


漢
方
医
と
し
て
の
歩
み

奈
良
岡
（
以
下
、
奈
）：
先
生
は
な
ぜ

漢
方
医
を
目
指
さ
れ
た
の
で
す
か
？

髙
山
（
以
下
、
髙
）：
私
は
山
形
の
出

身
で
、
実
家
は
温
泉
宿
を
経
営
し
て

い
ま
す
。
旬
の
山
菜
に
囲
ま
れ
て
育

ち
、
身
近
に
は
、
漢
方
薬
の
材
料
に

も
な
る
サ
ル
ノ
コ
シ
カ
ケ
を
煎
じ
て

飲
む
お
年
寄
り
も
い
ま
し
た
。
漢
方

へ
の
興
味
の
原
点
は
、
そ
ん
な
生
育

環
境
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
地
元
は
雪
深
く
交
通
の
便
も

悪
い
た
め
、
具
合
が
悪
く
て
も
病
院

に
行
か
ず
我
慢
し
て
し
ま
う
人
も
多

く
、
予
防
医
学
に
も
関
心
を
持
つ
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
た
だ
、
い
き
な

り
漢
方
を
学
ぶ
の
で
は
な
く
、
ま
ず

は
急
性
期
の
患
者
さ
ん
の
命
を
救
う

た
め
、
西
洋
医
学
の
基
礎
を
し
っ
か

り
身
に
つ
け
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

循
環
器
内
科
医
と
し
て
専
門
研
修

を
終
え
た
頃
、「
救
急
対
応
な
ど
に

お
け
る
西
洋
医
学
の
強
み
は
よ
く
わ

か
っ
た
。
一
方
で
、
急
性
期
の
治
療

を
終
え
て
落
ち
着
い
た
患
者
さ
ん
が
、

不
眠
・
食
欲
不
振
・
気
力
低
下
と
い

っ
た
不
定
愁
訴
で
、
何
度
も
外
来
に

戻
っ
て
き
て
し
ま
う
。
何
と
か
で
き

な
い
か
」
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
当
時
は
抗
不
安
薬
や
抗
う
つ
薬

し
か
対
処
法
が
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

な
か
な
か
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
難
し
い
。

そ
こ
で
漢
方
に
取
り
組
も
う
と
、
東

北
大
学
に
当
時
あ
っ
た
先
進
漢
方
治

療
医
学
講
座
の
大
学
院
生
に
な
り
ま

し
た
。
天
津
中
医
薬
大
学
や
台
湾
に

も
見
学
に
行
き
、
漢
方
や
鍼
灸
を
学

び
ま
し
た
。
伝
統
医
療
を
学
ぶ
人
が

世
界
中
か
ら
集
ま
っ
て
い
て
、
注
目

度
の
高
さ
に
驚
き
ま
し
た
ね
。

　

大
学
院
修
了
後
は
ド
イ
ツ
に
渡
り

ま
し
た
。
ド
イ
ツ
で
は
、
慢
性
病
に

対
す
る
西
洋
医
学
の
限
界
が
広
く
認

識
さ
れ
て
お
り
、
自
然
療
法
が
盛
ん

で
す
。
ま
た
、
国
際
研
究
で
自
然
療

法
の
臨
床
効
果
を
検
証
・
評
価
す
る

文
化
が
根
付
い
て
お
り
、
そ
の
姿
勢

に
は
非
常
に
影
響
を
受
け
ま
し
た
。

震
災
を
機
に
気
付
い
た
こ
と

髙
：
在
独
中
、
東
日
本
大
震
災
が
起

こ
り
ま
し
た
。
周
囲
か
ら
は
帰
国
し

な
い
よ
う
強
く
言
わ
れ
ま
し
た
が
、

あ
る
日
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
テ
レ
ビ
に
、
不

眠
不
休
で
働
く
か
つ
て
の
同
僚
た
ち

の
姿
が
映
っ
た
の
で
す
。
今
帰
ら
な

い
と
一
生
後
悔
す
る
と
思
い
、
矢
も

盾
も
た
ま
ら
ず
帰
国
し
ま
し
た
。

　

帰
国
後
は
東
北
大
学
の
救
護
チ

ー
ム
に
入
り
、
多
く
の
体
調
不
良
の

方
々
の
治
療
に
あ
た
り
ま
し
た
。
例

え
ば
３
月
の
寒
い
時
期
は
、
低
体
温

の
人
に
体
を
温
め
る
漢
方
を
、
気

温
が
上
が
っ
て
乾
燥
し
た
土
砂
が
舞

い
上
が
り
ア
レ
ル
ギ
ー
が
増
え
る
と
、

抗
ア
レ
ル
ギ
ー
作
用
の
あ
る
漢
方
を

処
方
し
ま
し
た
。
抗
ヒ
ス
タ
ミ
ン
剤

の
副
作
用
で
ぼ
ん
や
り
し
て
、
片
付

け
の
と
き
に
怪
我
を
す
る
人
も
多

か
っ
た
た
め
、
副
作
用
の
少
な
い
漢

方
は
喜
ば
れ
ま
し
た
ね
。
痛
み
を
訴

え
る
人
が
、
鍼
治
療
な
ど
で
良
く
な

っ
た
例
も
多
く
あ
り
ま
し
た
。
こ
の

経
験
か
ら
、「
西
洋
医
学
の
限
界
と
、

そ
れ
を
補
完
す
る
東
洋
医
学
」
と
い

う
考
え
方
が
、
私
の
中
で
よ
り
明
確

に
な
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

奈
：
地
域
医
療
の
場
で
東
洋
医
学
に

で
き
る
こ
と
は
多
そ
う
で
す
ね
。

髙
：
は
い
。
そ
の
た
め
に
も
、
東
洋

医
学
の
効
果
の
検
証
は
重
要
で
す
。

ま
た
、
研
究
成
果
を
地
域
医
療
に
還

元
し
つ
つ
、
下
の
世
代
に
教
え
る
と

い
う
流
れ
も
重
視
し
て
い
ま
す
。

　

教
育
の
重
要
性
を
痛
感
し
た
の
も
、

震
災
の
時
期
で
し
た
。
当
時
、
東
北

大
学
で
は
臨
床
実
習
が
中
断
し
て

し
ま
っ
た
た
め
、
漢
方
内
科
を
回
る

予
定
だ
っ
た
学
生
に
つ
い
て
は
、
被

災
地
で
患
者
さ
ん
の
お
話
を
聴
い
た

り
マ
ッ
サ
ー
ジ
し
た
り
す
る
こ
と
を

地
域
医
療
・
漢
方
実
習
と
し
ま
し
た
。

す
る
と
、
地
域
医
療
の
様
子
を
間
近

に
見
た
こ
と
で
、
学
生
の
理
解
が
格

段
に
深
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
以
来
、

漢
方
内
科
で
の
実
習
・
研
修
や
、
総

合
地
域
医
療
研
修
セ
ン
タ
ー*

で
は
、

様
々
な
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
教
育
や

体
験
学
習
を
重
視
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
を
組
ん
で
い
ま
す
。

　

私
は
「
漢
方
医
に
な
り
た
い
」
と

い
う
思
い
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
し
た

が
、
そ
れ
以
前
に
、
も
っ
と
根
本
的

な
「
こ
う
な
り
た
い
」
と
い
う
動
機

を
持
ち
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
必
要

な
こ
と
を
そ
の
都
度
選
び
な
が
ら
、

キ
ャ
リ
ア
を
歩
ん
で
き
た
よ
う
に
思

い
ま
す
。
今
後
も
、
臨
床
・
教
育
・

研
究
の
三
本
柱
を
大
切
に
、
日
々
励

ん
で
い
く
つ
も
り
で
す
。

髙山 真
東北大学病院　漢方内科　特命教授

奈良岡 祐子
東北大学医学部　６年
髙山先生はインタビュー中も、私の顔を見ただけで漢方の「証」を言い当てて
しまわれるので驚きました（笑）。「漢方で慢性副鼻腔炎やケロイドがきれいに
治った」などのお話を聴き、漢方の奥深さを知ることができました。将来は患
者さんを中心に考えて、東洋医学も含めた様々なアプローチを選択できる医師
になりたいです。

1997年、宮崎医科大学医学部卒業。山形市立病院済生館にて臨床研修。
山形県立新庄病院内科、石巻赤十字病院循環器科を経て、東北大学で漢方
を学び始める。2010年、東北大学大学院医学系研究科医学博士課程修了、
ミュンヘン大学麻酔科ペインクリニックへ留学。日本内科学会総合内科専門医・
指導医、日本循環器学会循環器専門医、日本東洋医学会漢方専門医・指導医。

What I’m made from

髙山 真

東洋医学の研究を
地域医療の場に還元し
次の世代に伝えたい

東北大学病院　漢方内科　特命教授

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
。

* 総合地域医療研修センター… 東日本大震災の被災地における医療を復興・発展させる目的で、東北大学医学系研究科が設立した研修センター。被災した医療人が最先端医療・
医学を学べる場を提供するほか、災害医療の専門家や震災を経験した医療人による災害医療学教育などを行っている。
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左
の
額
に
入
っ
た
絵
は
、
本
誌
の
表
紙
に
あ

る
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
天
井
画
「
ア
ダ
ム
の
創

造
」
を
、
人
工
知
能
（
A
I
）
が
真
似
し
て
描

い
た
も
の
で
す
。
こ
の
絵
を
見
て
、
皆
さ
ん
は

ど
う
感
じ
る
で
し
ょ
う
か
。

２
０
０
０
年
代
の
世
界
を
変
え
た
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
が
携
帯
電
話
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普

及
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
２
０
１
０
年
代
に
最
も

イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
の
は
人
工
知
能
だ
っ
た

と
言
え
る
で
し
ょ
う
。し
ば
ら
く
は
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
が
人
間
に
勝
て
な
い
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
て

い
た
囲
碁
の
世
界
で
、
２
０
１
６
年
に
は
「
ア

ル
フ
ァ
碁
」と
い
う
人
工
知
能
が
世
界
的
な
ト
ッ

プ
棋
士
を
破
り
ま
し
た
。
最
近
で
は
２
０
１
８

年
に
人
工
知
能
が
描
い
た
絵
画
が
オ
ー
ク
シ
ョ

ン
で
落
札
さ
れ
、
数
千
万
円
の
値
が
つ
き
ま
し

た
。
目
覚
ま
し
い
進
歩
を
続
け
る
人
工
知
能
は
、

こ
れ
ま
で
得
意
だ
っ
た
計
算
や
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム

の
枠
を
超
え
、
ア
ナ
ロ
グ
で
難
し
い
と
さ
れ
て

き
た
芸
術
の
分
野
で
さ
え
も
、
人
間
に
迫
っ
て

き
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
人
工
知
能
の
進
化
を
受
け
、
こ
れ

ま
で
人
間
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
き
た
仕
事
の
多

く
が
「
人
工
知
能
に
よ
っ
て
代
替
可
能
な
の
で

は
な
い
か
」
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
一
部
の
業
種
・
職
種
に
つ
い
て
は
、
遠
く

な
い
将
来
に
は
人
間
が
担
う
必
要
が
な
く
な
る

と
い
う
予
測
も
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
到
来

す
る
、
人
工
知
能
が
多
く
の
役
割
を
果
た
す
世

界
に
お
い
て
、
人
間
は
、
そ
し
て
医
師
は
ど
の

よ
う
な
在
り
方
を
求
め
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

今
回
は
「
医
師
と
Ａ
Ｉ
」
を
テ
ー
マ
に
、
歴

史
的
経
緯
や
今
日
的
ト
ピ
ッ
ク
を
紹
介
し
て
い

き
ま
す
。
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参考：日本医師会学術推進会議　第Ⅸ次 学術推進会議報告書「人工知能（AI）と医療」（2018年６月） pp.2-11

オ
ー
ト
マ
タ
（
自
動
人
形
）
へ
の
憧
れ

私
た
ち
人
類
は
「
世
界
は
、
私
た
ち
は
ど
の

よ
う
に
で
き
て
い
る
の
か
」
と
い
う
問
い
を
探

求
す
る
な
か
で
、
知
識
や
学
問
を
発
展
さ
せ
て

き
ま
し
た
。
た
と
え
ば
哲
学
に
お
い
て
は
、
死

ね
ば
土
に
還
っ
て
し
ま
う
人
間
の
肉
体
の
ど
こ

に
「
魂
」
や
「
知
性
」
が
存
在
す
る
の
か
―
―

と
い
う
問
い
は
、
デ
カ
ル
ト
を
は
じ
め
と
し
た

多
く
の
哲
学
者
た
ち
を
悩
ま
せ
た
難
題
で
し

た
。こ

の
関
心
は
、
技
術
的
に
は
「
オ
ー
ト
マ

タ
」（
自
動
人
形
）
の
実
現
を
目
指
す
と
い
う
形

で
表
れ
、
ゼ
ン
マ
イ
式
時
計
や
オ
ル
ゴ
ー
ル
の

発
明
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。
特
定
の
動

作
を
シ
ミ
ュ
レ
ー
ト
す
る
こ
れ
ら
の
機
械
が
普

及
す
る
に
つ
れ
て
、
動
作
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、

人
間
の
思
考
そ
の
も
の
を
シ
ミ
ュ
レ
ー
ト
す
る

こ
と
に
対
す
る
関
心
も
高
ま
っ
て
い
き
ま
し

た
。
18
世
紀
後
半
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
俗
に

「
ト
ル
コ
人
」
と
呼
ば
れ
る
チ
ェ
ス
を
指
す
機
械

が
脚
光
を
浴
び
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
を
含
む
多
く
の

著
名
人
を
盤
上
で
打
ち
負
か
し
ま
し
た
。
し
か

し
実
際
に
は
、
機
械
の
中
に
巧
妙
に
隠
れ
て
い

た
チ
ェ
ス
の
名
人
が
操
作
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
点
で
は
、
機
械
が
人

間
の
思
考
を
シ
ミ
ュ
レ
ー
ト
す
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
の
で
す
。

Ａ
Ｉ
の
萌
芽

近
代
に
な
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
世
界

観
に
お
い
て
神
に
よ
る
被
造
物
と
さ
れ
て
き
た

「
人
間
」
も
ま
た
、
科
学
の
対
象
と
し
て
捉
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
医
学
に
お
い
て

も
、
実
証
主
義
的
な
研
究
に
よ
っ
て
人
体
に
関

す
る
知
識
の
レ
ベ
ル
は
飛
躍
的
に
向
上
し
ま
し

た
。
そ
し
て
、
哲
学
の
世
界
で
も
「
認
識
論
」

の
登
場
に
よ
り
、
私
た
ち
人
間
の
思
考
そ
の
も

の
に
つ
い
て
の
探
求
が
始
ま
り
ま
し
た
。

17
世
紀
に
パ
ス
カ
ル
や
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が

作
っ
た
「
機
械
式
計
算
機
」
は
、
計
算
と
い

う
私
た
ち
の
思
考
の
一
部
分
を
切
り
取
っ
て
デ

ジ
タ
ル
に
再
現
す
る
と
い
う
意
味
で
、
人
工
知

能
実
現
に
向
け
た
第
一
歩
だ
っ
た
と
言
え
る
で

し
ょ
う
。
そ
の
後
、19
世
紀
に
は
数
学
者
バ
ベ
ッ

ジ
は
「
解
析
機
関
」
と
呼
ば
れ
る
蒸
気
機
関
で

動
く
機
械
式
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
設
計
し
、
プ

ロ
グ
ラ
ム
言
語
の
基
礎
を
作
り
ま
し
た
。
そ
の

後
20
世
紀
に
入
る
と
、
演
算
装
置
と
記
憶
装
置

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
発

明
さ
れ
、
20
世
紀
後
半
か
ら
は
半
導
体
の
性
能

向
上
や
小
型
化
が
急
速
に
進
ん
だ
こ
と
で
、
機

械
（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
）
の
演
算
能
力
は
飛
躍

的
に
向
上
し
ま
し
た
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
は
、
所
与
の
ル
ー
ル
の
も

と
、
用
意
さ
れ
た
ゴ
ー
ル
に
向
け
た
解
を
探
索

す
る
と
い
う
「
推
論
と
探
索
」
を
行
う
こ
と
が

で
き
、
そ
の
振
る
舞
い
は
人
間
の
目
に
「
知
的
」

に
映
り
ま
し
た
。
１
９
４
７
年
に
は
チ
ュ
ー
リ

ン
グ
が
現
在
の
人
工
知
能
に
相
当
す
る
概
念
を

提
唱
し
、
１
９
５
６
年
に
は
初
め
て"A

rtificial 
Intelligence

（
人
工
知
能
）"

と
い
う
言
葉
が
使

用
さ
れ
、
研
究
分
野
と
し
て
確
立
し
ま
す
。
し

か
し
当
時
の
人
工
知
能
は
現
実
の
複
雑
な
問
題

を
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、「
電
車
の
経
路
探

索
」や
「
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム（
チ
ェ
ス
・
将
棋
）」、「
代

数
の
問
題
」
な
ど
の
領
域
で
能
力
を
発
揮
す
る

に
と
ど
ま
り
、
人
工
知
能
研
究
は
冬
の
時
代
を

迎
え
ま
す
。

エ
キ
ス
パ
ー
ト
シ
ス
テ
ム
の
開
発
と
限
界

１
９
８
０
年
代
に
入
る
と
、「
エ
キ
ス
パ
ー
ト

シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
新
た
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
注

目
が
集
ま
り
、
第
二
次
人
工
知
能
ブ
ー
ム
が
起

こ
り
ま
す
。
限
ら
れ
た
盤
面
の
マ
ス
目
で
、
限

ら
れ
た
駒
を
動
か
す
チ
ェ
ス
の
よ
う
な
領
域
で

も
、
手
当
た
り
次
第
に
最
適
解
の
「
推
論
と
探

索
」
を
行
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
膨
大
な
処
理
が

発
生
し
ま
す
。
チ
ェ
ス
が
強
い
人
が
、
脳
内
で

こ
の
よ
う
な
情
報
処
理
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と

は
明
ら
か
で
し
た
。
そ
こ
で
、
演
算
能
力
の
み

な
ら
ず
、
専
門
家
の
知
識
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

に
持
た
せ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
開
発
さ
れ
た
の
が
、
卓

越
し
た
ナ
レ
ッ
ジ
ベ
ー
ス
を
持
つ「
エ
キ
ス
パ
ー

ト
シ
ス
テ
ム
」
で
し
た
。

１
９
９
７
年
に
は
、
エ
キ
ス
パ
ー
ト
シ
ス
テ

ム
を
搭
載
し
た
Ｉ
Ｂ
Ｍ
社
の
人
工
知
能「
デ
ィ
ー

プ
ブ
ル
ー
」
が
チ
ェ
ス
の
世
界
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン

を
破
っ
た
こ
と
で
、
人
工
知
能
が
人
間
の
能
力

を
超
え
る
こ
と
へ
の
期
待
も
高
ま
り
ま
す
。
医

療
の
分
野
で
も
、
例
え
ば
１
９
７
２
年
に
は
感

染
症
の
診
断
を
行
う
“
Ｍ
Ｙ
Ｃ
Ｉ
Ｎ
”
が
開
発

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
実
際
の

症
例
に
お
け
る
診
断
精
度
が
65
％
と
優
れ
て
い

た
こ
と
か
ら
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
を
よ
り
洗
練
す

れ
ば
、
様
々
な
領
域
で
精
度
の
高
い
診
断
が
で

き
る
の
で
は
な
い
か
と
の
期
待
が
高
ま
り
、
医

療
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
し
て
多
く

の
研
究
開
発
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
当

時
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
性
能
が
貧
弱
だ
っ
た

こ
と
、
そ
し
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
学
習
機
能
を
備

え
て
い
な
い
（
予
め
組
み
込
ま
れ
た
知
識
を
発

展
さ
せ
た
り
、
自
ら
情
報
を
収
集
し
た
り
で
き

な
い
）
た
め
、
ユ
ー
ザ
ー
（
人
間
）
が
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
診
断
パ
タ
ー
ン
を
覚
え
て
し
ま
い
、
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
使
う
価
値
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う

と
い
う
問
題
も
生
じ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、「
機
械
自
ら
が
学
習
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
」
と
い
う
エ
キ
ス
パ
ー
ト
シ
ス
テ

ム
の
限
界
が
認
識
さ
れ
る
と
、
人
工
知
能
ブ
ー

ム
も
再
び
下
火
に
な
り
ま
し
た
。
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サ
ー
ビ
ス
を
行
う
例
も
あ
り
、「
医
療
」
の
枠
の

外
側
で
遺
伝
子
・
ゲ
ノ
ム
の
情
報
が
大
量
に
集

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
動
き
が
進
め

ば
、
医
師
や
専
門
家
が
介
在
し
な
い
ま
ま
、
医

療
健
康
分
野
に
ま
つ
わ
る
サ
ー
ビ
ス
が
乱
立
す

る
可
能
性
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

既
に
人
工
知
能
や
ビ
ッ
ク
デ
ー
タ
の
時
代

は
到
来
し
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、

医
療
に
ま
つ
わ
る
ビ
ッ
ク
デ
ー
タ
を
扱
う
際
の

倫
理
的
・
法
的
・
社
会
的
課
題
を
検
討
し
、
体

制
整
備
・
ル
ー
ル
作
り
を
図
っ
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

強
い
Ａ
Ｉ
の
時
代
に
備
え
て*

こ
こ
ま
で
紹
介
し
て
き
た
、
そ
し
て
現
在
も

開
発
が
進
ん
で
い
る
人
工
知
能
の
多
く
は
、「
弱

い
Ａ
Ｉ
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
人
間
が
知
能

を
使
っ
て
行
う
特
定
の
こ
と
を
代
行
す
る
に
過

ぎ
ま
せ
ん
。
乗
り
換
え
案
内
の
シ
ス
テ
ム
、チ
ェ

ス
・
将
棋
・
囲
碁
な
ど
の
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
に
始

ま
り
、
近
年
は
自
律
的
に
動
く
掃
除
ロ
ボ
ッ
ト

や
、
自
動
車
の
自
動
運
転
シ
ス
テ
ム
な
ど
も
開

発
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
も
機
能
特
化
型

の
「
弱
い
Ａ
Ｉ
」
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
あ

り
ま
せ
ん
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ま
さ
に
人
間
の
よ
う
に
会

話
し
、
様
々
な
状
況
に
応
じ
て
適
切
な
行
動
を

と
れ
る
―
―
例
え
ば
鉄
腕
ア
ト
ム
や
ド
ラ
え
も

ん
―
―
人
工
知
能
は
「
強
い
Ａ
Ｉ
」
と
呼
ば
れ

ま
す
。
医
師
・
医
療
者
の
役
割
を
本
当
の
意
味

で
代
替
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
は
「
強
い
Ａ
Ｉ
」

で
し
ょ
う
が
、
そ
の
実
現
に
は
ま
だ
時
間
が
か

か
る
で
し
ょ
う
。

私
た
ち
に
は
、
特
定
の
分
野
で
人
間
の
活
動

を
サ
ポ
ー
ト
す
る
「
弱
い
Ａ
Ｉ
」
と
協
働
す
る

な
か
で
、
い
ず
れ
来
る
で
あ
ろ
う
「
強
い
Ａ
Ｉ
」

と
ど
う
付
き
合
っ
て
い
く
の
か
、
そ
の
た
め
に

ど
ん
な
ル
ー
ル
や
シ
ス
テ
ム
を
作
っ
て
い
く
か

に
つ
い
て
合
意
形
成
を
す
る
若
干
の
時
間
の
猶

予
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
も
言
え
ま
す
。
そ
の

間
に
、
私
た
ち
は
年
齢
や
分
野
を
問
わ
ず
、
迫

り
来
る
変
化
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
く
か

を
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

機
械
が
自
ら
学
習
す
る

21
世
紀
に
入
る
と
、
集
積
回
路
の
さ
ら
な
る

性
能
向
上
や
、
分
散
型
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ

の
活
用
に
よ
っ
て
計
算
能
力
は
飛
躍
的
に
向
上

し
ま
し
た
。
ま
た
、
実
世
界
の
莫
大
な
デ
ー
タ

か
ら
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
自
ら
学
習
す
る
「
機
械

学
習
」
が
実
用
化
し
た
こ
と
に
よ
り
、
人
工
知

能
の
研
究
開
発
は
新
た
な
展
開
を
迎
え
ま
す
。

例
え
ば
エ
キ
ス
パ
ー
ト
シ
ス
テ
ム
の
時
代
に

は
、
チ
ェ
ス
に
比
べ
て
複
雑
な
計
算
を
要
す
る

将
棋
は
、
ア
マ
チ
ュ
ア
の
高
段
者
レ
ベ
ル
に
と

ど
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
歴
代
の
プ
ロ

棋
士
が
積
み
上
げ
て
き
た
膨
大
な
棋
譜
デ
ー
タ

を
読
み
込
み
、
局
面
の
評
価
を
人
工
知
能
自
ら

が
行
う
仕
組
み
を
導
入
し
た
こ
と
に
よ
り
、
将

棋
ソ
フ
ト
は
一
気
に
人
間
の
ト
ッ
プ
棋
士
の
水

準
ま
で
強
く
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
人
工
知
能
自
身
に
デ
ー
タ
の
特
徴

を
見
出
さ
せ
る
「
デ
ィ
ー
プ
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
の

登
場
に
よ
り
、
画
像
と
概
念
を
結
び
つ
け
る

「
画
像
認
識
」
の
分
野
で
ブ
レ
イ
ク
ス
ル
ー
が
起

こ
り
ま
す
。
そ
れ
ま
で
機
械
に
は
難
し
い
と
さ

れ
て
い
た
数
値
化
が
難
し
い
曖
昧
な
領
域
で
も
、

大
量
の
画
像
デ
ー
タ
を
読
み
込
ん
で
比
較
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
精
度
の
高
い
判
断
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
様
々
な
動
物
の
写
真

の
中
か
ら
、
猫
の
写
真
だ
け
を
選
び
出
す
と
い

う
の
は
、
以
前
の
人
工
知
能
に
と
っ
て
は
非
常

に
難
し
い
課
題
で
し
た
が
、
い
ま
や
デ
ィ
ー
プ

ラ
ー
ニ
ン
グ
に
よ
っ
て
「
猫
」
や
「
犬
」
や
「
人
」

を
見
分
け
る
力
を
得
た
の
で
す
。

ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
時
代
の
到
来

デ
ィ
ー
プ
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
力
を
得
た
人
工
知

能
に
必
要
な
の
は
、
考
え
る
「
基
準
」
を
見
出

す
た
め
の
デ
ー
タ
で
す
。
以
前
の
シ
ス
テ
ム
で

は
、
人
間
が
デ
ー
タ
を
解
釈
し
、
考
え
方
や
動

作
を
設
計
し
た
上
で
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
る
必
要

が
あ
り
ま
し
た
が
、
デ
ィ
ー
プ
ラ
ー
ニ
ン
グ
に

お
い
て
は
デ
ー
タ
の
解
釈
も
機
械
自
身
が
行
う

こ
と
が
で
き
ま
す
。
必
要
な
の
は
莫
大
な
デ
ー

タ
で
あ
り
、
デ
ー
タ
量
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、

そ
こ
か
ら
見
出
さ
れ
る
法
則
や
判
断
基
準
の
精

度
は
上
が
り
ま
す
。

こ
う
し
て
人
工
知
能
開
発
の
最
前
線
は
、

ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
の
収
集
と
活
用
と
い
う
フ
ィ
ー

ル
ド
に
移
っ
て
き
ま
し
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

上
で
様
々
な
サ
ー
ビ
ス
が
無
料
で
提
供
さ
れ
て

い
る
の
も
、
そ
こ
で
得
ら
れ
る
膨
大
な
デ
ー
タ

が
人
工
知
能
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
、
新
た
な
価

値
を
産
む
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
皆

さ
ん
も
ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ
で
「
お
す
す
め
の
商

品
」
を
提
案
さ
れ
た
り
、検
索
エ
ン
ジ
ン
を
使
っ

て
調
べ
た
事
柄
に
関
連
す
る
広
告
が
表
示
さ
れ

た
経
験
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
も
膨

大
な
デ
ー
タ
を
も
と
に
人
工
知
能
が
私
た
ち
の

好
み
や
行
動
の
傾
向
を
判
断
し
た
結
果
な
の
で

す
。そ

し
て
、
医
療
分
野
に
も
こ
の
デ
ー
タ
集
積

の
波
は
押
し
寄
せ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
、

医
療
に
ま
つ
わ
る
デ
ー
タ
は
、
医
師
や
研
究
者

に
よ
っ
て
集
積
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
今

は
、
多
く
の
Ｉ
Ｔ
企
業
が
先
を
争
う
よ
う
に
医

療
や
健
康
分
野
に
参
入
し
、
利
用
者
自
ら
が

提
供
で
き
る
情
報
を
皮
切
り
に
、
ウ
ェ
ア
ラ
ブ

ル
端
末
を
使
っ
た
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
生
体
情
報

の
収
集
な
ど
、
日
常
的
・
無
意
識
的
に
デ
ー
タ

を
集
積
す
る
流
れ
が
進
ん
で
い
ま
す
。
さ
ら
に
、

民
間
企
業
が
安
価
に
「
遺
伝
子
診
断
」
な
ど
の

*参考：日本医師会学術推進会議　第Ⅸ次 学術推進会議報告書「人工知能（AI）と医療」（2018年６月） p.311 10



医
学
生
の
皆
さ
ん
が
医
療
の
最
前
線
で
活
躍

す
る
２
０
２
５
〜
２
０
３
０
年
頃
の
我
が
国
で

は
、
ど
の
よ
う
な
技
術
革
新
が
実
現
さ
れ
、
ど

の
よ
う
な
社
会
に
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

ま
た
そ
の
と
き
、
人
工
知
能
は
何
を
で
き
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

我
が
国
で
は
、
科
学
技
術
・
学
術
政
策
研
究

所
が
５
年
ご
と
に
「
技
術
予
測
調
査
」
を
行
い
、

様
々
な
分
野
で
ど
の
よ
う
な
技
術
が
開
発
さ
れ
、

実
装
さ
れ
て
い
る
か
の
青
写
真
を
作
っ
て
い
ま

す
。
こ
こ
で
は
、
最
新
（
２
０
１
５
年
）
の
第

10
回
技
術
予
測
調
査*

の
結
果
か
ら
、
医
療
分

野
及
び
人
工
知
能
・
Ｉ
Ｃ
Ｔ
分
野
の
ト
ピ
ッ
ク

を
抽
出
し
、
年
表
の
形
で
示
し
て
い
ま
す
。

こ
の
年
表
を
見
る
と
、
こ
こ
２
年
ほ
ど
の

間
に
、
個
人
の
ゲ
ノ
ム
情
報
の
管
理
が
始
ま

り
、
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
に
基
づ
く
予
防
医
療
が
で

き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
予
測
に
な
っ
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
、
２
０
２
３
年
に
は
「
医
師
の
経

験
知
の
定
量
化
」
が
達
成
さ
れ
、
２
０
２
５
年

に
は
社
会
実
装
さ
れ
る
と
い
う
予
測
に
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
調
査
結
果
と
実
際
の
達

成
度
を
見
比
べ
て
み
る
と
、
若
干
達
成
ま
で
の

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
見
込
み
に
は
甘
い
と
こ
ろ
も

あ
る
よ
う
で
す
が
、
か
な
り
の
ス
ピ
ー
ド
で
医

療
分
野
に
も
技
術
革
新
の
波
が
押
し
寄
せ
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
よ
う
で
す
。

そ
し
て
、
こ
れ
だ
け
の
ス
ピ
ー
ド
で
技
術
革

新
が
進
む
と
い
う
こ
と
は
、
ル
ー
ル
や
シ
ス
テ

ム
、
倫
理
面
で
の
体
制
整
備
な
ど
、
医
療
現

場
も
様
々
な
対
応
に
追
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
で

し
ょ
う
。
そ
の
時
に
は
皆
さ
ん
も
、
医
師
と
し

て
様
々
な
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
す
。

*参考：科学技術・学術政策研究所「 第10 回科学技術予測調査　分野別科学技術予測」（2015年９月）13 12



２
０
１
６
年
に
実
施
さ
れ
た
転
移
性
乳
が
ん

の
診
断
コ
ン
テ
ス
ト
に
お
い
て
、
人
工
知
能
の

誤
診
率
は
７
・５
％
、
病
理
医
の
誤
診
率
は
３
・

５
％
だ
っ
た
と
こ
ろ
、
人
工
知
能
と
医
師
の
診

断
を
併
用
し
た
場
合
に
は
、
誤
診
率
が
０
・５
％

ま
で
減
少
し
た
と
い
う
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

医
師
と
Ａ
Ｉ
が
う
ま
く
協
働
す
る
こ
と
は
、

よ
り
良
い
医
療
の
提
供
に
つ
な
が
る
と
言
え
る

で
し
ょ
う
。
こ
こ
か
ら
は
、
医
師
と
Ａ
Ｉ
の
協

働
の
可
能
性
と
、
推
進
し
て
い
く
上
で
の
課
題

に
つ
い
て
、
日
本
医
師
会
の
学
術
推
進
会
議
の

報
告
書 

に
基
づ
い
て
解
説
し
ま
す
。

A
I
と
人
間
、
そ
れ
ぞ
れ
の
限
界

人
工
知
能
の
限
界
と
し
て
は
、
ま
ず
確
定
診

断
が
で
き
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
正
解

と
さ
れ
る
診
断
も
明
確
で
な
い
上
に
、
治
療
方

針
の
決
定
に
際
し
て
、
多
く
の
要
素
を
勘
案
し

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
分
野
特
化
型
の
人
工
知
能

が
ど
ん
な
に
進
化
し
た
と
し
て
も
、
医
師
が
持

つ
「
総
合
力
」
を
カ
バ
ー
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
で
し
ょ
う
。
加
え
て
、
特
定
分
野
に
お
け
る

人
工
知
能
の
判
断
の
精
度
が
い
か
に
上
が
っ
た

と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
結
果
を
引

き
受
け
、
責
任
を
取
る
こ
と
は
Ａ
Ｉ
に
は
で
き

ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
自
動
車
の
「
自
動
運
転
」

に
お
い
て
も
、
事
故
が
起
き
た
際
の
責
任
の
所

在
が
導
入
に
向
け
た
大
き
な
ハ
ー
ド
ル
に
な
っ

て
い
ま
す
。

一
方
で
、
人
間
の
医
師
の
抱
え
る
困
難
と
し

て
、
現
在
の
医
学
・
医
療
に
お
い
て
は
扱
う
情

報
や
知
識
の
量
が
多
く
な
り
す
ぎ
て
、
す
で

に
一
人
の
人
間
で
扱
え
る
レ
ベ
ル
で
は
な
い
と

い
う
指
摘
が
あ
り
ま
す
。
２
０
０
３
年
に
Ｎ
Ｅ

Ｊ
Ｍ
に
掲
載
さ
れ
た
、
米
国
の
カ
ル
テ
分
析
に

よ
る
医
療
の
質
の
評
価
に
関
す
る
論
文
*
に

よ
れ
ば
、
後
か
ら
検
証
し
て
「
正
し
い
」
と
言

え
る
臨
床
を
行
っ
た
カ
ル
テ
記
載
は
全
体
の
50

〜
80
％
に
と
ど
ま
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た

２
０
１
６
年
発
表
の
別
の
論
文
で
は
、
米
国
に

お
け
る
死
亡
例
の
約
１
割
が
医
療
の
質
の
問
題

が
原
因
と
さ
れ
、
死
亡
原
因
の
上
位
３
番
目
に

あ
た
る
と
い
う
指
摘
が
さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
「
医
師
の
働
き
方
改
革
」
が
進
み
始

め
、医
師
個
人
の
自
己
犠
牲
を
前
提
と
し
た
「
い

つ
、
ど
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
て
も
患
者
の
治

療
を
最
優
先
に
」
と
い
う
あ
り
方
に
も
変
化
が

生
じ
て
い
ま
す
。
扱
う
情
報
の
量
、
そ
し
て
労

働
時
間
の
両
面
で
、
従
来
の
働
き
方
に
は
限
界

が
来
て
い
る
状
況
で
す
。

医
師
と
Ａ
Ｉ
の
協
働

そ
ん
な
時
代
を
生
き
る
我
が
国
の
医
師
も
、

「
A
I
に
よ
る
診
断
補
助
を
用
い
た
い
と
思
う

か
？
」
と
い
う
調
査
*
に
対
し
、
四
分
の
三
以
上

が
肯
定
的
に
回
答
し
て
お
り
、
医
師
の
Ａ
Ｉ
に
対

す
る
期
待
も
小
さ
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た

だ
し
効
果
的
な
協
働
の
た
め
に
は
、
医
師
が
自
ら

の
役
割
を
見
直
す
必
要
も
あ
り
そ
う
で
す
。

身
体
を
持
た
な
い
A
I
と
違
い
、
人
間
は
視

覚
だ
け
で
な
く
聴
覚
や
嗅
覚
、
触
覚
と
い
っ
た

五
感
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
多
元
的
な

情
報
を
統
合
し
て
判
断
す
る
力
こ
そ
が
、
人
間

で
あ
る
医
師
の
強
み
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
A
I
の
時
代
の
到
来
と
と
も
に
、
医
学
生

の
学
習
ス
タ
イ
ル
や
評
価
の
基
準
も
変
わ
っ
て

い
く
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

*日経メディカル「医師3064人に聞く　人工知能によって業務内容が変わる診療科は？」https://medical.nikkeibp.co.jp/inc/mem/pub/series/1000research/201701/549709.html
（2017年１月９日、最終閲覧日：2019年9月26日）

*参考：New England Journal of Medicine 2003; 348:2635-2645 June

医師とAIの合同カンファ
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*Becker's Health IT & CIO Report "35% of patients still wary of AI-enabled and wearable digital health solutions, study finds: 4 things to know"
https://www.beckershospitalreview.com/healthcare-information-technology/35-of-patients-still-wary-of-ai-enabled-and-wearable-digital-health-solutions-study-finds-4-things-to-know.html
（2019年６月24日、最終閲覧日：2019年９月26日）

ス
に
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
す
。

医
師
は
「
医
学
」
全
体
に
対
し
、
そ
の
知
的

水
準
向
上
の
一
翼
を
担
う
専
門
家
と
し
て
奉
仕

す
る
一
方
、
患
者
に
は
一
個
人
と
し
て
向
き
合
う

こ
と
を
求
め
ら
れ
ま
す
。
医
師
は
い
わ
ば
、
客

観
的
な
学
問
・
デ
ー
タ
を
「
人
間
的
に
」
出
力

す
る
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
で
あ
り
、
患
者
は
科

学
的
で
あ
る
こ
と
と
人
間
的
で
あ
る
こ
と
を
両

立
さ
せ
て
い
る（
そ
れ
こ
そ
が
ま
さ
に「
人
間
的
」

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
）
と
感
じ
ら
れ
る
医
師
を

信
頼
し
ま
す
。

医
学
は
人
工
知
能
と
同
じ
く
、「
知
的
好
奇
心
」

や
「
探
究
心
」
に
よ
っ
て
そ
の
発
展
を
支
え
ら

れ
て
き
た
と
言
え
ま
す
が
、
科
学
と
人
間
性
の

両
立
と
い
う
観
点
で
は
、
両
者
は
異
な
る
道
筋

を
歩
ん
で
き
ま
し
た
。
人
工
知
能
を
支
え
た
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
進
歩
が
軍
事
技
術
の
発
展
と

と
も
に
あ
っ
た
の
に
対
し
、
医
療
は
原
則
的
に

は
、
人
間
を
病
に
よ
る
苦
痛
か
ら
解
放
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
、
世
俗
的
要
求
と
距
離
を
置
く

こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
り
ま
し
た
。

今
後
、
医
療
分
野
に
お
い
て
人
工
知
能
が
大

き
な
役
割
を
果
た
し
始
め
る
と
、
医
療
の
パ
ラ

ダ
イ
ム
そ
の
も
の
も
大
き
く
変
質
し
て
い
く
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
時
代
を
見
据
え
、
人
間

で
あ
る
医
師
が
、
同
じ
人
間
を
診
察
し
治
療
す

る
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
、
改
め
て
捉
え
直
す

必
要
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
は
医
師
の
側
の
「
医
療

に
役
立
つ
人
工
知
能
」
と
い
う
視
点
で
考
え
て

き
ま
し
た
が
、
患
者
の
側
か
ら
考
え
て
み
る
と
、

ま
た
違
っ
た
景
色
が
見
え
て
き
ま
す
。

医
師
は
、
患
者
か
ら
得
た
情
報
を
一
旦
単

な
る
デ
ー
タ
に
置
き
換
え
、
医
学
と
い
う
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
に
蓄
積
さ
れ
た
類
似
症
例
と
比
較
参

照
し
て
診
断
を
行
い
ま
す
。
こ
の
立
場
か
ら
す

る
と
、
活
用
可
能
か
否
か
は
別
と
し
て
、
参

照
可
能
な
デ
ー
タ
は
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
良
い

で
し
ょ
う
。
し
か
し
患
者
の
身
体
的
デ
ー
タ
は
、

本
人
に
と
っ
て
は
他
人
に
知
ら
れ
た
く
な
い
プ

ラ
イ
ベ
ー
ト
な
も
の
で
す
。
患
者
は
治
療
の
た

め
に
、
自
ら
の
身
体
的
デ
ー
タ
を
医
師
に
開
示

し
ま
す
が
、
そ
れ
は
医
師
の
人
間
性
に
対
す
る

信
頼
あ
っ
て
の
も
の
だ
と
言
え
ま
す
。「
医
学
の

発
展
の
た
め
に
必
要
だ
か
ら
」
と
い
う
理
由
だ

け
で
は
、
患
者
の
心
理
的
障
壁
を
ク
リ
ア
す
る

の
は
困
難
で
し
ょ
う
。
そ
も
そ
も
多
く
の
人
は
、

巨
大
な
組
織
・
構
造
は
個
人
の
尊
厳
を
軽
視
す

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
警
戒
心
を
持
っ
て
い

ま
す
。フ
ラ
ン
ス
で
は
か
な
り
多
く
の
人
が
、ビ
ッ

ク
デ
ー
タ
を
も
と
に
し
た
人
工
知
能
の
診
断
を

受
け
る
こ
と
す
ら
あ
ま
り
望
ん
で
い
な
い
と
い

う
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
も
出
て
い
ま
す
*
。
そ
の

結
果
か
ら
は
、
例
え
人
工
知
能
の
診
断
が
高
確

率
で
正
し
い
と
し
て
も
、
人
々
は
人
類
全
体
の

叡
智
の
発
展
の
た
め
に
「
部
分
的
な
デ
ー
タ
」

と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
を
嫌
悪
し
、
自
ら
と
同

じ
死
す
べ
き
肉
体
を
持
つ
、
人
間
の
医
師
に
よ

る
診
察
を
望
ん
で
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
ま
す
。

一
方
で
我
々
は
、
人
間
の
不
完
全
性
も
認
識

し
て
お
り
、「
自
分
が
受
け
た
診
断
は
正
し
い
の

か
」
と
い
う
不
安
も
覚
え
ま
す
。
た
だ
、
目
の

前
の
医
師
が
信
頼
で
き
な
い
場
合
も
、
多
く
の

患
者
は
医
学
の
効
用
自
体
を
否
定
す
る
こ
と
な

く
、
別
の
医
師
に
よ
る
診
察
を
求
め
ま
す
。
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
で
は
な
く
、
個
別
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
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長
嶋
（
以
下
、
長
）：
ま
ず
、
食
物

栄
養
学
科
で
は
ど
ん
な
こ
と
を
学
ぶ

の
か
、
教
え
て
い
た
だ
け
ま
す
か
？

緒
方
（
以
下
、
緒
）：
食
物
栄
養
学

科
は
、
管
理
栄
養
士
に
な
る
た
め
の

学
科
な
の
で
、
基
本
的
に
は
国
家
資

格
を
取
得
す
る
た
め
の
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
が
組
ま
れ
て
い
ま
す
。

栗
谷
（
以
下
、
栗
）：
私
た
ち
の
大

学
で
は
、
１
年
生
は
教
養
科
目
が
メ

イ
ン
で
、
専
門
的
な
科
目
は
２
年
生

か
ら
多
く
な
り
ま
す
。
医
学
部
の
よ

う
に
疾
患
に
つ
い
て
総
合
的
に
学
ぶ

授
業
も
あ
り
ま
す
し
、
人
の
心
理
を

学
び
患
者
さ
ん
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に

つ
な
げ
る
栄
養
教
育
論
と
い
う
授
業

や
、
各
栄
養
成
分
の
効
力
な
ど
を
学

ぶ
食
品
化
学
と
い
う
授
業
も
あ
り
ま

す
。
試
験
管
や
顕
微
鏡
を
使
っ
た
実

験
も
結
構
多
い
で
す
よ
。

松
根
（
以
下
、
松
）：
卒
業
論
文
は

書
く
ん
で
す
か
？

栗
：
は
い
。
ど
ん
な
論
文
を
書
く
か

は
、
４
年
次
に
所
属
す
る
研
究

室
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
例

え
ば
、
ラ
ッ
ト
な
ど
を
用
い
て
化
学

的
・
生
物
学
的
な
研
究
を
す
る
人
も

い
ま
す
し
、
文
献
を
読
ん
で
調
査
研

究
を
行
う
人
も
い
ま
す
。

真
喜
志
（
以
下
、
真
）：
国
家
試
験

は
必
ず
受
け
る
ん
で
し
ょ
う
か
？

栗
：
卒
業
後
の
進
路
に
か
か
わ
ら
ず
、

４
年
生
の
３
月
に
必
ず
国
家
試
験
を

受
け
ま
す
。
そ
の
た
め
、
３
〜
４
年

生
で
は
保
健
所
や
病
院
な
ど
で
の
実

習
も
あ
り
ま
す
。

長
：
そ
の
点
で
は
医
学
部
と
近
い
で

す
ね
。
こ
れ
ま
で
に
印
象
的
だ
っ
た

授
業
は
あ
り
ま
す
か
？

緒
：
途
上
国
の
栄
養
状
態
に
つ
い
て

英
語
の
教
科
書
で
学
ぶ
、
国
際
栄
養

と
い
う
科
目
が
印
象
的
で
し
た
。

真
：
途
上
国
と
先
進
国
で
、
栄
養
へ

の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
違
う
ん
で
す
か
？

緒
：
途
上
国
に
は
そ
も
そ
も
栄
養
と

い
う
概
念
が
な
い
ん
で
す
。
で
す
か

関
連
の
な
い
文
系
学
部
で
し
た
。
栄

養
学
を
専
門
で
学
ん
で
こ
な
か
っ
た

方
が
食
品
に
関
す
る
会
社
を
志
望
す

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
管
理
栄
養

士
の
資
格
が
な
く
て
も
働
く
こ
と
は

で
き
ま
す
。
資
格
を
ち
ゃ
ん
と
活
用

し
た
け
れ
ば
、
一
般
企
業
へ
の
就
職

は
向
か
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

長
：
そ
う
い
う
点
は
医
学
部
と
は
異

な
り
ま
す
ね
。
医
学
部
は
病
院
へ
の

就
職
あ
り
き
で
、
そ
れ
以
外
の
道
に

行
く
人
は
本
当
に
ご
く
わ
ず
か
で
す

か
ら
ね
。

サ
ー
ク
ル
活
動
で
は

企
業
と
コ
ラ
ボ
も
で
き
る
！

真
：
お
二
人
は
食
物
栄
養
学
に
関
す

る
サ
ー
ク
ル
に
も
所
属
し
て
い
る
そ

う
で
す
ね
。
そ
の
活
動
に
つ
い
て
も

お
聞
き
し
た
い
で
す
。

栗
：
私
た
ち
の
所
属
す
る「O

chas

」

は
、
食
物
栄
養
学
科
が
で
き
た
時
に

ら
、
ま
ず
栄
養
に
つ
い
て
教
え
て
い

く
人
を
ど
う
育
て
て
い
く
の
か
が
課

題
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

長
：
な
る
ほ
ど
。
今
日
集
ま
っ
て
い

る
医
学
生
は
、
国
際
的
な
分
野
に
関

心
が
高
い
メ
ン
バ
ー
な
の
で
す
が
、

授
業
で
は
ど
ん
な
ト
ピ
ッ
ク
が
あ
り

ま
し
た
か
？

緒
：
西
洋
の
食
事
、
例
え
ば
フ
ァ
ス

ト
フ
ー
ド
が
入
っ
て
き
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
途
上
国
で
は
肥
満
の
子
ど

も
や
糖
尿
病
の
人
が
増
え
て
い
る
と

い
う
話
が
あ
り
ま
し
た
ね
。

長
：
確
か
に
、
僕
が
昨
年
実
習
に

行
っ
た
ケ
ニ
ア
で
も
同
様
の
現
象
が

起
こ
っ
て
い
ま
し
た
。

松
：
国
や
地
域
が
違
え
ば
食
文
化
も

違
い
ま
す
か
ら
、
健
康
状
態
や
罹
患

率
に
も
違
い
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。

長
：
栄
養
学
の
観
点
か
ら
、
そ
う
い

う
問
題
に
取
り
組
む
人
も
い
ら
っ

し
ゃ
る
ん
で
す
か
？

そ
の
一
期
生
が
立
ち
上
げ
た
、
大
学

公
認
の
サ
ー
ク
ル
で
す
。
メ
ン
バ
ー

の
大
半
が
食
物
栄
養
学
科
の
学
生
で
、

「
食
べ
る
幸
せ
を
広
げ
る
サ
ー
ク
ル
」

を
コ
ン
セ
プ
ト
に
活
動
し
て
い
ま
す
。

サ
ー
ク
ル
内
は
活
動
内
容
ご
と
に
七

つ
の
チ
ー
ム
に
分
か
れ
て
お
り
、
各

自
が
入
り
た
い
チ
ー
ム
に
入
り
ま
す
。

緒
：
私
た
ち
は
二
人
と
も
イ
ン
タ
ー

ナ
シ
ョ
ナ
ル
チ
ー
ム
に
所
属
し
て
い

て
、
主
にTable for Tw

o

（TFT

）

の
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
具
体
的

に
は
、
女
子
大
生
に
人
気
の
出
そ
う

な
メ
ニ
ュ
ー
を
開
発
し
、
生
協
に
提

案
し
て
大
学
の
食
堂
で
提
供
し
て
も

ら
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
代
金
の
う

ち
の
20
円
を
途
上
国
に
寄
付
し
て
い

ま
す
。
Ｔ
Ｆ
Ｔ
は
「
食
べ
る
国
際
貢

献
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
気
軽
さ

が
魅
力
の
一
つ
だ
と
思
い
ま
す
。

栗
：
サ
ー
ク
ル
の
他
の
チ
ー
ム
で
は
、

学
園
祭
で
カ
フ
ェ
を
開
い
た
り
、
お

栗
：
私
の
同
期
に
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
を
立
ち

上
げ
て
活
動
を
行
っ
て
い
る
人
が
い

ま
す
。
高
校
時
代
に
カ
ン
ボ
ジ
ア
を

訪
れ
た
時
、
子
ど
も
た
ち
の
身
長
の

低
さ
に
驚
い
た
こ
と
が
き
っ
か
け

だ
っ
た
そ
う
で
す
。
彼
女
は
、
子
ど

も
の
身
長
の
低
さ
の
原
因
は
栄
養
状

態
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、

同
じ
活
動
を
す
る
方
の
講
演
会
を
開

い
た
り
、
夏
休
み
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
に

滞
在
し
て
子
ど
も
た
ち
と
畑
仕
事
を

し
た
り
、
３
色
食
品
群
を
教
え
た
り

す
る
な
ど
、
栄
養
状
態
の
改
善
を
目

指
し
た
活
動
を
し
て
い
ま
す
ね
。

長
：
そ
れ
は
素
晴
ら
し
い
で
す
ね
。

食
物
栄
養
学
科
に

入
っ
た
き
っ
か
け

真
：
お
二
人
は
ど
う
し
て
食
物
栄
養

学
科
に
入
っ
た
ん
で
す
か
？

緒
：
私
は
以
前
入
院
し
て
い
た
時
に
、

管
理
栄
養
士
さ
ん
に
栄
養
指
導
を
し

土
産
を
考
案
し
て
販
売
し
た
り
し
て

い
ま
す
。
ス
イ
ー
ツ
を
作
っ
て
各
自

で
持
ち
寄
り
、
食
べ
比
べ
を
す
る

チ
ー
ム
も
あ
り
ま
す
ね
。
こ
れ
ら
の

チ
ー
ム
は
、
企
業
と
コ
ラ
ボ
レ
ー

シ
ョ
ン
し
て
商
品
開
発
を
行
っ
た
り

も
し
て
い
ま
す
。
回
転
寿
司
チ
ェ
ー

ン
や
菓
子
メ
ー
カ
ー
な
ど
の
大
き
な

企
業
も
あ
り
ま
す
し
、
大
学
の
近
く

の
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
屋
さ
ん
と
コ
ラ
ボ

し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

真
：
す
ご
い
で
す
ね
。
私
は
熱
帯
医

学
研
究
会
に
所
属
し
て
い
て
、
文
化

祭
で
は
自
分
た
ち
で
試
行
錯
誤
し
て

東
南
ア
ジ
ア
料
理
の
屋
台
を
出
し
て

い
ま
す
が
、
企
業
の
力
を
借
り
る
ア

イ
デ
ア
は
面
白
い
と
思
い
ま
し
た
。

松
：
ち
な
み
に
企
業
側
の
メ
リ
ッ
ト

は
ど
こ
に
あ
る
ん
で
し
ょ
う
か
？

栗
：
大
学
の
名
前
を
出
す
こ
と
に

よ
る
宣
伝
効
果
は
あ
る
と
思
い
ま

す
。
ま
た
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
面
で

て
も
ら
っ
た
経
験
が
あ
る
ん
で
す
。

そ
の
方
の
よ
う
に
な
り
た
い
と
思
い
、

病
院
勤
務
の
管
理
栄
養
士
を
目
指
し

て
入
学
し
ま
し
た
。
た
だ
、
入
院
中

に
飲
ん
だ
栄
養
剤
の
味
に
衝
撃
を
受

け
た
の
も
あ
っ
て （
笑
）、
今
は
栄
養

剤
や
栄
養
補
助
食
品
な
ど
の
開
発
に

も
関
心
が
あ
り
ま
す
。

松
：
僕
も
潰
瘍
性
大
腸
炎
で
入
院
し

た
時
に
飲
み
ま
し
た
が
、
ド
ロ
ド
ロ

で
甘
く
て
、
す
ご
く
飲
み
に
く
か
っ

た
で
す
ね（
笑
）。
例
え
ば
ク
ロ
ー
ン

病
の
患
者
さ
ん
に
と
っ
て
、
成
分
栄

養
剤
は
治
療
薬
な
の
で
、
そ
れ
が
飲

み
や
す
い
か
ど
う
か
は
、
そ
の
人
の

生
活
に
関
わ
っ
て
く
る
重
要
な
問
題

で
す
よ
ね
。

長
：
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
そ
ん
な
に
飲

み
に
く
い
ん
で
し
ょ
う
か
？

緒
：
少
量
で
患
者
さ
ん
に
必
要
な
栄

養
を
摂
取
さ
せ
よ
う
と
し
た
結
果
、

味
は
二
の
次
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ

と
思
い
ま
す
。
大
学
で
化
学
を
学
び
、

成
分
組
成
に
つ
い
て
研
究
を
進
め
る

こ
と
で
、
そ
の
よ
う
な
商
品
の
改
良

が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て

い
ま
す
。

栗
：
私
も
、
も
と
も
と
は
病
院
で
勤

務
し
よ
う
と
思
っ
て
入
学
し
た
の
で

す
が
、
今
は
ち
ょ
っ
と
迷
っ
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。
管
理
栄
養
士
を
目
指

し
て
頑
張
っ
て
い
る
周
囲
の
子
や
、

緒
方
さ
ん
の
よ
う
に
ち
ゃ
ん
と
や
り

た
い
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
る
子
を
見

て
、
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
を
し
っ

か
り
定
め
な
き
ゃ
と
思
い
ま
し
た
。

先
輩
方
の
進
路
も
様
々
だ
と
知
っ
た

も
、「
女
子
大
生
に
何
が
人
気
な
の
か
」

を
考
え
る
機
会
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い

で
し
ょ
う
か
。
私
た
ち
に
と
っ
て
は
、

イ
ン
タ
ー
ン
に
参
加
し
な
く
て
も
企

業
の
方
と
話
が
で
き
る
良
い
機
会
に

な
っ
て
い
ま
す
。
食
品
メ
ー
カ
ー
に

就
職
し
た
い
人
に
と
っ
て
は
う
っ
て

つ
け
の
サ
ー
ク
ル
だ
と
思
い
ま
す
。

長
：
商
品
開
発
に
携
わ
れ
る
っ
て
、

す
ご
く
良
い
で
す
ね
。
医
療
業
界
で

は
、
学
生
が
開
発
に
携
わ
る
こ
と
は

な
か
な
か
で
き
ま
せ
ん
。
学
生
な
ら

で
は
の
意
見
を
活
か
し
て
社
会
に
ア

ウ
ト
プ
ッ
ト
で
き
る
の
は
、
と
て
も

羨
ま
し
い
で
す
。

医
学
生
も

も
っ
と
外
と
の
接
点
を
持
と
う

長
：
国
試
合
格
を
目
指
す
点
は
医
学

部
と
似
て
い
ま
す
が
、
医
学
部
よ
り

進
路
が
多
様
な
印
象
を
受
け
ま
し
た
。

医
学
部
も
在
学
中
か
ら
他
分
野
と
交

流
を
持
ち
、
医
学
の
専
門
性
を
活
か

し
て
多
様
な
進
路
に
進
む
人
が
増
え

て
も
い
い
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

松
：
部
活
や
サ
ー
ク
ル
も
、
基
本
的

に
医
学
生
だ
け
の
部
活
が
メ
イ
ン
で
、

他
学
部
の
人
や
他
大
学
の
人
と
出
会

う
機
会
も
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
か
ら

ね
。
も
っ
と
視
野
を
広
げ
な
い
と
い

け
な
い
な
と
思
い
ま
し
た
。

真
：
栄
養
学
に
も
多
岐
に
わ
た
る
分

野
が
あ
り
、
興
味
深
い
お
話
ば
か
り

で
し
た
。
医
療
の
現
場
で
も
栄
養
学

は
重
要
な
の
に
、
私
た
ち
が
学
ぶ
機

会
は
と
て
も
少
な
い
で
す
。
今
日
は

た
く
さ
ん
の
学
び
が
あ
り
ま
し
た
。

の
で
、
今
は
サ
ー
ク
ル
や
イ
ン
タ
ー

ン
な
ど
に
参
加
し
て
、
視
野
を
広
げ

よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

管
理
栄
養
士
以
外
に
も

様
々
な
進
路
が
あ
る

長
：
卒
業
後
は
、
ど
の
よ
う
な
道
に

進
む
の
で
し
ょ
う
か
？

緒
：
管
理
栄
養
士
と
し
て
働
く
な
ら
、

病
院
な
ど
の
医
療
機
関
、
幼
稚
園
や

小
学
校
な
ど
の
教
育
機
関
、
省
庁
な

ど
に
就
職
す
る
道
が
あ
り
ま
す
。

長
：
管
理
栄
養
士
の
定
員
は
多
い
ん

で
す
か
？

栗
：
あ
ま
り
多
く
な
い
と
思
い
ま
す
。

一
つ
の
病
院
で
多
数
の
管
理
栄
養
士

を
雇
用
す
る
こ
と
は
少
な
い
と
思
い

ま
す
し
、学
校
も
、都
道
府
県
に
よ
っ

て
は
管
理
栄
養
士
を
必
ず
し
も
雇
用

す
る
必
要
は
な
い
と
し
て
い
る
と
こ

ろ
も
あ
り
ま
す
か
ら
。

　

そ
れ
に
、
私
た
ち
の
大
学
な
ら
で

は
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
卒
業
後
に

管
理
栄
養
士
と
し
て
働
く
人
は
意
外

に
少
な
い
ん
で
す
。
食
品
メ
ー
カ
ー

に
就
職
す
る
人
や
、
家
庭
科
の
教
員

に
な
る
人
、
研
究
機
関
で
研
究
を
続

け
る
人
も
い
ま
す
ね
。

松
：
資
格
が
あ
る
と
就
職
に
有
利
に

な
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
ん
で
し
ょ

う
か
？

栗
：
資
格
の
有
無
に
よ
る
影
響
は
あ

ま
り
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
私
が
以
前
フ
ー
ド
サ
ー
ビ
ス
会

社
の
イ
ン
タ
ー
ン
に
参
加
し
て
グ

ル
ー
プ
ワ
ー
ク
を
行
っ
た
時
も
、
私

以
外
の
班
員
は
全
員
、
栄
養
学
と
は

この内容は、今回参加した学生のお話に基づくものです。

松根 佑典
昭和大学　医学部　6年

長嶋 友希
高知大学
医学部　6年

真喜志 依里佳

琉球大学
医学部　5年

栗谷 萌 
お茶の水女子大学　

2年

緒方 理沙
お茶の水女子大学　
1年

食物栄養学科の学生 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、食

物栄養学科の大学生 2名と、医学生3名で座談 会を行いました。

様々な学部・学科がある大学。今回はその中でも「食物栄養学科」にスポットを当ててみます。大学や課外活動ではどんなことをしているのか、将来はどんな進路を選択するのかなど、詳しくお話を聞きました。

今回のテーマは
「食物栄養学科の学生」

食
物
栄
養
学
科
で
は

ど
ん
な
こ
と
を
学
ぶ
？

→

医学生 × テレビ番組制作の仕事
医学生 × 食物栄養学科の学生
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Need to know チーム医療のパートナー

療育に関わる専門職【前編】

チーム医療のパートナー
連載

皆さんは「療育」という言葉を知っていますか？療育とは、障害のある子どもが将来社会的に自立し、より良い生活を
送れるように発達を支援することです。心身障害児総合医療療育センターは、療育の理念を提唱した故高木憲次博士
ゆかりの施設です。今回は、このセンターで親子入園を担当するチームの方々にお話を伺いました。

写真前列左から、伊藤正恵さん（医療連携担当看護師）、鳥飼美那さん（看護師）、亀山布由子さん（保育士）、徳井千里さん（臨床心理科長）、佐々木
さつきさん（福祉相談科係長）、須山薫さん（看護係長）
写真後列左から、山口直人さん（小児科医・リハビリテーション科医長）、田中伸二さん（言語聴覚科長）、竹本聡さん（理学療法科主任）、田中慎吾さん（作
業療法科主任）

全身を活かして

遊び、食べ、
コミュニケーションが

とれるよう

多角的に支援する

多
職
種
で
遊
び
や
摂
食
を
支
援

―
―
ま
ず
、
親
子
入
園
と
は
ど
の
よ

う
な
も
の
か
教
え
て
く
だ
さ
い
。

山
口
（
医
師
）：
当
セ
ン
タ
ー
の
「
整

肢
療
養
園
」
で
は
、
主
に
手
足
の
不

自
由
な
子
の
療
育
を
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
、
主
に
未
就
学
児
で
、
歩
く

の
が
難
し
い
子
ど
も
と
そ
の
親
を
対

象
に
、
集
中
的
に
リ
ハ
ビ
リ
や
生
活

指
導
を
行
う
の
が
親
子
入
園
で
す
。

佐
々
木
（
Ｓ
Ｗ*

1

）：
入
園
期
間
は

８
週
間
で
す
。
平
日
は
親
子
で
泊
ま

り
込
み
、
週
末
は
帰
宅
し
ま
す
。
９

組
の
親
子
が
、
浴
室
・
ト
イ
レ
は
共

用
、
食
事
も
共
に
し
て
生
活
す
る
の

で
、
合
宿
の
よ
う
な
感
じ
で
す
ね
。

　

平
日
は
毎
朝
合
同
保
育
を
行
い
、

そ
の
後
個
別
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施

し
ま
す
。
基
本
的
な
メ
ニ
ュ
ー
は
理

学
療
法
と
作
業
療
法
が
週
３
回
、
言

語
聴
覚
療
法
と
心
理
療
法
が
２
週
に

１
回
ず
つ
。
親
御
さ
ん
が
対
象
の
グ

ル
ー
プ
ワ
ー
ク
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

―
―
親
子
入
園
に
お
け
る
、
各
職
種

の
主
な
役
割
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

田
中
慎
（
Ｏ
Ｔ*

2

）：
作
業
療
法
で

は
、
主
に
摂
食
や
遊
び
の
支
援
を
通

じ
、
少
し
で
も
日
常
生
活
が
送
り
や

す
く
な
る
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。
例

え
ば
手
を
う
ま
く
動
か
せ
な
い
子
に

対
し
て
は
、
手
づ
か
み
で
食
べ
ら
れ

る
よ
う
な
訓
練
な
ど
を
行
い
ま
す
。

竹
本
（
Ｐ
Ｔ*

3

）：
理
学
療
法
は
、

座
る
・
立
位
を
保
つ
な
ど
の
運
動
発

達
を
促
し
た
り
、
呼
吸
が
苦
し
い
場

合
は
楽
に
呼
吸
で
き
る
よ
う
に
し
た

り
と
、
体
の
動
き
を
支
援
し
ま
す
。

作
業
療
法
で
手
を
う
ま
く
使
え
る
よ

う
に
す
る
に
も
、
ま
ず
姿
勢
の
安
定

が
大
切
で
す
。
そ
ん
な
と
き
は
理
学

療
法
の
出
番
で
す
。

田
中
伸
（
Ｓ
Ｔ*

4

）：
言
語
聴
覚
士

は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
支
援
し

ま
す
。「
今
は
泣
く
か
笑
う
か
で
し

か
気
持
ち
を
訴
え
ら
れ
な
い
け
れ
ど
、

よ
り
上
手
な
方
法
で
伝
え
ら
れ
る

よ
う
に
」
と
期
待
し
て
、
当
セ
ン
タ

ー
に
来
ら
れ
る
親
御
さ
ん
が
多
い
の

で
す
。
そ
こ
で
、
楽
し
く
遊
ば
せ
て

「
も
っ
と
や
り
た
い
、
も
っ
と
見
て

ほ
し
い
」
と
い
う
気
持
ち
を
引
き
出

す
よ
う
に
し
ま
す
。
う
ま
く
声
が
出

せ
な
い
子
の
場
合
、
相
手
に
タ
ッ
チ

で
き
る
な
ら
そ
れ
を
サ
イ
ン
に
す
る
、

目
が
使
え
る
な
ら
カ
ー
ド
や
写
真
を

使
っ
て
意
思
を
伝
え
る
な
ど
、
様
々

な
手
段
を
考
え
て
関
わ
り
ま
す
。

亀
山
（
保
育
士
）：
朝
の
集
団
保
育

や
個
別
保
育
を
担
当
し
て
い
ま
す
。

徳
井
（
心
理
士
）：
子
育
て
の
悩
み

を
聴
い
た
り
、
子
ど
も
の
遊
び
の
工

夫
の
相
談
を
受
け
た
り
し
ま
す
。
親

の
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
や
、
朝
の
合
同

保
育
に
も
お
邪
魔
し
て
い
ま
す
。

佐
々
木
：
Ｓ
Ｗ
は
、
入
園
希
望
の
相

談
を
受
け
て
か
ら
入
園
ま
で
の
調
整
、

退
園
に
向
け
た
療
育
体
制
の
調
整
な

ど
を
、
医
療
連
携
担
当
看
護
師
と
協

同
で
行
っ
て
い
ま
す
。

伊
藤
（
看
護
師
）：
医
療
連
携
担
当

看
護
師
と
し
て
、
入
園
直
後
の
方

と
面
談
し
、
退
園
ま
で
の
課
題
を
抽

出
し
て
各
職
種
に
連
絡
し
て
い
ま
す
。

退
園
前
に
は
Ｓ
Ｗ
と
連
携
し
、
退
園

後
の
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
や
訪
問
診
療
・

看
護
な
ど
の
調
整
を
し
ま
す
。

鳥
飼
（
看
護
師
）：
親
子
が
宿
泊
す
る

病
棟
担
当
の
看
護
師
と
し
て
、
様
々

な
看
護
ケ
ア
を
行
い
ま
す
。

須
山
（
看
護
師
）：
看
護
係
長
と
し
て
、

重
度
の
障
害
の
あ
る
方
を
受
け
入
れ

る
際
の
ベ
ッ
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
な
ど
、

病
棟
の
調
整
業
務
を
し
て
い
ま
す
。

山
口
：
医
師
の
一
番
大
き
な
役
割
は

医
療
や
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る

た
め
の
書
類
作
成
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

発
達
・
子
育
て
支
援
の
全
体
的
な
方

向
性
を
調
整
す
る
ほ
か
、
医
療
ケ
ア

や
薬
が
必
要
な
子
が
最
近
増
え
て
い

る
た
め
、
そ
の
子
た
ち
が
リ
ハ
ビ
リ

や
遊
び
の
時
間
を
十
分
と
れ
る
よ
う

に
ケ
ア
内
容
を
調
整
し
た
り
し
て
い

ま
す
。

親
子
で
入
園
す
る
メ
リ
ッ
ト

―
―
親
子
で
入
園
す
る
良
さ
は
ど
の

よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
か
？

田
中
慎
：
お
子
さ
ん
が
集
中
的
に
訓

練
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
退
園
後
の

家
庭
生
活
も
見
据
え
た
細
か
な
支
援

が
で
き
る
点
で
す
。
例
え
ば
リ
ハ
ビ

リ
に
親
子
で
参
加
す
る
こ
と
で
、
親

も
介
助
法
や
抱
き
方
、
食
べ
さ
せ
方

を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

竹
本
：
理
学
療
法
で
も
、
子
ど
も
の

体
を
親
に
理
解
し
て
も
ら
い
、
退
園

後
に
家
庭
で
も
練
習
が
行
え
る
よ
う

に
努
め
て
い
ま
す
。
入
園
中
に
伸
び

た
運
動
機
能
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
能
力
を
、
退
園
後
も
維
持
し
伸
ば

し
続
け
る
と
こ
ろ
ま
で
支
援
す
る
よ

う
心
が
け
て
い
ま
す
。

佐
々
木
：
週
末
の
帰
宅
時
の
様
子
を

翌
週
に
聴
き
取
り
、
家
庭
生
活
を
支

援
す
る
こ
と
も
行
っ
て
い
ま
す
。

徳
井
：
同
じ
よ
う
な
境
遇
の
親
子
が

集
ま
る
こ
と
自
体
に
も
意
味
が
あ

り
ま
す
よ
ね
。
身
近
に
同
じ
悩
み
を

抱
え
た
親
が
い
な
く
て
孤
独
だ
っ
た
、

と
い
う
親
御
さ
ん
も
多
い
の
で
。
前

向
き
に
な
れ
な
い
と
き
や
辛
い
と
き
、

「
た
ま
に
は
頑
張
れ
な
く
て
も
い
い

よ
」
と
言
い
合
え
る
仲
間
が
い
る
の

は
心
強
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

最
初
は
ど
の
親
御
さ
ん
も
、「
我

が
子
の
発
達
を
促
し
た
い
」
と
い

う
一
心
で
入
園
し
て
き
ま
す
。
で
も
、

朝
か
ら
晩
ま
で
仲
間
と
生
活
を
共
に

す
る
う
ち
に
、
子
ど
も
の
生
活
全
般

に
も
意
識
が
向
く
よ
う
に
な
る
の
で

す
。
リ
ハ
ビ
リ
以
外
の
余
暇
の
過
ご

し
方
を
ど
う
し
よ
う
と
か
、「
保
育

っ
て
楽
し
い
」
と
感
じ
る
と
か
。
そ

ん
な
思
い
を
抱
い
て
家
に
帰
れ
る
こ

と
は
大
事
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

亀
山
：
親
御
さ
ん
が
よ
く
言
う
の
が
、

「
我
が
子
が
ど
ん
な
遊
び
が
好
き
か
、

ど
う
関
わ
れ
ば
い
い
か
わ
か
ら
な

い
」
と
い
う
悩
み
で
す
。
私
は
保
育

士
と
し
て
、
保
育
中
の
様
々
な
場
面

で
子
ど
も
の
反
応
を
汲
み
取
り
、「
こ

*１ SW…ソーシャルワーカー（Social Worker）、*２ OT…作業療法士（Occupational Therapist）、*３ PT…理学療法士（Physical Therapist）、*４ ST…言語聴覚士（Speech・
Language-Hearing Therapist）

の
子
は
こ
う
い
う
と
き
に
す
ご
く
い

い
表
情
を
し
ま
す
ね
」
な
ど
と
お
伝

え
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

鳥
飼
：「
夜
の
様
子
を
知
れ
る
」
と

い
う
利
点
も
あ
り
ま
す
ね
。
夜
は

一
日
の
疲
れ
が
出
て
き
や
す
い
の
で
。

昼
間
に
訓
練
を
頑
張
り
す
ぎ
て
眠
れ

な
く
な
っ
た
り
吐
い
た
り
す
る
子
も

い
ま
す
。
親
御
さ
ん
も
、
子
ど
も
が

寝
た
後
で
一
日
を
振
り
返
る
う
ち
に
、

ス
ト
レ
ス
や
疲
れ
が
出
て
く
る
方
が

多
い
で
す
ね
。
じ
っ
く
り
お
話
を
聴

い
て
ケ
ア
し
た
り
、
日
勤
の
看
護
師

に
引
き
継
い
だ
り
と
、
一
日
を
通
し

て
支
援
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

（
次
号
、
後
編
に
続
く
）
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開
業
医
の
父
の
跡
を
継
い
だ
の
は

36
歳
の
時
。
そ
れ
か
ら
ず
っ
と
、
雨

が
降
ろ
う
と
雪
が
降
ろ
う
と
、
呼
ば

れ
れ
ば
い
つ
で
も
患
者
さ
ん
の
も
と

へ
駆
け
つ
け
、
診
療
を
行
っ
て
き
た
。

今
年
83
歳
で
、
い
ま
だ
現
役
。
開
業

時
か
ら
続
け
て
き
た
日
曜
診
療
は
、

こ
の
４
月
で
さ
す
が
に
辞
め
た
。
こ

こ
ま
で
相
当
の
努
力
が
あ
っ
た
だ
ろ

う
と
想
像
さ
れ
る
が
、
大
里
先
生
は

あ
く
ま
で
控
え
め
だ
。

　
「
私
は
当
た
り
前
の
こ
と
を
し
て

き
た
だ
け
で
、
特
別
褒
め
ら
れ
た
も

の
で
は
な
い
ん
で
す
よ
。
ほ
ら
、
よ

く
言
う
で
し
ょ
う
？　
『
医
者
と
芸

者
は
御
座
敷
が
か
か
っ
た
ら
断
っ
ち

ゃ
い
け
な
い
』
っ
て
。」

　

東
北
大
学
医
学
部
を
卒
業
後
、
イ

ン
タ
ー
ン
と
国
家
試
験
を
経
て
、
大

学
院
に
進
学
。
内
科
診
療
に
役
立
つ

知
識
を
得
よ
う
と
、
基
礎
医
学
の
研

究
室
で
病
理
解
剖
を
学
ん
だ
。
博
士

号
取
得
後
は
、
地
元
に
近
い
秋
田
県

大
館
市
の
市
立
病
院
に
赴
任
。
臨
床

の
最
前
線
で
昼
夜
な
く
働
く
毎
日
が

続
い
た
。
す
る
と
程
な
く
し
て
、
高

校
時
代
の
恩
師
か
ら
「
ア
フ
ガ
ニ
ス

タ
ン
に
登
山
に
行
く
生
徒
た
ち
に
同

行
し
て
や
っ
て
く
れ
な
い
か
」
と
い

う
依
頼
が
舞
い
込
ん
だ
と
い
う
。

　
「
留
守
に
す
る
な
ど
無
理
だ
と
思

い
ま
し
た
が
、
当
時
は
医
局
員
が
多

か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
教
授
は
代
理

を
立
て
て
私
を
送
り
出
し
て
く
れ
ま

し
た
。
訪
れ
た
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で

は
大
き
な
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
を

受
け
、
私
は
す
っ
か
り
異
国
の
地
に

魅
了
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
開
業

後
に
は
パ
キ
ス
タ
ン
や
イ
ン
ド
、
中

国
、
ネ
パ
ー
ル
な
ど
へ
よ
く
登
山
に

出
か
け
ま
し
た
。
異
国
の
気
候
や
文

化
、
人
々
の
暮
ら
し
か
ら
は
、
多
く

の
こ
と
を
学
び
ま
し
た
ね
。」

　

ま
た
１
９
９
１
年
に
は
、
か
つ
て

父
も
務
め
た
秋
田
県
の
県
議
会
議
員

に
出
馬
。
当
選
後
す
ぐ
に
財
政
課
を

訪
ね
、
お
金
の
流
れ
が
ど
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
か
を
勉
強
し
た
と
い
う
。

　
「
議
員
に
な
っ
た
こ
と
で
、
そ
れ

ま
で
全
く
知
ら
な
か
っ
た
行
政
の
仕

組
み
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

通
算
で
５
期
務
め
ま
し
た
が
、
あ
り

が
た
い
経
験
だ
っ
た
と
感
じ
ま
す
。」

こ
の
よ
う
に
、
医
療
に
留
ま
ら
な

い
幅
広
い
経
験
を
重
ね
て
き
た
大
里

先
生
。
そ
の
た
め
だ
ろ
う
、
イ
ン
タ 

ビ
ュ
ー
中
に
紡
ぎ
出
さ
れ
る
言
葉
の 

一
つ
ひ
と
つ
か
ら
、
政
治
や
経
済
、

社
会
の
あ
り
方
、
環
境
問
題
な
ど

に
対
す
る
深
い
見
識
が
に
じ
み
出
る
。

少
子
高
齢
化
・
過
疎
化
へ
の
憂
い
も

う
か
が
え
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
か
ら

の
未
来
を
担
う
若
者
に
は
ど
の
よ
う

な
心
構
え
が
必
要
か
、
聞
い
て
み
た
。

　
「
受
け
身
で
い
る
の
で
は
な
く
、

自
分
か
ら
学
ぼ
う
と
い
う
気
持
ち
を

持
っ
て
い
て
ほ
し
い
で
す
。
自
ら
求

め
る
気
持
ち
が
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
人

か
ら
で
も
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
現

場
を
見
た
り
、
本
を
読
ん
だ
り
す
る

の
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
や
っ

て
学
ぶ
習
慣
が
身
に
つ
け
ば
、
き
っ

と
身
近
に
あ
る
『
宝
の
山
』
に
気
付

け
る
と
思
い
ま
す
よ
。」

青森県・岩手県の県境に位置する。
かつては銅や金が採掘される鉱山の
町として栄えたが、1978 年の閉山後 
は人口が半減。現在の人口は約 3 万
人、高齢化率は 39.3％にものぼる。
夏でも冷涼な気候を活かし、稲作や
果樹栽培、畜産などが盛ん。

秋田県鹿角市

医療に留まらないあらゆる経験を学びにつなげる
秋田県鹿角市　大里医院　大里 祐一先生

鹿角市のほぼ中央にある花輪盆地。市の南部には八幡平を望む。

終始、穏やかな笑顔で質問に答える大里先生。 尾去沢鉱山跡は観光名所になっている。
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精神科
精神科

―
―
最
後
に
、
医
学
生
へ
の
メ
ッ
セ

ー
ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。

佐
：
精
神
科
は
心
だ
け
を
診
る
科
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
心
と
体
は
つ
な
が

っ
て
い
る
の
で
、
内
科
や
外
科
の
知

識
も
要
求
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
に
、
患

者
さ
ん
の
人
生
に
深
く
関
わ
り
、
生

涯
に
わ
た
っ
て
治
療
し
て
い
く
気
概

も
必
要
で
す
。
仕
事
が
終
わ
っ
た
後

も
患
者
さ
ん
に
思
い
を
馳
せ
て
い
る

こ
と
も
多
い
で
す
ね
。
精
神
科
に
進

む
こ
と
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
人
に

は
、
そ
う
し
た
点
を
よ
く
考
え
て
、

結
論
を
出
し
て
ほ
し
い
で
す
。
月
並

み
な
言
葉
で
は
あ
り
ま
す
が
、
ど
の

科
に
進
む
に
し
て
も
、
世
間
的
な
イ

メ
ー
ジ
な
ど
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な

く
、
自
分
が
一
番
興
味
を
持
て
る
科

を
見
極
め
て
選
ぶ
よ
う
に
す
る
と
良

い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

統
計
的
に
解
析
し
、
臨
床
疑
問
に
対

し
て
現
時
点
で
の
答
え
を
与
え
る
の

が
メ
タ
ア
ナ
リ
シ
ス
で
す
。
私
は
今
、

メ
タ
ン
フ
ェ
タ
ミ
ン
依
存
症
に
対
す

る
、
禁
煙
薬
で
あ
る
バ
レ
ニ
ク
リ
ン

の
効
果
と
安
全
性
に
関
す
る
メ
タ
ア

ナ
リ
シ
ス
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
メ
タ
ア
ナ
リ
シ
ス
は
診
療
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
を
作
成
す
る
際
も
重
要
視
さ

れ
ま
す
。
私
も
、
以
前
は
向
精
神
薬

の
適
正
使
用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
今
は

統
合
失
調
症
の
薬
物
治
療
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
の
作
成
委
員
会
に
参
加
し
て
い

ま
す
。
各
分
野
の
権
威
あ
る
先
生
方

と
一
研
究
者
と
し
て
共
に
仕
事
が
で

き
る
の
で
、
非
常
に
や
り
が
い
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
ら
の
仕
事
に
加
え
、

科
学
研
究
費
助
成
事
業
の
一
環
と
し

て
、
せ
ん
妄
に
対
す
る
薬
物
治
療
の

介
入
研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
。

属
し
て
い
ま
す
。
我
々
の
グ
ル
ー
プ

で
は
精
神
疾
患
に
対
す
る
、
エ
ビ
デ

ン
ス
に
基
づ
い
た
最
新
・
最
適
な
治

療
法
を
確
立
す
る
こ
と
を
目
指
し
て

い
ま
す
。
現
在
、
最
も
エ
ビ
デ
ン
ス

レ
ベ
ル
が
高
い
と
さ
れ
る
研
究
法
と

し
て
メ
タ
ア
ナ
リ
シ
ス
が
あ
り
ま
す
。

　
我
々
医
師
は
、
常
に
論
文
で
最
新

の
情
報
を
得
て
、
患
者
さ
ん
に
還
元

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

教
科
書
や
参
考
書
の
内
容
が
最
新
の

デ
ー
タ
で
は
な
い
場
合
や
、
間
違
っ

た
内
容
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、

参
考
に
す
る
デ
ー
タ
の
引
用
先
を
確

認
し
、
適
切
で
あ
る
か
評
価
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
現
行
の
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
も
、
改
訂
し
て

最
新
の
情
報
を
反
映
す
る
ま
で
に
は

時
間
が
か
か
る
の
で
、
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
と
最
新
の
文
献
の
両
方
を
確
認
し

吟
味
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
し
か

し
、
論
文
を
検
索
す
る
と
、
様
々
な

デ
ー
タ
が
出
て
き
ま
す
。
た
と
え
ラ

ン
ダ
ム
化
比
較
試
験
な
ど
の
比
較
的

信
頼
性
の
高
い
研
究
で
あ
っ
て
も
、

同
じ
ア
ウ
ト
カ
ム
に
対
し
て
全
く
違

う
結
果
が
出
る
こ
と
も
珍
し
く
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は
困
っ
て
し
ま
い

ま
す
か
ら
、
複
数
の
論
文
を
集
め
て

験
を
積
ん
で
こ
ら
れ
ま
し
た
か
？

佐
：
入
局
と
同
時
に
大
学
院
に
入
学

し
、
１
年
目
で
は
大
学
院
の
授
業
と

並
行
し
て
、
集
中
的
に
臨
床
に
必
要

な
基
礎
知
識
と
技
術
を
身
に
つ
け
ま

し
た
。
当
院
で
は
主
治
医
担
当
医
制

を
と
っ
て
い
て
、
１
年
目
が
担
当
医

と
な
り
、
主
治
医
と
相
談
し
な
が
ら

治
療
方
針
や
計
画
を
立
て
ま
す
。
ま

た
週
に
一
回
、
教
授
も
交
え
て
、
全

入
院
患
者
に
つ
い
て
カ
ン
フ
ァ
レ
ン

ス
を
行
い
ま
す
。
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

を
頂
け
る
機
会
が
多
い
の
で
、
実
力

が
つ
い
た
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
、
身
体
疾
患
に
よ
り
発
症
・

増
悪
し
た
精
神
疾
患
を
、
他
科
か
ら

の
依
頼
で
診
察
す
る
こ
と
も
１
年
目

の
役
割
で
す
。
統
合
失
調
症
、
う
つ

病
、
双
極
性
障
害
、
器
質
性
精
神
病
、

摂
食
障
害
、
薬
物
中
毒
、
術
後
せ
ん

妄
、
認
知
症
な
ど
を
経
験
し
ま
し
た
。

　
２
年
目
に
な
る
と
外
来
治
療
や
１

年
目
の
サ
ポ
ー
ト
に
加
え
て
、
本
格

的
な
研
究
が
始
ま
り
ま
す
。

―
―
先
生
は
ど
の
よ
う
な
研
究
を
な

さ
っ
て
い
る
の
で
す
か
？

佐
：
当
院
の
大
学
院
は
、
遺
伝
・
睡

眠
・
薬
理
学
の
３
チ
ー
ム
に
分
か
れ

て
い
て
、
私
は
薬
理
学
チ
ー
ム
に
所

―
―
佐
久
間
先
生
が
精
神
科
医
に
な

ら
れ
た
経
緯
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

佐
久
間
（
以
下
、
佐
）：
も
と
も
と
、

父
が
小
児
科
の
開
業
医
、
兄
が
精
神

科
医
、
母
と
姉
が
看
護
師
と
い
う
一

家
で
育
ち
、
医
師
を
志
す
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
家
族
の
影
響
な
ど
か
ら
、

学
生
時
代
に
は
漠
然
と
小
児
科
か
精

神
科
を
考
え
て
い
ま
し
た
ね
。
た
だ
、

実
習
な
ど
で
回
る
と
ど
の
科
も
そ
れ

ぞ
れ
興
味
深
く
、
科
を
決
め
る
時
に

は
か
な
り
迷
い
ま
し
た
。
最
終
的
な

決
め
手
は
、
精
神
科
領
域
は
他
科
と

比
べ
未
解
明
の
事
柄
が
多
く
、
生
涯

探
求
で
き
そ
う
だ
っ
た
か
ら
で
す
。

　
例
え
ば
、
統
合
失
調
症
と
い
っ
た
、

１
０
０
人
に
１
人
が
発
症
す
る
と
い

わ
れ
る
代
表
的
な
病
気
で
す
ら
、
未

だ
原
因
が
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
の

で
す
。
母
校
で
あ
り
現
在
の
勤
務
先

で
も
あ
る
藤
田
医
科
大
学
で
は
、
統

合
失
調
症
の
原
因
遺
伝
子
の
解
明
を

進
め
て
お
り
、
よ
り
根
本
的
で
新
し

い
治
療
法
の
開
発
が
期
待
さ
れ
て
い

ま
す
。
発
展
途
上
な
分
野
だ
か
ら
こ

そ
、
若
手
で
も
新
し
い
研
究
に
携
わ

れ
る
。
自
分
も
何
か
爪
痕
を
残
せ
る

か
も
し
れ
な
い
と
考
え
ま
し
た
。

―
―
専
門
研
修
で
は
ど
の
よ
う
な
経

専
門
研
修
中
の
先
輩
に
聴
く

藤田保健衛生大学
臨床研修

2014年
藤田保健衛生大学

（現・藤田医科大学）　卒業

精神科

レ
ジ
デ
ン
ト
ロ
ー
ド

卒後１年目

藤田保健衛生大学医学部
精神神経科学講座　専門研修

卒後３年目

藤田医科大学
精神神経科学講座

卒後６年目

医学部卒業

1 day

出
勤

午
後
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
は
、
新
規
入
院
患

者
の
検
討
、
長
期
入
院
患
者
の
検
討
、
非
自

発
入
院
の
検
討
、
隔
離
・
拘
束
患
者
の
検
討
、

問
題
症
例
の
検
討
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

8：45

外
来
・
入
院
診
療
、
他
科
依
頼
対

応
、
電
気
け
い
れ
ん
療
法
、
脳
波

読
影
等

9：00

午
後
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

14：00

教
授
回
診

15：30

午
前
の
仕
事
の
続
き

夕
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

研
修
医
・
担
当
医
の
症
例
発
表
会

学
会
予
演
会

医
局
会
（
連
絡
事
項
等
）

研
究

19：30

帰
宅

23：00
21：00～

研修医でもやる気さえあれば主治医に近い仕事まで任せて
いただける環境で、やりがいがありました。精神科は他科
と関わることの多い科なので、臨床研修中に他科をしっか
り回っておくことをお勧めします。僕の場合は救急や総合
診療科の経験が特に役に立っていると感じます。

海外の学会に参加する機会も増えましたが、
英語での質疑応答のときなどに苦労していま
す。今はなかなかまとまった時間がとれないの
で、時間のある学生時代にしっかり勉強してお
けばよかったなと思っています。

佐久間 健二先生
2014年　藤田保健衛生大学（現・藤田医科大学）　卒業
2019年10月現在　
藤田医科大学医学部　精神神経科学講座　助教
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来年は専門医資格を取得する
予定です。専門医になると、
治療方針などを一人で決定で
きるようになります。

R
es

id

ent Ro ad

形成外科

広
背
筋
を
移
植
し
て
「
笑
い
の
再
建
」

を
す
る
手
術
は
、
当
医
局
が
力
を
入

れ
て
い
る
分
野
で
も
あ
り
、
特
に
興

味
が
あ
り
ま
す
。

―
―
最
後
に
、
形
成
外
科
の
魅
力
を

お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

中
：
形
成
外
科
は
術
後
の
美
し
さ
が

問
わ
れ
る
世
界
で
す
。「
ど
う
や
っ
て

よ
り
良
い
結
果
を
得
る
か
」
と
考
え

な
が
ら
、
上
手
な
先
生
の
手
技
を
目

で
盗
ん
で
、
職
人
芸
の
よ
う
に
技
術

を
磨
き
上
げ
て
い
く
と
こ
ろ
は
と
て

も
刺
激
的
で
す
。
ま
た
、
難
治
性
潰

瘍
な
ど
、
今
ま
で
治
せ
な
か
っ
た
疾

患
に
対
し
、
新
し
い
治
療
法
を
ど
ん

ど
ん
取
り
入
れ
て
治
し
て
い
く
こ
と

に
も
や
り
が
い
を
感
じ
て
い
ま
す
。

高
３
の
時
の
自
分
の
直
感
は
正
し
か

っ
た
、
形
成
外
科
の
仕
事
は
天
職
だ

と
今
し
み
じ
み
感
じ
て
い
ま
す
。

離
れ
て
大
学
院
に
進
む
人
は
多
く
あ

り
ま
せ
ん
。
臨
床
と
、
基
礎
を
含
め

た
研
究
を
両
方
す
る
と
い
う
ス
タ
イ

ル
が
普
通
で
す
し
、
私
も
今
は
そ
う

し
て
い
ま
す
。

―
―
今
後
、
ど
の
よ
う
な
分
野
の
専

門
性
を
高
め
て
い
き
た
い
で
す
か
？

中
：
現
在
、
勉
強
に
力
を
入
れ
て
い

る
の
は
、
難
治
性
潰
瘍
で
す
。
動
脈

硬
化
に
よ
る
虚
血
や
糖
尿
病
が
原
因

の
難
治
性
潰
瘍
の
患
者
さ
ん
は
増
え

て
い
ま
す
。
お
世
話
に
な
っ
て
い
る

臨
床
教
授
の
専
門
分
野
で
も
あ
る
の

で
、
し
っ
か
り
診
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
た
い
で
す
。
ま
た
、
形
成
外
科
を

目
指
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
機
能
再

建
に
つ
い
て
も
、
も
っ
と
深
く
勉
強

し
て
い
き
た
い
で
す
。
例
え
ば
、
陳

旧
性
顔
面
神
経
麻
痺
*
で
う
ま
く
笑

え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
方
の
顔
に

―
―
入
局
し
て
、
難
し
さ
を
感
じ
た

点
は
あ
り
ま
す
か
？

中
：
そ
れ
ま
で
や
っ
て
き
た
こ
と
が

通
用
し
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。
私
は

臨
床
研
修
で
外
科
コ
ー
ス
で
し
た
の

で
、
手
術
に
入
っ
た
回
数
は
２
０
０

例
以
上
あ
り
、
執
刀
も
30
例
近
く
あ

り
ま
し
た
。
し
か
し
、
形
成
外
科
の

手
術
は
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
新
し

い
も
の
ば
か
り
で
し
た
。
外
傷
の
縫

合
一
つ
と
っ
て
も
、
そ
れ
ま
で
見
た

こ
と
も
な
い
よ
う
な
大
き
く
深
い
傷

ば
か
り
で
最
初
は
大
変
で
し
た
。

―
―
６
年
目
の
現
在
の
医
局
で
の
様

子
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

中
：
再
建
に
つ
い
て
は
、
皮
弁
の
採

取
や
血
管
吻
合
を
行
っ
て
い
ま
す
。

顔
面
骨
で
は
、
標
準
的
な
頬
骨
骨
折

な
ど
の
手
術
は
１
〜
２
年
目
の
先
生

が
す
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
分
も
う

少
し
複
雑
な
も
の
を
扱
わ
せ
て
も
ら

え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
多

少
で
す
が
、
新
入
局
者
の
指
導
も
行

っ
て
い
ま
す
。

―
―
今
後
、
大
学
院
に
は
進
ま
れ
る

予
定
な
ど
は
あ
り
ま
す
か
？

中
：
形
成
外
科
は
、「
ま
ず
は
技
術
を

修
得
し
よ
う
」
と
い
う
気
風
が
あ
る

こ
と
も
あ
り
、
当
医
局
で
は
臨
床
を

せ
て
い
た
だ
き
、「
や
は
り
形
成
外
科

に
進
も
う
」
と
決
め
ま
し
た
。
杏
林

大
学
を
選
ん
だ
の
は
、
医
局
の
雰
囲

気
と
、
症
例
数
の
多
さ
か
ら
で
す
。

形
成
外
科
は
病
院
に
よ
っ
て
症
例
の

偏
り
が
大
き
い
の
で
す
が
、
杏
林
大

は
バ
ラ
ン
ス
が
良
く
、
手
術
件
数
が

一
番
多
い
と
こ
ろ
も
魅
力
で
し
た
。

―
―
専
門
研
修
で
は
ど
の
よ
う
に
経

験
を
積
ん
で
い
く
の
で
す
か
？

中
：
最
初
は
手
術
室
に
入
室
し
て
、

手
術
の
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を
覚
え
る
こ

と
か
ら
始
め
ま
す
。
ま
た
、
す
ぐ
に

執
刀
も
始
め
ま
す
。
ま
ず
は
様
々
な

手
術
の
閉
創
や
、
鼻
骨
骨
折
の
治
療
。

慣
れ
て
く
る
と
腫
瘍
切
除
や
頬
骨
骨

折
の
治
療
、
顕
微
鏡
手
術
も
行
い
ま

す
。
１
年
目
の
派
遣
先
の
施
設
で
は

リ
ン
パ
浮
腫
に
対
す
る
リ
ン
パ
管
静

脈
吻
合
術
と
い
う
手
術
を
多
く
行
っ

て
い
ま
し
た
。
顕
微
鏡
下
に
リ
ン
パ

管
と
静
脈
を
つ
な
い
で
浮
腫
を
治
す

も
の
で
す
。
助
手
か
ら
始
め
、
次
第

に
リ
ン
パ
管
と
静
脈
を
つ
な
ぐ
数
箇

所
の
う
ち
の
最
後
の
一
つ
を
執
刀
さ

せ
て
も
ら
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま

た
、
外
傷
で
切
れ
た
指
な
ど
の
神
経

を
顕
微
鏡
下
で
つ
な
ぐ
手
術
も
経
験

し
ま
し
た
。

―
―
中
山
先
生
は
ど
う
し
て
形
成
外

科
を
選
ば
れ
た
の
で
す
か
？

中
山
（
以
下
、
中
）：
高
３
の
夏
に
形

成
外
科
に
関
す
る
新
聞
記
事
を
読
ん

だ
こ
と
が
、
最
初
の
き
っ
か
け
で
す
。

四
肢
の
軟
部
悪
性
腫
瘍
の
人
が
、
形

成
外
科
の
再
建
に
よ
り
、
切
断
を
免

れ
た
だ
け
で
な
く
機
能
を
回
復
す
る

こ
と
が
で
き
た
と
い
う
内
容
に
と
て

も
感
動
し
、
医
学
部
に
行
く
こ
と
を

決
意
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
実
際
に

入
学
し
て
、
５
年
生
か
ら
の
臨
床
実

習
で
一
通
り
各
科
を
回
っ
た
時
、
最

も
面
白
い
と
思
っ
た
の
は
消
化
器
外

科
の
分
野
で
し
た
。
病
院
見
学
に
行

き
始
め
た
の
も
、
こ
の
頃
か
ら
で
し

た
。
部
活
の
１
学
年
上
の
先
輩
が
研

修
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
日
本
赤

十
字
社
医
療
セ
ン
タ
ー
へ
見
学
に
行

き
、
そ
こ
で
肝
臓
外
科
の
権
威
の
先

生
に
憧
れ
、
肝
臓
外
科
医
を
志
す
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
で
も
、
臨
床
研

修
２
年
目
に
な
り
、
入
局
に
向
け
て

進
路
を
じ
っ
く
り
考
え
直
す
な
か
、

ま
た
形
成
外
科
の
こ
と
が
気
に
な
り

だ
し
た
の
で
す
。
臨
床
研
修
先
に
は

形
成
外
科
が
な
か
っ
た
の
で
、
千
葉

大
学
、
東
京
大
学
、
東
大
と
関
連
の

あ
る
杏
林
大
学
の
３
病
院
を
見
学
さ

専
門
研
修
中
の
先
輩
に
聴
く

2014年
千葉大学医学部　卒業

医学部卒業

形成外科
形成外科

レ
ジ
デ
ン
ト
ロ
ー
ド

日本赤十字社医療センターの肝臓外科の先生
は、他で受けていないような難しい手術をたく
さん行っていました。その姿に憧れて、この頃
は肝臓外科医を目指していました。

1 week

外
勤
・
外
勤
先
の
当
直

午
前
：
外
来

午
後
：
手
術

午
前
：
病
棟
処
置
当
番

午
後
：
外
勤

午
前
：
外
来

午
後
：
外
来
手
術
／

　
　
　
レ
ー
ザ
ー
外
来

完
全
に
休
み
の
日
は
月
に
３
日
ほ
ど
あ
り

ま
す
。

月曜日火曜日水曜日金曜日

手
術

木曜日

卒後１年目

日本赤十字社医療センター
臨床研修

卒後３年目

杏林大学医学部
形成外科学教室　入局

埼玉医科大学総合医療センター
形成外科

杏林大学医学部
形成外科学教室

卒後４年目

杏林大学医学部
形成外科学教室

卒後６年目

中山 大輔先生
2014年　千葉大学医学部　卒業
2019年10月現在　
杏林大学医学部　形成外科学教室

*陳旧性顔面神経麻痺…顔面神経麻痺を発症後、完全に回復しないまま長時間が経過し、麻痺が残存した状態のこと。29 28



インタビュアーの今野先生。　　

医師の働き方を
考える

な
こ
と
を
話
し
合
っ
て
決
め
ま
し
た
。

奨
学
金
の
種
類
に
よ
っ
て
は
、
指
定

の
病
院
に
す
ぐ
行
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
も
あ
る
の
で
す
が
、
私
が

頂
い
た
奨
学
金
は
、
留
学
先
を
自
分

で
決
め
て
申
し
込
む
仕
組
み
だ
っ
た

た
め
、
留
学
先
が
決
ま
る
ま
で
時
間

が
あ
っ
た
の
で
す
。

由
：
そ
れ
ま
で
一
緒
に
過
ご
す
時
間

が
な
か
な
か
作
れ
な
か
っ
た
こ
と
も

あ
り
、
家
族
と
い
う
も
の
を
見
つ

め
直
す
良
い
機
会
だ
と
思
っ
て
、
皆

で
ア
メ
リ
カ
に
行
く
こ
と
に
し
ま
し

た
。
渡
米
ま
で
時
間
が
あ
っ
た
こ
と

で
、
私
は
職
場
に
迷
惑
が
か
か
ら
な

い
よ
う
丁
寧
に
仕
事
を
引
き
継
ぐ
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

ア
メ
リ
カ
と
日
本
の

働
き
方
や
子
育
て
の
違
い

今
：
留
学
中
の
生
活
に
つ
い
て
お
聞

か
せ
く
だ
さ
い
。

昌
：
留
学
先
の
病
院
か
ら
は
給
与
が

出
な
か
っ
た
た
め
、
奨
学
金
に
加
え

て
、
大
学
か
ら
休
職
扱
い
で
頂
い
て

い
た
給
与
と
、
そ
れ
ま
で
の
貯
金
で

暮
ら
し
ま
し
た
。

由
：
私
は
こ
の
渡
米
を
「
人
生
の
夏

休
み
」
く
ら
い
の
感
覚
で
捉
え
て
い

た
た
め
、
当
初
は
働
か
ず
、
育
児

に
専
念
し
よ
う
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
生
活
を
送
っ

て
い
る
と
、
現
地
の
日
本
人
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
以
外
に
人
間
関
係
を
築
く
こ

と
が
で
き
ず
、
自
分
の
世
界
が
ど
ん

ど
ん
狭
く
な
っ
て
い
く
こ
と
に
気
付

大
学
院
生
と
し
て
研
究
す
る
道
を
選

び
ま
し
た
。
出
産
直
後
は
伊
勢
市
に

あ
る
実
家
か
ら
大
学
に
通
い
、
母
の

助
け
を
借
り
な
が
ら
育
児
を
し
て
い

た
の
で
す
が
、
長
距
離
移
動
が
負
担

に
な
り
、
両
親
に
お
願
い
し
て
津
市

に
来
て
も
ら
い
ま
し
た
。

今
：
２
０
０
８
年
か
ら
昌
彦
先
生
が

ア
メ
リ
カ
の
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
・
ク

リ
ニ
ッ
ク
に
留
学
さ
れ
、
由
香
先
生

と
お
子
様
も
ご
一
緒
に
渡
米
な
さ
い

ま
し
た
。
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
留
学

を
ご
決
断
さ
れ
た
の
で
す
か
？

杉
本
昌
彦
（
以
下
、
昌
）：
私
は
も

と
も
と
、
い
つ
か
は
留
学
し
た
い
と

考
え
て
お
り
、
妻
に
そ
の
希
望
を
伝

え
て
い
ま
し
た
。
妻
の
仕
事
の
こ
と

を
考
え
る
と
、
留
学
先
に
一
緒
に
来

て
ほ
し
い
と
強
く
お
願
い
す
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
奨
学

金
を
も
ら
え
る
こ
と
に
な
っ
て
か
ら

実
際
に
留
学
に
行
く
ま
で
１
年
間
の

猶
予
が
あ
っ
た
た
め
、
二
人
で
様
々

い
た
の
で
す
。
夫
は
も
ち
ろ
ん
、
当

初
は
英
語
も
ほ
と
ん
ど
話
せ
な
か
っ

た
子
ど
も
も
、
現
地
の
学
校
で
友
達

が
増
え
て
い
き
、
自
分
だ
け
取
り
残

さ
れ
て
い
く
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
つ
て
を
頼
っ
て
血
液
内

科
の
研
究
所
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し

て
お
手
伝
い
を
さ
せ
て
も
ら
う
こ
と

に
し
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
、
も
っ
と

長
い
時
間
研
究
し
た
い
と
思
う
よ
う

に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の
た
め
に
は

子
ど
も
を
ア
フ
タ
ー
ケ
ア*

に
預
け
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
せ

め
て
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
代
だ
け
で
も
出

し
て
も
ら
え
な
い
か
と
上
司
に
交
渉

し
、
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

今
：
ア
メ
リ
カ
と
日
本
の
働
き
方
に

ど
の
よ
う
な
違
い
を
感
じ
ま
し
た
か
。

由
：
勤
務
は
17
時
終
了
が
基
本
で
し

た
。
医
師
の
仕
事
が
臨
床
と
研
究
に

分
か
れ
て
い
る
こ
と
や
、
チ
ー
ム
制

や
オ
ン
コ
ー
ル
制
が
進
ん
で
い
る
こ

と
、
リ
サ
ー
チ
ナ
ー
ス
な
ど
他
職
種

へ
の
業
務
委
譲
が
進
ん
で
い
る
こ
と

な
ど
に
よ
り
、
そ
の
よ
う
な
働
き
方

が
可
能
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
ま
た
、
自
宅
か
ら
パ
ソ
コ
ン
で

カ
ル
テ
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
た
め
、

何
か
あ
っ
て
も
病
院
に
行
か
ず
に
対

応
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
も

大
き
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

今
：
育
児
に
関
し
て
は
ど
う
で
し
ょ

う
か
。

昌
：
男
性
も
当
た
り
前
に
育
児
に
参

加
す
る
社
会
だ
と
感
じ
ま
し
た
。
私

は
日
本
に
い
る
間
、
全
く
と
言
っ
て

い
い
ほ
ど
育
児
に
参
加
で
き
て
い
な

か
っ
た
の
で
す
が
、
ア
メ
リ
カ
で
は

ア
フ
タ
ー
ケ
ア
の
お
迎
え
に
も
行
き

ま
し
た
。

由
：
土
日
の
休
み
が
必
ず
取
れ
る
の

で
、
子
ど
も
と
一
緒
に
遠
出
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
も
あ
り
が
た
か
っ
た

で
す
ね
。
経
済
的
に
あ
ま
り
余
裕
の

な
い
生
活
を
送
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
の
で
す
が
、
ア
メ
リ
カ
に
は
お
金

の
か
か
ら
な
い
レ
ジ
ャ
ー
が
た
く
さ

ん
あ
り
、
ピ
ク
ニ
ッ
ク
や
釣
り
な
ど

に
よ
く
行
き
ま
し
た
。

昌
：
21
時
頃
ま
で
外
が
明
る
い
の
で
、

平
日
の
夜
遅
く
に
一
緒
に
野
球
教
室

に
行
っ
た
り
も
し
ま
し
た
。

由
：
学
校
の
授
業
参
観
や
文
化
祭

が
夜
の
時
間
に
行
わ
れ
、
日
中
働
い

て
い
る
親
が
見
に
行
き
や
す
い
よ
う

に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
日
本
と
違
う

と
こ
ろ
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。
ま
た
、

日
本
で
は
夏
休
み
の
よ
う
な
長
期
休

暇
中
は
子
ど
も
の
面
倒
を
見
る
の
が

大
変
だ
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
が
、
ア

メ
リ
カ
に
は
サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
と
い

う
、
夏
休
み
を
利
用
し
て
子
ど
も
た

ち
を
様
々
な
と
こ
ろ
に
連
れ
て
行
っ

て
く
れ
る
仕
組
み
が
あ
り
、
そ
れ
も

あ
り
が
た
い
と
感
じ
ま
し
た
。

　

子
ど
も
が
小
さ
い
と
公
立
の
施

設
に
預
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
た

め
、
保
育
の
お
金
は
か
か
る
の
で
す

が
、
働
き
た
い
と
い
う
意
欲
が
あ
れ

ば
、
叶
え
ら
れ
る
環
境
が
十
分
整
っ

て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。
子
ど

も
を
預
け
て
働
く
の
は
ア
メ
リ
カ
で

は
当
た
り
前
な
の
で
、
肩
身
の
狭
さ

を
感
じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。

周
囲
の
理
解
を
得
て

様
々
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
を

今
：
帰
国
な
さ
っ
て
か
ら
、
生
活
に

変
化
は
あ
り
ま
し
た
か
。

昌
：
ア
メ
リ
カ
で
研
究
し
て
い
た
こ

と
を
、
こ
ち
ら
で
も
継
続
す
る
こ
と

が
で
き
て
い
ま
す
。
し
っ
か
り
理
解

を
得
て
留
学
す
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
、
復
職
す
る
の
に
特
に
苦
労
も
な

か
っ
た
で
す
し
、
帰
国
後
は
収
入
も

保
証
さ
れ
て
い
る
の
で
、
非
常
に
あ

り
が
た
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。

由
：
私
も
前
に
働
い
て
い
た
と
こ
ろ

に
戻
っ
た
た
め
、
帰
国
後
特
に
苦
労

し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

今
：
留
学
を
考
え
て
い
る
方
や
、
今

後
の
キ
ャ
リ
ア
に
つ
い
て
決
め
か
ね

て
い
る
こ
と
が
あ
る
方
に
何
か
ア
ド

バ
イ
ス
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

由
：
留
学
な
ど
、
海
外
で
働
く
こ
と

を
考
え
て
い
る
場
合
は
、
日
本
で
大

学
院
く
ら
い
ま
で
は
出
て
お
い
た
方

が
良
い
と
思
い
ま
す
。
自
分
が
ど
の

よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
か
、
今
ま
で

書
い
た
論
文
な
ど
で
ア
ピ
ー
ル
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
、
選
択
肢
が
増
え

る
と
思
い
ま
す
。

昌
：
私
は
留
学
に
行
き
た
い
と
い
う

こ
と
を
、
妻
や
上
司
に
事
前
に
何
度

も
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
た
た
め
、
ス
ム

ー
ズ
に
事
を
運
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
何
か
や
り
た
い
こ
と
が
あ
る
の

な
ら
、
周
り
に
し
っ
か
り
と
ア
ピ
ー

ル
す
る
こ
と
が
道
を
開
く
き
っ
か
け

に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

由
：
ア
メ
リ
カ
に
滞
在
し
て
い
た
時

は
大
変
な
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、

10
年
経
っ
た
今
振
り
返
る
と
、
良
い

思
い
出
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
皆

さ
ん
も
ぜ
ひ
、
色
々
な
こ
と
に
チ
ャ

レ
ン
ジ
し
て
み
て
く
だ
さ
い
ね
。

留
学
を
機
に
家
族
を

見
つ
め
直
す
こ
と
に

今
野
（
以
下
、
今
）：
お
二
人
は
三

重
大
学
の
同
級
生
で
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
。
昌
彦
先
生
は
卒
後
、
県
内
の

様
々
な
病
院
で
研
鑽
を
積
ま
れ
、
由

香
先
生
は
奈
良
県
で
臨
床
研
修
を
受

け
ら
れ
た
後
、
し
ば
ら
く
し
て
三
重

大
学
に
戻
ら
れ
ま
し
た
。

　

お
二
人
が
ご
結
婚
な
さ
っ
た
の
は

卒
後
４
〜
５
年
目
と
の
こ
と
で
す
が
、

お
二
人
と
も
ご
多
忙
の
な
か
、
ど
の

よ
う
に
家
族
と
し
て
の
時
間
を
過
ご

さ
れ
て
い
ま
し
た
か
？

杉
本
由
香
（
以
下
、
由
）：
私
が
三
重

大
学
に
戻
る
１
年
前
に
結
婚
し
た
の

で
す
が
、
大
学
に
戻
っ
て
最
初
の
１

年
３
か
月
は
滋
賀
県
と
の
県
境
に
あ

る
病
院
に
勤
務
し
て
い
た
た
め
、
夫

婦
で
過
ご
す
の
は
週
末
だ
け
と
い
う

状
態
が
し
ば
ら
く
続
い
て
い
ま
し
た
。

　

妊
娠
が
わ
か
っ
て
か
ら
は
、
私
は

今
回
は
、
留
学
の
た
め
に
一
家
で
渡
米
し
、
夫
婦
で
共
に
留
学
経
験
を
得
た
、
杉
本
由
香
・
昌
彦
先
生

ご
夫
妻
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

　
　
共
に
留
学
経
験
を
得
て
、
家
族
の
絆
を
深
め
た

  

　
　
　
～
杉
本 

由
香
・
昌
彦
先
生
ご
夫
妻
～

語り手　
杉本 由香先生
三重大学　地域血液内科講座　准教授、武内病院

杉本 昌彦先生
三重大学医学部　眼科　講師

聞き手　
今野 信太郎先生
日本医師会男女共同参画委員会委員、三重県医師会理事

*アフターケア…日本における学童保育のように、放課後に子どもを預けられる保育サービスのこと。31 30



子
ど
も
の
発
育
を
社
会
で
支
え
る

―
―
医
師
会
に
お
け
る
平
川
常
任
理

事
の
活
動
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

平
川
（
以
下
、
平
）：
私
は
産
婦
人

科
医
と
し
て
の
専
門
性
を
活
か
し
、

周
産
期
医
療
・
乳
幼
児
保
健
を
担
当

し
て
い
ま
す
。
日
本
医
師
会
は
長
年
、

子
ど
も
を
守
り
育
て
ら
れ
る
社
会
の

構
築
を
目
指
し
て
活
動
し
て
き
ま
し

た
。
そ
の
成
果
の
一
つ
が
、
昨
年
末

に
成
立
し
た
「
成
育
基
本
法
」
で
す
。

常
任
理
事
に
就
任
し
た
頃
は
、
ち
ょ

う
ど
法
案
を
国
会
に
提
出
す
る
活
動

が
盛
ん
だ
っ
た
時
期
で
す
。
私
は
そ

こ
か
ら
法
制
化
に
至
る
ま
で
の
過
程

に
携
わ
り
ま
し
た
。

―
―
成
育
基
本
法
の
理
念
は
ど
の
よ

う
な
も
の
で
す
か
？

平
：
成
育
基
本
法
は
、
日
本
の
社
会

を
繁
栄
さ
せ
て
い
く
に
あ
た
り
、
子

ど
も
を
心
身
と
も
に
健
や
か
に
育
く

む
た
め
に
必
要
な
施
策
を
ま
と
め
た

も
の
で
す
。
育
児
の
責
任
を
親
だ
け

に
負
わ
せ
ず
、
妊
娠
期
か
ら
出
産
・

子
育
て
期
、
学
童
・
思
春
期
を
経
て

大
人
に
な
る
ま
で
、
社
会
が
切
れ
目

の
な
い
支
援
を
行
う
こ
と
が
必
要
で

す
。
成
育
基
本
法
は
、
そ
ん
な
支
援

を
可
能
に
す
る
医
療
・
社
会
の
仕
組

み
作
り
を
促
す
法
律
で
す
。

―
―
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
支
援
が

必
要
で
す
か
？

平
：
ま
ず
、
病
気
に
な
っ
た
と
き
、

誰
も
が
良
質
な
医
療
を
受
け
ら
れ
る

ん
。
国
の
責
任
の
も
と
、
各
機
関
が

同
じ
方
向
を
向
い
て
デ
ー
タ
を
共
有

し
、
死
因
を
検
討
す
る
仕
組
み
を
整

え
る
と
い
う
方
針
も
、
成
育
基
本
法

に
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

成
育
医
療
に
お
け
る
医
師
の
役
割

―
―
成
育
過
程
の
支
援
に
お
け
る
医

師
の
役
割
は
何
で
し
ょ
う
か
？

平
：
ま
ず
一
つ
は
、
健
康
教
育
に
関

わ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
保
健
教
育
・

性
教
育
の
分
野
に
つ
い
て
、
学
校
の

先
生
方
に
知
識
を
持
っ
て
い
た
だ
く

こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
医
師
も

そ
こ
に
加
わ
り
、
学
校
や
地
域
で
子

ど
も
へ
の
啓
発
が
で
き
る
体
制
が
あ

る
と
良
い
で
す
ね
。
富
山
県
で
は
、

20
年
ほ
ど
前
か
ら
、
医
師
が
中
学
校

に
出
向
い
て
性
教
育
を
す
る
活
動
が

行
わ
れ
て
お
り
、
保
護
者
や
教
師
の

方
々
か
ら
も
非
常
に
評
価
さ
れ
て
い

る
そ
う
で
す
。

　

ま
た
、
虐
待
対
策
に
も
医
師
が
果

た
せ
る
役
割
は
大
き
い
で
す
。
子
ど

も
の
身
体
や
行
動
を
見
て
、
虐
待
の

サ
イ
ン
を
早
期
に
発
見
で
き
る
よ
う
、

Ｄ
Ｖ
Ｄ
や
e-

ラ
ー
ニ
ン
グ
な
ど
も

含
め
た
様
々
な
手
段
で
医
療
者
に
知

識
を
広
め
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

子
ど
も
を
産
み
育
て
や
す
い
社
会
を

作
る
た
め
に
は
、
各
医
療
機
関
や
専

門
医
会
、
行
政
の
速
や
か
な
連
携
が

欠
か
せ
ま
せ
ん
。
成
育
基
本
法
の
成

立
は
、
そ
う
し
た
連
携
構
築
の
重
要

な
第
一
歩
と
な
る
で
し
ょ
う
。

成育医療

平川俊夫日本医師会常任理事に、成育医療の
概念とその重要性について聴きました。

仕
組
み
が
不
可
欠
で
す
。
ま
た
、
予

防
も
重
要
で
す
。
予
防
接
種
を
例
に

と
る
と
、
正
し
い
知
識
を
普
及
し
つ

つ
、
接
種
に
か
か
る
保
護
者
の
金
銭

的
負
担
を
軽
く
す
る
な
ど
の
仕
組
み

が
必
要
で
す
。
さ
ら
に
、保
健
教
育
・

性
教
育
も
必
要
で
す
。
教
育
を
通
じ
、

子
ど
も
が
科
学
的
に
正
し
い
知
識
を

持
っ
て
、
自
分
や
他
人
の
心
や
体
を

理
解
で
き
る
力
を
養
う
の
で
す
。

　

昨
今
は
児
童
虐
待
が
深
刻
な
問
題

と
な
っ
て
お
り
、
虐
待
の
予
防
と
早

期
発
見
も
喫
緊
の
課
題
で
す
。
虐
待

は
、
特
別
に
凶
悪
な
保
護
者
が
行
う

と
は
限
り
ま
せ
ん
。
多
大
な
負
荷
が

か
か
る
子
育
て
期
で
は
、
普
通
の
人

で
も
子
ど
も
を
虐
待
し
て
し
ま
う
こ

と
は
あ
り
得
ま
す
。
そ
こ
で
、
虐
待

も
社
会
の
問
題
と
考
え
、
育
児
に
困

難
さ
を
抱
え
る
方
を
早
期
か
ら
支
援

し
、
そ
れ
で
も
虐
待
し
て
し
ま
っ
た

場
合
は
速
や
か
に
発
見
し
て
子
ど
も

を
守
れ
る
よ
う
な
体
制
を
作
ら
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
一
環
と
し
て
、
子
ど
も
の
死

因
究
明
も
重
要
で
す
ね
。
事
故
死
と

し
て
処
理
さ
れ
た
中
に
、
実
は
虐
待

死
だ
っ
た
ケ
ー
ス
も
含
ま
れ
て
い
る

そ
う
で
す
。
死
因
を
究
明
・
分
析
す

る
こ
と
で
、
子
ど
も
の
防
げ
る
死
を

予
防
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
た

だ
、
今
は
、
消
防
・
医
療
機
関
・
警

察
な
ど
で
、
子
ど
も
の
死
因
に
関
わ

る
デ
ー
タ
が
別
々
に
保
管
さ
れ
、
そ

れ
ら
の
連
結
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ

自分の使命は、現場の声を国の仕組みに反映し、
社会を良くしていくこと

私と
医師会活動

医療機関の看板が背負っているもの

――まずは、平川常任理事が医師を目指された理由をお聞
かせください。
平：私は中高生の頃から、人のため、社会のために役立つ
仕事がしたいと考えていました。ただ、当時は父が税務署
に勤務していた影響もあり、「法学部に進学して大蔵省に行
こうか」と何となく考えていましたね。そんなある時、水俣
病の研究者で、患者さんの救済に献身的に取り組んでおら
れた原田正純先生が、高校に講演に来られたのです。私は
水俣病の存在を初めて知り驚くと同時に、原田先生の「社
会の中で病気を診なければならない」というお話が非常に
印象に残りました。医師には、目の前の患者さんを治療する
だけでなく、なぜその病気が起こったのか、二度と起こさな
いようにするにはどうしたらいいかを考え、公衆衛生的な観
点から国の仕組みを整えていくことも求められる。自分の理
想とする「人のため、社会のために役立つ仕事」と医師の
仕事が、そこで結びついたのです。
その後、医学部に入学してから、夏休みを利用して水俣を訪
問する機会がありました。水俣病の患者会の方々が、医学
生や看護学生に水俣の様子を見学させる活動をなさってい
たのです。質問票を片手に戸別訪問し、色 と々ご馳走にな
ったりしながらお話を聴きましたね。自分たち学生は高度成
長期の恩恵にあずかって、何も知らずに伸び伸び育ってきた
けれど、一方で社会のひずみの犠牲になっている人たちがい
る。自分たちの生活はその人たちの犠牲のうえに成り立って
いるということを強く認識しました。
――産婦人科を選ばれた理由は何だったのですか？
平：医学生の頃、ちょうどエコー検査が発達してきて、妊婦
さんのお腹の中の赤ちゃんが見えるようになったのです。私
はもともと、新しい生命ができるということに神秘性を感じ
ていたのですが、エコーによってその神秘の世界に入ってい
ける気がして、魅了されたのです。
ただ、産婦人科に入局して４年経った頃、「もっと全身を診
る力をつけたい」と考えるようになり、病理学の大学院に進

学することにしました。卒業後も病理学の助手になったり
留学したりと、結局７年間病理医としての経験を積みました
ね。そこから、妻の実家の産婦人科医院を継ぐことを見越し
て、また産婦人科の医局へと戻りました。
――医師会活動に携わるようになった経緯について教えて
いただけますか？
平：50歳の時に、妻の実家の医院に夫婦で戻り、地域医
療に携わるようになりました。大学の医局にいた頃から、公
的な活動には関わっていましたから、自然と地域の医師会
活動も引き受けるようになりました。思いがけず横倉会長よ
りご指名をいただいて、日本医師会役員になりましたが、気
付けば高校時代に理想としていた「社会に役立つ仕事」と
いう原点に返っていましたね。
――日本医師会役員として、今後どのように社会に貢献して
いきたいとお考えですか？
平：あまり大それたことを言える立場ではありませんが、学生
時代に患者さんから教えられたのは「現場の感覚を大事に
する」ということです。患者さんの声、現場の医療者の声を
的確に拾い上げ、国の仕組みに反映する。それが医師会役
員の仕事ではないでしょうか。そのため、私は普段は役員の
仕事で東京にいますが、週末は地元に帰って診療するように
しています。これまで学んできた医学医療の知識・技術を患
者さんに還元すること、そして、時に公衆衛生的な視点から、
社会の仕組みにアプローチすること。これが、医師としての
自分の役割であり、使命だと考えています。

平川 俊夫
日本医師会常任理事
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グローバ ルに活躍する
若手医師たち

石畠 彩華
東京都立広尾病院 
救命救急センター専攻医
JMA-JDN 副代表（外務）

2017年札幌医科大学医学部卒。国家公務
員共済組合連合会斗南病院にて臨床研修
に従事。2019年4月より東京都立広尾病
院で救急科後期研修を開始。

Health Professional Meeting （H20） 2019に参加して
～ UHCを達成するために医師ができること～

グローバルヘルスの最前線。
～ World Health Assembly in ジュネーブに参加して～

第４回JMA-JDN総会 
～世代と立場を超えた交流が生むもの～

国内外の医療課題に取り組みたいと考えて
いる医学生の皆様、医師になられた暁には、
ぜひJMA-JDNにご参加ください。

加藤 大祐
三重大学大学院
家庭医療学講座
JMA-JDN 副代表（内務）、
研究担当役員

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。
The Rajakumar Movement日本代表。

日本に国民皆保険が導入されたのが1961
年。長い歴史を感じます。

岡本 真希
ブランデンブルク心臓病
センター 　
JMA-JDN 役員（国際）

洛和会音羽病院にて臨床研修修了。現在、
ドイツ・ブランデンブルグ心臓病センター循
環器内科に勤務中。

ドイツで新米医師になりました。一からの
再スタート、頑張ります！

日本医師会の若手医師支援

JMA-JDNとは

今回は、JMA-JDNの若手医師より、第4回JMA-JDN総会、WHA、

Health Professional Meeting （H20）2019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。

6月13日から14日に東京で開催されたHealth 
Professional Meeting （H20） 2019に参加させ
ていただきました。この会議はG20大阪サミット
に先立って開催され、ユニバーサル・ヘルス・カ
バレッジ（UHC）に対する医師の役割を明確化
した「UHCに関する東京宣言」が採択されました。
社会的な豊かさは健康を実現しますが、一方で
社会はある程度豊かになると、平均寿命は頭打
ちになることが知られています。その豊かさが健
康以外の目的に使われることが多くなるためです。
格差の拡大も大きな要因です。例えば英国では
この90年間、4年に1年のペースで平均寿命
が延びていましたが、現在はむしろ悪化していま
す。所得の下位10%の人々は、所得の74%を
食費に費やし、教育など他のことにお金を費や
す余裕がありません。社会という視点から健康
を考えることが大切なのです。
さらに、死亡の４分の１は、大気汚染や食糧問

題といった健康以外の問題が関与しています。
各国が独自に直面する問題もあります。すべて
の問題が重要であるなかで、あらゆるステークホ
ルダーが協調し、優先順位をつけながら、国際
的に、包括的に、問題解決にあたる必要があり
ます。今回は、世界医師会と世界保健機関の協
働についても議論されました。
世界医師会若手医師ネットワークや国際医学
生連盟に所属する若手からの発言もありました。
UHCを実現するための人材確保の重要性の指
摘、また医療労働者の75%を女性が占め、私た
ち若手が将来の医療を担うことから、ジェンダー
の平等や、若手がよりコミットできる環境の整備
が提案されました。
これからの医療に、自分がどのように貢献できる
か、改めて考える機会となりました。お世話になっ
たすべての方々に、この場をお借りして深く御礼
申し上げます。

5月20日から28日にジュネーブにて開催された
WHO（世界保健機関）の最高意思決定機関で
ある第 72 回 World Health Assembly（WHA）
に参加しました。WHAでは毎年様々な国際保
健に関する重要な政策決定が行われます。今
年は議題として、ユニバーサル・ヘルス・カバ
レッジ（UHC）や患者 安 全（Patient Safety）、
プライマリ・ケ ア、薬 剤 耐 性（Antimicrobial 
Resistance ; AMR）などが取り上げられ、政府
関連、多岐にわたる国際機関／ NGO ／ NPO、
医療従事者など様々な職種の方々が一堂に会し、
意見交換がなされました。
特に印象に残ったのは、Patient Safetyをテーマ
としたイベントでした。“Do not call it a health 
care facility if there is no WASH （water, 
sanitation and hygiene）”というメッセージのも
と、未だ多くの国々で不衛生な環境下での医療
が強いられている現状、そして医療現場の衛生

環境を改善する必要性が語られました。パネリス
トの医師が現地派遣の際、あまりの衛生環境の
悪さにモップを持って病院中を掃除するところか
ら始めた話、アフリカの若手医師からの、「僕は田
舎で働いていたけれど、蛇口をひねっても水なん
て出てこないから、近くの川に水を汲みに行って、
それを煮沸消毒して使っていたんだ」という話、若
き助産師からの、「人間は皆平等のはずなのに、ど
うして皆同じ医療を受けられないのか」という悲
痛な叫び…など、参加者から語られた現状は、日
本の恵まれた環境にいた私には想像のできない
もので、強烈なショックを受けたことを覚えていま
す。今の環境を当た
り前とせず、もっと
広い視野で医療を
捉え、将来を考え
ることの重要性に
気付かされました。

2019年7月20日から21日に第4回JMA-JDN
総会を実施しました。今回は若手医師や医学生
に対し、国際保健について学習する機会とネッ
トワークを築くための場を提供することを目的と
して開催されました。
１日目は「現況の国際保健トレンドにおける若手
医師の役割とは」をテーマにシンポジウムを開催
しました。日本医師会国際保健検討委員会より
４名の講師をお招きし、若手医師に期待する活
躍について熱いメッセージを頂きました。後半で
は講師と参加者でグループを作り、国際保健に
おける若手医師の役割についてディスカッション
を行いました。
２日目前半は第２回アドボカシースキルワーク
ショップを実施しました。神馬征峰先生（東京大
学大学院医学系研究科国際地域保健学教室教
授）よりアドボカシーの定義やアドボカシー戦略
の開発モデルについてご講義いただき、その後

参加者がグループに分かれ、与えられたテーマに
対して開発モデルに沿ってアドボカシー戦略の
作成に取り組みました。後半に実施した学生団
体の合同企画である「Localize, Centralize」で
は、参加者を二つのグループに分け、一方は都
市部における医療課題、一方は過疎地域におけ
る医療課題について、問題点の抽出と解決策の
検討を行いました。
本総会では、国内外の医療課題についての見識
と、課題を解決するために必要な方法論につい
て理解を深めることができました。学生は若手医
師から医療現場の実情について聞く機会となっ
た一方、若手医師が学生の柔軟な発想に感心す
る場面もありました。
今回、世代や立場
を超えた交流の場
の大切さを再認識
しました。

［ 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

※先生方の所属は、寄稿当時のものです。35 34
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授業について

先生にインタビュー

医学部の授業を見てみよう！

★ WANTED ★

学生からの声

ご連絡はこちらから↑

「免疫学」北海道大学「免疫学」北海道大学「免疫学」
今回は

北海道大学大学院医学研究院　免疫学教室　教授  　小林 弘一先生テキサスA＆M大学医学部　免疫微生物学　教授

私は長年、アメリカで研究と医学教育に
携わってきました。2年前に北海道大学
に赴任し、日米の医学教育の差を痛感し
ました。優秀な学生が大勢入学するので
すが、卒業する頃には彼らの才能が無駄
になっているケースが多すぎるように思
えました。将来この学生たちの中から各
分野の世界的リーダーを輩出したいとい
う思いから、英語で世界レベルの講義を
受けさせたい、海外のトップクラスの講
師を招きたいと考えるようになりまし
た。そこで、世界を初めから意識したこ
の授業が生まれたのです。

授業のほとんどは英語で行います。ただ
し、必ず理解してほしい基本的なことは、
日本語で講義をしています。また、問題
解決能力を身につけてもらうため、コ
ミュニケーションを通じた学びを重視し
ています。基本的な知識の学習は予習と
して済ませてもらい、授業自体はディス
カッションを中心に構成しています。北
大オープンエデュケーションセンターの
サポートのもと、海外講師との双方向的
講義とそのビデオ教材化を実現しまし
た。また、各回の予習ビデオの内容や小
テストの正答率、ディスカッション時の

相互評価などを成績に加算し、試験だけ
ではなく、グループへの貢献度や日頃の
授業への臨み方も評価しています。
学生には試験勉強ではなく、毎回の授業
での理解を大事にしてほしいと考えてい
ます。なぜなら、試験勉強のために暗記
したことはすぐ忘れてしまいますが、一
度理解したことは定着するからです。さ
らに、その理解を駆使して多くの学生が
海外講師と積極的に議論してほしいと
思っています。この授業を通じて、将来
の日本の医学、ひいては世界の医学をリー
ドする人材が育つことを期待しています。

この授業では、ハーバード・メディカルスクールの先生や、ノーベル賞受
賞者と共に研究してきた先生など、世界のトップクラスの先生の講義をオ
ンラインで受け、自由に質問できるという、滅多にない体験ができます。

この企画では、学生から「面白い」「興味深い」と推薦のあった授業を
編集部が取材し、読者の皆さんに紹介します！

他にも、臨床例に即した問題集「POPS」をグループで
話し合いながら解いたり、与えられたテーマについてグ
ループで予習ビデオを作成したりと、学生が主体的に授
業に参加できるプログラムが豊富に用意されています。

授業の冒頭では、予習した内容についての小テストを各自で解き、そ
の後グループでディスカッションを行う時間が設けられています。お互
いに知恵を出して話し合うことによって、理解が深まります。

海外の先生とリアルタイムで通信。

小テストの問題も、全て英語です。

グループ討論で問題を解決します！

この企画では、各大学の医学生の皆さんから「面白い」「興味深い」と感じる授業・
プログラムを募集しています。「印象に残る」「先生が魅力的」など、学生の皆さん
ならではの視点で、ぜひ授業を推薦してください。編集部が取材に伺います！
Mail: edit@doctor-ase.med.or.jp  WEB: http://doctor-ase.med.or.jp/index.html

授業探訪

面 白 い 授 業

募集中！

免疫学のトップランナーの話が聞ける！

主体的に授業に臨めるプログラム

ディスカッションで学びを深める

世界で通用する医師になってほしい

4年　岩見 謙太朗 3年　中村 恒星

3年　中駄 勇太 3年　朝陽 俐那

最も魅力的だったのは、世界のトップクラスの先生方から直接授業を
受けられたことです。リアルタイムで話を聞き、質問もできるというのは、
非常に刺激になりました。また、USMLEを用いた試験もあり、アメ
リカの医学生がどんな勉強をしているのかを知ることもできました。

刺激的な世界トップレベルの授業

授業も教材も工夫されていて、飽きさせない面白さがあります。また、第
一線で活躍されている先生はやはり見ている世界が違うため、自分の現
在地を確認できるという意味でも価値があると感じました。北大の精神
である「Boys & Girls be Ambitious」を体現している授業だと思います。

これぞ北大精神！

予習ビデオの作成は大変でしたが、主体的に取り組めますし、その
学びを活かして授業に臨むことができるのは良かったです。英語の聞
き取りは難しいですが、セーフティーネットもあるので安心です。何より、
やりきった時の達成感は非常に大きなものがあります。

大きな達成感が得られます

グループワークにはとにかく夢中で取り組みました。座学に比べて学
生同士が団結し、かつ集中して臨める授業だと思います。初習の免
疫学を英語で理解するのは大変でしたが、日本にいながらこのような
貴重な経験ができたことは、将来きっと役立つと思います。

今後に活きる貴重な経験でした
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第６回
医学生・日本医師会役員
交流会　開催報告
2019年8月22日（木）、東京都文京区の日本医師会館に全国の医学
生が集まり、日本医師会役員と活発な議論を行いました。

開会　
総合司会　日本医師会常任理事　小玉 弘之

会長挨拶　
日本医師会会長　横倉 義武

第１部　イントロダクション
・「働き方改革」における医師の働き方
 日本医師会副会長　今村 聡

・「医師の働き方改革に関する検討会」の議論
　　及び報告についての説明
 日本医師会常任理事　城守 国斗

・ 参加者の自己紹介

休憩（コメントシートの記入・提出）

第２部　ディスカッション
参加者によるディスカッション

総括
日本医師会副会長　今村 聡

閉会

懇親会

14:00〜

14:02〜

14:05〜

15:15〜

15:30〜

16:20〜

16:30〜

16:45〜

第
６
回
医
学
生
・
日
本
医
師
会
役

員
交
流
会
が
、「
医
師
の
働
き
方
改

革
」を
テ
ー
マ
に
開
催
さ
れ
、全
国
か

ら
多
様
な
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
持

つ
医
学
生
が
参
加
し
ま
し
た
。
第
１

部
で
は
、
今
村
聡
日
本
医
師
会
副
会

長
が
、
応
招
義
務
等
に
代
表
さ
れ
る

医
師
の
仕
事
の
特
殊
性
や
、
医
師

の
労
働
者
性
に
関
す
る
議
論
に
つ
い

て
整
理
し
ま
し
た
。
ま
た
、
城
守
国

斗
日
本
医
師
会
常
任
理
事
が
、
厚
生

労
働
省
の
「
医
師
の
働
き
方
改
革
に

関
す
る
検
討
会
」
で
行
わ
れ
た
議
論

と
、
２
０
１
９
年
３
月
に
出
さ
れ
た

報
告
書
の
内
容
等
に
つ
い
て
解
説
を

行
い
ま
し
た
。
第
２
部
で
は
参
加
者

が
、
働
き
方
改
革
や
、
そ
れ
に
関
連

す
る
医
師
の
偏
在
問
題
や
地
域
医
療

構
想
と
い
っ
た
話
題
に
つ
い
て
、
活

発
な
議
論
を
交
わ
し
ま
し
た
。

医
師
の
偏
在
対
策
と
地
域
枠

小
玉
常
任
理
事
（
司
会
）：
働
き
方

改
革
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
地
域

医
療
体
制
の
維
持
と
医
師
の
偏
在
対

策
も
合
わ
せ
て
取
り
組
む
こ
と
が
重

要
で
し
ょ
う
。

今
村
副
会
長
：
医
師
の
偏
在
対
策
の

柱
の
一
つ
が
地
域
枠
制
度
で
す
。
地

域
枠
に
つ
い
て
、
皆
さ
ん
は
同
級
生

あ
る
い
は
当
事
者
と
し
て
、
ど
の
よ

う
な
意
見
を
持
っ
て
い
ま
す
か
？

医
学
生
：
私
の
大
学
の
あ
る
地
域
で

は
、
地
域
枠
で
入
っ
て
く
る
学
生
の

割
合
が
と
て
も
多
い
で
す
。
地
域
枠

で
入
学
し
た
の
に
、「
奨
学
金
と
違

約
金
を
払
い
さ
え
す
れ
ば
、
地
域
で

働
か
な
く
て
い
い
」
と
い
う
よ
う
に
、

地
域
枠
の
仕
組
み
や
理
念
へ
の
理
解

に
乏
し
い
学
生
も
い
る
よ
う
で
、
か

な
り
問
題
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
地

域
枠
の
希
望
者
に
対
し
て
、
き
ち
ん

と
地
域
枠
の
こ
と
を
説
明
し
、
そ
の

う
え
で
選
ん
で
も
ら
う
こ
と
が
重
要

だ
と
思
い
ま
す
。

医
学
生
：
入
学
時
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン

グ
に
加
え
、
卒
後
の
働
き
方
に
対
す

る
拘
束
を
強
化
し
た
方
が
良
い
と
思

い
ま
す
。
あ
ま
り
強
く
し
す
ぎ
る
と
、

居
住
権
の
自
由
な
ど
人
権
問
題
が
発

生
し
て
し
ま
い
ま
す
が
、
そ
の
あ
た

り
も
含
め
て
慎
重
に
検
討
を
進
め
て

い
く
べ
き
で
し
ょ
う
。

医
学
生
：
私
自
身
、
地
域
枠
で
入
学

し
、
地
域
枠
制
度
の
事
情
に
つ
い
て

は
よ
く
調
べ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
が

お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
地
域
枠
の

学
生
の
卒
後
の
進
路
の
縛
り
を
強
く

す
る
と
い
う
傾
向
は
今
強
ま
っ
て
い

ま
す
。
し
か
し
そ
の
こ
と
で
、
学
生

に
対
し
、
地
域
で
働
く
こ
と
へ
の
負

の
印
象
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
危
惧
し
て
い
ま
す
。「
地
域
枠

出
身
者
が
嫌
々
働
い
て
い
る
」
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
す
る
と
、
地
域

で
誇
り
を
も
っ
て
働
い
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
先
生
方
に
も
失
礼
だ
と
思
い

ま
す
。

地
域
枠
以
外
の
医
師
の
偏
在
対
策

小
玉
常
任
理
事
：
医
師
の
偏
在
に
つ

い
て
、
何
か
地
域
枠
以
外
の
対
策
は

思
い
つ
き
ま
す
か
？

医
学
生
：
私
は
医
学
部
入
学
前
に
介

護
の
仕
事
を
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と

で
地
域
医
療
に
興
味
を
持
ち
ま
し
た
。

今
の
医
学
部
教
育
で
は
、
各
分
野
・

診
療
科
ご
と
の
授
業
の
合
間
に
、
お

ま
け
の
よ
う
に
地
域
医
療
の
講
義
が

な
さ
れ
て
い
る
面
が
あ
り
ま
す
。
学

生
に
地
域
医
療
に
興
味
を
持
っ
て
も

ら
え
る
よ
う
、
主
体
的
に
学
ぶ
時
間

が
あ
る
と
い
い
と
思
い
ま
す
。

医
学
生
：
医
局
制
度
を
う
ま
く
活
用

す
る
こ
と
で
、
地
域
に
ロ
ー
テ
ー

シ
ョ
ン
で
人
を
派
遣
す
る
、
産
後
に

パ
ー
ト
タ
イ
ム
な
ら
働
け
る
と
い
う

人
を
う
ま
く
配
置
す
る
な
ど
、
地
域

医
療
体
制
を
維
持
し
つ
つ
各
人
の
働

き
方
を
尊
重
し
や
す
く
な
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

医
学
生
：
医
局
を
強
化
す
る
と
、
強

制
力
を
持
っ
て
人
を
異
動
さ
せ
る
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
私
は
、

そ
の
地
域
特
有
の
充
実
し
た
余
暇
の

過
ご
し
方
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
な
ど
し

て
、
若
い
医
師
が
積
極
的
に
地
方
に

行
き
た
く
な
る
よ
う
な
仕
組
み
を
作

れ
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

医
学
生
：
私
も
、
地
域
で
働
く
医
師

に
対
し
て
給
与
や
福
利
厚
生
面
を
充

実
さ
せ
る
な
ど
、
多
様
な
選
択
肢
を

用
意
す
る
こ
と
で
、
医
師
が
地
域
に

行
く
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
創
出
し
て

い
く
方
が
良
い
と
思
い
ま
す
。

医
学
生
：
医
局
の
人
事
に
反
発
す
る

と
働
け
な
く
な
っ
た
り
、
留
学
が
難

し
く
な
っ
た
り
と
い
う
時
代
も
あ
っ

た
と
思
い
ま
す
が
、
今
は
留
学
先
を

自
力
で
探
せ
て
、
医
師
の
転
職
サ
ー

ビ
ス
も
発
達
し
て
い
る
よ
う
な
時
代

で
す
。
医
局
は
こ
う
し
た
時
代
の
流

れ
で
必
然
的
に
弱
体
化
し
た
面
も
あ

り
、
再
び
医
局
の
力
を
強
め
る
の
は

難
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い

ま
す
。
医
師
の
少
な
い
地
域
は
、
裏

を
返
せ
ば
学
生
や
研
修
医
に
と
っ
て

良
い
修
練
の
場
で
あ
る
と
も
言
え
ま

す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
す
る

な
ど
し
て
、
指
導
医
の
先
生
も
う
ま

く
地
方
に
マ
ッ
チ
ン
グ
で
き
れ
ば
、

教
育
資
源
の
豊
富
さ
を
ア
ピ
ー
ル
で

き
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

【開催概要】

【タイムスケジュール】

当日の議論内容

本日は、夏休みという、医学生
の皆さんにとって大変重要で忙し
い時期にもかかわらず、たくさん
の医学生にお集まりいただいて
意見交換をさせていただき、本当
にありがとうございました。
日本医師会として今日最後にお
伝えしたいことは、我々は医師の、
そして人の多様性を認めることを
非常に重視しているということで
す。働き方改革を進めるにしても、
働き方に関する価値観は一人ひ
とり違います。ですから国の検
討会等の場でも、勤務時間を制
限するばかりで終わるのではなく、
一人ひとりの価値観や多様性が
確保されるような働き方改革をし
てほしいということを繰り返し訴
えているのです。
もう一つ、医学生の皆さんに伝
えたいことがあります。皆さんは、
これから医師になっていくなかで、
様々な問題意識を持って日々の
仕事に取り組んでいかれると思
います。そこで生じた意見を、ぜ
ひ、医師会に伝えてほしいのです。
意見を伝えるためには、医師会
員になっていただくのが一番良い
と思うのですが、もし会員でなか
ったとしても、日本医師会は今日
のように、現場の医師と意見交
換をする機会を設けていますので、
そうした場で直接申し出ていただ
けると非常に嬉しく思います。

今村 聡
日本医師会
副会長

総括

日本医師会では、
医学生の方々のご意見を

お待ちしております！

43 42



ドクタラーゼをご覧の皆様、初めまして。
CATALYSTは医学生による、医学生の多様な
価値観やキャリアを考えるためのWEBサイトです。
CATALYSTのWEBサイトの具体的なコンテンツ
としては、
①一般的な医師の道とは少し異なるキャリアを
歩まれ、国内外でご活躍されている医師の先生
方のインタビュー記事（カワチ・イチロー先生、
河合達郎先生、白井敬祐先生、黒川清先生、
林祥史先生、澤憲明先生、光冨徹哉先生、原
正彦先生）
②ユニークな活動をしている医学生の体験記（コ
ラム、インタビュー）
③研修病院マッチング情報
があり、月に1～ 2回、新しい記事を公開してい
ます。インタビューはすべてCATALYSTの運営
メンバーが行っています。
このような活動を行うようになった経緯や活動の
詳細についてお話をさせてください。

「VUCA（Volatility激動, Uncertainty不確実性, 

Complexity複雑性, Ambiguity不透明性）」時
代と言われる現在、今の環境が永続することは
考えにくく、医療の世界も例外ではなく様々な変
革が求められている時代だと思います。
我々はこれから医師になる立場として、時代の要
請に対応していくために、医師にも多様なキャリ
アがあることを知っておくことが大切だと感じて
います。一流への純粋な憧れが学ぶ意欲を高め、
偏見や先入観を捨て、新しい価値観を受け入れ
ることにつながり、それが今後の医療界の更な
る発展に不可欠だと考えています。
そこで我々は本サイトを通して、医師(医学生)に
も多様な道があることや、医学生の段階から様々
なことに挑戦できる道があることを共有すること
で、より多くの新しい価値観と出会い、様々な
道に進むきっかけをつくりたいと考えています。
我々のWEBサイトの名前「CATALYST」には、
このWEBサイトが私たち医学生にとって様々な
メンターや道に出会うための触媒となるという意
味が込められています。

CATALYSTは次期世界肺癌学会理事長を務
められる光冨徹哉先生を顧問とし、日本人医学
生10名程で運営されています。メンバーも多様
性に富み、高校から日本の医学科へ進学した人
はもちろんのこと、海外の医学科に進学した人、
他学部を卒業し医学科に入り直した人など多様
な経歴のメンバーで運営しています。
このような多様なメンバーで運 営している
CATALYSTをぜひご覧いただき、新しい価値観、
道の発見の一助としていただけたらと思います。
また我々の活動に対し、ご理解ご協力いただけ
ましたら、幸いに存じます。同じ価値観を共にで
きるメンバーも随時募集中です。CATALYSTを
今後ともよろしくお願い申し上げます。

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

8月6 ～7日にサマーキャンプ＠亀田2019を千
葉県鴨川市の亀田総合病院にて開催しました。
本イベントは2009年に始まり、今年で開催10
周年となります。今年も、医学生の他に、看護師、
臨床工学技士、診療情報管理士、理学療法士、
薬剤師を目指す、未来の医療を担う学生が全国
各地から集まり、様々な視点の意見交換を通じて、
専門性を持ったチームの仲間が効率よく情報共

有や業務分担を
経て連携し、患
者さんにベスト
な医療を提供す
る方法を探りまし
た。

1日目は、亀田総合病院長の亀田省吾先生と腎
臓高血圧内科の小原まみ子先生による講義の後、
病院見学をしました。「あなたの体験したチーム
医療」がテーマのディスカッションや、医療現場
の一部を再現するロールプレイングでは、様々な
医療従事者と意見交換をしました。夜の懇親会
ではバーベキューを囲みつつ、現在医療の現場
を担う方々からアドバイスを頂きました。
2日目は産婦人科の鈴木真先生から「メンタル
モデル」の講義があり、次に医療インシデントを
再現したロールプレイングでは、医療弁護士の
竹内治先生と医師である小原まみ子先生のアド
バイスを受けながら、立場が変わることで状況の
見方や心境が変わることを体験しました。

本サマーキャンプは受動的な勉強だけでなく、学
んだことを活発にアウトプットできる形式で、様々
な視点からチーム医療や、他者への想像力につ
いて楽しみながら熟考できる企画です。
サマーキャンプ＠亀田は来年も8月に開催予定
です。みなさんのご参加をお待ちしてます！

私は現在、２年前から取り組んでいる診療所建
設活動のため、ザンビア共和国のマケニ村に来
ています。「異国の地」でどのような挑戦をしてい
るのか、日本での活動と合わせてご紹介します。
2017年2月、私は所属していた学生団体のプロ
グラムでザンビアに来ました。首都のルサカから
車で４時間ほどのところにマケニ村があります。

「村には診療所がないんだ。最寄りの医療施設
まで歩いて３時間。出産や重篤な病気のときに
大変なんだ。」住民たちの切実な声を受けてザン
ビア・ブリッジ企画の立ち上げを決意しました。
診療所の総予算は700万円程度です。私たちは
ザンビア風お好み焼きの販売など、ザンビアの
文化という付加価値を発信することで資金調達
を開始しました。多くの方からのご支援や財団
の協力により目標を達成し、現在、2020年2
月の開設を目指して診療所の建設を進めていま
す。建物完成後は、現地政府からスタッフや医
療器材・医薬品が供給される予定です。
私たちのゴールは“ハコモノ”を建てることではな
く、診療所が運営され、地域住民の健康を支え
ることです。そのためには、施設の運営はもちろ
ん、より良いサービスを提供するために改善を重
ねていく現地の人材が欠かせません。
プロジェクトが始まった当初、私たちはこの村で

支援活動をしていたあるNGO職員に責任者を依
頼しました。しかし彼は私たちが預けた20万円
を紛失し、そのままNGOを辞めてしまったのです。
その時、彼やその団体と何の契約も結んでいな
いことに気付きました。政府とも同様です。建物
の完成後は所有権を譲渡し、運営を委託すると
いう“口約束”だけだったのです。覚書（MOU）
という単語をそこで初めて知りました。
そもそも責任者を住民ではなく、ネット環境等の
理由から、首都に拠点を持つNGO職員にした
のも誤りでした。住民目線ではなく私たちの都合
でした。
現在は全ての権限が住民にあります。自分たち
のプロジェクトとして愛着と責任を持ってもらい、
そして何より、外部の援助に依存しない力強いコ
ミュニティを作るためです。
彼らがオーナーシップを持つことで、自発的にア
イデアが生まれるようになりました。診療所の空
きスペースを利用した灌漑施設や、診療所に設置
されるソーラーパネルによる電気の販売などです。
私は現在、大学を休学しています。ザンビアに
来るのは今回が4回目です。ここまで夢中になっ
ているのは、「面白い」からです。０から村の医
療を作ることは、非常にやりがいがあり、楽しい
です。これからも壁にぶつかることは多々あると

思いますが、住民と共に頭を抱え、最善の方策
を考えていきたいと思います。
ザンビアの村の生活をYouTubeでも発信中です。
自然と共存する様子をぜひご覧く
ださい！

WEB:
https://zambiabridge2017.
wixsite.com/zambiabridge-avp
YouTube:
https://www.youtube.com/
watch?v=EFHz974DlTk

休学してザンビアへ　村に０から医療を届ける挑戦
秋田大学医学部医学科５年　ザンビア・ブリッジ企画代表　宮地 貴士

Group

医学生向けWEBサイト
CATALYST

Group

Report
サマーキャンプ@亀田2019 〜開催10周年「チーム医療」を多職種の医療系学生とともに熟考する2日間〜
サマーキャンプ＠亀田2019学生事務局　コメニウス大学医学部５年　妹尾 優希　（共催：亀田総合病院）

医学生を中心とする医学英語サークルTeam　
Medicsは日頃の勉強会の実践の場として2019
年8月1～ 3日に、東京都港区スポーツセンター
で開催されたパラ卓球ジャパンオープンのボラン
ティア活動を行いました。開催期間中は医務室
での選手の医療サポートのみならず、会場管理
や大会前後のホテルや空港での案内役など様々

な活動を行い
ました。また、
選手の障がい
の等級分けに
関するセミナ
ーのアシスタン

トを務めた学生もいました。講義資料には大学
の解剖で習った単語もいくつかあり、低学年の
学生も日頃の勉強を活かすことができたようです。
大会会場には世界各地から選手団が集まり、白
熱した試合が展開されました。ボランティアに参
加した学生たちも首都圏のみならず沖縄や大阪、
さらには北京から来たメンバーもおり、多彩な交
流を図ることができました。
私は今回初めてパラ卓球を観戦しました。最初
はなかなかイメージがわかなかったのですが、医
務室の医師から選手一人ひとりの特徴やプレー
について解説していただき、興味を惹かれました。
また選手の義足や車いすも初めて見ることがで

き、新鮮な体験を得ました。
最後になりますが、パラ卓球ジャパンオープン事
務局の皆様、チームドクターの鈴木先生や大野
先生に心から感謝申し上げます。今後ともご指
導のほどよろしくお願いします。

Report
パラ卓球国際ボランティア活動を終えて
Team Medics　昭和大学医学部医学科６年　松根 佑典

SOLA（School of Liberal Arts）は、Team Medics
が「Study of Diversity 多種多様な文化・価値観・
生き方の学び」をテーマに、ゲスト講師のご講演
による学びの場として開催しているイベントです。
今回は、外国人診療制度に精通している先生や
外国人診療に携わる先生、医療スタッフの方々
をお招きし、日本における外国人診療制度の現
状やニーズを学ぶ機会を鋭意企画中です。医療
者として今後どのように外国人診療に関わってい
くのか、主体的に議論し考えてみませんか。

※内容や時間の詳細、申込フォームは、順次
Facebookとホームページに掲載いたします。
日時 : 2019年11月16日（土）～
17日（日）（終日 宿泊型ではありません）
場所 : 順天堂大学A棟13階
カンファレンスルーム
料金 :  学 生 2,000 円（2DAY）、
1,500円（1DAY）※昼食含／社会人4,000円

（2DAY）、2,500円（1DAY）※昼食含
主催：Team Medics 後援 : 一般社団法人JIGH

WEB：https://00m.in/FVwdR

【SOLA Autumn Conference 2019　外国人診療の現状 〜来たるべき国際社会に向けて】開催のご案内
Team Medics

【WEB】

【WEB】昨年8月に開催いたしましたConference2018は、2日間
とも大勢の参加者にお越しいただき、活気ある議論を交わ
し、大変好評をいただきました。

私がデイビットさんにインタビューする様子です。彼はマケ
ニ村の小学校で教師をしています。村の生活や教育につい
て聞きました。

【YouTube】
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※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。



古
川
（
以
下
、
古
）：
僕
た
ち
は
、
ザ

ン
ビ
ア
・
ブ
リ
ッ
ジ
企
画
（
以
下
、
ザ

ン
ブ
リ
）
と
い
う
団
体
で
、
ア
フ
リ

カ
に
あ
る
ザ
ン
ビ
ア
共
和
国
の
マ
ケ

ニ
村
と
い
う
無
医
村
に
、
診
療
所
を

建
設
す
る
た
め
に
活
動
し
て
い
ま
す
。

玉
井
（
以
下
、
玉
）：
古
川
く
ん
は
現

在
の
ザ
ン
ブ
リ
の
代
表
に
誘
わ
れ
て

活
動
に
参
加
し
た
と
聞
き
ま
し
た
。

古
：
は
い
。
僕
は
も
と
も
と
国
際
協

力
に
関
心
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、

小
学
生
の
頃
に
、
当
時
住
ん
で
い
た

ス
イ
ス
の
学
校
で
、
ガ
ー
ナ
に
あ
る

姉
妹
校
に
お
金
を
送
る
経
験
を
し
た

こ
と
が
あ
る
程
度
で
し
た
。
し
か
し

ザ
ン
ブ
リ
に
参
加
し
て
み
て
、
金
銭

的
な
支
援
以
外
に
も
国
際
協
力
の
方

法
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
だ
ん
だ
ん

活
動
に
の
め
り
込
ん
で
い
き
ま
し
た
。

玉
：
私
も
小
学
生
の
頃
の
体
験
が
原

点
に
あ
り
ま
す
。
総
合
的
な
学
習
の

時
間
に
、
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
の
支
援
を

し
て
い
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
方
に
お
話
を
伺

っ
た
こ
と
が
、
国
際
協
力
に
関
心
を

持
っ
た
き
っ
か
け
で
し
た
。
そ
の
後
、

高
校
生
の
時
に
祖
父
が
倒
れ
、
病

院
に
通
う
う
ち
に
、
人
の
役
に
立
ち
、

さ
ら
に
国
際
的
な
活
動
に
も
参
加
で

き
る
医
師
と
い
う
仕
事
に
憧
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

古
：
で
は
ザ
ン
ブ
リ
は
、
玉
井
さ
ん

に
と
っ
て
昔
か
ら
の
夢
と
も
言
え
る

活
動
な
の
で
す
ね
。

玉
：
は
い
。
し
か
し
、
全
て
が
理
想

通
り
に
進
む
わ
け
で
は
な
い
と
い
う

厳
し
さ
も
実
感
し
て
い
ま
す
。
現
地

の
方
に
頼
っ
て
い
た
だ
け
る
と
嬉
し

い
反
面
、
こ
ち
ら
の
支
援
に
依
存
さ

れ
て
し
ま
う
と
、
問
題
の
根
本
的
な

解
決
に
は
な
ら
な
い
の
が
難
し
い
と

こ
ろ
で
す
。

古
：
そ
う
で
す
ね
。
現
地
の
方
に
当

事
者
意
識
を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と
が

大
切
だ
と
感
じ
ま
す
。

玉
：
私
は
実
際
に
現
地
に
滞
在
し
て

み
て
、
た
だ
困
っ
て
い
る
こ
と
を
聞

く
だ
け
で
は
協
力
的
に
な
っ
て
も
ら

え
な
い
と
気
付
き
ま
し
た
。
支
援
す

る
側
と
さ
れ
る
側
と
い
う
関
係
で
は

な
く
、
人
同
士
の
絆
を
深
め
る
こ
と

が
大
切
だ
と
感
じ
ま
し
た
ね
。

古
：
確
か
に
、
表
面
的
な
付
き
合
い

だ
け
で
は
見
え
て
こ
な
い
も
の
も
あ

る
と
思
い
ま
す
。
僕
は
活
動
に
携
わ

る
な
か
で
、
人
の
言
葉
の
真
意
を
探

っ
た
り
、
一
歩
先
の
未
来
に
何
が
起

こ
る
の
か
を
考
え
た
り
す
る
こ
と
が

大
事
だ
と
気
付
か
さ
れ
ま
し
た
。

玉
：
他
に
も
、
協
賛
企
業
の
方
や
支

援
し
て
く
だ
さ
る
方
な
ど
、
様
々
な

立
場
の
方
と
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る

の
は
、
貴
重
な
経
験
で
す
よ
ね
。

古
：
そ
う
で
す
ね
。
僕
も
活
動
を
通

じ
て
、
自
分
の
視
野
が
か
な
り
広
が

っ
た
と
感
じ
ま
す
。
ザ
ン
ブ
リ
に
興

味
を
持
っ
て
く
れ
る
後
輩
も
増
え
て

き
た
の
で
、
診
療
所
建
設
と
い
う
目

標
を
達
成
し
た
後
も
、
同
じ
よ
う
な

経
験
が
で
き
る
場
を
維
持
し
て
い
け

た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。

玉
：「
地
方
だ
と
情
報
格
差
も
あ
る
し
、

人
と
交
流
す
る
機
会
も
少
な
い
…
」

と
感
じ
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
で
す
が
、
私
は
活
動
に
参
加
し

た
こ
と
で
、
逆
に
身
近
な
と
こ
ろ
か

ら
学
べ
る
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
る
と

感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
例
え

ば
私
は
、
大
学
の
小
児
循
環
器
の
先

生
が
心
疾
患
の
子
ど
も
た
ち
向
け

の
キ
ャ
ン
プ
を
企
画
し
た
り
、
就
労

支
援
を
し
た
り
し
て
い
る
の
を
見
て
、

医
師
の
仕
事
は
病
気
の
治
療
だ
け
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
付
き
ま
し

た
。
そ
れ
が
き
っ
か
け
で
、
私
も
医

師
に
な
っ
た
ら
積
極
的
に
地
域
に
出

て
、
住
民
の
方
々
の
生
活
を
よ
り
良

く
す
る
よ
う
な
活
動
に
携
わ
っ
て
み

た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
。

古
：
患
者
さ
ん
の
社
会
復
帰
支
援
や

精
神
的
な
サ
ポ
ー
ト
も
、
医
師
の
重

要
な
仕
事
で
す
よ
ね
。
僕
も
大
学
で

学
ぶ
う
ち
、
思
っ
て
い
た
よ
り
医
療

っ
て
幅
広
い
ん
だ
と
感
じ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
活
動
に
参
加
す
る
こ

と
に
と
ら
わ
れ
ず
、
ま
ず
は
身
近
な

こ
と
に
興
味
を
持
っ
て
み
る
の
も
大

事
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。

玉
：
そ
う
思
い
ま
す
。
積
極
的
に
学

ぶ
姿
勢
を
持
っ
て
、
色
々
な
こ
と
に

目
を
向
け
て
み
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

古川 紀光

玉井 葉奈

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.24

※国際医療福祉大学成田キャンパスにて撮影。

1998年東京都生まれ。順天中高
卒。児童期をスイスで過ごし、イ
ンターナショナルスクールに通う。
高校の先輩に誘われ、大学１年生
からザンビア・ブリッジ企画の活動

（P44 参照）に関わる。活動を通
じて、様々な方面で活躍される方
のお話を聞き、刺激を受けている。
将来の夢は、子どもたちに笑顔を
届けられるような医師になること。

古川 紀光（写真左）
（国際医療福祉大学3年）

profile

1996年生まれ。松山東高校卒。小
学校の授業を機に国際協力に関
心を持つ。大学入学 後、IFMSA-
JapanやJaih-sなど学生団体で活
動。また、ザンビア・ネパール・ミャ
ンマーなど途上国の農村や医療現場
を訪れる。現在はザンビアの農村に
診療所を建てるザンビア・ブリッジ
企画の日本国内での業務を担当する。

玉井 葉奈（写真右）
（愛媛大学4年）

profile
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