究所が種々の共同研
究を積極的にサポートしているのも特徴です。
現在も複数の研究プロジェクトが全学的に進められています。例えば、「超高磁場 7 テスラ
MRIを機軸とした生体機能・動態イメージングの学際的研究拠点プロジェクト」では、医学部・
歯学部・薬学部・医歯薬総合研究所・教養教育センターから20 講座 50 名以上の研究者
が参加し、研究テーマごとに有機的な領域横断的研究グループを作って多角的な視点から意
見交換をしながら先進的な画像研究を行っています。また、震災復興事業である「東北メディ
カル・メガバンク計画」では、いわて東北メディカル・メガバンク機構を組織し、被災地を中心
とした地域住民の皆様の大規模健康調査を行うとともに、生命情報科学、基礎医学、臨床
医学の研究者が力をあわせて種々のコホート研究や遺伝子解析研究などを精力的に進めてい
ます。
本学は本年度創立 120 周年を迎えました。念願の看護学部が新設され、医療系総合大学と
してますます発展していこうとしています。研究においても、医歯薬看連携によって本学の特徴
である学際的共同研究基盤がより充実していくことが期待されます。

オール岩手で学生を育てる
岩手医科大学　医学部　５年　曽我 仁美
同　５年　高橋 啓悟／同　５年　吉直 大佑

プロを育てる連携教育
岩手医科大学　医学部長　佐藤 洋一　

医歯薬連携による学際的研究推進
岩手医科大学　医歯薬総合研究所　所長　佐々木 真理

岩手医科大学
〒020-8505 岩手県盛岡市内丸19番1号
019-651-5111

名古屋大学医学系研究科は基幹総合大学として名古屋大学の他部局
（環境医学研究所・総合保健体育科学センター・理学研究科・生命
農学研究科・工学研究科・情報学研究科など）、ならびに、近隣の自
然科学研究機構生理学研究所、国立長寿医療研究センター研究所、
愛知県がんセンター研究所、愛知県心身障害者コロニー発達障害研
究所と合同シンポジウムを定期的に開催するとともに様 な々分野で精力
的に世界最先端の研究を行っています。Elsevier 社の SciVal 研究分
析ツールを用いてcompetency analysisを行いますと、51 の研究領域

（研究クラスター）において名古屋大学医学系研究科の強みがあること
がわかります。同様に SciVal 解析によれば、2003 年に設立された神
経疾患・腫瘍分子医学研究センターの研究業績は、日本のトップクラス
の大学・研究施設の水準を上回っており、本センターは日本をリードする
神経とがんの研究拠点に成長しています。さらに、日本の医学系研究
科として初めてデータサイエンス系研究の３ユニット（オミクス解析学・シ
ステム生物学・生物統計学）を2014 年に設置し、次世代のバイオメ
ディカルデータサイエンティストを育成するとともに、世界をリードするバイ
オメディカルデータサイエンス研究を始動しています。このような長年の医
学研究を基盤に名古屋大学医学部附属病院は臨床研究中核病院の
資格を得て、先端医療・臨床研究支援センターを整備し、中部地区大
学群のシーズを活かすために中部先端医療開発円環コンソーシアムを設
置・運営してきました。2018 年には第 1 相臨床試験病棟の整備を行
い、名古屋大学医学系研究科はトランスレーショナル研究拠点としても
先導的なライフロング医科学研究を推進します。

名古屋大学医学部はその源を尾張藩校に発し、140 年有余の歴史と
13,900 人を超える卒業生を誇る日本でも最古の医学部の一つであるととも
に、21 世紀の日本を支える医学・医療の拠点として活動しています。
私たちは、「科学的論理性と倫理性・人間性に富み、豊かな創造力・独
創性と使命感をもって医学研究及び医療を推進する人の育成」を教育の
基本方針としています。
名古屋大学医学部のキャンパスは二つあり、１～２年次は主に東山キャンパ
スで、教養教育の根幹をなす全学教育科目の講義・実習を受けます。この
期間には、介護や看護の体験実習や、シャドーイングといって現場で働く医
師に影のように付き添って医師の 1日をつぶさにみるカリキュラムもあります。
クラブ活動など課外活動も奨励しており、将来優秀な研究者／医師になる
ために、人間的な成長も期待しています。３年次からは鶴舞キャンパスで基
礎・社会・臨床医学を学びます。３年後半の基礎医学セミナーでは、半年
間にわたって研究室に配属され、一流の基礎研究者の指導の下、最新の
医学研究を実践します。他大学では類を見ない質の高さ、期間の充実を誇
っています。５～６年次はベッドサイドで患者さんに接して実地に臨床医学を
学ぶ臨床実習が行われます。一定の要件を満たし、選考試験に合格すれば、
海外の提携校で臨床実習を行うことが可能です。近年では年 20 名以上が
ジョンズ・ホプキンス大学、デューク大学、ウィーン医科大学、フライブルク
大学 *など超一流の提携校で実習を行い、貴重な体験をしています。
医学・医療を通じて社会に貢献することに深い使命感を持ち、国際的な視
点を持って活動できる若い諸君の参加を願っています。

*フライブルク大学…アルベルト・ルートヴィヒ大学フライブルクの通称

ライフロング医科学研究を先導
名古屋大学大学院　医学系研究科　
神経遺伝情報学　教授　大野 欽司 研究・医療を推進する人材育成

名古屋大学　医学部　ウイルス学　教授
学部教育委員長　木村 宏

岡﨑：名古屋大学は、学生の自主性を重んじる大学だと思います。学
生が自由に使える時間が多いので、サークル活動に打ち込む人も多い
ですよ。
上川：僕たちは救急医療サークルに所属しています。学生が主体と
なって、医学部生を対象とした勉強会やワークショップを開いています。
人に教えることで、自分たちの学びも深まります。県内の他大学の救
急医療サークルと合同でワークショップを開くこともあり、その運営から学
ぶことも多いです。
岡﨑：名古屋大学のカリキュラムの特色として、３年生の後期の基礎
医学セミナーが挙げられると思います。その時期は講義がなくなり、各
研究室に所属して研究に取り組むことになります。担当の先生の下で、
その先生が複数行っている研究の一つを任せてもらいます。研究成果

の発表は学期末に2日間かけて行われ、一大イベントになっています。
上川：僕は学会発表も行い、賞を頂くことができました。学生が出した
データが先生の論文に使われることもあるので、責任は重大ですが、そ
れだけやりがいもあります。
岡﨑：国際交流のプログラムが多いのも、特色の一つだと思います。
僕はヤング・リーダーズ・プログラムというプログラムの一環で、３年生
の夏に教授と一緒にモンゴルに１週間行きました。モンゴル唯一の医
学部の学生たちと英語で結核についての討論会をしました。
上川：名古屋大学が協定を結んでいる海外の大学は多く、６年次の臨
床実習を海外で行う人も２割程度います。様 な々機会が用意されてい
て、学生の自主性によってどんどん力をつけていけるようになっているの
かなと思います。

自由な校風のなか、自分で力をつける
名古屋大学　医学部　医学科　５年　岡﨑 将 ／同　５年　上川 裕輝

名古屋大学
〒466-8550　愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65番地
052-741-2111
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京都大学医学部の強みは、人文学・社会科学等、
他分野の視点も含めて幅広い視野で医学を学べる
ことだと思います。１・２回生の間は人文科学や語
学などの一般教養を身に付けながら、医学も少し
ずつ学んでいくカリキュラムになっています。京都
大学医学部の研究室には文系を含めた様々な背景
を持つ先生が所属されているのも特徴です。例え
ば、映画やテレビ番組を医学教育に使い対話的に
学ぶ「シネメデュケーション」という手法を使った
授業や、疫学・EBM・グローバルヘルス・臨床試
験等、社会医学について学ぶ授業もあります。
もちろん医学の学習プログラムも充実しており、低
学年の時に関連病院で実際の医療に触れられる
早期体験実習や、いくつかの研究室を回るラボ・
ローテーションという制度があります。臨床実習前
の４回生では、マイコースプログラムという制度が
あり、京都大学内外の研究室や研究機関に所属し、
自分の関心のあることに専念できる期間がありま
す。僕はその期間にWHOに行きました。その際に
も、一般教養でお世話になった、途上国支援や国
際開発の研究をされている経済学部の先生にアド
バイスを頂きました。
京都大学には、医学部分野に限らない様々な学び
のリソースがあり、それらを出し惜しみせずに学生
に提供してくれます。それらを使って研究に打ち込
んでいる人もいれば、社会的な活動に積極的に取
り組む人、留学する人もいます。自分で目標をもっ
て、それに向かって主体的に行動することが、京都
大学のリソースを活用するための必要条件だと思
います。

京都大学医学部は、1899（明治 32）年京都帝国大学医科大学として創立
された、100 年以上の歴史と伝統を持つ医学部です。自由の学風を謳う京都
大学の中でも特に、本医学部には全国各地から高い志を胸に秘めた気鋭の若
者が集い、世界に誇る医学者を輩出するとともに、多くの独創的な研究成果を
発信し続けてきました。この京都大学医学部の精神をわかりやすく表現したもの
に、“Curiosity, Challenge and Continuation（３C）” という言葉があります。
近年、医師には膨大な医学知識や技能が求められるようになりました。た
だ、医学生はそれを修得するだけでは十分ではありません。なぜなら医学領域
には今もなお、広大な“Unknown（未知）”が横たわっているからです。この

“Unknown”に立ちすくむことなく、むしろ魅入られ（Curiosity）、その解明を目
指して果敢に挑戦し（Challenge）、その志を持続していくこと（Continuation）
を、本医学部の学生には期待しています。
京都大学医学部では、医師になるために必要な基礎医学・臨床医学・社会
医学の講義と実習に加えて、研究者を育成するための独自の教育も行っていま
す。1 回生の頃から研究室に所属するMD 研究者育成プログラム、4 回生の
頃に数か月にわたって様 な々自主研鑽（学内外の研究室での研究や医療機関
での実習、海外への短期留学など）を行うことのできるマイコースプログラムなど
はその一例です。ただ何より誇るべきは、京都大学を基盤に世界の第一線で
活躍する研究者との接点が得られることにあり、これは医学部に所属する研究
者に限りません。このような機会を活かして、世界をリードする医学研究者になっ
ていってほしいと心から願っています。

豊富なリソースを主体的に活用
京都大学　医学部　６年　池尻 達紀

京都大学医学部医学科の教育
京都大学大学院　医学研究科　
医学教育・国際化推進センター　錦織 宏

京都大学
〒606-8501 京都府京都市左京区吉田近衛町
075-753-4300

京都大学医学部は、1899 年の創立以来、京都大学の「自主自学」の精神、「自由の学
風」を継承し、解剖学・病理学・生化学・分子生物学・生理学・神経生物学・免疫学・
薬理学・細胞生物学・構造生物学など、多くの基礎医学分野で世界を牽引する傑出した業
績を輩出してきました。
その中で、私たちは、生命の根源たる生殖細胞の発生機構を解明し、その過程を培養ディッ
シュ上で再現することで、医学・生命科学さらには生命哲学に貢献することを目指した研究を行
っています。生殖細胞は、精子および卵子に分化し、それらが融合することで新しい個体をつ
くり、新しい世代に遺伝情報を伝える細胞です。哺乳類の生殖細胞研究は、20 世紀半ばの
齧歯類を用いた初期胚培養系・試験管内授精法の確立により発展し、その技術がヒトに応用
され、1978 年イギリスで初の試験管ベビーが誕生しました。現在、先進国では、約 40 人に
1 人が生殖補助医療により誕生しています。さらに、生殖細胞研究は、ES 細胞の樹立・体
細胞クローンの作出・ゲノムインプリントの発見等をもたらし、転写因子により体細胞をリプログ
ラムするiPS 細胞の樹立につながりました。生殖細胞研究は、医学、医療、さらには生命哲
学に大きな影響を与えています。 
私たちは、マウス生殖細胞の発生機構を解明し、培養ディッシュ上で、マウスES 細胞や iPS
細胞から始原生殖細胞を誘導し、それらから精子、卵子、さらには健常な産仔を作出すること
に成功しました。この技術は、生命の永続性を保証する転写・エピゲノム制御機構、ゲノム
多様性生成機構の解明につながっています。私たちは、これらの成果をヒトに応用するため、
カニクイザルを用いた研究、ヒトiPS 細胞からヒト生殖細胞を誘導する研究を推進しています。
これらの研究を通して、多様性を生成しつつ遺伝情報を継承し、エピゲノム制御により全能性
を獲得する分子機構とその進化を解明し、医療につながる様 な々応用研究を展開したいと考え
ています。

京都大学医学部の基礎医学研究
京都大学大学院　医学研究科　
機能微細形態学　教授　斎藤 通紀

高知大学医学部には、先端医療学コースというユニークな科目があ
ります。２年生で、選択必修科目としてこのコースを選んだ学生は、
本学医学部の研究活動拠点、先端医療学推進センターの研究班に
４年生まで所属し、最先端の医学研究に携わります。毎週４コマを
使って研究の方法を学び、研究遂行と学会発表、論文作成までを目
標とします。
私が担当するメディカルデータマイニング研究班は、附属病院が開
院以来36年間蓄積してきた病院情報システムの33万人のデータを
匿名化したデータベースを使い、通常は知りえない知識や法則を膨
大なデータから獲得することを目指しています。当班の学生は、最初
の半年でデータ解析に必要な知識と技術を身につけ、その後は自分
が選んだテーマを研究し、今まで全員が全国学会での発表を行って
います。日本腎臓学会学術総会優秀演題賞や日本医療情報学会研
究奨励賞を受賞した学生もいます。また、筆頭著者として英文誌に
論文が掲載された学生もいます。全国学会では、私の班だけではな
く、様々な班の学生が14名受賞しています。普通、学部の学生が
学会で発表することすらほとんどありませんが、医学部の学生は機
会さえ与えられれば、学部のうちから研究者として十分に能力を示せ
ることを証明したといえます。そもそも、医学部には最も優秀な学生
が集まっているはずですが、入学後は、国家試験合格という目標の
ためにほとんどのエネルギーを費やしているように思われます。これ
は我が国にとって、優秀な頭脳の壮大な浪費とも言えるのではない
でしょうか。本学の先端医療学コースは、そうした流れに一石を投
ずる存在ではないかと思います。先端医療学コースで学び、研究の
進め方とその面白さを身につけた学生が、将来の我が国の医学研究
を担い、経験を臨床の場で活かしてくれれば、教員にとって何よりも
うれしいことです。

高知大学医学部は前身の高知医科大学当時より、県内唯一の医学部として、
地域に根差した教育・研究・臨床活動を行ってきました。卒業生も県下で数多
く活躍しており、本学に対する県民の期待も大きいものと自負しています。そう
した期待に応えるべくカリキュラムポリシーにも「医師の社会的使命を理解し地
域医療に貢献する意欲を醸成する」と掲げ、初年次の地域医療機関での早期
医療体験実習から、地域医療関連授業や、診療参加型臨床実習など、６年間
を通して地域医療への関心を育むような卒前教育を行っています。
本学の特徴的なカリキュラムの一つとして「家庭医道場」があります。これは、
年2回、県内の中山間地にある自治体において開催する１泊２日の課外実習で
す。参加者は医学科および看護学科の学生30 ～ 40人程度ですが、希望者
が多いため断らざるを得ないこともあります。「地域に赴き、地域の人 と々接し、
地域を知る」を目的としており、毎回、数名の学生実行委員がテーマ、企画を
準備します。講演（首長、医療者、患者や家族）・グループワーク・フィールドワー
クなど趣向を凝らした内容が準備され、救急、介護、看取り、子育て、保健予
防活動、防災・減災など多岐にわたり能動的に学習し、地域包括ケアシステム
について理解を深めています。開催にあたり自治体・地域の医療従事者・住民
の皆さんに全面的にご協力いただいています。これまで21回開催され、卒業
生が指導者となったり、多数の受験生が「家庭医道場」を志望動機に挙げたり、
本学の特色あるカリキュラムとしてすっかり定着しています。実際の様子はWeb
上に動画*が公開されていますので、ぜひご覧ください。
さて「地域医療」というと「へき地医療」のことを指して言われることもあります。
しかし、ここには二つの誤解があります。一つ目は「へき地医療」は「地域医療」
の一つのパーツですが、すべてではないということ。生活の場である地域にあ
わせた医療を提供するのが「地域医療」の本質であり、課題は違えども都会に
も、へき地にも「地域医療」が必要なのです。二つ目は「地域医療」は医療の
一部ではなく、地域の一部であるということです。地域を深く理解することで「地
域医療」のあり方を考えることができるのです。これからも高知大学は地域と
の強いつながりを活かして、地域に貢献する医療人の育成に取り組んで参ります。

* 動 画 …「 医 学 部｜高 知 大 学〈 2012 年 〉」（https://www.youtube.com/
watch?v=BT7toWhc4MM）

先端医療学コースと
未来の研究者たち
高知大学　医学部　附属医学情報センター　
教授　奥原 義保

地域とつながった医学教育の展開
高知大学　医学部　家庭医療学講座　
教授　阿波谷 敏英

高知大学では２年生に進級するときに、選択必修としてPBLコースと先
端医療学コースのどちらかに参加することになります。私は先端医療学
コースを選んで、２年生から４年生までの３年間、大学の先端医療学推
進センター内の研究班に所属し、研究を行いました。麻酔科の研究班
に所属して、術後の疼痛管理に関するデータを集め、学会発表も経験さ
せていただきました。指導していただいた先生方の、研究熱心な姿が印
象に残っています。
私は医学部のダイビング部に所属しています。東京出身で、これまでダイ
ビングは未経験だったのですが、「ダイビング部でライセンスを取りませ
んか？」という勧誘が新鮮で、入部を決めました（笑）。深さ20メートル
ぐらいまで潜るのは、少し怖さもありますが、タンクを背負って呼吸して

いるだけでワクワクするんです。県の南西部の大月町に全国的に有名な
ダイビングスポットがあるので、休日に都合の合う部員たちと潜りに行っ
ています。
毎年12月には学生主体で運営される体育祭があります。体育祭は看護
学科と合同で行い、親交を深めるいい機会になっています。体育祭では、
一般的な競技のほかにも、後輩たちが６年生の国家試験の合格を祈願
して組体操を披露したりするんですよ。
勉強以外の楽しみもたくさんありますが、高知大学の学生は勉強熱心で、
やるべきときにはみんなのめりこんで勉強します。試験勉強は友人同士
の小さいグループや個人個人で行っていますが、学年全体の熱心な雰囲
気にはいつも励まされています。

「やるときはやる」雰囲気に支えられる
高知大学　医学部　医学科　５年　浦川 愛

高知大学
〒783-8505 高知県南国市岡豊町小蓮
088-866-5811    

↑レイアウト変更あり
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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。

日本医師会の若手医師支援

※先生方の所属は 2017 年 10 月現在のものです。

今回は、私たちJMA-JDN研究チームの活動を紹介します。
JMA-JDNの理念は、「国際的な繋がりの中で若手医師による
プラットフォームを形成し、公衆衛生や保健医療政策分野の
幅広い活動を展開すること」です。JMA-JDNでは、そうした
分野に興味・関心のある若手医師が、医師の研修や労働環
境等の問題について議論し、セミナー開催等を通じて、科を
超え、地域を超え活動しています。
去る６月11日には、ACP（米国内科学会）日本支部年次総会
2017で、京都大学大学院医学研究科肝胆膵移植外科・臓
器移植医療部の海道利実先生を講師としてお招きし、「英語
論文作成とプレゼンテーションのコツ」というワークショップ
を開催しました。テーマを決めて、数年単位で深く掘り下げる
ことで、その領域に精通することができ、学会発表や原稿執
筆といった機会を通じて、人の輪、研究の輪、ひいては活躍
の輪を広げることができます。また、学会で発表した内容は論
文化することが大切であり、抄録登録時に論文にしておくとよ
い等のTipsをお話しいただきました。
先生のご著書「もし大学病院の外科医がビジネス書を読ん
だら―仕事や人生が楽しくなる“深いい話” ―」（中外医学
社, 2013）には、演題募集時に登録することだけを目的とし
た “とりあえず抄録”を書かない誠実さが大切だと説かれてお
り、「誠実な人生は、臨床でも研究でも誠実なのである」とあ
ります。海道先生の「仕事で達成感を感じて、楽しい人生を歩み、
組織に貢献する」ための一貫した人生哲学と、にじみ出る誠
実なお人柄、真摯でひたむきな姿勢に大きな学びと勇気をいた
だいた気がしております。当日は40名のご参加をいただき、ま
た終了後もたくさんの方々からご質問があり、改めてこのよう
なワークショップのニーズの大きさを感じました。
これからも、皆が学び合い、社会に貢献できるよう頑張ってい
きたいと思います。

JMA-JDN の活動紹介

JMA-JDN とは

加藤 大祐
JMA-JDN　役員（研究担当）

筑波大学附属病院で臨床研修、名古屋大学医学部附属病院総合診
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、JMA-JDN総会の報告および、

セミナーの活動報告を寄せてもらいました。

医学生であれば学生生活やカリキュラムに対して、また医師で
あれば日常診療やプライベートに対して、疑問や不満を持ち、
時にはどうにかそれらを改善したいと思ったことはありません
か？しかし誰に対してどこに向けて訴えればいいのかわからな
い、訴えたいけれども問題が大きすぎて自身のみでは問題を
解決しきれない、という場合にどう解決につなげていけばよい
のでしょうか。そのためのツールの一つとして、「アドボカシー」
というものがあります。アドボカシーとは、ad（toward ／to）と、
vocation（calling ／ to call）を合わせた、「求めの声」に応じ
て援助・支援することを意味する言葉で、政策提言や権利擁
護の意味としても用いられます。
第２回JMA-JDN総会では、東京大学大学院医学系研究科
国際地域保健学教室の神馬征峰先生をお招きし、アドボカ
シースキルワークショップを開催いたしました。最初に神馬先
生より、アドボカシーの定義・戦略の立案方法・成功に必要
な要素等の講義をしていただき、続いてその内容を踏まえてア
ドボカシーのフレームワークを基に、戦略立案のグループワー
クを行いました。今回のワークショップには医学生・若手医師・
公衆衛生大学院生にご参加いただき、医学教育の改善のため
にどうすればいいのかを話し合うグループや、多忙を極める医
師の働き方をどうすればいいのかを話し合うグループなど、班
ごとにバラエティに富んだテーマが挙げられました。その中に
は実行可能性の高い戦略の立案にまで至った班もありました。
JMA-JDNは若手医師のプラットフォームとして、このようなノ
ウハウを生かしながら、
日頃抱える問題を共有
し、問題提起やそれを
解決するための一助を
担い、各地域や国内の
医療の質向上につない
でいくことを今後も目指
していきます。

アドボカシースキル 
ワークショップ

河野 圭
JMA-JDN　役員（地域担当）

神戸大学卒業。群星（むりぶし）沖縄参加病院の中頭病院で臨床研
修修了。現在、長崎大学病院感染制御教育センター助教、日本赤
十字社長崎原爆病院非常勤救急顧問。総合内科専門医。

第 2 回 JMA-JDN 総会
～未来の医療を見据えて～

柴田 淳平
JMA-JDN　役員（事務局担当）　
第 2 回 JMA-JDN 総会 企画担当　　

名古屋大学卒業。現在、豊橋市民病院にて臨床研修中。

2017年７月22 ～ 23日の２日間にわたり第２回JMA-JDN総
会を開催しましたので、ご報告させていただきます。
JMA-JDN総会とは、JMA-JDNの役員・スタッフが一堂に会
し、運営決定や活動内容の報告・相談、トレーニングを行う、
１年に１回の企画です。
今年は「未来の医療を見据えて」をテーマに、次世代を担う医
学生と若手医師を交えた会となりました。
１日目にはJMA-JDNの活動報告、アドボカシースキルワー
クショップ、医学生・若手医師交流会の３本立ての内容でし
た。アドボカシースキルワークショップでは東京大学大学院
医学系研究科・国際地域保健学教室の神馬征峰先生をお
迎えし、課題設定から戦略作りと実践的なワークを行いました。

「若手医師のバーンアウト」「ワークライフバランス・働き
方」「医学生の英語教育」など非常に重要な課題が共有
され、今後これらの内容はプロジェクトとして検討を行って
いく予定です。医学生・若手医師の交流会では「国際キャ
リア」「研究」「結婚」等についてワールドカフェ形式で意
見交換を行い、悩みや経験の共有、お互いのアドバイス等
を通して相互の交流を行いました。２日目は午前中に運営会議、
午後からはJMA-JDN役員である、京都大学大学院医学研究
科脳病態生理学講座精神医学教室の小林啓先生より「医療
者の為のスライドデザイン講座」と題してワークショップを行
いました。情報量が多い医療知識は文字が多くなりがちです
が、印象に残るスライドデザインに関して実際に作成を行いな
がらフィードバックをいただくことができました。
今回は、新体制となってから２回目となるJMA-JDN総会で、
より多くの企画が盛り込まれた会となりました。今回の２日間
にわたる企画を通して、全ての参加者が明日に活かせる学びを
得てくださっていれば、本企画のテーマに掲げた「未来の医療」
をより良くするという目標に近づけたのではないかと思います。
今回の企画に関しては日本医師会の先生方、顧問の先生方に
多大なるご尽力をいただきました。心より感謝申し上げます。
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Report

医学生の交流ひろば
医学生同士の交流のための情報を掲載していきます。

2017年6月17日に福島県飯舘村で、村民と医
療系多職種の学生が「ごちゃまぜ」になって語り
合うワークショップが実施されました。福島第一
原発の事故による避難指示が解除され、2017

年3月より飯館村への帰村が始まっています。ワー
クショップでは、医療・福祉の体制が大きく変様
した村で再び暮らしていくために必要なものや不
安なことなどを、学生が聞き取りました。

飯舘村で多職種連携を学ぶ
いいたて「ごちゃまぜ IPE（多職種連携教育）」ワークショップ

Report

Report

よくあるご 質 問
【ドクタラーゼ】

【日医Lib】 Q&A

開催日時：2017年７月17日（月・祝）
　　　　  13：00 ～ 18：30
場所：岡山県医師会館401会議室

2017年８月17 ～ 19日にかけて、日本・韓国・
台湾３か国の医学生・医師の交流を目的とした
スタディツアーが日本で開催され、３か国から計
74名が集まりました。
初日は「将来どんな医師になりたいか」について
グループでディスカッションを行い、話し合った
成果を互いに発表しました。
２日目の午前中は、現場の医師たちをお招きし、

『依存症治療の最前線』や『パフォーマンスの科
学』についての講演をしていただきました。午後
はスポーツや観光で交流を深めました。
３日目にはドクターたちに対して、各グループが
医学生としての悩みや今の医療の問題について
様々な意見を率直に交わすディスカッションの時
間を持ちました。

【８月17日】
 14：00 〜 開会式・オリエンテーション
  グループディスカッション
   どんな医師になりたいか、グル
                       ープで話し合い、発表しました。
 18：00 〜 観光
   浅草巡り、食事、スカイツリー、 
       銭湯など

【８月18日】
  9：00 〜 講演会
   垣渕 洋一先生 （成増厚生病 
       院　東京アルコール医療総合
                      センター　センター長）他　
 13：30 〜 交流プログラム
   男子はフットサル、女子は浅草
   やお台場を観光しました。

【８月19日】
  9：00 〜 意見交換会   
                       医学生と医師のフリートーク形
                       式の交流会。輪になって『３日
                       間で得たもの』について互い 
                       に意見・感想を述べました。 
 13：00 〜 Farewell Party
   食事を囲んで振り返り映像を
                       見ました。ドクターから医学生
                       へのメッセージや、参加賞の授
                       与も行われました。

いて確認しました。山口大学総合診療部の齊藤
裕之先生は特別講義として、診断能力を鍛える
方法を、５つのステップに分けわかりやすく解説
されました。大阪医療センターの松本謙太郎先
生のケースカンファでは、ショックを起こしうる
疾患について、実際の症例を用いながら知識の
確認や要点の整理を行いました。クイズ大会で
は、画像診断の力を試す問題や、ヒアリについ
て問う問題など、計10題が出題されました。齊
藤裕之先生が日本語版の編集を手掛けた『マイ
ナーエマージェンシー』などの豪華景品が用意さ
れ、参加者全員が真剣に取り組みました。

７月17日、岡山県医師会館にて「中四国若手医
師フェデレーション」と「大阪どまんなか」合同
の総合診療勉強会「夏サミット in 岡山」が開
催されました。中四国・関西地方を中心に約70
名の医師・医学生が集まり、地理的には隣接し
つつも人材の行き来に乏しかった２地方にとって、
地域を越えた交流の場となりました。
最初のケースプレゼンでは、岡山大学病院臨床
研修医の原田先生が、悪性リンパ腫による浮腫
の症例を紹介しました。参加者は、周りの人と
相談しながら浮腫の原因疾患を予測したり、浮
腫を引き起こす様々な疾患やその判別方法につ

13：00 〜 13：10
 開会挨拶＆団体紹介
13：10 〜 13：55
 中四国ケースプレゼン
 「もしかして美脚を見逃してない？」
 原田 洸先生
 （岡山大学病院　臨床研修2年目）
13：55 〜 14：40
 特別講演   齊藤 裕之先生
 （山口大学医学部附属病院)
15：00 〜 17：15
 大阪どまんなかケースカンファ
 with 松本 謙太郎先生
 （国立病院機構大阪医療センター）
17：15 〜 18：00
　            都道府県対抗！臨床？クイズ選手権
18：00 〜 18：30
　            閉会挨拶・写真撮影・解散
19：00 〜
 懇親会 

中四国の若手医師交流団体「中四国若手医師フェデレーション」と、大阪を中心とした全国規模の総合診療勉
強会「大阪どまんなか」が、初のコラボレーションを実現。中四国・関西の医師・医学生が広く交流する場として「夏
サミット」を開催しました。

総合診療勉強会「夏サミット in 岡山」を
開催しました！

「夏サミット in 岡山」って？

明日の医療を考える〜医学生国際交流プログラム
若手開業医の会（Young General Practitioner Association, YGPA）

岡山大学「地域を支え地域を科学する総合診療医の育成プロジェク
ト（平成25年度文部科学省　未来医療研究人材養成拠点形成事
業）」の支援を受けて2016年に設立された。中四国地方の若手医師
が、科や病院を越えて交流し、研鑽を積む場となることを目指している。

大阪大学「地域に生き世界に伸びる総合診療医養成事業（平成25
年度文部科学省　未来医療研究人材養成拠点形成事業）」の一環と
して発足した総合診療勉強会。全国の医師・医学生が集まり、第一線
で活躍する先輩医師らの多様なレクチャーを通じて学びを深めている。

日本の医学生代表を務め
ました、東京医科歯科大
学３年の香河です。考え方
も文化も違う３か国の医学
生たちで未来の医療や理
想の医療人としてのあり方
を話し合いました。次回は
韓国で開催予定です。今
後も仲間たちと共に成長し
ていければと思います。

香河 成澄
東京医科
歯科大学　
３年

【中国四国若手医師フェデレーション】 【大阪どまんなか】

「医学生の交流ひろば」では、医学生による様々
な活動の紹介を行っています。掲載をご希望
の方は、ドクタラーゼWEBのフォームもしく
は下記のメールアドレスまでご応募ください。
WEB: http://doctor-ase.med.or.jp/event.html
Mail: edit@doctor-ase.med.or.jp

ドクタラーゼでは、「同世代のリアリティ」「医師への軌跡」
「FACE to FACE」などの医学生が登場する企画に参加して
いただける医学生を募集しています。
興味のある方は、お名前・大学名・学年・参加希望の企画
を添えて、下記のメールアドレスまでご連絡ください。
Mail: edit@doctor-ase.med.or.jp

「医学生の交流ひろば」に
イベント情報・団体紹介を載せたい！

ドクタラーゼの企画に参加してみたい！Q

A

Q
A ドクタラーゼのバックナンバーは、すべてドクタラーゼ WEB上で公

開されています。また、日本医師会の電子書籍サービス「日医Lib」
でもバックナンバーをご覧いただけますので、ぜひご覧ください。

【ドクタラーゼ】
WEB: http://www.med.or.jp/doctor-ase/backnumber.html

【日医Lib】
WEB: http://jmalib.med.or.jp/

ドクタラーゼのバックナンバーを読みたい！Q
A

45 44

※この頁の情報は、各団体の掲載依頼に基づいて作成されておりますので、お問い合わせは各団体までお願いいたします。



中
居
（
以
下
、
中
）：
井
上
さ
ん
は
、

今
年
４
月
に
大
阪
医
科
大
学
で
開
か

れ
た
医
学
生
生
理
学
ク
イ
ズ
日
本
大

会
２
０
１
７（
Ｐ
Ｑ
Ｊ
２
０
１
７
）*

１

の
共
同
代
表
を
務
め
ら
れ
ま
し
た
ね
。

私
も
お
声
が
け
い
た
だ
い
て
ス
タ
ッ

フ
と
し
て
参
加
し
、
と
て
も
勉
強
に

な
り
ま
し
た
。
こ
の
大
会
は
、
昨
年

岡
山
大
学
で
開
催
さ
れ
た
第
１
回
Ｐ

Ｑ
Ｊ
に
続
く
第
２
回
で
す
が
、
井
上

さ
ん
が
Ｐ
Ｑ
Ｊ
の
主
催
を
引
き
継
い

だ
き
っ
か
け
は
何
で
し
た
か
？

井
上
（
以
下
、
井
）：
Ｐ
Ｑ
Ｊ
は
、
マ

レ
ー
シ
ア
で
２
０
０
３
年
か
ら
毎
年

開
催
さ
れ
て
い
る
「
国
際
生
理
学
ク

イ
ズ
大
会
（
Ｉ
Ｍ
Ｓ
Ｐ
Ｑ
）」
を
モ
デ

ル
に
し
た
も
の
で
す
。
現
在
は
世
界

各
地
で
Ｉ
Ｍ
Ｓ
Ｐ
Ｑ
の
よ
う
な
ク
イ

ズ
大
会
が
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
て
、
僕
も
昨
年
３
月
、
タ
イ
で

行
わ
れ
た
Ｓ
Ｉ
Ｍ
Ｐ
Ｉ
Ｃ*

２

と
い
う

国
際
ク
イ
ズ
大
会
に
参
加
し
ま
し
た
。

ア
ジ
ア
全
域
の
優
秀
で
意
識
の
高
い

学
生
た
ち
と
親
交
を
深
め
る
こ
と
が

で
き
、「
日
本
で
も
意
欲
の
高
い
医

学
生
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
作
っ
て
広

げ
て
い
き
た
い
」
と
強
く
思
い
ま
し

た
。
そ
し
て
そ
の
翌
月
、
英
語
で
ク

イ
ズ
を
行
う
Ｐ
Ｑ
Ｊ
第
１
回
大
会

が
岡
山
大
学
で
開
催
さ
れ
た
ん
で
す
。

僕
は
そ
の
時
、
い
ち
参
加
者
と
し
て

主
催
者
の
方
々
と
お
話
し
し
、
ぜ
ひ

も
っ
と
大
き
な
大
会
に
育
て
て
い
き

た
い
な
と
思
っ
て
、
自
校
で
第
2
回

大
会
の
主
催
者
を
任
せ
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

中
：
大
会
を
作
っ
て
い
く
う
え
で
掲

げ
て
い
た
目
標
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

井
：
参
加
者
全
員
に
「
濃
密
な
体
験
」

と
「
フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プ
」
を
提
供
す

る
こ
と
で
す
。
ク
イ
ズ
大
会
に
は
勝

ち
負
け
が
あ
り
、
優
勝
チ
ー
ム
以
外

は
全
員
敗
者
と
し
て
帰
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
で
も
せ
っ
か
く
参
加
し
た

の
だ
か
ら
、
悔
し
い
思
い
だ
け
で
な

く
、
何
か
し
ら
い
い
思
い
出
を
持
ち

帰
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
意
識
し
ま
し

た
。
ま
ず
「
濃
密
な
体
験
」
に
つ
い

て
で
す
が
、
医
学
部
の
勉
強
は
、
机

の
上
で
ひ
た
す
ら
問
題
を
解
く
よ
う

な
孤
独
な
も
の
が
多
い
と
思
い
ま
す
。

で
も
そ
の
な
か
で
、
例
え
ば
先
生
に

質
問
し
に
行
っ
た
り
、
人
と
議
論
し

た
り
と
印
象
的
な
体
験
を
経
れ
ば
、

頭
に
残
り
や
す
い
。
ク
イ
ズ
は
、
そ

ん
な
「
濃
密
な
体
験
」
の
最
も
良
い

形
の
一
つ
だ
と
思
う
ん
で
す
。
難
し

い
問
題
に
ア
ク
シ
ョ
ン
を
起
こ
し
て

答
え
る
、
解
説
と
い
う
形
で
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク
す
る
。
こ
う
し
て
多
方
面

か
ら
知
能
を
刺
激
さ
れ
れ
ば
、
そ
の

体
験
は
一
生
覚
え
て
い
る
と
思
う
ん

で
す
。
そ
こ
で
、
あ
え
て
選
択
式
で

は
な
く
、
絵
を
描
い
て
答
え
る
問
題

を
出
し
た
り
も
し
ま
し
た
。

中：も
う
一
つ
の「
フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プ
」

に
つ
い
て
は
ど
う
で
し
た
か
？

井
：
ク
イ
ズ
終
了
後
に
参
加
者
同
士

で
話
し
合
っ
た
り
、メ
ッ
セ
ー
ジ
ボ
ー

ド
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
書
き
合
っ
た
り
、

連
絡
先
を
交
換
し
た
り
と
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
生
ま
れ
て
い
た
の
で
、

目
的
は
達
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
Ｐ
Ｑ
Ｊ
を
通
じ
て
築

い
た
人
間
関
係
を
、
将
来
に
活
か
し

て
ほ
し
い
で
す
。

中
：
色
々
な
人
に
会
っ
て
刺
激
を
受

け
る
こ
と
で
、
新
た
な
目
標
を
持
つ

機
会
に
も
な
り
そ
う
で
す
ね
。
今
回

の
経
験
を
踏
ま
え
て
、
井
上
さ
ん
は

今
後
、
Ｐ
Ｑ
Ｊ
を
ど
の
よ
う
に
展
開

し
て
い
こ
う
と
考
え
て
い
ま
す
か
？

井
：
今
回
は
ク
イ
ズ
だ
け
で
な
く
、

挨
拶
や
ア
ナ
ウ
ン
ス
ま
で
全
て
英
語

で
運
営
で
き
た
の
で
、
今
後
は
国
際

イ
ベ
ン
ト
も
開
け
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
今
後
の
課
題
は
、
こ
う
し
た
場

に
な
か
な
か
出
て
こ
な
い
学
生
に
ど

う
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
か
と
い
う
こ
と

で
す
。
今
回
参
加
し
て
く
れ
た
学
生

が
、
学
ん
だ
こ
と
を
各
大
学
に
持
ち

帰
っ
て
、
大
学
内
に
新
た
な
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
を
つ
く
っ
て
い
っ
て
ほ
し
い

で
す
し
、
大
学
側
も
ぜ
ひ
、
そ
う
し

た
学
生
の
活
動
を
積
極
的
に
支
援
し

て
い
っ
て
ほ
し
い
で
す
。僕
も
、
今
回

の
Ｐ
Ｑ
Ｊ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
や
ノ
ウ
ハ

ウ
を
公
開
し
た
り
し
て
、
他
大
学
で

の
Ｐ
Ｑ
Ｊ
開
催
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ

く
り
に
協
力
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

*１　医学生生理学クイズ日本大会2017…2017年4月16日（日）、大阪医科大学にて開催。WEB：http://bit.ly/pqj2017
*２　SIMPIC…微生物学・免疫学・寄生虫学 国際コンペティション（Siriraj International Medical Microbiology, Parasitology and Immunology Competition）

interviewee

 井上 鐘哲 
interviewer

中居 薫花

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.16

中居 薫花（大阪医科大学２年）

profile

医療を通じて人類の未来を明るくすることに人生の意義を
見出し、大阪大、米国カーネギーメロン大でロボット工学を
学んだ後に医学の道に進む。大阪医大では国際交流部や
茶道部に所属し、80 名以上の交換留学生と親交を結ぶ。
PQJ2017 共同代表、スタンフォード大睡眠科学研究所イ
ンターン等を経験し、現在大阪医科大学医学競技大会準
備委員会代表。茶道裏千家中級、統計検定２級。TOEIC 
990 点取得。facebook.com/kaneaki21

井上 鐘哲（大阪医科大学４年）

profile

医学生理学クイズ大会 2018（PQJ２０１８）は、鳥取大
学にて2018 年５月19 日（土）・20 日（日）に開催予定。
WEB：https://physiology-quiz-festival.jimdo.com/

PQJ2018 開催予告
PQJ2017 にスタッフの一人として関わらせていただき、私自身
が想像を超えるほどの刺激を受けました。PQJ の理想は全国か
ら集まった医学生の交流ですが、今大会はまさにそれを体現し
た場になったと思います。今後も井の中の蛙になることなく、こ
のような大会で参加者と積極的に交流することで絶えず「化学
反応」を起こして自分を磨いていきたいと思います。
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