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が
浮
き
彫
り
に
な
り
ま
し
た
。
今
ま
で

の
専
門
医
制
度
で
は
、
大
学
の
医
局
に

入
局
し
て
、
数
年
経
っ
て
一
定
数
の
症
例

を
経
験
し
た
ら
専
門
医
に
な
れ
ま
す
。

し
か
し
、
大
事
な
の
は
数
だ
け
で
は
な

く
、
自
分
が
ど
う
い
う
立
場
で
ど
の
よ

う
な
臨
床
経
験
を
し
た
か
が
重
要
な
の

に
、
そ
こ
が
不
徹
底
に
な
っ
て
い
た
こ
と

も
あ
る
の
で
す
。

一
つ
の
問
題
は
、
日
本
に
各
科
の
専

門
医
は
何
人
必
要
か
と
い
う
こ
と
で
す

ね
。
専
門
医
の
な
か
で
レ
ベ
ル
が
違
い
す

ぎ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
学
会
は
も
っ
と
各

科
専
門
医
数
の
将
来
予
測
を
し
、
基
準

を
厳
し
く
し
、
さ
ら
に
ど
の
よ
う
に
し

て
臨
床
の
レ
ベ
ル
を
上
げ
て
い
く
の
か
を

考
え
る
べ
き
で
す
。

こ
の
よ
う
な
話
は
、「
混
ぜ
」
な
い
限

り
明
る
み
に
出
な
い
わ
け
で
す
。
す
べ
て

医
局
が
中
心
で
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
か

ら
。
し
か
し
、
学
位
制
度
と
か
い
ろ
い
ろ

あ
る
に
し
て
も
、
若
い
医
師
の
多
く
は

臨
床
の
腕
を
磨
き
た
い
と
い
う
思
い
が
強

い
の
で
す
。
当
然
の
こ
と
で
す
が
。

―
―
学
会
で
も
内
視
鏡
下
手
術
の
技
術

認
定
制
度
が
発
足
し
ま
し
た
。
学
会
の

専
門
医
と
い
う
も
の
が
、
名
前
だ
け
に

は
な
ら
ず
、
質
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ま
で
も

さ
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

黒
川

そ
の
た
め
に
は
、
や
は
り
「
混
ざ

る
」こ
と
が
大
事
で
す
。
一
つ
の
視
点
か

ら
で
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
で
す
か
ら
。

医師のあるべき姿とは
時代が求める理想像を分析する

新
研
修
制
度
に
よ
る
波
紋

若
い
医
師
か
ら
問
題
意
識

―
―
本
誌
二
〇
〇
四
年
一
二
月
号
で「
医

療
界
で
起
き
た
４
大
ニ
ュ
ー
ス
を
振
り
返

る
」
と
い
う
特
集
を
行
い
ま
し
た
が
、
昨

年
の
こ
の
よ
う
な
動
き
か
ら
、
今
の
医

療
界
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で

し
ょ
う
か
。

黒
川

医
療
制
度
は
大
き
な
改
革
期
に

き
ま
し
た
。
政
府
の
公
共
政
策
と
国
民

の
期
待
に
は
差
が
あ
り
ま
す
が
、
誰
が

そ
の
お
金
を
払
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ

と
を
考
え
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
納
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税
者
、
つ
ま
り
国
民
で
す
。
ま
た
、
二

〇
世
紀
の
工
業
近
代
化
を
受
け
て
、
都

市
人
口
が
増
え
た
こ
と
で
、
農
業
従
事

者
の
よ
う
な
一
次
産
業
人
口
が
激
減
し

た
。
一
方
で
、
生
活
習
慣
病
が
増
え
、

高
齢
化
社
会
と
な
り
、
疾
病
構
造
も
変

化
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
今
ま
で

の
医
療
制
度
は
、
四
〇
年
前
の
医
療
制

度
に
そ
の
都
度
、
手
を
加
え
た
だ
け
だ

っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。

―
―
医
療
改
革
の
一
つ
と
し
て
、
新
医

師
臨
床
研
修
制
度
が
始
ま
り
、
一
年
が

過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

黒
川

こ
れ
ま
で
卒
業
大
学
病
院
を
中

心
に
研
修
を
行
い
、
専
門
医
に
な
る
と
い

う
の
が
当
た
り
前
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し

た
。
し
か
し
、
こ
の
一
〇
年
、
国
際
的
に

情
報
が
開
か
れ
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
う
で
も
な
い
と
い
う
認
識
が
若
い
医

師
、
医
学
生
の
間
に
広
が
っ
て
き
ま
し

た
。
な
る
べ
く
外
に
出
て
多
く
の
人
に
会

い「
他
流
試
合
」を
す
る
こ
と
で
、
よ
り
質

の
良
い
医
師
が
で
き
る
の
で
す
。
今
ま
で

日
本
の
社
会
で
は
ど
こ
で
も
基
本
的
に

「
混
ざ
る
」
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で

す
が
、
新
医
師
臨
床
研
修
制
度
に
よ
っ
て

若
い
医
師
の
意
識
が
変
わ
っ
て
き
た
と
い

う
の
が
大
事
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
ね
。

ま
た
、
こ
れ
に
よ
っ
て
医
局
制
度
に
も

影
響
が
あ
り
ま
し
た
。
今
ま
で
は
、
医

局
か
ら
地
域
の
関
連
病
院
な
ど
に
医
師

を
配
し
て
い
た
の
で
す
が
、
今
回
の
研
修

制
度
の
導
入
で
医
局
に
医
師
が
足
り
な

く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、

従
来
の
医
局
制
度
を
維
持
す
る
た
め
に
、

医
師
の
引
き
揚
げ
も
起
こ
っ
た
り
し
て
、

地
方
に
よ
っ
て
は
医
師
が
足
り
な
く
な

る
と
い
う
事
態
が
出
て
き
ま
し
た
。
し

か
し
、
こ
れ
は
も
と
も
と
あ
っ
た
問
題

で
、
医
療
関
係
者
に
は
周
知
の
事
実
で

し
た
。
そ
の
よ
う
な
地
域
の
医
師
供
給

制
等
の
ひ
ず
み
が
、
広
く
明
る
み
に
出

た
わ
け
で
す
。
ま
た
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、

医
師
の
名
義
貸
し
問
題
も
明
る
み
に
出

ま
し
た
ね
。

医
療
の
質
を
問
い
直
す

専
門
医
の
本
来
の
意
味

―
―
青
戸
病
院
の
医
療
事
故
を
ど
う
考

え
ま
す
か
。

黒
川

波
紋
が
広
が
り
、「
混
ざ
ら
な
か

っ
た
」こ
と
に
よ
っ
て
医
師
の
質
の
問
題

新春
特別企画

医
療
界
だ
け
で
は
な
く
、
常
に
広
く
国
内
外
全
体
に
視
野
を
広
げ
て
い
る
日
本

学
術
会
議
会
長
の
黒
川
清
氏
。
本
誌
２
０
０
４
年
12
月
号
特
集
「
医
療
界
で
起

き
た
４
大
ニ
ュ
ー
ス
を
振
り
返
る
」（
①
新
医
師
臨
床
研
修
制
度
が
ス
タ
ー
ト
、

②
医
師
名
義
貸
し
問
題
が
全
国
に
飛
び
火
、
③
青
戸
病
院
事
件
が
広
げ
た
意
外

な
波
紋
、
④
混
迷
極
め
た
日
本
医
師
会
の
会
長
選
挙
）
を
受
け
る
形
で
、
今
後

の
医
療
界
の
あ
り
方
、
求
め
ら
れ
る
医
師
像
を
聞
い
た
。

黒
川
清

日
本
学
術
会
議
会
長
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K
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「
混
ざ
る
」
で
医
療
の
活
性
化

医
師
は
プ
ロ
と
し
て
の
意
識
を

私は2000年に子宮がんの手術を受け、同年、患者仲間や

医師などの協力者らともに「子宮・卵巣がんのサポートグル

ープあいあい」を発足した。患者・家族の体験交流の場「わか

ちあいのミーティング」や、学習会、電話相談などを行ってい

る。2001年、NHK・ETV2001と協力して、「がん患者に学ぶア

ンケート」も実施した。これらの活動から明らかになってきた

婦人科がん医療の問題点は、医療に満足している人はわず

か7％弱。医師とのコミュニケーションに悩む患者が多い。約

8割の患者が治療法の選択肢を示されていなかった。約4割

は後遺症・副作用について十分な説明を受けていなかった。

EBMに基づく標準治療が普及していない。メンタルケアや後

遺症への対応が不足など。それらを踏まえて、考えてみたい。

●患者を「患部」ではなく、1人の人間として遇する

挨拶し、名前を名乗る。コンピューターの画面ばかりでな

く、患者の目を見て話す。患者に敬意を持つ。

●患者・家族の「心」にも配慮する

●鑑別診断ができる

●最新の世界標準の診断・治療法に明るい

●過不足のない検査、治療を原則とする

●公平なインフォームド・コンセントを行う

治療法の選択肢を示す。検査や治療のメリットだけでなく、

デメリット（副作用・後遺症など）も伝える。あるとしたら、

自分の診療科の得意な治療法だけでなく、他科が行う治

療法も伝え、患者が希望したら、他科の医師の説明も直接

受けられるようにする。

●患者の自己選択、自己決定を支援する。患者の質問をい

やがらない

●自分のわからないことは、「わからない」と言える

●患者を説教、批判しない。

●医療事故が起きた場合、隠さず、真実を伝え、謝罪する

●セカンドオピニオンや情報開示に協力的である

●他のスタッフや、他医療機関との円滑な協力・連携を築く

●医療を過信しない。弊害にも目を向ける

●治療による副作用、後遺症にも対応する

●こうなりたいという理想の医師像を持つ

患者会が考える！理想の医師像とは

まつばら けい 子宮・卵巣がんのサポートグループあいあい代表
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場
合
が
多
く
、
そ
う
い
う
時
間
帯
に
地

域
の
基
幹
病
院
に
人
が
い
れ
ば
い
い
わ
け

で
す
。
病
院
と
は
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

る「
場
所
」で
す
か
ら
、
そ
こ
に
は
ど
の

医
師
が
い
て
も
い
い
の
で
す
。
だ
か
ら
、

必
ず
し
も
そ
の
病
院
の
職
員
で
あ
る
必

要
は
な
く
、
地
域
の
開
業
医
も
交
替
で

そ
の
病
院
に
い
て
い
い
の
で
す
。
ま
た
、

小
児
科
医
だ
け
で
な
く
外
科
や
内
科
の

医
師
も
い
た
ほ
う
が
、
相
談
で
き
て
い
い

で
す
よ
ね
。
こ
の
よ
う
に
、
病
院
単
位

で
は
な
く
、
も
っ
と
地
域
と
い
う
広
い
視

点
で
も
の
を
見
る
必
要
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。
い
わ
ば
、「
オ
ー
プ
ン
シ
ス
テ
ム
」

の
病
院
機
能
で
す
。

―
―
地
域
の
な
か
で
連
携
さ
れ
ず
、
診
療

所
や
病
院
が
孤
立
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の

で
す
ね
。

黒
川

そ
れ
が
常
識
だ
と
思
っ
て
い
る
こ

と
が
非
常
識
な
の
で
す
。
な
ぜ
か
と
い

う
と
、
た
と
え
ば
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
そ
う

で
す
が
、
一
カ
所
か
ら
給
料
を
も
ら
い

終
身
雇
用
で
フ
ル
タ
イ
ム
が
常
識
だ
と
思

っ
て
い
る
。
地
域
の
な
か
で
協
力
し
あ
わ

な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
に
、
む
し
ろ
病
院

も
競
合
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の

病
院
に
は
地
域
社
会
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た

機
能
分
担
と
特
徴
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き

な
の
に
、
す
べ
て
が
同
じ
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
し
た
。
こ
れ
は
お
か
し
い
で
す
。

地
域
の
社
会
で
本
当
は
何
が
必
要
と

さ
れ
て
い
る
の
か
を
も
う
一
度
考
え
れ

ば
、
再
編
は
で
き
る
は
ず
で
す
。
ま
ず

は
安
心
を
提
供
で
き
る
地
域
の
医
療
体

制
を
見
直
す
こ
と
か
ら
始
め
る
。
そ
の

う
え
で
な
け
れ
ば
、
混
合
診
療
に
手
を

付
け
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

―
―
順
番
が
違
う
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

黒
川

そ
う
で
す
。
基
本
的
に
何
が
問

題
か
と
い
う
こ
と
を
わ
か
っ
て
い
な
い
。

そ
れ
は
、
今
ま
で
の
シ
ス
テ
ム
は
成
功
し

て
い
た
と
思
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。
今
ま

で
の
日
本
の
「
常
識
」が
お
か
し
い
の
で

す
。

―
―
昨
年
四
月
に
会
長
選
挙
が
行
わ
れ
た

日
本
医
師
会
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
？

黒
川

医
療
政
策
は
、
本
来
な
ら
行
政

が
考
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
医
療
現
場

と
社
会
か
ら
発
想
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思

い
ま
す
。
日
本
医
師
会
は
、
医
療
の
政

策
提
言
の
一
大
シ
ン
ク
タ
ン
ク
で
な
け
れ

ば
い
け
な
い
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
会
長
選
挙
の
際
に
キ
ャ
ビ
ネ

ッ
ト
候
補
も
一
緒
に
出
す
の
は
問
題
で

す
。
ま
ず
は
、
会
長
を
選
出
し
て
、
そ

の
後
に
オ
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
で
組
閣
す
る
の

が
当
然
で
は
な
い
で
す
か
。

医
療
は
社
会
全
体
の
問
題

国
民
に
も
問
題
意
識
を
！

―
―
今
後
の
課
題
は
？

黒
川

医
師
の
育
成
は
ど
こ
の
国
で
も

重
要
な
課
題
で
す
。
明
治
時
代
に
で
き

た
シ
ス
テ
ム
の
ま
ま
で
い
る
現
在
の
大
学

制
度
は
行
き
詰
ま
っ
て
い
ま
す
。
社
会
や

個
人
の
価
値
観
は
か
な
か
な
か
変
わ
り

ま
せ
ん
か
ら
、
こ
こ
は
制
度
を
思
い
き
っ

て
大
き
く
変
え
る
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、

M
edicalschool

構
想
に
転
向
す
べ
き
で

す
。
課
題
は
い
く
つ
も
あ
り
ま
す
が
、

「
で
き
な
い
理
由
」ば
か
り
言
っ
て
い
て
は

何
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。
大
学
学
部
は
ど

こ
で
も
い
い
で
す
が
、「
四
プ
ラ
ス
四
年
」

の
制
度
で
、
そ
れ
ぞ
れ
基
本
的
に
違
う

大
学
医
学
部
へ
進
む
と
い
う
制
度
で
す
。

「
混
ざ
ら
な
い
」
と
必
ず
く
さ
り
ま
す
。

M
edical

school

後
半
の
二
年
は
臨
床

「
ク
ラ
ー
ク
シ
ッ
プ
」で
す
。
今
の
二
年
の

卒
後
研
修
は
こ
の
制
度
へ
の
移
行
措
置
と

理
解
す
べ
き
で
す
。

教
育
の
費
用
と
し
て
公
的
資
金
を
ど

の
程
度
投
入
す
る
か
、
こ
れ
は
国
民
が

決
め
る
こ
と
で
す
が
、
経
営
母
体
が
私

立
大
学
で
も
人
材
へ
は
も
っ
と
投
資
す
べ

き
で
し
ょ
う
。
そ
の
代
わ
り
、
地
域
医

療
、
僻
地
任
務
を
義
務
つ
け
る
と
か
、

根
本
的
政
策
検
討
と
変
更
が
必
要
で
す
。

た
と
え
て
言
え
ば
、
国
立
大
学
が
法
人

化
さ
れ
て
、「
ブ
ラ
ン
ド
」
大
学
が
年
間

授
業
料
を
五
〇
〇
万
円
、
一
〇
〇
〇
万

円
と
ド
ン
ド
ン
引
き
上
げ
ら
れ
た
ら
、

日
本
の
医
師
育
成
は
ど
う
な
る
と
思
い

ま
す
か
？
　
お
金
持
ち
の
子
に
限
ら
れ

て
し
ま
う
。
医
療
は
破
滅
で
し
ょ
う
ね
。

―
―
で
は
、
医
師
個
人
と
し
て
は
何
を

気
を
つ
け
て
い
け
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

黒
川

自
分
は「
プ
ロ
」
と
し
て
の
意
識

と
能
力
を
持
っ
て
い
る
か
を
、
い
つ
も
確

認
し
て
も
ら
い
た
い
。
ま
た
、
医
療
は
、

社
会
の
基
盤
で
あ
り
社
会
全
体
の
問
題

で
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
だ

か
ら
、
税
金
を
投
入
す
る
の
で
す
。
医

師
も
社
会
の
動
き
に
問
題
意
識
を
持
つ

だ
け
で
な
く
、
改
善
計
画
立
て
、
そ
れ

を
実
行
し
て
い
っ
て
も
ら
い
た
い
の
で
す
。

医師のあるべき姿とは
時代が求める理想像を分析する

専
門
医
と
は
何
か
、
医
師
の
、
そ
し
て

専
門
医
の
社
会
的
責
任
は
何
か
、
一
人

ひ
と
り
の
医
師
も
考
え
な
け
れ
ば
い
け

な
い
と
思
い
ま
す
。

―
―
プ
ラ
イ
マ
リ
ケ
ア
医
と
い
う
観
点

か
ら
見
た
ら
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

黒
川

ま
ず
は
、
プ
ラ
イ
マ
リ
ケ
ア
と
は

何
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
い
け

ま
せ
ん
。
流
行
語
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る

け
れ
ど
、
実
際
は
現
在
の
よ
う
に
生
活

習
慣
病
が
中
心
に
な
り
、
高
齢
化
社
会

に
な
っ
た
時
に
、
社
会
か
ら
ど
の
よ
う
な
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ニ
ー
ズ
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
な

け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
医
師
全
体
と
し
て

の
社
会
的
責
任
は
何
か
と
い
う
こ
と
で

す
。た

と
え
ば
、
ず
っ
と
大
学
で
研
究
中

心
に
活
動
し
て
き
た
医
師
が
、
親
の
病

院
の
跡
を
継
ぐ
た
め
に
内
科
に
転
向
し

て
も
い
い
の
か
。
専
門
医
と
い
う
も
の
に

対
し
て
、
そ
し
て
医
師
免
許
に
つ
い
て
も

っ
と
社
会
的
責
任
を
持
た
な
け
れ
ば
い

け
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
一
人
ひ
と
り
の
医

師
が
感
じ
始
め
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

―
―
そ
の
反
面
、
最
近
、
医
療
事
故
の

報
道
が
多
発
し
て
い
ま
す
。

黒
川

医
師
の
場
合
は
、「
あ
の
先
生
に

診
て
も
ら
っ
た
」
と
い
う
よ
う
に
個
人
が

特
定
で
き
ま
す
か
ら
、
他
分
野
に
比
べ
て

医
療
事
故
は
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
に
取
り

上
げ
ら
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
医
療
の
質

を
高
く
し
、
事
故
を
少
な
く
す
る
よ
う

に
努
力
す
る
こ
と
は
医
師
側
の
責
任
で
は

あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
現
在
の
医
療
制
度

に
も
多
く
の
問
題
が
あ
り
ま
す
ね
。

今
の
時
代
の
常
識
と
は
何
か

地
域
に
必
要
な
医
療
と
は
？

―
―
他
に
も
医
療
制
度
に
お
け
る
問
題

は
あ
り
ま
す
か
。

黒
川

社
会
の
変
化
と
情
報
化
時
代
と

医
学
の
進
歩
と
疾
病
構
造
の
変
化
を
受

け
て
、
医
療
制
度
に
お
け
る
重
要
な
問

題
の
一
つ
に
混
合
診
療
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
を
考
え
る
前
に
、
ま
ず
は
た
と
え

ば
小
児
科
医
不
足
の
問
題
を
考
え
て
み

ま
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
今
ま
で
の
診
療

供
給
体
制
か
ら
見
る
か
ら
お
か
し
い
の

で
す
。
産
業
構
造
の
変
化
と
と
も
に
人

口
の
七
五
％
が
都
市
に
住
む
よ
う
に
な

り
ま
し
た
し
、
小
児
科
医
も
都
市
部
に

集
中
し
て
い
ま
す
よ
ね
。

さ
ら
に
、
ほ
と
ん
ど
の
開
業
医
は
自

宅
で
は
な
く
別
の
場
所
で
開
業
し
て
い

ま
す
か
ら
、
診
療
所
は
昼
間
し
か
開
い

て
い
ま
せ
ん
。
人
が
足
り
な
い
の
は
夜
の

黒
川
氏
に
迫
る
！

5
つ
の
質
問

子
ど
も
の
頃
に
な
り
た
か
っ
た

職
業
は
？

外
交
官

好
き
な
言
葉
、

ま
た
は
座
右
の
銘
は
？

「C
a
rp
e
d
ie
m

」。
今
日
を
つ
か

む
、
と
い
う
意
味
の
ラ
テ
ン
語
。
明

日
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
か
ら
、
一

日
一
日
を
全
力
で
生
き
る
こ
と
が

大
事
。
も
う
一
つ
は
、「
目
を
開
け
、

心
を
開
け
、
そ
し
て
考
え
よ
」で
す

ね
。
日
本
人
の
精
神
構
造
は
ま
だ

「
鎖
国
」状
態
で
す
ね
。

ス
ト
レ
ス
解
消
法
は
？

特
に
な
い
。
あ
え
て
言
う
な
ら
、
若

い
知
的
な「
脱
藩
者
」と
会
う
こ
と
。

医
師
を
辞
め
た
い
と
思
っ
た
こ
と

は
？
そ
の
理
由
は
？

な
い
。
今
は
あ
ま
り
医
師
ら
し
い

こ
と
を
し
て
い
な
い
が
、
20
年
前

に
帰
国
し
て
か
ら
は
、
私
に
と
っ

て
は
人
材
育
成
が
も
っ
と
も
重
要

だ
と
考
え
て
い
る
。
自
分
が
日
本

の
常
識
で
は
「
ユ
ニ
ー
ク
」
な
生

き
方
を
し
て
き
た
か
ら
、
若
い
人

た
ち
に
そ
れ
を
伝
え
た
い
。

１
週
間
の
休
暇
が
取
れ
た
ら
、

何
を
し
ま
す
か
？

も
し
ど
こ
か
に
行
っ
て
も
、
結
局

何
か
し
ち
ゃ
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
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インタビューを終えて

医療制度を批判をしても、自分から
は動かない。すべてを自分がいるとこ
ろを中心に考えて、周りとのかかわり
を考えようとしない。医師に限らずそ
んな人が多い世の中になったと指摘す
る黒川氏は、まさに時代を逆行するよ
うに、常に自分の考えを声に出してい
た。
特に印象的だったのは、「混ぜる」と
いう概念。確かに、いつの間にか自分
の世界を守ることにとらわれ、そこだ
けの価値観だけで物事を考えるように
なってしまうことがある。それではい
けない。自分のいる世界に新しい人が
入るにしても、自分から新しい世界に
飛び込んでいくにしても、その状況を
楽しみ活かさなければいけない。今、変
革期を迎える医療界において、求めら
れるのは柔軟性なのではないだろうか。

（聞き手・柄澤正明）
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そ
れ
ぞ
れ
の
病
院
に
は
特
徴
が
あ
っ
て

し
か
る
べ
き
な
の
に
、

す
べ
て
が
同
じ
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
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