


神
経
内
科
と
医
学
教
育

稲
葉
（
以
下
、
稲
）：
山
脇
先
生
は
、

神
経
内
科
医
と
し
て
経
験
を
積
ま
れ

た
後
に
、
京
都
府
立
医
科
大
学
で
総

合
医
療
・
医
学
教
育
学
の
教
授
に
な

ら
れ
た
と
伺
い
ま
し
た
。
神
経
内
科

と
医
学
教
育
は
僕
か
ら
す
る
と
少
し

離
れ
た
分
野
の
よ
う
に
思
え
る
の
で

す
が
、
ど
う
し
て
医
学
教
育
に
取
り

組
む
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
教
え
て

く
だ
さ
い
。

山
脇
（
以
下
、
山
）：
私
の
中
で
は
、

神
経
内
科
を
ベ
ー
ス
に
医
学
教
育
も

総
合
診
療
も
つ
な
が
っ
て
い
る
ん
で

す
よ
。

　

神
経
内
科
医
と
し
て
勤
務
す
る
な

か
で
学
ん
だ
の
は
、「
神
経
だ
け
を

診
れ
ば
い
い
」
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。
神
経
内
科
は

高
齢
の
患
者
さ
ん
も
多
く
、
褥
瘡
や

肺
炎
の
予
防
な
ど
、
全
身
を
診
る
こ

と
が
大
事
で
す
。
ま
た
、
私
は
神
経

内
科
の
中
で
も
嚥
下
障
害
を
主
に
診

て
い
ま
し
た
。
そ
の
な
か
で
、
飲
み

込
む
こ
と
や
食
べ
る
こ
と
は
、
た
だ

栄
養
の
摂
取
と
い
う
以
上
の
意
味
が

あ
る
の
だ
と
感
じ
ま
し
た
。
好
き
な

も
の
を
食
べ
た
り
、
家
族
と
一
緒
に

食
卓
を
囲
む
時
間
は
、
そ
の
人
に
と

っ
て
の
生
き
が
い
に
な
る
。
そ
こ
で
、

患
者
さ
ん
の
「
生
活
を
み
る
」「
生

活
を
支
え
る
」
と
い
う
視
点
や
、
医

師
だ
け
で
は
な
く
看
護
師
・
薬
剤
師
・

リ
ハ
ビ
リ
の
ス
タ
ッ
フ
・
介
護
士
な

ど
の
多
職
種
の
協
働
が
必
要
で
あ
る

こ
と
を
実
感
し
ま
し
た
。

　

多
職
種
連
携
は
、
各
職
種
の
養
成

課
程
で
の
教
育
が
重
要
と
言
わ
れ
て

い
て
、
そ
こ
か
ら
医
学
教
育
に
も
興

味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
。

天
野
（
以
下
、
天
）：
先
生
は
、
実

習
の
期
間
を
伸
ば
す
な
ど
、
京
都
府

立
医
大
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
大
き
く

改
革
さ
れ
ま
し
た
よ
ね
。

山
：
は
い
。
で
も
、
本
当
に
大
事
な

の
は
実
習
期
間
の
長
さ
で
は
な
く
、

実
習
の
質
で
す
よ
ね
。
こ
れ
か
ら
の

医
療
に
は
、
大
病
院
か
ら
診
療
所
・

在
宅
、
ひ
い
て
は
地
域
全
体
ま
で
を

見
通
し
、
俯
瞰
す
る
視
点
が
必
要
だ

と
考
え
て
い
ま
す
。
私
自
身
も
、
リ

ハ
ビ
リ
を
専
門
と
す
る
病
院
で
の
勤

務
を
経
験
し
て
視
野
が
広
が
り
ま
し

た
。
急
性
期
の
医
療
を
受
け
た
後
の

患
者
さ
ん
が
リ
ハ
ビ
リ
病
院
に
転
院

し
て
、
そ
の
後
在
宅
医
療
に
移
行
す

る
…
と
い
う
流
れ
を
見
ら
れ
た
こ
と

が
、
リ
ハ
ビ
リ
や
介
護
に
興
味
を
持

つ
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
で
す
。
学

外
で
の
実
習
は
、
大
学
の
中
で
は
学

べ
な
い
こ
と
を
学
ぶ
、
ま
た
と
な
い

機
会
で
す
か
ら
、
よ
り
充
実
し
た
も

の
に
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

将
来
に
向
け
て
で
き
る
こ
と

天
：
医
学
生
と
い
う
立
場
は
、
医
師

免
許
は
持
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
一
般

の
方
よ
り
は
医
学
の
知
識
が
あ
る
と

い
う
特
殊
な
立
場
な
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
い
ま
す
。
何
か
医
学
生
だ

か
ら
こ
そ
で
き
る
こ
と
や
、
や
る
べ

き
こ
と
が
あ
れ
ば
ぜ
ひ
取
り
組
ん
で

み
た
い
で
す
。

山
：
大
切
な
の
は
、
自
分
の
で
き
る

範
囲
で
、
医
療
に
貢
献
す
る
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
突
然
人
が

倒
れ
た
現
場
に
居
合
わ
せ
た
と
し
て
、

救
急
車
を
呼
ぶ
こ
と
は
今
の
知
識
で

も
で
き
る
こ
と
で
す
。
今
後
一
次
救

命
処
置（
Ｂ
Ｌ
Ｓ
）な
ど
の
勉
強
を
す

れ
ば
、
で
き
る
こ
と
は
広
が
る
は
ず

で
す
。
ど
ん
な
状
況
で
も
、
現
在
の

知
識
と
能
力
に
応
じ
て
で
き
る
こ
と

は
必
ず
あ
り
ま
す
。
知
識
や
実
力
を

つ
け
れ
ば
つ
け
る
ほ
ど
、
で
き
る
こ

と
の
幅
は
広
が
っ
て
い
き
ま
す
よ
ね
。

稲
：
僕
は
、
総
合
診
療
と
神
経
内
科

に
関
心
が
あ
り
ま
す
。
で
き
れ
ば
両

方
と
も
取
り
組
ん
で
い
け
た
ら
い
い

な
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
先
生
の
お

話
を
聞
け
て
よ
か
っ
た
で
す
。

山
：
ぜ
ひ
、
両
方
に
挑
戦
し
て
ほ
し

い
で
す
ね
。
専
門
を
突
き
詰
め
て
か

ら
総
合
診
療
に
向
か
っ
て
も
い
い
し
、

最
初
か
ら
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
な
力
を
つ
け

て
、
途
中
で
専
門
性
を
開
拓
す
る
こ

と
も
可
能
だ
と
思
い
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
自
分
が
思
っ
て
い
る

通
り
に
キ
ャ
リ
ア
が
築
け
な
い
こ
と

も
あ
る
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
大
学
で

医
学
教
育
に
携
わ
り
た
い
と
思
っ
て

い
て
も
、
そ
の
と
き
ポ
ス
ト
が
空
い

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

大
切
な
の
は
、
チ
ャ
ン
ス
が
訪
れ
た

と
き
に
挑
戦
で
き
る
よ
う
な
実
力
を

つ
け
て
待
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
学

生
の
皆
さ
ん
に
は
、
ま
ず
は
自
分
が

や
り
た
い
こ
と
を
見
つ
け
て
、
そ
こ

に
向
か
っ
て
し
っ
か
り
勉
強
し
て
も

ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

What I’m made from

山脇 正永

やりたいことを見つけ
チャンスをものにする
実力をつける

京都府立医科大学　総合医療・医学教育学教室　教授

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
。

天野 将明
京都府立医科大学　２年
医学生である今を、そして医師としてのこれからを
どう過ごしていくかについて熟考するきっかけにな
りました。これを機に様々な分野にアンテナを張
りながら、将来本気で取り組みたいことを確立し
ていこうと思います。

山脇 正永
京都府立医科大学　
総合医療・医学教育学教室　教授
1988年東京医科歯科大学医学部卒業。同大学
神経内科に入局。2003 年東京医科歯科大学
医学部准教授（臨床教育研修センター）に就任。
2011年より現職。日本神経学会神経内科専門医、
日本内科学会総合内科専門医。

稲葉 哲士
京都府立医科大学　５年
大学の教授とじっくりお話をさせていただく貴重な
機会になりました。先生と同じく総合診療や医学
教育、神経に興味がある者として、キャリアの先
輩としてのありがたいお言葉をたくさんかけていた
だき、これからに自信が持てました。
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Perioperative period is the time period of a patient's surgical procedure. 

It commonly includes four priods: hospitalization, anesthesia, surgery, 

and recovery. Perioperative may refer to the three phases of surgery: 

preoperative, peroperative, and postoperative. The goal of perioperative 

care is to support better conditions for patients before operation and 

after operation.Perioperative care is the care that is given before and 

after surgery. This period is used to prepare the patient both 

psychologically and physically for the surgical procedure and after 

surgery. For emergency operations this period may become short and 

the patient may be unmindful to this. Information obtained during before 

surgical operations assessment is used to create a care plan for 

patients.
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今
回
は
、「
食
べ
る
」
こ
と
と
、「
噛
む
」

こ
と
に
つ
い
て
、
多
職
種
の
学
生
た
ち
の

座
談
会
の
内
容
を
振
り
返
り
ま
す
。

が
食
べ
に
く
く
な
り
、
柔
ら
か
い
物

を
好
む
よ
う
に
な
り
、
ま
す
ま
す
噛

む
力
は
下
が
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ま

た
、
う
ま
く
噛
む
こ
と
が
で
き
な
い

と
、
食
べ
ら
れ
な
い
物
が
増
え
、
そ

れ
が
食
事
量
の
減
少
や
食
欲
の
減
退

を
引
き
起
こ
し
、
栄
養
を
摂
取
し
づ

ら
く
な
り
ま
す
。
そ
う
し
て
身
体
が

弱
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
、
食
べ
る
こ

と
・
噛
む
こ
と
が
さ
ら
に
難
し
く
な

る
悪
循
環
に
陥
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

「
食
べ
る
」
を
多
職
種
で
支
え
る

さ
て
、
こ
こ
で
「
食
べ
る
」
と
い

う
こ
と
を
要
素
に
分
解
し
、
ど
の
職

種
が
関
わ
る
か
を
振
り
返
り
ま
す
。

①
食
事
を
用
意
す
る

②
口
ま
で
食
事
を
運
ぶ

③
咀
嚼
・
嚥
下
す
る

④
消
化
・
吸
収
す
る

ま
ず
、
①
食
事
を
用
意
す
る
場
面

で
は
、
経
済
的
・
身
体
的
な
不
自
由

が
あ
る
人
の
た
め
に
、
福
祉
サ
ー
ビ

ス
の
調
整
や
食
材
の
買
い
出
し
、
調

理
の
支
援
が
必
要
で
す
。
そ
こ
に
は

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
や
ケ
ア
マ
ネ

ジ
ャ
ー
、
介
護
職
が
関
わ
り
ま
す
。

食
事
を
用
意
で
き
て
も
、
食
器
か

ら
口
ま
で
運
ぶ
こ
と
が
で
き
な
け
れ

ば
食
べ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
②

の
口
ま
で
食
事
を
運
ぶ
こ
と
へ
の
支

援
と
し
て
は
、
理
学
療
法
士
や
作
業

療
法
士
が
、
食
べ
物
を
こ
ぼ
さ
ず
口

に
運
ぶ
た
め
の
リ
ハ
ビ
リ
を
行
っ
て

い
ま
す
。
食
事
を
自
力
で
口
に
運
ぶ

の
が
難
し
い
場
合
は
、
介
護
職
が
介

助
を
し
ま
す
。

食
事
を
口
ま
で
運
ぶ
こ
と
が
で
き

た
ら
、
食
べ
物
を
③
咀
嚼
し
、
飲
み

込
む
（
嚥
下
す
る
）
必
要
が
あ
り
ま

す
。
嚥
下
に
つ
い
て
は
耳
鼻
咽
喉
科

医
が
深
く
関
わ
っ
て
お
り
、
歯
科
医

師
や
歯
科
衛
生
士
は
、
で
き
る
だ
け

自
分
の
歯
で
食
べ
ら
れ
る
よ
う
支
援

し
、
難
し
い
場
合
に
は
入
れ
歯
を
作

り
調
整
し
ま
す
。
ま
た
、
言
語
聴
覚

士
は
、
飲
み
込
む
機
能
を
主
に
支
援

す
る
リ
ハ
ビ
リ
専
門
職
で
す
。
そ
う

し
て
体
内
に
入
っ
た
食
物
が
、
④
消

化
・
吸
収
さ
れ
、
栄
養
と
し
て
取
り

込
ま
れ
て
い
る
か
を
評
価
し
、
必
要

に
応
じ
て
カ
ロ
リ
ー
の
調
整
を
管
理

栄
養
士
や
薬
剤
師
と
行
う
の
が
、
医

師
・
看
護
師
で
す
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、「
食

べ
る
こ
と
」「
噛
む
こ
と
」
の
支
援

に
は
、
多
職
種
が
関
わ
る
こ
と
が
非

常
に
重
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

学
生
の
う
ち
か
ら
連
携
を
意
識

本
企
画
で
は
、「
食
べ
る
」
を
支

え
る
多
職
種
連
携
に
つ
い
て
、
学

生
の
う
ち
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
で

き
る
か
、
何
を
学
び
た
い
か
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
議
論
し
て
き
ま
し
た
。

今
後
は
、
学
生
た
ち
か
ら
出
て
き
た

ア
イ
デ
ア
や
要
望
を
も
と
に
、「
食

べ
る
」
こ
と
を
支
え
る
多
職
種
連
携

に
関
し
て
、
学
生
が
地
域
で
の
活
動

や
学
習
な
ど
を
行
え
る
取
り
組
み
に

つ
い
て
、
よ
り
具
体
的
に
紹
介
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

Collaboration
SERIES

「
食
べ
る
」
「
健
康
」

座談会に参加してくれた
学 生 チ ー ム

今
回
は
、「
食
べ
る
」
こ
と
、「
噛
む
」

こ
と
の
持
つ
意
味
と
、
多
職
種
連
携

の
必
要
性
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の

論
点
を
ま
と
め
ま
す
。

私
た
ち
に
と
っ
て
の
「
食
べ
る
」

私
た
ち
に
と
っ
て
、「
食
べ
る
」

と
い
う
行
為
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を

持
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
友
人
と

の
会
話
を
楽
し
み
な
が
ら
ラ
ン
チ
を

共
に
し
た
り
、
家
族
と
そ
の
日
一
日

の
出
来
事
を
話
し
な
が
ら
夕
食
を
食

べ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
手
早

く
栄
養
を
摂
取
し
て
、
時
間
を
他
の

こ
と
に
使
い
た
い
と
い
う
日
も
あ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
自
分
へ
の
ご
褒

美
や
お
祝
い
で
、
少
し
贅
沢
な
食
事

を
す
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
私
た
ち
が
普
段
当

た
り
前
に
行
っ
て
い
る
「
食
べ
る
」

こ
と
に
は
、
健
康
を
維
持
す
る
た
め

に
必
要
な
栄
養
を
摂
取
す
る
と
い
う

だ
け
で
な
く
、
食
事
そ
の
も
の
の
楽

し
み
や
、人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
機
会
と
い
っ
た
役
割
が
あ
り
ま

す
。
私
た
ち
に
と
っ
て
食
事
と
は
、

社
会
的
な
つ
な
が
り
と
い
う
側
面
か

ら
見
て
も
、
と
て
も
重
要
な
も
の
な

の
で
す
。

口
腔
機
能
と
口
腔
衛
生

「
食
べ
る
」
こ
と
に
は
、「
咀
嚼
・
嚥

下
」
と
い
う
口
腔
機
能
と
、
こ
れ
ら

の
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
場
の
環
境
と

し
て
「
口
腔
衛
生
が
保
た
れ
て
い
る
」

と
い
う
要
素
が
関
わ
っ
て
い
ま
す
。

近
年
は
、
口
腔
内
の
状
態
悪
化
が

社
会
生
活
の
質
の
低
下
を
招
き
、
ひ

い
て
は
サ
ル
コ
ペ
ニ
ア
（
加
齢
性
筋

肉
減
弱
症
）
や
低
栄
養
な
ど
に
よ
る

身
体
機
能
の
低
下
に
つ
な
が
る
危
険

性
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
む
し
歯

（
う
蝕
）
や
歯
周
病
が
治
療
さ
れ
な

い
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
り
、
入
れ
歯

（
義
歯
）
が
合
わ
な
く
な
っ
て
い
る
な

ど
、
様
々
な
理
由
で
う
ま
く
噛
め
な

い
状
況
が
続
く
と
、
噛
む
力
は
低
下

し
て
し
ま
い
ま
す
。
す
る
と
硬
い
物

×

を
考
え
る
④

よりよい連携のために、他の
職種の観点がわかるような学
習の機会が欲しいです。

医療系に限らず、一
般企業や行政等幅
広い分野との連携が
必要だと思います。 第１回は、宮城県内の大学に通う、

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。

m e m b e r s
1s t

他の職種の学生との座談会を通
じて、自分の職種のやるべきこ
とがより明確になった気がします。

「食べたいときに、
食べたいものを食
べられる」ことは、
QOLに深く関わる
んですね。

第２回は、首都圏の大学に通う、
医科・歯科・薬科・看護分野の学
生たちが座談会を行いました。

m e m b e r s
2n d

学生のうちに他の職種の学生
と交流することが、将来の連
携につながると思います。

地 域 の 健 康 のた
めに、学生には何
ができるか議論し、
実践する機会を作
れないでしょうか。

第３回は、北海道の大学に通う、
医科・歯科・栄養科分野の学生
たちが座談会を行いました。

m e m b e r s
3r d

T h a n k  Y o u  
総
集
編
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中
島
（
以
下
、
中
）：
お
二
人
は
ど

ん
な
お
仕
事
を
し
て
い
る
ん
で
す

か
？

川
名
（
以
下
、
川
）：
私
は
東
京
で

ト
マ
ト
の
水
耕
栽
培
を
行
っ
て
い
ま

す
。
実
家
は
農
家
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
知
り
合
い
の
農
家
の
方
に
従
業

員
と
し
て
雇
っ
て
も
ら
い
、
農
業
を

始
め
ま
し
た
。

大
森
（
以
下
、
大
）：
僕
は
農
業
団

体
の
職
員
で
す
。
今
は
、
農
家
の
方

の
資
産
管
理
や
土
地
の
有
効
活
用
を

支
援
す
る
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。

千
田
（
以
下
、
千
）：
な
ぜ
、
農
業

に
携
わ
る
道
を
選
ん
だ
の
で
す
か
？

川
：
農
学
部
を
卒
業
し
た
後
、
初
め

は
農
産
物
の
流
通
関
係
の
会
社
に
入

社
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
ト
マ
ト
を
担

当
す
る
こ
と
に
な
り
、
研
修
と
し
て

１
年
間
、
地
方
の
農
家
で
働
き
ま
し

た
。
そ
れ
が
き
っ
か
け
で
農
業
の
面

白
さ
を
知
り
ま
し
た
し
、
高
齢
化
が

進
む
業
界
だ
か
ら
こ
そ
、
国
の
支
援

も
あ
り
、
新
し
く
始
め
る
こ
と
に

チ
ャ
ン
ス
を
感
じ
た
ん
で
す
。

大
：
僕
は
、
大
学
で
農
学
を
学
ん
で

か
ら
農
業
が
大
好
き
で
、
新
し
く
農

業
を
始
め
た
い
人
を
支
援
す
る
仕
事

を
し
た
い
と
思
い
、
農
業
団
体
に
就

職
し
ま
し
た
。
残
念
な
が
ら
そ
の
部

署
に
は
配
属
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

土
日
に
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
で
新
規
で
農

業
を
始
め
た
人
の
お
手
伝
い
に
行
っ

た
り
し
て
い
ま
す
。

川
：
学
生
の
皆
さ
ん
は
、
農
業
団

体
っ
て
何
を
や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か

イ
メ
ー
ジ
で
き
ま
す
か
？ 

伊
藤
（
以
下
、
伊
）：
う
ー
ん
…
野

菜
を
売
っ
て
い
る
、
直
売
所
の
イ

メ
ー
ジ
で
し
ょ
う
か
。

大
：
そ
れ
も
正
解
で
す
ね
。

川
：
例
え
ば
、
農
業
団
体
は
私
た
ち

農
家
が
作
っ
た
農
産
物
を
一
括
で
買

い
上
げ
て
、
ス
ー
パ
ー
な
ど
の
販
売

店
に
卸
し
て
く
れ
ま
す
。
最
近
で
は

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
、
農
業
団

業
と
い
う
産
業
の
発
展
を
止
め
な
い

た
め
に
も
、
農
家
が
持
っ
て
い
る
知

識
を
暗
黙
の
職
人
技
に
す
る
の
で
は

な
く
、
誰
に
で
も
わ
か
る
形
に
し
て

い
く
の
が
大
事
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と

思
っ
て
い
ま
す
。

ト
ラ
イ
ア
ル
・ア
ン
ド
・エ
ラ
ー
を

繰
り
返
し
て
、よ
り
良
い
も
の
に

伊
：
お
話
を
聞
い
て
い
る
と
、
農
産

物
の
味
を
良
く
す
る
た
め
に
作
り
方

を
変
え
る
な
ど
、
自
分
で
考
え
て

チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
と
、
そ
の
成
果
や

変
化
が
目
に
見
え
る
の
が
、
農
業
の

面
白
い
と
こ
ろ
だ
な
と
感
じ
ま
し
た
。

千
：
医
師
も
ト
ラ
イ
ア
ル
・
ア
ン
ド
・

エ
ラ
ー
を
繰
り
返
す
仕
事
だ
と
思
い

ま
す
が
、
目
の
前
の
患
者
さ
ん
に
不

利
益
が
あ
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
、

か
な
り
慎
重
さ
が
必
要
で
す
。
そ
の

点
、
農
業
は
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
や
す
い

と
こ
ろ
が
魅
力
的
で
す
ね
。

体
を
介
さ
ず
に
直
販
の
形
を
取
る
人

も
増
え
て
い
ま
す
が
、
そ
の
場
合
、

相
当
な
量
の
梱
包
・
発
送
を
自
分
で

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
と
て

も
大
変
で
す
。
で
す
か
ら
、
ほ
と
ん

ど
の
農
家
が
農
業
団
体
を
通
し
て
販

売
を
行
っ
て
い
ま
す
。

千
：
農
業
団
体
に
は
、
他
に
は
ど
の

よ
う
な
仕
事
が
あ
る
の
で
す
か
？

大
：
川
名
さ
ん
が
言
っ
た
よ
う
な
販

売
事
業
の
他
に
、
農
家
の
方
が
使
う

資
材
を
共
同
購
入
す
る
事
業
や
、
農

家
の
方
に
生
活
物
資
や
石
油
・
ガ
ス

な
ど
を
提
供
す
る
事
業
な
ど
が
あ
り

ま
す
。
都
会
で
は
想
像
し
に
く
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
地
方
の
農
村
に

は
商
店
な
ど
が
な
い
場
合
も
多
い
の

で
、
農
家
の
方
の
暮
ら
し
全
般
を
支

え
て
い
る
の
が
農
業
団
体
な
ん
で
す
。

農
業
の
イ
ン
フ
ラ
を
支
え
る
役
割
を

農
業
団
体
が
担
っ
て
い
る
と
も
言
え

ま
す
ね
。

大
：
確
か
に
農
業
は
、
農
産
物
を
よ

り
良
く
す
る
た
め
の
工
夫
が
し
や
す

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
た
と
え
失

敗
し
た
と
し
て
も
、
自
分
に
返
っ
て

く
る
だ
け
で
す
か
ら
ね
。

川
：
た
だ
、
農
家
は
医
師
と
違
っ
て
、

自
分
の
作
っ
た
も
の
を
実
際
に
買
っ

て
く
れ
た
人
が
ど
ん
な
反
応
を
し
て

い
る
か
を
見
る
こ
と
は
、
な
か
な
か

で
き
ま
せ
ん
。
消
費
者
の
顔
が
見
え

る
よ
う
な
工
夫
が
で
き
れ
ば
、
よ
り

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
な
が
る
と
思

い
ま
す
。「
あ
の
人
に
喜
ん
で
も
ら

う
た
め
に
、
も
っ
と
良
い
も
の
を
」

と
い
う
気
持
ち
が
生
ま
れ
ま
す
か
ら
。

何
気
な
く
食
べ
て
い
る
物
が

健
康
に
直
結
し
て
い
る

伊
：
普
段
何
気
な
く
手
に
し
て
い
る

農
産
物
で
す
が
、ど
ん
な
人
た
ち
が
ど

ん
な
工
夫
を
し
て
作
っ
て
い
る
の
か
、

今
ま
で
な
か
な
か
知
る
チ
ャ
ン
ス
が

ご
縁
が
な
い
と
始
め
ら
れ
な
い
？

新
規
参
入
の
難
し
さ

中
：
新
規
で
農
業
を
始
め
る
方
は
ど

の
ぐ
ら
い
い
る
ん
で
す
か
？

大
：
か
な
り
少
な
い
で
す
ね
。
農
地

や
機
械
類
を
買
う
た
め
の
初
期
投
資

に
は
莫
大
な
資
金
が
必
要
だ
と
い
う

こ
と
も
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
の
農
家
は

代
々
続
く
家
族
経
営
で
す
。

川
：
農
家
に
生
ま
れ
る
か
農
家
の
人

と
結
婚
す
る
の
が
、
農
家
に
な
る
一

般
的
な
道
で
す
。
既
に
農
業
を
始
め

て
い
る
私
で
さ
え
、「
農
業
を
や
り

た
い
な
ら
早
く
農
家
に
嫁
ぎ
な
よ
」

と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
く
ら
い
で

す
。
そ
れ
以
外
は
、
私
の
よ
う
に
従

業
員
を
雇
っ
て
い
る
農
家
の
方
に
出

会
う
な
ど
と
い
っ
た
ご
縁
が
な
い
と
、

新
規
で
始
め
る
の
は
難
し
い
で
す
ね
。

千
：
今
の
話
を
聞
い
て
、
新
規
で
農

業
を
始
め
る
の
と
、
医
師
の
開
業
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
日
の
話
を

聞
い
て
、
ス
ー
パ
ー
に
行
け
ば
当
た

り
前
に
あ
る
と
思
っ
て
い
た
農
産
物

に
対
す
る
捉
え
方
が
変
わ
り
ま
し
た
。

大
：
そ
れ
は
良
か
っ
た
で
す
。
食
事

は
毎
日
必
ず
摂
り
ま
す
か
ら
、
少
し

で
も
意
識
し
て
農
産
物
を
選
ぶ
よ
う

に
す
る
だ
け
で
、
結
構
人
生
が
変
わ

る
と
僕
は
思
い
ま
す
。
ま
た
、
お
い

し
い
も
の
を
食
べ
る
こ
と
は
、
生
き

る
気
力
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。「
こ

れ
を
食
べ
た
い
か
ら
も
う
ち
ょ
っ
と

頑
張
ろ
う
か
な
」
み
た
い
な
。

中
：
そ
う
で
す
ね
。「
旬
の
食
べ
物

を
食
べ
る
と
元
気
が
出
る
」
と
言
っ

て
い
た
患
者
さ
ん
も
い
ま
し
た
。
食

べ
物
は
健
康
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で

す
し
、
農
産
物
や
農
業
に
つ
い
て
医

学
生
で
あ
る
今
か
ら
理
解
を
深
め
て
、

食
の
面
で
も
助
言
が
で
き
る
よ
う
な

医
師
に
な
れ
た
ら
と
思
い
ま
す
。

川
：
病
院
食
も
、
患
者
さ
ん
の
生
き

似
て
い
る
な
と
感
じ
ま
し
た
。
開
業

医
に
な
る
に
は
、
患
者
さ
ん
を
確
保

し
、
あ
る
程
度
の
施
設
や
医
療
機
器

を
揃
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
親
が

開
業
医
の
人
が
な
る
こ
と
が
多
い
で

す
。
こ
れ
か
ら
人
口
が
減
っ
て
い
く

こ
と
も
考
え
る
と
、
新
規
参
入
は
今

よ
り
も
難
し
く
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

大
：
確
か
に
そ
う
い
う
と
こ
ろ
は
似

て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
た
だ
、

医
師
は
人
気
の
職
業
だ
け
ど
、
農
業

は
人
気
が
な
い
の
が
つ
ら
い
と
こ
ろ

で
す
。
僕
た
ち
の
団
体
で
も
農
業
体

験
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
を
行
っ
て
い
ま

す
が
、
来
て
く
れ
る
人
は
だ
い
た
い

小
さ
い
子
ど
も
の
い
る
フ
ァ
ミ
リ
ー

層
で
、
社
会
科
見
学
程
度
に
留
ま
っ

て
い
る
印
象
で
す
。
そ
う
い
う
場
に

積
極
的
に
訪
れ
て
、
農
業
を
や
り
た

い
と
思
っ
て
く
れ
る
よ
う
な
若
い
人

は
、
ほ
と
ん
ど
い
な
い
ん
で
す
よ
ね
。

農
家
を
継
ぐ
人
も
減
っ
て
い
る
の
で
、

今
で
は
農
家
の
平
均
年
齢
は
70
代
と

も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
僕
と
し
て
は
、

何
と
か
し
て
農
業
を
憧
れ
の
職
業
に

し
た
い
で
す
ね
。

作
り
方
で
味
が
変
わ
る
！

農
家
の
こ
だ
わ
り

川
：
私
は
ト
マ
ト
を
作
っ
て
い
ま
す

が
、
甘
い
ト
マ
ト
を
作
る
に
は
高
度

な
技
術
が
必
要
な
ん
で
す
。
水
分
率

や
養
液
の
塩
分
濃
度
な
ど
に
よ
っ
て
、

味
が
か
な
り
変
わ
っ
て
く
る
の
で
。

で
も
、
だ
か
ら
こ
そ
ト
マ
ト
を
作
る

の
は
す
ご
く
面
白
い
で
す
。
そ
れ
ぞ

る
気
力
に
つ
な
が
る
よ
う
な
お
い
し

い
も
の
に
な
っ
た
ら
良
い
で
す
ね
。 

大
：
そ
う
で
す
ね
。
例
え
ば
、
新
鮮

な
枝
豆
は
塩
な
し
で
も
本
当
に
お
い

し
い
か
ら
、
食
事
制
限
で
塩
分
を
控

え
な
く
て
は
い
け
な
い
人
に
も
喜
ん

で
も
ら
え
る
と
思
い
ま
す
。
病
院
食

は
味
付
け
を
濃
く
で
き
な
い
分
、
新

鮮
な
食
材
を
使
う
の
も
一
つ
の
ア
イ

デ
ア
か
な
と
思
い
ま
す
。

千
：
病
院
と
契
約
す
る
農
家
が
い
て

も
面
白
い
で
す
ね
。
病
院
の
敷
地
内

に
畑
を
作
っ
て
、
採
れ
た
て
の
農
産

物
を
病
院
食
に
取
り
入
れ
た
ら
、
良

い
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
な
る
か
も

し
れ
な
い
で
す
ね
。

大
：
病
院
に
畑
を
作
る
な
ら
、
患
者

さ
ん
に
農
作
業
を
体
験
し
て
も
ら
う

こ
と
も
で
き
ま
す
ね
。「
園
芸
療
法
」

と
い
う
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
も
あ

り
ま
す
し
ね
。

川
：
生
活
習
慣
の
改
善
に
も
役
立
つ

と
思
い
ま
す
。
私
自
身
、
農
業
を
始

め
て
か
ら
と
て
も
健
康
的
な
生
活
に

な
り
ま
し
た
。
朝
日
と
共
に
起
き
、

日
中
は
体
を
動
か
し
て
汗
を
か
く
の

で
、
夜
９
時
頃
に
は
眠
く
な
り
ま
す
。

ま
た
、
屋
外
で
の
作
業
は
、
開
放
的

で
前
向
き
な
気
持
ち
に
な
る
の
を
助

け
る
効
果
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

大
：「
食
は
医
な
り
」
っ
て
い
う
言

葉
も
あ
る
く
ら
い
だ
し
、
こ
れ
を
機

に
医
学
生
の
皆
さ
ん
に
も
少
し
で
も

農
業
に
興
味
を
持
っ
て
も
ら
え
た
ら

う
れ
し
い
で
す
ね
。
ぜ
ひ
、
ま
ず
は

ベ
ラ
ン
ダ
菜
園
か
ら
始
め
て
み
て
く

だ
さ
い
（
笑
）。

れ
の
農
家
の
技
術
に
対
す
る
考
え
方

や
工
夫
の
仕
方
に
よ
っ
て
、
で
き
る

物
が
全
然
違
う
の
で
、
芸
術
作
品
を

作
っ
て
い
る
み
た
い
な
ん
で
す
よ
。

大
：
そ
れ
ぞ
れ
こ
だ
わ
る
部
分
も

違
っ
て
、
面
白
い
よ
ね
。

中
：
医
師
を
目
指
す
人
も
、
研
究
熱

心
だ
っ
た
り
こ
だ
わ
り
の
強
い
人
が

多
い
の
で
、
実
は
農
業
に
向
い
て
い

る
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
（
笑
）。

伊
：
農
産
物
を
育
て
る
ノ
ウ
ハ
ウ
な

ど
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
学
ん
で
い

る
の
で
す
か
？

川
：
一
応
、
育
て
方
の
教
科
書
の
よ

う
な
も
の
は
あ
り
ま
す
が
、
実
際
に

は
同
じ
農
産
物
を
育
て
て
い
る
農
家

の
方
か
ら
、
見
よ
う
見
ま
ね
で
学
ぶ

こ
と
が
多
い
で
す
。
よ
く
言
わ
れ
る

の
は
、「
体
で
覚
え
ろ
」と
か
「
植
物

の
表
情
を
読
め
」
と
か
（
笑
）。
長

年
や
っ
て
い
る
人
に
は
感
覚
で
わ
か

る
の
か
も
し
れ
な
い
で
す
が
、
私
の

よ
う
に
新
し
く
始
め
た
人
が
す
ぐ
に

習
得
す
る
の
は
難
し
い
と
感
じ
ま
す
。

千
：
医
師
も
診
療
科
に
よ
っ
て
は
職

人
気
質
で
、「
背
中
を
見
て
学
べ
」

と
い
う
感
じ
の
と
こ
ろ
も
あ
る
み
た

い
で
す
。
一
人
前
に
な
る
の
に
時
間

が
か
か
る
の
も
共
通
し
て
い
る
と
思

い
ま
し
た
。

川
：
今
は
言
語
化
さ
れ
て
い
な
い
ノ

ウ
ハ
ウ
を
学
ぶ
し
か
な
い
け
れ
ど
、

こ
れ
か
ら
は
、
技
術
を
も
っ
と
わ
か

り
や
す
く
数
値
化
し
て
伝
え
て
い
っ

た
ほ
う
が
良
い
と
私
は
思
い
ま
す
。

と
い
う
の
も
、
そ
の
方
が
農
業
へ
の

参
入
障
壁
が
下
が
る
か
ら
で
す
。
農

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。

川名 桂
若手農家

大森 継之助
農業団体勤務

伊藤 瑞也
埼玉医科大学　医学部　５年　

千田 晋太郎

慶應義塾大学　

医学部　５年　

中島 伸
東海大学　
医学部　３年　

農業に携わる 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、農

業に携わる社会人２名と、医学生３名で座談会 を行いました。

皆さんが普段食べている農産物は、農業に携わる人たちが作ったものです。皆さんは、農業についてどのくらいイメージできますか？今回は、同世代で農業に携わる社会人にお話を伺いました。

今回のテーマは
農業に携わる

農
業
に
携
わ
る
よ
う
に

な
っ
た
き
っ
か
け

医学生 × 農業

21 20



地域医療
ルポ
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佐
賀
と
長
崎
の
県
境
に
ほ
ど
近

い
古
く
か
ら
の
港
町
、
伊
万
里
。
今

は
陶
磁
器
や
牛
肉
が
有
名
だ
が
、
以

前
は
造
船
と
炭
鉱
で
栄
え
た
町
だ
っ

た
。
し
か
し
若
者
の
多
く
は
町
を
離

れ
、
水
上
医
院
の
あ
る
地
域
の
高
齢

化
率
は
４
割
を
超
え
る
。

人
が
集
ま
る
店
も
施
設
も
少
な
い

こ
の
地
域
で
は
、
医
院
と
そ
の
傍
に

あ
る
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
施
設
が
地
域
の

高
齢
者
の
憩
い
の
場
だ
。
外
来
の
待

合
室
で
近
所
の
人
と
語
ら
い
、
医
院

の
病
床
に
入
院
し
て
い
る
友
人
を
お

見
舞
い
し
、
隣
の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
施

設
で
リ
ハ
ビ
リ
を
す
る
と
い
う
流
れ

が
、
こ
の
地
域
で
暮
ら
す
高
齢
者
の

生
活
の
一
部
に
な
っ
て
い
る
。

「
35
年
前
に
医
院
を
継
い
で
、
こ
こ

で
必
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
何
か

と
い
う
こ
と
を
考
え
続
け
て
き
ま
し

た
。
生
活
の
質
を
上
げ
る
た
め
に
リ

ハ
ビ
リ
室
を
作
り
、
地
域
を
離
れ
た

く
な
い
と
い
う
方
を
看
取
れ
る
よ
う

療
養
病
床
を
整
え
、
小
規
模
多
機
能

の
介
護
施
設
も
作
り
ま
し
た
。
施
設

を
作
る
時
は
、
非
常
時
に
避
難
の
難

し
い
方
を
受
け
入
れ
る
こ
と
も
念
頭

に
入
れ
ま
し
た
。
健
康
に
不
安
の
あ

る
高
齢
者
は
、
た
と
え
避
難
指
示
が

出
て
も
普
通
の
避
難
所
で
過
ご
す
の

は
難
し
い
で
す
か
ら
。」

少
し
俯
瞰
し
て
見
れ
ば
、
医
院
を

中
心
と
し
た
小
規
模
で
き
め
細
か
い

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
が
で
き
て

い
る
と
も
言
え
る
。

「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
構
築

し
よ
う
、
と
気
負
わ
な
く
て
も
、
地

域
と
人
を
ち
ゃ
ん
と
見
て
、
必
要
と

さ
れ
る
こ
と
を
一
つ
ひ
と
つ
や
っ
て

い
け
ば
、
結
果
と
し
て
包
括
的
な
仕

組
み
が
で
き
る
ん
で
す
。」

現
在
の
水
上
先
生
が
い
る
の
は
、

周
囲
の
期
待
や
応
援
が
あ
っ
て
の
こ

と
だ
と
い
う
。
高
校
で
バ
レ
ー
ボ
ー

ル
に
出
会
い
、
熱
い
指
導
者
の
も
と

で
練
習
に
明
け
暮
れ
、
佐
賀
市
以
外

の
高
校
で
は
初
め
て
県
大
会
を
制
し

九
州
大
会
に
出
場
。
卒
業
後
は
医
学

部
を
志
す
も
、
当
初
は
な
か
な
か
勉

強
に
身
が
入
ら
な
か
っ
た
。

「
バ
レ
ー
で
仲
間
や
先
生
と
出
会
い
、

共
に
し
た
経
験
は
か
け
が
え
の
な
い

も
の
で
、
そ
の
後
の
人
生
の
基
礎
に

な
り
ま
し
た
。
浪
人
時
代
も
様
々
な

人
に
出
会
い
、
本
当
に
よ
く
し
て
も

ら
い
ま
し
た
。
応
援
し
て
く
れ
る
人

の
中
に
は
、
親
元
で
勉
強
し
て
い
る

自
分
よ
り
も
ず
っ
と
苦
労
し
て
い
る

人
も
い
て
、
こ
れ
は
頑
張
ら
な
き
ゃ

な
ら
ん
！　

と
思
い
ま
し
た
。
そ
の

頃
も
今
も
、
必
要
と
し
て
く
れ
る
人

が
い
る
か
ら
、
努
力
し
て
結
果
を
出

そ
う
と
思
え
る
の
で
し
ょ
う
。」

取
材
中
、
何
度
も
「
伊
万
里
は
い

い
所
だ
ろ
う
」
と
繰
り
返
す
。
校
医

を
務
め
る
地
元
の
小
学
校
に
は
毎
年

多
く
の
本
を
寄
贈
し
、
子
ど
も
た
ち

か
ら
届
い
た
お
礼
の
手
紙
に
目
を
細

め
る
。
職
場
や
地
域
で
出
会
う
人
た

ち
か
ら
は
、
親
し
み
の
こ
も
っ
た
挨

拶
を
さ
れ
る
。
地
元
を
心
か
ら
愛
し
、

仲
間
や
ひ
と
に
愛
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
、

こ
の
「
地
域
医
療
」
の
形
が
あ
る
の

だ
ろ
う
。 

佐賀県の西部、長崎県との県境に位
置する港町。人口は約 55,000 人。
伊万里港は、江戸時代には陶磁器、
明治から昭和にかけては石炭の積出
港として栄える。陶磁器生産のほか、
温暖な気候を活かし、農業（巨峰・
伊万里梨など）、畜産業（伊万里牛）
も盛んに行われている。

佐賀県伊万里市

地元を愛し、ひとに愛されて
佐賀県伊万里市　水上医院　水上 忠弘先生

デイサービスの利用者の皆さん、職員の皆さんと一緒に。

水上医院の外観。　 訪問診療に赴く水上先生。
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Need to know チーム医療のパートナー

看護師（皮膚・排泄ケア）【後編】

チーム医療のパートナー
連載

患者さんの日常生活だ
けでなく

精神面も細やかにケア
する 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 な々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、東京逓信病院の皮膚・排泄ケア認定看護師、宮本乃ぞみさんと秡川恵子さんにお話を伺いました。

　

今
回
は
、
前
号
（
26
号
）
に
引
き

続
き
、
皮
膚
・
排
泄
ケ
ア
認
定
看
護

師
を
紹
介
し
ま
す
。
前
号
に
掲
載
し

た
前
編
で
は
、
皮
膚
・
排
泄
ケ
ア
認

定
看
護
師
の
資
格
と
業
務
内
容
に
つ

い
て
取
り
上
げ
ま
し
た
。
後
編
で
は
、

皮
膚
・
排
泄
ケ
ア
の
重
要
性
や
、
患

者
さ
ん
と
の
関
わ
り
な
ど
に
つ
い
て

お
話
を
伺
い
ま
す
。

褥
瘡
の
ケ
ア
の
仕
方

︱
︱
お
二
人
は
認
定
看
護
師
と
し
て
、

院
内
の
褥
瘡
の
発
生
デ
ー
タ
な
ど
を

と
っ
て
分
析
し
て
い
る
そ
う
で
す
ね
。

秡
川
（
以
下
、
秡
）：
は
い
。
褥
瘡

と
い
う
と
、
高
齢
の
方
に
で
き
や
す

い
と
い
う
印
象
が
あ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
デ
ー
タ
を
と
っ
て
調
べ
て

み
る
と
、
そ
う
と
も
限
ら
な
い
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
褥
瘡
の
原
因
は
、

圧
迫
や
摩
擦
な
ど
の
外
力
に
よ
っ
て

皮
膚
の
血
流
が
途
切
れ
る
こ
と
で
す
。

そ
の
よ
う
な
状
態
に
な
れ
ば
、
高
齢

者
に
限
ら
ず
、
若
い
人
や
赤
ち
ゃ
ん

に
も
褥
瘡
は
生
じ
ま
す
。
手
術
時
間

が
長
か
っ
た
場
合
、
手
術
中
に
褥
瘡

が
で
き
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

宮
本
（
以
下
、
宮
）：
ま
た
、
寝
た

き
り
の
方
に
だ
け
で
き
る
と
も
限
り

ま
せ
ん
。
特
に
高
齢
者
の
場
合
は
、

独
居
の
方
も
、
家
族
と
同
居
の
方

も
、
日
中
は
一
人
で
家
に
い
る
こ
と

が
多
く
な
り
ま
す
。
座
り
っ
ぱ
な
し

で
テ
レ
ビ
を
見
た
り
し
て
過
ご
し
て

い
る
と
、
座
り
だ
こ
が
悪
化
し
て
褥

瘡
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
寝
た
き
り
の
方
の
場
合
、
周
囲

も
注
意
を
払
う
の
で
す
が
、
こ
の
よ

う
に
少
し
は
動
け
る
方
の
方
が
褥
瘡

が
気
付
か
れ
に
く
く
、
悪
化
さ
せ
て

し
ま
う
リ
ス
ク
が
高
く
な
る
ん
で
す
。

︱
︱
褥
瘡
が
で
き
て
し
ま
っ
た
場
合
、

ど
の
よ
う
に
ケ
ア
す
る
の
で
す
か
？

秡
：
褥
瘡
は
、
血
流
を
阻
害
し
て
い

る
原
因
を
除
い
て
環
境
を
整
え
れ
ば
、

皮
膚
が
元
々
持
つ
自
然
治
癒
力
で

治
っ
て
い
く
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、

ま
ず
は
原
因
を
探
し
て
取
り
除
く
こ

と
か
ら
始
め
ま
す
。
例
え
ば
寝
た
き

り
の
方
の
場
合
、
体
圧
を
分
散
で
き

る
マ
ッ
ト
レ
ス
に
変
え
た
り
、
体
の

向
き
を
変
え
る
際
、
ク
ッ
シ
ョ
ン
の

入
れ
方
を
変
え
た
り
し
ま
す
。
原
因

を
取
り
除
け
た
ら
、
次
は
環
境
を
整

え
ま
す
。
栄
養
状
態
が
悪
い
方
に
は

Ｎ
Ｓ
Ｔ
チ
ー
ム*

1

に
、
Ａ
Ｄ
Ｌ
が
低

下
し
て
い
る
方
に
は
リ
ハ
ビ
リ
科
に

介
入
し
て
も
ら
う
な
ど
、
必
要
に
応

じ
て
他
職
種
の
協
力
も
仰
ぎ
ま
す
。

宮
：
た
だ
、
患
者
さ
ん
に
よ
っ
て
は
、

「
褥
瘡
が
治
っ
て
い
る
」
状
態
が
ゴ

ー
ル
に
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
緩
和
ケ
ア
病
棟
に
入
院
さ
れ

て
い
て
、
腹
水
な
ど
で
お
腹
の
張
り

を
訴
え
て
い
る
患
者
さ
ん
は
、
血
流

を
良
く
し
よ
う
と
体
の
向
き
を
変
え

る
と
、
お
腹
が
苦
し
く
感
じ
て
し
ま

っ
た
り
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
褥

瘡
の
原
因
自
体
を
取
り
除
く
こ
と
が

難
し
い
場
合
は
、
患
者
さ
ん
が
安
楽

に
過
ご
せ
て
、
か
つ
褥
瘡
を
今
よ
り

悪
化
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を

目
指
し
て
ケ
ア
を
し
て
い
き
ま
す
。

心
と
体
の
両
面
を
ケ
ア
す
る

︱
︱
次
に
、
ス
ト
ー
マ*

2

ケ
ア
に
つ

い
て
伺
い
ま
す
。
ス
ト
ー
マ
を
持
つ

患
者
さ
ん
に
は
ど
の
よ
う
な
関
わ
り

方
を
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
？

秡
：
ス
ト
ー
マ
は
、
が
ん
や
炎
症
性

腸
疾
患
と
い
っ
た
病
気
な
ど
を
治
す

た
め
に
造
設
す
る
も
の
で
す
。
ス
ト

ー
マ
を
持
つ
患
者
さ
ん
に
は
、
日
常

生
活
の
サ
ポ
ー
ト
は
も
ち
ろ
ん
、
精

神
面
の
ケ
ア
も
非
常
に
重
要
で
す
。

　

当
院
に
は
ス
ト
ー
マ
外
来
が
あ

り
、
私
た
ち
は
医
師
と
協
力
し
な
が

ら
、
退
院
後
の
患
者
さ
ん
を
フ
ォ
ロ

ー
し
て
い
ま
す
。
退
院
直
後
は
１
か

月
に
１
回
通
院
し
て
い
た
だ
き
、
問

題
が
な
い
よ
う
な
ら
、
３
か
月
に
１

回
、
半
年
に
１
回
と
、
少
し
ず
つ
間

隔
を
空
け
て
い
き
ま
す
。

　

た
だ
、
例
え
ば
化
学
療
法
を
行
っ

て
い
る
患
者
さ
ん
で
は
、
特
に
皮
膚

ト
ラ
ブ
ル
が
出
や
す
か
っ
た
り
、
指

先
が
し
び
れ
て
し
ま
っ
た
り
し
て
、

セ
ル
フ
ケ
ア
を
負
担
に
感
じ
て
し
ま

う
方
も
多
い
た
め
、
通
院
の
頻
度

を
上
げ
て
よ
り
細
か
く
サ
ポ
ー
ト
し

ま
す
。
ま
た
、
セ
ル
フ
ケ
ア
に
は
問

題
が
な
い
け
れ
ど
、
月
に
１
回
外
来

に
来
ら
れ
る
方
も
い
ま
す
。
た
だ
世

間
話
を
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
す
が
、

そ
う
す
る
こ
と
が
安
心
に
つ
な
が
っ

て
い
る
そ
う
で
、
こ
れ
も
大
事
な
ケ

ア
の
一
環
か
な
と
感
じ
て
い
ま
す
。

宮
：
実
は
私
た
ち
は
、
ス
ト
ー
マ
造

設
前
の
段
階
か
ら
患
者
さ
ん
に
関

わ
る
こ
と
も
多
い
ん
で
す
。
例
え
ば
、

ス
ト
ー
マ
に
つ
い
て
一
通
り
説
明
を

受
け
た
け
れ
ど
、
ま
だ
意
思
決
定
に

踏
み
切
れ
な
い
と
い
う
方
に
は
、
私

た
ち
が
追
加
で
ご
説
明
や
ご
相
談
に

伺
っ
た
り
し
ま
す
。

秡
：
ス
ト
ー
マ
造
設
手
術
の
前
に
は
、

マ
ー
キ
ン
グ
と
い
っ
て
、
ス
ト
ー
マ

を
作
る
位
置
を
決
め
て
印
を
つ
け
る

作
業
が
あ
り
ま
す
。
当
院
で
は
、
マ

ー
キ
ン
グ
の
時
に
は
、
皮
膚
・
排
泄

ケ
ア
認
定
看
護
師
が
必
ず
立
ち
会
う

よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
印
を
つ
け
た

場
所
は
、
患
者
さ
ん
が
今
後
一
生
付

き
合
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
大
切
な

場
所
で
す
か
ら
。
そ
れ
に
マ
ー
キ
ン

グ
は
、
患
者
さ
ん
が
「
こ
れ
か
ら
ス

ト
ー
マ
を
作
る
ん
だ
な
」
と
い
う
意

識
づ
け
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

︱
︱
患
者
さ
ん
自
身
が
「
ス
ト
ー
マ

を
作
る
」
と
い
う
意
識
を
持
つ
こ
と

は
、
や
は
り
重
要
な
の
で
す
か
？

秡
：
は
い
。
一
時
的
に
造
設
す
る
場

合
を
除
き
、
ス
ト
ー
マ
を
造
設
す
る

と
、
患
者
さ
ん
は
永
久
的
に
排
泄
機

能
を
失
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ

ス
ト
ー
マ
の
場
合
は
、
事
故
な
ど
で

突
然
機
能
を
失
う
の
と
は
違
い
、
術

前
に
「
こ
れ
か
ら
排
泄
機
能
を
失
う

ん
だ
」
と
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
術
後
、
社
会
復
帰
に
前
向
き
に

取
り
組
ん
で
い
く
た
め
に
は
、
事
前

に
心
の
準
備
を
し
て
、
ス
ト
ー
マ
の

存
在
を
受
容
す
る
時
間
が
と
て
も
大

切
な
ん
で
す
。

患
者
さ
ん
の
気
持
ち
に
寄
り
添
う

︱
︱
ス
ト
ー
マ
ケ
ア
で
特
に
意
識
し

て
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

秡
：
ス
ト
ー
マ
を
作
っ
た
後
も
、
そ

れ
ま
で
の
Ｑ
Ｏ
Ｌ
が
維
持
で
き
て
い

る
か
と
い
う
こ
と
は
、
一
つ
の
指
標

と
し
て
意
識
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば

よ
く
旅
行
に
行
っ
て
い
た
人
が
、
ス

ト
ー
マ
造
設
後
に
あ
ま
り
行
け
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
と
し
た
ら
、
本
来

の
生
活
と
は
言
え
ま
せ
ん
よ
ね
。

　

元
の
生
活
が
ど
う
だ
っ
た
か
、
今

後
ど
ん
な
風
に
生
活
し
た
い
か
と
い

う
希
望
は
、
患
者
さ
ん
に
よ
っ
て
全

く
異
な
り
ま
す
。
私
た
ち
は
じ
っ
く

り
お
話
を
聴
い
て
、
そ
の
人
に
と
っ

て
何
が
本
当
に
大
切
な
の
か
探
り
、

支
援
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

宮
：
長
年
ス
ト
ー
マ
を
装
着
し
て
い

て
、
ち
ゃ
ん
と
セ
ル
フ
ケ
ア
で
き
て

い
た
方
が
、
高
齢
に
な
っ
た
り
ご
病

気
を
さ
れ
た
り
し
て
、
一
人
で
ケ
ア

を
す
る
の
が
難
し
く
な
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
で
も
、
そ
う
い
っ
た
患
者

さ
ん
は
「
家
族
に
迷
惑
を
か
け
た

く
な
い
」
と
お
っ
し
ゃ
り
、
ご
家
族

も
「
手
助
け
す
る
と
本
人
が
嫌
だ
ろ

う
」
と
気
を
遣
う
な
ど
、
お
互
い
に

遠
慮
し
あ
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
多
い

ん
で
す
。
私
た
ち
は
、
ご
本
人
の
気

持
ち
を
尊
重
し
つ
つ
、
時
期
や
状
況

を
見
て
、
ご
家
族
に
お
声
が
け
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
す
る
と
ご
家
族

も
、「
実
は
ず
っ
と
、
手
助
け
し
た

い
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
」
と
言
っ

て
く
だ
さ
っ
た
り
す
る
ん
で
す
。

秡
：
ス
ト
ー
マ
で
生
活
す
る
こ
と
を

本
当
に
受
容
で
き
て
い
る
か
、
と
い

う
こ
と
も
気
に
留
め
て
い
ま
す
。
受

容
で
き
て
い
る
か
判
断
す
る
目
安

と
し
て
、
セ
ル
フ
ケ
ア
が
で
き
て
い

る
か
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
ま
す
が
、

手
術
か
ら
何
年
も
経
っ
て
、
セ
ル
フ

ケ
ア
も
十
分
で
き
て
い
る
方
が
、「
本

当
は
こ
ん
な
手
術
を
し
た
く
な
か
っ

た
。
家
族
に
も
こ
ん
な
気
持
ち
は
打

ち
明
け
ら
れ
な
い
」
と
こ
ぼ
さ
れ
る

こ
と
も
あ
る
ん
で
す
。

宮
：
一
方
、「
こ
の
方
は
ス
ト
ー
マ
を

受
容
で
き
て
い
る
よ
う
だ
な
」
と
感

じ
ら
れ
る
瞬
間
も
あ
り
ま
す
。
以
前
、

若
い
女
性
の
患
者
さ
ん
が
数
年
ぶ
り

に
外
来
を
訪
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

宮本 乃ぞみさん（写真右）
東京逓信病院
皮膚・排泄ケア認定看護師

秡川 恵子さん（写真左）
東京逓信病院
皮膚・排泄ケア認定看護師

*1 NSTチーム…栄養サポートチーム。
*2 ストーマ…手術などによって腹壁に作られた、便や尿の排泄口。患者自身の腸や尿管を腹部の外に出して作られ、ストーマ用の装具を貼って、排泄物を受け止める。

そ
の
方
は
少
し
前
、
ス
ト
ー
マ
の
こ

と
を
気
に
か
け
て
行
動
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
状
況
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

で
も
ご
自
身
は
そ
の
こ
と
を
す
っ
か

り
忘
れ
て
い
て
、
ご
主
人
に
「
ス
ト

ー
マ
の
こ
と
は
大
丈
夫
な
の
か
」
と

言
わ
れ
て
や
っ
と
気
が
つ
い
た
そ
う

で
す
。
そ
の
方
は
、「
私
は
ス
ト
ー

マ
の
こ
と
を
忘
れ
て
い
ら
れ
る
く
ら

い
、
今
の
生
活
に
満
足
し
て
い
る
ん

だ
と
思
い
ま
す
」
と
話
し
て
く
だ
さ

い
ま
し
た
。

　

私
た
ち
が
一
方
的
に
「
受
容
で
き

て
い
る
だ
ろ
う
」
と
判
断
す
る
の
で

は
な
く
、
こ
う
し
た
具
体
的
な
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
通
じ
て
患
者
さ
ん
の
本
当

の
気
持
ち
を
汲
み
取
り
、
ケ
ア
し
て

い
き
た
い
で
す
ね
。
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医師の働き方を
考える

インタビュアーの篠原先生。　　　　　　　　　　　　　

き
ま
し
た
が
、
西
ド
イ
ツ
の
教
授
か

ら
「
今
度
は
ア
メ
リ
カ
に
行
か
な
い

か
」
と
声
を
か
け
て
い
た
だ
き
、
再

び
夫
と
一
緒
に
留
学
し
ま
し
た
。

篠
：
素
晴
ら
し
い
で
す
ね
。
帰
国
後
、

研
究
者
や
開
業
医
な
ど
の
選
択
肢
が

あ
る
な
か
で
、
先
生
は
大
学
で
教
育

に
携
わ
る
道
を
選
ば
れ
ま
し
た
。
そ

の
理
由
は
何
で
し
た
か
？

相
：
自
分
に
と
っ
て
刺
激
的
な
環
境

に
身
を
置
き
た
い
と
思
っ
た
か
ら
で

す
。
大
学
に
い
る
と
、
常
に
最
先
端

の
情
報
に
触
れ
て
い
る
こ
と
が
で
き

ま
す
し
、
皮
膚
科
だ
け
で
な
く
他
科

や
他
大
学
の
先
生
と
も
頻
繁
に
情
報

交
換
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま

た
、
学
生
や
研
修
医
か
ら
若
い
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
も
ら
え
る
の
も
魅
力
的
だ

と
感
じ
ま
し
た
。

篠
：
教
職
を
続
け
ら
れ
、
一
昨
年
に

は
病
院
長
に
就
任
さ
れ
ま
し
た
。
病

院
の
ト
ッ
プ
と
い
う
立
場
は
、
さ
ぞ

お
忙
し
い
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

相
：
そ
う
で
す
ね
。
皮
膚
科
教
授

と
し
て
の
仕
事
は
２
割
程
度
に
な
り
、

病
院
経
営
、
医
療
安
全
な
ど
病
院
や

大
学
全
体
を
見
る
仕
事
や
行
政
関
連

の
会
議
等
の
仕
事
の
比
重
が
大
き
く

な
り
ま
し
た
。
毎
日
、
分
刻
み
の
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
働
い
て
い
ま
す
（
笑
）。

男
女
問
わ
ず
人
を
育
て
る

仕
組
み
が
必
要

篠
：
そ
ん
な
相
原
先
生
に
、
病
院

管
理
者
の
視
点
か
ら
い
く
つ
か
ご
意

見
を
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、

ま
し
た
。
そ
の
場
で
診
断
が
つ
け
ら

れ
、
か
つ
治
療
の
結
果
が
す
ぐ
わ
か

る
こ
と
に
魅
力
を
感
じ
ま
し
た
。
ま

た
私
自
身
が
ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
だ

っ
た
の
で
、
同
じ
よ
う
に
つ
ら
い
思

い
を
さ
れ
て
い
る
方
の
役
に
立
ち
た

い
と
思
い
ま
し
た
。

篠
：
研
修
医
の
頃
に
ご
結
婚
さ
れ
た

の
で
す
ね
。

相
：
は
い
。
臨
床
研
修
１
年
目
の
終

わ
り
に
、
同
級
生
の
夫
と
結
婚
し
ま

し
た
。
周
囲
の
女
性
医
師
も
、
同
じ

時
期
に
結
婚
す
る
人
が
多
か
っ
た
で

す
ね
。
最
近
の
研
修
医
と
比
べ
る
と

時
間
に
ゆ
と
り
が
あ
り
、
じ
っ
く
り

勉
強
で
き
た
と
感
じ
ま
す
。

篠
：
そ
の
後
、
西
ド
イ
ツ
（
当
時
）

と
ア
メ
リ
カ
へ
留
学
さ
れ
て
い
ま
す
。

相
：
は
い
。
夫
が
大
学
院
を
卒
業
す

る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
西
ド
イ
ツ
の
免

疫
関
係
の
研
究
所
に
一
緒
に
留
学
し

ま
し
た
。
２
年
後
に
日
本
に
帰
っ
て

近
年
大
き
な
話
題
に
な
っ
て
い
る
医

師
の
働
き
方
改
革
に
つ
い
て
、
ど
の

よ
う
に
お
考
え
で
し
ょ
う
か
？　

特

に
、
男
女
問
わ
ず
働
き
続
け
ら
れ
る

よ
う
な
仕
組
み
づ
く
り
が
ま
す
ま
す

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
横
浜
市
立

大
学
附
属
病
院
で
は
ど
の
よ
う
な
取

り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
か
？

相
：
当
院
で
は
、
妊
娠
・
出
産
な
ど

で
一
時
的
に
休
職
し
た
女
性
医
師
が
、

週
１
～
２
日
か
ら
勤
務
を
再
開
で
き

る
「
女
性
医
師
支
援
枠
」
を
設
け
て

い
ま
す
。
非
常
勤
で
は
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
枠
を
利
用
し
て
少
し
ず
つ
現
場

の
感
覚
を
取
り
戻
し
て
い
た
だ
き
、

常
勤
に
復
帰
で
き
る
よ
う
な
形
を
目

指
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
病
児
保
育

も
院
内
で
体
制
を
整
え
て
い
ま
す
。

　

課
題
だ
と
感
じ
て
い
る
の
は
、
お

子
さ
ん
が
就
学
す
る
際
に
離
職
し
て

し
ま
う
女
性
医
師
が
少
な
く
な
い
こ

と
で
す
。
小
学
校
に
入
る
と
、
保
育

園
の
よ
う
に
長
時
間
子
ど
も
を
預
か

っ
て
く
れ
る
場
が
な
く
な
る
た
め
で

す
。
職
員
の
居
住
地
は
様
々
で
す
か

ら
、
病
院
で
学
童
保
育
を
担
う
の
は

難
し
い
で
す
。
行
政
に
よ
る
学
童
保

育
が
充
実
す
る
こ
と
を
願
い
ま
す
。

篠
：
政
府
が
掲
げ
る
、「
２
０
２
０
年

ま
で
に
管
理
職
の
30
％
を
女
性
に
」

と
い
う
「
２
０
２
０
・
３
０
運
動
」

に
つ
い
て
は
ど
う
お
考
え
で
す
か
？

相
：
例
え
ば
日
本
皮
膚
科
学
会
で
は
、

管
理
職
の
女
性
枠
が
設
け
ら
れ
た
こ

と
で
女
性
管
理
職
が
増
え
た
経
緯
が

あ
り
ま
す
。
医
療
界
全
体
を
見
て
も

女
性
管
理
職
は
ま
だ
ま
だ
少
な
い
た

め
、
枠
を
設
け
る
こ
と
自
体
が
も
た

ら
す
効
果
は
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
し
か
し
本
来
な
ら
ば
、
女
性
に

だ
け
フ
ォ
ー
カ
ス
し
た
数
値
目
標
を

立
て
る
の
は
不
自
然
だ
と
私
は
感
じ

ま
す
。
本
当
に
必
要
な
の
は
、
管
理

職
に
な
れ
る
よ
う
な
能
力
を
持
つ
人

を
、
男
女
問
わ
ず
育
て
て
い
く
仕
組

み
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

医
師
の
偏
在
解
消
は

魅
力
的
な
病
院
づ
く
り
か
ら

篠
：
働
き
方
改
革
に
関
連
す
る
テ
ー

マ
と
し
て
、
医
師
確
保
の
問
題
が
あ

り
ま
す
。
地
域
・
診
療
科
に
よ
る
医

師
の
偏
在
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う

な
考
え
を
お
持
ち
で
し
ょ
う
か
？　

　

神
奈
川
県
で
も
、
東
部
と
西
部
で

は
医
師
数
に
偏
り
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。

相
：
私
も
大
き
な
課
題
だ
と
感
じ

て
い
ま
す
。
た
だ
、
医
師
を
制
度
で

縛
り
付
け
よ
う
と
す
る
の
で
は
な

く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
医
療
機
関
が
「
残

り
た
い
」
と
思
っ
て
も
ら
え
る
よ
う

な
組
織
づ
く
り
を
す
る
こ
と
が
大
切

な
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
ま
す
。

実
際
、
教
育
体
制
が
整
っ
て
い
た
り
、

学
ぶ
機
会
が
豊
富
に
用
意
さ
れ
て
い

る
医
療
機
関
に
は
、
地
域
の
中
で
人

が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。
ア
ピ
ー
ル
ポ

イ
ン
ト
を
設
け
、
医
学
生
や
研
修
医

に
も
広
く
知
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に

す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
診
療
科
の
偏
在
に
つ
い
て

は
、
訴
訟
リ
ス
ク
や
超
過
重
労
働

な
ど
の
負
担
を
で
き
る
限
り
な
く
し
、

本
来
の
業
務
を
ま
っ
と
う
で
き
る
仕

組
み
を
整
え
る
こ
と
も
必
要
だ
と
考

え
ま
す
。

互
い
に
協
力
し
合
え
る

パ
ー
ト
ナ
ー
を
見
つ
け
よ
う

篠
：
最
後
に
、
医
学
生
に
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。

相
：
一
日
は
24
時
間
し
か
あ
り
ま
せ

ん
し
、
体
力
に
は
限
界
が
あ
り
ま
す
。

だ
か
ら
こ
そ
皆
さ
ん
に
は
、
細
切
れ

の
時
間
を
う
ま
く
使
っ
て
ほ
し
い
で

す
。
今
の
時
代
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
で
論

文
を
読
む
な
ど
、
ま
と
ま
っ
た
時
間

が
な
く
て
も
勉
強
す
る
方
法
は
あ
り

ま
す
。
無
駄
な
く
時
間
を
使
う
こ
と

が
成
長
の
コ
ツ
だ
と
私
は
思
っ
て
い

ま
す
。

　

ま
た
、
勤
務
時
間
外
も
仕
事
の
こ

と
ば
か
り
考
え
て
い
て
は
、
息
が
詰

ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
時
に
は
少
し

離
れ
て
気
分
転
換
を
す
る
方
が
、
仕

事
に
集
中
で
き
る
と
私
は
思
い
ま
す
。

例
え
ば
、
家
事
を
す
る
時
間
は
結
構

な
気
分
転
換
に
な
り
ま
す
よ
。
私
も

家
に
い
る
と
き
は
、
で
き
る
限
り
夕

食
を
作
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
働
き
続
け
る
た
め
に
は

配
偶
者
の
理
解
も
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

仕
事
に
対
す
る
熱
意
や
意
欲
を
理
解

し
、
そ
れ
に
協
力
し
て
く
れ
る
人
を

パ
ー
ト
ナ
ー
に
選
べ
る
よ
う
、
人
を

見
る
目
を
養
っ
て
お
く
こ
と
を
お
勧

め
し
ま
す
。

篠
：
確
か
に
そ
う
で
す
ね
。
医
師
同

士
の
夫
婦
で
、
交
代
で
非
常
勤
に
な

っ
て
専
門
医
資
格
を
取
得
し
た
ケ
ー

ス
を
い
く
つ
か
知
っ
て
い
ま
す
。
そ

れ
ぞ
れ
の
仕
事
へ
の
向
き
合
い
方
を

互
い
に
理
解
し
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
協

力
し
合
え
る
カ
ッ
プ
ル
が
増
え
て
い

く
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。
本
日
は
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

語り手　
相原 道子先生
横浜市立大学附属病院　病院長

聞き手　
篠原 裕希先生
前日本医師会男女共同参画委員会委員、神奈川県医師会理事

男
性
と
同
等
に
活
躍
で
き
る

仕
事
に
就
き
た
か
っ
た

篠
原
（
以
下
、
篠
）：
相
原
先
生
は
、

横
浜
市
立
大
学
の
皮
膚
科
で
キ
ャ
リ

ア
を
積
ま
れ
、
２
０
０
４
年
に
病
院

教
授
、
２
０
０
８
年
に
主
任
教
授
に
、

２
０
１
６
年
に
は
横
浜
市
立
大
学
附

属
病
院
の
病
院
長
に
就
任
さ
れ
て
い

ま
す
。
ま
ず
、
先
生
が
医
師
を
志
し

た
理
由
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

相
原
（
以
下
、
相
）：
男
性
と
同
等

に
活
躍
で
き
る
仕
事
に
就
き
た
い
と

思
っ
た
か
ら
で
す
。
人
に
感
謝
さ
れ

る
仕
事
で
あ
る
こ
と
も
魅
力
的
で
し

た
。

篠
：
皮
膚
科
を
選
ば
れ
た
の
は
な
ぜ

で
す
か
？ 

相
：
皮
膚
科
と
内
科
で
悩
み
ま
し
た

が
、
横
浜
市
大
は
当
時
か
ら
ロ
ー
テ

ー
ト
研
修
が
あ
っ
た
の
で
、
各
科
を

１
年
ず
つ
経
験
し
て
皮
膚
科
に
決
め

今
回
は
、
横
浜
市
立
大
学
附
属
病
院
の
病
院
長
で
あ
り
皮
膚
科
教
授
で
あ
る
相
原
先
生
に
、
こ
れ
ま
で

の
キ
ャ
リ
ア
や
、
医
師
の
働
き
方
改
革
に
つ
い
て
の
病
院
管
理
者
と
し
て
の
お
考
え
を
伺
い
ま
し
た
。

　
病
院
長
と
し
て
医
師
の
働
き
方
改
革
に
取
り
組
む

  
　
　
　
　
　    

　
　
　
　 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〜
相
原 

道
子
先
生
〜
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グローバ ルに活躍する
若手医師たち

阿部 計大
世界医師会JDN役員
JMA-JDN前代表

鈴木 航太
JMA-JDN 副代表
（外務）　

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

川崎市立川崎病院で初期研修修了後、慶應
義塾大学精神・神経科学教室へ入局。 2016
年4月より同大学大学院博士課程所属。

医学生から医師になったときにJMA-JDNに参加する意義
第3回JMA-JDN総会、
スライドデザイン講座のご報告

ボランティアで直接社会課題に取り組みた
いのであれば、JMA-JDNへの参加が選択
肢の一つです。

学生時代にIFMSA-Japanで忙しく活動し
ていたことが、その後の医師人生でも役立っ
ています。

佐藤 峰嘉
JMA-JDN役員
（国際）

2012年北海道大学卒。砂川市立病院で
臨床研修修了。北海道の地方中核病院で
呼吸器・総合内科を研修後、北海道大学
病院（内科I）勤務。

キャリア形成を考える北海道の若手世代
―北海道医師会医学生・若手医師キャリア支援検討会から―

最近寒くなって風邪をひきました。皆様もお
気をつけください。

日本医師会の若手医師支援

※先生方の所属は2018年 10月現在のものです。

JMA-JDNとは

今回は、JMA-JDNの若手医師より、第３回JMA-JDN総会、その後に行われたワークショップおよび、

北海道で行われた医学生・若手医師キャリア支援検討会の報告を寄せてもらいました。

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」と検索してみてください。

2018 年7月21日に「若手医師と医学生のア
ツい夏！」と題したワークショップを行いました。
JMA-JDNでは、2017年 3月からJMA-JDN、
医学生団体のIFMSA-Japan（国際医学生連
盟 日本）、AMSA Japan(アジア医学生連絡協
議会 日本支部）、jaih-s（日本国際保健医療学
会 学生部会）の代表者と月1回のオンラインミ
ーティングを行っています。2017年7月に行った

「アドボカシースキルワークショップ」に引き続き、
今年は各々のワークショップを開催しました。
JMA-JDNからは、左記の鈴木航太先生のよう
にスライドデザインを学ぶワークショップを行い
ました。IFMSA-Japanとjaih-sは共同で 「健康
格差の改善を目指す国際保健医療活動の模索
～公衆衛生、性と生殖の視点から考えるケニア
の保健事情～」と題したワークショップを実施し
ました。地域データをもとに、ケニアのある地区
で妊産婦死亡を減らすための方策を行政や医療

従事者等の役割に分かれてグループで話し合い
ました。AMSA Japanのワークショップは「夢を
描こう＆語ろう」と題して、参加者がA4用紙に
自身の夢を描いたポスターを作成し、発表し合
いました。
今回のような若手医師と医学生の世代を超えた
組織的交流は多くありません。医学生から医師
になると、社会に少しだけ貢献しやすくなります。
個人で仕事をするのも良いですが、一人でできる
ことには限りがあります。JDNは世界医師会で
話し合われる様々な社会問題に関する政策提言
作成の過程で発言したり、そのために普段から
勉強会や地域でのイベントを実施したり、また
調査や提言にも自主的に取り組んでいます。も
し医師になって、病院や大学、学会では直接取
り組むことが難しい社会課題にボランティアとし
て取り組みたいのであれば、JMA-JDNへの参
加が選択肢の一つになるかもしれません。 

2018年7月21日に、第3回JMA-JDN総会を
開催いたしました。午前中は、新役員選出や内
規修正といった、JMA-JDNの運営に関わる様々
な決議を行いました。午後からは、「若手医師と
医学生のアツい夏！」と題し、JMA-JDN、医学
生団体のIFMSA-Japan（国際医学生連盟 日
本）、AMSA Japan（アジア医学生連絡協議会     
日本支部）、jaih-s（日本国際保健医療学会 学
生部会）がそれぞれ主催でワークショップを開催
いたしました。若手医師団体と医学生団体が一
緒にワークショップを作り上げるのは初の試みで、
互いの団体の特徴を活かしつつ学び合うという
またとない機会になったのではないかと思います。
イギリスからの参加者を含め、合計30名ほどの
若手医師と医学生が参加しました。
JMA-JDNからは、京都大学大学院精神科医
小林啓先生に「伝わる！医療者のためのスライド
デザイン講座」と題した講演をしていただきまし

た。「準備」「整理」「余白」の３つをキーワード
に、伝わるスライドの作り方をわかりやすく教え
ていただきました。デザインというと、センスが
求められるように思われがちですが、基本的なこ
とを守るだけでもだいぶ印象は変わります。つい
綺麗なスライドを作ることにとらわれがちですが、
プレゼンテーションの主役は発表者であり、ス
ライドはその補助であるということを改めて感じ
ました。さらに、事前に参加者から募ったスライ
ドをもとに、より見やすくするための実践的なア
ドバイスをしていただき、大変勉強になりました。
今回、若手医師と医学生のコラボワークショッ
プを開催することができたのは、ひとえに、日本
医師会国際課の皆様、JMA-JDNおよび各医学
生団体の皆様、参加していただいた皆様のおか
げと感謝しております。今後も各種ワークショップ
やイベントを開催してまいりますので、どうぞよろ
しくお願いいたします。

［ Facebook ］

ＪＭＡ-ＪＤＮのメーリングリストに参加しよう！メーリングリストには、日本医師会ＷＥＢサイトにある、ＪＭＡ-
ＪＤＮのページから登録することができます。研修医・若手医師だけでなく、医学生の皆さんも大歓迎
です。Facebookページでも情報を発信しています。「フォロー」や「いいね」をよろしくお願いします!

information

皆さんは医師としてどのように働きたいですか。
病院や診療所で働く以外の働き方、都市部と僻
地という異なる環境、また出産や介護等のライ
フイベント等について考えることもあるかと思い
ます。キャリア形成には専門職として社会に負う
使命と自己実現という側面があり、医学教育の
なかでも近年少しずつ扱われるようになってきて
います。
2018年7月15日に北海道医師会主催の医学
生・若手医師キャリア支援検討会が札幌で行わ
れました。北海道医師会では、若手世代のキャ
リア形成を支援するセミナーを年に数回実施して
おり、JMA-JDNも企画協力を行っています。今
回の支援検討会では当事者である医学生や若手
医師が今後のセミナーの内容を検討しました。
前半では臨床心理士でもある小児科医の先生よ
り、キャリアとは何かというテーマでお話しいた
だき、キャリア形成は成人の発達課題として考え

ることができることを知りました。
後半では北海道の医学生・若手医師に必要なス
キルや学んでみたいことについて意見交換を行
いました。コミュニケーションスキルや、地域で
の医療需要について、また多様性に対する寛容
性、医療とAIの関連や国際的なキャリアなどに
興味があるという意見が挙がりました。
今回のキャリア支援検討会で挙げられた意見を
もとに、次回のセミナーでは国際的なキャリア・
臨床の現場以外の働き方
について取り上げることに
なりました。2018 年10月
28日にセミナーが行われる
予定です。北海道は首都圏
と比べ多様な働き方をして
いる医師と知り合うことの
できる場は少なく、よい機会
になることが期待されます。
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医
師
の
地
域
別
・診
療
科
別
偏
在

皆
さ
ん
は
、
医
師
不
足
が
長
年
問

題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
既
に
ご
存

知
だ
と
思
い
ま
す
。
と
は
い
え
、
平

成
28
年
度
に
厚
生
労
働
省
が
発
表
し

た
今
後
の
医
師
需
給
推
計*

1

で
は
、

約
10
年
後
に
は
日
本
の
人
口
減
少
に

よ
っ
て
医
師
が
供
給
過
剰
に
な
る
と

発
表
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
で
は
ど

う
し
て
、
医
師
不
足
が
声
高
に
叫
ば

れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

医
師
不
足
の
本
質
は
、
医
師
の
絶

対
数
で
は
な
く
、
地
域
別
・
診
療

科
別
の
偏
在
に
あ
り
ま
す
。
例
え

ば
、
平
成
28
年
度
の
厚
生
労
働
省
の

デ
ー
タ*

2

に
よ
る
と
、
都
道
府
県

別
に
見
た
人
口
10
万
対
医
師
数
は
、

最
も
多
い
徳
島
県
が
３
１
５
・
９
人

で
あ
る
の
に
対
し
、
埼
玉
県
で
は

１
６
０
・
１
人
と
、
大
き
な
差
が
見

ら
れ
ま
す
（
た
だ
し
、
徳
島
県
の
中

で
も
都
市
部
と
郡
部
で
偏
在
が
あ
り
、

埼
玉
県
で
は
東
京
都
等
へ
の
患
者
の

移
動
も
あ
る
の
で
、
一
概
に
人
口
比

だ
け
で
判
断
で
き
な
い
部
分
も
あ
り

ま
す
）。
ま
た
診
療
科
別
の
医
師
数

の
割
合
は
、
最
も
多
い
内
科
が
20
・

０
％
な
の
に
対
し
、産
婦
人
科
は
３
・

６
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
厚
生
労
働
省
の
「
医
療

従
事
者
の
需
給
に
関
す
る
検
討
会
・

医
師
需
給
分
科
会
」（
以
下
、検
討
会
）

で
は
、
偏
在
を
解
消
す
る
方
策
が
議

論
さ
れ
て
お
り
、
今
村
副
会
長
を
は

で
し
ょ
う
。
私
は
、
今
の
状
況
で
医

学
生
に
調
査
を
し
た
ら
、
こ
の
よ
う

な
結
果
が
出
る
の
も
当
た
り
前
だ
と

思
い
ま
す
。
診
療
す
る
地
域
や
診
療

科
を
自
由
に
選
べ
る
と
思
っ
て
入
学

し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
突
然
制
度
が

変
わ
っ
て
そ
れ
が
制
限
さ
れ
て
し

ま
っ
た
ら
、
不
公
平
感
を
覚
え
る
の

は
当
然
の
こ
と
だ
か
ら
で
す
。
日
本

医
師
会
は
、
皆
さ
ん
が
自
律
的
な
進

路
選
択
が
で
き
る
と
い
う
前
提
を
崩

す
こ
と
な
く
、
そ
の
う
え
で
、
マ
ク

ロ
な
視
点
か
ら
見
た
と
き
に
結
果
的

に
偏
在
が
な
く
な
る
よ
う
、
情
報
提

供
や
制
度
変
更
と
い
っ
た
ア
プ
ロ
ー

チ
を
必
要
に
応
じ
て
取
っ
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

大
切
な
の
は
、
入
学
前
か
ら
制
度

を
明
示
し
、
納
得
し
た
う
え
で
医
学

部
に
来
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
実
際
、
地
域
枠

制
度
に
つ
い
て
肯
定
的
な
意
見
が
多

支
援
セ
ン
タ
ー
が
勤
務
環
境
を
き
ち

ん
と
整
備
す
る
こ
と
、
最
後
に
こ
れ

ら
の
セ
ン
タ
ー
が
相
互
連
携
し
て
医

師
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
を
支
援
す
る
こ

と
の
３
点
が
明
記
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
連
携
に
よ
っ
て
、
医
師
の
少
な
い

地
域
に
派
遣
さ
れ
た
医
師
が
良
い
勤

務
環
境
で
働
け
る
こ
と
を
担
保
で
き

ま
す
。
医
師
の
少
な
い
地
域
で
も
、

医
師
が
働
き
や
す
い
環
境
を
作
る
た

め
の
土
台
が
整
え
ら
れ
た
の
で
す
。

そ
し
て
検
討
会
は
、
今
回
の
法
改

正
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
効
果
を
検

証
し
た
う
え
で
さ
ら
な
る
対
策
を
検

討
す
べ
く
、
議
論
を
重
ね
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
医
師
の
偏
在
を
解
消

す
る
た
め
着
実
か
つ
前
向
き
に
制
度

の
改
善
が
進
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

今
後
の
展
望
に
つ
い
て
、
今
村
副
会

長
に
聞
き
ま
し
た
。

「
日
本
医
師
会
は
、
日
本
全
国
ど
こ

で
も
国
民
が
平
等
に
医
療
を
受
け
ら

れ
る
よ
う
、
医
師
の
偏
在
の
問
題
に

つ
い
て
引
き
続
き
国
に
様
々
な
提
言

を
行
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も

日
本
の
人
口
構
成
は
刻
々
と
変
化
し

て
い
き
ま
す
か
ら
、
そ
れ
に
伴
っ
て

制
度
も
変
え
て
い
く
必
要
が
出
て
く

る
で
し
ょ
う
。
時
代
の
変
化
に
合
わ

せ
て
、
か
つ
現
場
が
混
乱
し
な
い
よ

う
に
、
医
師
の
立
場
か
ら
発
言
す
る

の
が
日
本
医
師
会
の
使
命
で
す
。
こ

れ
か
ら
の
医
療
を
担
う
若
い
医
師
・

医
学
生
た
ち
の
立
場
も
考
え
て
、
今

後
も
改
善
を
進
め
て
い
き
ま
す
。」

今後の医師需給

医師の地域別・診療科別の偏在等について、
今村聡日本医師会副会長に聞きました。

じ
め
、
日
本
医
師
会
か
ら
も
委
員
が

参
加
し
て
い
ま
す
。

納
得
で
き
る
制
度
変
更
を

こ
こ
で
、
地
域
別
・
診
療
科
別
の

医
師
の
偏
在
に
つ
い
て
、
医
学
生
は

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
見
て

い
き
ま
し
ょ
う
。今
年
、医
学
生
が
医

学
生
向
け
に
行
っ
た
調
査
に
よ
る
と
、

都
会
に
医
師
が
集
中
す
る
こ
と
や
診

療
科
の
選
択
に
偏
り
が
出
る
こ
と
を

問
題
だ
と
感
じ
て
い
る
医
学
生
は
過

半
数
に
の
ぼ
り
、
地
域
枠
制
度
に
つ

い
て
は
肯
定
的
な
意
見
が
多
く
見
ら

れ
ま
す
。
し
か
し
、
制
度
等
の
強
制

力
に
よ
っ
て
自
身
の
診
療
科
・
研
修

地
域
の
選
択
肢
が
狭
め
ら
れ
る
こ
と

に
つ
い
て
は
否
定
的
な
意
見
が
多
い

と
い
う
結
果
に
な
り
ま
し
た
（
表
）。

し
か
し
検
討
会
に
お
い
て
は
、「
長

年
続
く
医
師
の
偏
在
は
強
制
的
な
方

法
で
解
消
す
べ
き
」
と
い
う
意
見
も

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
医
師
会

は
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
・
オ
ー

ト
ノ
ミ
ー
に
基
づ
き
、
医
師
が
自
律

的
に
進
路
選
択
で
き
る
こ
と
を
大
前

提
と
し
て
議
論
に
臨
ん
で
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
今
村
副
会
長

に
聞
き
ま
し
た
。

「
医
師
の
偏
在
を
解
消
す
る
た
め
に

は
、
も
ち
ろ
ん
何
ら
か
の
手
段
を
講

じ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

混
乱
や
不
公
平
さ
を
減
ら
す
た
め
に

も
、
急
に
強
制
的
な
手
段
を
取
る
よ

り
は
段
階
的
な
方
法
を
考
え
る
べ
き

皆が納得して進路選択できるような
情報提供や制度変更に努めたい

い
の
は
、
入
学
時
点
で
示
さ
れ
た
条

件
に
納
得
し
た
う
え
で
医
学
部
に
入

る
学
生
が
多
い
か
ら
だ
と
私
は
考
え

て
い
ま
す
。
な
お
、
地
域
枠
制
度
を

利
用
し
て
医
師
に
な
っ
た
人
の
そ
の

後
を
見
て
い
く
と
、
若
干
の
例
外
は

あ
る
も
の
の
、
地
元
に
定
着
す
る
人

が
多
く
、
医
師
の
地
域
偏
在
解
消
に

効
果
が
あ
る
と
言
え
ま
す
。

今
後
も
、
医
学
生
を
含
む
皆
さ
ん

が
納
得
し
た
う
え
で
進
路
を
選
択
で

き
る
よ
う
な
制
度
を
整
え
て
い
く
こ

と
が
、
地
域
・
診
療
科
の
偏
在
解
消

に
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。」

若
手
医
師
の
立
場
も
ふ
ま
え
て

さ
て
、
今
年
３
月
、
前
述
の
検
討

会
に
お
け
る
議
論
の
中
間
取
り
ま
と

め
を
基
に
、「
医
療
法
及
び
医
師
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
が
国

会
に
提
出
さ
れ
、
７
月
に
成
立
・
公

布
さ
れ
ま
し
た
。
医
師
の
偏
在
の
み

な
ら
ず
、
医
師
養
成
等
に
も
関
わ
る

様
々
な
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま

す
が
、
こ
の
法
改
正
で
特
筆
す
べ
き

こ
と
と
し
て
、「
一
人
ひ
と
り
の
医

師
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
を
支
援
す
る
内

容
が
明
記
さ
れ
た
こ
と
」
が
挙
げ
ら

れ
ま
す
。
内
容
に
つ
い
て
簡
単
に
見

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

こ
の
法
改
正
で
は
、
地
域
枠
の
医

師
に
つ
い
て
、
ま
ず
地
域
医
療
支
援

セ
ン
タ
ー
が
そ
の
医
師
の
中
長
期
的

な
キ
ャ
リ
ア
形
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作

る
こ
と
、
次
に
医
療
勤
務
環
境
改
善

若い医師が地方を離れ、都
会に集中することについて
問題だと思いますか？

地域や診療科を制度などで強制的に偏在
がないように振り分けることをどう思いま
すか？

地域枠によって地域医療の担い
手を確保することをどう思います
か？

【調査概要】
実施期間：2018年8月／対象：医学部在学中の
学生にWEBアンケートを実施し、無記名で回答
／回収数：64

表：医学生による地域および診療科における医師の偏在についての意識調査（2018年）

*1…平成30年「医療従事者の需給に関する検討会　医師需給分科会　第３次中間取りまとめ」より　
*2…平成28年「医師・歯科医師・薬剤師調査の概況」より

地方での医師不足、都会での過剰供
給につながるから。
医療の質に地域格差が出るかもしれ
ないから。
地域によって医師不足が起こり、激務
化によってさらに医師が少なくなると
いう悪循環に陥るから。

それぞれ自分の好きに勤務場所を
選びたいと思うのは当然だと思うた
め。

【問題だと思う】
・

・

・

【問題だと思わない】
・

学生にも地域にも共に利益があり、共に責任
を負っているので、良い。
本人が望んで地域枠を受験しているのだから
悪いことではないと思う。
地域医療に興味がある人が集まり、学ぶこと
はとても良いことだと思う。しかし同時に、教
育機関はそれに見合う教育を、医療機関はよ
り地域医療の充実を図らなければならないと
思う。

地域枠によって、ある程度の年数は確保でき
るかもしれないが、一定期間を過ぎると他県
に出てしまう人たちがいるかもしれないの
で、継続的な医師の確保になるのかは疑問が
ある。

【肯定的意見】
・

・

・

【否定的意見】
・

地域や診療科における医師の偏在を是正できるため、
必要だと思う。ただし、そういった制度は医療者全員が
認識したうえで、適切な形で変更される必要がある。

偏在が出ないようにするのは大切だと思うが、自分の
興味のある科を選べないのは嫌だ。
強制的に振り分けたことで嫌々仕事をされても、患者
にとって良いことではないと思う。
医局の雰囲気を良くする、職場環境を改善する、給与
を上げるなど、インセンティブを作るべきであり、強制
の必要はない。強制したところで余計な不満が溜まり、
医師のQOLを下げるだけだと思う。

【肯定的意見】
・

【否定的意見】
・

・

・

Q Q Q

今村 聡日本医師会副会長

（自由記述より抜粋。詳しい数値データについては今後、他の企画で公開する予定。）
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～武見太郎先生の業績・漢方の保険適用の灯
火を継いで～

「遠隔システムを使用した西洋医学と東洋医学の
比較授業をやってみないか！」
KnotAsia代表の大村和弘医師(東京慈恵会医
科大学助教)のこの一言をきっかけに、慶煕大
学韓方病院の金奎錫医師と共に2013年から遠
隔鑑別診断が始まりました。模擬患者（実際の
患者情報を紙にまとめたもの）の診察を、西洋
医学を学ぶ日本の医学生と、東洋医学を学ぶ韓
国の医学生が、それぞれの診察アプローチや着
眼点の違いを比較しながら、実際に医師が患者
を診察するような形でディスカッションし合うとい
う内容です。医学的知識の研鑽とともに、相互
理解を深めるという目的があります。

【主なセッション】
①事前情報からの鑑別診断②問診③身体所見
④検査所見⑤治療⑥韓医師・西洋医師から説明

【過去に扱ったテーマ】
第１回：慢性副鼻腔炎、第2回：アトピー性皮膚炎、
第3回：閉経期症候群、第4回：偏頭痛、

第5回：腰痛
第6回となる今年のテーマは当日まで秘密です。
メイン会場となるソウルの慶煕大学韓医学部教
室には、東洋医学を学んでいる韓国の医学生が
集結し、西洋医学を学んでいる日本の医学生は東
京・大阪・大分、それぞれの会場に集まります。
わずか2時間の鑑別診断ではありますが、効果
は絶大。例えば韓国の医学生と友人になれば、
東洋医学の永遠の家庭教師を得たような効果も
期待できます。回を増すごとに進化を続ける西洋
医学生VS東洋医学生の遠隔鑑別診断に興味を
お持ちの方はぜひご参加ください。

【開催概要】
日時：2018年11月17日（土）18：00～20：00
場所：ソウル（慶煕大学）、東京（YMS/代々木メ
ディカル進学舎）、大阪（関西医科大学）、大分

（大分大学）
対象：鑑別診断に興味があり、ディスカッション
に参加できる方
定員：各会場3名まで（先着順）＊見学はどなた
でも可能。ただし各会場スペースに応じた人数

とさせていただきます。
参加費：無料
主催：NPO法人KnotAsia
共催：慶煕大学韓医学部
申込方法： 
KnotAsia.musubi@gmail.
com宛に、〔件名〕遠隔鑑
別診断、〔本文〕1.氏名（ふ
りがな）、2.性別、3.学校
名・学年、4.連絡の取れ
る電話番号を記入して送信
してください。

「inochi学生プロジェクト」は、「若者の力でヘル
スケアの課題を解決する」を理念とする医療系学
生団体です。関西を拠点として、主に大阪大学と
京都大学の医学部生から構成されています。
今回は弊団体が11月25日に主催するイベント

「inochi学生・未来フォーラム2018」の告知をさ
せていただきます！
弊団体は、「inochi学生フォーラム」「inochi独自
プロジェクト」「WAKAZO」という三つの部門に
分かれています。

「inochi学生フォーラム」では、中高生や大学生を
参加者として、毎年一つのテーマに関するヘルス
ケア課題解決コンペティションを実施しています。
今年のテーマは『自殺』です。15～39歳までの
死因第1位である自殺を減らすために、学生はチー
ムを組み課題を見つけ、その解決に取り組みます。
絶対的な答えのない問題の解決に向けて、若者
のパワーを信じ、精力的に活動を続けています！
当日は、約100名から勝ち抜いた国内外合わせ
た6チームがプレゼンテーションを披露します。

「inochi独自プロジェクト」では、 大学生が自らの専
門知識を活かして、実際に課題解決に取り組んで
います。今年は医療分野の大きな問題である「薬
剤耐性菌の課題を解決する」というテーマで海外
現地調査を行い、LINEbot作成などを行っています。
参加者を募って課題解決コンペティションを行う

「inochi学生フォーラム」とは違い、大学生が自らプ
ロジェクトを立てて行うこの事業では、より実践
に近い形でのアウトプットを目指しています。

最後に「WAKAZO」では、2025年の大阪万博
誘致を目指しています。大阪万博のテーマの一つ
はSDGs（国連が定めた2030年までの持続的
な開発目標のこと）です。WAKAZOでは2025
年に若者から課題解決が行われるようなプラット
フォーム創造を目指して進んでいきます。当日は
世界の課題を見て旅をしたバックパッカーや大阪
万博で若者が活躍する場であるWAKAZO館の
案がパネルディスカッションで語られます。また、
弊団体は、一般社団法人「inochi未来プロジェク
ト」と提携関係を結んでいます。「inochi未来プ
ロジェクト」は、inochiの大切さと未来について
考え、行動するプロジェクトです。関西を医療拠
点にすることをビジョンに掲げており、積極的に
inochi学生プロジェクトと交流をしています。
このようなプロジェクトの１年間の集大成「inochi
学生・未来フォーラム2018」が11月25日、大
阪のグランフロントにて行われます！
優れた自殺対策のプランを考え、実行し、コンペ
ティションを勝ち抜いたチームがプレゼンテーシ
ョンし、「inochi独自プロジェクト」の成果発表が
あります。そして11月23日に2025年万博開催
国が決まってから２日後のこの日に「WAKAZO」
が万博について語ります。必ず刺激満載の集いと
しますので、皆さん奮ってご参加ください！
主催：inochi学生プロジェクト、一般社団法人
inochi未来プロジェクト
日程：2018年11月25日（日）12：00 ～18：45
対象：学生、一般市民、健康・医療関係者（企

業・団体・行政）、2025年大阪万博誘致関係者 
700名（予定）
場所：グランフロント北館B2F コングレコンベン
ションセンター
企画内容：
第一部 inochi学生フォーラム2018
第二部 WAKAZO
第三部 inochi未来フォーラム
参加費：
S席2,500円（一部のみ、または二、三部のみ
の場合2,000円）
A席社会人2,000円（一部のみ、または二、三
部のみの場合1,000円）
A席学生1,000円（一部のみ、または二、三部
のみの場合500円）
連絡先：info@inochi-gakusei.com
イベント特設ページ：
http://inochi-gakusei.com/forum2018/
応募登録：
https://inochi-gakusei-mirai-2018.peatix.com

第６回西洋医学VS東洋医学遠隔鑑別診断
NPO法人KnotAsia×慶煕大学韓医学部　共催

inochi学生・未来フォーラム2018のご案内 ～若者の力でできること～
inochi学生プロジェクト

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。

Event

Event

Report

医療や工学、ビジネス、デザインなど多様なバッ
クグラウンドをもつ参加者が多国籍のチームを作
り、医療・健康分野の課題を解決するための革
新的な製品やサービスを競い合う――。米スタ
ンフォード大学（Stanford University）では、毎
年秋にヘルスハッカソン「health++」が開催され
ています。
ハッカソン（Hackathon）とはハック（Hack）と
マラソン（Marathon）からなる造語で、短期
間でのプロダクトやサービスの開発イベントの
ことを指します。スタンフォード大学ヘルスハッ
カソン「health++」では、医療・健康における

「Aff ordability（低価格化）」の実現の達成のた
め、医療従事者やエンジニア、デザイナーなど多
分野の専門家が新しいアイデアを生み出していき、
医療分野とその他の分野の垣根を越えた共創の
場を作っていきます。
2018年秋は昨年に引き続き、医療分野のイノ
ベーション促進を目的とする団体、MI3 Tokyo 
(http://mi3.institute)が少数精鋭の学生を選抜
し日本から現地に派遣します。また、スポンサー
企業には米Intel社や米Boston Scientifi c社など
の大手企業も名を連ねます。
現地ではヘルスハッカソン開催に先立ち、スタ

ンフォード大学の教員やビジネスマン、弁護士、
投資家などによる講義やワークショップなどが行
われます。昨年の参加者は、4日間にわたりバイ
オデザインを始めとするヘルスケア領域における
イノベーションの手法や、その過程で必要となる
知的財産や資金調達について、第一線で活躍し
ている講師から学びました。
ヘルスハッカソン本番は週末2日間にわたり約
250名が参加して行われます。まず参加者が自
分が感じている医療・健康分野の課題やニー
ズ、それに対する解決策に関する1分トークを
行い、共感した他の参加者がチームに加わり４
～５人のチームを作っていきます。専門分野、国
籍、年齢など垣根を越えた参加者が協力し、健
康や医療の課題解決に取り組み、最終日の夕
方にプロジェクトの審査が行われます。昨年は
33チームが48時間でプロダクトやサービス開発

（具体的な開発物一覧：https://bit.ly/2oSvrPz）
を完成させ、MI3 Tokyoが選抜した日本人が
所属するチームが「Grand Prize：3rd Prize」、

「Persistent-Neodesign $1k prizes」、「Intel 
Nervana AI Cluster Grand Prize」を受賞しました。
2018年秋も日本を代表してスタンフォード大学に
派遣される最大10名の学生が選ばれます。現

地での模様は「health++」の日本版ウェブサイト
（http://mi3.institute/hackathon/）で報告してい
く予定です。また来年以降、引き続き「health++」
に日本から学生を派遣する予定です。医療とテク
ノロジーの最前線の場に挑戦したい学生を来年
も募集します。ぜひご応募よろしくお願いいたします。
2017年参加者の声

「世界という観点から自分や日本を見る機会にも
なりました。途上国での経験を経験で終わらせ
ることなく、その解決を目指したいと強く思いま
した。また世界の健康問題に挑戦し、貢献した
いという意欲がさらに湧きました。」（医療系学生）

「ハッカソンで3位という結果を出すことができ、
自分たちの実力が世界でも通用することを実感し、
非常に自信になりました。ハッカソンや授業、ス
タンフォードでの1週間の生活を通じて、たくさ
んの魅力的
な人と交流
し、つなが
ることがで
きました。」

（工学系学
生）

スタンフォード大学ヘルスハッカソン「 health++」の活動　
health++

2018年８月21～ 23日、Bizjapan M x Space 
Project主催の「宇宙医学スタディツアー」が開
催されました。JAXA筑波宇宙センター・日本大
学岩崎研究室・渋川医療センターの３か所を医
学生６人が訪問しました。
今、官民による有人宇宙開発の熱が世界中で高
まっています。トランプ政権は有人での月面探査
を明言し、民間でもスペースXが2024年に火
星に人を送る計画です。しかし、そこに必要な医
学・医療のサポートは決して十分ではありません。
宇宙医学の基礎領域でも多くが未開拓で、宇宙
で医療を提供するための仕組みづくりは未着手
です。

「宇宙での医療・医学」の知見が必要となる将
来のために、より多くの医学生に「宇宙医学」と
いう将来の選択肢を体感してもらおうと、３日間

のツアーが行われました。
<１日目>JAXA筑波宇宙センターは、日本の
有人宇宙開発の統括を行っています。訪問では、
宇宙飛行士でもある古川聡氏と、フライトサージ
ャン、生理的対策責任者（リハビリ士）からのレ
クチャーと医学生を交えてのワークショップが行
われ、最後には筑波宇宙センターの閉鎖実験設
備の見学を行いました。
<２日目>日本大学岩崎研究室は、重力が様々
に変化するなかでの循環器の反応を研究してい
ます。訪問では岩崎賢一教授からのレクチャー
の後、宇宙医学の将来やキャリアについてのデ
ィスカッションが活発になされました。後半には
参加者全員が遠心加速器の試乗を行いました。
<３日目>渋川医療センターの石北直之先生は、
小児科医として勤務する傍ら宇宙麻酔器の開発

を行っています。訪問では、宇宙麻酔器の実物
に触れながらのレクチャーで、医学生は「臨床現
場の問題意識が、宇宙にもつながる」ことを学
びました。
今後もスタディツアーは継続的に開催予定です。

「医」と「宇宙」の最前線を体験
M x Space Project

統合医学概論
慶煕大学韓医学部

大学院教材
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2018年８月16 ～ 18日に、日韓の医学生と医
師の交流を目的としたスタディツアーが開催され
ました。第2回となる今年は大阪で総勢約 60
名が集まりました。今回は「今日の小さな一歩が、
明日の大きな飛躍につながる」という意味を込め
て、“One small step, one giant leap”がメイン
テーマでした。
１日目は開会式が行われた後、水田隆俊先生

（水田クリニック 院長）をお招きし、“20-year 
Commitment to Help Patients Stop Smoking”
というテーマで講義をしていただきました。タバ
コの様々な問題を詳しく学び、講義後には学生
たちでタバコに関するポスターを作り、発表しま
した。夕方からは、皆で大阪を観光しながら交
流を深める時間を持ちました。

2日目の午前、大阪府立体育会館にてスポーツ
企画が行われました。スポーツによってより親睦
を深めるとともに、健康における運動の意義に
ついても考える時間になりました。午後は、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）をお招きし、“Stand 
Up Against Alcohol-Related Problems” と い
うテーマで講義をしていただきました。アルコー
ル依存症についての医学的な内容に加えて、人
が依存症にどのように陥るのか、また医療者は
この問題にどのように向き合っていくのかなどを、
実際の現場でのエピソード、先生の経験を交え
ながら学ばせていただきました。その後は、日韓
の医学生が一人ずつ事前に準備したプレゼンを
発表しました。そして、YGPAの医師たちから医

学生たちへのメッセージをお聞きしました。医師
がどのような信念を持ち働かれているのかを教え
ていただく貴重な時間でした。
3日目は、医学部の最新のニュースもふまえ医療
の世界での問題についてのディスカッションを
しました。そして、このツアーで学んだこと、感じ
たことを医学生一人ひとりが発表し、“One small 
step, one giant leap”というテーマのなかで得
たものを互いに
共有しました。
最後にFarewell 
Partyを執り行
い、盛況のうち
に３日間が締め
くくられました。

～明日の医療を考える～ 日韓医学生交流プログラムin大阪
若手開業医の会（Young General Practitioner Association, YGPA）

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。

Group

よくあるご 質 問
【ドクタラーゼ】

Q&A【日医Lib】

「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ー」「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

Report

Team Medicsは8月11～12日にかけて、SOLA 
Summer Conference 2018 「理想の国際医療
とは」を開催いたしました。
1日目は「国際大会と医療」をテーマに、医療・
行政・通訳の立場から講師をお招きしご講演を
いただき、2020年の東京オリンピック・パラリ
ンピックに向けた取り組み、そして課題が残る
現状について学ぶことができました。また2日目
は「世界における臨床のリアル」をテーマに、海
外で臨床経験のある方々や医学英語教育に関わ
っている方 を々お招きし、参加者の質問をベース
とした少人数制のセッションを開催しました。さ
らに2日間にわたりグループワークを実施し、5
人程のチームで「国際大会における理想の医療
システム」をテーマに、今の日本における課題分
析と、その課題を解決できるようなアイデア出し
を経て、最後にグループ間でのプレゼンテーショ

ンと質疑応答を行いました。
SOLAとはSchool Of Liberal Artsの略で、Team 
Medicsが3月から始めた新たなプログラムです。
私たちは、医療系学生には「多様な価値観に触
れる機会」「自ら考え、発信する機会」が必要
だと考え、そういった「大学では経験できない多
様な学び」の場としてSOLAを創設し、「医療×
〇〇」という新たな可能性を模索してきました。
今 回 の SOLA Summer Conference 2018も、
参加者や講師の方々の交流や、正解のない問題
に対して自分たちでどのように考えどのように他
者に伝えられるか、といった点を意識した “Active” 
なイベントとなるよう企画いたしました。イベント
当日は医学生だけでなく他の学部・学科の学生
や社会人の方々にもご参加いただき、また皆様に
非常に積極的にプログラムに取り組んでいただ
けたことで、とても有意義な2日間となりました。

Team Medicsは9月からも引き続き月1回の勉
強会、そして不定期ではありますがSOLAを開
催してまいりますので、皆様のご参加を心よりお
待ち申し上げております。
最後になりますが、ご登壇いただいた先生方、
企画段階から親身にご協力いただいたJIGHの
皆様、ご顕彰および助成金をご提供いただいた
東京都医師会の皆様など、今回のイベントは数
多くの方々のご協力により開催することができま
した。このたびは誠にありがとうございました。

Team Medics Summer conference 2018 開催報告　
Team Medics

IFMSA-Japan（国際医学生連盟 日本）に所属
するAfrica Village Projectが2017年 4月より
取り組んでいるザンビア・ブリッジ企画。ザンビ
ア共和国のマケニ村に診療所を建設するために、
斬新な方法で挑戦を続けています。

マケニ村には診療所はありません。大きなお腹
を抱えた妊婦さんは安全な出産を求めて“最寄り”
の診療所まで4時間の距離を歩き、やけどを負
った村人は布切れで患部を覆い痛 し々い状態で
治療を待っています。マラリアのように適切な処
置によって治るような病気にも多くの人がもがき
苦しんでいたのです。
同じ人間なのにどうして私たちとはこんなに違う
のだろう。今の私たちにも何かできるんじゃない
か。そう思い、診療所の建設支援を決意しました。
これまで何の経験もない学生が、どうやって建
設に必要な資金を集めていくのか。唯一のアイデ
アは、「ザンビアの良さを発信していく」というこ
とでした。当初、たった数人だったメンバーは会
う人会う人にこの想いを伝えていきました。
これが奇跡のような出会いの数 を々起こしていき
ます。
日本国内でザンビアの文化を様々な方法で発信
している方とお会いし、彼の考えたザンビア風お
好み焼きのレシピを頂き、そのお好み焼きを販
売することにしました。やることが決まってからは、
ひたすら駆け抜けました。資格のない学生による
飲食店出店のハードルは高かったのですが、想

いに共感してくれた方のご厚意により、なんとか
秋田の小さな町で第１回出店を果たしました。
その後は支援の輪が秋田から全国各地に広がり、
これまでに2,000食以上のザンビア風お好み焼
きを販売しました。
先日は、東北三大祭りの一つである秋田の竿灯
祭りでもお好み焼き販売を行いました。

「かわいそうだから…という負の側面だけに目を
向けるのではなく、この活動を通してザンビアの
暮らしや文化、人々の温かさに魅力を感じてほし
い。」そういった強い想いで活動してきました。
ザンビアの魅力は非常に多くの方々に届き、こ
れまで活動の軸にしてきた“食”を超え、アフリ
カ人留学生とのコンサート企画やザンビアの布
を使った手芸品作りなど幅広く取り組んでいます。
これまでに集めた資金で、診療所で働く医療従
事者のためのスタッフハウスの建設がスタートし
ています。
また、ザンビア・ブリッジ企画ではクラウドファ
ンディングにも挑戦し、157名の支援者の方か
ら168万3千円のご支援を頂きました。
今後の予定としては、10月13日の「スーリール
ファム秋フェス」と、11月11日「子育てメッセ」
にてザンビアのチテンゲ雑貨販売を行う予定で
す。
現地の方とより密に連携を取りながら、持続可
能性を意識した支援を続けたいです。そして、い
つかこの診療所で日本の医療関係者が研修でき
るようになることも夢見ています。

ザンビア・ブリッジプロジェクト　～ 9,500人を救う診療所をザンビアに～
ザンビア・ブリッジ企画

「学生中心で診療所建設に挑戦しています！」
ザンビア・ブリッジ企画は、全国各地の医
療系学生を中心としたメンバーで診療所建
設に取り組んでいます。私たちが目指してい
る支援の形は、ザンビアの良さをザンビア
風お好み焼き、アフリカ音楽ライブ、写真展
などを通じて日本人に伝え、診療所を建設す
ることです。現地の方とのやりとり、日本で
支援をお願いするにあたっては、想像してい
たよりも多くの困難に直面しました。ですが、
たくさんのかけがえのない出会いや様々な
方々のご協力、ご支援により少しずつ建設
が前に進んでいます。今年度は都内でイベン
トを開催し、クラウドファンディングにも挑
戦するなど活動の幅がより広がりました。私
たちの目標は、2020年までに必要な施設
の建設が完了し診療所の運営が開始される
ことです。今後も一層精進して実現できるよ
うに活動していきます。私たちの活動に興味
がある方は、ぜひ一度ご連絡をください。

ホームページ：
https://zambiabridge2017.
wixsite.com/zambiabridge-avp
クラウドファンディングページ：
https://readyfor.jp/projects/
zambiabridge
メールアドレス：zambiabridge2017@gmail.com
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山
田
（
以
下
、
山
）：
僕
た
ち
は
互

い
に
知
り
合
い
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
、

面
と
向
か
っ
て
し
っ
か
り
話
す
の
は

初
め
て
で
す
よ
ね
。
長
嶋
く
ん
は
先

日
ま
で
、
ケ
ニ
ア
で
臨
床
実
習
を
し

て
い
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

長
嶋
（
以
下
、
長
）：
は
い
。
外
部

実
習
に
応
募
し
て
、
ケ
ニ
ア
の
公
立

病
院
に
行
っ
て
い
ま
し
た
。
医
療
以

前
に
イ
ン
フ
ラ
が
成
り
立
っ
て
お
ら

ず
、
清
潔
な
水
も
ト
イ
レ
も
な
い
、

大
変
過
酷
な
環
境
で
し
た
。

山
：
ベ
ー
ス
と
な
っ
て
い
る
衛
生
状

態
を
改
善
し
な
け
れ
ば
、
医
師
が
ど

ん
な
に
頑
張
っ
て
治
療
し
て
も
ど
う

に
も
な
ら
な
い
で
す
よ
ね
。

長
：
そ
う
思
い
ま
す
。
発
展
途
上
国

の
イ
ン
フ
ラ
問
題
が
一
気
に
解
決
す

る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
、
長
い

ス
パ
ン
で
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
の
変
化
を
待

つ
間
に
も
、
誰
か
が
患
者
さ
ん
を
治

療
し
続
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
目

の
前
の
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
た
め
に
臨

床
医
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
を
痛

感
し
た
一
方
で
、
自
分
に
で
き
る
こ

と
の
限
界
も
感
じ
ま
し
た
。
そ
う
い

う
現
実
に
直
面
す
る
な
か
で
、
臨
床

医
以
外
の
働
き
方
の
可
能
性
も
見
え

て
き
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
山
田
く

ん
は
将
来
ど
ん
な
働
き
方
を
し
た
い

で
す
か
？

山
：
僕
は
、
こ
れ
か
ら
の
医
療
者
が

目
指
す
べ
き
形
は
、
市
民
に
近
い
場

所
で
、
医
療
と
い
う
よ
り
ヘ
ル
ス
ケ

ア
と
い
う
観
点
か
ら
価
値
を
提
供
す

る
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま

す
。
と
い
う
の
も
、
現
在
日
本
に
お

い
て
は
糖
尿
病
や
生
活
習
慣
病
、
認

知
症
な
ど
、
病
院
の
中
だ
け
で
は
な

く
、
そ
の
人
の
生
活
ま
で
見
な
け
れ

ば
解
決
で
き
な
い
問
題
が
増
え
て
い

る
か
ら
で
す
。
ま
た
、
な
か
な
か
病

院
に
来
な
い
よ
う
な
人
々
の
健
康
を

守
る
た
め
に
も
、
医
師
や
厚
生
労
働

省
か
ら
の
指
導
と
い
っ
た
ト
ッ
プ
ダ

ウ
ン
型
で
は
な
く
、
地
域
住
民
に
よ

る
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
型
の
医
療
が
、
こ

れ
か
ら
ま
す
ま
す
求
め
ら
れ
る
と
思

い
ま
す
。
そ
こ
で
僕
た
ちinochi

学

生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
中
に
ヘ
ル
ス
ケ
ア
リ
ー
ダ

ー
を
一
人
置
い
て
、
周
り
を
巻
き
込

み
な
が
ら
行
う
医
療
を
提
唱
し
て
い

ま
す
。

長
：
そ
う
い
う
医
療
な
ら
、
住
民
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
強
い
地
域
の
方
が

や
り
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。

山
：
は
い
。
そ
し
て
、
例
え
ば
Ａ
Ｅ

Ｄ
を
タ
ブ
レ
ッ
ト
と
連
動
さ
せ
、
心

停
止
の
方
に
よ
り
素
早
く
届
け
る
シ

ス
テ
ム
を
作
る
な
ど
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ

ー
を
医
療
に
応
用
し
、
地
域
社
会
に

根
付
か
せ
る
こ
と
が
、
今
後
ま
す
ま

す
重
要
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

ま
た
医
師
に
は
、
地
域
住
民
を
説
得

し
、
ア
イ
デ
ア
を
実
行
に
移
し
て
い

く
能
力
も
必
要
に
な
る
で
し
ょ
う
。

長
：
興
味
深
い
で
す
ね
。
僕
は
高
知

で
の
病
院
実
習
を
通
し
て
、
地
域
の

様
々
な
課
題
を
見
て
い
ま
す
。
少
子

高
齢
化
が
先
進
す
る
高
知
に
い
る
と
、

東
京
や
大
阪
の
未
来
を
一
足
先
に
体

感
し
て
い
る
よ
う
な
気
分
に
な
り
ま

す
。
ま
た
、
昨
年
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド

大
学
の
ヘ
ル
ス
ハ
ッ
カ
ソ
ン
に
参
加

し
、
未
来
の
ヘ
ル
ス
ケ
ア
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー
を
創
造
す
る
現
場
を
経
験
し
ま

し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
未
来
の
医
療

の
課
題
と
解
決
策
の
双
方
に
、
学
生

の
う
ち
に
触
れ
る
機
会
を
持
て
た
こ

と
は
、
将
来
の
糧
に
な
る
気
が
し
ま

す
。
高
知
・
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
・
ア

フ
リ
カ
と
い
う
極
端
に
異
な
る
環
境

に
飛
び
込
ん
で
き
た
医
学
生
は
僕
だ

け
だ
と
勝
手
に
自
負
し
て
い
ま
す
。

山
：
僕
た
ち
は
団
体
や
活
動
内
容
は

違
う
け
れ
ど
、
現
場
の
課
題
を
解
決

す
る
こ
と
が
大
事
だ
と
思
っ
て
い
る

と
こ
ろ
は
一
緒
で
す
ね
。
僕
は
、
課

題
解
決
に
忠
実
で
い
た
い
。手
段
を
問

わ
ず
、
課
題
に
対
し
て
真
摯
に
向
き

合
っ
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
重
要
じ
ゃ

な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

長
：
僕
と
山
田
く
ん
に
共
通
し
て
い

る
の
は
、
臨
床
を
基
盤
に
し
な
が
ら
、

現
場
の
課
題
に
価
値
が
あ
る
と
信
じ

る
姿
勢
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

山
：
そ
う
で
す
ね
。
現
場
に
出
て
臨

床
研
修
を
す
る
の
が
楽
し
み
で
す
。 

山田 達也

長嶋 友希

各
方
面
で
活
躍
す
る
医
学
生
の
素
顔
を
、
同
じ
医
学
生
が
描
き
出
す
こ
の
企
画
。

今
回
は
対
談
形
式
で
お
送
り
し
ま
す
。

No.20

※医学生の学年は取材当時のものです。

筑波大学体育専門学群を卒業
後、ガーナのNGOに勤務し、高
知大学に編入学。昨年スタン
フォード大学ヘルスハッカソン
health++（P43参照）に参加。現
在health++日本支部のリーダー
として運営に従事する。今夏には
ケニアで臨床実習に参加。

長嶋 友希
（高知大学５年）

profile

1995 年生まれ。大学 2年の時
にinochi学生プロジェクトに参
加。関西の中高生・高専生、そし
て全国の大学生と「認知症の社
会課題の解決」に取り組むプロ
ジェクトのリーダーを経て、現在
はinochi学生プロジェクト2018

（P42参照）の代表を務める。

山田 達也
（大阪大学４年）

profile
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