


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
。

多
様
な
医
師
の
在
り
方

尾
関
（
以
下
、
尾
）：
私
は
教
育
学

部
を
卒
業
し
て
か
ら
医
学
部
に
再
入

学
し
ま
し
た
。
入
試
の
面
接
官
だ
っ

た
小
松
先
生
に
「
文
系
出
身
者
と
し

て
こ
れ
か
ら
期
待
し
て
い
る
」
と
言

っ
て
い
た
だ
け
た
こ
と
が
印
象
に
残

っ
て
い
ま
す
。

小
松
（
以
下
、
小
）：
医
師
に
は
、
科

学
的
思
考
で
あ
る
「
サ
イ
エ
ン
ス
」
と
、

患
者
さ
ん
の
気
持
ち
や
意
向
を
酌
み
、

協
調
的
に
問
題
解
決
を
図
る
「
ア
ー

ト
」、
両
方
の
能
力
が
要
求
さ
れ
ま

す
。
現
状
の
医
学
部
入
試
は
、
数
学

や
理
科
な
ど
「
サ
イ
エ
ン
ス
」
の
部

分
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

尾
関
さ
ん
の
よ
う
に
文
系
的
素
養
で

あ
る
「
ア
ー
ト
」
の
能
力
を
持
っ
た

人
に
も
、
も
っ
と
医
師
を
目
指
し
て

ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に

今
は
、
医
師
免
許
は
あ
く
ま
で
一
つ

の
武
器
と
し
て
、「
医
師
」
と
い
う

従
来
の
既
成
概
念
に
囚
わ
れ
な
い
働

き
方
も
で
き
る
世
の
中
で
す
。
一
般

企
業
と
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
す
る
な

ど
、
他
の
分
野
と
二
足
の
わ
ら
じ
を

履
い
て
、
学
際
的
な
活
躍
を
す
る
こ

と
も
で
き
る
と
思
い
ま
す
よ
。

尾
：
小
松
先
生
も
腎
臓
内
科
と
医
学

教
育
の
二
足
の
わ
ら
じ
を
履
い
て
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
よ
ね
。

小
：
医
学
教
育
に
携
わ
っ
た
こ
と
で
、

同
期
ほ
ど
腎
臓
内
科
医
と
し
て
の
経

験
が
積
め
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と

に
悩
ん
だ
時
期
も
あ
り
ま
し
た
。
し

か
し
二
つ
の
分
野
に
身
を
置
く
こ
と

で
、
一
方
の
知
見
が
他
方
に
応
用
で

き
た
り
、
腎
臓
内
科
と
医
学
教
育

の
双
方
で
得
た
人
脈
を
つ
な
げ
る
こ

と
で
新
た
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
の
助
け
に

な
っ
た
り
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

臨
床
医
と
し
て
の
経
験
が
あ
る
お
か

げ
で
、
学
生
や
研
修
医
と
の
信
頼
関

係
の
構
築
が
ス
ム
ー
ズ
に
な
っ
た
と

い
う
恩
恵
も
あ
り
ま
す
。
臨
床
医
と

し
て
の
経
験
は
失
わ
な
い
よ
う
に
し

な
が
ら
、
医
学
教
育
に
携
わ
っ
て
い

く
こ
と
を
ポ
リ
シ
ー
に
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
二
足
の
わ
ら
じ
に
は
、
逃

げ
道
が
で
き
る
と
い
う
利
点
も
あ
り

ま
す
。
確
か
に
仕
事
量
を
倍
に
感

じ
て
つ
ら
く
な
る
と
き
も
あ
る
の
で

す
が
、
一
方
で
行
き
詰
ま
っ
た
と
き

に
も
う
一
方
に
視
点
を
移
す
こ
と
で
、

問
題
解
決
の
糸
口
が
見
え
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
自
分
の
中
で
う
ま
く
バ

ラ
ン
ス
を
と
る
た
め
に
双
方
を
保
持

し
て
い
る
面
も
あ
り
ま
す
ね
。

尾
：
先
生
は
医
師
と
し
て
の
今
後
に

多
様
な
道
筋
を
示
し
て
く
れ
る
の
で
、

励
み
に
な
り
ま
す
。

小
： 

学
生
が
視
野
を
広
く
持
て
る
よ

う
に
し
て
あ
げ
た
い
と
い
う
気
持
ち

で
医
学
教
育
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

社
会
が
求
め
る
医
師
像
に
応
え
よ
う

と
い
う
使
命
感
か
ら
、
真
面
目
な
人

ほ
ど
医
学
部
6
年
間
に
閉
塞
を
感

じ
が
ち
な
印
象
が
あ
る
の
で
す
。
確

か
に
医
師
は
緊
張
感
を
持
っ
て
職
務

に
当
た
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、

医
師
で
あ
る
以
前
に
一
人
の
人
間
で

す
か
ら
、
オ
ン
と
オ
フ
を
切
り
替
え

て
、
上
手
に
息
抜
き
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
自
分
の
人
間
的
な
部
分
を
受

け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
患
者

さ
ん
に
寄
り
添
っ
た
診
療
が
で
き
る

医
師
に
も
な
れ
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

宮
崎
県
と
い
う
地
で

尾
：
宮
崎
大
学
と
し
て
の
医
学
教
育

は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
目
指
し
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

小
：
私
た
ち
が
や
る
べ
き
こ
と
は
二

つ
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
全
国
ど

こ
で
働
い
て
も
遜
色
な
い
実
力
を
持

っ
た
医
師
を
育
成
す
る
こ
と
と
、
医

学
生
に
宮
崎
と
い
う
地
に
目
を
向
け

て
も
ら
う
こ
と
で
す
。

　

現
状
の
宮
崎
県
の
医
療
は
、
全

国
で
も
特
に
秀
で
た
特
殊
な
何
か
で

人
材
を
惹
き
つ
け
る
と
い
う
フ
ェ
ー

ズ
に
は
至
っ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

医
学
部
6
年
間
を
通
じ
て
人
間
関

係
を
築
い
た
り
、
徐
々
に
生
活
に
適

応
し
て
い
っ
た
り
し
て
、
宮
崎
へ
の

定
着
を
選
択
す
る
学
生
も
一
定
数
出

て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
の

宮
崎
県
が
持
っ
て
い
る
医
療
資
源
を

フ
ル
に
活
用
し
た
臨
床
実
習
を
経
験

し
て
も
ら
う
こ
と
で
、
こ
の
ま
ま
継

続
し
て
臨
床
研
修
や
専
門
研
修
も
受

け
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
を
見
出
し
て

も
ら
え
た
ら
効
果
的
だ
と
思
い
ま
す
。

医
師
の
偏
在
と
い
う
問
題
に
関
し
て

は
、
大
き
な
制
度
設
計
を
変
え
る
た

め
の
働
き
か
け
も
必
要
で
す
が
、
目

の
前
の
学
生
を
大
切
に
し
て
地
道
に

頑
張
っ
て
い
く
つ
も
り
で
す
。

小松 弘幸

宮崎という地で
多様な医師を育む医学教育を目指す

宮崎大学医学部　医療人育成支援センター　
臨床医学教育部門　教授（副センター長）
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※医学生の学年は取材当時のものです。

尾関 有香
宮崎大学医学部医学科　２年

小松 弘幸
宮崎大学医学部　医療人育成支援センター　臨床医学教育部門　教授（副センター長）
宮崎大学医学部附属病院　卒後臨床研修センター長
1998年、宮崎医科大学医学部（現宮崎大学医学部）医学科卒業。天理よろづ相談所病院総合診療
部にて臨床研修。宮崎大学医学部附属病院で内科医として勤務し、2005年に同大学医学研究科生
体制御系博士課程を修了。2015年、宮崎大学医学部医療人育成支援センター・臨床医学教育部門准
教授となり、2016年に同センター・副センター長（同附属病院卒後臨床研修センター長兼務）に就任。

「自分が必要とされている場所で働きたい」という思いから宮崎大学医
学部に入学しましたが、医学部の特殊性や出身地との土地柄の違いに
まだ慣れない部分を感じていました。小松先生のお話は、自分の今ま
での経験を生かした医師を目指すことへの励みになりました。これから
臨床実習などを通して、宮崎県の医療を体感できることが楽しみです。

に
な
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
自
分
の
人
間
的
な
部
分
を
受

け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
患
者

さ
ん
に
寄
り
添
っ
た
診
療
が
で
き
る

医
師
に
も
な
れ
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

宮
崎
県
と
い
う
地
で

尾
：
宮
崎
大
学
と
し
て
の
医
学
教
育

は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
目
指
し
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

小
：
私
た
ち
が
や
る
べ
き
こ
と
は
二

つ
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
全
国
ど

こ
で
働
い
て
も
遜
色
な
い
実
力
を
持

っ
た
医
師
を
育
成
す
る
こ
と
と
、
医

学
生
に
宮
崎
と
い
う
地
に
目
を
向
け

て
も
ら
う
こ
と
で
す
。

　

現
状
の
宮
崎
県
の
医
療
は
、
全

国
で
も
特
に
秀
で
た
特
殊
な
何
か
で

人
材
を
惹
き
つ
け
る
と
い
う
フ
ェ
ー

ズ
に
は
至
っ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

医
学
部
6
年
間
を
通
じ
て
人
間
関

係
を
築
い
た
り
、
徐
々
に
生
活
に
適

応
し
て
い
っ
た
り
し
て
、
宮
崎
へ
の

定
着
を
選
択
す
る
学
生
も
一
定
数
出

て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
の

宮
崎
県
が
持
っ
て
い
る
医
療
資
源
を

フ
ル
に
活
用
し
た
臨
床
実
習
を
経
験

し
て
も
ら
う
こ
と
で
、
こ
の
ま
ま
継

続
し
て
臨
床
研
修
や
専
門
研
修
も
受

け
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
を
見
出
し
て

も
ら
え
た
ら
効
果
的
だ
と
思
い
ま
す
。

医
師
の
偏
在
と
い
う
問
題
に
関
し
て

は
、
大
き
な
制
度
設
計
を
変
え
る
た

め
の
働
き
か
け
も
必
要
で
す
が
、
目

の
前
の
学
生
を
大
切
に
し
て
地
道
に

頑
張
っ
て
い
く
つ
も
り
で
す
。
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に
回
答
し
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
後
、

自
粛
期
間
が
長
引
き
、
皆
が
そ
れ
な

り
に
こ
の
生
活
に
適
応
し
て
き
た

頃
、
外
で
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
を
楽
し
む

家
族
な
ど
を
目
に
す
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
今
ま
で
仕
事
な
ど
が
中
心

で
隅
に
追
い
や
ら
れ
て
い
た
「
人
間

ら
し
い
生
活
」
み
た
い
な
も
の
が
取

り
戻
さ
れ
始
め
た
よ
う
に
感
じ
、「
も

し
か
し
た
ら
世
の
中
が
良
く
な
る
か

も
」
と
思
い
ま
し
た
ね
。

住
吉
（
以
下
、
住
）：
私
は
こ
の
自

粛
期
間
中
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
人
と
話

す
機
会
が
増
え
、
他
大
学
の
人
と
の

つ
な
が
り
も
だ
い
ぶ
増
え
た
点
は
良

か
っ
た
と
感
じ
ま
し
た
。
診
療
科
や

将
来
の
夢
な
ど
が
共
通
す
る
人
と
出

会
っ
て
意
気
投
合
し
た
り
、
オ
ン
ラ

イ
ン
勉
強
会
な
ど
に
も
積
極
的
に
参

加
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

磯
：
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
情
報
共
有
は
、

確
か
に
進
み
ま
し
た
ね
。
以
前
は
東

京
で
学
会
や
勉
強
会
が
開
催
さ
れ
る

こ
と
が
多
か
っ
た
で
す
が
、
今
は
オ

ン
ラ
イ
ン
で
ど
こ
か
ら
で
も
参
加
で

き
ま
す
。
た
だ
、
全
国
の
人
と
気
軽

に
つ
な
が
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
一
方

で
、
学
内
で
の
つ
な
が
り
は
希
薄
に

新型コロナウイルス感染症の流行を受けて、これからの医学生の学びや生活にはどのような変化があるのでしょうか？

「医学生の声を集めて経時的に追跡し、医学教育に反映する仕組み」を作ることを目的とする有志の医学生団体「MyFF

（Medical Youth Fingertip Forum）」は、全国の医学生を対象に、オンラインアンケート調査「第１回『新型コロナウ

イルスについての医学生調査』」（実施期間：2020年４月12日(日) ～ 24日(金)　回答者数：2,443名）を実施しま

した。今回はその調査・集計班のメンバーのうち５人でオンライン座談会を実施し、集計結果を見ながら医学生の学び

の未来について話し合ってもらいました。

因間 朱里
東京医科歯科大学　４年

野々宮 悠太
大阪市立大学　５年

磯邉 綾菜
京都府立医科大学　５年

ク
に
よ
る
自
粛
期
間
に
、
そ
の
人
に

と
っ
て
良
い
こ
と
の
方
が
多
か
っ
た

か
、悪
い
こ
と
の
方
が
多
か
っ
た
か
」

を
反
映
し
て
い
る
の
か
な
と
思
い
ま

す
。
も
と
も
と
自
主
的
に
考
え
て
行

動
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
人
に
と
っ

て
は
、自
分
の
時
間
が
増
え
て
、色
々

な
こ
と
に
取
り
組
み
や
す
く
な
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
逆
に
、

ア
ル
バ
イ
ト
や
部
活
な
ど
、
何
を
や

る
か
あ
ら
か
じ
め
決
ま
っ
て
い
る
活

動
を
頑
張
っ
て
い
た
人
は
、
で
き
な

く
な
っ
た
こ
と
が
多
い
と
感
じ
て
落

ち
込
ん
だ
り
し
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

磯
邉
（
以
下
、
磯
）：
回
答
し
た
時

点
で
の
世
の
中
の
雰
囲
気
も
、
影
響

を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
学
校
も
再
開
さ
れ
て
、
少

し
ず
つ
生
活
も
安
定
し
て
き
た
今
、

改
め
て
聞
い
て
み
た
ら
、
ま
た
回
答

の
傾
向
も
変
わ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

野
：
確
か
に
、
こ
れ
を
質
問
し
た
の

は
買
い
占
め
な
ど
が
話
題
に
な
っ
て

い
た
時
期
で
、
先
行
き
に
不
安
を
抱

き
が
ち
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

吉
田
（
以
下
、吉
）：
僕
も
、ア
ン
ケ
ー

ト
で
は
未
来
は
悪
く
な
る
と
い
う
方

未
来
は
暗
い
？

ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
か
ら

︱
︱
ア
ン
ケ
ー
ト
中
の
Ｑ
17︵
図
１
︶

の
「
今
回
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
経
て
、

総
合
的
に
み
て
世
の
中
は
良
く
な
っ

て
い
く
と
思
い
ま
す
か
？
」
と
い
う

質
問
で
は
、
こ
れ
ま
で
と
変
わ
ら
な

い
、
も
し
く
は
悪
く
な
る
と
い
う
回

答
が
約
四
分
の
三
を
占
め
て
い
ま
す
。

多
く
の
医
学
生
は
、
な
ぜ
そ
う
感
じ

た
の
で
し
ょ
う
か
。

野
々
宮
（
以
下
、
野
）：
こ
の
質
問

は
「
世
の
中
」
と
い
う
言
葉
を
ど
う

捉
え
る
か
で
解
釈
が
だ
い
ぶ
変
わ
っ

て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し

た
。
僕
は
社
会
全
体
の
未
来
に
つ
い

て
尋
ね
て
い
る
質
問
だ
と
捉
え
、「
変

わ
ら
な
い
」
を
選
び
ま
し
た
。
結
局
、

何
か
大
き
な
出
来
事
が
あ
っ
て
も
、

人
々
の
本
質
は
そ
う
簡
単
に
変
わ
る

も
の
で
は
な
い
し
、
結
局
元
通
り
に

戻
っ
て
し
ま
う
と
思
っ
た
の
で
す
。

因
間
（
以
下
、
因
）：
私
は
回
答
す

る
時
、
自
分
自
身
や
周
囲
の
状
況
に

つ
い
て
考
え
ま
し
た
。
私
と
同
じ
よ

う
に
考
え
た
人
が
多
か
っ
た
と
す
れ

ば
、
結
果
は
「
今
回
の
パ
ン
デ
ミ
ッ

with コロナ時代 の医学教育

～これからの医学生の学びはどう変わるか～
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５：良くなる～１：悪くなる

５
４
３
２
１

Q17. 今回のパンデミックを経て、総合的に
みて世の中は良くなっていくと思いますか？

ま
せ
ん
。
そ
れ
も
面
白
そ
う
で
す
が
、

医
学
に
は
も
と
も
と
徒
弟
制
的
な
面

も
あ
り
ま
す
し
、
大
学
ご
と
の
特
色

は
失
わ
れ
て
ほ
し
く
な
い
と
も
思
い

ま
す
。
臨
床
研
修
な
ど
も
、
症
例
の

豊
富
さ
と
い
う
点
で
は
都
会
の
方
が

有
利
で
す
が
、
僕
が
今
い
る
高
知
に

も
、
面
白
く
て
魅
力
的
な
先
生
が
い

ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、
そ
う
い
う
先
生

の
も
と
で
学
び
た
い
と
も
思
い
ま
す
。

ま
た
、
そ
の
土
地
で
生
活
し
、
人
と

つ
な
が
る
こ
と
か
ら
学
ぶ
こ
と
も
た

く
さ
ん
あ
る
と
思
い
ま
す
。
実
際
自

分
は
県
外
か
ら
高
知
に
来
て
、
高
知

の
良
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

住
：
私
が
通
う
富
山
大
学
で
は
、
富

山
県
の
独
特
な
医
療
の
歴
史
や
、
県

固
有
の
疾
患
を
学
ぶ
授
業
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
土
地
に
医
学
部
が
あ
る
こ

と
で
、
こ
の
県
の
特
性
を
よ
く
知
っ

た
医
師
が
定
着
す
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
地
方
の
大
学
が

な
く
な
り
、
そ
の
機
会
が
失
わ
れ
て

し
ま
う
の
は
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。

因
：
東
京
に
住
ん
で
い
る
私
は
、
都

会
か
ら
地
方
に
出
て
い
く
ハ
ー
ド
ル

が
下
が
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。

オ
ン
ラ
イ
ン
化
に
よ
り
、
本
人
に
自

な
っ
た
気
が
し
ま
す
。
学
内
の
つ
な

が
り
を
保
つ
た
め
の
サ
イ
ト
な
ど
も

作
れ
た
ら
と
考
え
て
い
ま
す
。

オ
ン
ラ
イ
ン
化
で
失
わ
れ
る
も
の
、

得
ら
れ
る
も
の

︱
︱
オ
ン
ラ
イ
ン
化
が
さ
ら
に
進
む

と
、「
大
学
」
と
い
う
枠
に
縛
ら
れ

ず
に
、
教
員
や
学
生
が
つ
な
が
り
を

持
て
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ひ
ょ
っ

と
す
る
と
、
各
県
に
最
低
一
つ
は
医

学
部
が
あ
る
、
と
い
う
今
の
体
制
も

変
わ
っ
て
い
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

吉
：
確
か
に
、
授
業
の
オ
ン
ラ
イ
ン

化
が
進
む
と
、
座
学
を
す
べ
て
オ
ン

ラ
イ
ン
で
行
う
よ
う
に
な
り
、
全
国

の
医
学
生
が
全
く
同
じ
授
業
を
受
け

る
、
な
ん
て
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ

主
性
が
あ
れ
ば
、
た
と
え
地
方
に
い

て
も
、
東
京
に
い
る
の
と
遜
色
な
い

く
ら
い
の
情
報
が
、
今
ま
で
以
上
に

簡
単
に
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
つ
つ

あ
り
ま
す
。
私
は
静
岡
で
育
ち
、
い

つ
か
は
地
元
に
帰
り
た
い
と
考
え
て

い
た
の
で
す
が
、
私
の
よ
う
な
人
に

と
っ
て
は
、
地
域
医
療
に
向
か
う

チ
ャ
ン
ス
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
れ
か
ら
の
時
代
を
担
う

医
師
と
し
て

︱
︱
休
校
や
オ
ン
ラ
イ
ン
化
な
ど
に

よ
っ
て
、
皆
さ
ん
の
生
活
に
は
大
き

な
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。

世
界
が
広
が
り
、
今
ま
で
と
違
う
も

の
に
目
が
向
い
た
、
と
い
う
よ
う
な

こ
と
は
あ
り
ま
し
た
か
？

吉
：
授
業
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
な
ど
に

よ
っ
て
、
自
由
な
時
間
が
増
え
ま
し

た
。
周
囲
で
も
、
楽
器
演
奏
や
資
格

の
取
得
、
料
理
な
ど
、
新
し
い
こ
と

を
始
め
る
人
は
多
か
っ
た
で
す
。

住
：
私
は
、
少
し
で
も
興
味
が
引
か

れ
る
も
の
が
あ
れ
ば
と
、
様
々
な
オ

ン
ラ
イ
ン
勉
強
会
に
参
加
し
て
み
ま

し
た
。
た
だ
実
際
に
や
っ
て
み
る
と
、

自
分
に
は
案
外
向
い
て
い
な
い
な
、

と
思
う
も
の
も
結
構
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
が
わ
か
っ
た
だ
け
で
も
、
大
き

な
収
穫
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

野
：
僕
は
統
計
学
に
興
味
が
あ
り
、

休
校
期
間
中
に
思
い
切
り
打
ち
込
む

こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
大
き
な
糧
に

な
り
ま
し
た
。
今
で
は
、
研
修
医
を

し
な
が
ら
統
計
学
で
大
学
院
に
進
む

の
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

因
：
医
学
以
外
の
専
門
分
野
に
つ
い

て
学
ぶ
に
も
、
良
い
機
会
だ
っ
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
私
は
大
学
の

入
学
式
で
、今
後
は
「
医
師
が
余
る
」

時
代
が
来
る
と
言
わ
れ
た
こ
と
を
思

い
出
し
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
は
、
医

師
と
し
て
働
き
な
が
ら
ビ
ジ
ネ
ス
や

他
分
野
の
研
究
に
勤
し
む
人
が
増
え

て
い
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
医
学
生

も
た
だ
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
こ
な
す
の

で
は
な
く
、
自
主
性
が
問
わ
れ
る
場

面
が
ま
す
ま
す
増
え
て
い
く
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

︱
︱
こ
の
よ
う
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、

医
学
教
育
の
な
か
で
も
、
自
主
的
に

行
動
で
き
る
人
材
を
育
成
し
て
い
く

よ
う
な
働
き
か
け
が
必
要
と
な
っ
て

く
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

吉田 匠悟
高知大学　４年

住吉 紗代子
富山大学　４年

図１

MyFF「第１回『新型コロナウイルスについての医学生調査』」より
http://myff .jp/survey/survey-quick-1/4/
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小
口
（
以
下
、
小
）：
皆
さ
ん
は
大

学
院
で
社
会
学
を
研
究
さ
れ
て
い
る

そ
う
で
す
が
、
ど
の
よ
う
な
研
究
を

し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

庄
子
（
以
下
、
庄
）：
僕
は
自
身
の

出
身
地
で
も
あ
る
福
島
県
を
フ
ィ
ー

ル
ド
に
、
東
日
本
大
震
災
後
の
福
島

県
の
復
旧
や
そ
の
課
題
に
つ
い
て
研

究
し
て
い
ま
す
。

菅
森
（
以
下
、
菅
）：
私
は
乳
が
ん

を
経
験
し
た
人
の
病
気
へ
の
意
味
づ

け
や
、
患
者
会
と
呼
ば
れ
る
患
者
さ

ん
同
士
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
研
究
し

て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
私
は
大
学
卒

業
後
に
社
会
人
に
な
っ
た
後
で
再
入

学
し
た
社
会
人
学
生
で
す
。

笹
川
（
以
下
、
笹
）：
私
は
茨
城
県

の
農
山
村
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
、
過
疎

化
や
高
齢
化
な
ど
の
問
題
を
抱
え
た

農
山
村
の
地
域
づ
く
り
に
つ
い
て
研

究
し
て
い
ま
す
。
私
も
一
度
大
学
を

卒
業
後
、
実
際
に
地
域
づ
く
り
に
携

わ
っ
た
後
で
、
再
び
大
学
院
に
入
学

し
ま
し
た
。

立
木
（
以
下
、
立
）：
社
会
学
と
は

ど
の
よ
う
な
学
問
で
す
か
？

庄
：
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
ア
ン
ケ
ー
ト

な
ど
の
社
会
調
査
を
使
っ
て
、
人
々

の
価
値
観
や
関
係
性
の
結
び
方
な
ど

を
理
解
す
る
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。

「
他
者
の
合
理
性
の
理
解
」
と
呼
ば

れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

菅
：
例
え
ば
、
病
気
を
し
た
方
が
そ

の
病
の
経
験
を
人
生
の
中
で
ど
の
よ

う
に
意
味
づ
け
て
い
る
の
か
、
患
者

さ
ん
と
医
師
は
ど
ん
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
て
い
る
の
か
な

ど
が
研
究
の
対
象
に
な
り
ま
す
ね
。

笹
：
フ
ィ
ー
ル
ド
は
違
い
ま
す
が
、

私
た
ち
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
方
法
に
し
て
い

る
点
で
共
通
し
て
い
ま
す
。

渡
邉
（
以
下
、
渡
）：
社
会
学
を
学

ん
だ
人
は
ど
の
よ
う
な
進
路
を
選
択

す
る
の
で
し
ょ
う
か
？

庄
：
学
部
生
の
就
職
先
は
様
々
で
す
。

社
会
学
部
に
は
メ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て

学
ぶ
学
科
も
多
い
の
で
、
広
告
業
界

や
マ
ス
コ
ミ
を
志
望
す
る
人
は
多
い

と
思
い
ま
す
。
一
方
で
、
大
学
院
を

志
望
す
る
学
生
は
あ
ま
り
多
く
な
い

と
思
い
ま
す
。
大
学
院
の
博
士
課
程

ま
で
進
む
と
、
進
路
と
し
て
は
研
究

者
が
ほ
と
ん
ど
に
な
り
ま
す
。

笹
：
私
は
修
了
後
、
再
び
地
域
づ
く

り
に
関
わ
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

社
会
学
は
身
近
な
場
所
に
問
い
を
見

つ
け
る
学
問
だ
か
ら
、
仕
事
と
研
究

を
行
っ
た
り
来
た
り
で
き
る
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

菅
：
最
近
は
私
た
ち
の
よ
う
に
、
社

会
人
に
な
っ
て
か
ら
大
学
院
に
入
学

し
た
り
、
仕
事
を
し
な
が
ら
研
究
を

す
る
人
も
多
い
で
す
よ
。

立
：
仕
事
と
研
究
の
両
立
は
大
変
で

は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

菅
：
幸
い
理
解
の
あ
る
職
場
な
の
で
、

あ
ま
り
無
理
は
感
じ
ま
せ
ん
。
ま
た
、

研
究
発
表
や
資
料
の
集
め
方
が
仕
事

に
も
役
に
立
っ
て
い
る
と
感
じ
る
こ

と
も
多
い
で
す
。
た
だ
、
も
う
少
し

文
系
の
博
士
号
が
一
般
企
業
な
ど
か

ら
も
評
価
さ
れ
れ
ば
い
い
の
に
、
と

思
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

庄
：
な
か
な
か
常
勤
職
に
就
け
な
い

「
ポ
ス
ド
ク
問
題
」
な
ど
、
文
系
の

博
士
課
程
院
生
の
進
路
に
は
課
題
が

多
い
で
す
ね
。

立
：
医
学
部
の
勉
強
は
卒
業
後
の
進

路
に
直
結
し
て
い
る
の
で
す
が
、
つ

い
受
け
身
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
敷

か
れ
た
レ
ー
ル
の
上
を
走
っ
て
い
る

よ
う
な
感
覚
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
皆
さ
ん
の
よ
う
に
自
発
的
に
大

学
院
で
研
究
す
る
人
の
熱
意
は
、
刺

激
に
な
り
ま
す
。

研
究
内
容
を
選
ん
だ

き
っ
か
け
は
？

渡
：
皆
さ
ん
が
自
身
の
研
究
内
容
を

選
ん
だ
き
っ
か
け
は
何
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
？

笹
：
私
が
フ
ィ
ー
ル
ド
に
す
る
農
山

村
は
、
過
疎
や
人
手
不
足
な
ど
へ
の

対
策
と
し
て
、
他
の
地
域
と
の
合
併

や
、
外
部
者
を
3
年
間
地
域
づ
く
り

に
参
加
さ
せ
る
「
地
域
お
こ
し
協
力

隊
」
と
い
う
制
度
を
利
用
し
て
、
地

域
お
こ
し
を
試
み
て
い
ま
す
。
か
つ

て
私
も
そ
の
一
人
と
し
て
地
域
づ
く

り
に
参
加
し
ま
し
た
。
そ
の
活
動
の

中
で
、
合
併
で
地
名
が
な
く
な
っ
た

地
域
住
民
の
喪
失
感
や
、「『
よ
そ
者
』

と
し
て
の
外
部
者
」
と
地
域
住
民
と

の
葛
藤
に
気
付
き
ま
し
た
。
こ
の
気

付
き
を
き
っ
か
け
に
今
は
、
そ
の
葛

藤
を
通
し
て
外
部
者
が
ど
う
変
わ
っ

て
い
く
か
、
反
対
に
、
地
域
住
民
は

外
部
者
と
の
交
流
を
通
し
て
ど
の
よ

う
に
「
地
域
」
を
再
発
見
す
る
の
か

を
、
お
祭
り
な
ど
の
地
域
活
動
に
参

加
し
な
が
ら
聴
き
取
っ
て
い
ま
す
。

菅
：
私
は
学
部
生
の
時
、
看
護
師
さ

ん
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
、
そ
の
内

容
を
卒
業
論
文
に
し
ま
し
た
。
自
分

に
で
き
な
い
こ
と
を
仕
事
に
し
て
い

る
人
に
興
味
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

た
だ
、
社
会
人
に
な
っ
た
後
も
看
護

師
さ
ん
の
包
容
力
へ
の
感
動
を
忘
れ

ら
れ
ず
、
今
度
は
病
を
ケ
ア
す
る

医
療
者
で
は
な
く
、
病
の
当
事
者
に

つ
い
て
研
究
し
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。

自
分
が
女
性
で
あ
る
こ
と
と
、
先
生

の
助
言
も
あ
っ
て
、
乳
が
ん
と
い
う

テ
ー
マ
に
至
り
ま
し
た
。

　

現
在
、
女
性
に
と
っ
て
乳
が
ん
は

と
て
も
身
近
な
病
気
で
あ
る
一
方
、

立木 綾音 
東京女子医科大学

5年

小口 億人
日本大学　5年

渡邉 萌音
横浜市立大学
1年

社会学研究者 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の「リアリ ティー」を、医学生たちが探ります。今回は、社

会学を研究する研究者3 名と、医学生3 名で座 談会を行いました。

今回は、大学院で社会学を研究する研究者3名に集まっていただきました。社会学とはどのような学問なのか、どのようなテーマの研究をしているのか、その研究テーマを選んだきっかけは何かなど、詳しくお話を聴きました。

今回のテーマは
「社会学研究者」

社
会
学
っ
て

ど
ん
な
学
問
？

→
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ビ
ュ
ー
の
コ
ツ
は
あ
り
ま
す
か
？

笹
：
私
は
話
が
逸
れ
る
こ
と
も
楽
し

ん
で
し
ま
い
ま
す
。
気
付
け
ば
６
時

間
ぐ
ら
い
家
に
い
て
「
夕
飯
も
食
べ

て
い
き
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
、
そ
の

ま
ま
食
べ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ

れ
に
、
本
題
か
ら
逸
れ
て
い
る
よ
う

な
思
い
出
話
の
中
に
も
当
時
の
地
域

の
描
写
が
あ
り
、
大
事
な
こ
と
が
わ

か
る
こ
と
も
あ
る
ん
で
す
よ
。

菅
：
私
は
相
手
を
「
患
者
さ
ん
」
と

い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
て
見
な
い
よ

う
に
し
て
い
ま
す
。「
患
者
さ
ん
」

と
し
て
捉
え
る
と
見
え
な
く
な
る
も

の
が
多
い
ん
で
す
。「
患
者
さ
ん
」

で
あ
る
以
前
に
、
様
々
な
経
歴
を

も
っ
た
一
人
の
女
性
が
、
た
ま
た
ま

乳
が
ん
に
な
っ
て
、
そ
の
経
験
を
私

に
教
え
て
く
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
私

は
「
乳
が
ん
の
経
験
者
」
と
呼
ぶ
よ

う
に
し
て
い
ま
す
。

立
：「
経
験
者
」
と
い
う
言
葉
、
す

ご
く
腑
に
落
ち
ま
し
た
。

調
査
を
通
し
て

「
他
者
」
に
出
会
う

渡
：
調
査
す
る
人
数
な
ど
は
決
ま
っ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

庄
：
研
究
に
よ
っ
て
様
々
で
す
。
多

く
の
人
を
対
象
に
広
く
浅
く
調
査
す

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
特
定
の
人

を
深
く
掘
り
下
げ
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
調
査
を
し
て
い
る
と
、
時
折
強

烈
な
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
人
に
出
会

う
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。
そ
う
い
う

場
合
、
広
く
浅
く
聞
い
た
話
と
並
べ

て
み
て
も
か
え
っ
て
理
解
で
き
な
く

な
る
の
で
、
そ
の
人
一
人
か
ら
し
っ

か
り
と
お
話
を
聴
き
取
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
知
り
た
い
こ
と
に
応
じ
て

ア
プ
ロ
ー
チ
を
変
え
て
い
け
る
の
は
、

人
を
相
手
に
す
る
研
究
だ
か
ら
こ
そ

か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

菅
：
私
も
、
強
烈
な
人
と
の
出
会
い

が
フ
ィ
ー
ル
ド
に
入
る
き
っ
か
け
に

な
り
ま
し
た
。
そ
の
方
は
乳
房
再
建

の
患
者
会
を
立
ち
上
げ
た
方
で
、
初

め
て
会
っ
た
時
、
再
建
乳
房
の
ヌ
ー

ド
写
真
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
ん
で
す
。

普
段
の
生
活
で
は
初
対
面
の
人
か
ら

裸
の
写
真
を
見
せ
て
も
ら
う
こ
と
は

な
い
の
で
衝
撃
で
し
た
。
乳
が
ん
経

験
者
の
全
員
が
再
建
を
す
る
わ
け
で

は
な
い
し
、
写
真
を
撮
る
人
は
ご
く

一
部
で
す
。
で
す
が
、
だ
か
ら
こ
そ

「
再
建
し
た
乳
房
を
写
真
に
撮
る
の

は
な
ぜ
か
」
と
い
う
問
い
か
ら
乳
が

ん
を
考
え
る
と
い
う
、
社
会
学
的
な

考
え
方
が
で
き
ま
し
た
。

笹
：
私
は
、
山
に
入
る
前
に
「
雪
崩

に
遭
わ
な
い
よ
う
に
」
と
呪
文
を
唱

え
て
く
れ
た
お
じ
い
さ
ん
や
、
春
に

蒔
く
種
を
袋
に
入
れ
て
「
種
様
」
と

呼
ぶ
お
ば
あ
さ
ん
と
出
会
っ
た
こ
と

が
衝
撃
的
で
し
た
ね
。
東
京
に
い
る

と
気
付
か
な
い
、
自
然
と
人
と
の
付

き
合
い
方
が
あ
る
ん
だ
と
思
い
知
ら

さ
れ
ま
し
た
。

庄
：
僕
ら
は
理
解
で
き
な
い
人
に
出

会
っ
た
と
き
、「
こ
の
人
は
何
を
考

え
て
い
る
ん
だ
ろ
う
」
と
か
え
っ
て

惹
か
れ
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
そ
れ

は
社
会
学
を
学
ん
で
い
る
者
の
性
な

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
皆
さ
ん
も
医

師
に
な
っ
て
、
患
者
さ
ん
を
人
と
し

て
深
く
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
、
相

手
が
何
を
大
事
に
し
て
い
る
か
わ
か

ら
な
か
っ
た
り
、
ど
う
し
て
も
理
解

で
き
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る

と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
こ
そ
が
「
他

者
」
に
出
会
う
と
い
う
経
験
な
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

「
人
を
相
手
に
す
る
」

と
い
う
こ
と

小
：
皆
さ
ん
の
お
話
を
聴
い
て
、
今

後
医
師
と
し
て
し
っ
か
り
と
患
者
さ

ん
の
話
を
聴
き
、
そ
の
人
生
に
向
き

合
っ
て
い
こ
う
と
思
い
ま
し
た
。

立
：
私
は
普
段
、何
か
に
疑
問
を
持
っ

て
知
り
た
い
と
思
う
こ
と
が
少
な
い

の
で
、
関
心
を
持
っ
て
研
究
す
る
皆

さ
ん
の
姿
勢
に
尊
敬
を
覚
え
ま
し
た
。

人
と
の
関
わ
り
方
と
し
て
も
勉
強
に

な
り
ま
し
た
。

渡
：
大
学
に
入
っ
て
か
ら
医
学
部
の

人
と
し
か
関
わ
っ
た
こ
と
が
な
く
、

文
系
の
全
く
違
う
分
野
の
方
の
話
を

聴
く
の
が
初
め
て
だ
っ
た
の
で
、
刺

激
に
な
り
ま
し
た
。
社
会
学
は
人
と

深
く
関
わ
る
分
野
で
あ
り
、
そ
の
点

で
は
医
学
と
も
共
通
す
る
部
分
が
あ

る
と
思
い
ま
し
た
。

乳
が
ん
を
公
言
す
る
人
が
多
い
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
乳
が
ん
経
験
者

が
心
に
抱
え
る
ス
ト
レ
ス
を
解
消
す

る
に
は
、
家
族
や
医
療
者
だ
け
で
な

く
同
病
者
の
存
在
が
重
要
に
な
り
ま

す
。
最
近
は
患
者
会
や
イ
ベ
ン
ト
に

参
加
し
な
が
ら
、
女
性
同
士
の
関
係

と
い
う
観
点
か
ら
、
乳
が
ん
の
同
病

者
関
係
を
考
察
し
て
い
ま
す
。

庄
：
僕
は
学
部
生
の
時
に
起
き
た
震

災
を
き
っ
か
け
に
、
地
元
の
こ
と
を

考
え
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
自
分
は

た
ま
た
ま
社
会
学
部
に
い
る
か
ら
、

友
達
や
知
人
に
話
を
聴
き
な
が
ら
、

震
災
後
の
福
島
で
生
き
て
い
る
人
た

ち
が
何
を
考
え
て
い
る
の
か
を
調
べ

よ
う
と
思
っ
た
こ
と
が
、
研
究
の
始

ま
り
で
し
た
。
当
時
も
今
も「
福
島
」

と
聞
い
て
福
島
に
住
ん
で
い
な
い
人

が
抱
く
イ
メ
ー
ジ
と
、
住
ん
で
い
る

人
の
様
子
と
の
間
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
が
当
時
か
ら
の
問
題

意
識
と
い
う
か
、
考
え
た
い
こ
と
の

根
本
に
あ
り
ま
す
ね
。
修
士
課
程
か

ら
は
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
考
え
る
た
め

に
、
福
島
に
お
け
る
「
笑
い
」
に
つ

い
て
研
究
し
て
い
ま
す
。

渡
：
自
分
の
経
験
が
研
究
テ
ー
マ
に

な
る
こ
と
も
多
い
ん
で
す
ね
。
医
学

と
関
わ
り
の
あ
る
テ
ー
マ
で
も
、
ア

プ
ロ
ー
チ
が
違
っ
て
新
鮮
で
す
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
際
の

コ
ツ
と
は
？

小
：
実
習
を
し
て
い
る
と
、
問
診
で

患
者
さ
ん
か
ら
う
ま
く
お
話
を
聴
け

な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
イ
ン
タ

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。
取材は2020年2月上旬に実施しました。医学生の学年は取材当時のものです。

菅森 朝子
立教大学大学院

庄子 諒
一橋大学
大学院

笹川 貴吏子

立教大学
大学院

社会学研究者 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の「リアリ ティー」を、医学生たちが探ります。今回は、社

会学を研究する研究者3 名と、医学生3 名で座 談会を行いました。

医学生 × 社会学研究者
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Need to know チーム医療のパートナー

小児トータルケアセンター

チーム医療のパートナー
連載

これから医師になる皆さんは、どの医療現場で働いても、チーム医療を担う一員となるでしょう。本連載では、様々
なチームで働く医療職をシリーズで紹介しています。今回は、三重大学医学部附属病院の小児トータルケアセン
ターについて、副センター長であり小児看護専門看護師の河俣さんにお話を伺いました。

三重大学医学部附属病院・小児トータルケアセンターの皆さん
写真前列左から、井倉千佳さん（看護師）、末藤美貴さん（看護師）、河俣あゆみさん（副センター長・小児看護専門看護師）、仲野里美さん（看護師）
写真後列左から、淀谷典子先生（小児科医師）、岩永貴子さん（事務員）、坂本由香さん（事務員）、富田稚菜さん（医療ソーシャルワーカー）、
岩本彰太郎先生（センター長・小児科医師）

切
れ
目
の
な
い
支
援
を

―
―
ま
ず
、
小
児
ト
ー
タ
ル
ケ
ア
セ

ン
タ
ー
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

河
俣
（
以
下
、
河
）：「
療
養
を
必
要

と
す
る
子
ど
も
た
ち
の
生
活
を
保
障
し

て
、
質
を
上
げ
て
い
く
」
と
い
う
活
動

方
針
の
も
と
、
様
々
な
職
種
と
連
携

し
て
、
子
ど
も
と
ご
家
族
を
支
援
す
る

体
制
づ
く
り
を
し
て
い
ま
す
。
対
象
は
、

当
院
の
病
棟
に
入
院
す
る
子
ど
も
や
外

来
に
通
う
子
ど
も
に
加
え
、
在
宅
療
養

中
の
子
ど
も
な
ど
、
当
院
に
関
わ
る
子

ど
も
全
員
で
す
。
当
院
は
県
内
唯
一
の

大
学
病
院
な
の
で
、
外
科
手
術
を
必
要

と
す
る
子
ど
も
や
小
児
が
ん
の
子
ど
も

な
ど
、
重
症
度
が
高
い
子
ど
も
た
ち
が

集
ま
り
ま
す
。
そ
う
し
た
子
ど
も
た
ち

を
、
入
院
か
ら
外
来
、
そ
し
て
在
宅
ま

で
切
れ
目
な
く
支
援
で
き
る
よ
う
、
そ

れ
ぞ
れ
の
間
を
つ
な
ぐ
役
割
を
し
て
い

ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
外
来
・
在
宅
に
お

け
る
ケ
ア
の
実
践
、
関
係
各
所
か
ら

の
相
談
対
応
と
調
整
業
務
、
県
内
の

小
児
医
療
に
関
わ
る
多
職
種
の
教
育

の
三
つ
が
主
な
業
務
で
す
。

チ
ー
ム
で
多
面
的
に
支
援
す
る

―
―
セ
ン
タ
ー
内
で
の
多
職
種
の
役

割
分
担
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
か
？

河
：
医
師
は
専
属
で
２
名
い
ま
す
。

１
名
は
小
児
が
ん
の
専
門
で
、
在
宅

移
行
後
の
終
末
期
ケ
ア
に
も
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。
も
う
１
名
は
Ｎ
Ｉ
Ｃ

Ｕ
（
新
生
児
集
中
治
療
室
）
を
専
門

と
し
て
お
り
、
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｕ
か
ら
外
来・

在
宅
へ
の
接
続
を
主
に
担
当
し
て
い

ま
す
。
看
護
師
は
私
も
含
め
て
４
名

お
り
、
訪
問
看
護
の
実
践
、
各
自
の

専
門
性
を
活
か
し
た
相
談
活
動
、
訪

問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
・
保
健
師
・

福
祉
関
係
者
な
ど
と
の
連
携
、
小
児

が
ん
治
療
後
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
も

行
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
行
政
と
の
連
携
や
研
修
会

な
ど
の
教
育
活
動
の
開
催
事
務
を
担

う
専
属
の
事
務
員
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス

の
紹
介
や
相
談
・
連
携
窓
口
を
担
う

小
児
に
特
化
し
た
医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
カ
ー
の
ほ
か
、
子
ど
も
や
ご
家

族
の
支
援
を
す
る
臨
床
心
理
士
も
い

ま
す
。
さ
ら
に
、
子
ど
も
の
発
達
や

ス
ト
レ
ス
へ
の
対
処
に
関
す
る
専
門

的
な
知
識
を
持
ち
、
様
々
な
支
援
を

行
う
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ラ
イ
フ
・
ス
ペ

シ
ャ
リ
ス
ト
が
３
名
、
病
棟
や
外
来

で
活
動
し
て
い
ま
す
。

　

小
児
が
療
養
す
る
う
え
で
、
身
体

的
な
こ
と
だ
け
で
な
く
、
心
理
的
・

社
会
的
に
も
成
長
・
発
達
を
支
え
る

チ
ー
ム
と
し
て
活
動
で
き
る
こ
と
が
、

当
セ
ン
タ
ー
の
強
み
だ
と
思
い
ま
す
。

院
内
外
で
の
連
携

―
―
院
内
で
は
各
職
種
は
ど
の
よ
う

に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
っ
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

河
：
セ
ン
タ
ー
内
で
各
職
種
は
適
宜

情
報
共
有
を
し
て
い
ま
す
が
、
毎
週

１
回
は
必
ず
、
医
師
・
看
護
師
・
事

務
員
・
医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー

に
よ
る
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
月
１
回
、
院
内
の

小
児
に
関
わ
る
多
職
種
20
名
ほ
ど
が

集
ま
り
、
ケ
ー
ス
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

や
県
内
の
小
児
医
療
に
関
す
る
情
報

交
換
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

―
―
院
外
と
の
連
携
は
ど
の
よ
う
に
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子どもたちの療養に関
わる

地域の多職種と連携し
、

支援体制を築いていま
す。

行
っ
て
い
ま
す
か
？

河
：
小
児
が
ん
の
子
ど
も
や
人
工
呼

吸
器
を
付
け
た
子
ど
も
を
自
宅
で
看

る
に
は
、
訪
問
看
護
を
は
じ
め
、
福

祉
計
画
を
立
て
る
方
、
福
祉
サ
ー
ビ

ス
を
導
入
す
る
方
、
薬
局
の
方
な
ど
、

地
域
の
多
職
種
の
力
が
不
可
欠
で
す
。

そ
う
し
た
方
々
か
ら
の
相
談
を
受
け

た
り
、
実
際
に
一
緒
に
ケ
ア
に
入
っ

た
り
し
て
日
々
の
関
係
性
を
構
築
す

る
こ
と
も
、
当
セ
ン
タ
ー
の
大
き
な

役
割
で
す
。

　

そ
も
そ
も
こ
の
セ
ン
タ
ー
が
立
ち

上
が
っ
た
き
っ
か
け
は
、
10
年
ほ
ど

前
、
小
児
が
ん
の
子
ど
も
か
ら
の
「
家

に
帰
り
た
い
」
と
い
う
要
望
を
受
け
、

在
宅
看
取
り
の
支
援
を
行
っ
た
こ
と

で
し
た
。
ま
た
当
時
か
ら
、
人
工
呼

吸
器
を
付
け
た
子
ど
も
が
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｕ

に
停
滞
し
て
し
ま
う
問
題
も
あ
っ
た

た
め
、
そ
の
子
ど
も
た
ち
を
在
宅
に

帰
す
支
援
も
始
め
ま
し
た
。
活
動
を

開
始
し
た
当
初
は
人
工
呼
吸
器
を
付

け
た
子
ど
も
を
看
ら
れ
る
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
も
少
な
く
苦
労
し
ま

し
た
が
、
ま
ず
は
病
院
の
ス
タ
ッ
フ

が
一
緒
に
訪
問
し
、
モ
デ
ル
に
な
る
よ

う
努
め
た
と
こ
ろ
、
徐
々
に
対
応
で

き
る
と
こ
ろ
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。

　

小
児
療
養
の
理
想
の
形
は
、
小
児

在
宅
に
関
わ
る
全
て
の
職
種
が
患
児

の
自
宅
に
集
ま
っ
て
、
親
御
さ
ん
の

前
で
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
で
き
る

こ
と
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
現
在
の

形
に
な
る
ま
で
長
い
道
の
り
で
し
た

が
、
近
年
は
社
会
全
体
の
後
押
し

を
感
じ
ま
す
。
当
セ
ン
タ
ー
は
医
師

が
セ
ン
タ
ー
長
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、

院
内
に
も
意
見
が
届
き
や
す
い
で
す

し
、
病
院
外
の
た
く
さ
ん
の
方
々
の

ご
協
力
も
あ
っ
て
、
活
動
し
や
す
い

体
制
を
作
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
。

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
心
掛
け

―
―
地
域
の
多
職
種
を
コ
ー
デ
ィ
ネ

ー
ト
す
る
う
え
で
、
注
意
し
て
い
る

こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

河
：
ま
ず
は
そ
の
職
種
の
専
門
性
を

理
解
す
る
こ
と
で
す
ね
。
専
門
性
を

十
分
に
発
揮
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、

必
要
な
情
報
を
確
実
に
伝
え
る
よ
う

気
を
付
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、「
子

ど
も
の
た
め
に
知
恵
を
借
り
る
」
と

い
う
姿
勢
を
意
識
し
て
い
ま
す
。
私

た
ち
が
や
り
た
い
こ
と
の
た
め
に
動
い

て
も
ら
う
の
で
な
く
、
子
ど
も
に
と

っ
て
の
最
善
を
考
え
る
の
で
す
。
そ

の
際
、
ど
の
く
ら
い
ま
で
な
ら
可
能

な
の
か
を
尋
ね
る
こ
と
も
大
切
で
す
。

無
理
難
題
を
言
っ
て
も
い
け
ま
せ
ん

が
、
こ
ち
ら
の
働
き
か
け
方
次
第
で

は
前
例
の
な
い
支
援
を
し
て
い
た
だ

け
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
実
際
、
在

宅
で
人
工
呼
吸
器
を
付
け
た
子
ど
も

を
看
て
い
る
親
御
さ
ん
の
状
況
を
お

話
し
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
ま
で
訪
問

の
経
験
の
な
い
薬
局
さ
ん
が
「
や
っ

て
み
ま
し
ょ
う
」
と
手
を
挙
げ
て
く

だ
さ
っ
た
事
例
も
あ
り
ま
し
た
。

人
の
痛
み
が
わ
か
る
医
師
に

―
―
最
後
に
、
医
学
生
へ
の
メ
ッ
セ

新生児・小児医療の飛躍的な進歩により、以前では助からなかった
命がつながり、その子らしい人生を踏み出すことができる時代にな
ってきました。一方で、依然として病を克服できず、短い生涯を終え
る子どももいれば、人工呼吸器などの医療的ケアを必要としながら
在宅で過ごす子ども（医療的ケア児）もいます。
医療的ケアは、酸素・経管栄養・気管切開・人工呼吸器・人工
肛門・腹膜透析など、日常生活に必要な医療的な生活支援行
為で、保護者が医師より指導を受けて家庭で行う行為を指しま
す。当センターは、こうした医療的ケア児と家族を支える多職種チ
ームです。海外にも、終末期医療を必要とするがんの子どもと家
族の在宅生活を多職種で支えるチームがあり、米国のPediatric 
advanced care teamや英国のPediatric oncology outreach nurse 
specialistsはとても有名です。
私どもが支援する子どもの多くは、どんなに苦しい状況にあっても、
家族と共に、希望をつなぎ、生き抜く姿を見せてくれます。時には、
様々な痛みで顔を歪ませることもありますが、飛び切りの笑顔で周
囲を明るくもしてくれます。
医師として、こうした子どもから実に多くを学びます。おそらく医学
生の皆さんが思い描く小児医療とは、まったく異なるものだと思いま
す。ぜひ、興味があれば当センターにお立ち寄りください。いつで
も大歓迎です。

医療的ケア児と家族に寄り添う医師として
センター長　岩本 彰太郎先生

ー
ジ
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

河
：
小
児
医
療
の
や
り
が
い
は
、
子

ど
も
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
力
を
感
じ

ら
れ
る
こ
と
で
す
。
病
院
か
ら
自
宅

に
帰
る
と
、
子
ど
も
の
表
情
は
全
く

変
わ
り
ま
す
。
家
族
の
愛
情
を
受
け

て
育
つ
と
は
こ
う
い
う
こ
と
な
ん
だ

と
感
じ
ま
す
。
親
御
さ
ん
が
子
ど
も

と
暮
ら
せ
る
こ
と
に
幸
せ
を
感
じ
て

く
だ
さ
る
こ
と
も
医
療
者
の
喜
び
に

な
り
ま
す
し
、
保
育
園
や
幼
稚
園
、

学
校
な
ど
、
子
ど
も
の
生
活
を
支
え

る
多
く
の
人
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
励
ま

さ
れ
る
こ
と
も
、
小
児
医
療
な
ら
で

は
の
魅
力
で
す
ね
。

　

患
者
さ
ん
の
視
点
に
立
つ
こ
と
が

で
き
る
医
師
は
、
ど
の
人
か
ら
も
一

目
置
か
れ
ま
す
。
病
気
の
治
療
は
も

ち
ろ
ん
で
す
が
、
様
々
な
人
の
意
見

を
聴
け
る
柔
軟
性
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
能
力
を
身
に
つ
け
れ
ば
、
き

っ
と
チ
ー
ム
の
力
に
な
る
で
し
ょ
う
。

例
え
ば
、
小
児
医
療
で
は
ご
家
族
の

話
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
は
大
前
提
で

す
が
、
子
ど
も
が
成
長
し
て
い
く
う

え
で
関
わ
る
人
は
他
に
も
い
る
の
で
、

そ
の
思
い
や
意
見
に
は
特
に
ア
ン
テ

ナ
を
張
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

　

医
学
生
の
皆
さ
ん
に
は
、
勉
強
以

外
に
も
様
々
な
こ
と
を
経
験
し
て
感

受
性
を
磨
き
、
人
の
痛
み
が
わ
か
る

医
師
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
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地域医療
ルポ

RE
PO31

　

高
速
道
路
を
降
り
る
と
す
ぐ
、
ゴ

ル
フ
場
や
温
泉
宿
の
看
板
と
並
ん
で

内
田
病
院
の
案
内
が
見
え
る
。
程
近

く
に
山
々
を
望
み
な
が
ら
国
道
を
進

む
と
、
畑
の
中
に
病
院
や
介
護
施
設

が
立
ち
並
ぶ
一
角
が
現
れ
た
。
今
年

84
歳
に
な
る
内
田
先
生
は
、
娘
に
理

事
長
を
譲
っ
て
は
い
る
が
、
今
も
な

お
週
１
回
の
外
来
と
手
術
を
担
当
し
、

警
察
医
も
引
き
受
け
る
現
役
だ
。

　
「
半
世
紀
以
上
の
医
師
人
生
で
一

番
苦
労
し
た
の
は
、
こ
の
病
院
を
建

て
た
頃
で
し
た
。
高
齢
化
が
問
題
と

な
る
な
か
、
病
院
と
家
庭
の
中
間
施

設
を
作
る
と
い
う
厚
生
省
（
当
時
）

の
構
想
を
知
り
『
こ
れ
だ
』
と
思
っ

た
私
は
、
い
ち
早
く
建
物
を
設
計
し

ま
し
た
。
し
か
し
県
か
ら
待
っ
た
が

か
か
り
、
空
き
フ
ロ
ア
が
二
つ
も
で

き
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。」

　

数
年
後
、
そ
の
フ
ロ
ア
は
県
内
初

の
認
知
症
専
門
棟
と
な
る
こ
と
が
決

ま
り
、
何
と
か
採
算
が
取
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
い
う
。

　
「
経
営
は
と
て
も
厳
し
く
、
や
っ

て
い
け
な
い
と
思
い
詰
め
た
こ
と
も

あ
っ
た
け
れ
ど
、
こ
の
時
の
苦
労
は

私
に
と
っ
て
転
機
に
な
り
ま
し
た
。

　

医
師
に
な
り
た
て
の
頃
は
私
自
身

向
こ
う
っ
気
が
強
く
、
外
科
の
先
輩

方
も
『
俺
が
診
る
患
者
は
幸
せ
だ
』

と
い
う
思
想
だ
っ
た
の
で
、
そ
う
い

う
も
の
か
な
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
。

け
れ
ど
自
身
が
辛
い
思
い
を
し
て
み

て
、
人
と
し
て
ど
の
よ
う
に
患
者
さ

ん
に
向
き
合
う
べ
き
か
、
改
め
て
考

え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
医
療
は
サ
ー

良いと思ったらすぐ取り組み、地域の医療をリード
群馬県沼田市　内田病院　内田 好司先生
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ビ
ス
業
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
が
、
そ

の
真
意
は
、
自
分
の
や
る
こ
と
に
自

負
を
持
ち
つ
つ
、
相
手
を
尊
重
す
る

姿
勢
に
あ
る
と
私
は
思
い
ま
す
。」

　

以
降
、
内
田
先
生
は
関
連
施
設
と

し
て
有
料
老
人
ホ
ー
ム
や
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
な
ど
を
建
設
し
、
地
域
の
高

齢
者
医
療
を
リ
ー
ド
す
る
存
在
と
な

っ
て
い
く
。
特
に
、
抑
制
を
な
く
す

ケ
ア
と
、
安
全
で
お
い
し
い
ソ
フ
ト

食
の
提
供
に
は
、
全
国
的
に
も
か
な

り
早
い
段
階
で
取
り
組
ん
だ
。

　
「
ど
ち
ら
も
、
先
進
的
に
取
り
組

む
人
の
本
や
記
事
を
読
ん
で
『
こ
れ

だ
』
と
感
じ
た
の
で
す
。
す
ぐ
筆
者

に
連
絡
し
て
病
院
ま
で
来
て
も
ら
い
、

一
か
ら
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。」

　

常
に
ア
ン
テ
ナ
を
張
り
、
良
い
と

思
っ
た
こ
と
に
は
す
ぐ
取
り
組
ん
で

き
た
内
田
先
生
。
そ
の
思
想
は
次
の

世
代
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

　
「
娘
は
私
よ
り
も
発
想
力
が
豊
か

で
、
近
年
は
地
域
の
子
ど
も
と
お
年

寄
り
、
そ
し
て
障
害
の
あ
る
方
が
一

緒
に
過
ご
せ
る
施
設
を
運
営
し
て
い

ま
す
。
こ
の
地
域
は
人
口
減
少
が
進

ん
で
い
る
け
れ
ど
、
こ
う
し
た
取
り

組
み
は
地
域
の
価
値
を
上
げ
る
こ
と

に
も
つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
。」

　

最
後
に
、
こ
れ
か
ら
を
担
う
若
い

世
代
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
聞
い
た
。

　
「
医
学
は
覚
え
る
こ
と
が
多
い
け

れ
ど
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
世
界
に

あ
ま
ね
く
目
を
向
け
て
ほ
し
い
で
す

ね
。
色
々
な
こ
と
を
知
り
経
験
す
る

ほ
ど
、
懐
の
深
い
、
温
か
み
の
あ
る

医
師
に
な
れ
る
と
思
い
ま
す
よ
。」

利根川水系が形成した河岸段丘対岸
に位置し、四方を囲む名山や豊かな
自然が魅力のリゾート地としても親
しまれる。高齢化率は 32％を超え、
本年度から「健康増進計画　健康ぬ
また21（第 2 次）」に基づいて健康
寿命の延伸に取り組んでいる。

群馬県沼田市

著書の『肛門疾患アトラス』は絶版だが、今もこの本を評価する医師は少なくないそうだ。

病院外観。周辺には関連施設が立ち並ぶ。 田畑に囲まれたのどかな立地。
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医師の働き方を
考える

医師の働き方を
考える

は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
高
校
３
年

生
の
時
に
父
が
病
気
を
し
、
地
元
の

旭
川
を
離
れ
る
の
が
難
し
く
な
り
ま

し
た
。
旭
川
の
外
で
も
医
学
部
な
ら

許
さ
れ
る
の
で
は
と
思
い
ま
し
た
が
、

試
験
の
結
果
、
旭
川
医
大
に
進
学
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
の
６
年
間
は
、
父
が
亡

く
な
っ
た
り
し
た
も
の
の
、
楽
し
い

大
学
時
代
で
し
た
。
同
期
に
小
児
科

志
望
が
多
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
卒

業
後
は
私
も
小
児
科
の
臨
床
医
に
な

ろ
う
か
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　

た
だ
、
当
時
解
剖
学
で
流
行
し
て

い
た
定
量
形
態
学
に
も
関
心
が
あ
り

ま
し
た
。
４
年
生
か
ら
出
入
り
し
て

い
た
解
剖
学
教
室
で
基
礎
研
究
を
続

け
る
と
い
う
進
路
も
考
え
ま
し
た
が
、

家
に
経
済
的
余
裕
が
な
か
っ
た
の
で

難
し
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
で
す

が
卒
業
直
前
、
助
手
の
席
が
空
く
と

い
う
話
が
あ
り
、
そ
れ
な
ら
ば
と
決

今
回
は
、
長
年
、
大
学
で
基
礎
研
究
と
教
育
に
携
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
平
先
生
に
、
こ
れ
ま
で

の
キ
ャ
リ
ア
や
研
究
者
と
し
て
の
苦
労
、
医
学
教
育
に
対
す
る
思
い
な
ど
を
伺
い
ま
し
た
。

語り手　
平
ひら

 義樹先生
旭川医科大学看護学科形態機能学　准教授

聞き手　
藤根 美穂先生
日本医師会男女共同参画委員会委員（取材当時）、岩見沢市立総合病院

地
道
な
研
究
生
活

藤
根
（
以
下
、
藤
）：
平
先
生
は
基

礎
研
究
者
と
し
て
、
出
身
大
学
の
旭

川
医
科
大
学
で
長
く
解
剖
学
の
教
鞭

を
執
ら
れ
、
近
年
は
高
大
連
携
活
動*

な
ど
の
社
会
貢
献
も
さ
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
、
私
に
と
っ
て
は
学
生
時
代

に
所
属
し
て
い
た
サ
ー
ク
ル
の
顧
問

で
も
あ
る
の
で
、
肩
の
力
を
抜
い
て

ざ
っ
く
ば
ら
ん
に
お
話
を
伺
い
た
い

と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
先
生
は
な
ぜ

医
学
部
を
志
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

平
：
実
は
、
高
校
生
に
な
る
ま
で
医

学
部
に
進
む
つ
も
り
は
全
く
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
で
す
が
友
人
に
は
医

学
部
志
望
者
が
多
く
、
高
校
１
年
生

の
時
、
理
科
の
選
択
科
目
で
化
学
と

地
学
を
選
ぶ
と
、
皆
に
「
医
学
部
に

行
く
な
ら
生
物
だ
ろ
う
」
と
言
わ
れ
、

選
択
を
変
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
も
医
学
部
に
進
む
つ
も
り

　
　  

　
　
地
道
な
実
践
と
失
敗
を
積
み
重
ね
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
研
究
者
に
必
要
な
判
断
力
を
養
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　   

〜
基
礎
研
究
者
　
平ひ

ら 

義
樹
先
生
〜
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インタビュアーの藤根先生。　　　　　　　　　　　　　

心
し
ま
し
た
。
実
は
、
数
学
が
得
意

と
い
う
理
由
で
衛
生
学
教
室
か
ら
も

誘
わ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
数
学
や

物
理
が
好
き
な
あ
ま
り
、
実
験
に
積

極
的
に
取
り
組
ん
で
こ
な
か
っ
た
の

で
、
む
し
ろ
実
験
を
し
よ
う
と
思
い
、

解
剖
学
を
選
び
ま
し
た
。

藤
：
卒
業
後
は
ど
の
よ
う
な
生
活
を

送
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

平
：
最
初
は
ハ
ム
ス
タ
ー
の
松
果
体

を
研
究
し
ま
し
た
。
ハ
ム
ス
タ
ー
は

松
果
体
の
大
き
さ
に
日
内
変
動
が
あ

る
の
で
、
そ
の
細
胞
の
大
き
さ
や
細

胞
小
器
官
の
大
き
さ
を
、
電
子
顕
微

鏡
を
見
て
測
定
し
続
け
ま
し
た
。
こ

れ
を
３
年
間
、
ほ
ぼ
毎
日
。
た
だ
、

こ
の
地
味
な
修
行
時
代
の
お
か
げ
で

自
分
の
電
子
顕
微
鏡
写
真
の
見
方
の

ベ
ー
ス
が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
免
疫
染
色
と
い
う
新
し

い
技
術
を
学
ぶ
た
め
徳
島
大
学
に
国

内
留
学
し
、
卒
後
10
年
ほ
ど
経
っ
た

頃
、
ラ
ッ
ト
の
松
果
体
に
関
す
る
論

文
で
論
文
博
士
を
取
得
し
ま
し
た
。

　

と
に
か
く
毎
日
、
電
子
顕
微
鏡
を

覗
い
て
、
ブ
リ
ー
ダ
ー
の
ご
と
く
多

く
の
動
物
を
育
て
て
い
ま
し
た
ね
。

藤
：
私
が
お
手
伝
い
に
伺
っ
た
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
ね
。

平
：
当
時
は
お
世
話
に
な
り
ま
し
た

（
笑
）。
さ
て
、
論
文
博
士
を
取
っ
て

区
切
り
が
つ
い
た
頃
、
新
し
い
教
授

が
就
任
し
ま
す
。
そ
れ
で
研
究
の
方

向
性
が
が
ら
り
と
変
わ
り
、
視
床
下

部
か
ら
分
泌
、
ゴ
ル
ジ
体
・
小
胞
体

と
、
焦
点
も
移
っ
て
い
き
ま
し
た
。

そ
れ
が
今
の
研
究
に
も
つ
な
が
っ
て

お
り
、
こ
こ
何
年
か
は
神
経
細
胞
の

ゴ
ル
ジ
の
配
列
を
研
究
し
て
い
ま
す
。

た
だ
、
細
胞
生
物
学
は
理
学
系
の
研

究
者
が
強
い
分
野
な
の
で
、
医
学
部

で
論
文
投
稿
の
水
準
ま
で
研
究
を
進

め
る
難
し
さ
も
感
じ
て
い
ま
す
。

研
究
者
・
教
員
と
し
て
の
生
き
残
り

藤
：
基
礎
研
究
を
続
け
る
う
え
で
苦

労
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

平
：
い
く
ら
強
調
し
て
も
足
り
な
い

の
は
、
大
学
の
研
究
者
・
教
員
と
し

て
生
き
残
る
た
め
に
は
、
資
金
調
達

と
業
績
が
必
須
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
高
大
連
携
活
動
を
行
う
よ
う

に
な
っ
た
経
緯
に
は
、
研
究
費
の
足

し
と
業
績
に
で
き
な
い
か
と
の
目
的

も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
実
際
に

活
動
を
始
め
る
と
そ
ち
ら
が
忙
し
く
、

本
業
の
研
究
は
あ
ま
り
進
み
ま
せ
ん

で
し
た
。
特
に
、
平
成
25
～
28
年
度

に
手
掛
け
た
、
高
校
の
先
生
を
集
め

て
合
宿
を
行
う
イ
ベ
ン
ト
は
資
金
的

に
も
最
大
規
模
で
、
楽
し
か
っ
た
一

方
で
非
常
に
忙
し
か
っ
た
で
す
ね
。

　

そ
れ
が
ひ
と
段
落
し
た
頃
、
医
学

科
か
ら
看
護
学
科
に
移
る
こ
と
に
な

り
、
の
ん
び
り
研
究
で
き
る
か
と
思

い
ま
し
た
が
、
こ
ち
ら
は
こ
ち
ら
で

教
育
が
忙
し
く
、
や
は
り
研
究
は
思

う
よ
う
に
は
進
み
ま
せ
ん
。
医
学
の

中
で
も
解
剖
学
は
ま
だ
研
究
者
の
教

育
活
動
が
認
め
ら
れ
る
分
野
で
す
が
、

資
金
を
得
て
研
究
を
進
め
、
業
績
を

上
げ
る
こ
と
が
重
要
な
の
は
同
じ
で

す
。
私
も
で
き
る
こ
と
を
必
死
に
や

り
、
何
と
か
細
々
と
研
究
を
進
め
て

き
ま
し
た
。
本
末
転
倒
に
な
る
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
が
、
経
験
と
し
て
は

悪
く
な
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

研
究
者
の
価
値
は
判
断
す
る
力

藤
：
教
育
と
い
う
と
、
先
生
の
授
業

を
懐
か
し
く
思
い
出
し
ま
す
。
長
ら

く
医
学
教
育
に
携
わ
っ
て
こ
ら
れ
た

先
生
の
教
育
に
対
す
る
お
考
え
を
お

聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

平
：
こ
れ
は
私
の
持
論
で
す
が
、
私

自
身
が
解
剖
実
習
を
経
験
し
た
当
時

の
こ
と
を
思
い
返
す
と
、
マ
ク
ロ
解

剖
学
は
実
習
中
心
が
良
い
と
思
い
ま

す
。
講
義
よ
り
実
習
を
中
心
に
行
い
、

基
本
を
身
に
つ
け
る
の
で
す
。

　

高
大
連
携
活
動
に
お
い
て
も
、

ベ
ー
シ
ッ
ク
な
部
分
を
大
事
に
し
ま

し
た
。
例
え
ば
、
電
子
顕
微
鏡
の
写

真
を
貼
り
合
わ
せ
て
大
き
な
写
真
を

作
る
作
業
を
生
徒
に
さ
せ
、
そ
の
過

程
で
細
胞
の
働
き
を
調
べ
さ
せ
る
こ

と
で
、
理
解
を
促
し
て
き
ま
し
た
。

　

大
切
な
の
は
基
本
を
体
に
染
み
込

ま
せ
る
こ
と
で
す
。
と
に
か
く
ま
ず

は
ひ
た
す
ら
見
る
。
そ
れ
を
反
復
す

る
う
ち
に
、
物
事
を
見
分
け
る
能
力

が
養
わ
れ
て
い
く
の
で
す
。
こ
れ
は

私
が
昔
、
毎
日
電
子
顕
微
鏡
を
見
て

き
た
経
験
と
も
重
な
り
ま
す
。

藤
：「
み
る
」
と
い
う
点
で
は
、
患

者
さ
ん
を
診
て
経
験
を
積
む
臨
床
と

も
重
な
り
ま
す
ね
。
そ
の
意
味
で
は
、

効
率
重
視
の
教
育
は
望
ま
し
く
な
い

の
で
し
ょ
う
か
。

平
：
教
育
を
プ
ロ
グ
ラ
ム
化
す
る
こ

と
自
体
は
悪
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
問
題
は
そ
の
後
、
ど
の
よ
う
に

経
験
を
積
む
か
で
す
。
例
え
ば
、
研

究
に
は
精
度
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。

最
先
端
の
研
究
ほ
ど
精
度
が
高
い
か

と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
、
出
て
き

た
結
果
に
対
し
て
「
お
か
し
い
点
は

な
い
か
？
」
と
批
判
的
に
思
考
で
き

る
こ
と
が
大
事
で
す
。
結
果
は
正
し

い
の
か
、
本
当
に
意
味
が
あ
る
の
か
、

判
断
す
る
の
は
人
間
で
す
。
そ
れ
を

判
断
で
き
る
と
い
う
点
に
、
研
究
者

の
価
値
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
判
断
力
は
教
育
だ
け

で
は
養
え
ず
、
経
験
が
必
要
で
す
。

若
い
う
ち
は
失
敗
し
て
も
良
い
の
で

す
。
様
々
な
経
験
を
し
、
失
敗
を
積

み
重
ね
る
こ
と
で
、
判
断
力
が
身
に

つ
く
の
だ
と
思
い
ま
す
。

藤
：
先
生
の
今
後
の
展
望
を
お
聞
か

せ
く
だ
さ
い
。

平
：
定
年
ま
で
あ
と
７
年
ほ
ど
で
す

か
ら
、
何
と
か
時
間
を
作
っ
て
、
成

果
が
出
て
も
出
な
く
て
も
、
自
分
の

好
き
な
研
究
を
し
た
い
で
す
。

　

若
い
人
の
中
に
は
、
今
後
何
ら
か

の
事
情
で「
こ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
」

と
い
う
境
遇
に
陥
る
人
も
い
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
私
自
身
、
何
も
か
も

う
ま
く
い
っ
た
華
や
か
な
研
究
生
活

と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
け
れ
ど
、
た
と
え
思
い
通
り
に

な
ら
な
く
て
も
、
ま
ず
は
実
践
し
て

み
て
ほ
し
い
で
す
。
失
敗
も
経
験
に

な
り
ま
す
か
ら
、
何
も
無
駄
な
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
よ
。

藤
：
た
と
え
華
や
か
で
な
く
て
も
、

経
験
に
裏
付
け
ら
れ
た
先
生
の
科
学

に
対
す
る
真
摯
な
姿
勢
は
、
医
学
の

発
展
に
不
可
欠
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

*高大連携活動…平先生が、文部科学省の「サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト（SPP）」事業において、生徒の科学技術、理科・数学に対する興味関心と好 
 奇心を育成することを目的とし、地域の高等学校と連携して行った学習活動。
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日
本
の
災
害
医
療
を
支
え
る

︱
︱
災
害
現
場
で
活
動
す
る
医
療

チ
ー
ム
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ

り
ま
す
か
？

石
川
（
以
下
、
石
）：
ま
ず
、
災
害

現
場
の
急
性
期
医
療
を
担
う
の
は

災
害
派
遣
医
療
チ
ー
ム 

︵D
isaster 

M
edical A

ssistance T
eam

：

D
M

A
T

︶
で
す
。
救
命
治
療
を
目
的

と
す
る
、
専
門
的
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を

受
け
た
機
動
性
を
有
す
る
医
療
チ
ー

ム
で
、
災
害
発
生
か
ら
お
お
む
ね
48

時
間
以
内
に
活
動
で
き
ま
す
。

　

Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
の
撤
退
時
、
日
本
医

師
会
災
害
医
療
チ
ー
ム
︵Japan 

M
edical A

ssociation Team

：

JM
A

T

︶
が
引
き
継
ぎ
を
受
け
、
災

害
時
に
お
け
る
、
主
に
急
性
期
以
降

や
慢
性
期
医
療
に
携
わ
り
ま
す
。

　

ま
た
災
害
時
に
お
け
る
不
安
・
抑

う
つ
等
精
神
的
な
問
題
に
は
、
災
害

派
遣
精
神
医
療
チ
ー
ム
︵D

isaster 
P

sychiatric A
ssistance Team

： 
D

P
A

T

︶
が
対
応
し
ま
す
。

︱
︱
ど
の
よ
う
な
災
害
を
経
て
、
こ

れ
ら
の
チ
ー
ム
が
創
設
さ
れ
た
の
で

し
ょ
う
か
？

石
：
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
は
阪
神
・
淡
路
大
震

災
を
通
じ
て
、
災
害
現
場
で
の
急
性

期
医
療
が
欠
落
し
て
い
た
と
い
う
反

省
か
ら
作
ら
れ
ま
し
た
。

　

Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
は
日
本
医
師
会
の
会
内

委
員
会
よ
り
、
２
０
１
０
年
か
ら
創
設

が
提
言
さ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ

石
：
被
災
現
場
で
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
を
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
す
る
立
場
の
「
統
括
Ｊ
Ｍ
Ａ

Ｔ
」
を
、
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
内
に
位
置
付
け
た

の
は
、
２
０
１
６
年
の
熊
本
地
震
で
の

現
場
の
判
断
で
し
た
。当
時
、医
療
チ
ー

ム
を
統
括
す
る
役
割
の
地
元
の
医
療

機
関
が
被
災
し
、
指
揮
系
統
が
混
乱

し
て
い
た
の
で
す
。「
統
括
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
」

は
、
被
災
地
の
医
師
会
を
支
援
し
な

が
ら
、
情
報
把
握
等
を
行
い
、
現
地

で
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
活
動
を
統
括
し
ま
す
。

　

ま
た
、
２
０
１
８
年
の
西
日
本
を

中
心
と
す
る
豪
雨
災
害
で
の
Ｊ
Ｍ
Ａ

Ｔ
活
動
が
終
了
し
た
後
、
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ

体
制
を
強
化
す
る
た
め
、「
先
遣
Ｊ

Ｍ
Ａ
Ｔ
機
能
」
を
含
め
た
「
統
括
Ｊ

Ｍ
Ａ
Ｔ
」
の
役
割
を
明
確
に
し
ま
し

た
。
先
遣
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
は
、
発
災
直
後

に
被
災
地
に
入
り
、
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
の
派

遣
の
必
要
性
や
被
災
地
で
求
め
ら
れ

る
機
能
等
の
情
報
把
握
を
行
い
、
日

本
医
師
会
に
情
報
提
供
を
す
る
役
割

JMATのこれまでと
これから

日本医師会災害医療チーム（Japan Medical 
Association Team：JMAT）について石川広己

日本医師会常任理事（取材当時）に聴きました。

の
１
年
後
に
東
日
本
大
震
災
が
起
き

た
た
め
、
研
修
方
法
が
直
前
ま
で
検

討
段
階
だ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、急
遽

結
成
さ
れ
る
運
び
と
な
っ
た
の
で
す
。

　

Ｄ
Ｐ
Ａ
Ｔ
は
東
日
本
大
震
災
の
経
験

か
ら
、２
０
１
３
年
に
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
の
こ
れ
ま
で
の
歩
み

︱
︱
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
は
災
害
現
場
で
、
具

体
的
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

石
：
避
難
所
・
救
護
所
等
で
の
直
接

の
診
療
や
健
康
管
理
、
被
災
地
の
病

院
・
診
療
所
へ
の
支
援
が
中
心
的
な

役
割
で
す
。
慢
性
疾
患
を
抱
え
て
い

る
人
な
ど
に
対
し
、
被
災
前
か
ら
の

治
療
の
継
続
や
、
具
合
が
悪
く
な
っ

た
と
き
の
対
応
を
行
い
ま
す
。
さ
ら

に
、
避
難
所
の
公
衆
衛
生
、
被
災
者

の
栄
養
状
態
や
派
遣
先
地
域
の
医
療

ニ
ー
ズ
の
把
握
と
対
処
、
被
災
地
の

医
療
機
関
へ
の
円
滑
な
引
き
継
ぎ
ま

で
、活
動
範
囲
は
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
。

　

Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
の
最
大
の
特
徴
は
、
全

国
の
医
師
や
、
そ
の
他
の
関
係
職
種

が
、
日
本
医
師
会
員
の
資
格
や
事
前

登
録
の
有
無
を
問
わ
ず
、
自
主
的
に

参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点

で
す
。
高
い
倫
理
性
と
強
い
使
命
感

を
持
つ
医
師
た
ち
の
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ

シ
ョ
ナ
ル
・
オ
ー
ト
ノ
ミ
ー
に
よ
り

成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

︱
︱
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
は
災
害
に
柔
軟
に

対
応
す
る
た
め
、
様
々
な
仕
組
み
を

整
え
て
き
た
そ
う
で
す
ね
。

人々の命と健康を守るため　
災害に立ち向かうのも
医師の役目です

石川 広己日本医師会常任理事（取材当時）
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難
訓
練
な
ど
は
よ
く
行
っ
て
い
ま
す

が
、
水
害
へ
の
対
策
は
ま
だ
及
ば
な

い
部
分
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

避
難
所
生
活
に
つ
い
て
も
、
日
本

で
は
長
年
、
災
害
援
助
の
最
低
基
準

を
示
し
た
ス
フ
ィ
ア
基
準
が
満
た
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
し

た
。
し
か
し
、
熊
本
地
震
や
豪
雨
災

害
時
の
避
難
所
環
境
等
を
鑑
み
て
、

重
要
視
さ
れ
は
じ
め
て
い
ま
す
。

︱
︱
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
は
災
害
対
策
だ
け
で

な
く
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
対
策
で
も
活
動
し
て
い
ま
す
。

石
：
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
対
応
す
る
た
め
、
特
例
的
な
Ｊ
Ｍ

Ａ
Ｔ
と
し
て
「
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ-

19　

Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
」
を
派
遣
す
る
方
針
が
定

め
ら
れ
、
軽
症
者
や
無
症
状
者
の
受

入
施
設
や
、
帰
国
者
・
接
触
者
外
来
、

行
政
や
地
域
医
師
会
等
が
設
置
し
た

仮
設
診
療
所
等
で
の
支
援
を
行
っ
て

い
る
地
域
も
あ
り
ま
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
流
行
が

収
ま
ら
な
い
な
か
で
豪
雨
災
害
が
起

こ
る
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
た

め
、
公
衆
衛
生
的
な
部
分
に
は
未
だ

改
善
の
余
地
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
以
前
か
ら
、
避
難
所
内
で
距
離

を
取
る
た
め
段
ボ
ー
ル
の
活
用
を
提

案
し
て
い
た
の
で
す
が
、
こ
れ
は

ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
の
観
点

か
ら
も
効
果
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

　

様
々
な
災
害
に
最
適
な
支
援
が
行

え
る
よ
う
、
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
は
こ
れ
か
ら

も
試
行
錯
誤
を
続
け
て
い
き
ま
す
。

を
担
い
ま
す
。

　

豪
雨
や
台
風
災
害
が
集
中
的
に
発

生
し
、
そ
の
被
害
も
激
甚
化
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
本
会
で
は
、
全
国
の

Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
体
制
の
強
化
を
目
指
す
た

め
、
２
０
１
８
年
10
月
に
日
本
医
師

会
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
研
修
を
初
め
て
実
施
し

ま
し
た
。「
災
害
時
に
被
災
地
内
外

か
ら
派
遣
さ
れ
る
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
と
し
て
、

一
体
的
・
組
織
的
な
医
療
支
援
活
動

を
行
え
る
よ
う
に
す
る
」
等
を
目
的

と
し
た
研
修
で
す
。

︱
︱
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
で
は
ど
の
よ
う
な
研

修
を
行
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

石
：
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
研
修
は
「
基
本
編
」

「
統
括
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
︵
先
遣
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ

機
能
含
む
︶
編
」「
地
域
医
師
会
Ｊ

Ｍ
Ａ
Ｔ
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
編
」「
ロ

ジ
ス
テ
ィ
ク
ス
編
」
の
４
種
類
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
が
あ
り
、
都
道
府
県
医
師

会
が
推
薦
す
る
医
師
や
看
護
師
、
ロ

ジ
ス
テ
ィ
ク
ス
担
当
者
等
を
対
象
に
、

講
義
と
実
習
を
行
っ
て
い
ま
す
。
講

義
で
は
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
に
求
め
ら
れ
る
役

割
や
過
去
の
事
例
等
を
学
ん
で
い
た

だ
き
、
実
習
で
は
被
災
地
を
想
定
し

て
、
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
や
グ
ル
ー
プ

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
実
施
し
て
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ

︱
︱
近
年
の
日
本
で
は
地
震
だ
け
で

な
く
、
水
害
も
か
な
り
頻
繁
に
起
き

る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

石
：
日
本
で
は
一
般
的
に
地
震
の
避

被災地の医療機関の
復旧、被災郡市区医
師会の支援活発化

先遣JMAT
「支援JMAT」の
要否判断 「支援JMAT」

日本医師会「JMATに関する災害医療研修会」（2012年3月10日）資料（「DMATとJMATの連携」
（小林國男　日本医師会「救急災害医療対策委員会」委員長（当時））を改変したもの）

時間経過発災

JMAT活動の概念図（大規模災害時のイメージ）

医
療
支
援

DMAT

被災地
JMATの
自律的災害
医療活動 「被災地JMAT」 （被災都道府県医師会） 

統括JMAT
JMATの統括 JMATの
JMATの派遣先の 撤収と地元への
絞り込み 引継ぎ
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グローバ ルに活躍する
若手医師たち

韓国若手医師によるCOVID-19対策

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、韓国の若手医師とのウェビナー（オンラインセミナー）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。

COVID-19により皆さんも授業・実習の延期や
中止など、多大な影響が出たことと思います。
JMA-JDNでは今年5月に韓国の若手医師とウェ
ビナーを行いました。韓国がCOVID-19のパン
デミックにどのように対応し、若手医師の役割は
どのようであったかをご報告します。
今回、韓国公衆衛生医師協議会（KAPHD）の
チェ・セジン先生にお話していただきました。韓
国では医学部卒業直後からレジデンシーを修了
した段階の20 ～ 30代の男性医師が、兵役の
代わりに3年間、主に無医地区、地方の保健セ
ンター、空港検疫や刑務所等で「公衆衛生医師

（PHD）」として働く制度があります。2020年1月
27日に4例のCOVID-19の感染が確認されてか
ら、PHDが検疫のため空港に配置され、2月に
は大邱の感染拡大地区に200人のPHDが配置
されたそうです。このパンデミックで1,000人以
上のPHDが感染制御のため働きました。PCR
検査の件数を増やすという韓国の戦略の前線に

立ち、PCR検査の検体採取を行ったのは彼ら
PHDでした。有症状者はまず保健センターや病
院等のスクリーニングセンターに行き、PCR検
査を受けます。また、介護施設入居者等、自分
で行くことができない人には、PHDが施設まで
出向き検体採取を行い、軽症者が滞在する一
時隔離施設での検査や診察等も行ったそうです。
兵役の代わりのため、国からの指示でこの業務
を行わねばならないわけですが、その分危険手当
も報酬としてきちんと出されているとのことでした。
日本では、発熱のある患者さんの診療の受け入れ
先を見つけるのに苦労する事例などがありましたが、
スクリーニングセンターに必ず行くという流れがで
きているのは韓国
の優れた点だと感
じました。そのなか
でPHDが果たした
役割は大変大きい
と考えられます。

※先生方の所属は、寄稿当時のものです。

佐藤 峰嘉
北海道大学病院　
内科１
JMA-JDN代表

2012年北海道大学卒。北海道内で総合内
科・呼吸器内科研修後、現在同大学で呼
吸器内科診療・基礎研究に携わる。

COVID-19で大変ですが、医学生の皆さん
はどのようにお過ごしでしたか？

［ 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

（写真左：スクリーニングセンター、写真上：隔離施設での検体採取）
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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。

Group

Group

※医学生の学年は寄稿当時のものです。

皆さんは「多職種連携」と聞いてどのようなこと
を想像しますか？おそらく皆さんにとって身近な
多職種連携は「チーム医療」だと思います。現
在では多くの医療施設がチーム医療の理念に沿
って医療サービスを提供しています。しかし、現
在行われているチーム医療は果たして十分なも
のと言えるでしょうか。
私は数年前、現役の理学療法士や作業療法士
が集まる会に参加したことがあるのですが、そこ
でお会いした方から次のようなことを伺いました。

「うちのドクター、全然私の意見聞いてくれなく
てね…。カンファ中もイスにもたれながらで熱心

に聴いてくれる様子がないんですよ。あなたはぜ
ひ優しいお医者さんになってくださいね。」この
ような関係性を果たして「チーム」と呼べるでし
ょうか。より良い医療サービスを提供できるでし
ょうか。もちろん現場で必要とされる関係性は
病院ごとに様々であり、一概に否定できるもの
ではありませんが、このような思いをしているコ
メディカルの方がいると知り、悲しく思いました。
学 生 団 体 SFC-Summit For Children-（ 以 下
SFC）は、「小児多職種連携の学生プラットフォ
ーム」を目指して、2016年に結成された学生団
体です。小児分野の「多職種連携」を目指すに
は、医療分野だけでは取り組むことはできませ
ん。そこでSFCには医療・教育・福祉など、将
来子どもに関わる職種を目指す学生が、職種
や分野の壁を越えて集まっています。共通点は
ただ一つ、「子どもが好きであること」。私たち
SFCが重要視していることは、「職種の違いに
関わらず、友好的なディスカッションができる関
係性を築くこと」です。そのために、週に一度
集まり、メンバー同士で語り合ったり、勉強会
やディスカッションをする「メンバー交流会」を

行っています。交流会で話したテーマをもとに、
イベントや座談会の開催、SNSを使った情報
発信を行ったこともあります。また、自分たちの
視野を広げるために、児童支援施設や子ども食
堂、養護施設、病院などの施設見学やボランテ
ィア活動なども行っています。

「チーム」として良好な関係を築き、連携してい
くためには、まずは「相手を知る」ことが大事だ
と思います。相手の職業を「知り」、得意分野や
苦手分野を「知り」、人となりを「知る」。この他
職種に対する理解を深めることこそ、「学生とし
ての多職種連携の実践」だと私は思います。
より良い医療現場を、そしてより
良い社会を作るためのプラットフ
ォームを、私たちと一緒に作ってみ
ませんか？
Facebook：
https://www.facebook.com/
SummitForChildren/
twitter：@SFC_children
Mail：
summit.for.children@gmail.com

学生として「小児多職種連携」を実践するプラットフォームを目指して　
SFC -Summit For Children-　日本大学医学部６年　中村 浩史郎　

【Facebook】

【twitter】

私たち学生団体メドキャリは、Vision『全ての人
の在り方を受け入れる社会』、Mission『医療人
の自分らしさを探求する』、Value『Up to you』
をもとに、医療そして医療を超えた活動をしてい
ます。メドキャリの特徴は、医学生や看護学生
のみならず、生物系や文系など医療系学部以外
の学生や留学生、また、社会人など多様なメン
バーが関わっていることです。
私たちの活動は多岐にわたっています。メドキ
ャリは、2018年の「医学・看護学生の臨床以
外のキャリアを考えるセミナー」をきっかけとし
て発足し、様々なイベントを企画してきました。
2020年２～３月には「医学生の知らない女性の
キャリア」や「医学生の知らないITの世界」、「中
高大生と大人の対話の会」を開催予定でしたが、
コロナの影響で秋以降に延期となりました（詳細
は今後決定）。現在はオンラインイベントや、企
業との共同プロジェクトに向けて動いています！
また、メドキャリの姉妹団体として、2020年の
４月に立ち上がった医療系メディア『メドスタ』は、

「医療人が既存の価値観にとらわれず自分らしい
働き方を探求できる社会を作ること」を目的と
して、医学生・看護学生を含めた医療人向けの

情報発信をしています。様々な分野でご活躍され
ている先生方へのインタビュー記事や、医療系
学生が気になる情報を掲載しています。（http://
medicalworkstyle.com）
５月には「自分の基盤となる価値観の発見」を
テーマとした看護学生対象のオンラインイベント
を開催しました。モチベーショングラフを発表し
合い価値観を見出すという内容のワークショップ
を行ったところ、「人生を振り返り、新たな自分を
知ることができた」と参加者から好評でした。

「自分らしいキャリアを探求し続ける看護学生の
育成」を目指し、今後も積極的にイベントを行っ
ていきます！
他にも企業との連携も行っています。日本マイク
ロソフト株式会社が運営に関わりミレニアル世
代の働き方改革を複数の有名企業とともに行っ
ているMINDS 様に、ご縁あって、医療者・学
生視点からの働き方改革の企画をメドキャリか
ら提案させていただく機会を頂き、二つの企画
が進行中です。一つ目は、社会人と学生で、世
代を超えて《共に育ち》自分らしいキャリアを歩
むためのプラットフォームの形成です。また、二
つ目は、自分の人生の最期の時間である「死」

を意識し時間軸を見直すことで、より自分の人
生が豊かになることを目的としたデスエデュケー
ションの提案です。今後はMINDS様と連携して
企画の実現に向けて動いていきます。
私たちは「唯一無二の自分らしいキャリア」を
模索しながら日々活動しています。イベントに
参加したい！またはメドキャリの活動に参加して
みたい！と思い立ったら、twitterやFacebook、
Instagramで「メドキャリ」または「メドスタ」で
検索してぜひチェックしてみてください！
Mail：medicalcareer1111@gmail.com

唯一無二の自分らしいキャリアを探して活動中！学生団体メドキャリ！
メドキャリ／医療系メディア「メドスタ」　
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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。

Group

Report

私たちは「医療の役割」や「健康とは何か」など
の根源的なテーマに関連する活動を行う学生グ
ループです。現在はCOVID-19関連の社会の動
きを中心テーマとしています。ここでは、「医療情
報」と「医療者・医療系学生の役割」という切
り口から私たちの議論の一部をご紹介します。
COVID-19が流行する渦中で、不正確な情報が
世に大量に出回ることを指した“infodemic”と
いう概念*1が注目を浴びています。SNS等のイ
ンターネット上の強力な発信手段が普及している
現代、正しい医療情報を社会へと届けることの
重要性はますます高まっていると考えられます。
そもそも「情報」とは何でしょうか。情報の定義
は多岐にわたりますが、医療情報については「正
しい判断をするために不確実性を減らすもの」と
いう定義が採用されています*2。 医療において
100％正しい治療や薬剤といったものはなく、そ
の効果は確率で表される不確実なものです。この
ような医療における不確実性を減じるために用い
られる情報が「医療情報」であると考えられます。
医療情報の中には、科学的根拠に基づいた情報

（臨床研究などの学術論文）や、それを専門家
が解釈して社会へ発信した情報に加えて、さら
にそれを非医療者が解釈した情報が混在してい
ます。そして中には、「新型コロナウイルスは27°Cで

死滅するのでお湯を飲むとよい」といった根拠
のない情報も含まれています。
実体験（ナラティブ）という形での情報も忘れて
はなりません。実体験は、個人の感情や先入観
によって必ずしも正確性が保たれていないものの、
定量的データからは見えてこない現状を知る点で
一定の価値があると思われます。私たちは、実
体験（ナラティブ）を記録に残すことの重要性
に注目して、医療系学生・若手医療者向けのア
ーカイブホームページ *3を立ち上げました。

「医療者の役割は何か」という問いは私たちが注
力しているテーマの一つです。その問いに対する
一つの答えとして、医療情報を状況に応じて社
会に還元する「翻訳者」としての役割があると考
えています。ここでの「翻訳」には大きく分けて
二つの意味があります。一つは、臨床で目の前
の患者さんに向けて医療情報を提供し、患者さ
んの意思決定を助ける役割。もう一つは、公共
の場で市民に向けて信頼性の高い医療情報をわ
かりやすい形で提供し、人々の判断を助ける役
割です。
私たち医療系学生も同様の構造を模倣すること
ができます。学生はまだ専門家ではありません
が、一定の医学知識はあり、比較的、論文や専
門家による情報に対するチャンネルも持ちやす

い環境にあります。このCOVID-19 禍において
も、全国の医学生によって情報提供を行う様々
な取り組みがなされています。私たちも、民間の助
成金*4をいただき、独自の視点から COVID-19
についてのパンフレットを作成中です。
本稿では「翻訳者」としての医療者の役割につ
いて、COVID-19の話題も交えながら紹介しまし
た。「人と医療の研究室Student Group」では、
医療と社会の関わりに関心のある学部生を若干
名募集しております。議論の内容に関心を持って
いただけた方はお気軽にご連絡ください。
Twitter/Facebook：@hitoken_info
Email：hitoken.contact@gmail.com

【参考URL】（最終閲覧2020/05/17）
*1World  Health  O rganiza t ion ,  Novel 
Coronavirus(2019-nCoV) Situation Report-13　
https://is.gd/Cc1XVo　
*2メディカルノート, 「医療情報とは何か」
https://is.gd/oOTREh　
*3人と医療の研究室, 「私たちにとっての新型コ
ロナウイルス感染症 -医療系学生・若手医療者
の視点- 」https://is.gd/Pl1uWV　
*4一般社団法人ライフサイエンス・イノベーショ
ン・ネットワーク・ジャパン（LINK-J）https://
www.link-j.org 

COVID-19禍のinfodemicから考える医療者の役割　-人と医療の研究室Student Groupのお誘い-　
人と医療の研究室Student Group　京都府立医科大学医学部医学科3年　李 展世

「5/9 COVIDISCUSSION!」開催報告　
TEAM関西×関東医学部勉強会サークルKeMA×広島学生GIM

2020 年 5月9日に開催いたしました、TEAM
関西、関東医学部勉強会サークルKeMA、広島
学生GIM共催のオンライン討論式勉強会「5/9 
COVIDISCUSSION!」のご報告です。
本勉強会は、「外出ができない今だからこそ全国
の医学生とつながれるのではないか」「将来医療
に携わる者として今回のパンデミックについて考
えたい」という考えのもと、企画されました。当
日は、北は北海道大学、南は琉球大学まで全
国35大学から合計68名の医学生が参加し、全
12グループに分かれて議論の場を持ちました。
イベントの冒頭には、TEAM関西のメンバーか
らCOVID-19の「構造・疫学」「特徴」「検査・
診断」「治療」「感染対策」の各項目について適
切な文献に基づいたレクチャーが行われました。
低学年の学生にとっては基本的な内容を、高学
年の学生にとっては最新の知見を学ぶ機会とな
り、その後の議論を深めることに役立ちました。
メイン企画では、TEAM関西・KeMA・広島学
生GIMのスタッフがファシリテーターとなり、各

班５～６人のグループでディスカッションを行い
ました。第一部では、「コロナの何が怖いの？」
をテーマに、それぞれCOVID-19の不安に思っ
ていることや脅威に思う点について考えを出し
合いました。その後、全体司会の進行のもとで、
各グループから出た意見を共有しましたが、医療
的な側面だけでなく、社会的・経済的な影響ま
で考慮するような意見もあり、各々の視野を広げ
られたように感じました。第一部で出た意見の中
から「医療関係者でない、一般の方が正しい情
報を得るにはどのようにすべきか」を第二部の議
題として抽出し、再度グループディスカッション
を行いました。「医療者側からの情報の伝え方」

「一般の方が情報を受け取る際の注意点」「医療
従事者同士の情報共有について」などの様々な
視点で、活発な議論が繰り広げられました。
本勉強会は、全国の医学生に今回のパンデミッ
クについて考えを深める機会を提供しました。こ
のような人とのつながりを保ちにくい状況のなか
でも、医学生同士で交流する場を設けることが

できたことを嬉しく思います。
【プログラム】
＃１.  COVID-19情報のおさらい
＃２. ワークショップセッション

「コロナの何が怖いの？～医学的／社会的／経
済学的観点から～」

【団体紹介】
・TEAM関西
Facebook：https://www.facebook.com/
groups/281044805274694/
WEB：https://teamkansai2.web.fc2.com/
・関東医学部勉強会サークルKeMA　
Facebook：https://www.facebook.com/
kema.education/
WEB：https://kemaeducation.wordpress.com/
・広島学生GIM
Facebook：https://www.facebook.com/
hiroshima.student.gim
WEB：https://hiroshimagim.herokuapp.com/
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※この頁の情報は、各団体の掲載依頼に基づいて作成されておりますので、お問い合わせは各団体までお願いいたします。

※医学生と先生の学年・所属は、取材または寄稿当時のものです。

Group

MyFF（Medical Youth Fingertip Forum）は、こ
れまでに存在してこなかった、「医学生の声を
集めて経時的に追跡し、医学教育に反映する
仕組み」を作るために2020年1月に発足しま
した。現在、日本医師会や日本医学教育学会、
厚生労働省、文部科学省などに医学生の声を
届け、実際の医学教育や政策・制度を変える働
きかけを行うことを目指して、有志の医学生ら11
人で活動しています。この取り組みの第一弾とし
て、2020年4月12日（日）～ 2020年4月24
日（金）に全国の医学生を対象としたオンライン
アンケート調査を行いました。この記事では、ア
ンケート結果の一部とMyFFの活動についてご
紹介します。

〇第１回アンケート結果
新型コロナウイルス感染症の拡大による生活面・
学習面等に生じた様々な変化について、全国の
医学生2,443名の回答を得ることができました。
回答・拡散に協力してくださった皆さん、ありが
とうございました。
分析の結果、様々なことが明らかになりました。
その一部をご紹介します。さらに詳しい結果につ
いては、MyFFのホームページをご覧ください。

MyFFは第２回のアンケートも企画しており、今
後これらのアンケート結果を「医学生の声」とし
て医学教育に反映させることを目指して活動を続
けます。

〇MyFFの活動形態と参加募集
MyFFでは、LINE公式アカウントを通じて全国
の医学生にアンケートをお届けし、ご回答いただ
いています。回答は、個人を特定できない形で
統計的に処理し、今後の政策・制度への提言の
ために様々な解析を行っています。分析結果はそ
の都度MyFFホームページにて公開しております。
現在1,120名の医学生にLINE公式アカウントに
登録いただいており、今後も全国にて拡大を続
けていく予定です。
MyFFは、運営サポートの先生方に加え、Director
と称する全国の医学生メンバー 8人が中心となっ
て運営しています。Directorは、組織運営や広報
活動等を担うOperation Team、アンケートの企
画と設計を担うSurvey Team、アンケート結果の
解析を担うAnalysis Teamの三つのチームに分か
れて相互に協力し合いながら活動しています。
現在、各大学にMyFFをさらに広めていただく医
学生メンバー（Coordinator）に続 と々加わって
いただいています。下記の通りまだまだメンバー
を大募集しておりますので、少しでも興味を持っ
てくださった方は、ぜひお問い合わせください。

〇Recruit
MyFFは一緒に活動する医学生を募集しています！

【コーディネーター募集】
MyFFでは、医学生のコーディネーターを募集し
ています。全国の医学生の声を集め、しかるべ
き機関に届けるためには、全国の大学の多くの
学年にハブとなる方が必要です。ぜひ一緒に活
動しましょう。

【コーディネーターの役割】
所属大学の学生LINE等を使ったアンケート回
答依頼

【どんな経験ができるか】
「他大学の状況を知りたい」「医学生の考えを知
りたい」といった問題意識を持ったときに、ディ
レクターと協議のうえで調査を行うことが可能で
す。調査結果をもとにした発表や発信の活動が
できる場合もあります。

【調査結果閲覧／応募／問い合わせ】
当団体のWEBサイトにお越しくだ
さい。
WEB: http://myff .jp/

医学教育に医学生の声を
MyFF（Medical Youth Fingertip Forum）

・感染予防策について
90％以上の医学生は、三密を避けたり、手
洗い・うがいを励行したりとCOVID-19感染
拡大防止に努めていたこと、感染が拡大して
いた大阪・兵庫、東京・神奈川に居住中・
滞在中の学生は特に人との接触を避けていた
ことがわかりました。

・経済的な影響と不安について　
経済的な影響はないと感じている医学生
は1,104 名（45.2%） い る 一 方 で、 経 済
的な影響はあると感じている学生は894名

（36.6%）、そのうち、大いにあると感じてい
る学生は278名（11.4%）でした。　
医学生の不安についての質問項目では、実
習の中でも「臨床実習」「病院実習」に対す
る不安が圧倒的に多い結果で、調査時点で
は実習の中止のみが決まっていて、どのよう
な対応が取られるかわからないことによる不
安が多く見受けられました。

・学習について
アンケート調査実施時点で7割近くの回答者
が、何かしらのオンラインによる学習の実施
が予定されていると回答しました。4月時点
でオンライン授業を受けたことがある人のう
ち、74.1％が「オンライン授業の方が学習し

やすい」または「どちらとも言えない」と回答
しました。「オンライン授業の方が学習しやす
い」と答えた医学生の人数は、「対面授業の
方が学習しやすい」と答えた人の1.8倍に上
りました。オンライン授業志向は特に3 ～ 4
年生で顕著に見られました。

・ボランティアへの意欲について
データ整理のボランティアについては、いず
れの学年もおよそ70%以上の学生が「参加
する」と回答しましたが、学年が上がるごとに

「参加しない」と回答した学生の割合が増加
する傾向が見られました。特に5 ～ 6年生で
は他の1～ 4年生に比べて「参加しない」と
した学生が顕著に多く、およそ30％に上りま
した。一方で、公衆衛生業務へのボランティ
アについて学年ごとの分布を見ると、データ
整理のボランティアとは逆に高学年（5 ～ 6
年生）が「参加しない」と回答した割合が最
も少ない結果となりました。

・今後の関心について
自由記述で今後の関心について回答を募っ
たところ、「医療情報の発信」「公衆衛生の
勉強」「感染症の勉強」への関心が高いこと
がわかりました。低学年ほど情報発信に関心
が向き、一方で高学年ほど、自分の勉強に
関心が向いているという傾向が確認されまし
た。また、社会に向けて発信したいことがあ
るかという自由記述の設問に対して、学生ボ
ランティア等に言及した意見も散見され、「非
常時において、何かできるのならば何かした
い」と述べる学生がいた一方で、責任能力の
点などから慎重な対応を促す声もありました。
また、少数ながら「実習ができないのであれ
ば、１年留年してでも実習をしたい」と述べ
る学生も存在しました。
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野島 大輔

小久保 美央
No.27

高校生の時にアメリカに留学。
留学中にメキシコを訪れた際の
経験などから、医師を志すよう
になる。大学入学後も、フランス・
イギリス・アメリカに留学し、視
野を広げてきた。大学のESS
部では、これまでよりも留学生
の受け入れ人数を増やすことに
尽力した。また、予防医療に
関する活動も行っている。

小久保 美央
（杏林大学６年）

profile

野
島
（
以
下
、
野
）：
小
久
保
さ
ん
と

の
出
会
い
は
、
僕
が
I
F
M
S
A
*で

留
学
を
管
轄
す
る
役
職
を
務
め
て
い

た
時
に
フ
ラ
ン
ス
留
学
の
報
告
を
依

頼
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
し
た
ね
。

同
じ
よ
う
な
留
学
経
験
が
あ
る
小
久

保
さ
ん
に
は
、
話
す
う
ち
に
シ
ン
パ

シ
ー
を
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

小
久
保
（
以
下
、
小
）：
野
島
さ
ん

は
話
し
や
す
く
て
人
の
バ
リ
ア
を
す

ぐ
解
く
方
と
い
う
印
象
で
し
た
。
他

学
部
を
卒
業
後
に
医
学
部
に
入
っ
た

こ
と
を
知
り
、
強
い
信
念
が
あ
る
方

だ
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ど
の
よ
う

な
経
緯
が
あ
っ
た
の
で
す
か
？

野
：
両
親
が
医
師
な
の
で
医
学
部
に

興
味
は
あ
り
ま
し
た
が
、
思
春
期
は

海
外
へ
の
憧
れ
の
ほ
う
が
強
か
っ
た

ん
で
す
。
ま
ず
は
英
語
を
学
ぼ
う
と
、

高
校
時
代
に
１
年
間
ア
メ
リ
カ
に
留

学
し
ま
し
た
。
帰
国
後
は
早
稲
田
大

学
の
国
際
教
養
学
部
で
学
び
、
在

学
中
に
は
海
外
で
仕
事
を
す
る
と
い

う
夢
も
叶
い
ま
し
た
。
そ
れ
も
あ
っ

て
か
、
や
は
り
医
学
部
に
行
き
た
い

と
い
う
気
持
ち
が
何
度
も
湧
き
上
が

り
、
卒
業
後
に
受
験
す
る
こ
と
を
決

意
し
た
ん
で
す
。
医
学
部
を
諦
め
な

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

今
回
は
対
談
形
式
で
お
送
り
し
ま
す
。

*IFMSA…International Federation of Medical Students’ Associations（国際医学生連盟）。日本支部としてIFMSA-Japanがある。 42



※医学生の学年は取材当時のものです。

早稲田大学国際教養学部卒業。
早大時代、アメリカ在住の日本
人作曲家のマネジメント業に携わ
る。自身のアメリカ留学経験を
活かし、IFMSA-Japanにて医学
生留学の運営に従事、2年間理
事を務める。5 年次にはウガン
ダ共和国マケレレ大学病院小児
科へ短期留学。現在、Doctors’ 
Styleの学生幹事を務めている。

野島 大輔
（獨協医科大学６年）

profile

か
っ
た
の
は
、
医
師
ほ
ど
誰
か
の
生

活
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
仕

事
は
な
い
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
ま

た
、
母
が
子
育
て
後
に
医
師
と
し
て

再
び
学
ぶ
姿
を
見
て
、
い
く
つ
に
な

っ
て
も
成
長
で
き
る
仕
事
だ
と
感
じ

た
こ
と
も
影
響
し
て
い
ま
す
。

小
：
私
は
将
来
、
得
意
な
英
語
を
使

っ
て
社
会
に
貢
献
し
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
一
方
で
、
医
師
は
資
格
職

な
の
で
意
外
と
働
く
国
が
限
定
さ
れ

る
側
面
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た

し
が
ら
み
を
超
え
て
新
し
い
働
き
方

が
で
き
な
い
か
模
索
中
な
の
で
す
が
、

野
島
さ
ん
は
今
後
英
語
を
活
か
し
て

ど
ん
な
働
き
方
を
し
た
い
で
す
か
？

野
：
現
在
関
心
が
あ
る
の
は
、
プ

ラ
イ
マ
リ
・
ケ
ア
と
産
業
医
療
で
す
。

こ
れ
か
ら
日
本
で
は
外
国
人
雇
用

が
増
え
て
い
く
と
予
想
さ
れ
ま
す
が
、

日
本
を
支
え
る
外
国
の
方
々
が
健
や

か
に
働
く
こ
と
が
で
き
、
困
っ
た
と

き
に
は
頼
れ
る
場
所
を
提
供
し
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。
臨
床
に
携
わ
り

な
が
ら
、
皆
が
見
落
と
し
が
ち
な
マ

イ
ナ
ー
な
需
要
を
見
つ
け
た
い
で
す
。

小
久
保
さ
ん
は
ど
う
で
す
か
？

小
：
私
は
、
目
の
前
の
患
者
さ
ん
だ

け
で
な
く
、
よ
り
広
い
視
野
で
物
事

を
捉
え
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
例

え
ば
予
防
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
な
ら
、

よ
り
グ
ロ
ー
バ
ル
に
発
展
さ
せ
ら
れ

る
だ
ろ
う
と
考
え
、
法
人
を
立
ち
上

げ
て
活
動
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
自
分
を
育
て
て
く
れ
た
日
本
に

ま
ず
は
貢
献
し
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
グ

ロ
ー
バ
ル
な
活
動
に
つ
な
げ
て
い
け

た
ら
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

野
：
今
の
自
分
に
で
き
る
こ
と
に
取

り
組
み
な
が
ら
も
、
外
の
世
界
へ

の
関
心
は
忘
れ
ず
に
い
た
い
で
す
よ

ね
。
と
い
う
の
も
、
医
学
生
の
日
常

は
医
学
部
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
で
完

結
し
が
ち
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
僕
は

危
機
感
を
持
っ
て
学
外
に
出
た
し
、

I
F
M
S
A
の
活
動
を
通
じ
て
大
学

に
留
学
の
枠
を
作
っ
た
り
も
し
て
き

ま
し
た
。
こ
う
し
た
活
動
を
通
じ
て

周
り
の
医
学
生
の
視
野
や
選
択
肢
を

広
げ
る
こ
と
が
、
再
受
験
の
自
分
に

と
っ
て
の
使
命
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

小
：
私
も
、
将
来
医
師
に
な
る
と
決

ま
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
学
生
の
う

ち
に
色
々
な
人
の
生
活
を
見
た
い
と

思
い
、
海
外
に
行
っ
た
り
ア
ル
バ
イ

ト
し
た
り
し
て
き
ま
し
た
。
医
療
は

ミ
ス
が
許
さ
れ
な
い
分
野
だ
か
ら
か
、

医
学
生
も
完
璧
を
求
め
て
尻
込
み
し

が
ち
だ
け
れ
ど
、
学
生
だ
か
ら
こ
そ

挑
戦
で
き
る
こ
と
も
あ
る
は
ず
で
す
。

野
：
僕
は
こ
こ
ま
で
紆
余
曲
折
を
経

て
き
た
か
ら
か
、
レ
ー
ル
を
外
れ
る

こ
と
へ
の
恐
怖
心
が
な
い
し
、
む
し

ろ
他
の
人
が
や
ら
な
い
こ
と
を
や
っ

て
い
る
時
の
ほ
う
が
「
生
き
て
る
」

と
感
じ
ら
れ
て
楽
し
い
で
す
ね
。

小
：
私
も
で
す
！　

自
分
で
選
び
取

る
人
生
の
ほ
う
が
楽
し
く
て
健
康
的

だ
し
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
も
湧
き
ま

す
よ
ね
。
求
め
れ
ば
機
会
は
得
ら
れ

る
の
だ
か
ら
、
皆
に
も
色
ん
な
経
験

を
し
て
ほ
し
い
な
と
思
い
ま
す
。
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