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医
療
は
人
を
助
け
、

そ
し
て
人
に
支
え
ら
れ
て

成
り
立
つ
。

ま
れ
た
ば
か
り

の
命
を
救

い
　
そ
し
て
そ
の
後
を
支

え
る
新
生
児
科
や
小
児
科
、
重
症

心
身
障
害
兜
福
祉
施
設

一■
心
施

設
）
の
医
療
そ
た
ち
．
′
供
と
共

に
生
き
て
い
く
家
族
，
そ
の
内
声

を
澱
ら
さ
す
縦

っ
た

ロ
ハ
ス
　
メ

デ
ィ
カ
ル
叢
古

一教
児

の
人
々
ヽ

医
療
に
ど
こ
ま
で
求
め
ま
す
か

が
、
５
月
ハ
ロ
に
刊
行
さ
れ
ま
す
．

格
ィ
の
本
誌
論
説
委
員
　
熊
＝
梨

恵
が
、
登
場
す
る
り
島
勝
昭
　
神

奈
川
県
●
こ
と
も
医
凛
セ
ン
タ
ー

新
生
児
科
Ｌ
長

一
■
）
に
イ
ン
タ

ビ
ユ
ー
し
ま
し
た
．

―
―
登
場
の
豊
島
勝
昭
医
師
に
著
者
が
聴
き
ま
し
た
．

―
―
取
材
を
受
け
た
本
人
と
し
て

こ
の
本
を
読
ん
だ
感
想
は
い
か
が

で
し
た
か
．

豊
島
　
医
療
者
と
患
者
さ
ん
の
ご

家
族
の
声
や
気
持
ち
を
丹
念
に
間

こ
う
と
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
た
の

で
感
心
し
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
ご

家
族
中
心
と
い
う
書
籍
は
あ
っ
て

も
、
医
療
者
も
両
方
と
い
う
も
の

は
あ
ま
り
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す

の
で
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
よ
う
な

本
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
子

供
の
命
を
支
え
る
身
と
し
て
、
立

場
は
違

っ
て
も
そ
れ
ぞ
れ
が
思
っ

て
い
る
こ
と
を
伝
え
合
え
る
き
っ

か
け
に
な
れ
ば
い
い
な
と

思
い
ま
し
た
。
同
じ
医
療

者
で
も
、
小
児
科
や
重
心

施
設
の
人
と
は
大
事
に
し

て
い
る
部
分
が
微
妙
に
違

う
の
で
、
そ
の
相
互
理
解

や
協
力
の
き
っ
か
け
に
も

な
る
か
と
思
い
ま
す
。
僕

た
ち
は
医
療
界
の
常
識
で

動
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、

改
め
て
そ
の
こ
と
を
自
覚
さ
せ
ら

れ
る
き
っ
か
け
に
も
な
り
ま
し
た
。

，―
―
足
り
な
い
福
祉
提
供
体
制
や

疲
弊
す
る
医
療
提
供
体
制
の
狭
間

に
お
ら
れ
る
ご
家
族
の
喜
び
と
苦

し
み
の
声
を
聞
き
な
が
ら
、
発
達

す
る
医
療
の

一
方
で

「
ど
こ
ま
で

命
を
救
っ
て
い
く
の
か
」
と
悩
む

医
療
者
の
姿
も
書
き
た
い
と
思
い

ま
し
た
．
そ
の
辺
り
に
つ
い
て
は

豊島勝昭
とよしま かつあき01994

年に新潟大卒業後 神奈川県

立こども医療センターで小児

科や新生児学を研修。98年か

ら東京女子医大心臓血圧研究

所で小児循環器学を研修.
2000年に博士号を取得し 同

年から神奈川県立ことも医療
センター新生児科勤務。
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ど
う
感
じ
ま
し
た
か

豊
島
　
（新
生
児
医
療
に
つ
い
て
）

「人
の
領
域
で
は
な

い
と
思
っ

た
」
と
書
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、

人
間
だ
か
ら
悩
む
し
考
え
も
す
る

わ
け
で
す
。
科
学
は
す
ご
い
可
能

性
が
あ
っ
て
、
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｕ
だ
け
で

な
く
、
ど
の
医
療
分
野
で
も
向
上

を
求
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

で
も
、
医
療
や
医
学
は
、
病
気
や

障
害
を
な
か
っ
た
こ
と
に
し
て
く

れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で

き
る
か
ら
と
い
っ
て
ど
ん
ど
ん
と

医
療
を
駆
使
し
て
い
い
の
か
分
か

り
ま
せ
ん
し
、
忠
者
さ
ん
や
ご
家

族
も
医
療
を
ど
う
使
っ
て
い
く
か
、

医
療

へ
の

「接
し
方
」
や
ス
タ
ン

ス
を
考
え
て
い
か
な
い
と
い
け
な

い
時
期
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

お
ば

科
学
に
流
さ
れ
た
り
溺
れ
た
り

す
る
と
、
か
え
っ
て
生
き
る
こ
と

が
つ
ら
く
な
っ
た
り
悩
ん
で
し
ま

う
こ
と
も
起
こ
り
得
ま
す
か
ら
、

自
分
の
人
生
の
中
で
医
療
と
ど
う

関
わ
っ
て
い
く
か
、
考
え
な
い
と

い
け
な
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。
本

来
、
医
療
は
人
を
幸
せ
に
す
る
た

め
に
う
よ
く
使
い
こ
な
し
て
い
く

べ
き
も
の
だ
と
思
い
ま
す
か
ら
、

医
療
者
も
患
者
さ
ん
や
ご
家
族
も
、

死
生
観
に
つ
い
て
考
え
て
、
人
間

と
し
て
の
芯
を
持
た
な
い
と
い
け

な
い
時
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
そ

う
し
な
い
と
、
医
学
の
進
歩
と
医

療
体
制
の
劣
化
の
狭
間
で
苦
し
む

可
能
性
が
、
ど
ん
な
人
に
も
あ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

早
産
「込
み
」で
生
き
て

い
ノヽ
一
）ル
，
ヤ
一ｘ
・え
′●

―
―
他
に
ど
ん
な
こ
と
を
感
じ
ま

し
た
か
．

豊
島
　
医
療
の
発
達
に
よ
っ
て
、

障
害
や
後
遺
症
を
持
つ
人
が
増
え

て
い
る
と
い
う
見
方
も

一
部
に
は

あ
り
ま
す
。
た
だ
、
３０
人
に
１
人

は
Ｎ
ｌ
Ｃ
Ｕ
を
必
要
と
し
て
、
１０

人
に
１
人
は
未
熟
児
と
言
わ
れ
ま

す
。
実
際
に
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｕ
が
必
要
な

赤
ち
ゃ
ん
は
増
え
て
い
ま
す
か
ら
、

治
療
し
な
か
っ
た
り
治
療
が
遅
れ

た
り
し
て
障
害
を
持
つ
こ
と
も
あ

る
わ
け
で
す
。
大
人
の
医
療
も
そ

う
で
す
が
、
集
中
治
療
を
必
要
と

す
る
時
点
で
後
遺
症
や
障
害
を
持

っ
て
生
き
て
い
く
可
能
性
が
あ
る

の
で
す
。
突
然
そ
ん
な
状
態
に
な

っ
て
し
ま
わ
れ
た
こ
家
族
が
、
な

か
っ
た
こ
と
に
し
た
い
と
い
う
気

持
ち
は
お
察
し
い
た
し
ま
す
。
で

も
医
療
は
万
全
で
は
な
く
、
医
学

は
万
能
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
病
気

の
症
状
を
緩
和
し
た
り
、
病
気
と

一
緒
に
生
き
て
い
く
の
を
手
伝

っ

た
り
。
早
産
を
な
か
っ
た
こ
と
に

は
で
き
な
い
け
ど
、
早
産

「込
み
」

で
少
し
で
も
生
き
て
い
き
や
す
い

よ
う
に
お
手
伝
い
を
し
て
い
く
と

い
う
こ
と
な
の
か
な
と
、
こ
の
本

を
読
ん
で
改
め
て
思
い
ま
し
た
。

―
―
現
代
社
会
が
失
っ
て
い
る

死
生
観
を
取
り
戻
す
こ
と
が
必
要

で
な
い
か
と
も
書
き
ま
し
た
．

豊
島
　
僕
た
ち
社
会
全
体
が
、
医

療
に
何
を
求
め
る
か
な
の
だ
と
思

い
ま
す
。
救
命
率
の
向
上
を
求
め

て
い
く
な
ら
、
ひ
た
す
ら
治
療
を

し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

ど
う
生
き
る
か
と
い
う
こ
と
や
、

こ
家
族
や
患
者
さ
ん
の
笑
顔
を
大

事
に
し
た
い
と
思
っ
た
ら
、
残
さ

れ
た
時
間
を
ご
家
族
が

一
緒
に
過

さ
せ
る
よ
う
に
治
療
を
差
し
控
え

る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す

か
ら
、
救
命
率
は
下
が
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
は
、
救
う

と
い
う
時
に
そ
の
後
の
生
活
が
ど

う
な
る
か
と
い
う
こ
と
も

一
緒
に

考
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
社
会

だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、　
一
人

ひ
と
り
が
死
生
観
を
ど
う
持
ち
、

社
会
全
体
が
何
を
求
め
て
い
く
の

か
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

例
え
ば
障
害
者
を

「
か
わ
い
そ

う
。
社
会
が
支
え
る
べ
き
」
と
言

う
人
も
い
ま
す
が
、
そ
の
社
会
と

は
誰
な
の
？
　
そ
れ
を
言

っ
て
い

る
自
分
た
ち

一
人
ひ
と
り
で
は
な

い
の
？
　
と
思
い
ま
す
。
医
療
は

社
会
の
一
部
で
あ
っ
て
、
特
別
な

も
の
で
は
な
い
で
す
。
医
療
は
人

を
助
け
ま
す
が
、
医
療
も
人
に
支

え
ら
れ
な
い
と
成
り
立
た
な
い
の

で
す
。
医
療
者
だ
け
が
決
め
ら
れ

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
命
を

守
っ
て
い
く
た
め
に
、
限
ら
れ
た

医
療
資
源
を
ど
う
み
ん
な
で
譲
り

合
っ
て
共
有
し
て
い
く
か
と
い
う

こ
と
も
、
み
ん
な
で

一
緒
に
考
え

て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
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