


What I’m made from

医
師
の
大
先
輩
で
あ
る
先
生
に
、

医
学
生
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
ま
す
。

地
域
の
ニ
ー
ズ
に
耳
を
傾
け
る

真
喜
志
（
以
下
、
真
）：
高
山
先
生

は
非
常
に
特
異
な
ご
経
歴
を
お
持
ち

で
す
。
ま
ず
、
医
師
を
目
指
さ
れ
た

き
っ
か
け
は
何
で
し
た
か
？

高
山
（
以
下
、
高
）：
医
学
科
入
学

前
に
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
農
村
で
社
会
調

査
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
多
く

の
乳
幼
児
が
感
染
症
で
死
亡
し
て
い

る
こ
と
は
わ
か
る
の
で
す
が
、
そ
の

原
因
も
、
ど
う
す
れ
ば
助
け
ら
れ
る

の
か
も
全
く
ア
セ
ス
メ
ン
ト
で
き
な

か
っ
た
の
で
す
。
現
場
に
い
な
が
ら
、

自
分
に
は
何
も
分
か
ら
な
い
。
何
も

で
き
な
い
。
そ
の
無
力
感
が
、
医
師

を
目
指
し
た
き
っ
か
け
で
し
た
。

真
：
そ
し
て
医
学
部
卒
業
後
、
Ｈ
Ｉ

Ｖ
診
療
に
携
わ
ら
れ
た
の
で
す
ね
。

高
：
は
い
。
学
生
時
代
に
途
上
国
を

旅
し
て
い
て
、
社
会
的
弱
者
に
エ
イ

ズ
が
蔓
延
し
て
い
る
こ
と
に
衝
撃
を

受
け
た
か
ら
で
す
。
世
界
的
に
エ
イ

ズ
は
深
刻
な
問
題
で
し
た
。
ま
ず
は

Ｈ
Ｉ
Ｖ
診
療
が
で
き
る
医
師
を
目
指

し
て
、
九
州
の
Ｈ
Ｉ
Ｖ
診
療
の
中
核

拠
点
で
あ
る
国
立
病
院
九
州
医
療
セ

ン
タ
ー
で
臨
床
研
修
を
受
け
ま
し
た
。

そ
の
後
も
Ｈ
Ｉ
Ｖ
診
療
へ
の
こ
だ
わ

り
が
強
か
っ
た
の
で
す
が
、
あ
る
日
、

と
あ
る
村
の
診
療
所
長
と
酒
を
飲
ん

で
い
た
と
き
に
、
こ
う
諭
さ
れ
た
ん

で
す
ね
。「
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
ば

か
り
言
う
医
師
は
、
地
域
医
療
に
は

向
か
な
い
よ
。
地
域
で
ど
ん
な
医
師

が
求
め
ら
れ
て
い
る
か
に
耳
を
傾
け

る
べ
き
じ
ゃ
な
い
か
」。

　

医
師
と
し
て
の
生
き
方
を
考
え
さ

せ
ら
れ
ま
し
た
。「
自
分
の
や
り
た

い
こ
と
を
突
き
詰
め
る
道
も
あ
る
け

れ
ど
、
地
域
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
自

分
を
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
で
き
る
医
師
に

な
り
た
い
」
と
思
っ
て
、
地
域
医
療

で
知
ら
れ
た
佐
久
総
合
病
院
総
合
診

療
科
の
専
門
研
修
医
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
後
も
仕
事
を
転
々
と
し
て
い
ま

す
が
、
自
分
自
身
と
し
て
は
ニ
ー
ズ

に
従
っ
て
働
い
て
き
た
つ
も
り
で
す
。

臨
床
と
は
、

枕
元
で
話
を
聴
く
こ
と

真
：
先
生
は
そ
の
後
、
厚
生
労
働
省

で
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
や

地
域
医
療
構
想
策
定
支
援
、
沖
縄
中

部
病
院
で
の
地
域
ケ
ア
・
在
宅
ケ
ア

推
進
な
ど
様
々
な
活
動
に
取
り
組
ま

れ
ま
す
。
多
く
の
葛
藤
や
模
索
を
乗

り
越
え
て
き
た
先
生
の
こ
れ
ま
で
の

ご
経
験
の
な
か
で
、
特
に
人
生
を
変

え
た
出
来
事
は
何
で
し
た
か
？

高
：
医
学
生
時
代
に
イ
ラ
ク
の
医
師

や
医
学
生
と
交
流
し
た
経
験
は
大
き

か
っ
た
と
思
い
ま
す
。当
時
フ
セ
イ
ン

政
権
下
に
あ
っ
た
イ
ラ
ク
は
経
済
制

裁
下
に
あ
り
、
ほ
ぼ
社
会
機
能
が
停

止
し
て
い
ま
し
た
。
先
進
的
な
医
療

を
提
供
し
て
い
た
は
ず
の
バ
グ
ダ
ッ
ド

大
学
病
院
も
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
が
止
ま
っ

て
い
て
、
ほ
と
ん
ど
の
医
療
機
器
は

壊
れ
て
い
ま
し
た
。
医
薬
品
も
十
分

に
な
く
、
酷
暑
の
な
か
で
腐
っ
て
ゆ

く
患
者
の
臭
い
が
病
室
に
漂
っ
て
い

ま
し
た
。
そ
れ
は
、
大
学
病
院
の
姿

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
わ
ば
「
患
者

の
収
容
所
」
と
呼
ぶ
べ
き
状
況
で
し

た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
大
学
病
院

は
開
い
て
い
た
の
で
す
。
理
由
を
医

学
部
長
に
尋
ね
る
と
、「
患
者
が
臨

床
を
求
め
て
い
る
か
ら
だ
」
と
答
え

ま
し
た
。「
患
者
に
と
っ
て
本
当
に
必

要
な
の
は
、
最
新
の
設
備
で
は
な
い
。

医
療
者
が
、
ど
ん
な
場
所
や
時
間
で

あ
っ
て
も
患
者
の
そ
ば
に
い
る
と
い

う
こ
と
な
ん
だ
」。

　

ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
は
、
医
療
で

一
番
大
切
な
こ
と
は
ク
リ
ニ
コ
ス

κλινικός

で
あ
る
と
弟
子
に
示
し

た
そ
う
で
す
。「
病
人
の
枕
元
で
話

を
聞
く
こ
と
」
と
い
う
意
味
で
し
た
。

そ
の
後
ク
リ
ニ
ッ
ク clinic

と
な
り
、

明
治
の
先
人
は
「
臨
床
」
と
訳
し
ま

し
た
。
素
晴
ら
し
い
訳
で
す
ね
。

　

私
自
身
は
、
日
本
の
地
域
医
療
の

見
通
し
は
厳
し
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。

技
術
は
あ
っ
て
も
、
今
よ
り
も
っ
と
、

で
き
る
こ
と
は
限
ら
れ
て
い
く
で
し

ょ
う
。
そ
の
と
き
、
日
本
の
医
療
者

が
絶
望
し
な
い
こ
と
が
重
要
で
、
諦

め
て
患
者
の
も
と
を
離
れ
る
こ
と
が

な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
問
わ
れ
て
い
る
の
は
臨
床
へ
の

想
い
で
す
。

真
：
学
生
時
代
に
大
切
に
し
た
方
が

い
い
と
思
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

高
：
部
活
で
も
何
で
も
、
打
ち
込
む

こ
と
自
体
に
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。
た
だ
、
打
ち
込
む
こ
と
に
迷
っ

て
い
る
の
な
ら
、
旅
に
出
て
み
て
は

ど
う
で
し
ょ
う
？　

も
ち
ろ
ん
一
人

で
。
日
常
の
自
分
を
客
観
的
に
見
直

す
良
い
手
段
だ
と
思
い
ま
す
。

高山 義浩

患者の求める
「臨床」-bedside-を大切に

沖縄県立中部病院　感染症内科・地域ケア科　副部長

2



高山 義浩
沖縄県立中部病院　感染症内科・地域ケア科　副部長

真喜志 依里佳
琉球大学医学部　５年
私はアジアの貧困地域に貢献したくて医師を志しましたが、同じような志を持
つ人と出会う機会も少なく、進路に悩むことが多くあります。高山先生は遠い
存在のように感じられますが、ご著書を読むとその時々の等身大の悩みなども
綴られていて親近感が湧きました。今回はご著書に書いていないようなお話ま
で聞かせていただくことができました。ぜひ、今後の糧にしたいと思います。

東京大学医学部保健学科卒業。フリーライターとして活動後、山口大学医学部医学科に入学。
在学中は途上国や中央アジアを旅するなど、様々な立場の人と出会い、話を聴く経験を重
ねる。2002年に卒業後、感染症診療や地域医療に従事。厚生労働省での新型インフル
エンザ対策を経て、沖縄県立中部病院にて感染症診療の傍ら地域ケア科の立ち上げに携
わる。2014年、厚生労働省にて地域医療構想の策定支援に取り組んだのち、現在に至る。

の
収
容
所
」
と
呼
ぶ
べ
き
状
況
で
し

た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
大
学
病
院

は
開
い
て
い
た
の
で
す
。
理
由
を
医

学
部
長
に
尋
ね
る
と
、「
患
者
が
臨

床
を
求
め
て
い
る
か
ら
だ
」
と
答
え

ま
し
た
。「
患
者
に
と
っ
て
本
当
に
必

要
な
の
は
、
最
新
の
設
備
で
は
な
い
。

医
療
者
が
、
ど
ん
な
場
所
や
時
間
で

あ
っ
て
も
患
者
の
そ
ば
に
い
る
と
い

う
こ
と
な
ん
だ
」。

　

ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
は
、
医
療
で

一
番
大
切
な
こ
と
は
ク
リ
ニ
コ
ス

κλινικός

で
あ
る
と
弟
子
に
示
し

た
そ
う
で
す
。「
病
人
の
枕
元
で
話

を
聞
く
こ
と
」
と
い
う
意
味
で
し
た
。

そ
の
後
ク
リ
ニ
ッ
ク clinic

と
な
り
、

明
治
の
先
人
は
「
臨
床
」
と
訳
し
ま

し
た
。
素
晴
ら
し
い
訳
で
す
ね
。

　

私
自
身
は
、
日
本
の
地
域
医
療
の

見
通
し
は
厳
し
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。

技
術
は
あ
っ
て
も
、
今
よ
り
も
っ
と
、

で
き
る
こ
と
は
限
ら
れ
て
い
く
で
し

ょ
う
。
そ
の
と
き
、
日
本
の
医
療
者

が
絶
望
し
な
い
こ
と
が
重
要
で
、
諦

め
て
患
者
の
も
と
を
離
れ
る
こ
と
が

な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
問
わ
れ
て
い
る
の
は
臨
床
へ
の

想
い
で
す
。

真
：
学
生
時
代
に
大
切
に
し
た
方
が

い
い
と
思
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

高
：
部
活
で
も
何
で
も
、
打
ち
込
む

こ
と
自
体
に
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。
た
だ
、
打
ち
込
む
こ
と
に
迷
っ

て
い
る
の
な
ら
、
旅
に
出
て
み
て
は

ど
う
で
し
ょ
う
？　

も
ち
ろ
ん
一
人

で
。
日
常
の
自
分
を
客
観
的
に
見
直

す
良
い
手
段
だ
と
思
い
ま
す
。
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*1 胡新祥（2013）「『勉強』の意味変遷についての考察―明治大正時代を中心に―」『立教大学大学院日本文学論叢』, 13, pp.252-259
*2 同上, p.256

他 者 に 学 ぶ 、 他 者 と 学 ぶ
医 師 と 医 学 生 の 学 び を 問 い 直 す

「
学
び
」
と
「
勉
強
」
の
違
い

　

皆
さ
ん
は
、「
勉
強
す
る
」
こ
と
と
「
学
ぶ
」

こ
と
は
ど
う
違
う
か
、
は
っ
き
り
区
別
す
る
こ

と
は
で
き
ま
す
か
？　

二
つ
の
語
に
そ
れ
ぞ
れ

ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
か
思
い

浮
か
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　

そ
れ
で
は
ま
ず
、「
勉
強
」
に
つ
い
て
辞
書
を

引
い
て
み
ま
し
ょ
う
。『
大
辞
林　

第
三
版
』（
小

学
館
）
に
よ
れ
ば
、

① 

学
問
や
技
芸
を
学
ぶ
こ
と
。
学
習
。

② 

あ
る
目
的
の
た
め
の
修
業
や
経
験
を
す
る
こ
と
。

③ （
商
人
が
）
商
品
の
値
段
を
安
く
し
て
売
る

　

 

こ
と
。

④ 

物
事
に
は
げ
む
こ
と
。
努
力
す
る
こ
と
。 

⑤ 

気
が
進
ま
な
い
こ
と
を
し
か
た
な
く
す
る
こ
と
。

と
あ
り
ま
す
。
多
く
の
人
は
、
ま
ず
①
の
意
味

を
思
い
浮
か
べ
た
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
う
見

る
と
「
勉
強
」
に
は
意
外
と
幅
広
い
意
味
が
含

ま
れ
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。
実
は
、「
勉
強
」
と

い
う
言
葉
は
時
代
に
よ
っ
て
大
き
く
意
味
が
変

わ
っ
て
お
り
、
①
の
「
学
問
や
技
芸
を
学
ぶ
」

と
い
う
意
味
が
付
与
さ
れ
た
の
は
、
明
治
時

代
以
降
に
な
っ
て
か
ら
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

「
勉
強
」
の
語
義
変
遷
を
た
ど
っ
た
あ
る
論
文*

１
に
よ
る
と
、
本
来
は
「
物
事
に
は
げ
む
こ
と
」

と
い
う
意
味
で
、
そ
こ
か
ら
「
気
が
進
ま
な

化
・
抽
象
化
さ
れ
た
知
識
や
技
術
が
教
え
ら

れ
、
そ
れ
を
ど
れ
く
ら
い
頭
に
入
れ
た
か
を
試

験
で
測
り
、
成
績
を
つ
け
ま
す
。
そ
う
し
て
可

視
化
さ
れ
た
「
学
力
」
は
、
そ
の
人
の
能
力
の

反
映
だ
と
み
な
さ
れ
ま
し
た
。
良
い
学
校
に
行

き
、
試
験
で
良
い
成
績
を
と
る
こ
と
が
、
将
来

の
仕
事
で
の
成
功
や
出
世
に
つ
な
が
る
と
解
釈

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
経
緯
を
鑑
み
る
と
、
勉
強
と
は
、

「（
将
来
の
立
身
出
世
や
幸
せ
の
た
め
）
辛
く
て

も
我
慢
し
て
学
業
に
励
む
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン

ス
を
強
く
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。

　

対
し
て
、「
学
ぶ
」
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
？　

先
ほ
ど
の
『
大
辞
林　

第
三
版
』
で
引
く
と
、

① 

教
え
を
受
け
て
知
識
や
技
芸
を
身
に
つ
け
る
。

② 

勉
強
す
る
。
学
問
を
す
る
。

③ 

経
験
を
通
し
て
知
識
や
知
恵
を
得
る
。わ
か
る
。

④ 

ま
ね
る
。

と
あ
り
ま
す
。
①
や
②
の
意
味
は
、「
勉
強
」
と

ほ
ぼ
同
じ
で
す
が
、
③
や
④
に
な
る
と
少
し
様

子
が
違
っ
て
き
ま
す
。
実
は
、「
学
ぶ
」
と
い
う

言
葉
は
「
ま
ね
ぶ
」、
つ
ま
り
「
ま
ね
を
す
る
」

と
い
う
言
葉
か
ら
派
生
し
た
も
の
な
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
語
源
を
た
ど
っ
て
考
え
て
み
る

と
、
同
じ
よ
う
な
意
味
に
思
え
た
「
学
ぶ
」
と

「
勉
強
」
と
い
う
言
葉
が
、
ず
い
ぶ
ん
違
っ
た
印

←
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*3 参考：苅谷剛彦（1995）『大衆教育社会のゆくえ　学歴主義と平等神話の戦後史』 , 中公新書

他 者 に 学 ぶ 、 他 者 と 学 ぶ
医 師 と 医 学 生 の 学 び を 問 い 直 す

い
こ
と
を
し
か
た
な
く
す
る
」
と
い
う
意
味
な

ど
が
派
生
し
て
い
き
、「
学
問
や
技
芸
を
学
ぶ
こ

と
」
と
い
う
用
例
が
広
ま
っ
た
の
は
明
治
時
代

頃
だ
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

で
は
な
ぜ
、
明
治
時
代
に
「
勉
強
」
の
意
味

に
変
遷
が
生
じ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
先
ほ
ど
の

論
文
で
は
、「
明
治
維
新
以
降
の
教
育
振
興
、
産

業
奨
励
に
伴
っ
て
、︿
無
理
を
し
て
で
も
、
努
力

し
て
学
ぶ
﹀
と
い
う
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
姿
勢
か
ら
、

新
た
な
意
味
で
の
『
勉
強
』
の
使
用
が
次
第

に
広
ま
っ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

立
身
出
世
、
成
功
を
収
め
る
た
め
に
は
、
学
問

に
励
み
、
技
術
を
磨
く
こ
と
が
必
須
の
こ
と
で

あ
る
と
説
か
れ
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
」*

２
と
指

摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
詳
し
く
考

え
て
み
ま
し
ょ
う
。
江
戸
時
代
ま
で
、
日
本
は

生
ま
れ
や
身
分
に
よ
っ
て
人
の
社
会
的
地
位
が

決
ま
る
社
会
で
し
た
が
、
明
治
維
新
以
降
は
人
々

を
「
能
力
」
や
「
業
績
」
に
応
じ
て
選
別
・
登

用
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
社

会
で
は
、個
人
の「
能
力
」が「
客
観
的
」か
つ「
正

確
に
」
測
れ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
能

力
の
指
標
の
一
つ
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
が
「
学

力
」
で
し
た
。
国
家
が
整
備
し
た
近
代
的
な
学

校
教
育
制
度
の
も
と
、
学
校
で
は
高
度
に
普
遍

象
を
持
っ
て
立
ち
現
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。「
勉
強
」
と
い
う
言
葉
か
ら
は
、
寸

暇
を
惜
し
ん
で
机
に
向
か
う
よ
う
な
感
じ
を
受

け
ま
す
が
、「
学
ぶ
」
は
幼
い
子
ど
も
が
周
囲
の

人
の
行
動
を
ま
ね
た
り
、
人
が
体
験
を
通
じ
て

何
か
を
知
る
こ
と
ま
で
含
む
、
か
な
り
広
い
意

味
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す*

３
。

「
学
ぶ
」
を
掘
り
下
げ
て
み
よ
う

　

医
師
に
は
、
生
涯
を
通
じ
て
学
び
続
け
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
医
学
・
医
療
は
日
に
日

に
進
歩
し
て
い
ま
す
し
、
医
療
を
取
り
巻
く
環

境
も
変
化
を
見
せ
て
い
ま
す
。
医
学
部
入
試
に

合
格
し
て
、
大
学
で
も
た
く
さ
ん
の
試
験
や
課

題
を
こ
な
し
、
医
師
国
家
試
験
に
合
格
し
て
晴

れ
て
医
師
免
許
を
取
得
―
―
そ
れ
で
も
や
っ
と
、

医
師
と
し
て
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
立
っ
た
に

す
ぎ
ま
せ
ん
。
そ
こ
か
ら
も
ず
っ
と
学
び
続
け

る
こ
と
が
必
要
だ
、
と
い
う
こ
と
は
、
皆
さ
ん

も
何
と
な
く
実
感
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　
「
学
ぶ
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
ど
う
す
れ

ば
質
の
高
い
学
び
が
で
き
る
の
か
。
医
師
に
は

生
涯
つ
き
も
の
の
、「
学
ぶ
」
と
い
う
営
み
に
つ

い
て
、
一
緒
に
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？
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「
徒
弟
制
」
的
な
学
び

前
ペ
ー
ジ
で
は
、「
勉
強
」
と
「
学
ぶ
」
の
違

い
に
つ
い
て
考
え
ま
し
た
。
医
師
と
し
て
正
し

い
知
識
を
身
に
つ
け
て
成
長
し
て
い
く
た
め
に
、

「
勉
強
」
が
と
て
も
大
切
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方
で
、
勉
強
し
た
だ
け

で
は
、
い
き
な
り
医
師
と
し
て
完
璧
に
働
く
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
現
場
に
出
て
上
級
医
ら
の

や
り
方
を
ま
ね
た
り
し
な
が
ら
、
何
年
も
か
け

て
実
践
知
を
蓄
え
て
い
く
こ
と
で
、
医
師
と
し

て
一
人
前
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

こ
う
し
た
、
見
よ
う
見
ま
ね
で
実
践
的
な
知

識
・
技
術
を
身
に
つ
け
、
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
し

て
い
く
あ
り
方
は
「
徒
弟
制
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。

徒
弟
制
と
聞
く
と
、
何
と
な
く
閉
鎖
的
・
封
建

的
で
悪
い
も
の
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
人

も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、「
学
ぶ
」

の
語
源
が
「
ま
ね
ぶ
」
で
あ
る
こ
と
を
思
い
出

せ
ば
、
こ
う
し
た
徒
弟
制
の
よ
う
な
学
び
の
あ

り
方
の
方
が
、
人
間
本
来
の
学
び
に
近
い
よ
う

に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

実
際
、
教
育
学
や
心
理
学
、
認
知
科
学
な
ど

の
分
野
で
は
、
徒
弟
制
的
な
学
び
の
あ
り
方

に
一
定
の
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ア
メ

リ
カ
の
認
知
科
学
者
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・
Ｓ
・
ブ

ラ
ウ
ン
や
ア
ラ
ン
・
コ
リ
ン
ズ
は
、
徒
弟
制
の

中
で
学
び
が
生
じ
る
過
程
を
研
究
し
、「
認
知
的

徒
弟
制*

１
」
と
し
て
理
論
化
し
て
い
ま
す
。

「
学
び
」
は
「
ど
こ
」
で
生
じ
る
？

徒
弟
制
、
あ
る
い
は
認
知
的
徒
弟
制
的
な
シ

ス
テ
ム
は
、
現
代
で
も
様
々
な
場
面
で
活
用
さ

れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
い
く
ら
徒
弟
制
的
な

シ
ス
テ
ム
が
評
価
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
も
、

「
も
っ
と
効
率
の
い
い
教
え
方
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
」
な
ど
と
疑
問
を
覚
え
る
人
も
い
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
徒
弟
制
的
な
シ
ス
テ
ム
は
な
ぜ

有
用
だ
と
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
を
深
く
知
る
た

め
に
は
、「
学
び
と
は
そ
も
そ
も
ど
う
い
う
こ
と

か
」
を
問
い
直
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

 

「
人
が
学
ぶ
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
現
象
な

の
で
し
ょ
う
か
。「
個
人
の
頭
の
中
に
、
知
識
が

定
着
す
る
こ
と
」「
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
る
こ
と
」
な
ど
の
答
え
が
思
い
浮

か
ぶ
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
ら
の
答
え
に
は
、「
学

び
は
人
の
頭
の
中
で
起
こ
る
も
の
だ
」
と
い
う

前
提
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
実
は
、
近

年
の
教
育
学
の
世
界
で
は
、
学
び
は
個
人
の
頭

の
中
に
閉
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
個
人
の
頭
の

中
と
外
界
と
の
「
間
」
に
開
か
れ
て
い
る
、
と

捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
一
体
ど
う

い
う
意
味
な
の
か
、「
学
び
」
に
関
す
る
研
究
の

歴
史
を
振
り
返
り
な
が
ら
読
み
解
い
て
い
き
ま

し
ょ
う
。

学
び
や
学
習
に
関
す
る
研
究
は
、ま
ず
心
理
学

の
分
野
で
発
展
し
て
き
ま
し
た
。
20
世
紀
前
半

の
心
理
学
で
は
、「
行
動
主
義
」
と
い
う
考
え
方

が
支
配
的
で
し
た
。
人
間
の
心
理
を
分
析
す
る

際
に
、
客
観
的
に
観
察
可
能
な
「
行
動
」
の
み

を
対
象
と
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

さ
て
、
こ
の
行
動
主
義
に
も
と
づ
く
と
、
人

間
の
学
習
も
、
他
者
に
よ
り
観
察
可
能
な
行
動

の
変
化
（「
で
き
な
い
」
か
ら
「
で
き
る
」
へ
）

に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ア
メ
リ
カ
の
心
理
学
者
バ
ラ
ス
・
ス
キ
ナ
ー

「学「学「 び学び学
」び」び
は「どここ」」で

生
じ

る
？

医
師
が
臨
床
の
場
で
次
第
に
一
人
前
に
な
っ
て
い
く
過
程
で
は
、
一
体
ど
ん
な
学
び

が
起
こ
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？　
「
人
は
ど
の
よ
う
に
学
ん
で
い
る
の
か
」
に

関
心
を
持
っ
た
人
々
の
研
究
の
歴
史
を
追
い
つ
つ
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

↓

人は「状「状「
況状況状

のの中中」
で

学
び

合
び

合
び

っ
て

い
る

20
世
紀
に
お
け
る
学
習
観
の
変
遷　

～
「
で
き
る
」
か
ら
「
わ
か
る
」
へ
～
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は
、
行
動
主
義
に
も
と
づ
い
て
動
物
の
学
習
の

様
子
を
実
験
に
よ
り
観
察
し*

２
、
そ
の
結
果
か

ら
「
プ
ロ
グ
ラ
ム
学
習*

３
」
を
提
案
し
ま
し
た
。

こ
の
学
習
法
は
、
例
え
ば
ド
リ
ル
を
用
い
た
反

復
演
習
な
ど
、
様
々
な
場
面
で
採
用
さ
れ
て
い

ま
す
。

し
か
し
、「
で
き
る
か
否
か
」
だ
け
に
着
目
す

る
と
、「
解
法
を
丸
暗
記
し
て
い
る
が
、
な
ぜ
解

け
る
の
か
わ
か
ら
ず
応
用
も
で
き
な
い
」
と
い

う
人
も
、「
十
分
学
ん
で
い
る
」
と
み
な
さ
れ
て

し
ま
い
ま
す
。
学
習
は
、
行
動
主
義
だ
け
で
解

明
し
き
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

20
世
紀
半
ば
に
な
る
と
、
行
動
主
義
に
代
わ

り
認
知
主
義
が
台
頭
し
ま
す
。
人
間
が
外
界
か

ら
の
情
報
を
ど
の
よ
う
に
知
覚
し
処
理
し
て
い

る
か
、
と
い
う
「
認
知
」
そ
の
も
の
に
関
心
が

向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
学
習
論
の
テ
ー
マ

は
「
で
き
る
」
か
ら
「
わ
か
る
」
へ
と
大
き
く

変
化
し
ま
し
た
。

ジ
ャ
ン
・
ピ
ア
ジ
ェ
は
、
認
知
心
理
学
の
代

表
的
な
研
究
者
の
一
人
で
す
。
彼
は
、「
人
は
自

分
が
も
と
も
と
持
っ
て
い
る
認
知
の
枠
組
み（
＝

シ
ェ
マ
）
を
使
っ
て
外
界
の
対
象
と
相
互
作
用

し
な
が
ら
、
概
念
や
知
識
を
自
ら
学
び
取
っ
て

い
く
」
と
考
え
ま
し
た
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
学
習
な

ど
で
は
、
人
は
問
題
を
与
え
ら
れ
て
解
き
、
自

分
の
外
側
に
す
で
に
あ
る
知
識
を
頭
の
中
に「
取

り
込
む
」
存
在
と
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て

ピ
ア
ジ
ェ
は
、
知
識
は
外
界
に
そ
の
ま
ま
あ
る

の
で
は
な
く
、
個
人
の
頭
の
中
と
外
界
と
の
相

互
作
用
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
構
成
さ
れ
る
と
い

う
立
場
に
立
っ
た
の
で
す
。

「
他
者
」
と
「
学
び
合
う
」

ピ
ア
ジ
ェ
は
、
個
人
と
外
界
の
相
互
作
用
に

着
目
し
た
も
の
の
、「
個
人
が
ど
う
発
達
し
て
い

く
か
」
と
い
う
観
点
か
ら
脱
す
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
誰
し
も
社
会
の
中

で
、
周
囲
の
他
者
と
関
わ
り
な
が
ら
生
き
て
い

ま
す
。
た
っ
た
一
人
で
環
境
や
対
象
に
働
き
か

け
る
、
と
い
う
状
況
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
え
な
い

で
し
ょ
う
。
ソ
連
の
心
理
学
者
レ
フ
・
ヴ
ィ
ゴ

ツ
キ
ー
は
、
子
ど
も
に
は
「
自
力
で
で
き
る
領

域
」
と
、「
他
者
（
大
人
や
、
自
分
よ
り
発
達
の

進
ん
だ
子
ど
も
）
と
一
緒
に
や
れ
ば
で
き
る
領

域
」
と
が
あ
る
と
し
、
子
ど
も
の
発
達
に
お
け

る
他
者
の
働
き
か
け
の
重
要
性
を
示
し
て
、
後

の
研
究
者
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。

こ
う
し
た
流
れ
を
受
け
、
１
９
８
０
年
代
に

は
「
状
況
的
学
習
」
と
い
う
概
念
が
提
唱
さ
れ

は
じ
め
ま
す
。
人
の
学
習
は
「
状
況
に
埋
め
込

ま
れ
て
い
る
（situated

）」
と
表
現
さ
れ
、
知

識
は
人
の
頭
の
中
で
構
成
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

周
囲
の
状
況
（
身
の
回
り
の
他
者
や
、
使
う
道

具
、
文
脈
）
と
の
関
わ
り
と
切
り
離
す
こ
と
が

で
き
な
い
と
さ
れ
ま
す
。

ジ
ー
ン
・
レ
イ
ヴ
と
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
ウ
ェ

ン
ガ
ー
に
よ
る
「
正
統
的
周
辺
参
加
」
論
は
、

状
況
論
の
代
表
的
な
研
究
の
一
つ
で
す
。
彼
ら

は
徒
弟
制
を
研
究
し
、
学
習
を
「
人
が
実
践
共

同
体
に
参
加
し
て
、成
員
と
し
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
形
成
す
る
過
程
」
そ
の
も
の
だ
と
定
義

し
ま
し
た
。

例
え
ば
寿
司
職
人
は
、
ま
ず
見
習
い
と
し

て
皿
洗
い
や
掃
除
、
出
前
な
ど
の
仕
事
を
任
さ

れ
ま
す
。
こ
の
仕
事
は
、
寿
司
を
握
る
と
い
う

仕
事
か
ら
見
れ
ば
「
周
辺
的
」
で
す
が
、
店

を
回
し
て
い
く
た
め
に
不
可
欠
な
「
正
統
的

な
」
仕
事
で
す
。
そ
こ
か
ら
、
次
第
に
高
度

な
仕
事
を
教
わ
り
、
店
の
仕
事
の
進
め
方
や

言
葉
遣
い
を
身
に
つ
け
な
が
ら
、
一
人
前
の

職
人
に
成
長
し
て
い
き
ま
す
。
状
況
論
的
な

考
え
に
も
と
づ
け
ば
、
こ
の
過
程
は
「
見
習

い
が
寿
司
を
握
る
知
識
や
技
術
を
身
に
つ
け
た
」

と
い
う
以
上
の
意
味
を
持
ち
ま
す
。
見
習
い
が

先
輩
や
親
方
と
関
わ
る
こ
と
、
各
人
の
店
の
中

で
の
立
場
や
役
割
が
少
し
ず
つ
変
化
し
て
い
く

こ
と
、
一
人
前
に
な
っ
て
「
店
の
文
化
」
を
継

承
し
た
職
人
が
、
店
を
維
持
し
、
あ
る
い
は
変

革
し
て
い
く
こ
と
。
こ
う
し
た
状
況
の
変
化
す

べ
て
が
、
す
な
わ
ち
「
学
び
」
だ
と
捉
え
ら
れ

る
の
で
す
。

医
師
に
と
っ
て
の
「
学
び
」
と
は

医
学
生
の
皆
さ
ん
が
臨
床
実
習
に
行
く
と
、

患
者
さ
ん
の
問
診
や
血
圧
測
定
、
検
温
な
ど
を

任
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
単

な
る
見
学
で
は
な
く
、
周
辺
的
だ
け
れ
ど
正
統

的
な
役
割
を
持
つ
こ
と
で
、
皆
さ
ん
は
そ
の
診

療
科
が
行
う
医
療
と
い
う
実
践
に
少
し
「
参

加
」
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
研
修
医
に
な
れ

ば
、
そ
の
役
割
は
や
や
拡
大
し
、
採
血
や
日
常

的
な
処
置
を
実
施
し
た
り
、
入
院
患
者
さ
ん
を

継
続
的
に
診
察
し
、
変
化
が
あ
れ
ば
上
級
医
に

相
談
し
な
が
ら
対
応
す
る
と
い
っ
た
、
よ
り
本

格
的
な
仕
事
を
任
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
求
め
ら
れ
る
役
割
を
果
た
す
な
か

で
、「
様
々
な
患
者
の
変
化
と
そ
の
対
処
方
法
」

や
「
治
療
に
対
す
る
様
々
な
反
応
」
な
ど
の
経

験
が
蓄
積
さ
れ
、
先
輩
や
上
級
医
の
行
動
や
指

示
の
意
味
が
理
解
で
き
、
次
第
に
仕
事
の
全
体

像
が
把
握
で
き
る
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
な
実
践
的
な
場
で
は
、
患
者
さ
ん

の
状
態
、
先
輩
医
師
の
動
き
、
看
護
師
の
業
務

の
流
れ
な
ど
、
変
化
し
続
け
る
状
況
を
見
な
が

ら
、
そ
こ
に
自
分
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
合
わ
せ
て

い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
方
法
は
、
誰
か

が
教
え
て
く
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
周
囲
を
観

察
し
た
り
、
質
問
や
対
話
を
す
る
な
か
か
ら
見

出
し
て
い
く
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
医
師
も
ま
た
、
一

人
で
学
べ
る
も
の
で
は
な
く
、
患
者
さ
ん
や
そ

の
家
族
、
先
輩
や
同
僚
の
医
師
、
多
職
種
と
の

相
互
作
用
の
中
で
学
び
を
深
め
て
い
く
存
在
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
と
き

に
は
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
そ
れ
で
も
め
げ
ず
に
改
善
と
チ
ャ
レ
ン

ジ
を
続
け
て
い
く
こ
と
で
、
徐
々
に
共
同
体
の

中
で
認
め
ら
れ
、
重
要
な
役
割
を
任
せ
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
、
一
人
前
の
医
師
と
し
て
の
自
覚

や
自
信
を
獲
得
し
て
い
く
の
で
す
。

*1 認知的徒弟制…「モデリング（親方が模範を示す）」「コーチング（親方が弟子に教
える）」「スキャフォールディング（弟子が自立できるよう支援する）」「フェーディング（親
方が手をひくことで弟子を独り立ちさせる）」という四つの段階により学びが生じるとす
る。

*2スキナーによる実験…代表的な実験に、「スキナー箱」という、レバーを押すと餌が
出る仕掛けを施した箱を用いたものがある。箱にラットなどを入れ、「偶然レバーを押す
（反応）と餌が手に入る（強化刺激）」という経験を繰り返すことで、ラットが「レバーを
押す」という反応を学習する、というもの。

*3プログラム学習…この学習法は、次のような要素に特徴づけられる。「スモールステッ
プ」：一定の学習目標を設定し、そこに至るまでの過程を系列化して、無理なく習得でき
るよう小刻みに分割する。「即時確認」：学習者に設問を解かせ、正解か不正解かを即
座にフィードバックする。「自己ペース」：個々の学習者に合ったペースで進める、など。
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医学教育の中で「他者」と
「
学
び
合
う
」
た
め
の
仕
掛
け

「
課
題
」と
い
う
状
況
の
中
で
、他
者
と
学
び
合
う

近
年
、
医
学
教
育
に
は
、
卒
前
教
育
・
卒
後

教
育
と
も
に
大
き
な
変
革
の
波
が
訪
れ
て
い
ま

す
。
医
学
は
日
々
急
速
に
発
展
し
て
お
り
、
医

学
生
の
間
に
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
知

識
は
ま
す
ま
す
膨
大
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

社
会
が
複
雑
化
す
る
な
か
、
医
療
や
医
師
に

求
め
ら
れ
る
役
割
も
大
き
く
変
化
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
医
療
や
社
会
の
変
化
に
対
応
し
て
い

く
た
め
、
医
学
教
育
も
時
代
に
合
わ
せ
て
改
革

し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

従
来
の
医
学
教
育
で
は
、
科
目
別
・
臓
器
別

に
分
け
、
基
礎
か
ら
応
用
ま
で
座
学
で
少
し
ず

つ
知
識
を
与
え
て
、「
正
解
」
に
た
ど
り
着
け
る

か
ど
う
か
を
試
験
に
よ
っ
て
判
断
す
る
、
と
い

う
方
法
が
と
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
実

際
に
医
師
に
な
っ
て
現
場
に
出
る
と
、
目
の
前

の
患
者
さ
ん
が
何
と
い
う
疾
患
で
、
ど
の
よ
う

な
治
療
が
適
切
か
、
様
々
な
情
報
を
集
め
な
が

ら
判
断
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
明
確
な「
正

解
」
が
わ
か
ら
な
い
な
か
、
周
囲
の
医
師
や
多

職
種
と
協
働
し
て
、
よ
り
良
い
選
択
を
探
っ
て

い
く
姿
勢
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
姿

勢
を
医
学
生
の
う
ち
か
ら
身
に
つ
け
て
も
ら
う

た
め
、
現
在
の
医
学
教
育
は
「
知
識
の
伝
授
」

か
ら
「
状
況
の
中
の
学
び
」
へ
、あ
る
い
は
「
個

人
の
勉
強
」
か
ら
「
他
者
と
の
学
び
合
い
」
へ

と
少
し
ず
つ
変
化
し
て
い
ま
す
。

現
在
、
医
学
教
育
の
様
々
な
と
こ
ろ
に
、
実

践
の
中
で
学
ぶ
た
め
の
仕
掛
け
が
施
さ
れ
て
い

ま
す
。
現
在
多
く
の
大
学
で
取
り
入
れ
ら
れ
て

い
る
「
課
題
基
盤
型
学
習
（Problem

-based 
learning, 

Ｐ
Ｂ
Ｌ
）」
や
、
近
年
Ｐ
Ｂ
Ｌ
に
代

医
学
教
育
の
現
場
で
は
昨
今
、
医
学
生
の
学
び
を
「
個
人
の
頭
の
中
」
か
ら
「
状
況
の
中
で
の

他
者
と
の
学
び
合
い
」
へ
と
開
い
て
い
く
た
め
に
、
様
々
な
改
革
や
工
夫
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
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医学教育の中で「他者」と

わ
る
新
た
な
教
育
方
法
と
し
て
注
目
が
集
ま
っ

て
い
る
「
チ
ー
ム
基
盤
型
学
習
（Team

-based 
learning, 

Ｔ
Ｂ
Ｌ
）」
な
ど
は
そ
の
好
例
で
し
ょ

う
。
ま
た
、
従
来
は
見
学
に
と
ど
ま
る
こ
と

が
多
か
っ
た
臨
床
実
習
を
、
よ
り
充
実
さ
せ
よ

う
と
い
う
試
み
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、

医
学
教
育
モ
デ
ル
・
コ
ア
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
は
、

診
療
参
加
型
臨
床
実
習
の
充
実
が
明
記
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
現
在
、
卒
前

の
臨
床
実
習
と
卒
後
の
臨
床
研
修
の
一
貫
性
を

高
め
よ
う
と
い
う
改
革
も
進
ん
で
い
ま
す
。
臨

床
実
習
と
臨
床
研
修
を
シ
ー
ム
レ
ス
に
つ
な
ぐ

こ
と
で
、
よ
り
診
療
に
深
く
参
加
し
な
が
ら
学

べ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の

で
す
。

他
者
と
出
会
い
、
他
者
を
知
る

医
学
生
の
間
も
、
医
師
に
な
っ
て
か
ら
も
、

皆
さ
ん
に
は
実
践
の
場
で
、
他
者
と
関
わ
り
な

が
ら
学
び
合
っ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
医
師
に
な
っ
て
、
臨
床
の

場
で
働
く
と
き
、
皆
さ
ん
は
誰
と
学
び
合
う
こ

と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
？　

真
っ
先
に
思
い

浮
か
ぶ
の
は
、
医
局
や
所
属
機
関
の
同
期
、
上

級
医
や
先
輩
と
い
っ
た
人
た
ち
で
し
ょ
う
。
し

か
し
「
他
者
」
は
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

日
々
相
対
す
る
患
者
さ
ん
、
同
じ
チ
ー
ム
で
働

く
多
職
種
な
ど
も
「
他
者
」
で
す
。
患
者
さ
ん

を
中
心
と
し
て
、
そ
の
患
者
さ
ん
に
と
っ
て
最

良
の
形
で
医
療
を
提
供
で
き
る
よ
う
に
、
様
々

な
人
と
知
恵
を
絞
り
協
力
し
合
う
、
そ
の
過
程

そ
の
も
の
が
、
患
者
さ
ん
も
含
め
た
チ
ー
ム
全

員
の
「
学
び
」
に
な
る
は
ず
な
の
で
す
。

医
師
同
士
で
は
、「
師
匠
と
弟
子
」
と
い
う
徒

弟
制
的
な
関
係
を
築
き
な
が
ら
学
び
合
っ
て
い

く
こ
と
が
、
比
較
的
容
易
に
想
像
で
き
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
患
者
さ
ん
や
多
職
種

と
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
医
師
が
単
に
「
指
示

を
出
す
人
」
と
し
て
振
る
舞
い
、
一
方
的
な
関

係
を
構
築
し
て
し
ま
う
と
、
学
び
合
い
は
生
じ

に
く
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
よ
り
良
く
学
び
、

患
者
さ
ん
に
よ
り
良
い
医
療
を
提
供
し
て
い
く

た
め
に
は
、
自
分
の
意
見
と
相
手
の
意
見
が
同

じ
重
み
を
持
つ
も
の
と
し
て
対
話
す
る
、
つ
ま

り
、
他
者
を
尊
重
す
る
姿
勢
が
必
要
で
す
。

で
は
、
他
者
を
尊
重
す
る
姿
勢
は
、
ど
の
よ

う
に
身
に
つ
け
て
い
け
ば
良
い
の
で
し
ょ
う
か
。

次
の
ペ
ー
ジ
か
ら
は
、
他
者
と
学
び
合
い
、
現

在
は
医
学
教
育
や
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
分
野
に
関

心
を
持
っ
て
活
動
し
て
い
る
２
名
の
医
師
へ
の

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
お
二
人

は
、他
者
と
学
び
合
う
た
め
に
重
要
な
の
は
、「
他

者
と
出
会
い
、
他
者
を
知
る
」
こ
と
だ
と
言
い

ま
す
。
医
師
と
し
て
の
こ
れ
ま
で
の
経
験
や
取

り
組
み
を
振
り
返
り
な
が
ら
、「
他
者
を
知
る
」

に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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教
育
に
携
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け

―
―
春
田
先
生
は
総
合
診
療
を
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ

ン
ド
と
し
て
、
医
学
教
育
や
多
職
種
連
携
教
育

の
研
究
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
ず
、
教
育
に
関

心
を
持
っ
た
経
緯
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

春
田
（
以
下
、
春
）：
私
は
東
京
の
王
子
生
協
病

院
と
い
う
１
５
０
床
ぐ
ら
い
の
病
院
で
臨
床
研

修
を
受
け
ま
し
た
。
そ
の
病
院
は
い
わ
ゆ
る
屋

根
瓦
式
で
、
先
輩
が
後
輩
を
教
え
る
の
が
当
た

り
前
と
い
う
環
境
だ
っ
た
の
で
、
ご
く
自
然
に

教
育
に
携
わ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
医
師
6

年
目
に
、
指
導
医
か
ら
「
個
人
を
教
え
る
だ
け

で
は
な
く
、
病
棟
全
体
を
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る

役
割
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
」
と
言
わ
れ
た

こ
と
が
き
っ
か
け
で
、
そ
れ
ま
で
こ
の
病
院
に

は
な
か
っ
た
「
チ
ー
フ
レ
ジ
デ
ン
ト
制
」
の
立

ち
上
げ
に
も
携
わ
り
ま
し
た
。

―
―
そ
の
よ
う
な
環
境
で
は
、
卒
業
直
後
の
研

修
医
に
も
、
病
院
組
織
や
多
職
種
連
携
の
全
体

像
が
お
お
よ
そ
理
解
で
き
る
も
の
で
す
か
？

春
：
い
え
、
そ
ん
な
こ
と
は
全
く
な
い
ん
で
す
。

臨
床
研
修
の
一
環
と
し
て
１
か
月
間
、
病
院
の

中
の
他
部
門
や
周
囲
の
診
療
所
、
地
域
の
様
々

な
リ
ソ
ー
ス
を
見
て
回
る
機
会
も
あ
り
ま
し
た

が
、
そ
れ
が
チ
ー
ム
だ
、
組
織
だ
と
い
う
実
感

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
特
に
臨
床
研
修
の
２

年
間
は
、「
自
分
が
い
か
に
能
力
を
獲
得
す
る
か
」

と
い
う
こ
と
ば
か
り
に
気
を
取
ら
れ
、
チ
ー
ム

や
組
織
、
多
職
種
連
携
と
い
っ
た
こ
と
が
な
か

な
か
自
分
事
に
思
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

―
―
で
は
、
チ
ー
ム
や
組
織
で
学
ぶ
こ
と
に
関

心
を
持
ち
は
じ
め
た
の
は
い
つ
頃
で
し
た
か
？

春
：
一
つ
の
転
機
は
、
臨
床
研
修
医
の
頃
で

す
。
当
時
は
同
期
で
日
々
集
ま
っ
て
、
１
日
の

振
り
返
り
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
な
か
で
「
患

者
さ
ん
の
こ
と
ば
か
り
言
っ
て
い
て
、
自
分
の

こ
と
を
振
り
返
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
の
で

は
？
」
と
同
僚
に
指
摘
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
の
時
初
め
て
、
患
者
さ
ん
と
い
う
「
他

者
」
と
関
わ
る
な
か
で
、
自
分
に
何
が
で
き
て
、

何
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
の
か
を
見
つ
め
直
し

て
い
な
か
っ
た
と
気
付
き
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら

学
び
に
対
す
る
姿
勢
が
変
わ
り
、
自
分
の
学
び

を
相
対
化
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

も
う
一
つ
は
、初
め
て
主
治
医
に
な
っ
て
、「
自

分
一
人
で
は
何
も
で
き
な
い
」
と
感
じ
た
時
で

す
ね
。
オ
ー
ダ
ー
一
つ
と
っ
て
も
、
そ
の
先
に

は
看
護
師
さ
ん
や
薬
剤
師
さ
ん
が
い
て
、
そ

の
人
た
ち
が
働
き
や
す
い
よ
う
に
動
か
な
い
と
、

自
分
た
ち
も
う
ま
く
治
療
が
で
き
な
い
と
実
感

す
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
。
自
分
が
チ
ー
ム

の
一
員
だ
と
強
く
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら

は
、
チ
ー
ム
・
組
織
の
メ
ン
バ
ー
間
に
は
「
自

分
は
知
っ
て
い
る
け
れ
ど
他
の
人
は
知
ら
な
い
」

と
い
う
よ
う
な
様
々
な
知
識
や
技
術
の
凸
凹

が
あ
っ
て
、
そ
の
強
み
・
弱
み
が
患
者
さ
ん
の

ケ
ア
の
質
に
強
く
影
響
す
る
と
い
う
こ
と
が
わ

か
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
を
互
い
に
知
り
、
学

び
合
う
環
境
が
な
け
れ
ば
、
ケ
ア
の
質
向
上
に

つ
な
が
ら
な
い
と
考
え
、
チ
ー
ム
で
学
習
会
を

開
い
た
り
、
業
務
外
で
飲
み
会
を
開
い
た
り
す

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

「
連
携
」
は
難
し
い
こ
と
だ
と
気
付
く

―
―
そ
の
後
、
先
生
は
大
学
院
に
進
学
さ
れ
、

本
格
的
に
教
育
に
つ
い
て
研
究
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
す
が
、
そ
の
き
っ
か
け
は
何
で
し
た
か
？

春
：
後
期
研
修
が
終
わ
っ
た
後
、
医
師
７
年
目

で
病
棟
医
長
を
１
年
間
務
め
、
医
療
者
教
育
や

組
織
学
習
に
つ
い
て
も
学
び
、
実
践
す
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
緩
和
ケ
ア
チ
ー
ム
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
立
ち
上
げ
な
ど
に
も
携
わ
り
、「
こ
う

や
っ
て
チ
ー
ム
を
作
っ
て
い
け
ば
い
い
ん
だ
」
と

い
う
実
感
も
あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
い
ざ

自
分
の
取
り
組
み
を
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ*

と
し
て

ま
と
め
よ
う
と
し
た
時
、「
な
ぜ
そ
れ
が
で
き
る

の
か
」
を
人
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
気

付
い
た
の
で
す
。
特
に
、
医
療
者
教
育
に
お
い

て
「
こ
の
分
野
で
ど
の
よ
う
な
知
見
が
蓄
積
さ

れ
て
い
て
、
自
分
は
何
を
ど
の
よ
う
に
実
践
し

た
の
か
」
を
説
明
で
き
な
い
と
、
後
進
を
育
て

ら
れ
な
い
と
感
じ
、
大
学
院
で
理
論
や
背
景
的

知
識
を
学
び
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

異
な
る
価
値
観
を
持
つ
「
重
要
な
他
者
」
と

出
会
い
、
相
手
の
枠
組
み
で
考
え
る

総
合
診
療
の
現
場
で
多
職
種
連
携
や
医
療
者
教
育
に
携
わ
っ
た
後
、

大
学
院
で
医
学
教
育
学
を
学
ば
れ
た
、
筑
波
大
学
の
春
田
淳
志
先
生
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

春
田 

淳
志

InInI

terere v
iewewe 私のライフヒストリー
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春田 淳志先生
筑波大学医学群 医学教育企画評価室（PCME）

医学医療系 地域医療教育学/ 総合診療グループ　准教授

　

い
ざ
大
学
院
に
入
り
、
大
学
病
院
の
臨

床
を
見
た
り
す
る
な
か
で
、
王
子
生
協
病
院

で
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
連
携
が
「
当
た
り

前
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
付
か
さ
れ

ま
し
た
。「
王
子
生
協
病
院
で
は
で
き
て
い
た

こ
と
が
、
他
の
病
院
で
は
な
ぜ
で
き
な
い
の

か
？
」
と
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に

２
０
１
１
年
に
Ｗ
Ｈ
Ｏ
か
ら
出
た
多
職
種
連
携

教
育
（Interprofessional Education,

Ｉ
Ｐ
Ｅ
）

の
レ
ポ
ー
ト
を
見
て
、「
Ｗ
Ｈ
Ｏ
が
出
さ
な
け

れ
ば
い
け
な
い
ぐ
ら
い
、
連
携
っ
て
難
し
い
も

の
な
の
か
」「
こ
れ
が
学
問
に
な
る
の
か
」
と

衝
撃
を
受
け
た
の
で
す
。
そ
の
こ
と
を
調
べ
る

う
ち
に
、
国
際
的
に
Ｉ
Ｐ
Ｅ
の
情
報
を
発
信

し
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
の
Ｃ
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ｅ
（Centre 

for the A
dvancem

ent of Interprofessional 
Education

）
と
い
う
団
体
に
出
会
い
ま
し
た
。

大
学
院
の
留
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
も
タ
イ
ミ
ン
グ

が
合
っ
た
こ
と
も
後
押
し
に
な
り
、
イ
ギ
リ
ス

に
１
か
月
滞
在
し
、
多
職
種
連
携
を
学
ぶ
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

―
―
イ
ギ
リ
ス
で
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ

と
を
学
ん
だ
の
で
す
か
？ 

春
：
Ｉ
Ｐ
Ｅ
に
関
す
る
理
論
の
本
を
読
み
な
が

ら
、
実
際
の
連
携
を
視
察
す
る
と
い
う
、
理
論

の
学
習
と
実
践
の
観
察
を
繰
り
返
し
ま
し
た
。

こ
の
時
の
経
験
は
、
思
い
出
し
て
も
自
分
に
と
っ

て
非
常
に
贅
沢
な
時
間
で
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
で

は
、
小
さ
い
頃
か
ら
「
自
分
の
意
見
を
持
つ
」

と
い
う
こ
と
を
教
え
込
ま
れ
て
い
る
た
め
か
、

共
通
の
目
標
に
向
か
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
が
率
直
に

意
見
を
交
わ
し
合
う
文
化
が
で
き
て
い
ま
し
た
。

自
分
が
専
門
職
と
し
て
見
た
情
報
か
ら
「
だ
か

ら
私
は
こ
う
思
う
」
と
説
明
し
、
互
い
に
対
話

し
な
が
ら
「
こ
の
患
者
さ
ん
に
と
っ
て
一
番
大

切
な
の
は
こ
れ
な
ん
じ
ゃ
な
い
？
」「
じ
ゃ
あ
そ

の
た
め
に
は
こ
れ
が
必
要
だ
ね
」
と
方
向
性
を

定
め
て
い
く
の
で
す
。
各
人
が
何
を
す
る
か
を

細
か
く
定
め
ず
と
も
、
目
標
と
す
る
方
向
性
に

つ
い
て
合
意
が
で
き
、
そ
れ
に
向
か
っ
て
各
専

門
職
が
専
門
性
を
持
っ
て
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
る
、

そ
ん
な
状
態
が
チ
ー
ム
医
療
の
理
想
な
の
だ
と

感
じ
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
イ
ギ
リ
ス
で
も
現
実

は
そ
ん
な
に
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
状
況
が

変
化
す
る
こ
と
で
方
向
性
も
変
わ
っ
て
い
く
こ

と
は
あ
り
ま
す
し
、
誰
か
が
何
か
を
見
落
と
し

て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
け
れ
ど
、
足
り
な
い

部
分
を
互
い
に
補
い
合
い
、
状
況
に
応
じ
て
共

に
試
行
錯
誤
す
る
、
そ
の
過
程
が
ま
さ
に
チ
ー

ム
学
習
や
組
織
学
習
だ
と
実
感
し
ま
し
た
。

「
他
者
」
と
出
会
う
こ
と
の
大
切
さ

―
―
チ
ー
ム
医
療
・
多
職
種
連
携
が
重
視
さ
れ

る
今
、「
多
職
種
を
含
め
た
チ
ー
ム
で
何
が
で
き

る
か
」
を
考
え
ら
れ
る
医
師
が
ま
す
ま
す
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
医
学
生
の
段
階
で
は
、

そ
の
認
識
に
は
至
り
に
く
い
と
も
思
い
ま
す
。

春
：
そ
う
で
す
ね
。
医
学
生
の
う
ち
は
、
ま
ず

は
卒
業
と
国
家
試
験
合
格
が
リ
ア
ル
に
感
じ
ら

れ
る
目
標
で
す
。
そ
れ
ら
が
唯
一
の
「
正
解
」

を
求
め
る
評
価
だ
と
す
る
と
、
効
率
的
に
唯
一

解
を
求
め
る
こ
と
が
良
い
こ
と
だ
と
刷
り
込
ま

れ
ま
す
。
テ
ス
ト
で
高
得
点
を
と
る
、
高
評
価

を
得
る
と
い
う
こ
と
に
と
ら
わ
れ
て
し
ま
う
の

で
す
。

　

例
え
ば
現
在
、
筑
波
大
学
の
総
合
診
療
科
の

４
週
間
の
臨
床
実
習
で
は
、「
健
康
の
社
会
的
決

定
要
因
（
Ｓ
Ｄ
Ｈ
）」
と
い
う
視
点
か
ら
、
患
者

さ
ん
の
上
流
に
あ
る
背
景
を
探
り
、
今
と
の
関

連
を
整
理
す
る
課
題
を
出
し
て
い
ま
す
。
す
る

と
学
生
は
、
Ｓ
Ｄ
Ｈ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
10
個

の
要
因
す
べ
て
に
当
て
は
ま
る
よ
う
な
、
医
療

者
か
ら
見
て
「
不
幸
そ
う
な
」
患
者
さ
ん
を
探

そ
う
と
し
ま
す
。
患
者
の
立
場
に
立
と
う
と
せ

ず
、
無
意
識
に
自
分
の
思
考
の
枠
組
み
に
患
者

さ
ん
を
当
て
は
め
よ
う
と
し
て
し
ま
う
ん
で
す
。

　

Ｓ
Ｄ
Ｈ
に
は
何
か
明
確
な
基
準
が
あ
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
逆
に
言
え
ば
、
ど
ん
な
人

の
健
康
も
、
良
い
意
味
で
も
悪
い
意
味
で
も
社

会
的
・
経
済
的
に
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
。
現

場
に
出
た
ら
、
患
者
さ
ん
を
取
り
巻
く
社
会
的
・

経
済
的
状
況
を
想
像
し
な
が
ら
、
よ
り
良
い
医

師
患
者
関
係
を
構
築
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
が

あ
っ
て
の
検
査
・
治
療
な
ど
を
考
え
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
、
自
分
と
は
異
な

る
価
値
観
で
生
活
を
し
て
き
た
様
々
な
人
と
話

し
合
い
な
が
ら
、
一
緒
に
考
え
て
い
く
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
の
で
す
。
こ
の
実
習
で
も
、「
当
て

は
ま
る
患
者
さ
ん
が
い
な
く
て
困
る
」
と
い
う

医
学
生
が
い
ま
す
。
そ
ん
な
学
生
に
は
、
訪
問

診
療
や
訪
問
看
護
が
Ｓ
Ｄ
Ｈ
を
理
解
し
や
す
い

場
面
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
ま
す
。
訪
問
診
療
で

は
、
そ
の
人
の
生
活
や
生
活
史
、
家
族
と
の
関
係
、

生
き
様
な
ど
が
垣
間
見
え
ま
す
。
自
分
と
文
化

も
価
値
観
も
異
な
る
方
の
上
流
に
あ
る
様
々
な

要
素
が
、
目
の
前
の
患
者
さ
ん
の
「
今
」
や
「
こ

れ
か
ら
」
に
つ
な
が
る
こ
と
が
想
像
で
き
ま
す
。

そ
う
し
た
経
験
を
積
み
重
ね
て
、
生
活
へ
の
想

像
力
を
養
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

―
―
で
は
、
今
の
段
階
か
ら
医
学
生
に
で
き
る

こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

春
：
Ｉ
Ｐ
Ｅ
を
通
じ
て
看
護
学
生
や
薬
学
生
と

い
っ
た
「
重
要
な
他
者
（signifi cant others

）」

と
出
会
い
、
自
分
の
枠
組
み
で
は
な
く
相
手
の

枠
組
み
に
入
っ
て
考
え
て
み
る
経
験
は
、
と
て

も
意
義
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
医
療
だ
け
で
な

く
、「
重
要
な
他
者
」
の
ジ
ャ
ン
ル
を
広
げ
、
多

様
な
価
値
観
か
ら
見
え
て
く
る
世
界
に
つ
い
て

知
る
経
験
を
、
医
学
生
の
う
ち
か
ら
し
て
お
く

こ
と
は
有
効
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
近

年
は
医
学
教
育
に
お
い
て
も
、
医
療
社
会
学
や

医
療
人
類
学
と
い
っ
た
、
相
手
の
文
化
を
し
っ

か
り
観
察
す
る
よ
う
な
方
法
論
が
モ
デ
ル
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
に
取
り
入
れ
ら
れ
は
じ
め
て
い
ま
す

し
、
筑
波
大
学
で
は
神
栖
市
と
協
力
し
て
、
青

果
店
、
太
陽
光
発
電
、
弁
護
士
事
務
所
な
ど
様
々

な
職
場
に
出
向
き
、
一
緒
に
仕
事
を
し
た
り
、

話
を
聴
く
機
会
を
臨
床
実
習
の
中
に
取
り
入
れ

て
い
ま
す
。
Ｓ
Ｄ
Ｈ
の
視
点
で
、
患
者
さ
ん
の

上
流
に
あ
る
背
景
を
探
る
課
題
も
そ
の
一
つ
で

す
ね
。
こ
う
し
た
体
験
を
通
じ
て
、
自
分
の
他

に
色
々
な
人
た
ち
が
い
る
こ
と
を
肌
で
感
じ
る

こ
と
が
、
い
ず
れ
「
み
ん
な
で
学
ぶ
」
と
い
う

価
値
観
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

*ポートフォリオ…実践と振り返りのレポート。

様
な
価
値
観
か
ら
見
え
て
く
る
世
界
に
つ
い
て

共
通
の
目
標
に
向
か
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
が
率
直
に
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医
師
の
仕
事
は
「
自
力
で
60
点
」
で
は
な
く

「
人
と
協
力
し
て
1
0
0
点
」
を
目
指
す
こ
と

麻
酔
科
医
と
し
て
国
内
外
で
勤
務
す
る
か
た
わ
ら
、
Ｍ
Ｂ
Ａ
を
取
得
し
ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界
で
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
経
験
も
積
ま
れ
、

そ
の
後
も
多
様
な
キ
ャ
リ
ア
を
歩
ま
れ
て
い
る
大
嶽
浩
司
先
生
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

大
嶽 

浩
司

チ
ー
ム
医
療
に
お
け
る
医
師
の
役
割

―
―
大
嶽
先
生
は
医
学
部
を
卒
業
後
、
臨
床

麻
酔
科
医
と
し
て
海
外
で
勤
務
さ
れ
た
だ
け
で

な
く
、
シ
カ
ゴ
大
学
で
Ｍ
Ｂ
Ａ
を
取
得
し
、
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
し
て
の
勤
務
経
験
や
、
病
院

経
営
の
経
験
も
お
持
ち
で
す
。
近
年
、
チ
ー
ム

医
療
の
重
要
性
が
叫
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
医
師

は
組
織
の
中
で
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る

シ
ー
ン
が
多
い
仕
事
で
す
。
先
生
は
そ
の
点
に

つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
す
か
？

大
嶽
（
以
下
、
大
）：チ
ー
ム
医
療
に
は
リ
ー
ダ
ー

の
存
在
は
不
可
欠
で
す
が
、
個
人
的
に
は
、
リ
ー

ダ
ー
の
在
り
方
が
変
わ
っ
て
き
た
と
感
じ
て
い

ま
す
。
か
つ
て
の
よ
う
な
「
強
い
リ
ー
ダ
ー
」

よ
り
も
、
よ
く
人
の
話
を
聴
き
、
人
に
任
せ
な

が
ら
進
め
ら
れ
る
リ
ー
ダ
ー
が
求
め
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

医
療
安
全
や
感
染
制
御
の
分
野
で
は
、
看
護

師
が
リ
ー
ダ
ー
を
務
め
る
病
院
も
増
え
て
い
ま

す
。
看
護
師
に
は
ク
リ
ニ
カ
ル
ラ
ダ
ー
と
い
う

評
価
シ
ス
テ
ム
が
あ
り
、
看
護
師
長
と
も
な
れ

ば
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
研
修
を
受
け
て
い
る
方
も
多

い
の
で
、
現
場
を
リ
ー
ド
す
る
能
力
が
身
に
つ

い
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
医
師
が
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
に
つ
い
て
学
ぶ
機
会
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
れ
か
ら
は
、
医
師
が
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を

学
ぶ
重
要
性
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
く
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
う
し
た
な
か
で
医
師
に
期
待
さ
れ
る
の

は
、「
で
は
、
あ
な
た
は
ど
う
考
え
ま
す
か
？
」

と
、
チ
ー
ム
内
の
様
々
な
意
見
を
聴
き
、
フ
ァ

シ
リ
テ
ー
ト
す
る
役
割
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
さ
ら
に
時
々
、
チ
ー
ム
が
何
の
た
め
に
集

ま
っ
て
い
る
の
か
を
思
い
出
さ
せ
る
役
割
も
担

う
必
要
が
あ
る
と
感
じ
ま
す
。
多
職
種
が
そ
れ

ぞ
れ
専
門
性
を
発
揮
し
て
い
る
と
、
話
が
い
つ

の
ま
に
か
過
度
に
高
度
化
し
、
と
き
に
「
患
者

さ
ん
の
た
め
に
」
と
い
う
原
点
が
置
い
て
い
か

れ
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
す
。
医
療
の
現
場
が

複
雑
化
す
る
な
か
、
必
要
な
と
き
に
原
点
に
立

ち
戻
り
、
チ
ー
ム
を
ま
と
め
る
よ
う
な
役
割
が
、

こ
れ
か
ら
の
医
師
に
求
め
ら
れ
て
い
る
と
思
い

ま
す
。

チ
ー
ム
で
取
り
組
む
こ
と
の
重
要
性

―
―
医
学
生
に
は
、
ま
だ
自
分
が
チ
ー
ム
の
一

員
と
し
て
働
く
イ
メ
ー
ジ
が
わ
か
な
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
先
生
は
チ
ー
ム
の
重
要
性
に
つ
い

て
、
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
す
か
？

大
：
医
師
―
―
よ
り
広
く
い
え
ば
社
会
人
の

世
界
は
、
学
生
の
世
界
と
ル
ー
ル
が
違
い
ま
す
。

医
学
生
の
時
は
「
正
解
」
が
あ
り
ま
す
。
例
え

ば
合
格
基
準
点
が
60
点
だ
っ
た
ら
、
学
生
は
そ

の
60
点
に
自
力
で
た
ど
り
着
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
で
す
が
、医
師
に
な
る
と
そ
う
い
っ
た「
正

解
」
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
患
者
さ
ん
の

た
め
に
限
り
な
く
１
０
０
点
に
近
い
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
を
出
す
よ
う
に
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
の

代
わ
り
、「
カ
ン
ニ
ン
グ
」
は
し
放
題
で
す
。
何

の
本
を
見
て
も
い
い
し
、
人
に
い
く
ら
助
け
を

求
め
て
も
い
い
。
医
学
生
に
は
、
自
分
が
将
来

そ
う
い
う
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
る
の
だ
と
い

う
こ
と
を
考
え
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

―
―
先
生
は
昭
和
大
学
で
、
若
手
医
師
の
教
育

に
も
取
り
組
ま
れ
て
い
ま
す
。
チ
ー
ム
の
大
切

さ
を
伝
え
る
際
に
、
ど
の
よ
う
な
点
を
意
識
さ

れ
て
い
ま
す
か
？

大
：
若
手
医
師
の
中
に
は
、
自
分
の
技
量
を
上

げ
る
こ
と
に
一
生
懸
命
な
人
も
多
い
の
で
す
が
、

大
切
な
の
は
実
は
そ
こ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私

は
院
内
の
若
手
医
師
を
集
め
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
で
、「
自
己
実
現
で
は
な
く
他
者
貢
献
だ
」
と

よ
く
言
い
ま
す
。「
僕
ら
の
仕
事
は
、
患
者
さ
ん

に
貢
献
し
て
な
ん
ぼ
」
だ
と
。
患
者
さ
ん
に
貢

献
す
る
に
は
、
自
分
一
人
の
力
で
は
限
界
が
あ

InInI

terere v
iewewe 私のライフヒストリー

14



大嶽 浩司先生
昭和大学医学部
麻酔科学講座

主任教授

り
ま
す
。
看
護
師
さ
ん
や
技
師
さ
ん
、
色
々
な

人
と
共
に
歩
む
こ
と
が
必
要
な
の
で
す
。
チ
ー

ム
全
体
で
患
者
さ
ん
に
、
そ
し
て
社
会
に
貢
献

す
る
⋮
と
い
っ
た
よ
う
に
、
視
野
を
広
く
持
つ

こ
と
の
重
要
性
を
伝
え
る
よ
う
に
意
識
し
て
い

ま
す
。

　

医
局
の
忘
年
会
で
毎
年
話
し
て
い
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
年
の
手
術
件
数
が
８
千
件
で

あ
れ
ば
、「
８
千
人
の
患
者
さ
ん
に
は
家
族
が
い

る
。
全
員
が
家
に
帰
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
仮
に
全
員
が
4
人
家

族
だ
っ
た
ら
、
３
万
２
千
人
が
皆
に
感
謝
し
て

い
る
は
ず
だ
。
だ
か
ら
そ
の
感
謝
の
言
葉
を
代

わ
り
に
伝
え
た
い
。
ど
ん
な
ス
ー
パ
ー
ス
タ
ー

も
、
一
人
で
1
年
に
３
万
２
千
人
の
役
に
立
つ

こ
と
は
で
き
な
い
。
チ
ー
ム
で
協
力
し
合
う
か

ら
こ
そ
可
能
な
こ
と
な
の
だ
」
と
。
チ
ー
ム
で

取
り
組
む
こ
と
の
重
要
性
や
物
事
を
俯
瞰
的
に

見
る
こ
と
の
大
切
さ
は
、
日
々
の
勤
務
を
し
て

い
る
と
忘
れ
が
ち
で
す
。
１
年
に
１
回
、
視
野

を
広
げ
る
こ
と
の
大
切
さ
を
思
い
出
し
て
も
ら

う
た
め
に
、
こ
う
い
う
発
言
を
し
て
い
ま
す
。

チ
ー
ム
で
学
び
合
う
た
め
の
取
り
組
み

―
―
院
内
の
チ
ー
ム
で
学
び
合
う
た
め
に
、
具

体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
活
動
を
行
っ
て
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
か
？

大
：
院
内
の
各
職
種
の
中
堅
が
集
ま
る
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
違
う
職
種
が

顔
を
つ
き
合
わ
せ
、
病
院
内
の
組
織
課
題
な
ど

の
「
お
題
」
に
つ
い
て
、
答
え
が
出
る
か
ど
う

か
に
関
わ
ら
ず
、
皆
で
話
し
合
う
の
で
す
。
教

室
で
は
年
１
回
、
昭
和
大
学
と
関
連
病
院
の
麻

酔
科
医
で
、「
我
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
何

か
」
を
考
え
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
な
か
な
か
う
ま
く
い
か
な
い
な

と
感
じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
医
師
の
中
に
は
、

こ
う
い
う
医
学
の
勉
強
以
外
の
チ
ー
ム
で
の
取

り
組
み
を
恥
ず
か
し
が
っ
た
り
茶
化
し
た
り
し

て
、
子
ど
も
じ
み
た
行
動
に
出
る
人
も
い
ま
す
。

「
こ
れ
を
や
っ
て
何
の
意
味
が
あ
る
ん
だ
」
と

結
論
を
急
ぐ
人
も
い
ま
す
。
多
職
種
が
参
加
す

る
院
内
研
修
の
方
が
ず
っ
と
う
ま
く
い
く
こ
と

も
あ
り
ま
す
ね
。
で
す
が
、
医
師
は
基
本
的
に

は
皆
真
面
目
で
、
回
を
重
ね
る
ご
と
に
意
図
を

汲
ん
で
楽
し
む
人
が
増
え
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

若
い
人
の
中
に
は
「
今
年
は
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

い
つ
や
る
ん
で
す
か
？
」
と
聞
い
て
く
る
な
ど
、

強
い
興
味
を
示
す
人
も
い
ま
す
。
チ
ー
ム
ス
キ

ル
は
、
早
く
か
ら
学
び
、
実
際
に
活
用
す
る
と

よ
り
伸
び
る
の
で
、
と
て
も
期
待
し
て
い
ま
す
。

他
者
と
学
び
合
う
姿
勢
を
身
に
つ
け
る
に
は

―
―
チ
ー
ム
で
取
り
組
む
う
え
で
必
要
な
、
自

分
本
位
で
な
い
謙
虚
な
態
度
は
、
ど
の
よ
う
に

す
れ
ば
獲
得
で
き
る
と
お
考
え
で
す
か
？

大
：
そ
れ
は
、
や
は
り
「
他
者
」
と
出
会
う
経

験
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
私
は
麻
酔
科
医

な
の
で
、
手
術
室
や
Ｉ
Ｃ
Ｕ
な
ど
、
多
く
の
診

療
科
や
職
種
が
入
り
乱
れ
て
い
る
場
所
で
診
療

を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
麻
酔
科
医
で

あ
る
私
が
「
こ
う
す
べ
き
だ
」
と
指
示
す
る
の

で
は
な
く
、
き
ち
ん
と
他
者
の
意
見
を
傾
聴
す

る
経
験
を
重
ね
て
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
例

え
ば
、
現
場
の
あ
る
職
種
が
違
和
感
を
覚
え
て

い
た
と
し
ま
す
。
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
で
も
理
路

整
然
と
頭
の
中
で
論
理
が
構
築
で
き
る
人
は
意

外
と
少
な
い
の
で
、
う
ま
く
表
現
で
き
て
い
な

い
け
れ
ど
、
実
際
に
は
そ
の
奥
に
何
か
重
要
な

問
題
が
隠
れ
て
い
る
⋮
と
い
う
こ
と
は
結
構
あ

り
ま
す
。
そ
れ
を
解
き
ほ
ぐ
す
作
業
を
一
緒
に

す
る
と
い
う
経
験
は
多
く
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ

が
「
他
者
」
と
出
会
う
経
験
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
Ｍ
Ｂ
Ａ
取
得
の
た
め
に
海
外
で
勉
強

を
し
た
時
に
医
療
以
外
の
業
種
の
人
と
知
り

合
っ
た
こ
と
、
そ
の
後
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
し
て

働
い
た
こ
と
も
大
き
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
多

様
な
意
見
を
聴
き
な
が
ら
、
徐
々
に
相
談
者
た

ち
が
自
身
で
答
え
を
見
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
導

く
こ
の
仕
事
は
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
新
し
い

リ
ー
ダ
ー
の
役
割
に
通
じ
る
と
思
い
ま
す
。

　

自
治
医
科
大
学
で
地
域
医
療
政
策
の
ポ
ス

ト
を
務
め
た
際
、
様
々
な
現
場
に
出
か
け
ま
し

た
。
へ
き
地
で
診
療
す
る
医
師
と
住
民
と
共
に
、

今
、
地
域
に
何
が
必
要
な
の
か
を
議
論
を
し
た

り
、
地
域
医
療
な
の
か
地
域
社
会
な
の
か
垣
根

が
わ
か
ら
な
い
分
野
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
手
法
を

学
ん
だ
り
し
た
の
は
、
今
振
り
返
れ
ば
大
き
な

経
験
で
し
た
。

―
―
学
生
の
う
ち
に
「
他
者
」
に
出
会
う
経
験

を
積
む
に
は
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
？

大
：
私
自
身
の
経
験
で
い
え
ば
、
大
学
時
代
は

部
活
動
な
ど
で
他
学
部
生
と
の
付
き
合
い
が

あ
り
、
常
に
刺
激
を
受
け
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
昭
和
大
学
で
は
、
１
年
生
は
他
学
部
の
学

生
と
同
室
で
１
年
間
の
寮
生
活
を
送
り
ま
す
。

そ
う
い
う
経
験
も
非
常
に
良
い
と
思
い
ま
す
ね
。

　

地
域
の
現
場
に
出
て
行
く
の
も
い
い
で
す
ね
。

へ
き
地
や
無
医
村
に
行
っ
た
り
、
訪
問
看
護
な

ど
の
実
習
に
行
っ
た
り
す
る
と
、
座
学
を
離
れ

て
、
色
々
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

　

何
よ
り
、
正
解
が
な
い
こ
と
を
考
え
る
経
験

は
と
て
も
重
要
で
す
。
医
学
の
授
業
は
、
正
解

が
あ
る
こ
と
を
教
え
る
授
業
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、

薬
や
病
気
の
知
識
が
な
い
と
医
師
と
し
て
働
く

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
で
も
、
す
べ
て
の
医
学

的
知
識
に
は
そ
の
発
見
の
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

誰
か
が
「
ど
う
し
て
こ
ん
な
病
気
が
あ
る
ん
だ

ろ
う
？
」
と
悩
み
、
考
え
た
か
ら
体
系
化
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
当
初
は
「
正
解
」
で

は
な
か
っ
た
は
ず
な
の
で
す
。
学
生
に
は
、
正

解
の
な
い
問
い
に
悩
み
、
考
え
る
経
験
を
通
じ

て
「
他
者
」
に
出
会
っ
て
ほ
し
い
で
す
。
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*Becker's Health IT & CIO Report "35% of patients still wary of AI-enabled and wearable digital health solutions, study fi nds: 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-fi nds-4-things-to-know.html
（2019年６月24日、最終閲覧日：2019年９月26日）

正
解
の
な
い
世
界
へ

本
特
集
は
、
ま
ず
「
勉
強
」
と
「
学
び
」
の

違
い
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
し

た
。
最
後
に
も
う
一
度
、
両
者
の
違
い
を
整
理

し
て
み
ま
し
ょ
う
。

 

「
勉
強
」
は
、
近
代
的
な
学
校
教
育
制
度
と

関
連
が
深
い
言
葉
で
す
。
近
代
の
教
育
で
は
、

「
真
っ
白
な
人
の
頭
に
知
識
を
書
き
込
む
」
と

い
う
よ
う
な
学
習
観
が
前
提
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

知
識
や
技
術
を
実
際
に
使
わ
れ
る
文
脈
か
ら
切

り
離
し
て
抽
象
化
し
、
そ
れ
ら
を
効
率
よ
く
教

え
込
む
こ
と
が
重
視
さ
れ
ま
し
た
。
ど
れ
だ
け

勉
強
し
た
か
を
測
る
た
め
、「
正
解
」
が
用
意
さ

れ
て
お
り
、
そ
こ
に
個
人
が
自
助
努
力
で
近
づ

い
て
い
く
こ
と
が
良
し
と
さ
れ
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
「
学
び
」
は
、
そ
の
よ
う
な

医 師と 医学生の学び

よ り 良 い
医

師 を 目 指 し て
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近
代
的
な
価
値
観
に
縛
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
子

ど
も
は
他
者
と
関
わ
る
な
か
で
言
葉
や
文
化
を

学
ん
で
い
き
ま
す
し
、
職
人
は
「
教
師
」
に
教

わ
る
の
で
は
な
く
、
実
践
の
な
か
で
少
し
ず
つ

技
術
を
学
び
取
っ
て
い
き
ま
す
。
人
が
他
者
と

関
わ
り
、
状
況
の
な
か
で
何
か
を
実
践
し
て
い

く
、
そ
の
過
程
そ
の
も
の
が
「
学
び
」
だ
と
い

え
る
の
で
す
。
そ
こ
に
は
画
一
的
な
「
正
解
」

は
用
意
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

医
学
生
の
間
、
皆
さ
ん
は
「
勉
強
」
を
す
る

こ
と
が
多
い
で
し
ょ
う
。
医
師
国
家
試
験
や
医

学
部
で
行
わ
れ
る
多
く
の
試
験
に
は
、
明
確
な

「
正
解
」
が
用
意
さ
れ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
は
、

そ
の
正
解
ま
で
た
ど
り
着
け
る
よ
う
日
々
努
力

し
て
い
る
は
ず
で
す
。
し
か
し
、
ひ
と
た
び
医

師
免
許
を
取
得
し
て
臨
床
の
場
に
出
た
ら
、
皆

さ
ん
は
「
正
解
」
の
な
い
世
界
へ
と
放
り
出
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

医
療
の
あ
り
方
や
、
医
療
を
取
り
巻
く
環
境

は
、
近
年
大
き
く
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。
超

高
齢
社
会
の
到
来
な
ど
で
患
者
像
は
複
雑
化
し
、

「
臓
器
別
で
は
な
く
全
身
を
診
る
」「
患
者
や
家

族
の
事
情
や
気
持
ち
を
汲
み
な
が
ら
全
人
的
に

診
る
」「
退
院
後
の
生
活
ま
で
考
え
る
」
と
い
っ

た
よ
う
に
、
医
療
や
医
師
に
求
め
ら
れ
る
役
割

は
拡
大
し
て
い
ま
す
。

ど
う
す
れ
ば
患
者
さ
ん
や
家
族
に
と
っ
て
最

善
の
選
択
が
で
き
る
の
か
、
画
一
的
で
明
示
的

な
「
正
解
」
は
ど
こ
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。
一
人

ひ
と
り
の
患
者
さ
ん
に
向
き
合
い
、
チ
ー
ム
で

協
力
し
て
、
よ
り
良
い
と
思
わ
れ
る
答
え
を
出

し
、
そ
し
て
そ
の
答
え
が
本
当
に
良
い
も
の
で

あ
っ
た
か
ど
う
か
、
振
り
返
っ
て
考
え
続
け
る

し
か
な
い
の
で
す
。

人
は
何
の
た
め
に
学
ぶ
の
か

教
育
心
理
学
者
で
、
日
本
の
認
知
科
学
研
究

の
第
一
人
者
で
あ
る
佐
伯
胖
は
、
自
身
の
著
書

で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

 

「
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
予
想
の
次
元
で
は

な
く
、
む
し
ろ
希
望
の
次
元
に
生
き
る
こ
と
で

*1…佐伯胖（1995）『「学ぶ」ということの意味』, 岩波書店,pp. 9-10

【第32号特集「他者に学ぶ、他者と学ぶ」　参考文献一覧】
・香川秀太（2011）「状況論の拡大：状況的学習、文脈横断、そして共同体間の
 『境界』を問う議論へ」『認知科学』18(4), pp.604-623
・木村元・小玉重夫・船橋一男（2009）『教育学をつかむ』, 有斐閣
・佐伯胖監修・渡部信一編（2010）『「学び」の認知科学事典』, 大修館書店
・ 佐伯胖（2014）「そもそも『学ぶ』とはどういうことか：正統的周辺参加論の前と

後」『組織科学』48（2）, pp.38-49
・佐藤公治（1999）『対話の中の学びと成長』, 金子書房
・城間祥子（2012）「学習環境のデザイン：状況論的学習観にもとづく学習支援
 （リレー連載　教育のゆくえ）」『教育創造』171, pp.46-51
・ 春田淳志・錦織宏（2014）「Ⅰ　医療専門職の多職種連携に関する理論につい

て」『医学教育』45（3）, pp.121-134

は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
こ
う
い
う
こ
と
が
、
い

つ
い
つ
ま
で
に
で
き
る
よ
う
に
な
る
』
こ
と
を

目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、
い
つ
ど
う
な
る
か
、

何
が
起
こ
る
か
の
予
想
を
超
え
て
、
と
も
か
く

よ
く
な
る
こ
と
へ
の
信
頼
と
希
望
の
中
で
、
一

瞬
一
瞬
を
大
切
に
し
て
、
今
を
生
き
る
と
い
う

こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
」*

１
。

皆
さ
ん
は
、何
の
た
め
に
学
ん
で
い
ま
す
か
？

試
験
に
合
格
す
る
た
め
、
学
ぶ
の
が
楽
し
い
か

ら
⋮
な
ど
、
様
々
な
理
由
が
あ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
究
極
的
に
は
や
は
り
「
よ
り
良
い
医

師
に
な
り
た
い
か
ら
」
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

よ
り
良
い
医
師
と
は
ど
ん
な
医
師
か
、
こ
れ
に

も
も
ち
ろ
ん
「
正
解
」
は
あ
り
ま
せ
ん
。
皆
さ

ん
自
身
、
将
来
ど
ん
な
医
師
に
な
り
た
い
の
か
、

そ
の
た
め
に
ど
の
よ
う
に
学
ん
で
い
き
た
い
の

か
、
自
分
な
り
に
考
え
て
み
て
ほ
し
い
と
思
い

ま
す
。
今
回
の
特
集
が
、
皆
さ
ん
の
よ
り
良
い

学
び
へ
の
一
助
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。
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飯
島
（
以
下
、
飯
）：
皆
さ
ん
は
ど
ん

な
仕
事
を
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
か
？

澤
平
（
以
下
、
澤
）：
僕
は
今
フ
リ
ー

ラ
ン
ス
の
カ
メ
ラ
マ
ン
と
し
て
、
別

の
カ
メ
ラ
マ
ン
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
を

し
た
り
、
自
分
で
撮
影
を
し
て
い
ま

す
。
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
ビ
デ
オ
や
人
物

の
撮
影
が
主
な
仕
事
で
す
。

岡
野
（
以
下
、
岡
）：
私
も
同
じ
く

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
で
ア
シ
ス
タ
ン
ト
や

撮
影
を
し
て
い
ま
す
。
有
名
人
の
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
な
ど
に
行
く
こ
と
も
あ
り
ま

す
が
、好
き
な
分
野
は
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

で
す
。

野
口
（
以
下
、
野
）：
私
は
最
近
ま

で
他
の
カ
メ
ラ
マ
ン
の
ア
シ
ス
タ
ン

ト
を
し
て
い
ま
し
た
。
夏
頃
か
ら
自

分
で
も
撮
り
た
い
と
思
い
、
会
社
の

撮
影
部
に
入
っ
て
社
内
カ
メ
ラ
マ
ン

と
し
て
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
以
外
に
も
、
保
育
園
の
運
動
会

や
キ
ッ
ズ
ダ
ン
ス
な
ど
の
撮
影
を
し

て
い
ま
す
。
希
望
の
ジ
ャ
ン
ル
は
音

楽
系
で
す
。

印
南
（
以
下
、
印
）：
カ
メ
ラ
マ
ン

に
な
る
に
は
、
ど
う
い
う
教
育
や
訓

練
を
受
け
る
ん
で
し
ょ
う
か
？

澤
：
色
々
あ
り
ま
す
が
、
専
門
学
校

や
大
学
を
卒
業
後
、
撮
影
ス
タ
ジ
オ

に
就
職
し
て
、
技
術
を
学
ぶ
の
が
一

般
的
で
す
ね
。
僕
た
ち
３
人
は
同
じ

ス
タ
ジ
オ
で
出
会
っ
た
の
で
す
が
、

そ
の
ス
タ
ジ
オ
の
場
合
は
、
基
本
的

に
は
２
年
３
か
月
で
一
通
り
の
技
術

を
学
び
終
わ
っ
て
、
巣
立
つ
こ
と
に

な
り
ま
す
。

パ
ッ
ク
（
以
下
、
パ
）：
具
体
的
に
は

ど
ん
な
こ
と
を
学
ぶ
の
で
し
ょ
う
か
？

野
：
ス
タ
ジ
オ
で
ラ
イ
ト
を
組
み
、

モ
デ
ル
さ
ん
が
立
ち
、
写
真
を
撮
る

と
い
う
一
連
の
流
れ
を
学
ぶ
こ
と
が

で
き
ま
す
。
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
が
ど
ん

な
写
真
を
撮
り
た
い
か
に
応
じ
て
、

ど
う
い
う
照
明
を
使
え
ば
そ
れ
が
実

現
で
き
る
か
を
学
ぶ
と
い
う
感
じ
で

す
ね
。

印
：
ス
タ
ジ
オ
で
写
真
を
評
価
し
て

も
ら
う
機
会
は
あ
る
ん
で
す
か
？

岡
：
評
価
は
、
専
門
学
校
や
大
学
な

ど
写
真
を
学
び
始
め
る
段
階
に
は
受

け
ま
す
が
、
ス
タ
ジ
オ
に
就
職
し
た

後
に
受
け
る
こ
と
は
な
い
で
す
ね
。

飯
：
卒
業
試
験
や
国
家
試
験
が
あ
る

医
学
生
と
は
違
い
ま
す
ね
。

や
り
た
い
仕
事
に

近
づ
く
た
め
に

飯
：
ス
タ
ジ
オ
を
出
た
後
は
ど
う
さ

れ
る
ん
で
す
か
？

澤
：
そ
の
後
の
進
路
は
自
分
た
ち
で

決
め
ま
す
。
好
き
な
カ
メ
ラ
マ
ン
や

付
き
た
い
と
思
う
カ
メ
ラ
マ
ン
を
探

し
て
、
そ
の
人
に
付
く
こ
と
も
で
き

ま
す
し
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
で
働
く
こ

と
も
で
き
ま
す
。
ス
タ
ジ
オ
で
ず
っ

と
働
く
と
い
う
選
択
も
あ
り
ま
す
。

岡
：
誰
か
に
付
く
人
と
、
フ
リ
ー
ラ

ン
ス
に
な
る
人
の
割
合
は
、
だ
い
た

い
半
々
ぐ
ら
い
だ
と
思
い
ま
す
。

野
：
誰
か
に
付
く
と
き
に
は
自
分
の

撮
っ
て
い
る
写
真
を
見
せ
て
、「
自

分
は
こ
う
い
う
写
真
が
撮
り
た
い
で

す
」
と
ア
ピ
ー
ル
し
た
り
し
ま
す
。

人
に
付
く
と
、
も
ち
ろ
ん
教
え
て
も

ら
え
ま
す
し
、
自
分
も
撮
ら
せ
て
も

ら
え
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
、

師
匠
と
弟
子
の
関
係
は
な
か
な
か
大

変
で
す
。
相
性
も
あ
る
し
、
自
分
の

時
間
が
結
構
な
く
な
り
ま
す
。

澤
：
そ
の
点
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
は
自

分
の
思
う
よ
う
に
撮
る
こ
と
が
で
き

る
か
ら
楽
し
い
で
す
ね
。

岡
：
た
だ
、
そ
れ
ま
で
培
っ
て
き
た

関
係
性
か
ら
し
か
仕
事
は
も
ら
え
な

い
の
で
、
最
初
か
ら
自
分
が
や
り
た

い
分
野
の
写
真
が
撮
れ
る
と
は
限
り

ま
せ
ん
。
95
％
く
ら
い
は
つ
な
が
ら

な
い
の
か
な
、
と
感
じ
て
い
ま
す
。

印
：
カ
メ
ラ
マ
ン
に
人
気
の
ジ
ャ
ン

ル
な
ど
は
あ
る
ん
で
す
か
？

澤
：
ジ
ャ
ン
ル
の
選
択
は
人
そ
れ
ぞ

れ
な
の
で
、
あ
ま
り
な
い
で
す
ね
。

た
だ
キ
ャ
リ
ア
と
し
て
は
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ

の
次
に
雑
誌
な
ど
の
紙
媒
体
、
そ
の

次
に
広
告
、
と
い
う
感
じ
で
規
模
が

大
き
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
有
名
な

雑
誌
や
有
名
な
女
優
さ
ん
、
大
企
業

の
広
告
な
ど
が
撮
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
ら
、
一
気
に
箔
が
付
き
ま
す
ね
。

飯
：
作
品
を
撮
っ
て
個
展
を
開
催
す

る
よ
う
な
写
真
家
を
目
指
す
方
は
多

い
で
す
か
？

澤
：
そ
う
い
う
道
も
あ
り
ま
す
が
、

金
銭
的
に
は
厳
し
い
こ
と
を
覚
悟
す

る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

野
：
雑
誌
や
広
告
で
活
躍
し
て
い
る

カ
メ
ラ
マ
ン
で
も
、
商
業
的
に
撮
る

の
と
は
全
く
違
う
、
好
き
な
分
野
の

作
品
を
ず
っ
と
撮
っ
て
い
る
人
も
い

ま
す
。
作
家
一
本
よ
り
、
そ
う
い
う

人
の
方
が
多
い
よ
う
に
思
い
ま
す
ね
。

パ
：
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
場
合
、
ど
う

や
っ
て
仕
事
を
も
ら
う
ん
で
す
か
？ 

澤
：
自
分
の
フ
ォ
ト
ブ
ッ
ク
を
ま
と

め
て
、「
こ
う
い
う
仕
事
が
で
き
ま

す
」
と
発
信
す
る
の
が
基
本
で
す
ね
。

野
：
ま
ず
は
顔
と
名
前
を
覚
え
て
も

ら
う
こ
と
が
大
切
で
す
。
ア
シ
ス
タ

ン
ト
で
現
場
に
入
る
時
は
特
に
、
そ

の
現
場
で
ど
ん
な
気
遣
い
が
で
き
る

か
、
ど
う
す
れ
ば
自
分
が
気
に
入
ら

れ
る
か
は
常
に
考
え
て
い
ま
す
。

岡
：
カ
メ
ラ
マ
ン
と
し
て
の
技
術
だ

け
で
な
く
、
人
間
性
や
、
面
白
く
て

現
場
が
和
む
か
ら
と
い
う
理
由
で
ク

ラ
イ
ア
ン
ト
か
ら
仕
事
を
も
ら
え
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
自
分
か
ら
個
性

飯島 文香 
東京女子医科大学  6年

Sopak Supakul
ソパック・スパグン（パック）東京医科歯科大学 6年

印南 麻央
横浜市立大学
1年

カメラマン 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、カメ

ラマン3名と、医学生3名で座談会を行いました。

今回は、同世代の若手カメラマン3名に集まっていただきました。どうしてこの仕事を選んだのか、どうやって専門的な技術を学ぶのか、どんなキャリアを歩むのかなど、詳しくお話を聞きました。

今回のテーマは
「カメラマン」

カ
メ
ラ
マ
ン
に
な
る
に
は

ど
う
す
れ
ば
い
い
？

→
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残
っ
て
い
る
こ
と
に
も
感
動
し
た
ん

で
す
。
そ
の
時
か
ら
ラ
イ
ブ
を
撮
り

た
い
と
思
い
続
け
て
い
ま
す
。
死
ぬ

ま
で
に
撮
り
た
い
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が

三
組
ぐ
ら
い
決
ま
っ
て
い
ま
す
。

飯
：
皆
さ
ん
印
象
的
な
瞬
間
が
あ
っ

た
の
で
す
ね
。

将
来
ど
ん
な
風
に

な
っ
て
い
た
い
？

印
：
皆
さ
ん
の
将
来
の
展
望
に
つ
い

て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

澤
：
定
年
退
職
も
な
い
の
で
、
死
ぬ

ま
で
撮
り
続
け
た
い
で
す
ね
。

岡
：
嫌
い
に
な
ら
な
い
限
り
は
続
け

た
い
で
す
。
仕
事
を
辞
め
た
と
し
て

も
、
趣
味
で
撮
り
続
け
る
か
な
と
。

野
：
私
は
目
標
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を

撮
る
ま
で
は
諦
め
た
く
な
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
曲
げ
ら
れ
な
い
目
標
が

あ
る
の
で
、
仕
事
と
し
て
も
辞
め
た

く
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
ね
。

飯
：
今
、
医
療
業
界
に
は
働
き
方
改

革
の
波
が
来
て
い
る
の
で
す
が
、
カ

メ
ラ
マ
ン
の
働
き
方
は
ど
ん
な
感
じ

で
す
か
？

澤
：
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
な
の
で
、
働
き

方
は
自
分
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る

の
か
な
と
思
い
ま
す
ね
。

野
：
私
た
ち
の
上
の
世
代
で
は
、
産

休
・
育
休
に
入
っ
て
い
る
女
性
カ
メ

ラ
マ
ン
も
多
い
で
す
よ
。

岡
：
た
だ
、
そ
の
人
た
ち
は
既
に
有

名
だ
っ
た
り
、「
こ
の
人
に
お
願
い

し
た
い
」
と
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
ま
で

行
っ
た
人
で
す
。
私
も
、
出
産
後
で

も
仕
事
を
頼
み
た
い
と
言
わ
れ
る
よ

う
に
な
れ
た
ら
一
番
な
の
で
す
が
。

野
：
そ
こ
に
た
ど
り
着
く
ま
で
が
難

し
い
よ
ね
。

写
真
に
は
そ
の
人
の

生
き
方
が
反
映
さ
れ
る

パ
：
実
は
私
は
写
真
部
だ
っ
た
の
で

す
が
、
最
近
は
忙
し
く
て
あ
ま
り

撮
っ
て
い
ま
せ
ん
。
皆
さ
ん
は
プ
ラ

イ
ベ
ー
ト
で
も
写
真
を
撮
り
ま
す
か
？

岡
：
仕
事
と
は
別
に
、
フ
ィ
ル
ム
で

写
真
を
撮
っ
て
い
ま
す
。
溜
ま
っ
た

ら
現
像
に
出
し
て
、
見
返
し
て
思
い

出
す
の
も
楽
し
い
で
す
ね
。

飯
：
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
で
写
真
を
載
せ
る

人
も
多
い
で
す
が
、
何
か
物
申
し
た

い
と
思
う
こ
と
は
…
？

野
：
あ
り
ま
せ
ん
（
笑
）。
私
の
友

達
も
写
真
を
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
載
せ
て
い
ま

す
が
、
上
手
だ
な
と
思
い
ま
す
し
、

楽
し
ん
で
撮
っ
て
い
る
こ
と
が
伝

わ
っ
て
き
ま
す
よ
ね
。

印
：
写
真
を
撮
る
と
き
に
心
が
け
て

い
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

澤
：
一
枚
の
写
真
を
撮
っ
た
時
、
な

ぜ
こ
の
写
真
を
撮
っ
た
ん
だ
ろ
う
と

自
問
自
答
し
、
考
え
て
い
ま
す
。
自

分
が
生
き
て
き
た
過
程
が
、
撮
る
こ

と
の
理
由
に
な
っ
て
い
る
は
ず
な
の

で
、
そ
れ
を
考
え
て
い
け
ば
、
自
ず

と
自
分
の
撮
り
た
い
も
の
が
見
つ
か

る
の
で
は
と
思
っ
て
い
ま
す
。

飯
：
す
ご
い
。
そ
ん
な
こ
と
、
考
え

た
こ
と
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

澤
：
何
を
し
て
い
る
か
で
撮
れ
る
写

真
も
変
わ
っ
て
く
る
と
思
う
ん
で
す
。

医
師
に
は
医
師
の
視
点
が
あ
り
ま
す

か
ら
、
そ
れ
で
写
真
を
撮
れ
た
ら
素

晴
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。
写
真
家
と

し
て
は
、
自
分
に
は
撮
れ
な
い
も
の

が
あ
っ
て
う
ら
や
ま
し
い
で
す
ね
。

自
分
な
ら
で
は
の
視
点
で

写
真
を
撮
り
に
行
こ
う

印
：
今
日
は
、
カ
メ
ラ
マ
ン
と
い
う

仕
事
の
中
に
も
色
々
な
分
野
の
仕
事

が
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
ま
た
、
自
分
の
積
み
重
ね
て

き
た
も
の
を
写
真
に
反
映
で
き
る
と

い
う
考
え
に
も
魅
力
を
感
じ
ま
し
た
。

私
も
自
分
な
ら
で
は
の
視
点
で
写
真

を
撮
っ
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

飯
：
今
ま
で
異
業
種
に
目
を
向
け
る

機
会
が
な
か
っ
た
の
で
、
と
て
も
有

意
義
で
し
た
。
医
師
の
視
点
が
う
ら

や
ま
し
い
と
言
っ
て
い
た
だ
く
な
ど
、

こ
ち
ら
か
ら
は
と
て
も
想
像
で
き

な
い
考
え
方
が
あ
る
の
も
、
興
味
深

か
っ
た
で
す
。

パ
：
社
会
人
と
し
て
の
自
己
ア
ピ
ー

ル
の
重
要
性
な
ど
も
学
ば
せ
て
い
た

だ
い
て
、
と
て
も
良
か
っ
た
で
す
。

私
も
放
置
し
て
い
た
カ
メ
ラ
を
引
っ

ぱ
り
出
し
て
、
撮
り
に
行
こ
う
か
な

と
思
い
ま
し
た
。
ど
う
も
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

や
魅
力
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
が
大

事
だ
と
思
い
ま
す
。

カ
メ
ラ
マ
ン
を
目
指
し
た

き
っ
か
け
は
？

印
：
皆
さ
ん
は
ど
う
し
て
カ
メ
ラ
マ

ン
を
目
指
し
た
ん
で
す
か
？

澤
：
僕
は
中
高
時
代
に
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
昔
の
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
ビ
デ

オ
な
ど
を
見
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が

き
っ
か
け
で
、
映
像
の
大
学
に
進
学

し
ま
し
た
。
そ
し
て
大
学
の
課
題
で

撮
っ
た
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
ポ
ー
ト

レ
ー
ト
を
評
価
さ
れ
た
の
が
自
信
に

な
り
、
こ
の
仕
事
に
決
め
ま
し
た
。

岡
：
私
は
工
業
高
校
で
デ
ザ
イ
ン
系

を
学
ん
で
い
て
、
卒
業
後
に
就
職
す

る
か
ど
う
か
悩
ん
で
い
ま
し
た
。
す

る
と
、
私
が
当
時
携
帯
で
い
つ
も
写

真
を
撮
っ
て
い
た
の
を
知
っ
て
い

た
親
か
ら
、「
写
真
の
道
に
進
ん
だ

ら
？
」
と
言
わ
れ
た
ん
で
す
。
そ
れ

で
専
門
学
校
に
体
験
入
学
に
行
っ
た

ら
、
白
い
ス
タ
ジ
オ
に
モ
デ
ル
さ
ん

が
い
て
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
撮
影
を

さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
の
瞬
間

に
「
あ
、
こ
れ
だ
」
と
思
い
ま
し
た
。

野
：
私
は
中
学
時
代
、
友
達
と
う
ま

く
い
か
ず
、
学
校
に
行
け
な
く
な
り

ま
し
た
。
そ
の
時
に
私
を
救
っ
て
く

れ
た
の
が
音
楽
で
す
。
中
学
3
年
生

で
初
め
て
行
っ
た
ラ
イ
ブ
に
感
激
し
、

人
生
で
こ
ん
な
に
楽
し
い
も
の
が
あ

る
ん
だ
、
と
思
い
ま
し
た
。
後
日
、

音
楽
誌
で
そ
の
ラ
イ
ブ
の
写
真
を
見

た
ら
、
ラ
イ
ブ
を
思
い
出
し
て
感
動

す
る
と
同
時
に
、
そ
の
夜
の
記
録
が

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。

岡野 由奈
カメラマン

澤平 桂志
カメラマン

野口 知里
カメラマン

カメラマン 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、カメ

ラマン3名と、医学生3名で座談会を行いました。

医学生 × カメラマン
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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【後編】

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。今回は前号に引き続き、このセンターで、歩くことが難しい子どもとその親を対象にした生活指導
などを行う親子入園を担当されてい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）

声
を
か
け
や
す
い
関
係
を
築
く

―
―
多
角
的
な
視
点
か
ら
親
子
を
支

援
す
る
た
め
に
は
、
多
職
種
間
の
綿

密
な
連
携
が
必
要
で
す
よ
ね
。

田
中
伸
（
Ｓ
Ｔ*

1

）：
は
い
。
特
に
リ

ハ
ビ
リ
系
ス
タ
ッ
フ
は
、普
段
は
親
子

と
個
別
で
関
わ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、

ど
う
し
て
も
自
分
の
専
門
分
野
に
と

ら
わ
れ
て
考
え
が
偏
り
が
ち
に
な
り

ま
す
。
や
は
り
他
職
種
か
ら
様
々
な

情
報
を
得
る
機
会
は
重
要
で
す
。

亀
山
（
保
育
士
）：
私
も
親
子
と
関

わ
る
際
は
、「
こ
の
子
は
こ
う
い
う

子
、
こ
の
親
御
さ
ん
は
こ
う
い
う
方
」

と
決
め
つ
け
な
い
よ
う
に
心
が
け
て

い
ま
す
。
他
職
種
に
訓
練
の
時
の
様

子
を
聴
く
な
ど
し
て
、
広
い
視
野
を

保
て
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

伊
藤
（
看
護
師
）：
退
園
後
を
見
据

え
て
各
機
関
と
の
調
整
を
す
る
際
に

も
、
こ
の
チ
ー
ム
は
非
常
に
頼
り
に

な
り
ま
す
。
退
園
後
に
地
域
に
帰
る

と
、
小
児
の
リ
ハ
ビ
リ
を
し
っ
か
り

み
て
く
れ
る
施
設
は
な
か
な
か
多
く

あ
り
ま
せ
ん
。
入
園
中
は
、
集
中
的

な
リ
ハ
ビ
リ
や
支
援
を
受
け
、
手
ご

た
え
を
感
じ
る
親
御
さ
ん
が
多
い
の

で
す
が
、
そ
の
分
退
園
後
へ
の
不
安

も
募
り
が
ち
な
の
で
す
。
で
も
こ
こ

の
ス
タ
ッ
フ
は
、「
で
き
な
い
の
だ
か

ら
仕
方
な
い
」
で
終
わ
ら
せ
ず
、「
こ

う
い
う
方
法
な
ら
ニ
ー
ズ
に
合
う
か

も
し
れ
な
い
」
な
ど
と
前
向
き
な
助

言
を
く
れ
ま
す
。
そ
れ
が
き
っ
か
け

で
地
域
と
の
調
整
が
進
む
こ
と
も
多

く
、
あ
り
が
た
く
感
じ
ま
す
。

―
―
多
職
種
間
で
ど
の
よ
う
に
連
携

を
と
っ
て
い
る
の
で
す
か
？

山
口
（
医
師
）：
毎
週
金
曜
の
夕

方
、
各
部
門
か
ら
ス
タ
ッ
フ
が
集
ま

り
、
全
ケ
ー
ス
の
情
報
交
換
を
す
る

カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
開
い
て
い
ま
す
。

個
々
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
入
園

か
ら
４
週
間
後
に
担
当
者
が
集
ま
り

検
討
し
ま
す
。
そ
の
他
、
何
か
あ
れ

ば
電
話
や
メ
ー
ル
で
適
宜
連
絡
し
て

い
ま
す
。
病
棟
看
護
師
や
Ｓ
Ｗ*

2

が

ハ
ブ
と
な
る
こ
と
が
多
い
で
す
ね
。

鳥
飼
（
看
護
師
）：
職
種
間
の
連
絡

調
整
の
ほ
か
、「
訓
練
中
に
訊
き
そ

び
れ
て
し
ま
っ
た
」「
訓
練
後
に
こ

ん
な
こ
と
に
気
付
い
た
」
な
ど
の
親

御
さ
ん
か
ら
の
言
付
け
を
、
各
部
署

に
連
絡
し
た
り
も
し
て
い
ま
す
。

徳
井
（
心
理
士
）：
誰
か
が
看
護
師

に
何
か
報
告
す
る
と
、
そ
れ
が
速
や

か
に
チ
ー
ム
全
員
で
共
有
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
医
療
的

な
課
題
だ
け
で
な
く
、
細
か
な
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
変
更
な
ど
も
き
ち
ん
と
全

員
に
伝
わ
っ
て
い
る
の
で
、
ス
ム
ー

ズ
に
連
携
で
き
ま
す
。

田
中
慎
（
Ｏ
Ｔ*

3

）：
リ
ハ
ビ
リ
系
ス

タ
ッ
フ
間
で
は
、
特
に
Ｐ
Ｔ*

4

と
Ｏ

Ｔ
は
ス
タ
ッ
フ
ル
ー
ム
を
共
有
し
て

フ
リ
ー
デ
ス
ク
で
仕
事
を
し
て
い
る

の
で
、
密
な
情
報
交
換
が
で
き
ま
す
。

竹
本
（
Ｐ
Ｔ
）：
病
棟
に
も
1
日
1
回

は
行
く
機
会
が
あ
り
、
医
師
や
病
棟

看
護
師
と
は
そ
こ
で
情
報
共
有
や
確

認
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、
気

*１ ST…言語聴覚士（Speech・Language-Hearing Therapist）、*２ SW…ソーシャルワーカー（Social Worker）、*３ OT…作業療法士（Occupational Therapist）、*４ PT…理学
療法士（Physical Therapist） 20



障害のある子どもとその
家族が

笑顔で暮らしていくため
に

入園中の親子が利用する部屋

に
な
る
こ
と
が
あ
れ
ば
す
ぐ
に
病

棟
に
連
絡
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま

す
。
ナ
ー
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
行
け

ば
、
常
に
誰
か
し
ら
ス
タ
ッ
フ
が
い

て
、
雑
談
も
交
え
な
が
ら
情
報
交
換

で
き
る
の
で
、
自
然
と
連
携
を
と
り

や
す
い
雰
囲
気
が
あ
り
ま
す
ね
。

信
頼
関
係
と
尊
敬
が
連
携
の
要

―
―
そ
の
よ
う
な
垣
根
の
な
い
関
係

を
築
く
た
め
に
、
何
か
工
夫
し
て
い

る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

山
口
：
医
師
は
他
職
種
か
ら
「
話
し

か
け
に
く
い
」
と
思
わ
れ
が
ち
で
す

か
ら
、
で
き
る
だ
け
話
し
か
け
や
す

い
雰
囲
気
を
つ
く
る
こ
と
を
心
が
け

て
い
ま
す
ね
。
急
性
期
の
医
療
機
関

な
ど
で
は
、
医
師
一
人
が
頑
張
れ
ば
、

何
と
か
結
果
を
出
せ
る
面
も
あ
る
と

思
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
施
設
で
は
、

多
職
種
み
ん
な
に
頑
張
っ
て
も
ら
う

こ
と
こ
そ
が
重
要
な
ん
で
す
。

竹
本
：
何
か
あ
れ
ば
す
ぐ
医
師
に

連
絡
す
る
と
い
う
文
化
が
根
付
い
て

い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
や
は
り
先

生
方
が
常
に
笑
顔
で
い
て
く
だ
さ
り
、

気
軽
に
話
し
か
け
ら
れ
る
こ
と
が
大

き
い
と
思
い
ま
す
。

徳
井
：
障
害
の
あ
る
お
子
さ
ん
に
関

わ
る
場
合
、
手
術
を
受
け
て
治
り
、

「
先
生
あ
り
が
と
う
」
と
言
っ
て
帰
っ

て
い
く
子
ば
か
り
で
は
な
く
、
長
く

お
付
き
合
い
し
て
い
く
ケ
ー
ス
も
多

い
の
で
す
。
医
師
の
仕
事
も
、
利
用

者
が
医
療
サ
ー
ビ
ス
や
福
祉
サ
ー
ビ

ス
を
受
け
る
た
め
の
書
類
作
成
や
手

続
き
、退
園
後
の
通
院
先
と
の
面
談

な
ど
多
岐
に
わ
た
り
、傍
で
見
て
い
て

も
大
変
だ
な
と
感
じ
ま
す
。で
も
当
施

設
の
先
生
方
は
皆
、お
子
さ
ん
の
人

生
、そ
し
て
そ
れ
を
支
え
る
家
族
の

人
生
を
よ
り
良
く
し
よ
う
と
喜
ん
で

尽
力
さ
れ
て
い
て
、
非
常
に
尊
敬
し

て
い
ま
す
。

佐
々
木
（
Ｓ
Ｗ
）：
皆
が
そ
れ
ぞ
れ

に
意
見
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
職
種

間
を
調
整
す
る
際
は
、
正
直
少
し

苛
々
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す

（
笑
）。
で
も
そ
れ
は
、
各
々
の
専
門

性
に
基
づ
い
て
、「
何
が
患
者
さ
ん

に
と
っ
て
一
番
良
い
か
」
を
真
剣
に

考
え
て
い
る
か
ら
。
そ
う
思
っ
て
す

ぐ
に
気
持
ち
を
切
り
替
え
ら
れ
る
の

は
、
や
は
り
他
職
種
へ
の
尊
敬
と
信

頼
関
係
が
根
底
に
あ
る
か
ら
だ
と
思

い
ま
す
。

子
ど
も
と
家
族
の
笑
顔
を
支
え
る

―
―
こ
の
チ
ー
ム
が
一
番
大
事
に
し

て
い
る
こ
と
は
何
で
す
か
？

須
山
（
看
護
師
）：
当
施
設
に
入
園

し
て
こ
ら
れ
る
方
は
、
誰
し
も
様
々

な
不
安
や
悩
み
を
抱
え
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
最
も
重
視
し
て
い
る
の
は
、

利
用
者
の
方
が
、
親
子
入
園
の
８
週

間
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
安
心
・
安
全
に

過
ご
せ
る
環
境
づ
く
り
で
す
ね
。
何

か
一
つ
で
も
悩
み
や
不
安
を
解
消
し
、

満
足
し
て
帰
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
、

病
棟
ス
タ
ッ
フ
が
一
丸
と
な
っ
て
目

指
し
て
い
る
こ
と
で
す
。

山
口
：
小
児
科
医
と
し
て
も
、
多
職

種
で
協
力
し
合
っ
て
、
子
ど
も
や
家

族
が
笑
顔
で
暮
ら
せ
る
手
助
け
が
で

き
る
こ
の
仕
事
は
素
晴
ら
し
い
も
の

だ
と
日
々
実
感
し
て
い
ま
す
。

　

た
だ
、
子
ど
も
は
い
つ
し
か
大
人

に
な
り
、
家
族
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ

も
進
み
、
私
た
ち
が
お
手
伝
い
で
き

る
時
期
は
や
が
て
終
わ
り
ま
す
。
私

た
ち
は
、「
入
園
し
て
も
ら
い
、
無

事
に
地
域
に
帰
っ
て
い
た
だ
く
」
と

い
う
だ
け
で
な
く
、
も
っ
と
長
期
的

な
視
点
に
立
っ
て
関
わ
っ
て
い
く
必

要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
障
害
の
あ
る

子
ど
も
と
家
族
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ

の
モ
デ
ル
を
つ
く
り
、
次
の
ス
テ
ー

ジ
へ
と
進
ん
で
も
ら
う
。
そ
ん
な
支

援
に
、
チ
ー
ム
で
取
り
組
ん
で
い
け

た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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地域医療
ルポ

RE
PO29

　
「
臨
床
医
は
み
ん
な
、
患
者
さ
ん

か
ら
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
取
っ
て
い

ま
す
。
私
の
場
合
『
ど
ん
な
に
具
合

が
悪
く
て
も
家
に
帰
り
た
い
』
と
い

う
思
い
を
受
け
取
る
こ
と
が
多
か
っ

た
。
そ
の
希
望
に
応
え
る
う
ち
、自
然

と
在
宅
医
療
に
力
を
入
れ
る
よ
う
に

な
り
、
今
に
至
り
ま
す
。
患
者
さ
ん

に
導
か
れ
た
と
も
言
え
ま
す
ね
。」

　

リ
ウ
マ
チ
の
専
門
医
と
し
て
病
院

で
の
在
宅
医
療
に
取
り
組
ん
で
い
た

２
０
０
１
年
、
三
輪
医
院
の
前
院
長

か
ら
声
が
か
か
り
、
副
院
長
に
就
任
。

も
と
も
と
開
業
す
る
気
は
な
か
っ
た

が
、在
宅
医
療
の
ニ
ー
ズ
が
高
い
こ
の

地
域
に
根
を
下
ろ
す
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、
千
人
以
上

の
在
宅
看
取
り
を
行
っ
て
き
た
。

　

死
に
ゆ
く
患
者
さ
ん
と
ど
う
向

き
合
う
か
。
医
学
部
で
も
臨
床
で
も
、

「
死
」
に
つ
い
て
体
系
的
に
学
ぶ
機

会
は
な
い
。
か
つ
て
、
死
の
意
味
を

考
え
る
こ
と
は
医
療
と
は
切
り
離
さ

れ
て
い
た
が
、
今
後
は
そ
う
も
い
か

な
い
だ
ろ
う
と
千
場
先
生
は
言
う
。

　
「
多
死
社
会
に
向
け
て
、
医
師
の

役
割
は
、
生
物
学
的
な
生
死
を
判

断
し
、
生
き
続
け
ら
れ
る
よ
う
力
を

尽
く
す
だ
け
で
は
足
り
な
く
な
り

つ
つ
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
医
師

も
、
死
の
意
味
を
哲
学
的
に
考
え
た

り
、
あ
る
い
は
死
生
観
に
つ
い
て
考

え
た
り
し
て
、
こ
の
世
と
あ
の
世
の

橋
渡
し
が
で
き
な
い
と
、
患
者
さ
ん

と
本
当
の
意
味
で
向
き
合
う
こ
と
は

で
き
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

死
と
い
う
も
の
を
ど
う
考
え
、
ど
う

死と向き合い、その先の未来を考える
神奈川県横須賀市　三輪医院　千場 純先生
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捉
え
る
か
。
こ
れ
は
、
医
師
に
な
っ

て
か
ら
も
続
く
大
き
な
テ
ー
マ
で
す
。

私
自
身
も
患
者
さ
ん
の
死
を
通
じ
て
、

死
の
意
味
や
、
医
師
と
し
て
の
使
命

を
と
に
か
く
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

在
宅
医
療
は
特
に
、
そ
う
い
う
患
者

さ
ん
に
た
く
さ
ん
出
会
え
る
場
な
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。」

　

さ
ら
に
千
場
先
生
は
、
地
域
住
民

の
交
流
の
場
と
し
て
「
し
ろ
い
に
じ

の
家
」
を
運
営
し
、
研
修
会
や
読
み

聞
か
せ
、
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
、
様
々

な
イ
ベ
ン
ト
を
行
っ
て
い
る
。

　
「
た
だ
在
宅
医
療
を
行
う
だ
け
で

は
な
い
、
も
う
一
つ
先
の
使
命
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
は
、
地
域
包
括
ケ
ア

や
在
宅
看
取
り
、
認
知
症
の
こ
と
な

ど
を
、
多
く
の
地
域
住
民
に
理
解
し

て
も
ら
い
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
ら
れ

る
地
域
社
会
を
作
っ
て
い
く
こ
と
で

す
。
究
極
的
に
は
、
診
療
所
が
あ
る

こ
と
で
、
そ
の
地
域
の
幸
福
度
が
上

が
る
よ
う
な
形
に
で
き
た
ら
一
番
良

い
で
す
よ
ね
。

　

幸
い
、
私
と
同
じ
よ
う
な
問
題
意

識
を
持
つ
40
〜
50
代
の
医
師
が
た
く

さ
ん
い
ま
す
。
こ
の
先
生
方
が
20
年

後
の
地
域
社
会
を
作
り
、
さ
ら
に
20

年
後
を
今
の
学
生
さ
ん
た
ち
の
世
代

が
担
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ

の
頃
に
、
地
域
医
療
の
あ
り
方
や
医

師
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
ど
う
変
わ
っ
て

い
る
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら

こ
そ
、
そ
の
未
来
を
自
分
た
ち
の
も

の
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
し
、
何
を
す
べ

き
か
、
何
が
で
き
る
か
を
考
え
ら
れ

る
医
師
に
な
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。」

かねてより港町として栄え、黒船来
航以降海防拠点として発展。現在も
国防機能が集積する。2001年には中
核市に指定されたが、近年は人口減
少が続き高齢化率も 30％台に。在宅
療養を推進し、独自指標「地域看取
り率」のもと数々の取り組みを行う。

神奈川県横須賀市

高度経済成長の時代に開かれた住宅街の中に三輪医院はある。

外観。玄関前には季節の植物が植えられる。 横須賀港は観光地としても名高い。
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*1ハイポガングリオノーシス…腸管神経節細胞僅少症。
*2ヒルシュスプルング病…腸の神経節細胞が肛門から連続して欠如するために、便秘や腸閉塞を生じる疾患。 
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*gMG…全身型重症筋無力症。 28
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医師の働き方を
考える

込
ん
で
い
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
小

学
４
年
生
の
性
教
育
の
授
業
で
卵
子

と
精
子
か
ら
赤
ち
ゃ
ん
が
で
き
る
こ

と
を
知
り
、「
人
体
っ
て
面
白
い
！
」

と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ

を
機
に
、
貪
る
よ
う
に
人
体
図
鑑
や

家
庭
向
け
の
医
学
書
を
読
む
よ
う
に

な
り
、
小
学
６
年
生
の
頃
に
は
医
学

部
を
志
す
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

藤
：
そ
の
頃
は
お
父
様
の
お
仕
事
の

関
係
で
、
オ
ラ
ン
ダ
で
生
活
さ
れ
て

い
た
の
で
す
よ
ね
。

前
：
え
え
。
小
学
5
年
生
か
ら
3
年

半
の
間
、
現
地
の
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ

ル
ス
ク
ー
ル
に
通
っ
て
い
ま
し
た
。
そ

の
頃
の
英
語
と
理
科
の
授
業
が
、
今

の
私
の
基
礎
に
な
っ
て
い
ま
す
。
特

に
理
科
は
、
毎
日
２
時
間
か
け
て
実

験
を
行
い
、宿
題
で
レ
ポ
ー
ト
や
エ
ッ

セ
イ
を
書
く
授
業
だ
っ
た
の
で
す
が
、

そ
の
形
式
は
今
振
り
返
る
と
論
文

の
書
き
方
そ
の
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。

お
か
げ
で
、
医
学
部
に
入
っ
て
か
ら

喘
息
と
闘
い
な
が
ら
医
学
部
合
格

藤
巻
（
以
下
、
藤
）：
前
田
先
生
は

放
射
線
診
断
の
若
き
研
究
者
と
し

て
国
内
外
で
ご
活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
方
で
バ
イ
オ
リ
ン
の
名
手
で
も
あ

り
、
水
泳
や
空
手
に
も
励
み
、
科
学

全
般
に
も
明
る
い
う
え
、
一
児
の
母

で
も
あ
る
。
活
動
の
幅
広
さ
と
熱
量

に
驚
愕
す
る
ば
か
り
で
す
が
、
実
は

が
ん
患
者
で
、
喘
息
に
も
長
く
苦
し

ま
れ
た
背
景
を
お
持
ち
で
す
。
闘
病

し
な
が
ら
の
こ
の
華
々
し
い
ご
活
躍

に
は
関
心
が
尽
き
ま
せ
ん
。

　

さ
っ
そ
く
で
す
が
、
先
生
は
な
ぜ

医
師
を
志
し
た
の
で
し
ょ
う
か
？

前
田
（
以
下
、
前
）：
も
と
も
と
サ

イ
エ
ン
ス
全
般
が
好
き
で
、
幼
児
期

の
将
来
の
夢
は
天
文
学
者
で
し
た
。

天
体
望
遠
鏡
で
毎
日
星
を
眺
め
て
い

た
こ
と
が
高
じ
て
、
天
体
観
測
の
た

め
の
気
象
予
測
や
、
顕
微
鏡
で
の
鉱

物
観
察
な
ど
、
地
学
分
野
に
の
め
り

今
回
は
、
が
ん
と
闘
病
し
な
が
ら
、
放
射
線
科
医
と
し
て
国
内
外
で
活
躍
さ
れ
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
で
も

ア
ク
テ
ィ
ブ
に
活
動
さ
れ
て
い
る
前
田
恵
理
子
先
生
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

　

が
ん
と
闘
病
し
な
が
ら
、
研
究
も
私
生
活
も
ア
ク
テ
ィ
ブ
に

  　
　
　

〜
放
射
線
科
医　

前
田 

恵
理
子
先
生
〜

語り手（写真右）　
前田 恵理子先生
東京大学医学部附属病院　放射線科　特任助教

聞き手（写真左）　
藤巻 高光先生
埼玉医科大学医学部　脳神経外科　教授
日本医師会男女共同参画委員会委員
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現
在
ま
で
、
論
文
の
書
き
方
に
困
っ

た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
、
良
い
影
響
だ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
渡
蘭
し
て
１
年
後

に
喘
息
を
発
症
し
て
し
ま
っ
た
の
で

す
。
寒
冷
な
気
候
や
ハ
ウ
ス
ダ
ス
ト
、

受
動
喫
煙
な
ど
の
要
因
も
あ
り
ま
す

が
、
言
語
の
違
い
に
よ
る
ス
ト
レ
ス

も
大
き
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

帰
国
後
は
さ
ら
に
状
態
が
悪
化

し
、
何
度
も
救
急
搬
送
さ
れ
ま
し
た
。

中
学
３
年
生
で
は
心
停
止
も
経
験
し

ま
し
た
。
常
に
頭
に
酸
素
が
足
り
て

お
ら
ず
、
学
校
の
勉
強
に
な
か
な
か

つ
い
て
い
け
ま
せ
ん
で
し
た
。
特
に

数
学
で
は
大
き
く
つ
ま
ず
き
ま
し
た
。

オ
ラ
ン
ダ
の
数
学
は
考
え
方
を
重
視

す
る
授
業
だ
っ
た
た
め
、
日
本
の
数

学
の
よ
う
な
問
題
演
習
の
反
復
に
全

く
馴
染
め
な
か
っ
た
の
で
す
。
一
時

は
医
学
部
合
格
が
難
し
い
と
こ
ろ
ま

で
成
績
が
落
ち
込
み
ま
し
た
が
、
や

は
り
医
学
の
道
を
諦
め
た
く
な
い
と

思
い
、
そ
こ
か
ら
一
念
発
起
し
ま
し

た
。
で
き
な
い
部
分
を
認
め
、
一
つ

ず
つ
や
り
直
そ
う
と
、
分
数
・
小
数

か
ら
繰
り
返
し
学
び
直
し
ま
し
た
。

そ
の
か
い
あ
っ
て
、
東
京
大
学
理
科

三
類
に
現
役
で
合
格
で
き
ま
し
た
。

キ
ャ
リ
ア
形
成
と
結
婚
・
出
産

藤
：
大
学
に
入
っ
て
か
ら
の
生
活
は

い
か
が
で
し
た
か
？

前
：
教
養
課
程
の
２
年
間
は
、
か
ね

て
か
ら
の
趣
味
で
あ
る
バ
イ
オ
リ
ン

に
熱
中
し
ま
し
た
。
ま
た
、
喘
息
を

治
そ
う
と
入
部
し
た
水
泳
部
の
つ
て

で
、
大
学
病
院
で
治
療
を
受
け
る
こ

と
に
な
り
、
吸
入
ス
テ
ロ
イ
ド
で
症

状
も
落
ち
着
い
て
い
ま
し
た
。

藤
：
し
か
し
一
転
し
て
、
医
学
部
進

学
後
は
ホ
ル
マ
リ
ン
な
ど
の
薬
剤
や
、

臨
床
実
習
の
ハ
ー
ド
さ
で
、
体
調
が

悪
化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
ね
。

前
：
は
い
。
大
学
５
年
生
の
時
に
は

在
宅
酸
素
を
導
入
す
る
こ
と
に
な
り
、

シ
ョ
ッ
ク
で
し
ば
ら
く
外
に
出
ら
れ

な
い
時
期
も
あ
り
ま
し
た
。
実
習
を

続
け
る
の
は
難
し
い
と
判
断
し
、
１

年
留
年
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

藤
：
卒
業
後
、
放
射
線
科
に
入
局
さ

れ
た
後
は
、
ど
の
よ
う
な
キ
ャ
リ
ア

を
歩
ま
れ
ま
し
た
か
？

前
：
初
め
は
直
接
患
者
さ
ん
に
接
す

る
放
射
線
治
療
を
志
望
し
て
い
ま

し
た
が
、
研
修
中
に
喘
息
が
悪
化

し
、
治
療
を
専
門
に
す
る
の
は
難
し

く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
こ
で

診
断
の
道
に
進
み
、
そ
の
ま
ま
６
年

目
に
専
門
医
資
格
を
取
得
し
ま
し
た
。

そ
の
翌
年
に
は
結
婚
し
、
さ
ら
に
１

年
後
の
32
歳
の
時
に
出
産
し
ま
し
た
。

そ
し
て
34
歳
の
時
、
そ
れ
ま
で
の
研

究
論
文
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、
学

位
を
取
得
し
ま
し
た
。

藤
：
結
婚
・
出
産
後
、
生
活
に
変
化

は
あ
り
ま
し
た
か
？

前
：
私
の
夫
は
医
師
で
は
な
く
、
ま

た
家
事
に
も
協
力
的
な
の
で
、
結
婚

に
よ
っ
て
仕
事
に
差
し
支
え
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
、
出

産
後
は
残
業
が
で
き
な
く
な
り
ま
し

た
ね
。
院
内
保
育
所
に
子
ど
も
を
預

け
て
は
い
た
の
で
す
が
、
子
ど
も
の

睡
眠
時
間
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
夜

の
勉
強
会
や
院
内
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

な
ど
に
は
出
席
し
に
く
か
っ
た
で
す
。

ど
う
し
て
も
出
席
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
会
が
あ
る
場
合
は
子
ど
も
同
伴

で
出
席
し
た
り
、
両
親
の
協
力
を
得

た
り
し
て
、
何
と
か
や
っ
て
い
ま
し

た
。
も
し
出
産
が
も
う
数
年
遅
か
っ

た
ら
、
立
場
的
に
発
言
を
求
め
ら
れ

る
場
面
も
増
え
、
も
っ
と
困
難
が
生

じ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

が
ん
患
者
と
し
て
、
医
師
と
し
て

藤
：
研
究
や
私
生
活
も
順
調
か
と
思

わ
れ
た
矢
先
、
37
歳
で
肺
が
ん
が
見

つ
か
り
ま
す
。
ご
自
身
で
読
影
さ
れ

た
そ
う
で
す
ね
。

前
：
は
い
。
健
康
診
断
の
胸
部
単

純
写
真
で
結
節
影
を
見
つ
け
、
Ｃ

Ｔ
を
撮
っ
て
み
た
ら
進
行
が
ん
で
し

た
。
手
術
と
化
学
療
法
で
治
療
し
ま

し
た
が
、
39
歳
で
再
発
し
、
さ
ら
に

41
歳
で
小
細
胞
が
ん
に
形
質
転
換
し

ま
し
た
。
が
ん
に
な
っ
た
こ
と
に
つ

い
て
は
、
ず
っ
と
喘
息
患
者
だ
っ
た

こ
と
も
あ
り
「
一
つ
加
わ
っ
た
な
」

と
い
う
程
度
の
感
覚
だ
っ
た
の
で
す

が
、
小
細
胞
が
ん
は
中
央
生
存
値
が

８
か
月
で
、
さ
す
が
に
「
ま
ず
い
」

と
感
じ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
息
子
に

自
分
の
人
生
を
書
き
残
す
べ
く
、
著

書
『Passion　

受
難
を
情
熱
に
変

え
て  Part1

』*

を
執
筆
し
始
め
た
の

で
す
。
そ
の
後
も
が
ん
が
再
発
し
ま

し
た
が
、
治
療
の
合
間
に
海
外
出
張

に
出
た
り
、
講
演
を
行
っ
た
り
、
時

に
は
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
で
演
奏
し
た
り

し
な
が
ら
、
今
に
至
り
ま
す
。

藤
：
が
ん
に
な
っ
て
、
医
師
と
し
て

変
わ
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？ 

前
：
が
ん
の
フ
ォ
ロ
ー
Ｃ
Ｔ
へ
の
臨

み
方
が
変
わ
り
ま
し
た
。
医
師
に
と
っ

て
は
単
純
な
読
影
で
も
、
患
者
さ
ん

に
は
検
査
前
の
不
安
と
、
何
も
な
か
っ

た
と
き
の
安
堵
と
い
う
、
ジ
ェ
ッ
ト

コ
ー
ス
タ
ー
の
よ
う
な
気
持
ち
の
乱

高
下
が
あ
る
と
気
付
き
、
よ
り
丁
寧

な
読
影
を
心
が
け
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　

ま
た
、
が
ん
に
な
っ
た
こ
と
に
加

え
、
出
産
・
子
育
て
を
経
験
し
た
こ

と
が
、
研
究
分
野
を
確
立
す
る
重

要
な
契
機
に
な
り
ま
し
た
。
子
育
て

を
通
じ
て
様
々
な
年
齢
・
体
格
の
子

ど
も
に
接
す
る
機
会
が
で
き
た
か
ら

こ
そ
、
小
児
心
臓
Ｃ
Ｔ
の
被
曝
低
減

に
注
力
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

頭
で
理
解
す
る
だ
け
で
は
得
ら
れ
な

か
っ
た
視
点
だ
と
思
い
ま
す
。

藤
：
最
後
に
、
医
学
生
や
若
手
医
師

に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
頂
け
ま
す
か
？

前
：
医
師
は
よ
く
人
柄
が
大
事
だ
と

言
わ
れ
ま
す
。
で
も
、
医
師
は
人
柄

だ
け
で
は
務
ま
り
ま
せ
ん
。
医
学
は

サ
イ
エ
ン
ス
で
あ
り
、
医
師
の
専
門

性
は
、
サ
イ
エ
ン
ス
に
立
脚
し
て
患

者
さ
ん
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
に

あ
り
ま
す
。
知
識
と
技
術
を
併
せ
持

ち
、
科
学
的
な
視
点
か
ら
患
者
さ
ん

に
医
療
や
そ
の
考
え
方
を
提
供
す
る

こ
と
が
、
医
師
の
な
す
べ
き
仕
事
で

す
か
ら
、
そ
の
た
め
の
研
鑽
と
勉
強

は
惜
し
ま
な
い
で
ほ
し
い
で
す
。
そ

の
意
味
で
も
、
大
学
院
に
進
学
し
、

サ
イ
エ
ン
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
一
定
期

間
エ
ビ
デ
ン
ス
ベ
ー
ス
の
思
考
に
身

を
ひ
た
す
経
験
は
、
非
常
に
有
意
義

な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

*前田先生の半生記『Passion　受難を情熱に変えて』は、Part２まで出版されています（2020年１月現在）。31



大
規
模
イ
ベ
ン
ト
へ
の
働
き
か
け

︱
︱
医
師
会
に
お
け
る
長
島
常
任
理

事
の
活
動
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ

い
。

長
島
（
以
下
、
長
）：
私
の
担
当
分

野
の
一
つ
は
「
健
康
ス
ポ
ー
ツ
」
で
す
。

こ
の
分
野
で
の
取
り
組
み
の
一
つ
と

し
て
、２
０
２
０
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
大
会
に
関
す

る
提
言
が
あ
り
ま
す
。
２
０
１
６
年
、

東
京
都
医
師
会
と
共
同
で
大
会
中
の

熱
中
症
対
策
や
訪
日
外
国
人
に
対
応

可
能
な
緊
急
搬
送
体
制
の
充
実
な
ど

を
求
め
る
要
望
書
を
国
や
都
に
提
出

し
て
以
来
、
医
学
的
観
点
に
基
づ
い

て
提
言
を
重
ね
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
マ
ラ
ソ
ン
・
競
歩
が
午
前

７
時
開
始
と
発
表
さ
れ
た
こ
と
を
受

け
、
中
京
大
学
の
松
本
孝
朗
教
授
が

実
際
に
同
時
期
・
同
コ
ー
ス
・
同
時

間
帯
で
気
温
や
湿
度
な
ど
を
測
定
し
、

熱
中
症
リ
ス
ク
と
対
応
策
を
明
ら
か

に
し
ま
し
た
。
日
本
医
師
会
・
東
京

都
医
師
会
共
同
で
「
５
時
半
ス
タ
ー

ト
」
を
求
め
る
要
望
書
を
関
係
各
所

に
提
出
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
組

織
委
員
会
も
競
技
の
午
前
６
時
開
始

を
検
討
し
、
最
終
的
に
は
Ｉ
Ｏ
Ｃ
も

マ
ラ
ソ
ン
・
競
歩
の
札
幌
開
催
を
提

案
し
、
決
定
に
至
っ
た
の
で
す
。

　

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
限
ら
ず
、
大
規

模
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
は
地
域
医
療
に

大
き
な
影
響
を
与
え
ま
す
。
例
え
ば

交
通
規
制
は
患
者
の
受
診
行
動
や
薬

め
、
運
動
の
重
要
性
を
強
調
す
る
姿

勢
を
明
確
に
し
ま
し
た
。

︱
︱
他
の
協
会
や
学
会
の
ス
ポ
ー
ツ

医
認
定
制
度
と
比
べ
、
健
康
ス
ポ
ー

ツ
医
制
度
の
特
徴
は
何
で
す
か
？

長
：
他
の
ス
ポ
ー
ツ
医
認
定
制
度
は
、

競
技
ス
ポ
ー
ツ
分
野
や
、
運
動
器
障

害
の
専
門
的
な
診
療
を
主
眼
に
し
て

い
ま
す
。
対
し
て
健
康
ス
ポ
ー
ツ
医

制
度
は
、「
健
康
づ
く
り
の
た
め
の

日
常
的
な
運
動
」
に
よ
り
重
き
を
置

い
て
お
り
、
す
べ
て
の
診
療
科
の
医

師
に
開
か
れ
て
い
ま
す
。

　

運
動
は
あ
ら
ゆ
る
年
齢
層
の
健
康

づ
く
り
に
非
常
に
重
要
で
す
。
例
え

ば
学
校
で
は
、
運
動
の
し
過
ぎ
で
身

体
を
壊
す
子
ど
も
と
全
く
運
動
を
し

な
い
子
ど
も
の
二
極
化
が
問
題
に

な
っ
て
い
ま
す
。
運
動
器
検
診
の
普

及
に
よ
り
、
運
動
器
異
常
の
早
期
発

見
や
、
適
切
な
運
動
習
慣
の
形
成
を

促
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
職
場
で
は
、

運
動
の
機
会
が
減
少
し
が
ち
な
働
き

盛
り
の
世
代
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ

が
求
め
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
高
齢
労

働
者
の
増
加
に
伴
い
、
転
倒
や
腰
痛

な
ど
運
動
器
に
関
わ
る
労
働
災
害
が

増
え
て
お
り
、
運
動
に
よ
る
労
働
災

害
予
防
も
重
要
で
す
。

　

健
康
ス
ポ
ー
ツ
医
が
行
政
や
地
域

の
各
機
関
と
連
携
す
る
こ
と
で
、
今

後
、
安
全
性
と
有
効
性
を
確
保
し
な

が
ら
運
動
に
よ
る
健
康
づ
く
り
を
促

す
体
制
が
地
域
に
根
付
い
て
い
く
こ

と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

健康スポーツ分野における
様 な々取り組み

日本医師会のスポーツ分野に
関する様 な々取り組みについて、

長島公之日本医師会常任理事に聴きました。

剤
・
医
療
材
料
の
配
送
に
影
響
を
与

え
ま
す
し
、
大
量
の
熱
中
症
患
者
が

出
れ
ば
、
そ
の
地
域
の
救
急
医
療
に

危
機
が
生
じ
ま
す
。
そ
の
他
、
テ
ロ

等
へ
の
入
念
な
対
策
も
必
要
で
す
。

そ
こ
で
日
本
医
師
会
で
は
、
国
内
で

大
規
模
な
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
が
多

数
開
催
さ
れ
る
こ
と
を
機
に
、「
大

規
模
イ
ベ
ン
ト　

医
療
・
救
護
ガ
イ

ド
ブ
ッ
ク
」
を
作
成
し
ま
し
た
。
今

後
も
イ
ベ
ン
ト
が
医
療
に
与
え
る
影

響
を
広
い
視
野
で
捉
え
、
提
言
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

健
康
ス
ポ
ー
ツ
医
制
度

︱
︱
大
き
な
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
が

続
い
た
こ
と
で
、
国
民
の
ス
ポ
ー
ツ

へ
の
関
心
も
高
ま
っ
て
い
ま
す
ね
。

長
：
は
い
。
そ
の
関
心
を
健
康
づ
く

り
に
結
び
つ
け
る
活
動
も
行
っ
て
い

ま
す
。
現
在
、
厚
生
労
働
省
の
健
康

寿
命
延
伸
の
統
一
標
語
は
「
１
に
運

動
、
２
に
食
事
、
し
っ
か
り
禁
煙
、

最
後
に
ク
ス
リ
」
で
あ
り
、
日
本
医

師
会
と
し
て
も
運
動
に
よ
る
健
康
増

進
、
健
康
寿
命
の
延
伸
は
極
め
て

重
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

食
事
や
栄
養
、
禁
煙
に
比
べ
、
運
動

に
つ
い
て
は
環
境
整
備
が
十
分
と
は

言
え
ま
せ
ん
。
日
本
医
師
会
で
は
平

成
３
年
か
ら
「
日
本
医
師
会
認
定
健

康
ス
ポ
ー
ツ
医
制
度
」
を
運
営
し
て

お
り
、
２
０
１
９
年
に
は
「
健
康
ス

ポ
ー
ツ
医
学
委
員
会
」
を
「
運
動
・

健
康
ス
ポ
ー
ツ
医
学
委
員
会
」
と
改
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医療とIT、技術と人の懸け橋になる私と
医師会活動

好きなことを追求すると、いつか実を結ぶ

――長島常任理事が医師会活動に関わるようになった経緯
をお話しいただけますか？
長：もともと医師会活動への興味は薄かったものの、趣味
のITが高じて気付けば日本医師会に来ていました。ちょっ
と珍しいパターンかもしれません。
私は1992年に開業しました。大学病院では大勢の医師と
情報共有でき、図書館で資料もすぐに手に入りますが、開
業したらひとりぼっち。話し相手もおらず、新しい知識を入
れる機会もない。何かできないかと調べたところ、パソコン
通信によって、医療関係者が集うフォーラムや、開業医のコ
ミュニティが形成されていると知り、全国の医師と交流を始
めました。その後インターネットが普及し、医師や医療関係
者のメーリングリストができ始めます。私はその初期メンバー
として様 な々発信をしていました。
やがて、医療界にもIT化の波が押し寄せるようになります。
すると、上記のような活動をしているからと、地元の郡市区
等医師会や日本臨床整形外科学会、栃木県医師会からお
声がかかり、情報化推進委員などとして活動するようになり
ました。そうして顔を出しているうち、ひょんなことから郡市
区等医師会の理事を任され、２年ほどすると今度は「これか
らはITの時代だ」と栃木県医師会の常任理事に推薦されま
した。その後、日本医師会の医療IT委員会に「詳しそうだ
から」と送り出され、今に至っています。
このように、「開業して寂しいから仲間がほしい」と思って趣
味で始めたITが、今の私の活動の起点となりました。若い
皆さんには、自分の好きなことが何かのかたちで医療や仕
事に結びつくことがあると伝えたいですね。
――これまでどのような活動をされてきましたか？
長：代表的なものは、栃木県医師会の「とちまるネット」です。
これは患者さんの同意のもと、県内の医療機関の間で診療
情報等を共有し連携するためのネットワークです。
また、在宅医療における医療介護連携を促進し、地域包
括ケアを実現するための「どこでも連絡帳」の立ち上げにも

関わりました。多くの地域では「とちまるネット」のような医療
機関同士の連携ツールをそのまま医療介護連携や多職種
連携にも使用しています。ですが私の考えでは、医療連携
と医療介護連携・多職種連携は全く内容が異なります。医
療連携ではデータの共有が基本ですが、多職種連携におい
てはそれだけでは不十分で、多職種同士がしっかりとコミュ
ニケーションをとれるようなICTが必須です。そのようなニー
ズを受け誕生したのが「どこでも連絡帳」です。このように、
医療連携と医療介護連携を別々のシステムとして県全域で
導入したのは、栃木県が初めてでした。
――医師会活動のやりがいはどのような点にありますか？
長：今や ITは医師会活動や医療そのものに直結しています。
自分の知識を使って、医療現場の役に立つ、ひいては国民
のためになるアイデアを提供できたときは、やりがいを感じ
ます。国民に寄り添うという立場で、なおかつ各方面に影響
力を及ぼしながらアイデアを実現させていける場は、恐らく
日本医師会以外にはないでしょう。
ITの専門家は世の中にたくさんいますが、現場感覚を持たな
い人だけでIT化を進めても、現場では使いにくいものになっ
てしまう。一方、「ITの新しい技術を活かしたい」という発
想なしに、現場からのボトムアップだけに頼っても、良いも
のは生まれにくい。私のような、医療現場を知っており、か
つITにもある程度詳しい人間が医師会にいる意義は大きい
のではないかと思います。今後も、技術と人をつなぐ役割を
果たしていければ、大変嬉しく思います。

長島 公之
日本医師会常任理事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

Universal Health Coverage Dayを通して
医療制度の歴史を学ぶ

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、Universal Health Coverageについて、

アジア大洋州医師会連合総会、世界医師会総会・JDNミーティング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。

持続可能な開発目標（Sustainable Development 
Goals）では、2030 年までにUniversal Health 
Coverage（UHC）の達成を掲げています。UHC
は「すべての人々に、健康増進、予防、治療、
リハビリテーション、緩和ケアに関する、質が高
く、効果的な保健医療サービスへのアクセスを
保証し、かつそれらを利用したことによって経済
的困難に陥ることがないことを保証すること」と
定義されます。これまで国際保健の目標は、多く
が結核やHIVへの対策など、特定の疾患を念
頭においたものでした。しかし、各国が持続可能
で、質の担保された医療提供体制を築かなけれ
ば、疾病対策も効果的に行えません。医療提供
体制の構築のためには、人が健康であることは
基本的権利の一つである（Health for All）という
理解を様々なステークホルダーが共有する必要
があります。UHCの概念はその理解を促進して
います。多くの国がUHCの実現のために困難に

直面しています。日本は戦後の1961年に国民皆
保険を達成し、質の担保された医療提供体制を
充実させてきました。結果的に近年は世界トップ
レベルの長寿国となり、乳児死亡率の低さも目を
見張ります。日本の先人たちは、UHCの実現のた
めにどのような困難に直面し、どのように乗り越
えたのでしょうか。それらを調べて発信するため
に、JMA-JDNの有志はUHC Youth Network
の活動に参画しています。2019年12月12日の
UHC Dayでは、世界銀行と世界保健機関がつ
くるUHC2030より競争的資金を獲得し、日本
のUHCの実現に深く関与されている政治家や
行政官、学者、医療従事者、市民社会組織構
成員の方々にご経験を語っていただきました。そ
れらを撮影、翻訳して世界に配信しました。活
動を通して、私たちは日本の医療制度の歴史を
深く学ぶことができました。これらのスピーチ動
画は多くの方に示唆を与えるものと信じています。

阿部 計大
東京大学大学院
医学系研究科公衆衛生学
JMA-JDN元代表

手稲渓仁会病院で研修し、家庭医療専門
医取得。東京大学大学院医学系研究科公
衆衛生学で博士課程を修了し、研究を続け
ている。

作成した動画は、UHC Youth Networkの
YouTubeチャンネルでご覧いただけます。
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世界医師会総会・JDNミーティング in ジョージアに参加して 

アジア大洋州医師会連合（CMAAO）総会に参加して

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。

国際会議では、その場でしか感じられない、
得られないこともたくさんあります。機会が
ありましたらぜひ挑戦してみてください。

2019年10月23日から26日にジョージアにて
開催された世界医師会トビリシ総会及びそれに
先立ち21日から22日に行われたJDN meeting
に、JMA-JDNから副代表の石畠と国際担当の
岡本が参加いたしました。
今回のJDN meetingのメインテーマはGender 
Equity （男女平等）でした。アメリカ医師会長
のHarris先生、ケニア医師会長のKitulu先生

（いずれも女性）をゲストとしてお招きし、医療
分野における女性のリーダーシップに関してお話
を伺いました。
Harris先生からは女性医師を取り巻く課題、例
えば給料格差（男性医師に比べ女性医師の給
料は36%も低い）やリーダーシップの獲得機会
不足など、またKitulu先生からは、女性が専門
的な仕事を続けていくうえでの様々な障壁（専門
医プログラムに進む女性医師はケニアではわず
か30%）などをお話しいただきました。

印象に残ったのは、お二方が女性のリーダーとし
て声をあげ、情熱的に活動することで、医療分
野における女性の参画及び活躍が不可欠である
ことを実際に示しているだけでなく、既に上記の
課題点に対し、意図的な女性の管理職への起
用などの政策面からのアプローチ、子育て支援
などの環境面からのアプローチなど、様々な具
体的な改善策に取り組まれていることでした。
フランスや韓国の若手医師からも、職場でのハ
ラスメント、妊娠出産に伴うキャリアの中断・遅
延など、女性医師を取り巻く環境は決して容易
ではないことの報告があり、個々の医師が声を
あげることの難しさを感じました。
今日医学部を卒業する学生は世界的にみて女性
の割合が上昇傾向であり、だからこそ社会全体
として女性の活躍を促進し、男女ともに協力しつ
つより良い医療を目指していくことが大切である
と感じました。

年に一度、アジア大洋州の国の医師会が集まり
開催されるアジア大洋州医師会連合（CMAAO）
総会が、2019年9月5日から7日にかけてイン
ドのゴアにて開催されました。今年の総会のテー
マは“The Path to Wellness”でした。Wellness
とは、身体、社会、環境、精神、経済、宗教、
行動、知性など、ヒトを取り巻くあらゆる面にお
いて健康が満たされた状態として1961年に米国
のハルバート・ダン医師により提唱された概念で
あり、Healthと比較し、より広く高次の欲求を
満たした状態を意味する言葉です。Wellnessは
地域社会における価値観が大きく影響するため
一様に数値化するのが難しく、これらをより良く
するには国家や地域におけるガバナンスの役割
が非常に重要である、という前提に基づいて総
会中は様々な発表と報告がなされました。
主催であるインド医師会長のSantanu Sen先
生は、2019年6月10日にコルカタでインド人

医師が患者家族に暴行され殺害された事件を受
け、暴力から医療従事者を守るための早急な施
策が必要な状況であることを明らかにされ、「医
の倫理」の確立の重要性に言及されました。各
国の医療課題や医師会の取り組みが報告される
Country Reportでは、バングラデシュの難民医
療の問題やネパールの多民族国家であるが故の
課題など、各国に特徴的な報告がある一方、医
の倫理や医学教育に関する万国共通の医療課
題も多数取り上げられており、私自身、日々の臨
床業務を顧みる大変良い機会となりました。
今回のCMAAO総会にはインドと日本の2か国
から5名の若手医師が参加しました。海外の若
手医師たちと交流する際には、各国国内の医療
課題解決のために取り組む行動力とその強い意
志にいつも驚かされます。CMAAOでは若手医
師を主体とした活動を支援する機運が高まって
おり、今後益々若手医師の活躍が期待されます。

［ 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

※先生方の所属は、寄稿当時のものです。

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・ブランデンブルク心臓病センター循
環器内科に勤務中。

現在勤務先の病院に医学生が臨床実習に
来ています。学生時代を思い出します。
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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。

inochi 学生プロジェクトでは、
一緒に活動する仲間を募集して
います。少しでも興味がある方は、
ぜひ一度ご連絡ください。

WEB：http://www.inochi-
gakusei.com/
Mail：info@inochi-gakusei.com

仲間募集中！

inochi学生フォーラム
開催しました！

開催日：2019年10月13日（日）
場　所：大阪大学 銀杏会館

大阪大学
医学部医学科 
1年
相良 壮馬

大阪大学
医学部医学科 
1年
奥村 菜々子

inochi

学
生
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
紹
介
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生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
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若
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で
ヘ
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ケ
ア
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課
題
を
解
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す
る
」
を
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念
に
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主
に
関
西
で

活
動
す
る
団
体
で
す
。
医
学
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も
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ろ
ん
、理
学
部
、法
学
部
な
ど
、様
々

な
学
部
の
学
生
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
活
動
の
一
つ
に
、
高
校
生
を
対

象
に
し
たinochi

学
生
フ
ォ
ー
ラ
ム

の
開
催
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
プ
ロ
グ

ラ
ム
は
毎
年
一
つ
の
医
療
・
ヘ
ル
ス

ケ
ア
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課
題
を
テ
ー
マ
に
、
ヘ
ル
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ケ
ア
に
関
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つ
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を
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募
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月
か
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月
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的
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講
義
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プ
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大
学
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に
よ
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メ
ン
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リ
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コ
ミ
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テ
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自
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案
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プ
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し
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ま
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域
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師
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当
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考
え
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だ
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強
い
で
す
が
、
医
療
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を
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つ
か
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そ
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い
何
か
を
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る
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と
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る
こ
と
も
事
実
で
す
。

inochi

学
生
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ォ
ー
ラ
ム
は
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単
に

医
療
の
知
識
を
深
め
る
だ
け
で
な
く
、

市
井
の
人
々
と
の
交
流
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て
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物
事
を
多
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に
見
る
機
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を
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こ
と
が
で
き
ま
す
。
何
か
し
た
い
け
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歩
踏
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出
せ
な
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思
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い
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よ
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い
ま
す
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︱inochi
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ト
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た
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？

相
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：
僕
は
高
校
生
の
時
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ェ
ク
ト
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は
知
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て
い
ま
し

た
が
、
関
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の
大
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学
し
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の
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参
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ま
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。

奥
村
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入
学
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ン
テ
ー
シ
ョ
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で
団
体
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、
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活
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ン
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の
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か
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き
、

参
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︱
︱
活
動
内
容
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動
を
終
え
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の
実
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教
え
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く
だ
さ
い
。

相
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：
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た
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な
活
動
は
先
生

方
の
助
言
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ら
、
４
か
月
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の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
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と
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の
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す
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学
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ど
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す
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人
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と
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流
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。

奥
村
：
高
校
生
の
行
動
力
や
元
気
さ

に
見
習
う
こ
と
も
多
か
っ
た
で
す
。

【Mail】

ま
た
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活
動
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じ
て
の
同
世
代
の

仲
間
た
ち
と
の
出
会
い
は
、
私
も
得

難
い
経
験
で
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。

奥
村
：
参
加
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ル
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高
い
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ま
せ
ん
が
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他
の
活
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と
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両
立
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あ
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し
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動
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す
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自
分
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変
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み
た
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方
、
ぜ
ひ
１
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頑
張
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て
、
意
識
を
変
え
て
み
ま
せ
ん
か
？

【WEB】
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Report

※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。

飛躍的な医療技術の発展と超高齢社会。新
たな医療のあり方が求められつつある現在、
TechnologyやScienceとしての狭義の医療を超
えた、倫理/道徳観を含むArtがキーだとも言わ
れています。
その他の様々な分野でもArtとの融合には可能
性があると言われており、医学においてもそれは
同様といえます。そのようななか、今年の夏に始
まった東大生、藝大生、医大生のコラボによる
プロジェクトの第2回を10月14日に開催しまし
たので、ここにご報告します。

「The Sound of Music」をテーマにした藝大生
によるミュージカルを皮切りにイベントは幕を開
けました。午前のプログラムとして、精神科の現
役医師から、「日本人のメンタリティ」「自己概念」
についてのレクチャーをしていただき、つづく自

己分析ワークショップでは、参加者全員が自分
自身を食材に例えて自己紹介をし、さらにその食
材を使ってどんな料理が作れるかを考え、発表し
ました。それを通して、各自の個性や専門性を合
わせればどのようなことができるかについて考え
ることができました。自分自身を振り返り、それ
を表現することで、学んでいることや考えている
ことの異なる学生同士が互いを知り、理解を深
めるような時間になりました。午後には、藝大生
によるワークショップが行われました。
アーティスト的な思考や、いかに想像力に制約
をかけずにディスカッションするかについてのレク
チャーを受けた後、童話「桃太郎」のストーリー
を再創造してみる、「未来のオリンピックの競技」
を考えてみる、などのワークを通して、論理的思
考だけに囚われない直感的思考を体験すること
ができました。さらに、それぞれの分野でご活躍
されている先輩方からもお話をしていただき、学
生に向けたメッセージも伝えていただきました。
最後は懇親会をもって盛況のうちに幕を閉じました。
多くの方にご参加いただきありがとうございました。
東大×藝大×医学のプロジェクトはまだ始まった
ばかりですが、今後も各分野の学生が個性を発
揮しながら協力し合い、新しいことを発見し、挑

戦していく場として刺激的に作っていきたいと
思っています。そして、参加したことが各自の将
来や社会をより良くする一助になることを願って
おります。
次回の開催でも多くの方のご参加
をお待ちしております。共催いた
しましたTomorrow’s Medicineで
は毎月、医学生企画を行っており
ます。興味がありましたらSNSな
どをご確認ください。
東大藝大医学コラボ
Instagram：@to.ge.i.collabo
医学生団体Tomorrow’s Medicine 
Twitter：@TmrwMedicine

第２回　東大×藝大×医学コラボイベント＠お台場　～ Share your Story ～
主催：アオハル　共催：医学生団体Tomorrow’s Medicine

米国内科学会（ACP）日本支部の若手医師部会
（Resident Fellow Committee）は11月10日（日）
に「第５回RFCセミナー」を開催しました。本セ
ミナーは年に２回程度、内科系各分野の専門家
を講師としてお招きし、若手医師の臨床能力の
向上を図るものです。今回は全国各地から約30
名が集い、河村朗夫先生（国際医療福祉大学
医学部循環器内科主任教授）、水野篤先生（聖
路加国際病院心血管センター医幹）をお招きし、
循環器分野に関する見識を深めました。
河村先生からは「私が海外に飛び出していって学
んだこと－心臓カテーテル医の武者修行？－」と
いうタイトルで、心臓カテーテル医の道を選択す
るに至った思い、卵円孔開存の病態や治療、あ
るいは医学教育の課題感等、幅広い切り口で、
臨床医として持つべきマインドをお話しいただき
ました。気楽に聞いてください、という前置きで
したが、事後のアンケートでは「医学知識だけで
なく、人生の先輩としての貴重なお話をたくさん
聞くことができ、とても楽しかったです」といっ
た感想が聞かれるなど、自分の将来についての

悩みも多い医学生・若手医師にとって心に響く講
演となりました。
水野先生のセッションでは「合併症を考慮した
心不全治療」と題し、小グループでのディスカッ
ションを交えた症例検討を行いました。初期対
応、診断、治療の各ステップでグループからの
意見を引き出しつつ、各段階における先生の思
考過程を率直にお話しいただきました。良い点を
褒め、各自がさらに考えを深められるようなフィー
ドバック法も豊富に散りばめられており、参加者
が現場に戻った際に即役立つような、後輩を指
導する際のテクニックも得ることができたのでは
ないでしょうか。 
午後のセッションである「弾丸診断道場」では、
MKSAP*の類題を用いて、皆で実臨床に基づく
13題の問題にチャレンジしました。MKSAPは米
国臨床医がメインターゲットですが、解説の際に
水野先生から日本での実臨床や最新の知見に関
するエキスパートコメントを頂くことで、自習では得
られない生きた知識を参加者に提供しました。
今後もRFCでは、日本内科学会との合同セ

ッションやACP日本支部総会等の企画を通じて、
学生や若手医師のニーズにコミット
していきます。ACP日本支部内で
も、様々な医療課題に関するプロ
ジェクトが立ち上がっています。今
後もRFCにぜひご注目ください。
米国内科学会日本支部
WEB：http://www.acpjapan.org/
米国内科学会日本支部　RFC
Facebook：https://www.
facebook.com/acpjcrfc/

*MKSAP…Medical Knowledge Self-Assessment Program

循環器漬けの半日を －第５回RFCセミナーレポート－　
米国内科学会日本支部　Resident Fellow Committee　野中 沙織　

【Instagram】

【Twitter】

【WEB】

【Facebook】
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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。

2019 年10月14日（月・祝）に第24回東北大
学医学祭が開催されましたのでご報告いたしま
す。すでに本誌「医学生の交流ひろば」では何
回かご紹介させていただきましたが、東北大学
医学祭は3年に1度、東北大学医学部で学生を
中心に運営される文化祭イベントです。医学部・
歯学部のある星陵キャンパスで開催されること
から、医学・医療に着目した企画が多いのが特
徴の一つです。
2019年10月13日と14日の二日間に渡って開
催する予定でしたが、東日本を中心に甚大な被
害をもたらした台風19 号の接近に伴い、安全

面を考慮して13日を中止とし、14日のみの開催
に変更いたしました。直前での変更となり、ご
迷惑をおかけし申し訳ありませんでした。また、
今回の台風で被害に遭われた皆様に心からお見
舞いを申し上げます。
天候に不安のあるなか、1日で 2,000人近い
方々に足をお運びいただきました。たくさんの皆
様にご来場いただき、誠にありがとうございまし
た。
今回の医学祭のテーマは「医療が結ぶ地域の
輪」でした。地域の皆様（特に未就学児・小学
生の子ども連れご家族）にたくさんご参加いた
だけたことで、テーマに定めたようなイベントに
することができたと思っています。
医学祭では来場者の皆様に実際に手を動かして

「体験」してもらう企画を多く取り入れようと考え
て準備を進めてまいりました。医療手技体験や
救急体験ではたくさんの方に参加いただき、手
術や検査のシミュレーター、練習用AEDで「体
験」をしていただきました。小さなお子様も「ぬ
いぐるみびょういん」企画を通して医療従事者
の仕事について「体験」をしてもらえたのでは
ないかと思います。東北大学に特徴的な「東北

メディカル・メガバンク機構」についても、クイ
ズという形式で未来型医療を「体験」いただけ
たかと思います。医学祭での「体験」を通して、
来場者の皆様が新たな発見をし、医学・医療、
さらには自身の健康について少しでも興味を持っ
ていただければ幸いです。
今回の医学祭開催につきましては、本学OB・
OG、保護者の皆様をはじめ、関係各所よりたく
さんのご寄付を頂きました。皆様のご協力を頂
き、日程の変更はありましたが無事に開催がで
きたと思っております。本当にありがとうござい
ました。

第24回東北大学医学祭　開催報告
東北大学医学祭実行委員会　阿久津 諒

Report

「第16回勉強会：クイズ＆体験型 臨床検査セミナー」のご報告と次回勉強会のご案内
関東医学部勉強会サークルKeMA

Report

【WEB】

ドクタラーゼをご覧の皆様、こんにちは。関東医
学部勉強会サークルKeMA（キーマ）です。私たち
は臨床現場により近い形で実践的に医学を学ぶ
ことを目標に、主に総合診療や臨床推論をテーマ
とした勉強会を年に５回開催しています。
去る2019年10月20日に16回目となる勉強会「ク
イズ＆体験型 臨床検査セミナー」を開催いたしま
したので、ここにご報告させていただきます。
今回の勉強会では「臨床検査医学」をテーマ
に聖マリアンナ医科大学臨床検査医学講座の
五十嵐岳先生をお招きし、Reversed Clinico-
Pathological Conference(RCPC)と実践型エ
コーについて学びました。当日は計41名（低学年：
20名、高学年：21名）、12大学に渡る医学生が
集まり、６名ごとの少人数グループに分かれ、提
示された２症例について議論を進めました。
RCPCとは症状や診察所見などの詳しい情報が
ない状況で、臨床検査データのみをもとに、症例
の病態を推定していくことです。
患者に起きていることを検査データから推測して
シナリオを作っていくのは初めてだった方も多く、
考え方や検査値の見方について深く学ぶことが

できました。
またエコーについては、救急で必須の知識であ
る Focused Assessment with Sonography for 
Trauma(FAST)を実際のエコー機材を用いて体
験することができました。普段の大学講義とは異
なる学習の形式で、ときには真剣に、ときには笑い
合いながらどのグループも活発に議論を行ってい
ました。参加者アンケートでも「検査値同士の関
連から病態を考えることが大切だと学べた」「高
学年が低学年をフォローしながら考えていき、ディ
スカッションが非常に盛り上がった」などという
声を頂くことができ、主催側としても勉強会開催
の意義を感じられる実りの多い時間となりました。
次回の勉強会でもより実践的な医学を楽しんで学
べる場となるよう色 と々工夫しておりますので、皆
様からのご参加をぜひお待ちしております！

【次回以降のご案内】
●「第17回 KeMA勉強会 ER simulation ～診
断力を磨いてサンタを救え！～」（終了）
2019年12月22日（日）13：00 ～ 

●東京どまんなか3.0
2020年３月28日（土）

詳細は下記（KeMAホームページ）
よりどうぞ！
https://kemaeducation.
wordpress.com/
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Group

全国医学生自治会連合（以下、医学連）は、全
国の医学部自治会組織と連携し、医学部のカリ
キュラムや留年問題、地域枠や医師の労働環境
等、全国的な課題の解決に向けて取り組む組織
です。月１回執行部で会議を行う他、各大学自
治会との交流会も開催し、現在医学生が抱える
問題を洗い出したり、他大学間で現状を共有し、
状況の改善や発展につなげたりしています。年
度末には毎年、集めた医学生の声を文部科学
省や厚生労働省に届け、懇談の場も頂いており
ます。そのために定期的に医学教育や医療政策、
医師のキャリア形成など多様な分野からご高名
な先生をお呼びして講演会も行い、医学生の代

表として意見することができるよう、日々学習を
深めています。毎年夏に行われる全国医学生ゼ
ミナール（通称医ゼミ）も医学連が主催で運営
しており、今年は山梨大学にて開催し、大盛況
のうちに幕を閉じました。自治会活動や、医学
生の抱える問題について学びを深めることのでき
た3泊4日であったと確信しております。
私自身、今年１年間大学内で医学部自治会長を
務めており、カリキュラムや学校生活、学校設
備についてアンケートを行い、それをもとに先生
方と懇談させていただくなど、医学教育について
話し合う機会に恵まれました。学生の声を寛大
に受け入れ、検討してくださり、大変恵まれた環

境であると痛感しております。
近年では、医学教育を含め、様々な分野で医学
生から意見を発信していく自治会・医学連の活
動がますます重要なものとなってきています。医
学生が先生方や学外組織と恊働し、より良い医
学教育の場や卒後の医療現場を目指していくこ
とは非常に意義深いことです。共に学び、考え、
より良い医
学教育の場
を作り上げ
ていきませ
んか？

Group
医学生の声を医学教育に、そして社会に
全国医学生自治会連合　山口大学医学部医学科4年　医学部学生自治会長　持田 千幸

「ロールモデルの先輩と話すことで、思い描い
ていた夢が明確になった。将来の夢を叶えるた
め、勉強を頑張りたい！」出張授業先の高校生
の感想は、企画に携わるすべての医療系学生に
とって大きな励みになります。私たちは大学や学
部、学年も様々な大学生ですが、「多感な高校
生の時期に、医療の世界に少しでも触れてもら
い、進路選択に役立ててほしい」という想いで
活動しています。
昨今、医療系学生の入学後のモチベーション低
下が問題視されています。その背景には、高校

生時点での医療職についての情報の不足が考え
られます。各大学の「偏差値」だけではわからな
い魅力、多職種連携の意味、良い医療者とは…
高校生が興味を持つテーマを中心に、体を使っ
たワークショップを通して大学生と共に学びます。
この企画は、私たち大学生にとっても大変意味
のあるものです。大学で学んだ知識を高校生に
もわかる言葉で説明することの難しさを多くの学
生が実感します。医療系学生にとって出張授業
は実際の医療現場で直面する「患者との円滑なコ
ミュニケーション」を訓練できる場でもあるのです。

2019年2月より、北は山形から南は福岡まで9
校で開催し、毎回好評を頂いております。
また、継続的かつ充実した内容の提供のために
10月にはクラウドファンディングにも挑戦し、1か月
足らずで目標の120万円を集めることができました。
未来の医療
者となる高
校生のため
に私たちは
走り続けま
す。

Group
進路に悩める高校生へ大学生の「今」だから伝えられるメッセージ
IFMSA-JapanSCOME副責任者　加地 紫苑

私は小学校に入学する前、アトピー性皮膚炎が
ひどく、かゆみに耐え切れず肘や足首をかきむし
り、足首に至っては血まみれになり肉が見えるほ
どでした。その時の足の様子は幼かった自分に
とってとても衝撃的で、今でもよく覚えています。
病院に通うもなかなか治らないのを見かねた母
は、他の方法はないかと考え、地元の漢方薬局
に行き着きました。その薬局に通い続けて約2
年後、皮膚の炎症は完全に消えました。
この時から、漢方ないし中国の医学に関心を持
ち始め、医学部に進学し、「関西中医学研究会
ひょうたん」と、そこで講師をしてくださっている
今中健二先生に出会いました。

「ひょうたん」は、主に医療系学生で構成された
学生団体で、西洋医学に加え中国医学も学び、
治療の幅を広げようという理念で活動しています。
中国で中医師 （中国医学で治療を行う医師）の
資格を取得された後、日本で中国医学の普及に
携わられる今中先生を師とし、月に１～２回勉強
会をしています。それ以外にも介護施設で診断
の練習をさせていただいたり、一般の方を対象に
中国医学の座談会を開催したりしています。中国
医学は2,400年の歴史を持ち、西洋医学とは異
なる視点から診断を行い、治療方針を決めます。
互いの強みを生かし、両方を適切に使いこなす
ことができれば、より多くの人を救うことができ

ると信じて私たちは活動しています。
Facebook：
https://www.facebook.com/
hyotanTCMkansai/
Twitter：@hyotanTCMkansai

中国医学と西洋医学の融合で、より多くの人を救いたい
関西中医学研究会ひょうたん　学生代表　京都大学医学部医学科5年　山下 真弥

【Facebook】

（写真左：アトピーを発症していた頃の自分、写真右：「ひょ
うたん」主催の座談会の様子 ［中央：山下、右：今中先生］）
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日本医師会後援映画

「山中静夫氏の尊厳死」

日本医師会が後援する映画『山中静夫氏の尊厳死』が、全国で順次公開され
ています。今回、医学生がこの映画の鑑賞会を行い、感想を語り合いました。

執筆 外山 尚吾（京都大学医学部医学科 ５年）

※本稿の作成にあたっては、外山さんを含む4人の医学生にご
参加いただきました。ご協力に感謝いたします。

ら
な
い
こ
と
だ
と
思
う
。

「
肺
が
ん
」
を
受
け
入
れ

人
生
を
再
構
成
す
る
過
程

A
：
他
に
印
象
的
な
シ
ー
ン
は
？

C
：
僕
は
、
夜
中
に
主
人
公
が
一

人
で
病
院
に
来
て
、
電
話
で
今
井

に
「
入
院
さ
せ
て
ほ
し
い
」
と
頼
む

シ
ー
ン
が
印
象
に
残
っ
た
。
あ
の
時

「
山
中
で
す
」
と
名
乗
っ
て
も
、
今

井
は
最
初
誰
だ
か
わ
か
ら
な
か
っ
た

ん
だ
よ
ね
。

B
：
そ
の
後
「
肺
が
ん
の
山
中
で
す
」

っ
て
名
乗
っ
て
初
め
て
、
今
井
は
彼

の
こ
と
を
認
識
す
る
⋮
。

C
：
そ
う
そ
う
。
あ
の
時
、
山
中

は
ど
ん
な
気
持
ち
だ
っ
た
の
か
な
と

⋮
。
普
段
僕
ら
が
自
己
紹
介
す
る
時

は
、
大
学
名
や
所
属
を
言
う
こ
と
が

多
い
け
れ
ど
、「
肺
が
ん
の
山
中
で

す
」
と
名
乗
る
と
い
う
こ
と
は
、「
肺

が
ん
患
者
で
あ
る
こ
と
」
が
そ
の
時

の
彼
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
な
っ

て
い
る
の
か
な
と
思
っ
て
。

Ａ
：
僕
は
、
病
名
を
は
っ
き
り
口
に

す
る
一
方
で
、「
夜
に
な
る
と
誰
か

に
連
れ
て
行
か
れ
そ
う
」
と
怖
が
る

姿
も
印
象
的
だ
っ
た
。
自
分
の
余
命

が
長
く
な
い
こ
と
を
自
覚
し
つ
つ
も
、

死
の
恐
怖
に
は
抗
え
な
い
、
そ
の
狭

間
で
揺
れ
て
い
る
の
か
な
⋮
と
。

D
：
が
ん
が
進
行
し
て
い
く
な
か
で
、

自
分
が
「
肺
が
ん
で
、
余
命
い
く
ば

く
も
な
い
山
中
静
夫
」
で
あ
る
こ
と

を
受
け
入
れ
る
覚
悟
が
必
要
っ
て
こ

と
だ
ろ
う
か
？

B
：
病
気
に
な
る
前
は
、
彼
に
は
違

【キャスト・スタッフ】
監督・脚本：村橋 明郎
出演：中村 梅雀、津田 寛治、高畑 淳子、田中 美里、浅田 美代子
原作：南木 佳士『山中静夫氏の尊厳死』（文春文庫刊）
配給・宣伝：マジックアワー、スーパービジョン
©2019映画『山中静夫氏の尊厳死』製作委員会

あらすじ
ここに末期がんを宣告された男（山中静夫）がいます。男は自分の最期を迎えるために、ふる
さとに帰り、自らの墓を作り始めるのです。静かに、楽に死んでいくことだけを願って…。
そして、そんな患者を最期まで見守る一人の医師（今井）。職業柄人間の死を多く見過ぎた医
師は、やがて自らもうつ病になりながらも、尊厳死とは何か、果たして人間の尊厳死はありえ
るのかを考えるのです。（参考：公式サイト http://songenshi-movie.com/ ）

医
師
の
仕
事
は
「
死
」
と
地
続
き

A
：
映
画
を
観
終
わ
っ
て
、
印
象
的

だ
っ
た
シ
ー
ン
は
ど
こ
だ
っ
た
？

B
：
回
想
シ
ー
ン
で
、
医
師
の
今
井

が
ペ
ン
ラ
イ
ト
を
使
っ
て
瞳
孔
を
確

認
し
て
、
患
者
さ
ん
の
死
を
家
族

に
宣
告
す
る
場
面
が
あ
っ
た
け
れ
ど
、

そ
こ
で
少
し
ド
キ
ッ
と
し
た
。

A
：
ど
う
し
て
？

B
：
臨
床
実
習
で
も
、
自
分
の
ペ
ン

ラ
イ
ト
で
患
者
さ
ん
の
検
査
を
す
る

こ
と
が
よ
く
あ
る
け
ど
、
同
じ
道
具

が
、
死
の
最
も
象
徴
的
な
場
面
で
使

わ
れ
て
い
た
か
ら
。
医
師
と
い
う
仕

事
が
「
死
」
と
地
続
き
で
あ
る
こ
と

を
改
め
て
意
識
さ
せ
ら
れ
た
。

C
：
確
か
に
、
カ
ル
テ
を
見
な
が
ら

病
気
や
治
療
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と

は
あ
っ
て
も
、「
死
」
そ
の
も
の
と

対
峙
す
る
こ
と
は
少
な
い
ね
。

D
：
僕
は
、
実
習
で
担
当
し
た
患
者

さ
ん
が
２
週
間
後
に
亡
く
な
っ
た
こ

と
を
後
か
ら
知
っ
た
時
、「
死
」
に

つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
よ
。
今
は

特
別
な
出
来
事
だ
と
感
じ
る
け
ど
、

医
師
に
な
っ
た
ら
こ
う
い
う
こ
と
も

日
常
の
一
部
に
な
っ
て
い
く
の
か
な
。

C
：
医
師
と
し
て
仕
事
を
す
る
う
え

で
、「
健
康
に
生
き
る
」
と
は
ど
う

い
う
こ
と
か
を
考
え
な
く
て
は
な
ら

な
い
と
感
じ
て
き
た
け
れ
ど
、
い
つ

か
訪
れ
る
「
死
」
に
つ
い
て
も
、
し

っ
か
り
考
え
て
お
か
な
い
と
い
け
な

い
と
痛
感
し
た
よ
。
こ
の
映
画
が
扱

っ
て
い
る
テ
ー
マ
は
、
ど
ん
な
医
師
・

医
学
生
で
も
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
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A
：
さ
っ
き
の
話
に
基
づ
く
と
、「
肺

が
ん
の
山
中
静
夫
」
と
し
て
で
は
な
く

「
静
夫
」
と
し
て
の
人
生
を
完
遂
す
る

こ
と
が
「
尊
厳
死
」
と
し
て
、
こ
の
映

画
で
は
描
か
れ
て
い
る
と
思
う
。

B
：
そ
れ
が
「
自
分
で
自
分
の
墓
を

作
る
」
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
象
徴

さ
れ
て
い
た
よ
ね
。
そ
し
て
そ
れ
は

「
自
分
の
本
当
の
気
持
ち
」
を
大
事

に
し
た
か
ら
こ
そ
可
能
だ
っ
た
。

D
：
う
ー
ん
、
む
し
ろ
僕
が
思
っ
た

の
は
、「
自
分
の
本
当
の
気
持
ち
」
が
、

不
変
の
確
固
た
る
も
の
と
し
て
存
在

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う

と
こ
ろ
か
な
。

B
：
ど
う
い
う
こ
と
？

D
：
確
か
に
「
自
分
の
墓
を
作
り

た
い
」
と
い
う
点
で
は
一
貫
し
て
い

た
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
彼
が
「
ど

う
生
き
た
い
か
／
死
に
た
い
か
」
に

つ
い
て
は
亡
く
な
る
間
際
ま
で
揺
れ

続
け
て
い
た
よ
う
に
思
う
ん
だ
。
彼

の
「
楽
に
し
て
く
れ
」
と
い
う
言
葉

も
、
映
画
の
中
で
は
一
定
の
解
釈
が

与
え
ら
れ
て
い
く
け
ど
、
僕
に
は
そ

の
時
々
に
よ
っ
て
意
味
が
違
っ
て
聞

こ
え
た
。

C
：
何
か
の
決
断
が
な
さ
れ
る
と
き

っ
て
、
独
立
し
た
、
他
者
か
ら
切
り

離
さ
れ
た
自
分
が
「
決
め
る
」
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
じ
ゃ
な
い
ん
だ
よ
ね
。

そ
う
じ
ゃ
な
く
て
、
た
く
さ
ん
の
人

た
ち
と
話
し
た
り
、
た
く
さ
ん
の
環

境
因
子
が
あ
っ
て
、
自
分
を
中
心
と

し
て
色
々
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る

な
か
か
ら
、
い
つ
の
間
に
か
「
決
定
」

が
ふ
わ
っ
と
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る

り
取
り
や
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
で
当
た

り
前
の
よ
う
に
そ
の
言
い
方
を
す
る

か
ら
、
嫌
で
も
刷
り
込
ま
れ
る
よ
ね
。

A
：
そ
の
言
い
方
が
便
利
な
の
は
わ

か
る
し
、
す
べ
て
の
患
者
さ
ん
と
人

間
性
ま
で
含
め
た
濃
い
関
わ
り
を
持

つ
こ
と
は
難
し
い
と
思
う
け
ど
、
そ

れ
で
も
僕
は
「
〇
〇
歳
、
×
×
の
患

者
」
と
い
う
ラ
ベ
リ
ン
グ
を
超
え
た

関
係
を
、
患
者
さ
ん
と
築
き
た
い
な

と
思
う
。

D
：
で
も
、
そ
れ
を
続
け
る
の
は
簡

単
で
は
な
い
こ
と
も
描
か
れ
て
い
る

よ
ね
。
今
井
が
自
宅
で
虚
空
を
見
つ

め
な
が
ら
、「
１
日
の
う
ち
で
使
え

る
優
し
さ
、
他
人
へ
の
気
遣
い
に
は

限
度
が
あ
る
。
俺
は
そ
れ
を
病
院
で

使
い
果
た
し
て
い
る
ん
だ
」
と
言
う

シ
ー
ン
が
す
ご
く
心
に
残
っ
て
る
。

B
：
実
際
、
今
井
が
静
夫
を
看
取
っ

た
後
に
う
つ
病
に
罹
る
様
が
描
か
れ

て
い
る
ね
。
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。

C
：「
〇
〇
歳
、
×
×
の
患
者
」
と
し

て
し
か
見
な
い
こ
と
は
、
患
者
さ
ん

の
尊
厳
を
奪
う
こ
と
に
な
る
。
で
も
、

た
く
さ
ん
の
患
者
さ
ん
と
一
人
の
人

間
と
し
て
向
き
合
い
続
け
る
こ
と
は
、

医
師
側
が
消
耗
し
て
し
ま
う
危
険
を

孕
ん
で
い
る
。
じ
ゃ
あ
医
師
は
ど
う

あ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
―
―
と
い

う
こ
と
も
、
こ
の
映
画
は
問
い
か
け

て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

「
尊
厳
」
の
形
は
一
つ
じ
ゃ
な
い

D
：
今
「
尊
厳
」
っ
て
言
葉
が
使
わ

れ
た
け
ど
、
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
「
尊

厳
死
」
っ
て
、結
局
何
な
の
だ
ろ
う
か
。

う
「
山
中
静
夫
」
と
し
て
の
人
生
が

あ
っ
た
は
ず
。
こ
の
作
品
で
描
か
れ

て
い
る
の
は
、
彼
が
「
肺
が
ん
の
山

中
静
夫
」
で
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ

も
、
残
り
少
な
い
時
間
の
中
で
、
肺

が
ん
で
あ
る
こ
と
を
含
め
て
人
生
と

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
再
構
成
し
て

い
く
過
程
の
よ
う
に
見
え
た
。

D
：
な
る
ほ
ど
、
確
か
に
そ
う
言
う

ほ
う
が
し
っ
く
り
く
る
。

A
：「
静
夫
」
と
し
て
の
人
生
と
言

っ
た
ほ
う
が
い
い
か
も
。
ほ
ら
、
墓

に
名
前
を
彫
る
シ
ー
ン
で
、
山
中
は

婿
入
り
先
の
「
山
中
」
は
書
か
ず

「
静
夫
」
と
彫
っ
て
い
た
。

C
：
彼
の
「
反
乱
」
っ
て
言
葉
も
思

い
出
さ
れ
る
ね
。
婿
養
子
で
あ
る
山

中
が
、
今
ま
で
周
り
に
気
を
遣
っ
て

き
た
ぶ
ん
、
最
後
く
ら
い
は
好
き
に

さ
せ
て
ほ
し
い
と
い
う
。

B
：「
反
乱
」
と
い
う
言
葉
は
、
婿

入
り
先
へ
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
「
肺
が
ん
の

山
中
静
夫
」
に
侵
食
さ
れ
る
こ
と
へ

の
「
反
乱
」
と
も
解
釈
で
き
る
な
あ
。

一
人
の
人
間
と
し
て
患
者
さ
ん
と

向
き
合
い
続
け
る
難
し
さ

A
：
少
し
話
は
戻
る
け
ど
、「
肺
が

ん
の
」
と
言
わ
れ
て
初
め
て
今
井

が
静
夫
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
シ
ー

ン
は
、
医
師
は
患
者
さ
ん
の
こ
と
を

「
〇
〇
歳
、
×
×
の
患
者
」
と
い
う
よ

う
に
年
齢
や
疾
患
名
で
認
識
し
て
い

る
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
見

え
た
。

C
：
実
習
中
も
、
医
療
者
同
士
の
や

よ
う
な
感
じ
。

A
：
よ
く
わ
か
ら
な
い
け
ど
、
要
は
、

人
の
意
思
な
ん
て
も
の
は
本
当
に
あ

る
の
か
、
っ
て
こ
と
が
言
い
た
い
？

C
：
そ
う
！

D
：
こ
の
映
画
で
も
、
静
夫
と
今
井
、

そ
し
て
静
夫
の
奥
さ
ん
と
い
う
人
々

の
関
係
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
な
か
で
、

静
夫
の
最
期
が
決
定
づ
け
ら
れ
て
い

っ
た
よ
う
に
見
え
た
。「
患
者
さ
ん

の
思
う
よ
う
に
」
と
い
う
の
は
医
療

者
に
と
っ
て
便
利
な
原
則
か
も
し
れ

な
い
け
れ
ど
、
そ
の
原
則
を
一
度
問

い
直
し
て
み
る
こ
と
は
大
事
か
も
し

れ
な
い
。

B
：
な
る
ほ
ど
な
あ
。
そ
れ
を
踏
ま

え
て
、
改
め
て
死
に
向
か
う
誰
か
の

「
尊
厳
」
が
守
ら
れ
て
い
る
と
は
ど

ん
な
状
況
か
考
え
る
と
、
ど
こ
か
に

存
在
し
て
い
る
は
ず
の
「
患
者
さ
ん

の
本
当
の
気
持
ち
」
が
そ
の
ま
ま
叶

え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、

「
患
者
さ
ん
の
本
当
の
気
持
ち
」
が

何
な
の
か
、
患
者
さ
ん
自
身
は
も
ち

ろ
ん
、
家
族
、
そ
し
て
医
療
者
が
共

に
問
い
続
け
ら
れ
る
環
境
な
の
か
も

し
れ
な
い
ね
。

C
：
そ
の
過
程
で
変
わ
っ
て
い
く
こ

と
が
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
譲
れ
な
い
、

変
え
て
は
い
け
な
い
も
の
が
あ
っ
た
り

す
る
。
そ
れ
が
人
間
だ
し
、「
尊
厳
」

の
形
は
一
つ
じ
ゃ
な
い
と
思
う
。

A
：
う
ん
。
一
意
に
定
ま
ら
な
い
か

ら
こ
そ
、
あ
え
て
『
山
中
静
夫
氏
の

尊
厳
死
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
映

画
の
形
で
表
現
さ
れ
る
価
値
が
あ
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
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各
方
面
で
活
躍
す
る
医
学
生
の
素
顔
を
、

同
じ
医
学
生
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
が
描
き
出
し
ま
す
。

No.25

宮崎県出身。大学3年生で宮崎大学学
生会の執行委員となり、自治会活動に
初めて参加。大学5年生で全日本医学
生自治会連合の中央執行委員長を務め、
入試差別問題に関して全国の医学生に
アンケート調査を実施し、省庁交渉や記
者会見などを通じて社会に医学生の声を
伝える活動を行った。将来は地域の人が
求める医療や社会を地域の人たちと一緒
に創りたい。

山下 さくら（宮崎大学６年）

profile

interviewee

山下 さくら 
interviewer

河野 大地
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河野 大地（宮崎大学３年）

profile

さくら先輩とは学生会や吹奏楽部などの活動でご一緒しています
が、僕にとっては遠い存在のように感じていました。今回のイン
タビューを通して、先輩の多くの業績は、先輩が私たちと同じよ
うに出る杭になることに対する不安を抱えながらも、自分なりの
信念を曲げずに行動してきた結果なのだとわかりました。僕も自
分の信念を大切にして、これから生きていきたいと思います。

※医学生の学年は取材当時のものです。

河
野
（
以
下
、
河
）：
山
下
さ
ん
は
医

学
連
の
委
員
長
と
し
て
、
２
０
１
８

年
の
医
学
部
不
正
入
試
問
題
や
医
師

の
過
重
労
働
を
テ
ー
マ
に
し
た
調
査

に
取
り
組
ま
れ
ま
し
た
。
ま
ず
、
不

正
入
試
問
題
を
テ
ー
マ
に
さ
れ
た
の

は
ど
う
し
て
で
す
か
？

山
下
（
以
下
、
山
）：
問
題
が
発
覚

し
た
当
初
は
、
単
に
受
験
生
の
問

題
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
で
す
が
、

調
べ
て
い
く
う
ち
に
、
今
ま
で
私
が

モ
ヤ
モ
ヤ
し
て
い
た
こ
と
に
も
、
同

じ
背
景
が
あ
る
と
気
付
い
た
ん
で
す
。

例
え
ば
、「
女
性
だ
か
ら
」
と
い
う

理
由
で
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
と
キ
ャ
リ
ア

の
兼
ね
合
い
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
は
、
何
だ
か
お
か
し
い
な
と

感
じ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
き
っ

と
こ
れ
は
私
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、

医
学
生
全
体
や
、
将
来
働
く
医
療

現
場
の
問
題
で
も
あ
る
は
ず
だ
か
ら
、

絶
対
に
ど
う
に
か
し
た
い
、
何
か
や

ら
な
け
れ
ば
と
思
い
ま
し
た
。

河
：
調
査
で
は
、
全
国
の
大
学
医
学

部
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
い
、
２
千
人

以
上
の
医
学
生
か
ら
回
答
を
得
た
う

え
、
記
者
会
見
も
行
い
ま
し
た
よ
ね
。

そ
こ
ま
で
積
極
的
に
な
れ
た
の
は
ど

う
し
て
で
し
ょ
う
か
。

山
：
初
め
は
、
私
と
同
じ
考
え
の
人

が
少
な
か
っ
た
ら
ど
う
し
よ
う
と
不

安
で
し
た
が
、
ア
ン
ケ
ー
ト
を
取
っ

て
み
る
と
、
多
少
の
差
は
あ
れ
ど
、

み
ん
な
苦
し
ん
で
い
た
ん
だ
と
わ
か

り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
学
生
た
ち
が

こ
ん
な
に
苦
し
ん
で
い
る
と
い
う
こ

と
を
社
会
に
伝
え
な
け
れ
ば
と
思
い
、

記
者
会
見
を
行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

自
分
の
名
前
を
出
し
て
意
見
を

言
う
こ
と
に
は
怖
さ
も
あ
り
ま
し

た
。
と
い
う
の
も
、
医
学
連
は
全
国

の
医
学
生
を
代
表
す
る
立
場
で
、
委

員
長
で
あ
る
私
の
仕
事
は
代
弁
を
す

る
こ
と
だ
と
思
っ
て
き
た
か
ら
で
す
。

た
だ
、
自
分
の
意
見
を
言
わ
な
い
と

何
も
変
わ
ら
な
い
し
、
同
じ
思
い
の

人
が
い
る
と
思
う
と
、「
や
り
た
い
」

と
い
う
気
持
ち
の
方
が
勝
り
ま
し
た
。

医
学
連
の
仲
間
た
ち
も
背
中
を
押
し

て
く
れ
ま
し
た
。

え
つ
つ
、
無
理
な
く
楽
し
く
働
け
た

ら
い
い
の
に
な
、
と
思
い
ま
す
。

　

と
は
い
え
、
道
の
り
は
長
そ
う
だ

と
も
感
じ
ま
す
。
こ
の
状
況
が
変
わ

ら
な
い
原
因
は
、
自
分
の
働
き
方
に

つ
い
て
深
く
考
え
る
機
会
の
な
い
ま

ま
医
師
に
な
っ
て
し
ま
う
私
た
ち
医

学
生
に
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
も
う
少
し
働
き
方
に
つ
い

て
し
っ
か
り
議
論
す
る
時
間
を
作
っ

て
、
自
分
の
こ
と
と
し
て
捉
え
な
い

と
、
本
質
は
変
わ
っ
て
い
か
な
い
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

河
：
長
時
間
勤
務
を
美
談
に
し
た
り
、

か
っ
こ
い
い
と
思
っ
て
し
ま
う
風
潮

が
、
ま
だ
あ
り
ま
す
よ
ね
。

山
：
そ
う
な
ん
で
す
。
で
も
私
は
、

患
者
さ
ん
は
疲
弊
し
た
医
師
に
診
て

も
ら
い
た
く
な
い
と
思
う
し
、
医
療

者
が
健
康
で
な
け
れ
ば
皆
が
健
康

に
な
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、

も
っ
と
医
療
界
全
体
、
そ
し
て
日
本

全
体
が
「
早
く
帰
れ
る
方
が
か
っ
こ

い
い
」
と
い
う
考
え
方
に
な
っ
た
ら

い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

バ
ッ
シ
ン
グ
も
あ
り
ま
し
た
が
、

あ
え
て
私
が
出
る
杭
と
な
っ
た
こ
と

で
、
こ
れ
ま
で
表
に
出
て
こ
な
か
っ

た
意
見
も
出
て
き
た
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
意
見
を
ぶ
つ
け
合
い
な
が
ら

も
、
互
い
の
一
致
点
を
探
る
こ
と
を

大
事
に
し
て
き
た
の
で
、
反
対
意
見

を
持
つ
人
と
も
し
っ
か
り
対
話
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
調
査
を

通
じ
て
、
み
ん
な
が
対
話
の
機
会
を

持
つ
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
と
て
も

良
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

河
：
今
後
の
医
師
の
働
き
方
に
つ
い

て
の
意
見
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

山
：
性
別
で
人
を
判
断
し
な
い
よ
う

に
な
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
の
が
一
番

で
す
ね
。「
入
試
で
女
子
を
制
限
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
男
性
を
安

価
で
た
く
さ
ん
働
く
労
働
者
と
し
て

見
て
い
て
、
男
性
の
方
が
か
わ
い
そ

う
」
と
い
う
意
見
が
出
た
時
、
一
理

あ
る
な
と
思
い
ま
し
た
。＂
男
だ
か

ら
＂＂
女
だ
か
ら
＂
で
は
な
く
、
各
々

が
自
分
の
生
き
た
い
よ
う
に
生
き
な

が
ら
、
医
師
需
給
の
バ
ラ
ン
ス
も
考
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