


2004年、名古屋大学医学部医学科卒業。名古屋第
一赤十字病院で臨床研修後、血液内科医員として入
職。大垣市民病院血液内科、名古屋大学医学部附
属病院血液内科で勤務。2012年、研修医時代から
の恩師に声をかけられ、厚生労働省健康局疾病対策
課臓器移植対策室に医系技官として赴任し、「移植
に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法
律」の施行に携わる。2014年７月より現職。

西脇 聡史

行
政
の
視
点
に
、
病
院
と
い
う
組
織
を

　
　
　
　
も
っ
と
良
く
す
る
ヒ
ン
ト
が
あ
っ
た

豊橋市民病院血液・腫瘍内科副部長／
輸血・細胞治療センター副センター長

Satoshi Nishiwaki

What I’m made from

西
脇 

聡
史
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医師免許・歯科医師免許を有し、専門知識をもって公衆衛生や保健・医療制
度などに関する行政業務を担当する公務員。現在、200名以上の医系技官
が厚生労働省をはじめとした関係省庁、WHOなどの国際機関で、日本の保健・
医療制度を支えるために活躍している。
臨床研修を修了した医師・歯科医師が筆記・面接などの試験を経て採用され
るのが一般的だが、西脇先生は「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の
推進に関する法律」案が平成24年６月に国会に提出されたことを受けて、専
門医として臨床に携わる立場の人材として、学会からの推薦で急遽赴任した。

医系技官とは

臨
床
か
ら
医
系
技
官
の
道
へ

血
液
内
科
の
臨
床
医
と
し
て
骨
髄

移
植
に
携
わ
っ
て
い
た
西
脇
先
生
は
、

卒
後
９
年
目
の
と
き
骨
髄
バ
ン
ク
の

創
設
者
で
あ
る
日
本
造
血
細
胞
移
植

学
会
の
理
事
長
に
誘
わ
れ
、
厚
生
労

働
省
に
医
系
技
官
と
し
て
赴
任
し

た
。「
移
植
に
用
い
る
造
血
幹
細
胞

の
適
切
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法

律
」
の
立
ち
上
げ
に
携
わ
る
た
め
だ
。

こ
の
法
律
は
、
骨
髄
バ
ン
ク
・
臍
帯

血
バ
ン
ク
・
日
本
赤
十
字
社
な
ど
の

機
関
が
別
々
に
行
っ
て
い
た
連
絡
調

整
や
情
報
管
理
な
ど
の
業
務
を
一
本

化
し
、
安
全
基
準
を
定
め
る
こ
と
で
、

造
血
幹
細
胞
の
適
切
で
安
定
的
な
供

給
を
目
指
し
た
も
の
だ
。

「
そ
れ
ま
で
、
骨
髄
バ
ン
ク
や
臍

帯
血
バ
ン
ク
の
活
動
は
、
創
設
者
で

あ
る
先
生
方
の
情
熱
で
続
い
て
き
た

よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
基
盤
と
し

て
は
弱
い
部
分
も
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
そ
の
先
生
方
も
引
退
さ

れ
つ
つ
あ
る
状
況
で
、
こ
れ
か
ら
も

バ
ン
ク
が
継
続
的
に
活
動
し
て
い
く

た
め
に
は
、
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
を
整
え

る
こ
と
が
必
要
で
し
た
。
そ
の
た
め

こ
の
法
律
が
で
き
る
こ
と
は
、
現
場

で
医
療
に
携
わ
る
僕
た
ち
に
も
大
き

な
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
こ
と
で
し
た
。

お
声
が
け
い
た
だ
い
た
と
き
は
驚

き
ま
し
た
が
、
臨
床
家
と
し
て
法
律

に
意
見
で
き
る
の
は
魅
力
的
で
し
た

し
、
移
植
分
野
の
大
き
な
転
換
期
に

携
わ
る
こ
と
が
で
き
る
い
い
機
会
だ

と
思
い
引
き
受
け
ま
し
た
。」

様
々
な
立
場
か
ら
の
意
見
を
調
整

西
脇
先
生
に
求
め
ら
れ
た
役
割
は
、

臨
床
・
学
会
・
行
政
の
そ
れ
ぞ
れ
の

意
見
を
調
整
し
て
い
く
こ
と
だ
っ
た
。

「
実
際
に
赴
任
し
て
み
る
と
、
臨

床
の
視
点
と
行
政
の
視
点
は
全
く
異

な
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
互
い

の
用
語
や
文
脈
が
通
じ
な
い
と
感
じ

る
こ
と
も
多
く
、
文
字
通
り
『
言
葉

の
壁
』
が
あ
る
な
と
感
じ
ま
し
た
。

け
れ
ど
し
っ
か
り
話
を
す
れ
ば
、
そ

れ
ぞ
れ
が
何
を
大
事
に
し
て
い
る
か

が
わ
か
る
も
の
で
す
。

そ
れ
ま
で
は
臨
床
側
や
学
会
側
の

視
点
し
か
持
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
厚
労
省
で
働
い
て
み
て
、
行
政

や
医
師
会
、
さ
ら
に
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
な
ど
、
臨
床
家
以
外
に
も
た
く
さ

ん
の
人
た
ち
が
医
療
を
支
え
て
い
る

こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ

ぞ
れ
の
意
見
が
食
い
違
う
こ
と
も
あ

り
ま
す
が
、
制
度
を
作
る
際
に
は
日

本
の
医
療
全
体
を
考
え
、
大
き
な
目

標
を
見
失
わ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と

が
大
事
だ
と
感
じ
ま
し
た
。」

自
分
が
い
な
く
て
も
回
る
体
制
を

２
年
の
任
期
を
終
え
て
臨
床
の
現

場
に
戻
っ
た
西
脇
先
生
だ
が
、
今
後

は
ど
の
よ
う
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
描
い
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
こ
の
豊
橋
市
民
病
院
で
１
年
以

内
に
骨
髄
バ
ン
ク
の
認
定
施
設
基
準

を
満
た
し
、
僕
が
い
な
く
な
っ
て
も

回
る
よ
う
な
体
制
を
整
え
て
い
く
こ

と
を
目
標
に
し
て
い
ま
す
。
と
い
う

の
も
、
厚
労
省
と
い
う
大
き
な
組
織

で
働
い
て
み
て
、
組
織
は
誰
か
一
人

が
抜
け
た
ら
回
ら
な
く
な
る
よ
う
で

は
い
け
な
い
と
気
づ
い
た
ん
で
す
。

病
院
も
ひ
と
つ
の
組
織
な
の
で
、
特

定
の
個
人
や
部
署
に
依
存
し
な
い
形

に
し
な
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

愛
知
県
東
部
に
は
、
こ
の
病
院
以

外
に
移
植
可
能
な
血
液
内
科
の
あ
る

大
き
な
病
院
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の

た
め
一
定
の
診
療
実
績
を
積
ん
で
認

定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
患

者
さ
ん
の
た
め
に
も
病
院
の
た
め
に

も
な
る
と
思
う
ん
で
す
。
ま
た
、
認

定
施
設
に
な
れ
ば
、
結
果
的
に
血
液

内
科
を
志
す
若
手
や
研
修
医
が
集

ま
っ
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
か

ら
次
の
世
代
に
専
門
性
を
引
き
継
い

で
い
け
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。」
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社
Ｄ
：
私
は
保
育
士
と
し
て
働
き
始

め
て
い
ま
３
年
目
で
、
今
年
は
０
歳

児
ク
ラ
ス
の
担
任
を
し
て
い
ま
す
。

社
Ｅ
：
私
は
幼
稚
園
に
今
年
入
職
し

て
、
４
歳
児
を
受
け
持
っ
て
い
ま
す
。

社
Ｆ
：
僕
も
今
年
か
ら
幼
稚
園
で
働

い
て
い
ま
す
。
僕
の
園
で
は
入
職
１

年
目
は
担
任
を
持
た
ず
、
年
少
・
年

中
・
年
長
の
ク
ラ
ス
を
１
学
期
ず
つ

補
助
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

来
年
か
ら
担
任
を
持
つ
予
定
で
す
。

医
Ａ
：
基
本
的
な
こ
と
な
の
で
す
が
、

保
育
所
と
幼
稚
園
の
違
い
は
ど
う
い

う
と
こ
ろ
に
あ
る
ん
で
す
か
？

社
Ｆ
：
保
育
所
は
厚
生
労
働
省
管
轄

の
乳
幼
児
の
保
育
を
行
う
施
設
で
す

が
、
幼
稚
園
は
文
部
科
学
省
が
管
轄

す
る
学
校
の
一
種
で
す
。
そ
の
た
め

保
育
士
と
幼
稚
園
教
諭
は
別
の
資
格

で
、
僕
た
ち
３
人
は
大
学
で
そ
れ
ぞ

れ
に
対
応
し
た
授
業
を
履
修
し
て
両

方
の
資
格
を
取
得
し
て
い
ま
す
。

社
Ｅ
：
保
育
・
教
育
の
内
容
面
で
も
、

お
昼
寝
の
有
無
や
お
勉
強
に
割
く
時

間
な
ど
に
違
い
が
あ
り
ま
す
。
私
の

勤
め
て
い
る
幼
稚
園
は
音
楽
教
育
に

力
を
入
れ
て
い
ま
す
が
、
食
育
な
ど

を
行
っ
て
い
る
園
も
あ
り
ま
す
。

医
Ｂ
：
通
う
子
ど
も
の
年
齢
な
ど
に

も
違
い
が
あ
る
ん
で
す
よ
ね
？

社
Ｄ
：
保
育
所
は
０
歳
児
か
ら
小
学

校
入
学
直
前
ま
で
の
子
ど
も
を
受
け

入
れ
て
い
て
、
う
ち
の
園
で
は
朝
７

時
か
ら
、
延
長
保
育
を
使
え
ば
夜
７

時
ま
で
預
か
れ
ま
す
。
一
方
、
幼
稚

園
の
対
象
は
基
本
的
に
３
歳
以
上
の

子
ど
も
で
、
預
か
る
時
間
は
１
日
４

時
間
く
ら
い
の
所
が
多
い
で
す
ね
。

社
Ｆ
：
保
育
所
は
基
本
的
に
両
親
が

共
働
き
で
な
い
と
入
れ
ま
せ
ん
。
今

は
保
育
所
に
入
れ
な
い「
待
機
児
童
」

が
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
幼
稚

園
だ
と
預
け
ら
れ
る
時
間
が
短
い
の

で
、
フ
ル
タ
イ
ム
で
働
く
親
御
さ
ん

の
場
合
は
、
ど
う
し
て
も
保
育
所
に

預
け
る
必
要
が
あ
る
ん
で
す
。

保
育
す
る
と
い
う

仕
事
の
難
し
さ

医
Ｃ
：
保
育
士
・
幼
稚
園
教
諭
と
し

て
働
く
う
え
で
、
一
番
大
変
な
こ
と

は
何
で
す
か
？

社
Ｅ
：
や
っ
ぱ
り
親
御
さ
ん
と
の
関

係
で
す
か
ね
。
い
わ
ゆ
る
モ
ン
ス

タ
ー
ペ
ア
レ
ン
ト
も
、
な
か
に
は
い

ま
す
。
以
前
、
蚊
に
つ
い
て
の
苦
情

を
受
け
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
夏
だ

と
子
ど
も
は
汗
を
か
く
し
身
長
も
低

い
の
で
ど
う
し
て
も
刺
さ
れ
て
し
ま

う
も
の
な
ん
で
す
が
、「
う
ち
の
子

が
な
ぜ
蚊
に
刺
さ
れ
る
ん
だ
！
」
と

怒
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
で
も
刺

さ
れ
な
い
よ
う
に
長
袖
を
着
せ
る
と
、

今
度
は
逆
に
「
こ
ん
な
に
暑
い
の
に

な
ぜ
長
袖
な
ん
て
着
せ
る
ん
だ
！
」

と
言
わ
れ
た
り
（
苦
笑
）。
親
御
さ

ん
に
も
ス
ト
レ
ス
が
あ
る
の
で
、
そ

う
い
う
の
を
聞
い
て
あ
げ
る
の
も
私

た
ち
の
仕
事
な
の
か
な
と
、
最
近
に

な
っ
て
思
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

社
Ｄ
：
私
が
大
変
だ
と
感
じ
る
の
は

園
外
保
育
で
す
。
先
日
も
１
泊
保
育

が
あ
っ
て
、
年
中
・
年
長
を
連
れ
て

静
岡
の
牧
場
と
サ
フ
ァ
リ
パ
ー
ク
に

行
き
ま
し
た
。
怪
我
や
誘
拐
な
ど
、

万
が
一
の
こ
と
が
あ
っ
た
ら
大
変
な

の
で
、
と
に
か
く
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が

大
き
い
で
す
。
ト
イ
レ
休
憩
な
ど
を

挟
む
度
に
点
呼
し
て
、
全
員
の
安
全

を
確
認
し
て
い
ま
し
た
。
神
経
を
張

り
っ
ぱ
な
し
の
２
日
間
で
し
た
ね
。

医
Ａ
：
私
が
通
っ
て
い
た
幼
稚
園
に

は
、
男
性
の
先
生
は
あ
ま
り
い
ま
せ

ん
で
し
た
。
男
性
が
幼
稚
園
で
働
く

の
っ
て
大
変
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
？

社
Ｆ
：
男
性
の
割
合
は
少
し
ず
つ
増

え
て
は
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
全
体

の
２
割
く
ら
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
だ

ま
だ
女
性
社
会
の
職
場
な
の
で
、
男

性
が
働
く
際
に
は
難
し
い
こ
と
も
多

い
で
す
よ
。
た
だ
、
子
ど
も
を
腕
に

ぶ
ら
下
げ
た
り
肩
車
し
た
り
す
る
ダ

イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
遊
び
が
で
き
る
こ
と

は
、
男
性
の
強
み
か
な
と
思
い
ま
す
。

医
Ｂ
：
そ
れ
っ
て
、
絶
対
に
子
ど
も

が
喜
ぶ
や
つ
で
す
ね
！

社
Ｆ
：
で
も
幼
稚
園
教
諭
の
収
入
は

か
な
り
少
な
い
の
で
、
将
来
の
結
婚

な
ど
を
考
え
る
と
、
正
直
難
し
い
も

の
が
あ
る
の
か
な
と
も
思
い
ま
す
。

僕
の
場
合
は
四
年
制
大
学
卒
と
い
う

こ
と
で
少
し
手
当
が
あ
っ
て
、
後
は

送
迎
バ
ス
の
運
転
手
を
や
っ
た
り
年

次
が
上
が
っ
た
り
す
れ
ば
少
し
ず
つ

昇
給
し
て
い
き
ま
す
し
、
結
婚
し
て

も
生
活
で
き
る
よ
う
に
頑
張
る
と
園

長
先
生
は
言
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。

自
分
と
し
て
は
、
せ
っ
か
く
就
い
た

仕
事
で
す
し
、
子
ど
も
の
相
手
を
す

る
の
も
好
き
な
の
で
、
で
き
る
だ
け

長
く
続
け
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

「
で
き
な
い
」
が

「
で
き
た
！
」
に

医
Ｃ
：
そ
う
い
う
大
変
な
こ
と
が
多

い
な
か
で
、「
こ
の
仕
事
を
や
っ
て

い
て
良
か
っ
た
」
と
思
う
瞬
間
っ
て

ど
ん
な
時
な
ん
で
す
か
？

社
Ｅ
：
子
ど
も
が
で
き
な
か
っ
た
こ

と
を
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
本
当

に
感
動
し
ま
す
。
最
初
は
泣
い
て
登

園
し
て
い
た
子
が
そ
の
う
ち
泣
か

ず
に
登
園
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

り
、
一
人
で
着
替
え
ら
れ
な
か
っ
た

子
が
自
分
で
ボ
タ
ン
を
留
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
、「
先
生
、
で
き
た

よ
っ
！
」
っ
て
見
せ
に
来
て
く
れ
た

子どもを保育する 編

同世 代 の

医学部にいると、なかなか同世代の他分野の人 たちとの交流が持てないと言われます。そこでこ

のコーナーでは、医学生が別の世界で生きる同 世代の「リアリティー」を探ります。今回は「子

どもを保育する」をテーマに、保育所・幼稚園 で働く３名（社会人Ｄ・Ｅ・Ｆ）と、医学生３名（医

学生Ａ・Ｂ・Ｃ）の６名で座談会を行いました。

医師が仕事と育児を両立させるためには、保育所や幼稚園にお世話になることが多いでしょう。今回は保育のプロ３人に、その仕事内容や育児について聞きました。

今回のテーマは
『子どもを保育する』

アナ雪歌ってます
（笑）。

保
育
所
と
幼
稚
園

保
育
形
式
の
違
い
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主
催
し
て
い
て
、
教
諭
同
士
の
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
う
ほ
か
、
実
際

の
形
に
近
い
演
習
を
す
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
こ
の
前
僕
が
出
た
研
修
会

の
テ
ー
マ
は
「
自
然
」
で
、
町
の
な

か
を
歩
き
な
が
ら
、
普
段
の
生
活
で

は
な
か
な
か
気
づ
か
な
い
「
小
さ
な

自
然
」
を
探
す
と
い
う
も
の
で
し
た
。

他
に
も
「
リ
ズ
ム
」
の
演
習
で
、
い

ろ
ん
な
種
類
の
楽
器
を
使
っ
て
リ
ズ

ム
を
作
っ
て
み
る
、
と
い
っ
た
も
の

も
あ
り
ま
す
。
研
修
会
で
学
ん
だ
内

容
を
そ
の
ま
ま
園
で
教
え
ら
れ
る
と

は
限
り
ま
せ
ん
が
、
そ
う
や
っ
て
自

分
の
引
き
出
し
を
一
つ
ひ
と
つ
増
や

し
て
い
く
こ
と
が
大
切
な
ん
で
す
。

医
Ｂ
：
引
き
出
し
と
言
え
ば
、
私
は

幼
稚
園
で
ア
ニ
メ
の
歌
を
よ
く
歌
っ

て
い
た
ん
で
す
が
、
大
人
に
な
っ
て

考
え
て
み
る
と
、
先
生
た
ち
は
流
行

の
ア
ニ
メ
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
私
た
ち

が
歌
え
る
よ
う
に
曲
を
覚
え
て
く
れ

て
い
た
ん
だ
な
あ
と
思
い
ま
す
。
み

な
さ
ん
も
流
行
っ
て
い
る
ア
ニ
メ
を

チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
る
ん
で
す
か
？

社
Ｅ
：
そ
れ
も
な
か
な
か
苦
労
す
る

と
こ
ろ
な
ん
で
す
。
と
言
う
の
も
、

子
ど
も
た
ち
か
ら
は
、「
ア
ニ
メ
の

歌
を
歌
っ
て
！
」
な
ん
て
言
わ
れ
る

ん
で
す
け
ど
、
そ
も
そ
も
、
そ
の
ア

ニ
メ
が
放
送
さ
れ
て
い
る
時
間
帯
に

帰
宅
で
き
な
い
の
で
…
。
学
期
が
変

わ
る
た
び
に
本
や
Ｄ
Ｖ
Ｄ
で
流
行
の

作
品
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
、
休
み
の
間

に
歌
や
踊
り
を
必
死
に
覚
え
て
い
ま

す
。
お
陰
で
か
な
り
レ
パ
ー
ト
リ
ー

が
増
え
ま
し
た
よ
（
笑
）。

社
Ｄ
：
今
だ
と
「
妖
怪
ウ
ォ
ッ
チ
」

と
「
ア
ナ
と
雪
の
女
王
」
が
人
気
で

す
ね
。
今
度
の
運
動
会
で
「
よ
う
か

い
体
操
第
一
」
を
踊
り
ま
す
し
、「
ア

ナ
雪
」
の
歌
は
子
ど
も
も
歌
詞
を
覚

え
て
い
る
の
で
、
こ
っ
ち
が
「
あ
り

の
ー
」
っ
て
歌
う
と
、子
ど
も
も
「
ま

ま
の
ー
」
っ
て
歌
い
始
め
ま
す
。

医
師
の
仕
事
を

育
児
と
両
立
す
る
た
め
に
は

社
Ｆ
：
お
医
者
さ
ん
は
忙
し
い
か
ら
、

将
来
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
ら
育
児
を

ど
う
す
る
か
が
悩
み
ど
こ
ろ
で
す
ね
。

医
Ｃ
：
そ
う
な
ん
で
す
。ベ
ビ
ー
シ
ッ

タ
ー
や
保
育
所
を
使
っ
た
り
、
親
の

力
を
借
り
た
り
し
て
仕
事
と
育
児
を

両
立
す
る
医
師
が
多
い
と
思
い
ま
す
。

病
院
に
よ
っ
て
は
保
育
所
が
併
設
さ

れ
て
い
る
所
も
あ
り
ま
す
が
、
預
け

ら
れ
る
時
間
帯
は
限
ら
れ
る
し
、
定

員
が
少
な
く
て
入
れ
な
い
こ
と
も
多

い
。
結
局
は
周
囲
の
理
解
と
サ
ポ
ー

ト
が
な
い
と
難
し
い
と
思
い
ま
す
。

医
Ｂ
：
医
学
分
野
は
進
歩
の
ス
ピ
ー

ド
が
と
て
も
速
い
の
で
、
い
っ
た
ん

仕
事
か
ら
離
れ
る
と
、
追
い
つ
く
た

め
に
相
当
な
時
間
が
か
か
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
と
は
言
え
、
育
児
は
も
ち

ろ
ん
大
事
な
の
で
、
育
児
休
暇
は

し
っ
か
り
取
り
た
い
で
す
。
育
休
後

に
職
場
へ
ス
ム
ー
ズ
に
復
帰
で
き
る

よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
充
実
す
る
と

い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

社
Ｅ
：
親
が
子
ど
も
と
一
緒
に
い
ら

れ
る
時
間
っ
て
本
当
に
短
い
で
す
し
、

私
た
ち
と
し
て
は
、
で
き
る
だ
け
子

ど
も
と
一
緒
に
い
て
ほ
し
い
と
は
思

い
ま
す
。
預
か
り
保
育
の
子
ど
も
を

見
て
い
て
も
、
他
の
子
が
親
と
帰
っ

て
い
く
の
を
見
送
り
な
が
ら
待
つ
の

は
、
淋
し
そ
う
で
す
ね
。

社
Ｄ
：
け
れ
ど
、
園
に
い
る
時
間
が

長
い
子
で
も
、
家
で
ち
ゃ
ん
と
愛
情

を
注
げ
て
い
れ
ば
大
き
な
問
題
は
な

い
と
思
い
ま
す
。
園
に
預
け
る
こ
と

で
集
団
生
活
に
慣
れ
て
親
離
れ
が
で

き
る
の
は
、
子
ど
も
に
と
っ
て
も
プ

ラ
ス
で
す
。
要
は
バ
ラ
ン
ス
で
す
ね
。

医
Ａ
：
先
輩
の
な
か
に
は
、
キ
ャ
リ

ア
を
諦
め
な
い
た
め
に
育
児
は
全
部

シ
ッ
タ
ー
さ
ん
と
保
育
所
に
任
せ
て
、

当
直
も
全
部
こ
な
し
た
と
い
う
人
も

い
ま
す
。
で
も
私
個
人
と
し
て
は
、

産
後
数
年
間
は
子
ど
も
と
一
緒
に
過

ご
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
キ
ャ
リ
ア

に
も
育
児
に
も
、
今
後
は
い
ろ
ん
な

選
択
肢
が
出
て
く
る
と
い
い
で
す
ね
。

医
Ｃ
：
女
子
医
学
生
が
集
ま
る
と
、

よ
く
出
産
や
育
児
の
話
に
な
り
ま
す
。

今
日
は
実
際
に
子
ど
も
を
保
育
・
教

育
し
て
い
る
み
な
さ
ん
と
お
話
し
で

き
て
、
子
ど
も
を
育
て
る
こ
と
が
ど

う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
、
リ
ア
ル
に

想
像
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ど

う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
！

り
す
る
と
、
本
当
に
嬉
し
い
で
す
ね
。

社
Ｆ
：
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
苦

手
な
子
ど
も
だ
と
、
嫌
な
こ
と
が
あ

る
と
友
だ
ち
を
引
っ
掻
い
た
り
噛
ん

で
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
あ
る

日
、
そ
の
子
に
と
っ
て
す
ご
く
嫌
な

こ
と
が
あ
っ
て
、
友
だ
ち
に
手
を
出

し
て
し
ま
い
そ
う
に
な
っ
た
の
で
す

が
、何
と
か
我
慢
し
て
「
い
や
だ
！
」

と
言
え
た
ん
で
す
。
そ
の
時
は
僕

も
感
動
し
て
、「
よ
く
我
慢
で
き
た

ね
！
」
っ
て
ほ
め
て
あ
げ
ま
し
た
。

社
Ｄ
：
保
育
所
に
預
け
ら
れ
る
子
ど

も
の
場
合
、
お
家
で
起
き
て
い
る
時

間
よ
り
も
園
に
い
る
時
間
の
方
が
長

い
の
で
、
初
め
て
寝
返
り
を
し
た
り

歩
い
た
り
す
る
の
が
保
育
所
で
あ
る

こ
と
も
多
い
ん
で
す
。
で
も
そ
れ
は
、

絶
対
に
親
御
さ
ん
に
言
っ
ち
ゃ
い
け

な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

一
同
：
あ
ー
、
そ
う
な
ん
だ
！

社
Ｄ
：
や
っ
ぱ
り
親
御
さ
ん
に
と
っ

て
、
我
が
子
が
何
か
を
で
き
る
よ
う

に
な
る
瞬
間
は
、
自
分
で
見
届
け
た

い
で
す
か
ら
ね
。

自
然
や
ア
ニ
メ
か
ら
学
び

引
き
出
し
を
増
や
す

医
Ａ
：
子
ど
も
に
対
す
る
保
育
・
教

育
の
技
術
は
ど
こ
で
身
に
つ
け
る
も

の
な
ん
で
す
か
？　

先
輩
に
教
わ
る

こ
と
が
多
い
の
で
し
ょ
う
か
？

社
Ｆ
：
先
輩
に
教
わ
る
の
は
も
ち
ろ

ん
で
す
が
、
人
に
よ
っ
て
得
意
な
分

野
が
違
う
の
で
、
自
分
が
伸
ば
し
た

い
分
野
の
研
修
会
に
行
く
こ
と
も
多

い
で
す
。
研
修
会
は
主
に
自
治
体
が

医学生 × 保育者

同世 代 の

医学部にいると、なかなか同世代の他分野の人 たちとの交流が持てないと言われます。そこでこ

のコーナーでは、医学生が別の世界で生きる同 世代の「リアリティー」を探ります。今回は「子

どもを保育する」をテーマに、保育所・幼稚園 で働く３名（社会人Ｄ・Ｅ・Ｆ）と、医学生３名（医

学生Ａ・Ｂ・Ｃ）の６名で座談会を行いました。

アニメの歌って

歌います？

＊ この記事は、今回お話を聞いた保育者の業務内容に即した一例です。19



臨床心理士
医療法人社団碧水会　長谷川病院

星野 法昭さん

出勤

ミーティング

集団療法（打ち合わせ、実施）

昼休み

個人心理療法

心理検査

ユニットミーティング（週１回）
チームミーティング

記録をつけた後、退勤

１日のタイムスケジュール

9:00

9:15

10:00

12:00

13:00

15:00

16:00
16:30

17:15

SCHEDULE BOARD

チームミーティングには

患者さんも参加します。

※この記事は取材先の業務に即した内容となって
いますので、施設や所属によって業務内容が異な
る場合があります。

精神分析療法・認知行動療法

などを行います

うつ病・統合失調症などの
患者さんを支援します

Need to know [ 連載 ] チーム医療のパートナー

チーム医療のリーダーシップをとる医 師。円滑なコミュニケーションのため
には他職種について知ることが重要で す。今回は、精神保健分野を専門とす
る職種である、臨床心理士と精神保 健福祉士（PSW）の２職種を紹介します。

チーム医療　のパートナー

臨
床
心
理
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト

う
つ
病
や
統
合
失
調
症
な
ど
の
精

神
疾
患
に
対
し
て
、
臨
床
心
理
学
の

知
見
に
も
と
づ
き
、
患
者
さ
ん
の
心

に
寄
り
添
う
職
種
が
臨
床
心
理
士
で

す
。
日
本
に
は
複
数
の
心
理
職
が
存

在
し
ま
す
が
、
臨
床
心
理
士
は
臨
床

心
理
学
系
の
指
定
大
学
院
を
修
了
し
、

試
験
に
合
格
す
る
こ
と
で
取
得
で
き

る
資
格
で
す
。
臨
床
心
理
士
の
活
躍

の
場
は
幅
広
く
、
医
療
機
関
の
精
神

科
や
心
療
内
科
、
産
科
や
緩
和
ケ
ア

科
な
ど
に
所
属
す
る
ほ
か
、
ス
ク
ー

ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
と
し
て
学
生
の
相

談
に
乗
っ
た
り
、
児
童
相
談
所
や
障

害
者
施
設
で
働
い
て
い
ま
す
。
今
回

は
、
精
神
科
病
院
で
あ
る
長
谷
川
病

院
で
働
く
星
野
法
昭
さ
ん
に
お
話
を

伺
い
ま
し
た
。

臨
床
心
理
士
は
知
能
検
査
や
ロ
ー

ル
シ
ャ
ッ
ハ
テ
ス
ト
な
ど
の
心
理
検

査
を
行
う
こ
と
で
患
者
さ
ん
の
心
理

的
資
源
、
つ
ま
り
知
的
能
力
や
パ
ー

ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
ア
セ
ス
メ
ン
ト
し
、

診
断
や
治
療
に
活
か
し
ま
す
。
例
え

ば
、
医
師
か
ら
統
合
失
調
症
の
疑
い

と
診
断
さ
れ
た
患
者
さ
ん
に
臨
床
心

理
士
が
心
理
検
査
を
行
い
、
そ
の
結

果
を
も
と
に
診
断
を
再
検
討
し
た
と

こ
ろ
、
実
は
そ
の
患
者
さ
ん
は
統
合

失
調
症
で
は
な
く
発
達
障
害
だ
と
わ

か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

ア
セ
ス
メ
ン
ト
が
終
わ
る
と
、
次

は
患
者
さ
ん
の
状
態
に
合
わ
せ
た
心

理
療
法
を
行
い
ま
す
。
そ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
は
、
個
人
ま
た
は
集
団
を
対

象
と
し
て
物
事
の
捉
え
方
を
変
え
る

認
知
行
動
療
法
や
、
心
の
内
面
で
起

き
て
い
る
こ
と
を
患
者
さ
ん
と
共
に

探
る
精
神
分
析
療
法
な
ど
様
々
で
す
。

「
例
え
ば
、
統
合
失
調
症
に
は
幻

聴
が
伴
う
こ
と
が
あ
り
、
医
師
は
そ

れ
を
薬
で
治
療
し
ま
す
。
対
し
て
臨

床
心
理
士
は
患
者
さ
ん
の
認
知
や
感

情
に
働
き
か
け
る
こ
と
で
、
た
と
え

幻
聴
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
ど
う
捉

え
れ
ば
前
向
き
に
生
き
て
い
け
る
の

か
を
一
緒
に
な
っ
て
考
え
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
精
神
疾
患
は
完
治
が
難

し
く
、
い
っ
た
ん
症
状
が
治
ま
っ
て

も
再
発
す
る
可
能
性
の
高
い
患
者
さ

ん
が
多
い
。
そ
の
な
か
で
私
た
ち
は
、

患
者
さ
ん
が
自
分
の
症
状
と
折
り
合

い
を
つ
け
、
症
状
を
抱
え
な
が
ら
も

自
分
ら
し
く
生
き
る
た
め
の
手
助
け

を
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。」

共
に
、「
ら
し
さ
」
を
考
え
る

精
神
疾
患
の
患
者
さ
ん
は
、
時
と

し
て
症
状
に
圧
倒
さ
れ
、
自
分
の
価

値
や
生
き
る
意
味
を
見
失
っ
て
し
ま

う
こ
と
が
あ
る
と
言
い
ま
す
。
臨
床

心
理
士
は
そ
ん
な
患
者
さ
ん
と
信
頼

関
係
を
築
き
、
自
分
ら
し
い
生
き
方

を
探
す
過
程
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

「
患
者
さ
ん
は
、
症
状
が
良
く

な
っ
た
り
悪
く
な
っ
た
り
を
繰
り
返

し
な
が
ら
、
長
い
時
間
を
か
け
て
自

分
ら
し
い
生
き
方
を
探
し
ま
す
。
そ

の
期
間
は
と
て
も
長
く
、
私
た
ち
も

紆
余
曲
折
に
ず
っ
と
付
き
合
う
覚
悟

を
し
て
、
一
緒
に
進
ん
で
い
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。
双
方
に
と
っ
て
し
ん

ど
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
患
者

さ
ん
が
『
こ
れ
が
自
分
ら
し
い
生
き

方
な
の
か
な
』
っ
て
、
ふ
と
気
づ
く

瞬
間
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
立
ち
会
え

る
の
は
や
は
り
こ
の
仕
事
の
喜
び
な

の
だ
と
思
い
ま
す
。」
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精神保健福祉士（PSW）
横浜市立大学附属市民総合医療センター
泉 桃子さん　渡邊 貴子さん

出勤・ミーティング

精神科のカンファレンス

病棟全体のカンファレンス（月曜日
のみ）／患者さん・地域の関係者
と面接、面談　

昼休み

面接、患者さんとの面談、調整　

患者さん・ご家族との面談、調整

事務作業、面接の後退勤

１日のタイムスケジュール

8:30

8:45

10:00

12:00

13:00

15:00

17:15

SCHEDULE BOARD

患者さんのご家族との

かかわりも多いです。

※この記事は取材先の業務に即した内容となって
いますので、施設や所属によって業務内容が異な
る場合があります。

精神疾患特有の困難を理解し、
患者さんの社会的な
問題を解決します

チーム医療のリーダーシップをとる医 師。円滑なコミュニケーションのため
には他職種について知ることが重要で す。今回は、精神保健分野を専門とす
る職種である、臨床心理士と精神保 健福祉士（PSW）の２職種を紹介します。

チーム医療　のパートナー
連載

重
度
の
精
神
疾
患
の
患
者
さ
ん
の

場
合
、
経
済
的
に
困
窮
し
た
り
、
退

院
後
に
自
立
し
た
生
活
を
送
る
の
が

難
し
か
っ
た
り
と
、
症
状
自
体
が
治

ま
っ
た
後
も
、
社
会
的
な
困
難
が
続

く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
患
者
さ
ん
が

自
分
ら
し
い
生
活
を
送
る
た
め
に

は
、
医
学
的
・
臨
床
心
理
学
的
な
治

療
に
加
え
て
、
保
健
所
を
始
め
と
す

る
関
係
機
関
な
ど
の
社
会
的
サ
ポ
ー

ト
が
不
可
欠
で
す
。
精
神
保
健
福
祉

士
（Psychiatric Social W

orker, 

Ｐ
Ｓ
Ｗ
）
は
、
患
者
さ
ん
が
自
分
ら

し
い
生
活
を
送
れ
る
よ
う
に
各
種
社

会
資
源
の
活
用
や
調
整
を
行
う
国
家

資
格
で
す
。
今
回
は
横
浜
市
立
大
学

附
属
市
民
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
の
泉

桃
子
さ
ん
と
渡
邊
貴
子
さ
ん
に
お
話

を
伺
い
ま
し
た
。

社
会
的
な
困
難
を
軽
減

Ｐ
Ｓ
Ｗ
は
病
院
内
外
の
職
種
と
連

携
し
、
患
者
さ
ん
の
社
会
的
な
困
難

の
軽
減
を
図
り
ま
す
。
こ
こ
で
言
う

社
会
的
困
難
と
は
、
自
身
の
身
体
的

な
変
化
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
や
取

り
巻
く
環
境
の
変
化
に
よ
っ
て
生
じ

る
も
の
な
ど
様
々
で
す
。
例
え
ば
患

者
さ
ん
が
妊
娠
し
た
時
に
は
、
向
精

神
薬
な
ど
の
服
用
を
減
量
ま
た
は
中

止
す
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
産
後
に

は
症
状
悪
化
の
リ
ス
ク
が
高
ま
る
と

言
わ
れ
る
た
め
、
関
係
職
種
の
支
援

が
必
要
で
す
。
Ｐ
Ｓ
Ｗ
は
、
院
内
の

看
護
師
や
助
産
師
、
育
児
期
の
支
援

担
当
で
あ
る
保
健
所
の
保
健
師
と
連

絡
を
取
り
、
安
心
し
て
出
産
・
育
児

が
で
き
る
環
境
を
作
っ
て
い
き
ま
す
。

「
患
者
さ
ん
の
状
況
は
、
疾
患
の

重
症
度
や
家
族
・
仕
事
の
環
境
な
ど
、

一
つ
と
し
て
同
じ
も
の
は
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
れ
を
や
れ
ば
正
解
、
と
い
う

も
の
が
な
い
所
に
難
し
さ
が
あ
り
ま

す
。
絶
対
的
な
正
解
が
な
い
な
か
で
、

よ
り
良
い
方
針
を
そ
の
都
度
考
え
て

い
く
。
一
度
退
院
し
、
再
入
院
し
て

く
る
患
者
さ
ん
も
い
ま
す
が
、
声
を

か
け
な
が
ら
、
信
頼
関
係
を
積
み
重

ね
て
い
く
の
が
こ
の
仕
事
の
面
白
さ

な
の
か
な
と
思
い
ま
す
。」

患
者
さ
ん
の
自
己
決
定
を
尊
重

精
神
疾
患
の
患
者
さ
ん
の
な
か
に

は
、
症
状
に
よ
っ
て
は
、
自
身
を
傷

つ
け
た
り
、
他
者
に
危
害
を
お
よ
ぼ

す
可
能
性
が
あ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
治
療
や
保
護
の
た
め
に

本
人
の
意
思
に
反
す
る
入
院
を
求
め

ら
れ
、
身
体
の
拘
束
を
受
け
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
歴
史
的
に
も
精
神
疾

患
患
者
の
権
利
が
不
当
に
侵
害
さ
れ

た
背
景
が
あ
る
た
め
、
Ｐ
Ｓ
Ｗ
は
患

者
さ
ん
の
人
権
や
自
己
決
定
を
尊
重

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
い
ま
す
。

「
退
院
後
に
生
活
す
る
場
所
を
決

め
る
の
も
自
己
決
定
の
一
つ
で
す
。

家
族
と
の
同
居
だ
け
で
な
く
、
生
活

訓
練
施
設
や
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
に
移

る
選
択
肢
も
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
メ

リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
を
十
分
に
説

明
し
ま
す
。
こ
の
時
に
大
切
な
の
は
、

患
者
さ
ん
自
身
が
決
定
す
る
こ
と
。

私
た
ち
の
意
見
を
押
し
つ
け
て
も
、

結
果
的
に
上
手
く
い
か
な
い
こ
と
が

多
い
で
す
か
ら
。
た
と
え
失
敗
す
る

可
能
性
が
高
い
決
定
を
し
て
も
、
私

た
ち
は
そ
れ
を
尊
重
し
て
、
患
者
さ

ん
を
守
る
た
め
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ

ト
を
用
意
し
て
お
く
こ
と
も
あ
る
ん

で
す
よ
。」
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Need to know 医療情報サービス事業“Minds”の取り組み（後編）

日本医療機能評価機構 EBM医療情報部 Minds のみなさん。
Minds ガイドラインセンター URL: http://minds.jcqhc.or.jp/

山口 直人先生
日本医療機能評価機構特命理事

吉田 雅博先生
日本医療機能評価機構
EBM 医療情報部部長

みなさんは「診療ガイドライン」を知っていますか？信頼できる診療ガイドラインを
WEB 上に掲載する医療情報サービス事業 Minds（マインズ）の取り組みと活用方法を、
２号にわたってご紹介します。

医療情報サービス事業“Minds”の取り組み（後編）

信頼できる医療情報の発信

ド
ク
タ
ラ
ー
ゼ
10
号
の
記
事
で

は
、
E
B
M
（E

vidence B
ased 

M
edicine

）
の
実
践
の
た
め
、
診

療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
以
下
、
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
）
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す

こ
と
を
紹
介
し
ま
し
た
。
世
界
中
で

行
わ
れ
て
い
る
臨
床
研
究
の
成
果
を

ま
と
め
、
治
療
に
対
し
て
推
奨
を
出

し
て
く
れ
る
の
が
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で

す
。
し
か
し
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
役

割
は
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

今
回
は
、
前
号
と
は
違
っ
た
視
点
で

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

あ
な
た
が
根
拠
を
も
と
に
診
断
し
、

治
療
法
を
提
示
し
た
の
に
、
そ
の
患

者
さ
ん
が
、
テ
レ
ビ
や
雑
誌
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
集
め
た
情
報
を
も
と

に
反
論
し
て
き
た
ら
、
ど
う
思
う
で

し
ょ
う
か
。
根
拠
の
な
い
情
報
を
信

じ
込
み
、
聞
く
耳
を
も
た
な
い
患
者

さ
ん
に
困
り
果
て
る
、
あ
る
い
は
腹

を
立
て
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
患
者
さ
ん
の
立
場
に
立

っ
て
み
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
。
病
気

に
な
っ
た
と
知
っ
た
ら
、
誰
で
も
藁

に
も
す
が
る
思
い
に
な
り
、
あ
り
っ

た
け
の
情
報
を
集
め
よ
う
と
し
て
し

ま
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ

し
て
、
今
の
世
の
中
に
は
、
病
気
や

そ
の
治
療
に
関
す
る
情
報
が
あ
ふ
れ

て
い
ま
す
。
何
が
正
し
い
の
か
わ
か

ら
な
く
な
り
、
医
師
の
診
断
や
治
療

方
針
を
す
ぐ
に
信
用
で
き
な
い
患
者

さ
ん
が
出
て
く
る
の
も
、
や
む
を
得

な
い
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

と
は
い
え
、
メ
デ
ィ
ア
に
出
回
っ

て
い
る
医
療
に
関
す
る
情
報
は
玉
石

混
淆
で
す
。
医
師
の
立
場
と
し
て
は
、

ど
う
す
れ
ば
患
者
さ
ん
と
上
手
に
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
れ
る
の
か
、

悩
む
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
ん

な
と
き
、
頼
り
に
で
き
る
一
つ
の
手

段
がM

inds

な
の
で
す
。
前
号
に

引
き
続
き
、
日
本
医
療
機
能
評
価
機

構
特
命
理
事
の
山
口
直
人
先
生
、
同

機
構
E
B
M
医
療
情
報
部
部
長
の
吉

田
雅
博
先
生
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

患
者
さ
ん
と
協
働
し
て

意
思
決
定
す
る
た
め
に

―
―
医
師
と
患
者
さ
ん
が
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
う
え
で
、
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
は
ど
の
よ
う
に
役
立
つ
の

で
し
ょ
う
か
。

山
口
（
以
下
、
山
）：
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
は
、
医
師
と
患
者
さ
ん
が
協
働
し

て
意
思
決
定
を
す
る
た
め
の
助
け
に

な
っ
て
く
れ
る
存
在
だ
と
言
え
る
と

思
い
ま
す
。

テ
レ
ビ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通

じ
て
た
く
さ
ん
の
情
報
に
触
れ
た
患

者
さ
ん
と
話
を
し
よ
う
と
し
た
と
き
、

間
を
と
り
も
っ
て
く
れ
る
も
の
が
何

も
な
い
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
う
ま
く
成
り
立
た
な
い
可
能
性
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。
様
々
な
情
報
を
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患者さんやご家族の方向けに、わかりやすい言葉と図や表で医療の基本知識について解説している。Minds 診療ガイドライン評価・選定・掲載方法。

手
に
し
た
患
者
さ
ん
は
、
目
の
前

の
主
治
医
を
心
か
ら
信
じ
る
こ
と
が

で
き
ず
、
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
話
が

平
行
線
を
辿
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
医
師
に
と
っ
て
の
当
た
り

前
は
患
者
さ
ん
に
と
っ
て
は
当
た
り

前
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
逆
も
ま
た

然
り
で
す
。
何
か
ひ
と
つ
、
双
方
が

信
じ
ら
れ
る
も
の
、
立
ち
返
る
と
こ

ろ
が
な
い
と
、
立
場
の
異
な
る
者
同

士
が
協
働
し
て
意
思
決
定
す
る
の
は

非
常
に
困
難
な
の
で
す
。
私
た
ち
は
、

そ
ん
な
と
き
こ
そM

inds

を
活
用

し
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

吉
田
（
以
下
、
吉
）：M

inds

で
は
、

医
療
者
だ
け
で
な
く
、
患
者
さ
ん
に

対
し
て
も
情
報
提
供
を
進
め
て
い
る

ん
で
す
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
一
般

の
方
向
け
に
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
わ

か
り
や
す
い
解
説
や
、
医
療
に
関
す

る
基
礎
知
識
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

M
inds

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
は
多

く
の
専
門
家
に
よ
っ
て
厳
選
さ
れ
た

情
報
で
す
か
ら
、
医
師
に
と
っ
て
も

患
者
さ
ん
に
と
っ
て
も
、
信
じ
る
に

足
る
根
拠
に
な
る
は
ず
で
す
。

　常
に
信
頼
に
足
る

情
報
を
提
供
す
る

―
―
医
療
者
と
患
者
さ
ん
が
協
働
す

る
た
め
に
、M

inds

で
公
開
し
て
い

る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
、
医
療
者
と
国

民
双
方
か
ら
信
頼
で
き
る
も
の
で
あ

る
こ
と
が
大
切
な
の
で
す
ね
。

山
：
そ
う
で
す
ね
。M

inds

の
役
割

は
、
信
頼
性
の
高
い
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

を
掲
載
し
続
け
る
こ
と
で
す
。
世
界

中
で
行
わ
れ
る
臨
床
研
究
の
質
や
、

世
に
出
て
い
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
質

に
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
そ
の
中

で
、M

inds

が
収
載
し
て
い
る
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
国
際
的
な
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
評
価
ツ
ー
ル
を
使
っ
て
評
価

し
、
日
々
進
ん
で
い
る
研
究
に
対
応

で
き
る
よ
う
、
常
に
改
訂
を
加
え
た

も
の
な
の
で
す
。

M
inds

に
は
最
低
限
の
基
準
を
満

た
し
た
情
報
が
あ
る
、
し
か
も
そ
れ

は
頻
繁
に
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
さ
れ
、
い

つ
で
も
最
新
の
情
報
に
な
っ
て
い
る

と
わ
か
っ
て
い
れ
ば
、
医
療
者
も
患

者
さ
ん
も
、M

inds

に
掲
載
さ
れ
て

い
る
情
報
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

結
果
的
に
、
双
方
が
納
得
の
い
く
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
成
立
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

ど
ん
な
分
野
に
も

対
応
で
き
る
医
師
に
な
る

―
―M

inds

に
収
載
さ
れ
た
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
を
医
師
が
活
用
で
き
る
場
面

に
は
、
他
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ

る
の
で
し
ょ
う
か
。

吉
：
臨
床
医
に
な
る
と
多
く
の
人

が
、
自
分
の
専
門
分
野
で
専
門
医
を

取
得
し
、
そ
の
分
野
で
数
多
く
の
症

例
を
こ
な
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
と

思
い
ま
す
。
し
か
し
、
も
し
自
分
の

専
門
外
の
相
談
を
受
け
た
と
き
、
例

え
ば
自
分
は
外
科
だ
か
ら
眼
科
の
こ

と
は
わ
か
ら
な
い
、
関
知
し
な
い
と

い
う
態
度
を
と
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、

患
者
さ
ん
に
信
用
し
て
も
ら
え
な
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
少
な
く

と
も
、
急
を
要
す
る
事
態
だ
か
ら
大

至
急
眼
科
の
先
生
に
紹
介
状
を
書
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
あ
る
い

は
ひ
と
ま
ず
適
切
な
目
薬
を
処
方
し

て
、
翌
日
眼
科
に
行
く
よ
う
に
伝
え

れ
ば
い
い
の
か
、
そ
の
場
で
責
任
を

も
っ
て
判
断
で
き
な
い
と
い
け
ま
せ

ん
。
そ
の
よ
う
に
、
自
分
の
専
門
以

外
の
領
域
に
関
し
て
も
、
き
ち
ん
と

し
た
根
拠
を
も
っ
て
対
応
す
る
た
め

に
、M

inds

を
活
用
し
て
ほ
し
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。M

inds

が
公
開
し

て
い
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
参
照
す
れ

ば
、
そ
れ
を
判
断
の
基
準
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
す
。

山
：
そ
う
で
す
ね
。
ま
た
、
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
に
は
様
々
な
臨
床
研
究
の
成

果
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
か
ら
、

M
inds

を
参
照
す
る
こ
と
で
、
医
師

が
情
報
を
収
集
し
た
り
吟
味
し
た
り

す
る
時
間
を
短
縮
し
、
患
者
さ
ん
と

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
多

く
の
時
間
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
え
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

が
、
医
師
と
患
者
さ
ん
が
十
分
な
対

話
を
行
う
環
境
を
整
え
て
く
れ
る
と

も
言
え
る
で
し
ょ
う
。

医
師
が
患
者
さ
ん
と
と
も
に
意
思

決
定
を
す
る
た
め
に
は
、
双
方
の
納

得
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に

M
inds

の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
活
用
で

き
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
ぜ
ひ
学

生
の
う
ち
か
ら
理
解
し
て
お
い
て
ほ

し
い
で
す
ね
。
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地域医療
ルポ

RE
PO 10

「
へ
き
地
医
療
の
中
で
も
、
離
島

医
療
は
独
特
の
ハ
ー
ド
ル
の
高
さ
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。
ヘ
リ
が
飛
べ
な

い
時
間
や
天
候
だ
と
、
緊
急
搬
送
も

で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
僕
の
よ
う
に

島
で
10
年
以
上
続
け
て
い
る
人
は
多

く
な
い
。
僕
も
こ
ん
な
に
長
く
い
る

つ
も
り
は
な
か
っ
た
ん
で
す
。」

で
は
、
な
ぜ
白
石
先
生
は
島
で
医

療
を
続
け
て
い
る
の
か
。
一
つ
は
医

師
で
あ
る
妻
を
は
じ
め
、
仲
間
や
地

域
の
支
え
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。

「
妻
は
病
院
の
医
師
で
あ
り
、
同

じ
島
内
の
診
療
所
長
も
兼
務
し
て
い

ま
す
。
４
人
の
子
ど
も
を
産
み
育
て

な
が
ら
、
二
人
三
脚
で
当
直
も
外
来

も
何
で
も
や
っ
て
き
た
。
妻
が
医
師

と
し
て
の
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
り
続
け

て
く
れ
る
こ
と
は
心
強
い
で
す
。」

妻
と
隠
岐
島
前
に
赴
任
し
、
最
初

は
数
年
で
戻
る
つ
も
り
が
、
４
年
目

で
病
院
長
へ
の
就
任
を
打
診
さ
れ
た
。

「
人
は
温
か
い
し
、
自
然
も
魅
力

的
で
、
や
り
が
い
は
確
か
に
あ
り
ま

し
た
が
、
自
分
が
や
り
た
か
っ
た
の

は
病
院
経
営
で
は
な
く
総
合
診
療
医

の
仕
事
だ
っ
た
の
で
、
悩
み
ま
し
た
。

行
政
の
支
援
や
本
土
の
後
方
支
援
体

制
が
な
け
れ
ば
責
任
は
持
て
な
い
と

感
じ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い

う
環
境
を
整
え
て
も
ら
う
こ
と
を
条

件
に
、
院
長
を
引
き
受
け
ま
し
た
。

今
振
り
返
る
と
、
34
歳
の
若
手
に
病

院
を
託
し
て
く
れ
た
周
囲
の
思
い
に

応
え
た
部
分
も
あ
り
ま
す
。
ど
う
せ

や
る
な
ら
、
行
政
や
基
幹
病
院
の

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
受
け
ら
れ
る
仕
組

いい仲間と仕組みができれば、地域医療はやめられない
島根県隠岐郡西ノ島町　隠岐島前（おきどうぜん）病院　白石 吉彦先生
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み
作
り
を
し
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。」

院
長
に
な
っ
た
こ
と
で
、
医
療
を

支
え
る
様
々
な
仕
組
み
が
見
え
る
よ

う
に
な
っ
た
。
県
内
の
基
幹
病
院
の

院
長
と
会
議
で
顔
を
合
わ
せ
る
よ
う

に
な
り
、
直
接
い
ろ
い
ろ
な
話
も
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
重
症
の
患
者
さ
ん
は
本
土
に
送

る
の
で
す
が
、
僕
は
地
元
の
人
間
で

は
な
い
か
ら
、
そ
れ
ま
で
は
送
り
先

の
医
師
の
顔
も
知
ら
な
か
っ
た
。
け

れ
ど
本
土
に
通
う
よ
う
に
な
っ
て
、

相
談
も
受
け
入
れ
依
頼
も
し
や
す
く

な
り
ま
し
た
。
仕
組
み
や
信
頼
関
係

を
築
く
こ
と
で
、
医
療
の
質
が
上
が

る
と
い
う
確
信
を
得
ら
れ
ま
し
た
。」

現
在
は
、
医
学
・
看
護
学
の
実
習

生
の
受
け
入
れ
、
総
合
診
療
医
向
け

の
書
籍
の
出
版
、
全
国
自
治
体
病
院

協
議
会
の
役
職
就
任
な
ど
、
積
極
的

に
外
部
と
の
交
流
を
は
か
っ
て
い
る
。

「
島
に
来
た
い
と
い
う
医
療
者
を

増
や
し
、
彼
ら
が
少
し
で
も
長
く
島

で
働
き
た
い
と
思
え
る
、
そ
ん
な
医

療
体
制
を
築
く
の
が
僕
の
仕
事
。
そ

の
た
め
に
、
離
島
医
療
の
面
白
さ
も
、

島
で
の
充
実
し
た
生
活
に
つ
い
て
も

発
信
を
続
け
て
い
ま
す
。
こ
の
仕
組

み
と
楽
し
さ
を
学
び
に
若
い
人
が
島

前
に
来
て
く
れ
れ
ば
活
気
が
出
る
し
、

こ
こ
で
育
っ
た
人
た
ち
が
各
地
で
地

域
医
療
を
担
っ
て
く
れ
れ
ば
素
晴
ら

し
い
。
医
師
と
し
て
の
技
量
に
加
え
、

い
い
仲
間
と
仕
組
み
が
揃
え
ば
、
地

域
医
療
ほ
ど
面
白
い
も
の
は
な
い
で

す
よ
。
僕
は
そ
れ
を
証
明
し
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。」

180 あまりの島々が集まる隠岐諸
島のなかで、有人島は島前（西ノ島
町・海士町・知夫村）と島後（隠岐
の島町）の４つ。隠岐島前病院は、
島前で唯一の有床医療機関として、
約 6,200 人の健康を支えている。
隠岐は後醍醐天皇の流刑の地として
も有名。

島根県隠岐郡西ノ島町

県境にある鳥取県の港から西ノ島まではフェリーで３時間ほど。朝刊もフェリーで届けられるので、手元に届くのは昼になる。

島の暮らしの楽しさを熱く語る白石先生。 2001年、増改築して現在の隠岐島前病院となった。
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弘前大学医学部入学

八幡 直志医師
（帝京大学医学部附属病院　外傷センター）
Tadashi Yahata

出身は東京都。学生時代は自分がどの診療科で働くのか、イメー
ジできなかった。

東京大学の整形外科に入局、虎の門病院で勤務
東京大学医学部附属病院

4年目

入局のタイミングの都合で、半年は虎の門病院へ。
大学病院では、周囲のスタッフとの連携を学んだ。焼津市立総合病院

6年目

手術は年間 200 件、外来も午前中だけで 30 人という環境で整
形外科のコモンディジーズに触れ、「これが整形外科なんだ」と
感じた。

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

7:308:159:0011:0019:0024:00

都立府中病院（現・都立多摩総合医療センター）で研修
1年目

臨床研修必修化前だったが、研修システム作りに取り組む先輩医
師のもとで、屋根瓦方式を経験。

都立墨東病院 救命救急センター
8年目

もっと外傷や救急の最前線に行きたいという思いで、救命救急セ
ンターを選んだ。

日立総合病院
11年目

昼夜を問わず働きながら、セミナーなどにも積極的に参加していた。

都立広尾病院
9年目

整形外科に所属。救命センターに運ばれてきた外傷の患者にも
対応していた。

帝京大学医学部附属病院　外傷センター
12年目

日本の外傷のスペシャリストが集まる環境で、毎日知識を吸収し
ている。

手
術

一
般
病
棟
で
退
院
調
整
な
ど

出
勤

会
議

回
診

勉
強

帰
宅

当
直
は
月
に
３
回
ほ
ど

オ
ン
コ
ー
ル
は
月
に
４
回
ほ
ど

２時間ほどで終わる手術もあれ
ば、６時間に及ぶような手術も
あります。

八幡 直志
2002 年　弘前大学医学部卒業

2014 年 10 月現在
帝京大学医学部附属病院

外傷センター

年目の10
整形外科

手術にあたって、事前準備は非常に重要で
す。カンファレンスの準備などもこの時間
にしています。

1 day

昼夜を問わず働きながら、セミナーなどにも積極的に参加していた。昼夜を問わず働きながら、セミナーなどにも積極的に参加していた。昼夜を問わず働きながら、セミナーなどにも積極的に参加していた。昼夜を問わず働きながら、セミナーなどにも積極的に参加していた。昼夜を問わず働きながら、セミナーなどにも積極的に参加していた。昼夜を問わず働きながら、セミナーなどにも積極的に参加していた。昼夜を問わず働きながら、セミナーなどにも積極的に参加していた。昼夜を問わず働きながら、セミナーなどにも積極的に参加していた。昼夜を問わず働きながら、セミナーなどにも積極的に参加していた。昼夜を問わず働きながら、セミナーなどにも積極的に参加していた。昼夜を問わず働きながら、セミナーなどにも積極的に参加していた。昼夜を問わず働きながら、セミナーなどにも積極的に参加していた。昼夜を問わず働きながら、セミナーなどにも積極的に参加していた。昼夜を問わず働きながら、セミナーなどにも積極的に参加していた。昼夜を問わず働きながら、セミナーなどにも積極的に参加していた。昼夜を問わず働きながら、セミナーなどにも積極的に参加していた。昼夜を問わず働きながら、セミナーなどにも積極的に参加していた。昼夜を問わず働きながら、セミナーなどにも積極的に参加していた。昼夜を問わず働きながら、セミナーなどにも積極的に参加していた。昼夜を問わず働きながら、セミナーなどにも積極的に参加していた。昼夜を問わず働きながら、セミナーなどにも積極的に参加していた。昼夜を問わず働きながら、セミナーなどにも積極的に参加していた。昼夜を問わず働きながら、セミナーなどにも積極的に参加していた。昼夜を問わず働きながら、セミナーなどにも積極的に参加していた。昼夜を問わず働きながら、セミナーなどにも積極的に参加していた。昼夜を問わず働きながら、セミナーなどにも積極的に参加していた。昼夜を問わず働きながら、セミナーなどにも積極的に参加していた。昼夜を問わず働きながら、セミナーなどにも積極的に参加していた。昼夜を問わず働きながら、セミナーなどにも積極的に参加していた。昼夜を問わず働きながら、セミナーなどにも積極的に参加していた。昼夜を問わず働きながら、セミナーなどにも積極的に参加していた。昼夜を問わず働きながら、セミナーなどにも積極的に参加していた。昼夜を問わず働きながら、セミナーなどにも積極的に参加していた。

八幡 直志
2002 年　弘前大学医学部卒業

2014 年 10 月現在
帝京大学医学部附属病院

外傷センター
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命を救うことと
機能を再建することを
両立する

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
さ
に
惹
か
れ
て

―
―
先
生
は
、
当
時
ま
だ
臨
床
研
修

が
必
修
で
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
３
年
間
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
研

修
を
経
験
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

八
幡
（
以
下
、
八
）：
は
い
。
周
囲

に
は
す
ぐ
医
局
に
入
る
人
が
多
か
っ

た
の
で
す
が
、
私
は
医
学
部
卒
業
の

時
点
で
何
を
や
り
た
い
か
が
決
ま
っ

て
い
な
か
っ
た
の
で
、
ロ
ー
テ
ー

シ
ョ
ン
研
修
を
行
っ
て
い
た
都
立
病

院
に
入
職
し
ま
し
た
。
し
か
し
２
年

間
の
初
期
研
修
の
後
も
専
門
分
野
が

決
め
ら
れ
ず
、
追
加
で
整
形
外
科
と

脳
外
科
を
半
年
ず
つ
回
ら
せ
て
も
ら

い
ま
し
た
。

―
―
最
終
的
に
整
形
外
科
を
選
ん
だ

決
め
手
は
何
で
し
た
か
？

八
：
折
れ
た
骨
を
戻
し
た
り
、
ざ
っ

く
り
切
れ
た
と
こ
ろ
を
治
し
た
り
と

い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
さ
に
惹
か
れ
た

か
ら
で
す
。
救
急
車
で
運
ば
れ
て
き

た
外
傷
の
患
者
さ
ん
を
治
療
す
る
先

輩
医
師
の
姿
に
憧
れ
、
そ
の
先
生
が

所
属
す
る
整
形
外
科
の
医
局
に
入
り

ま
し
た
。

　

た
だ
、
入
局
直
後
は
苦
労
し
ま
し

た
。
専
門
分
野
を
選
ん
だ
の
が
遅

か
っ
た
分
、
同
年
代
の
医
師
た
ち
よ

り
も
整
形
外
科
の
専
門
的
な
手
技
が

う
ま
く
で
き
な
か
っ
た
ん
で
す
。「
４

年
目
な
の
に
そ
ん
な
こ
と
も
で
き
な

い
の
か
」
と
怒
ら
れ
る
こ
と
も
多
く
、

悔
し
い
思
い
も
し
ま
し
た
。

―
―
そ
の
後
、
医
局
の
人
事
で
、
約

１
年
半
ご
と
に
大
学
病
院
と
各
地
の

関
連
病
院
を
回
ら
れ
た
ん
で
す
ね
。

八
：
は
い
。
た
だ
大
学
病
院
は
扱
う

内
容
が
専
門
的
で
、
自
分
が
イ
メ
ー

ジ
し
て
い
た
「
現
場
」
と
は
何
か
違

う
な
と
感
じ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。

今
思
え
ば
、
初
期
研
修
の
頃
に
よ
く

呼
ば
れ
て
い
た
救
急
の
雰
囲
気
を

「
こ
れ
が
医
療
の
現
場
な
ん
だ
」
と

感
じ
て
い
た
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

も
っ
と
患
者
さ
ん
に
近
い
場
所
で
働

き
た
い
と
思
い
、
医
局
人
事
で
は
最

前
線
で
働
く
こ
と
の
で
き
る
地
方
病

院
や
都
立
病
院
を
希
望
し
ま
し
た
。

救
急
の
現
場
で
外
傷
を
診
る

―
―
こ
の
病
院
の
前
に
救
命
セ
ン

タ
ー
を
２
つ
経
験
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

八
：
は
い
。
も
っ
と
も
っ
と
最
前
線

で
働
き
た
い
と
思
い
、
墨
東
病
院
の

救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
を
希
望
し
た
の

で
す
が
、
こ
の
頃
に
は
既
に
自
分
の

中
で
「
現
場
」
＝
救
急
・
外
傷
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
が
う
っ
す
ら
で
き
て
い

た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

　

救
命
セ
ン
タ
ー
に
は
大
き
く
２
種

類
あ
っ
て
、
各
専
門
科
の
医
師
が
セ

ン
タ
ー
に
所
属
し
て
い
て
セ
ン
タ
ー

内
で
完
結
す
る
形
と
、
救
急
の
専
門

医
の
判
断
の
も
と
に
、
各
専
門
科
所

属
の
医
師
に
つ
な
い
で
い
く
形
が
あ

り
ま
す
。
墨
東
病
院
は
前
者
で
し
た
。

こ
の
当
時
に
上
司
か
ら
教
え
ら
れ
た

「
自
分
が
少
し
で
も
関
わ
っ
た
の
で

あ
れ
ば
、
主
治
医
と
同
じ
よ
う
に
対

応
せ
よ
」
と
い
う
考
え
方
は
今
で
も

肝
に
命
じ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
頭
と

四
肢
に
外
傷
が
あ
る
患
者
さ
ん
が
運

ば
れ
て
き
た
場
合
、
も
ち
ろ
ん
脳
外

科
の
先
生
と
一
緒
に
対
応
す
る
の
で

す
が
、
整
形
外
科
だ
か
ら
と
い
っ
て

骨
だ
け
診
て
い
れ
ば
い
い
と
い
う
わ

け
で
は
な
く
、
全
身
状
態
を
把
握
す

る
こ
と
を
求
め
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は

勉
強
し
な
け
れ
ば
と
強
く
思
い
、
休

日
も
利
用
し
て
月
に
数
回
セ
ミ
ナ
ー

に
通
っ
て
い
ま
し
た
。

帝
京
大
学
外
傷
セ
ン
タ
ー
の
強
み

―
―
現
在
は
外
傷
を
専
門
に
さ
れ
て

い
る
ん
で
す
ね
。

八
：
は
い
。
通
常
は
10
年
目
前
後
に

専
門
を
決
め
る
の
で
す
が
、
私
は
入

局
し
て
８
年
で
外
傷
を
専
門
に
し
よ

う
と
決
め
、
こ
の
病
院
に
来
ま
し
た
。

　

こ
こ
の
大
き
な
特
徴
は
、
救
急
科

の
中
に
外
傷
セ
ン
タ
ー
が
あ
る
と
こ

ろ
で
す
。
救
命
セ
ン
タ
ー
と
外
傷
セ

ン
タ
ー
が
併
設
さ
れ
て
い
る
施
設
は
、

ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

　

外
傷
セ
ン
タ
ー
に
は
そ
の
道
の
ス

ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
が
集
ま
っ
て
お
り
、

常
に
患
者
さ
ん
を
前
に
指
導
し
て
く

れ
ま
す
。
今
ま
で
費
用
を
払
っ
て
参

加
し
て
い
た
セ
ミ
ナ
ー
の
講
師
陣
に
、

実
際
の
症
例
を
目
の
前
に
し
て
、
ラ

イ
ブ
で
、
し
か
も
無
料
で
教
え
て
も

ら
う
こ
と
が
で
き
る
ん
で
す
。
毎
日

が
、
非
常
に
貴
重
な
勉
強
の
日
々
と

な
り
ま
す
。

　

外
傷
セ
ン
タ
ー
の
役
割
は
、
初
療

の
段
階
か
ら
機
能
再
建
を
視
野
に
入

れ
て
介
入
す
る
こ
と
で
す
。
救
急
の

現
場
で
は
命
を
救
う
こ
と
が
最
優
先

で
す
か
ら
、
複
合
的
な
症
状
の
場
合

は
外
傷
治
療
が
後
に
な
っ
て
し
ま
う

場
合
も
少
な
く
な
い
の
で
す
が
、
機

能
の
再
建
と
い
う
観
点
で
考
え
る
と

そ
れ
で
は
間
に
合
わ
な
い
場
合
も
あ

り
ま
す
。
ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
介
入

す
る
か
が
患
者
さ
ん
の
そ
の
後
の
生

活
を
大
き
く
左
右
す
る
た
め
、
早
期

か
ら
各
専
門
科
が
話
し
合
い
な
が
ら

適
切
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
関
わ
る
こ
と

が
と
て
も
大
事
な
ん
で
す
。
外
傷
セ

ン
タ
ー
が
救
急
科
の
中
に
あ
る
こ
と

で
、
救
命
と
機
能
再
建
を
両
立
し
や

す
い
と
感
じ
ま
す
。

　

さ
ら
に
こ
の
病
院
の
い
い
と
こ
ろ

は
、
一
般
整
形
外
科
各
専
門
診
と
の

連
携
も
密
で
あ
る
と
こ
ろ
で
す
。
一

般
整
形
各
専
門
診
の
観
点
か
ら
、
さ

ら
に
踏
み
込
ん
だ
検
討
が
行
わ
れ
る

点
も
非
常
に
魅
力
的
で
す
。

外
傷
治
療
の
重
要
性
を
伝
え
た
い

―
―
今
後
は
ど
ん
な
医
師
に
な
っ
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
か
？

八
：
こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
救
急
の
現

場
で
外
傷
の
治
療
に
携
わ
っ
て
い
た

い
で
す
ね
。
た
だ
、
現
状
で
は
整
形

の
中
で
外
傷
治
療
と
い
う
と
、
研
修

医
が
や
る
べ
き
も
の
と
い
う
認
識
も

残
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
外
傷
を
専

門
と
す
る
医
師
か
ら
す
れ
ば
「
も
っ

と
い
い
介
入
が
で
き
た
の
で
は
」
と

い
う
事
例
も
少
な
く
な
い
。
外
傷
治

療
の
重
要
性
を
周
知
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
も
、
こ
の
外
傷
セ
ン

タ
ー
の
よ
う
に
専
門
家
が
集
ま
り
、

情
報
共
有
し
な
が
ら
技
術
を
磨
け
る

場
が
も
っ
と
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
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富山医科薬科大学医学部（現・富山大学）入学

頭川 峰志医師
（富山大学附属病院　整形外科）
Mineyuki Zukawa

学生時代のスポーツ外傷でお世話になった経験や、雰囲気の明る
さから整形外科を選んだ。

飯山赤十字病院
2年目

富山労災病院
3年目

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

montuewed

富山医科薬科大学附属病院（当時）
1年目

附属病院を研修先に選んだ理由は、「お世話になった先生方や
先輩、友人たちとの人間関係を大切にしたかった…一言で言えば、
母校愛です（笑）」とのこと。

飛騨市民病院
4年目

２～４年目は救急に呼ばれることが多く、そこで切断系のミゼラブ
ルな症例を経験した。

富山大学附属病院
10年目

黒部市民病院
9年目

手外科医が少ない地域であり、手の難しい疾患をすべて任せられ
るようになった。

富山大学附属病院　危機管理医学　助教
11年目

救急災害にかかわる部署のポストにつき、救急を勉強中。

関
連
病
院
で
外
来
・
手
術

外
来
・
手
術

手
術

当
直
は
月
に
６
回
ほ
ど

最初は血管の模型チューブや、
スーパーで買った手羽先の動脈
を顕微鏡で吻合する練習をしま
した。

年目の10
整形外科

サブスペシャリティを活かせるように、週
１回～月１回のペースで複数の関連病院に
出向しています。

富山大学附属病院
5年目

大学に戻った初日に、ゴミ収集車に挟まれ腕を切断した患者のつ
ながった腕を目の当たりにし、再接着の魅力に取りつかれた。

聖隷浜松病院　手外科クリニカルフェロー
8年目

医局長に頼み込んで全国公募の手外科のクリニカルフェローに
応募し、国内留学。

thu

手
術

fri

外
来

1 week

頭川 峰志
2003 年　富山医科薬科大学

医学部（当時）卒業
2014 年 9 月現在
富山大学附属病院

　危機管理医学　助教
（整形外科兼任）
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患者さんよりも先には
諦めないという
情熱を持って

整
形
外
科
を
目
指
し
た
き
っ
か
け

―
―
ま
ず
、
整
形
外
科
を
目
指
し
た

き
っ
か
け
を
教
え
て
下
さ
い
。

頭
川
（
以
下
、
頭
）
：
学
生
時
代
か

ら
手
術
に
強
い
憧
れ
が
あ
り
、
自
分

は
外
科
系
だ
な
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

外
科
系
の
中
で
ど
こ
に
す
る
か
は
非

常
に
悩
み
ま
し
た
が
、
ス
ポ
ー
ツ
の

外
傷
で
自
分
自
身
が
お
世
話
に
な
っ

た
と
い
う
身
近
さ
と
、
実
習
の
際
に

感
じ
た
ス
タ
ッ
フ
の
明
る
さ
に
惹
か

れ
て
、
整
形
外
科
を
志
し
ま
し
た
。

―
―
整
形
外
科
に
入
る
と
、
ま
ず
は

ど
ん
な
こ
と
を
学
ぶ
の
で
す
か
？

頭
：
整
形
外
科
が
診
る
の
は
主
に
急

性
期
の
外
傷
や
慢
性
期
の
変
性
疾
患

で
す
が
、
ま
ず
は
外
傷
の
初
期
治
療

で
研
鑽
を
積
む
こ
と
が
多
い
で
す
。

私
も
２
～
４
年
目
は
救
急
の
初
期
対

応
で
、
検
査
や
診
断
、
投
薬
、
骨

折
・
脱
臼
の
治
療
、
創
縫
合
な
ど
を

身
に
つ
け
ま
し
た
。
こ
の
時
期
に
救

急
外
傷
の
初
期
対
応
を
任
さ
れ
る
こ

と
で
経
験
と
自
信
を
積
み
重
ね
る
こ

と
が
で
き
た
の
で
す
が
、
私
が
こ
の

と
き
困
っ
た
の
が
四
肢
切
断
の
患
者

さ
ん
で
し
た
。
当
時
私
が
い
た
病
院

に
は
、
ち
ぎ
れ
た
手
足
を
つ
な
ぐ
こ

と
が
で
き
る
先
生
は
お
ら
ず
、
患
者

さ
ん
と
一
緒
に
救
急
車
に
乗
っ
て
三

次
救
急
病
院
に
搬
送
し
て
も
、
結
局

再
接
着
で
き
ず
に
私
の
外
来
に
戻
っ

て
く
る
と
い
う
こ
と
が
多
か
っ
た
ん

で
す
。
今
と
な
っ
て
は
条
件
が
悪
か

っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
う
い
う

悲
し
い
結
末
を
多
く
目
に
し
た
ん
で

す
ね
。

―
―
そ
う
し
た
経
験
か
ら
、
手
外
科

を
志
す
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と

で
す
か
。

頭
：
は
い
。
手
外
科
を
目
指
す
こ
と

を
決
め
た
の
は
、
５
年
目
に
大
学
に

戻
っ
た
と
き
で
し
た
。
た
ま
た
ま
新

し
く
で
き
た
手
外
科
の
チ
ー
ム
に
入

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
配
属

初
日
に
ゴ
ミ
収
集
車
に
挟
ま
れ
て
腕

が
ち
ぎ
れ
て
し
ま
っ
た
患
者
さ
ん
が

来
た
ん
で
す
。
そ
れ
を
上
の
先
生
が

見
事
に
つ
な
ぐ
と
こ
ろ
を
目
の
当
た

り
に
し
て
、
非
常
に
感
動
し
て
。
こ

れ
は
絶
対
に
必
要
な
技
術
だ
ぞ
と
思

い
ま
し
た
。
ち
ぎ
れ
た
も
の
が
つ
な

が
り
、
し
か
も
動
く
よ
う
に
な
る
と

い
う
再
接
着
術
の
魅
力
と
、
ま
だ
ま

だ
残
る
後
遺
症
に
対
す
る
機
能
再
建

と
い
う
課
題
に
取
り
つ
か
れ
、
そ
れ

か
ら
手
外
科
を
専
門
に
し
よ
う
と
思

う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

手
外
科
の
専
門
性

―
―
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
治
療

を
専
門
と
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

頭
：
手
外
科
で
は
上
肢
の
疾
患
か
ら

外
傷
ま
で
取
り
扱
い
ま
す
。
手
は
第

二
の
脳
と
も
言
わ
れ
て
お
り
、
複
雑

な
機
能
構
造
を
も
っ
て
い
る
た
め
、

手
技
も
非
常
に
細
か
い
で
す
。
０
・

５
～
１
mm
の
血
管
や
神
経
や
腱
を
顕

微
鏡
で
見
な
が
ら
縫
い
合
わ
せ
て
い

く
、
か
な
り
時
間
の
か
か
る
地
道
な

手
技
で
す
ね
。
こ
の
技
術
は
、
手
だ

け
で
な
く
他
の
部
位
や
移
植
手
術
に

も
応
用
で
き
る
も
の
で
す
。

　

手
は
顔
の
次
に
露
出
す
る
部
位
な

の
で
、
整
容
的
配
慮
も
必
要
で
す
。

微
小
血
管
外
科
（
マ
イ
ク
ロ
サ
ー
ジ

ャ
リ
ー
）
・
末
梢
神
経
外
科
・
整
形

外
科
・
形
成
外
科
な
ど
の
技
術
を
複

合
的
に
駆
使
し
て
治
療
を
行
う
、
か

な
り
特
殊
な
分
野
だ
と
感
じ
ま
す
ね
。

―
―
そ
う
し
た
専
門
家
の
少
な
い
分

野
で
技
術
を
高
め
る
た
め
に
、
ど
ん

な
こ
と
を
し
て
き
た
の
で
す
か
？

頭
：
手
外
科
の
症
例
は
限
ら
れ
て
い

る
の
で
、
ど
こ
の
病
院
に
い
て
も
そ

れ
ほ
ど
多
く
の
症
例
を
経
験
で
き
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
た
く

さ
ん
経
験
を
積
ん
で
一
人
前
に
な
り

た
い
と
思
い
、
国
内
留
学
と
い
う
形

で
聖
隷
浜
松
病
院
の
手
外
科
・
マ
イ

ク
ロ
サ
ー
ジ
ャ
リ
ー
セ
ン
タ
ー
の
ク

リ
ニ
カ
ル
フ
ェ
ロ
ー
に
応
募
し
ま
し

た
。
こ
こ
で
は
手
外
科
の
ス
ペ
シ
ャ

リ
ス
ト
の
先
生
方
と
一
緒
に
手
術
に

入
っ
た
り
、
主
治
医
と
し
て
様
々
な

患
者
さ
ん
の
手
術
を
年
間
２
０
０
件

ほ
ど
行
っ
た
り
し
ま
し
た
。
大
変
な

1
年
で
し
た
が
、
こ
れ
ま
で
富
山
で

は
滅
多
に
な
か
っ
た
手
術
も
多
く
経

験
で
き
た
の
は
よ
か
っ
た
な
と
思
っ

て
い
ま
す
。
こ
こ
で
手
術
を
し
て
、

経
過
が
気
に
な
っ
て
い
た
患
者
さ
ん

が
リ
ハ
ビ
リ
を
し
て
よ
く
な
っ
た
手

を
見
せ
に
富
山
ま
で
会
い
に
き
て
く

れ
た
時
は
感
無
量
で
し
た
。

―
―
こ
の
経
験
を
通
し
て
、
手
外
科

の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
と
し
て
一
人
前

に
な
れ
た
と
感
じ
ま
す
か
？

頭
：
そ
ん
な
に
大
き
な
こ
と
は
言
え

な
い
で
す
が
、
「
困
っ
て
い
る
か
ら

助
け
て
く
れ
な
い
か
」
と
頼
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
な
と
感
じ
ま
す
。
幸

い
、
専
門
家
が
少
な
い
分
野
と
は
い

え
、
難
し
い
症
例
に
つ
い
て
は
学
会

な
ど
で
相
談
も
で
き
ま
す
。
学
会
に

は
、
工
場
の
事
故
な
ど
が
多
か
っ
た

高
度
経
済
成
長
期
に
実
績
を
積
み
上

げ
て
き
た
偉
大
な
先
生
方
が
い
る
ん

で
す
。
実
は
手
外
科
は
日
本
が
世
界

を
リ
ー
ド
し
て
い
る
分
野
な
ん
で
す
。

　

こ
れ
は
手
外
科
に
限
っ
た
こ
と
で

は
な
い
で
す
が
、
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト

が
少
な
い
地
域
で
は
、
患
者
さ
ん
が

不
幸
に
な
っ
て
し
ま
う
事
例
が
ど
う

し
て
も
多
い
と
思
う
ん
で
す
。
専
門

の
医
師
が
い
れ
ば
再
接
着
が
で
き
た

は
ず
の
も
の
が
つ
な
げ
な
か
っ
た
り
、

つ
な
が
っ
て
も
動
か
な
か
っ
た
り
…
。

私
が
こ
の
地
域
で
働
い
て
い
る
以
上
、

そ
う
い
う
事
例
を
で
き
る
か
ぎ
り
少

な
く
し
た
い
。
今
は
「
患
者
さ
ん
を

不
幸
に
し
な
い
」
と
い
う
使
命
感
で

動
い
て
い
ま
す
。

患
者
さ
ん
の
夢
を
つ
な
ぐ

―
―
今
後
、
医
師
と
し
て
ど
の
よ
う

な
キ
ャ
リ
ア
を
積
み
た
い
で
す
か
？

頭
：
ち
ょ
っ
と
格
好
つ
け
て
言
う

と
、
指
や
血
管
だ
け
で
は
な
く
、
患

者
さ
ん
の
夢
を
つ
な
ぐ
こ
と
が
で
き

る
医
師
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
（
笑
）
。
破
綻
し
た
も
の
を
修
復

す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
先
に
あ
る

機
能
改
善
の
た
め
の
手
術
を
し
た
い
。

自
分
は
患
者
さ
ん
よ
り
も
先
に
諦
め

な
い
と
い
う
情
熱
を
持
っ
て
患
者
さ

ん
に
向
き
合
っ
て
い
き
た
い
で
す
。

さ
ら
に
症
例
を
積
み
重
ね
て
臨
床
研

究
を
行
い
、
全
国
の
同
志
に
発
信
し

て
い
け
た
ら
と
考
え
て
い
ま
す
。
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医学教育の展望

医
学
教
育
は
い
ま
、
大
き
な
変
化
の
渦
の
中
に
あ
り
ま
す
。
臨
床
研
修
必
修
化
は
も
ち
ろ
ん
、
医
学
研
究
の
成
果
や

新
し
い
技
術
の
開
発
に
伴
っ
て
学
習
内
容
は
増
加
し
、
新
し
い
取
り
組
み
が
ど
ん
ど
ん
進
ん
で
い
ま
す
。
そ
ん
な
医

学
教
育
の
今
後
の
展
望
に
つ
い
て
、
最
前
線
で
取
り
組
ん
で
い
る
教
育
者
を
取
り
上
げ
、
シ
リ
ー
ズ
で
紹
介
し
ま
す
。

新井 和夫先生

（川崎医科大学附属高等学校長）
岡山県教育庁教職員課長、岡山
県教育庁教育次長などを歴任。
2013 年、川崎医科大学附属高
等学校の校長に就任する。

医療に関する本も
充実した図書館。

近
年
の
医
師
不
足
に
対
応
す
る
た

め
に
、
医
学
部
の
定
員
が
増
員
さ
れ

た
り
、
地
域
の
医
師
確
保
の
た
め
に

地
域
枠
が
設
け
ら
れ
た
り
と
、
推
薦

入
試
・
編
入
学
な
ど
、
医
学
部
に
入

学
す
る
方
法
は
多
様
化
し
つ
つ
あ
る
。

こ
れ
ら
は
医
学
生
の
学
力
低
下
と
結

び
つ
け
て
論
じ
ら
れ
、
批
判
の
対
象

に
な
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
だ
。

し
か
し
、
医
師
に
な
る
た
め
に
必

要
な
の
は
、
厳
し
い
受
験
競
争
を
勝

ち
抜
き
、
狭
き
門
を
く
ぐ
り
抜
け
、

医
学
部
に
進
学
し
た
後
も
テ
ス
ト
で

良
い
点
数
を
取
り
続
け
る
こ
と
だ
け

な
の
だ
ろ
う
か
？　

医
師
と
い
う
職

業
に
は
、
学
力
や
医
療
に
関
す
る
知

識
が
求
め
ら
れ
る
側
面
だ
け
で
は
な

く
、
人
と
向
き
合
う
職
業
と
い
う
側

面
も
あ
る
は
ず
だ
。

み
な
さ
ん
は
、
日
本
で
唯
一
の
医

学
部
附
属
高
校
で
あ
る
川
崎
医
科
大

学
附
属
高
校
を
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。

生
徒
の
９
割
以
上
が
医
学
部
に
進
学

す
る
附
属
高
校
で
は
、
偏
差
値
や
受

験
勉
強
に
振
り
回
さ
れ
ず
、
医
学
部

附
属
の
強
み
を
活
か
し
、『
人
間
（
ひ

と
）
を
つ
く
る
、
体
を
つ
く
る
、
学

問
を
き
わ
め
る
』
と
い
う
建
学
の
理

念
に
も
と
づ
い
て
、
人
間
教
育
と
勉

学
を
織
り
交
ぜ
た
特
色
あ
る
教
育
を

行
っ
て
い
る
。

今
回
は
、
川
崎
医
科
大
学
附
属
高

校
で
行
わ
れ
て
い
る
早
期
か
ら
の
医

学
教
育
の
内
容
や
、
そ
の
理
念
に
つ

い
て
、
校
長
の
新
井
和
夫
先
生
に
お

話
を
伺
っ
た
。

９
年
一
貫
教
育
に
よ
る
、

人
間
性
の
涵
養

川
崎
医
科
大
学
附
属
高
校
は
、
昭

和
45
年
（
1
9
7
0
年
）、
川
崎
医

科
大
学
と
同
じ
年
に
設
置
さ
れ
た
。

高
度
経
済
成
長
期
の
さ
な
か
、
受
験

戦
争
が
激
化
し
て
い
っ
た
時
代
だ
。

「
創
設
者
の
川
﨑
祐
宣
は
、
大
学

設
立
と
同
時
に
附
属
高
校
を
設
置
し

た
意
図
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に

語
っ
て
い
ま
す
。

『
一
生
の
間
で
、
人
格
形
成
を
左

右
す
る
大
切
な
年
齢
層
は
高
校
時
代

で
あ
ろ
う
。
こ
の
年
頃
に
、
唯
々
、

大
学
の
入
学
試
験
に
合
格
す
る
こ
と

の
み
を
目
標
に
し
て
、
受
験
科
目
だ

け
に
集
中
し
た
勉
強
の
た
め
に
心
身

を
損
な
い
、
い
び
つ
な
知
識
を
持
っ

た
青
年
が
出
現
し
つ
つ
あ
る
の
は
悲

し
む
べ
き
で
あ
る
。
医
師
に
な
る
た

め
に
は
、
片
寄
ら
な
い
均
整
の
と
れ

た
心
身
が
必
要
で
あ
る
。』

創
設
者
の
川
﨑
が
理
想
と
し
た
の

は
、『
常
識
を
備
え
、
良
心
的
で
温

か
み
が
あ
り
、
信
頼
さ
れ
る
』
医
療

人
で
す
。
そ
の
た
め
に
必
要
な
、
人

間
性
・
知
性
を
涵
養
す
る
教
育
を
実

現
す
る
た
め
に
、
附
属
高
校
を
同
時

に
設
置
し
、
最
も
感
受
性
豊
か
な
高

校
生
の
頃
か
ら
の
９
年
一
貫
教
育
を

始
め
た
の
で
す
。」

全
寮
制
の
環
境
で
身
に
つ
く

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力

附
属
高
校
の
全
校
生
徒
数
は

2
0
1
4
年
10
月
現
在
、
３
学
年

の
合
計
で
75
人
。
イ
ギ
リ
ス
の
パ
ブ

リ
ッ
ク
ス
ク
ー
ル
の
よ
う
な
、
人
格

形
成
に
重
点
を
置
い
た
全
人
教
育
を

め
ざ
す
全
寮
制
教
育
は
、
日
本
で
は

ま
だ
あ
ま
り
馴
染
み
の
な
い
制
度
だ
。

「
全
寮
制
に
よ
る
教
育
は
、『
人

間
（
ひ
と
）
を
つ
く
る
』
と
い
う
建

高
校
か
ら
の
９
年
間
で

人
間
力
豊
か
な
医
師
を
養
成
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学
の
理
念
に
も
と
づ
き
、
豊
か
な
人

間
性
を
育
む
た
め
に
行
っ
て
い
ま
す
。

生
徒
た
ち
は
、
赤
の
他
人
と
寝
食

を
共
に
す
る
と
い
う
初
め
て
の
経
験

の
な
か
で
、
時
に
は
ぶ
つ
か
り
あ
い

な
が
ら
も
、
人
と
の
距
離
の
取
り

方
を
身
に
つ
け
て
い
き
ま
す
。
医

師
の
子
弟
が
多
い
傾
向
は
あ
り
ま
す

が
、
そ
の
中
に
も
親
の
期
待
を
子
ど

も
な
り
に
汲
み
取
っ
て
、
何
と
な
く

…
と
い
う
感
じ
で
入
学
し
て
く
る
生

徒
も
い
れ
ば
、
地
方
の
医
師
の
子
弟

で
、
私
が
医
師
に
な
っ
て
帰
ら
な
い

と
、
地
元
が
無
医
村
に
な
っ
て
し
ま

う
！　

と
い
う
強
い
使
命
感
を
持
っ

て
入
学
し
て
く
る
生
徒
も
い
ま
す
。

医
師
に
な
り
た
い
と
い
う
夢
は
同
じ

で
も
、
様
々
な
考
え
を
も
っ
た
仲
間

と
、
お
互
い
に
刺
激
し
あ
い
な
が
ら

成
長
し
て
い
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。」

全
寮
制
教
育
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
生

活
能
力
や
人
間
関
係
を
築
く
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
な
ど
、
教
科
書

や
授
業
で
は
な
か
な
か
教
え
ら
れ
な

い
能
力
を
高
め
ら
れ
る
点
だ
。
近
年
、

様
々
な
場
所
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
能
力
が
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
る
が
、

医
療
者
に
と
っ
て
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
能
力
は
重
要
な
課
題
だ
。

「
大
人
数
で
複
数
ク
ラ
ス
の
あ
る

学
校
だ
と
、
気
の
合
う
人
と
だ
け
仲

良
く
し
て
３
年
間
を
過
ご
す
こ
と
も

で
き
ま
す
が
、
本
校
は
小
規
模
で
、

し
か
も
全
寮
制
な
の
で
、
そ
う
い
う

わ
け
に
も
い
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
ク

ラ
ス
メ
イ
ト
や
先
輩
後
輩
と
い
っ
た

年
の
近
い
者
だ
け
で
な
く
、
教
員
や

寮
の
舎
監
な
ど
の
年
長
者
と
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
場
面
も
多
く

あ
り
ま
す
。

医
師
に
な
る
と
、
患
者
さ
ん
は
も

ち
ろ
ん
、
先
輩
医
師
、
看
護
師
や
事

務
、
そ
の
他
医
療
に
か
か
わ
る
人
た

ち
と
協
力
し
な
が
ら
医
療
を
提
供
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
卒
業
生
か
ら

は
、
特
に
先
輩
医
師
や
上
司
と
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
取
り
方
に
つ

い
て
、
全
寮
制
の
環
境
で
学
ん
だ
こ

と
が
役
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
声
を

聞
き
ま
す
ね
。
ま
た
、
附
属
高
校
出

身
の
医
学
生
は
実
習
で
患
者
さ
ん
へ

の
接
し
方
が
優
し
い
と
評
価
し
て
い

た
だ
け
る
傾
向
も
あ
る
よ
う
で
す
。」

医
科
大
学
附
属
高
校
な
ら
で
は
の

早
期
か
ら
の
医
学
教
育

附
属
高
校
の
近
隣
に
は
、
川
崎
医

科
大
学
を
は
じ
め
、
医
療
関
係
職
種

の
養
成
校
や
附
属
病
院
が
あ
る
。
こ

の
恵
ま
れ
た
環
境
を
活
か
し
て
、
附

属
高
校
は
独
自
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
構
築
し
て
い
る
。

「
受
験
勉
強
に
し
ば
ら
れ
な
い
と

い
う
こ
と
は
、
勉
強
を
し
な
い
と
い

う
こ
と
で
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
せ
ん
。

『
人
間
（
ひ
と
）
を
つ
く
る
』
と
と

も
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、『
学

問
を
き
わ
め
る
』
と
い
う
理
念
で
す
。

『
口
先
と
身
振
り
が
ど
の
よ
う
に

親
切
で
あ
っ
て
も
、
日
進
月
歩
の
医

学
的
知
識
と
技
術
の
持
ち
主
で
な
け

れ
ば
、
患
者
や
社
会
に
感
謝
さ
れ
る

医
師
で
は
な
い
。』
と
創
設
者
は
述

べ
て
い
ま
す
が
、
医
師
は
生
涯
学
び

続
け
る
職
業
で
す
。
生
徒
た
ち
は
、

規
則
正
し
い
生
活
の
な
か
で
勉
強
の

習
慣
を
身
に
つ
け
て
い
き
ま
す
。

＂
ド
ク
タ
ー
ロ
ー
ド
＂
と
名
付
け

た
、
医
科
大
学
附
属
高
校
な
ら
で
は

「ドクターロード」の主なプログラム
現代医学教育
博物館見学

現代医学教育博物館は、豊富な実物標
本と視聴覚教材で現代医学の全般が学
べる施設。見学し、医学の歩みを学びます。

川崎医科大学
附属病院の医師
へのインタビュー

生徒自らが診療科目を選択し、質問事項
を考えて、１対１で医師へのインタビュー
を行います。

メディカル
スクール・アワー

月１回、川崎医科大学の教員が、大学で学
ぶ項目の一部を高校生向けにアレンジして講
義を行います。

医科大学
体験実習

川崎医科大学の研究室での体験を行
います。

関連施設
「旭川荘」での
実地研修

旭川荘は障害者・高齢者のための社会福
祉法人。施設での実地体験を通じて、医
療福祉の現状を学びます。

の
授
業
も
あ
り
ま
す
。
大
学
の
先
生

が
、
医
学
部
で
学
習
す
る
項
目
の
一

部
を
高
校
生
向
け
に
ア
レ
ン
ジ
し
て

講
義
を
行
う
メ
デ
ィ
カ
ル
ス
ク
ー

ル
・
ア
ワ
ー
で
早
期
か
ら
大
学
の
教

養
科
目
、
基
礎
医
学
や
臨
床
医
学

の
先
生
の
講
義
を
体
験
で
き
る
ほ

か
、
大
学
や
附
属
病
院
の
施
設
・
人

材
を
活
か
し
た
見
学
や
研
修
、
講
演

会
、
障
害
者
施
設
で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
な
ど
の
行
事
も
数
多
く
実
施

し
て
い
ま
す
。
様
々
な
体
験
を
通
じ

た
学
習
で
、
医
師
と
な
る
た
め
の
自

覚
や
人
間
性
を
育
ん
で
ほ
し
い
で
す

ね
。
ま
た
、
問
題
発
見
・
解
決
能
力

を
重
視
し
調
査
や
発
表
を
行
う
テ
ー

マ
ス
タ
デ
ィ
の
時
間
を
設
け
て
い
ま

す
。
今
後
は
こ
の
時
間
を
強
化
し
て
、

プ
レ
ゼ
ン
能
力
を
高
め
る
教
育
を
、

大
学
の
先
生
に
も
協
力
し
て
頂
い
て
、

実
現
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。」

医
学
部
へ
進
学
す
る
方
法
は
様
々

だ
。
み
な
さ
ん
が
経
験
し
た
受
験
勉

強
や
入
試
方
式
の
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ

リ
ッ
ト
は
何
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ

の
経
験
は
、
医
師
に
な
る
た
め
に
学

ぶ
今
、
そ
し
て
医
師
に
な
っ
て
か
ら
、

ど
の
よ
う
な
場
面
で
役
に
立
つ
だ
ろ

う
か
。
医
学
部
受
験
や
医
学
教
育
に

お
い
て
重
視
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
何

な
の
か
、
医
学
生
で
あ
る
今
の
う
ち

に
ぜ
ひ
一
度
考
え
て
み
て
ほ
し
い
。

受
験
勉
強
に

し
ば
ら
れ
な
い
教
育
で

道
徳
心
を
育
ん
で
ほ
し
い

テーマスタディ 研究テーマを決め、調査や実験・観察を
行い、発表します。

卒業生講話会 医師として活躍している卒業生の講演です。
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順天堂大学の特色として私がぜひお話ししたいの
は、１年次に経験するスポーツ健康科学部の学生
との寮生活のことです。ワンフロア16人の「家族」
で１年間を過ごすのですが、お互いのことを尊重し
ながら共同生活を営んでいくことは、学生時代に
しかできない良い経験だと思います。私自身中高
一貫校出身なんですが、医学生はずっと学業第一
にやってきた人が多いと思います。一方でスポーツ
健康科学部の学生は運動を頑張ってきた人たちで、
違う文化で生きてきた人と一緒に生活するっていう
のは刺激的な経験ですし、今やひと足先に社会人
になった彼らとは、今後一生の付き合いになるだろ
うと思っています。
私は部活に入らず大学の自治会に所属していまし
た。順天堂大学には学祭がないのですが、そのか
わりに自治会主催のパーティーが12月にあります。
これは学年を越えて人間関係を築くことを目的とし
たもので、都内のホールを借りてほぼ毎年行ってい
ます。先生方にも参加していただくので参加者は数
百人規模。準備をするのも大変です。参加する人
に楽しんでもらうために、去年は抽選会を企画する
などして盛り上げました。
学業面では、順天堂大学は手技を教えてもらうの
が他の大学より早いと思います。２年次から糸結
びや縫合、心肺蘇生の実技がありますし、３年に
上がると手袋やガウンを清潔に着ける方法などを
学びます。外科だけでなく、診察の手技も３年か
ら始まります。胸部の聴診とか、腹部の打診とか。
もちろん座学の勉強も面白いですけど、やっぱり
実技が始まって実際に自分の手を動かしていると、

「私は医師になるんだな」という気がして、楽しい
ですね。

建学176年に亘る歴史を有する順天堂は常に先取的に学生教育の改革を
教職員、専門医師そして学生参加の下に進め、日本の医学教育の指導的
立場に恥じない改革を“今、ふたたび「仁」”を掲げつつ行っています。
順天堂大学医学部は、医師になろうと努力する学生に対し、６年間で卒業
し、ストレートで医師国家試験に合格させるよう教育しています。実際、平
成25年度の医師国家試験では現役生91人が全員合格し、過去10年間
の平均合格率は97.0%で全国国公私立医科大学80校中２位となっていま
す。しかしながら単に医師国家試験の合格だけを目指すのではなく、知性
と教養と感性溢れる医師となるための全人教育を重んじています。学是で
ある「仁」の精神、すなわち「人在りて我在り、他を思いやり、慈しむ心」
を備えた医師の育成に力を注いでいます。さらに最近では、国際化への積
極的な取り組みや基礎医学研究者養成プログラムなどを介して順天堂大
学医学部の新たなる教育姿勢を展開しています。前者においては１年次か
ら一貫したTOEFL教育や国際医学教育塾などによってUSMLEに向けた
教育支援も行っています。また後者では、奨学金制度なども利用し、医学
部在学中から大学院の単位を取得し、卒業後２年間で初期臨床研修を終
え、卒業４年後には大学院を修了して医学博士号が取得でき、専門医取
得も同時進行できるシステムを提供しています。
順天堂大学ではこれらの教育成果の向上を目指し、医学教育や課外活動
等を通じて、教員と学生間の距離を縮め、各々の個性を尊重し、学生生活
が楽しく充実したものとして過ごせるよう随所に教育的配慮を行っています。

順天堂大学大学院医学研究科には文部科学省事業等によりアトピー疾患研究センター、
老人性疾患病態・治療研究センター、環境医学研究所、感染制御科学研究センター、
スポートロジーセンター、先導的がん医療開発研究センター、ゲノム・再生医療センター
が整備され、日本有数の付属病院群と連携し、世界トップレベルの基礎・臨床融合研究
が展開されています。最先端の共同利用機器と大学院生に対する研究サポート体制が整
備された研究基盤センターをコアとして、国立がん研究センター、理化学研究所等国内だ
けでなく国際交流センターを介した海外研究機関との連携により、学是「仁」の心を持ち
世界に通用する基礎医学者、臨床医学者、さらに両者を兼ね備えたフィジシャンサイエン
ティストを育成しています。
平成24年度文部科学省事業「基礎・臨床を両輪とした医学教育改革によるグローバル
な医師養成」（A）「医学・医療の高度化の基盤を担う基礎研究医の養成」に『基礎研究
医養成のための順天堂型教育改革』が採択され、医学部と大学院をシームレスにつなぐ
３ステップの特別教育コースが開始されました。ステップ１では１年次から研究の基本スキ
ル、研究倫理を学びつつ、ラボローテーションにより自分に合った研究室を選ぶことがで
きます。ステップ２ではチューター及びICT活用によるきめ細かなサポートのもと所属研究
室で研究を進め、学会発表・短期研究留学支援を受けられます。ステップ３の大学院では、
国際的研究レベルを持つ基礎医学研究者養成のAコースまたは基礎臨床融合研究成果
の臨床への橋渡しを推進する研究医を養成するBコースを選択し、それぞれ国内外留学、
初期臨床研修を並行して行うことが可能です。多様な興味を持つ多くの学生が活動してお
り、順天堂国際医学教育塾におけるTOEFL・IELTS教育さらにUSMLE教育と合わせて、
国際的に活躍する研究医の養成を進めています。

他学部生と関わりあいながら、
医師への第一歩を踏み出す
順天堂大学　医学部　５年　岩瀨 小春

師弟同行で育つ優れた臨床医
埼玉医科大学　医学教育センター　生理学教授　渡辺 修一

「不断前進」の理念と
学是「仁」を掲げた医学教育
順天堂大学　医学部　カリキュラム委員長
小児思春期発達・病態学　教授　清水 俊明

国際的に活躍する基礎と臨床をつなぐ研究医の養成
順天堂大学　基礎研究医養成プログラム運営委員長　細胞・分子薬理学　教授　櫻井 隆

順天堂大学
〒113-8421　東京都文京区本郷2ー1ー1
03-3813-3111
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本学の建学の理念は「教育」の項で紹介しましたが、その中の、「自らが考え、
求め、努め、以て自らの生長を主体的に開展し得る人間の育成」は研究活
動と深い関係にあります。本学では研究マインドを醸成するため、平成11
年から課外学習プログラムを実施しています。このプログラムには１年生か
ら参加可能で、春休み・夏休み・通年の放課後を利用して研究室に出入りし、
研究を体験できます。基礎医学系の教室のみならず、臨床医学系や国際レ
ベルの最先端研究が行われているゲノム医学研究センターでも学生を受け
入れています。さらに、平成25年度入学の医学部１年生が４年生になる28
年度から、研究医枠のコ－スがスタートします。本コースでは、学部生の段
階から基礎系の研究室で研究活動を経験するとともに、「海外研究体験留
学制度」を利用し、提携先の大学でも研究体験ができます。学部４年生か
ら大学院博士課程４年生までの７年間は奨学金が支給され、博士号取得
後は本学で助教として採用されますが、本学で一定年限以上の研究活動を
行えば返済免除となります。
初期研修医プログラムとして「研究マインド育成自由選択プログラム」があ
ります。本プログラムでは、初期臨床研修を行いながら社会人大学院生と
して研究（基礎や臨床）を行います。研修の空き時間を利用して１年次には
大学院の講義などを受け、２年次の自由選択時期からより専門的な研究を
行うことも可能です。なお、研修開始時には大学院入試に合格しておく必
要がありますが、この入試の中でも最難関の外国語試験は、学部３年生か
ら受験できます。実際、多くの学生が合格しています。本学の研究面での
もう一つの特徴は、特許を産学連携に活用していることです。知的財産収
入は国内単科系医科大学の中ではトップです。みなさんと共に研究できる日
を心から楽しみにしています。

本学の建学の理念は、「１．生命への深い愛情と理解と奉仕に生きるす
ぐれた実地臨床医家の育成」「２．自らが考え、求め、努め、以て自ら
の生長を主体的に開展し得る人間の育成」「３．師弟同行の学風の育成」
で、最も大切にしているのは優れた実地臨床医家の育成です。優れた臨
床医には医学の基礎と臨床に関する豊富な知識と深い理解を基盤とし
た病気の診断・治療の力に加えて、患者さんが抱える家庭、職場、保健・
福祉制度の悩みや困難にも共感して力になれる、人としての大きさが求
められます。本学では１年生から「細胞生物学」と「人体の構造と機能」
のユニットが始まり、学年が上がると「病気の基礎」「ヒトの病気」「社
会と医学」を学んでいきます。５～６年生は臨床現場で学びます。臨床
実習の最後の４か月は学生が臨床チームの一員として参加して学んでい
く実践実習です。１～４年生には「良医への道」コースがあり医療面接、
基本的臨床手技や臨床推論力を身につけていきます。「医学概論」で倫
理・医療経済・行動科学等を学び、選択必修科目で広く教養も身につ
けます。
特色ある制度として交換留学と課外学習プログラムがあります。７か国
10大学へ毎年20余名の学生が留学し、外国からの留学生が本学で学
びます。課外学習プログラムは師弟同行そのもので、教員が用意した見
学・体験・研究等に放課後・休暇中に参加します。もう一つ師弟同行と
して私達が誇りにしているのはアドバイザー制度です。学生約５名に対し
て教員１名がアドバイザーとなり、食事を共にして語り合い、いろいろな
相談に乗るものです。また学生支援室では、学業や生活での不安・悩み・
困難に所属の教員がチームとなって相談に応じ、対応します。

「師弟同行」の学風の下、みなさんと共に学び、質の高い国際水準の医学・
医療を実践できることを楽しみにしています。

研究マインドを育てる卒前卒後教育
埼玉医科大学　医学研究センター長　免疫学教授　松下 祥

師弟同行で育つ優れた臨床医
埼玉医科大学　医学教育センター　生理学教授　渡辺 修一

埼玉医科大学のカリキュラムで特徴的なのは、４年次に用
意されたIP 演習という多職 種連携の実習だと思います。埼
玉県立大学の看護・作業療法・理学療法などの学生と一緒
にチームを組んで、県内の病院で実際に患者さんと関わる実習です。
僕のチームが受け持ったのは脳出血の患者さんで、リハビリを行
いながら今後どのようにご自宅にお帰りいただくかを議論しました。
４年の段階だと、医学生よりも他の医療系学生の方が医療現場に
ついて詳しいので、そのなかで発言するのは大学でのディスカッショ
ンよりも緊張します。この実習を通してわかったのは、僕たち医学
生は疾患に着目するけれど、他の職種が見ているものは時として違
うということ。例えば看護の人たちは、普段の生活で患者さんが困っ
ていることをいかに解決するかを考えていて、理学の人は理学の人

で違う観点を持っている。同じ患者さんを見ていても、捉え方が違
うんだと学びました。
生活面では、僕はSAT（Saitama Academic Team）という勉強
会サークルに所属しています。SATでは、医学部の授業で学んだ
ことだけでなく、メンバーの関心領域に合わせて自由に勉強します。
例えば漢方に興味がある学生がチームを組んで一緒に勉強したり、
病院見学に行ったりして、最終的にメンバーの前で発表することも
あります。僕は臨床推論の勉強会をやっています。症例を教科書
や論文から探してきて、後輩にどんな疾患なのかを推論してもらい、
最後に簡単な解説をする形です。もちろん授業で学ぶ内容も大切
ですが、こうやって自分たちの関心に沿った内容を能動的に勉強す
ることが、将来役立つはずだと思っています。

医療系学生との議論からチーム医療を学ぶ
埼玉医科大学　医学部　５年　有川 滋久

埼玉医科大学
〒350-0495　埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38
049-276-1109
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村橋：岐阜大学のカリキュラムのなかで珍しいのは、
４年次にある災害医学の演習です。これは大規模
災害が起こった時に病院が救急医療の拠点になる
ことを想定した演習で、実際に大学病院を使って、
病院の看護師さんも参加して行います。
立川：何の災害なのかは当日まで秘密にされるの
で、学生はトリアージから患者さんの搬入まで、全
ての事態に対応できるマニュアル作りから始めます。
私たちの時は市内で爆発事故が起きたというケー
スで、患者役の学生は特殊メイクをしてバイタルな
どの情報とシナリオを覚え、医師役の学生は熱傷
などの患者に対してその場で臨機応変に対応しま
した。実際の災害現場を模したものなので臨場感
がありますし、卒業後にこれだけの規模で演習す
る機会はあまりないと思うので、良い機会でした。
村橋：岐阜大学はテュートリアル教育が充実してい
ると思います。２～４年まで週３回PBL（Problem 
Based Learning）の実習があるんですが、８人の
チームに１人ずつテューターがついて、患者さんの
主訴や検査結果にもとづいてどんな疾患なのかを
考え、議論します。
立川：PBLという学習形態は、各自が課題につい
て事前にしっかり調べる必要があり、チーム一人ひ
とりが発言しないと意味のないものですが、しっか
り勉強したうえで参加すれば、暗記型ではなく実
践的に知識を修得できるのでとても面白いです。
村橋：僕は山岳部に所属していますが、うちは山岳
競技をやる部ではなくて、近場の低い山に登って、
帰りに温泉へ寄って来るような活動が多いです。岐
阜県は山と温泉には事欠かないですし、西医体で
上位を目指すような部活もいいですが、うちのよう
な気楽な部活で岐阜をエンジョイするのもオススメ
ですよ。

医学部を卒業するだけで一人前の医師になれるわけではありません。まし
てや医学部入学がゴールではありません。医師は社会から負託されて医療
をリードしていく責務があります。医療は年々めざましい発展を遂げていま
すが、多くの課題にも直面しています。少子・超高齢社会、グローバル化、
財政問題などは、将来の医療に大きな影響を及ぼすでしょう。そうしたな
かで日々研鑽し、生涯にわたって成長していける医師の基礎作りをするのが
医学部の役割です。
岐阜大学では自ら積極的に学ぶ生涯学習の姿勢を身につけることを重視し
ています。医学部６年間に得る知識は大切な財産ですが、卒業後も日々学
ばなければなりません。医療現場では常に新たな問題・課題に直面し、解
決を迫られます。岐阜大学では学生時代から自ら積極的に課題を発見し、
自分で解決する力を身につける教育を行っています（テュートリアル教育）。
入学早期から患者さん・模擬患者さん・地域の方々のご協力のもと、医師
としての基本的姿勢を学んでいきます（プロフェッショナリズム教育）。研
究を通じて医療に貢献することも重要な使命であり、長期間の研究体験、
MD-PhDコース（大学院の早期履修）を提供しています。４年後期から始
まる臨床実習では、医療チームの一員として患者さんを受け持ち、指導医
とともに診断・治療法を学んでいきます（クリニカル・クラークシップ）。６
年では総仕上げとして希望する地域病院・診療分野で選択臨床実習を行い
ます。英語力を磨いて海外実習に挑戦する学生も増えています。岐阜大学
は多様な入試を実施しており（一般推薦15名、地域枠推薦25名、前期
32名、後期35名）、岐阜県内はもとより、全国から多士済々の学生が集い、
互いに刺激しあいながら学んでいます。

岐阜大学医学部では、「先進的研究と地域医療の推進に基づいた人材育成」を理念と
して幅広い研究体制の整備が行われています。
大学院医学系研究科では、医科学専攻と再生医科学専攻に加え、生命科学総合研
究支援センターの設置により活発な研究がなされ、幹細胞医学への取り組みとともに、
iPS細胞を利用した再生医療への展開やがん幹細胞の解明によるがん治療法の確立な
どが期待されています。医学系研究科、工学研究科に岐阜市立岐阜薬科大学が連合す
る大学院、連合創薬医療情報研究科では、特に「創薬」をキーワードとして医学・薬学・
工学の横断的な研究を展開しています。優れた研究業績・知識・情報の共有を基盤と
する教育体系を構築し、国際的にも水準の高い生体分子化学・生体制御・生体応答・
生物学的創薬・薬効情報・患者情報などを基盤とする創薬科学及び医療情報学を展開
し、特色ある研究を行っています。
また、将来の研究者育成への試みとして学生研究員制度が導入されています。この制度
は学部学生が早期に研究に参画することで研究の面白さを体験し、生命科学・医学の
研究者を志す学生を発掘することを目標としています。学生研究員に採用されると、課
外時間や休暇期間を利用して行った研究活動に対して時間給が支払われます。さらに
平成26年度には、学生研究員が主体となって実施する研究に対しての研究助成金が
創設されました。研究意欲の高い学生は、研究計画を練り、申請書を提出して審査を
受けた後、研究資金を獲得し、登録した基礎医学教室の教員の指導のもと、その研究
資金で自ら研究を進めることが出来ます。岐阜大学は教育機関として人材育成を推進す
るとともに、国内外の医療機関・教育機関・研究機関との交流や相互理解を深め、倫
理観のある先端医療の研究機関の一翼を担っています。

実践的な知識と経験を
和やかな空気のなかで
岐阜大学　医学部　医学科　５年　村橋 賢祐
同　５年　立川 優果

離島へき地医療から国際的視野を
鹿児島大学　医学部　教務委員会医学科部会長　河野 嘉文

プロとして生涯成長する
医師の育成
岐阜大学　医学教育開発研究センター長　
教授　鈴木 康之

先端医学に対応した幅広い研究体制
岐阜大学　大学院医学系研究科　副研究科長　原 明

岐阜大学
〒501-1194 岐阜県岐阜市柳戸1ー1
058-230-6000
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鹿児島大学病院は九州の南端にあって多くの離島を抱えるため、地域に発
生する様々な疾患を診療します。県内の多くの病院が鹿大とつながりがあ
り、神経内科では、診断困難または難治の症例が集まってきます。その診
療は大変難しいものですが、当科には井形初代教授・納前教授から引き継
いだ「患者の病を治すのが医の原点である。そして、原因のない病気はな
いので原因を見つける努力をしなさい」という教えがあります。そのため私
たちの研究は患者さんとの出会いから始まり、その患者さんの真の病態を、
これまで蓄えた研究手法を駆使して分析します。すなわちPatient-oriented 
researchです。通常、研究所などは主にDisease-oriented researchを行
いますが、鹿児島大学には地の利を生かした研究がふさわしく、また成果が
出やすいと考えており、遺伝子学・免疫学・組織学・分子生物学的な実験
手法を駆使して問題の解決を図っています。新しい研究手法も積極的に取
り入れ、早期から導入した次世代シークエンサーを使いこなすことで、様々
な領域で次 と々ディスカバリーが出てきました。現在、当科の研究対象は、
HAM（HTLV-I関連脊髄症）・筋疾患・ミトコンドリア病・遺伝性ニューロパ
チー・自己免疫性脳症など広範にわたりますが、それらは地域の患者の問
題を解決する過程で出てきたものです。これまでにいくつかの病気の原因や
病態を同定して治療法を開発し、その後に世界的な舞台への発展を見たも
のも多くあります。
私たちは、地域に根差したローカルな病気を研究すると同時に、その成果
を世界的な研究にし、多くの人々に恩恵が広がるようにすることで、井形・
納の掲げた“限りなくローカルなものを限りなくインターナショナルへ”とい
う理念を、引き続き鹿児島の地で推進していきたいと思います。診療するに
も研究するにも生活するにも、鹿児島はおすすめです。

平成25年に創立70周年を迎えた鹿児島大学医学部医学科では、九州
最南端に位置し、南北600kmの広範囲に28の有人離島を有する鹿児
島県の特徴を生かした、独自の医学教育を実践してきました。医学生に
は生涯学び続けることの重要性を認識してもらい、医療人としての学び
の場の多様性を感じてもらう教育を心がけております。入学当初から全
学共通教育と併行して生命科学、患者と医療、研究開発基礎を学ぶこ
とで医学生としての自覚を促し、科学的思考ができる医師・医学研究者
の育成を目指しています。２年前期から３年前期にかけては各分野の研
究室で研究を体験し、３年後期からは臨床系の講義とともにシャドウイ
ングと称する臨床見学実習を取り入れています。基礎医学と臨床医学を
統合して効率的に学びながら診療参加型臨床実習の準備をし、５年生
では鹿児島県内の医療機関と連携したプログラムでStudent Doctorとし
てプライマリ・ケアから先進医療まで幅広く修得し、６年前期には全員
が離島・へき地での臨床実習を体験しています。また離島へき地医療人
育成センターが開催する「離島へき地医療実習」は、全国の医学生・医
療系学部学生にも開放し、実習の場を提供しつつ、本学学生の意欲の
向上にも寄与しています。このような離島・へき地を利用した教育の充実
と同時に、５年生夏から１年間マイアミ大学への留学ができるシステムを
構築しています。さらに、６年生の臨床実習では、外国の医療施設での
短期実習を認めています。以上のように、鹿児島大学医学部は医学を漠
然と学ぶだけでなく、離島・へき地の医療を経験して理解し、国際的な
視野を持ち、学び続ける医療人を育成するためのカリキュラムを構築して
います。

地域医療からインターナショナルな仕事へ
鹿児島大学　大学院医歯学総合研究科　神経病学講座　
神経内科・老年病学分野　教授　髙嶋 博

離島へき地医療から国際的視野を
鹿児島大学　医学部　教務委員会医学科部会長　河野 嘉文

川上：鹿児島大学では、６年次の４～６月に１週間、県内の離島
へき地で実習をすることになっています。僕たち２人はつい先日一
緒に沖永良部島に行ってきたところで、診療所の外来や訪問診療、
通所リハビリを見学しました。
是枝：その島の人たちがどのような暮らしをしていて、島の生活と
医療がどういう風に結びついているかを見ることができました。実
習の目的は離島医療の現状を見ることですが、それと同じくらい「そ
の島の良い所を感じ取って楽しむ」のが重要なテーマです。島を散
策していたら現地の人と仲良くなって、「今日、飲みに来い」と誘わ
れてお家にお邪魔したり、「クルージングに連れてってやる」って漁
船を出してもらったりしたこともありました。
川上：離島の医療を支える仕組みは今後もちろん必要だと思います

が、その前にまず島で暮らすことの良さをもっともっと知ってもらっ
て、若い人が長く住んでいける環境を作ることが重要だと思います。
是枝：鹿児島の良い所は、まず何でも美味しいことですね。野菜・
魚・肉、全部美味しいですし、焼酎も美味しいです。嫌なのは桜
島から灰が降ることです。洗濯物が真っ黒になりますし、車のフロ
ントガラスに灰が積もって洗車が１時間待ちなんてこともザラです。
川上：鹿児島は温厚・温和な人が多いです。助け合いの文化が強
い土地柄なので、困ってる時にひと声かけてくれることが多いです。
部活でも、先輩やOBの先生がしょっちゅう差し入れを持って来てく
れたり、遊びにも連れていってくれます。そうして自分が先輩に面倒
を見てもらった分は、後輩に返すようにしています。食べ物も美味
しいし、人も良い。鹿児島は住みやすい所ですよ。

豊かな環境のなかで医療の現場を学ぶ
鹿児島大学　医学部　６年　川上 翔平
同　６年　是枝 め衣

鹿児島大学
〒890-8544　鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘8-35-1　
099-275-5111
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日本医科学生　総合体育大会

東医体EAST
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日本医科学生　総合体育大会

西医体WEST
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医学生の交流ひろば

第２回　医学生・日本医師会役員交流会開催！

13:45~

日本医師会は約 30万人の医師のうち
55％が加入しており、約半数は勤務医で
す。地域の医師会員は夜間休日診療をし
たり予防接種をしたりと患者・国民の健康
を支えています。日本医師会は現場の先
生たちが仕事をしやすいように環境整備を
しています。若手研究者への医学研究奨
励賞を設け、会員への研究助成をしている
ほか、医賠責保険や医師年金の運用、臨
床研修医支援ネットワークの整備などを
行っています。若い方にも加入のメリットが
あることを知っていただきたいです。

未来志向の医療体制作り
今村 聡　日本医師会副会長

13:10~

死因究明が必要な場合でも、解剖が実施
できないために正確な死因が判明しない
ことがあります。そうした状況を改善すべ
く、死亡時画像診断（Autopsy Imaging, 
Ai）の導入を主張してきました。国への働
きかけが上手く進まない中、日本医師会は
Aiの意義に着目し、検討会を開いてくれま
した。結果、今年からAiを用いて小児死
亡症例の原因を究明する厚生労働省のモ
デル事業が始まりました。問題解決のパ
ラダイムを示してくれるのは、学会や厚労
省ではなく日本医師会だと感じています。

死因究明とこれからの医学
海堂 尊先生

13:00~

昨年、人間の尊厳が大切にされる社会を
実現すべく日本医師会綱領を定めました。

「安全・安心な医療提供体制の構築」、「国
民皆保険制度の堅守」などの４項目を明
記し、その誠実な実行を国民に約束しまし
た。日本医師会は、「国民に安全な医療
を提供できるか」、「国民皆保険制度が維
持できるか」という２つの原則に照らして、
国に提言をしています。将来の医療を支え
る皆様が、学生時代から日本の医療を考
えることが国民医療の向上につながってい
くものと思います。

人間の尊厳を大切にする社会
横倉 義武　日本医師会会長

８月22日に東京の日本医師会館において、第２回医学生・日本医師会役員交流会が開催されま
した。今回の交流会では医師・作家の海堂尊先生や全国各地で活躍する若手医師が集まり、23
大学の医学生と熱いディスカッションを行いました。挨拶　日本医師会会長　横倉 義武

基調講演
1.「死因究明とこれからの医学」
　（放射線医学総合研究所重粒子医科学センター
　　Ai情報研究推進室長･作家　海堂 尊先生）
2.「未来志向の医療体制作りのために、
　　医師会を活用しよう」
　（日本医師会副会長　今村 聡）

シンポジウム
テーマ「日本の医療を考える～これからの
『地域医療』には何が求められるのか～」
・金子 伸吾先生
（済生会西条病院　循環器科医長・
　心血管カテーテル室長）
・原澤 慶太郎先生
（亀田総合病院在宅医療部）
・吉田 穂波先生
（国立保健医療科学院　生涯健康研究部
　主任研究官）
・吉本 尚先生
（筑波大学医学医療系地域医療教育学講師）

総合討論
シンポジスト・参加学生・日本医師会役員に
よる討論。

懇親会

13:00～

13:10～

14:10～

15:20～

17:00～

タイムスケジュール

コメンテーター：日本医師会
常任理事　釜萢 敏（写真
左）／笠井 英夫（写真右）

総合司会：
日本医師会常任理事　
今村 定臣
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医学生のためのイベント、サークルや勉強会の告知など、
医学生どうしの交流のための情報を掲載していきます。

Q&A

医師から見た優先順位と住民の順位
は違うことがある。選択肢を提示して、
住民の了解を得ながら進んでいく。こ
れからの地域医療に必要なのは、納
得感。（原澤先生）
タクシーや弁当は地元のものを利用
するなど、地域に還元していること
をアピールする。ビジネスの観点で、
Win-Winの関係を作っていくことが大
切。（金子先生）

総合討論

14:55~

医師として働くなかで、まちづくりに興味を
持ちました。三重大学在職時代には公民
館を作る事業に参加し、福祉はもちろん
消防や救急などインフラの問題解決にも
携わりました。今後は住民主体の「ご当地
医療」が求められると考えています。これ
からの医療が発展していくためには、医療
者が情報を発信することで非医療従事者
を巻き込んでいく必要があります。「市民
の感覚を持ちながら医療の知識もある立
場」である医学生は、ぜひ医療者と非医
療者の橋渡しに協力してほしいです。

学生は医療システムへ参画を
吉本 尚先生

14:25~

現代は長生きの時代と言われますが、そ
れは病気を手術で治すだけでは終わらな
い時代になったことを意味しています。今
後は、患者さんの相談にワンストップで応
えるサービスが必要です。つまり、どこに
相談していいかわからない患者さんのそば
でサービスを評価してくれる水先案内人が
求められているのです。加えて必要なのは、
アドバンス・ケア・プランニングです。患
者さんは、自分が将来どういうケアを受け、
どういう死に方を望むのかを家族と一緒に
話し合い、決定していくことが重要です。

地域医療には何が必要なのか
原澤 慶太郎先生

14:40~

患者さんに必要なのは、離れた場所から
ものを言う専門家ではなく、身近なアド
バイザーなのだと第一子出産の際に感じ、
専門家と患者さんの隙間を埋める仕事を
したいと思いました。日本は子どもの割合
が非常に低く、この状況を改善するために
はワンストップで母子を支える拠点の構築
が必要です。また個人においては、ひとに
助けを求める力、「受援力」が必要だと思
います。助けを求めることは相手への敬
意・称賛でもあります。助け合い、助けて
と言い合える社会を構築していきたいです。

母子支援体制の構築と受援力
吉田 穂波先生

14:10~

循環器内科医として、東京の大規模病
院と愛媛県の中核病院で働いてきました。
大病院では症例数を重ね、他の先生の助
手を務められるメリットがありましたが、地
方の中核病院では個人のパフォーマンス
が尊重される点にやり甲斐があります。し
かしそのパフォーマンスを発揮するには、
自分がリーダーシップを取ってコアスタッフ
の育成・院内外の連携システム構築などを
行う必要があります。学生には10年後・
20年後のビジョンを持ち、ぜひ患者さん
の需要の高い分野で頑張ってほしいです。

地方中核病院で働く魅力
金子 伸吾先生

地域のなかで活動するとき、医師会
と一緒に協力していくスタイルは有効。
会合で先生方と議論できるのは貴重
だし、地域で医師会から協力を得られ
る場面は多くある。（吉本先生）

A

若手医師が日本医師会に入ることのメ
リットは？Q

早く産め、たくさん産めという２点を、
患者さんから学んだ。１人目がお産の
道を作るので、２人目からは産むのも
育てるのも楽。早く産むことが育児を
楽にするコツだし、仕事にとってもそ
れがプラスになる。（吉田先生）

A

出産・育児とキャリアの両立に悩む医
師が多いが、キャリア継続の秘訣は？Q
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地域住民を医療に巻き込んでいくた
めには？Q



Group

医学生の交流ひろば

こんにちは、初めまして。私たちは、香川大
学医学部サークルの児童問題研究会ひばりで
す。主に障害を持った子どもと関わるボラン
ティア活動を通して子どもたちとご家族を支援
し、同時に自分たちも学び、成長することを
目的としています。ひばりの設立は1983年と
古く、現在は約40名の会員がいます。活動
内容は主に、おひさま教室への参加、附属病
院でのボランティア、児童デイサービスでのボ
ランティアの３つです。
おひさま教室とは、月に一度、高松平和病院
が主催する活動で、主に自閉症やダウン症を
持った小学２年生までの子どもが参加してい
ます。この教室にボランティアとして参加する
ことが、ひばりのメインの活動です。おひさま
教室では、春の公園での運動会、夏の水遊び、
秋の芋ほり、冬のスキー合宿など季節ごとに
多彩な活動を行っています。おひさま教室の
子どもには、他者とコミュニケーションを取る
ことが苦手な子どもも多いです。私たちの役

割は、子どもたちがまずはボランティアと仲良
くなり、さらに他の子どもとも関わりが持てる
ように支援することです。最初は私たちを警
戒していた子どもも、根気よく話しかけている
と少しずつ打ち解けてくれ、活動が終わるこ
ろには自分から手をつないでくれるようになる
こともあります。他の子どもと関わることがで
きずにいる子ども同士が、ボランティアの連
携により、遊び道具の貸し借りなどができる
ようになることもあります。このように、子ど
もたちの成長に自らが少しでも関われていると
実感できるところが、おひさま教室に参加する
ことの魅力です。
２つ目の活動は、香川大学附属病院の小児
病棟に入院している子どもと遊んだり、勉強
のお手伝いをすることです。子どもたちの多く
はベッド上での生活に退屈しており、なかには
病院や医師への恐怖感を抱いている子どもも
います。そのような子どもと関わることで、病
院や医療に対する負のイメージを取り除くこと

ができれば良いと考えています。
３つ目の活動は、みきの家三木町児童デイ
サービスセンターで、介護スタッフの補助をす
るというものです。食事やトイレなどの日常生
活を補助することは、私たちの将来につなが
る貴重な経験といえます。
これら３つの活動に共通するのは、そこで得
た経験が確実に、医療人を目指す私たちの糧
となるということです。これからも日々、子ど
もたちと積極的に関わり、自らも成長していき
たいと考えています。

子どもたちと共に成長しよう
香川大学　児童問題研究会ひばり

Report

こんにちは！私たち「日本プライマリ・ケア連
合学会学生・研修医部会」は1988年より日
本プライマリ・ケア連合学会の支援を受けな
がら、年に１度の夏期セミナー開催と全国各
地での支部活動を中心に、多くの学生が活動
しています。その目的は①家庭医療・総合診
療の重要性を学ぶ機会を、未来の医療を担う
若者に提供すること②学部の卒前教育では
深く取り上げられない家庭医療について、正
しい知識を得たうえで気軽に情報交換し、将
来の医療者像を語り合える場所を提供するこ
との２点にあります。今回はそんな当団体の
活動主体「夏期セミナー」について今年度第
26回のご報告をさせていただきます。
―「家庭医療」という名のFRONTIER！―
今年で26年目を迎えた「学生・研修医のた
めの家庭医療学夏期セミナー」(通称夏セミ)。
開始当初は医学生を対象とした数十名規模
のものでしたが、年々参加者も増え、今年は
職種問わず学生・講師合わせて500名以上

の方が集う大規模なセミナーとなりました。そ
んな今年第26回のテーマは「FRONTIER」。
全国から集う全ての参加者が、家庭医療とい
うジェネラルな道に挑み続ける先生方との交
流を通して将来へ向けて新しい一歩を開拓し
ていってほしいという願いが込められています。
スタッフ一同、このテーマに相応しい夏セミの
開催を目指して新企画を導入するなど、１年
間準備して参りました。今年、また１つ進化し
た第26回は学びも感動もより一層大きなも
のだったのではないでしょうか。

［写真］は第26回の懇親会集合写真です。
今年も熱く、楽しい、笑顔いっぱいの夜とな
りました。夏セミの３日間ではこの懇親会を
はじめ、様々な場面で医
療に対する考え方・技
術に触れることが可能で
す。学生も先生も関係な
く、時間も忘れて熱く語
り合った思い出は、参加

者一人ひとりにとって大きなインパクトとなっ
たことでしょう。私たちは、そのインパクトが、
この先、家庭医療をはじめとした多方面にわ
たって医療を開拓《FRONTIER》する皆様の
糧となることを願っています。

【第27回へ向けて】
第26回を閉幕し、私たちは既に次なるステー
ジへ動き出しています。夏期セミナーが、将来
の家庭医療・総合診療の発展と参加者の成
長により寄与できる場となりますようにスタッ
フ一同これからも駆けていきます。夏期セミ
ナーの更なる飛躍にご期待ください！
WEB：http://goo.gl/XjC3G1
文責：五嶋嶺、鵜篭ゆきこ、吉本尚

満員御礼！第 26 回家庭医療学夏期セミナー
日本プライマリ・ケア連合学会　学生・研修医部会
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告知募集 次号掲載申込締め切り：2014 年 12 月 7 日（日）
※掲載を希望される団体の方は、http://doctor-ase.med.or.jp からご連絡下さい。

Report

2014年８月６～７日、１泊２日のサマーキャン
プが亀田総合病院で開催されました。「医師
のキャリアパスを考える医学生の会」とは、マッ
チング制度や臨床研修、専門医制度の変更、
医師の計画配置などが議論されるなか、医
学生自身が自らのキャリアについて学び、考
え、発信していくためのネットワークです。そ
の理念に基づき、毎年行っている企画の一つ
がサマーキャンプ＠亀田です。前身の企画を
含め５年目となるこの企画は、千葉県鴨川市
にある亀田総合病院との共同で開催されてお
り、医学生のみならず、医療に関わる未来を
思い描く学生が集い、チーム医療について考
えを深めていく１泊２日のキャンプです。今年
も50人を超える学生、そして亀田総合病院
で働く職員の方々が学生とほぼ同数お集まり
くださいました。１日目は、講演・院内見学を
通して患者さんのためにできるチーム医療の
あり方について考え、働き手が提供できるも
の、システムや設備が提供できるもの、そし

てその根底にある患者さんへの思いを学びま
した。午後はグループディスカッションや、他
職種になりきるロールプレイを通して、能動的
にチーム医療についての考えを深め、自分の
専門分野以外の職種の働きへの理解や周り
に自分の職がどう捉えられているかといった新
たな視点を多く得ることができました。また夜
には院長先生をはじめ多くの職員の方とBBQ
を行い、未来の医療を担うもの同士、熱い思
いをぶつけ合いました。日中の限られた時間
のなかで行うワークでは表現しきれなかった
内容を夜遅くまで語ることで友好を深められ、
良い時間となりました。
２日目は「１つの事実の２つの真実」と題し、
プロフェッショナル性が会話の中で誤解を
生んでしまうリスクを、ロールプレイを通して
体験しました。専門的知識が身につくほどに、
意図せずに患者さんとの会話の中にひずみが
生まれてしまうことを身をもって実感しました。
参加学生からは「ただ漠然と定型句の様に発

していた“チーム医療”に対して具体的なビジョ
ンが描けるようになった」「将来一緒にチーム
医療を担いたいと思う友達が出来た」などの
声が多数寄せられ、充実した夏のひとときとな
りました。
今後も医師のキャリアパスを考える医学生の
会では長期休みを利用しての勉強会などを随
時企画・発信していく予定ですので、ぜひご
期待下さい。
WEB：http://students.umin.jp
サマーキャンプ＠亀田2014代表　東京女子
医科大学５年　李 殷先

サマーキャンプ＠亀田 2014 報告レポート
医師のキャリアパスを考える医学生の会

Group

この部では主に心肺蘇生法について学び、
互いに教え合っています。みなさんは目の
前で人が倒れたとき、助けるために何をし
たらいいかわかりますか。あるいは知って
いてもなかなか動けない人もいるのではな
いでしょうか。私たちは現場で率先して救
命に臨めるよう、日頃から勉強しています。
また、このような活動は自分たちだけでやっ
ていても仕方ありません。多くの人に心肺
蘇生法を学んでもらって、いつどこで誰が
倒れても近くにいる人がすぐに救命措置を
行える。そのために、いずれ市民向けの
講習会を開けたらいいなと思っています。

私たちに救える命
奈良医大　Nara Life Support Club

Group

奈良県立医大学生災害ボランティアグ
ループのNARA Willでは、学生が中心と
なって被災者や医療従事者をサポートする
活動をしています。毎年夏休みには和歌山
県立医大の学生と合同で、福島県内で被
災病院や仮設住宅での傾聴活動、草刈り
などのボランティア活動を行ってきました。
福島での活動を通じて、活動を継続する
こと、被災者に寄り添うこと、地域で医
療を学ぶことの大切さを実感しました。ま
た豪雨災害に対して学生ボランティアをグ
ループ外からも募集し、被災地での支援
活動なども行っています。

できる災害支援を考え行動する
奈良医大　NARA Will

Group

社会医学研究会は、ボランティアと国際
交流を主な柱とした様々な活動を行ってい
るサークルです。ボランティア活動として
は、保育園やデイサービスセンター、ホス
ピス病棟、地域の団体などにおいて、様々
な行事の開催やそのお手伝い、そして利
用者の方 と々の交流を行っています。国際
交流としては、AMSA・IFMSAという世
界中の医療系学生が集まる団体の活動に
参加したり、交換留学プログラムを運営し
たりしています。部員は自分の興味のある
活動を見つけて参加し、医療系学生として
大切な経験を積んでいます。

自分らしさをみつけよう
奈良医大　社会医学研究会
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梅
本
（
以
下
、
梅
）：
櫛
渕
さ
ん
は

医
療
ビ
ジ
ネ
ス
コ
ン
テ
ス
ト*Perry

の
代
表
を
務
め
ま
し
た
よ
ね
。
そ

も
そ
も
ビ
ジ
ネ
ス
に
興
味
を
も
っ
た

き
っ
か
け
は
何
だ
っ
た
の
で
す
か
？

櫛
渕
（
以
下
、
櫛
）：
正
直
に
言
う

と
、
大
学
入
学
ま
で
の
私
の
目
標
は

医
学
部
へ
入
る
こ
と
そ
の
も
の
で
、
そ

の
後
の
将
来
像
を
持
て
て
い
ま
せ
ん
で

し
た
。
転
機
に
な
っ
た
の
は
入
学
後
に

行
っ
た
３
日
間
の
震
災
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

で
す
。
入
学
直
後
の
医
学
生
が
被
災

地
で
で
き
る
こ
と
は
限
ら
れ
て
い
て
、

自
分
は
問
題
の
解
決
に
全
く
役
立
て

て
い
な
い
と
痛
感
し
ま
し
た
。

　

震
災
な
ど
の
深
刻
な
問
題
を
前

に
し
た
時
、
医
師
と
し
て
の
ス
キ
ル

の
み
を
向
上
さ
せ
る
選
択
肢
も
あ
り

ま
す
。
で
も
私
は
、
医
療
や
社
会
貢

献
っ
て
対
症
療
法
で
い
い
の
だ
ろ
う

か
と
疑
問
を
持
ち
、「
医
学
」
の
外

の
世
界
を
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
し

た
。
そ
ん
な
時
に
医
療
ビ
ジ
ネ
ス
コ

ン
テ
ス
ト
に
出
会
っ
た
ん
で
す
。

梅
：
医
療
ビ
ジ
ネ
ス
コ
ン
テ
ス
ト
を

知
っ
た
と
き
、
ど
う
思
い
ま
し
た
？

「
医
療
に
必
要
な
の
は
お
金
じ
ゃ
な

く
て
熱
い
気
持
ち
だ
！
」
と
い
う
考

え
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
？

櫛
：
正
直
、
最
初
は
「
医
療
で
お
金

儲
け
な
ん
て
、
大
丈
夫
？
」
と
怪
訝

に
思
っ
て
い
ま
し
た
。
け
れ
ど
、
そ

れ
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
世
界
が
新
鮮

に
思
え
て
参
加
し
て
み
る
と
、
徐
々

に
考
え
が
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。

梅
：
ビ
ジ
ネ
ス
と
医
療
を
掛
け
合
わ

せ
る
こ
と
で
、
ど
ん
な
良
い
こ
と
が

生
ま
れ
る
と
思
い
ま
す
か
？

櫛
：
ビ
ジ
ネ
ス
の
強
み
は
、
持
続
可

能
性
に
あ
り
ま
す
。
今
の
医
療
体
制

は
、
医
師
の
生
活
や
将
来
の
世
代
を

犠
牲
に
す
る
こ
と
で
維
持
で
き
て
い

る
と
い
う
側
面
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

医
療
に
ビ
ジ
ネ
ス
の
視
点
を
取
り

入
れ
る
こ
と
で
、
閉
鎖
的
と
言
わ
れ

る
医
療
を
、
Ｉ
Ｔ
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
の

様
々
な
分
野
と
つ
な
ぐ
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ

て
、
患
者
さ
ん
の
細
や
か
な
ニ
ー
ズ

に
応
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
や
医
師

の
業
務
効
率
化
な
ど
、
医
療
に
と
っ

て
プ
ラ
ス
を
生
み
出
せ
ま
す
。
ま
た

国
の
レ
ベ
ル
で
は
、
今
ま
で
「
負
担
」

だ
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
高
齢
化
や
医

療
費
増
大
を
逆
に
「
強
み
」
に
す
る

こ
と
が
で
き
、
医
療
か
ら
日
本
全
体

を
活
気
づ
け
ら
れ
る
と
考
え
て
い
ま

す
。
だ
い
ぶ
大
き
な
話
で
す
が
（
笑
）。

梅
：
な
る
ほ
ど
。
で
は
、
ビ
ジ
ネ
ス

コ
ン
テ
ス
ト
の
代
表
を
や
っ
て
い
て

良
か
っ
た
こ
と
は
何
で
し
ょ
う
か
？

櫛
：
一
番
面
白
か
っ
た
の
は
、
ビ
ジ

ネ
ス
の
第
一
線
で
活
躍
さ
れ
て
い
る

方
や
、
医
療
を
変
え
よ
う
と
奮
闘
さ

れ
て
い
る
方
、
私
よ
り
遥
か
先
を
見

据
え
て
い
る
同
世
代
に
会
え
た
こ
と

で
す
ね
。
や
は
り
学
生
の
特
権
っ
て
、

社
会
人
に
な
っ
た
ら
絶
対
に
会
え
な

い
で
あ
ろ
う
人
に
、
比
較
的
簡
単
に

会
え
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

梅
：
人
に
会
う
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も

ら
え
る
し
、
本
当
に
楽
し
い
で
す
よ

ね
。
私
の
知
人
が
「
合
コ
ン
よ
り
も
、

勉
強
会
の
懇
親
会
の
方
が
絶
対
に
面

白
い
。
い
ろ
ん
な
人
と
話
せ
る
機
会

だ
し
、
興
味
の
対
象
が
近
い
か
ら
仲

良
く
な
れ
る
。」
と
言
っ
て
い
た
ん

で
す
が
、
ま
さ
に
そ
う
で
す
よ
ね
。

櫛
：
間
違
い
な
い
（
笑
）。
普
段
出

会
え
な
い
人
と
話
せ
る
し
、
合
コ
ン

よ
り
も
絶
対
に
懇
親
会
で
す
ね
。

梅
：
学
外
で
い
ろ
ん
な
活
動
を
し
た

い
け
れ
ど
、
あ
と
一
歩
が
踏
み
出
せ

な
い
学
生
の
背
中
を
押
す
と
し
た
ら
、

櫛
渕
さ
ん
は
何
と
言
い
ま
す
か
？

櫛
：
最
初
の
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
の
は

わ
か
り
ま
す
。
け
れ
ど
気
に
な
る
活

動
に
、
参
加
し
て
み
る
だ
け
な
ら
１

時
間
で
す
。
最
初
は
ア
ウ
ェ
ー
感
が

強
い
と
思
い
ま
す
が
、
１
か
月
も
す

れ
ば
馴
染
む
も
の
だ
し
、
そ
れ
を
半

年
続
け
て
い
れ
ば
立
ち
位
置
や
見
え

る
世
界
が
変
わ
る
。
１
年
経
つ
頃
に

は
、
周
囲
の
人
か
ら
認
め
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
は
ず
で
す
。
最
初
の
ハ
ー

ド
ル
を
前
に
し
て
た
め
ら
う
の
で
は

な
く
、
半
年
、
１
年
後
に
自
分
が
ど

う
な
っ
て
い
る
の
か
を
想
像
し
た
う

え
で
、
そ
の
一
歩
を
踏
み
出
す
か
ど

う
か
を
決
め
る
と
い
い
と
思
い
ま
す
。

interviewee

櫛渕 澪
interviewer

梅本 美月

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.4

今回櫛渕さんには多くの質問をさせていただ
き、とても刺激を受けました。同級生とは思
えないほど、しっかり力強く生きている彼女
を改めて尊敬しました。櫛渕さんに会うとい
つもエネルギーをいただくのですが、その源
がわかった気がします。これからもご活躍を
お祈りしています！（梅本）

梅本 美月（日本医科大学３年）

profile

* Perry…医療学生ラウンジが運営する、【医療に興味のある全ての学生】を対象としたビジネスコンテスト。全国から集った学生が、医療問題を解決するためのビジネスプランを提案する。 46



1994 年生まれ、小学生時代をブラジルで過ごす。
医療ビジネスコンテスト Perry2014 元代表。医療
学生ラウンジでは、「医療と他分野をつなぐ」、「楽
しく成長する」を提供しています。興味を持たれた
方は、Facebookでご連絡ください！
WEB: http://iryogakusei.com/portfolio-item/
perry2014/

櫛渕 澪（東京医科歯科大学３年）

profile
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