
330330

なぜ今、日本の医療は
危機的状況にあるのか?

『Nature』『The Lancet』など
世界の研究の第一線に一石を投じた

若手研究者にして元官僚、現役医師 ! が語る

日本医療のの分析、未来へのへの提言!

木
下
翔
太
郎

日
本
医
療
の
諸
問
題
を
一
冊
で
総
覧
す
る

現
代
日
本
の

　
医
療
問
題





330330

現
代
日
本
の
医
療
問
題
　
　
木
下
翔
太
郎





は
じ
め
に

皆
さ
ん
は
日
本
の
医
療
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
印
象
を
も
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
？

「
日
本
は
質
の
高
い
医
療
が
ど
こ
で
も
安
く
受
け
ら
れ
て
、
世
界
か
ら
も
評
価
さ
れ
て
い
る
」

「
世
界
と
比
較
し
て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
者
が
多
く
な
か
っ
た
は
ず
な
の
に
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
時

に
は
医
療
崩
壊
と
な
っ
て
い
た
。
実
は
海
外
と
比
べ
て
日
本
の
医
療
は
脆
弱
な
の
で
は
な
い
か
」

さ
ま
ざ
ま
な
見
方
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
今
挙
げ
た
の
は
い
ず
れ
も
日
本
の
医
療
の
一
側
面
で
す
。

日
本
の
医
療
体
制
は
各
種
指
標
で
み
て
も
、
世
界
的
に
優
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
て
お
り
、
結
果
と
し
て

日
本
が
先
進
国
有
数
の
長
寿
国
に
な
っ
た
こ
と
に
貢
献
し
て
き
た
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
コ
ロ

ナ
禍か

に
お
い
て
、
当
初
、
他
国
よ
り
感
染
者
が
少
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
医
療
提
供
体
制
が
苦
し
い

状
況
に
な
っ
た
の
も
事
実
で
す
。
こ
の
一
見
相
反
す
る
２
つ
の
事
象
は
、
直
感
的
に
理
解
し
づ
ら
い
と
思

3 はじめに



い
ま
す
。
こ
の
背
景
は
や
や
複
雑
で
、
ぱ
っ
と
説
明
で
き
る
人
は
多
く
は
な
い
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
昨
今
、
医
療
を
め
ぐ
る
制
度
や
ト
レ
ン
ド
は
大
き
く
動
い
て
お
り
、
医
療
に
対
し
て
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
な
見
方
を
す
る
意
見
も
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

「
医
者
が
少
な
い
と
か
、
手
術
が
で
き
な
く
な
る
と
か
言
わ
れ
て
い
る
が
果
た
し
て
本
当
な
の
か
」

「
社
会
保
険
料
が
年
々
上
昇
し
続
け
て
い
る
が
、
医
者
が
無
駄
遣
い
し
て
い
る
せ
い
で
は
な
い
か
」

「
医
学
部
受
験
の
難
度
は
年
々
上
が
っ
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
海
外
よ
り
研
究
成
果
が
少
な
い
の
か
」

「
問
題
の
多
い
自
由
診
療
が
増
え
て
い
る
が
、
医
者
の
モ
ラ
ル
が
低
下
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」

「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
健
康
保
険
証
利
用
は
ト
ラ
ブ
ル
ば
か
り
だ
が
、
本
当
に
必
要
な
の
か
」

「
デ
ジ
タ
ル
化
が
進
ん
で
い
る
の
に
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
が
未
だ
に
普
及
し
な
い
の
は
な
ぜ
な
の
か
」

「
高
額
な
認
知
症
の
治
療
薬
を
国
費
で
カ
バ
ー
し
た
ら
、
国
家
財
政
が
破は

綻た
ん

す
る
の
で
は
な
い
か
」

「
医
療
機
関
の
窓
口
で
支
払
う
自
己
負
担
額
は
、
年
齢
に
か
か
わ
ら
ず
無
料
に
す
べ
き
で
は
な
い
か
」

こ
う
し
た
世
の
中
の
批
判
に
対
し
て
、
医
療
側
も
き
ち
ん
と
応
え
、
医
療
の
信
頼
を
損
な
わ
な
い
よ
う

に
し
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
医
療
の
多
岐
に
わ
た
る
問
題
に
つ
い
て
、
き
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ち
ん
と
解
説
で
き
る
医
療
従
事
者
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
こ
う
し
た
問
題
の
多
く
は
、
日
本
の

医
療
が
も
つ
構
造
的
な
課
題
に
起
因
し
て
い
ま
す
が
、
医
師
国
家
試
験
な
ど
の
資
格
試
験
に
お
い
て
そ
う

し
た
問
題
が
問
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
年
々
学
習
す
べ
き
疾し

っ

患か
ん

・
薬
な
ど
の
情
報
が
増
え
続
け
て

い
る
た
め
、
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
学
び
・
考
え
る
時
間
や
機
会
が
医
療
従
事
者
に
も
少
な
い
の
で
す
。

特
に
昨
今
始
ま
っ
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
健
康
保
険
証
利
用
（
マ
イ
ナ
保
険
証
）
な
ど
は
、
制
度
も

複
雑
か
つ
、
医
療
機
関
や
診
療
科
に
よ
っ
て
実
感
で
き
る
メ
リ
ッ
ト
も
異
な
る
た
め
、
医
療
関
係
者
の
多

く
も
十
分
に
理
解
で
き
て
お
ら
ず
、
反
対
の
声
を
上
げ
る
方
々
も
い
る
な
ど
、
混
迷
を
極
め
る
状
況
が
続

い
て
い
ま
す
。

日
本
の
医
療
費
は
、
窓
口
で
患
者
さ
ん
が
負
担
す
る
金
額
だ
け
で
な
く
、
国
民
の
皆
さ
ん
や
事
業
主
が

負
担
す
る
健
康
保
険
料
、
そ
し
て
国
庫
・
地
方
が
負
担
す
る
公
費
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
お
り
、
医
療
の

問
題
は
ま
さ
に
社
会
全
体
に
影
響
す
る
問
題
で
す
。
特
に
近
年
、
健
康
保
険
料
を
含
む
社
会
保
険
料
が
増

加
し
、
国
民
の
負
担
感
が
強
く
な
っ
て
い
る
こ
と
や
、
今
後
高
齢
化
に
よ
っ
て
国
民
医
療
費
の
総
額
が
増

大
す
る
こ
と
が
確
実
と
見
込
ま
れ
て
い
る
中
に
お
い
て
、
改
め
て
医
療
の
在
り
方
を
見
直
す
べ
き
と
い
う

機
運
も
高
ま
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
国
民
的
議
論
を
適
切
に
進
め
て
い
く
た
め
に
は
、
現
代
に

お
い
て
起
き
て
い
る
事
象
、
生
じ
て
い
る
課
題
に
つ
い
て
正
し
く
理
解
し
、
現
実
的
な
解
決
策
を
考
え
て
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い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

本
書
は
こ
う
し
た
現
代
日
本
の
医
療
を
取
り
巻
く
諸
問
題
に
つ
い
て
解
説
す
る
本
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
も
日
本
の
医
療
の
在
り
方
を
語
る
本
や
批
判
す
る
本
は
多
く
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
多
く
は

ベ
テ
ラ
ン
の
医
師
の
先
生
方
が
、
ご
自
身
の
経
験
を
ベ
ー
ス
に
語
ら
れ
て
い
る
も
の
で
し
た
。
そ
う
し
た

類
書
と
の
違
い
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
、
筆
者
は
、
本
書
で
主
張
・
解
説
す
る
内
容
に
つ
い
て
、
事
前

に
様
々
な
領
域
の
英
文
学
術
雑
誌
に
論
考
を
投
稿
し
、
審
査
・
査
読
を
受
け
て
掲
載
さ
れ
る
こ
と
を
目
指

し
ま
し
た
。
結
果
と
し
て
、
表
１
に
示
し
た
多
数
の
論
考
が
、
英
文
学
術
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。
こ

れ
は
、
筆
者
の
主
張
す
る
内
容
が
、
国
内
外
の
医
師
・
研
究
者
か
ら
み
て
、
あ
る
程
度
妥
当
性
を
有
し
て

お
り
、
根
拠
も
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
と
い
え
ま
す
。

特
に
、
そ
の
分
野
の
ト
ッ
プ
の
よ
う
な
一
流
学
術
雑
誌
は
エ
デ
ィ
タ
ー
に
よ
る
審
査
も
厳
し
く
、
世
界

中
の
研
究
者
か
ら
投
稿
さ
れ
る
こ
と
か
ら
競
争
率
も
高
い
た
め
、
質
の
高
い
・
影
響
力
の
あ
る
内
容
の
も

の
し
か
掲
載
さ
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
ト
ッ
プ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
に
、
複
数
の
分
野
に
ま
た
が
っ
て
、
自
国

の
医
療
の
現
状
・
課
題
に
つ
い
て
多
数
の
論
考
を
発
表
し
て
い
る
研
究
者
は
ご
く
一
握
り
で
す
。
そ
の
よ

う
な
観
点
で
見
れ
ば
、
本
書
は
、
類
書
に
は
な
い
特
徴
を
も
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ま
す
。

ま
た
、
筆
者
は
現
在
、
慶
應
義
塾
大
学
に
所
属
し
、
社
会
医
学
・
デ
ジ
タ
ル
ヘ
ル
ス
を
専
門
と
す
る
研
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掲載雑誌 掲載年月日 概 要 備 考

＊1 The Lancet Psychiatry
IF: 30.8

2023年9月 日本における睡眠薬・抗不安薬の不
適切処方の現状と、その対策として
のマイナ保険証の有用性について

IFは精神医学分野の雑誌276誌中２
位

＊2 The Lanect
IF: 98.4

2023年10月 日本の医学分野における研究力低下
の背景として、国立大学法人化、大
学勤務医師の研究時間の低下の影響
を指摘

IFは総合医学分野の雑誌325誌中１
位、掲載後にScience誌から取材

＊3 The Lancet Neurology
IF: 46.5

2023年12月 日本の認知症政策の変遷や認知症基
本法の解説、認知症との共生社会の
実現に向けた研究の必要性について

IFは臨床神経内科分野の雑誌186誌
中１位

＊4 The Lancet Diabetes 
& Endocrinology
IF: 44.0

2024年2月 日本における女性のやせの現状・文
化的背景、GLP-1の不適切処方・美
容医療の増加に対する対応の必要性
について

IFは内分泌代謝学分野の雑誌誌中１
位

＊5 Journal of Korean 
Medical Science
IF: 3.0

2024年4月 外科系医師の労働環境の悪化を背景
とした日本、韓国、中国における美
容医療の増加と、その対策の必要性
について

韓国最大の医師会が発行、IFは総合
医学分野の雑誌325誌中58位

＊6 QJM: An Internation-
al Journal of Medicine
IF: 7.3

2024年5月 日本の高齢化に伴う医療需要・医療
費の増加に対し、医療需要の抑制、
医療資源の適正配置、DX推進が必
要と指摘

IFは総合医学分野の雑誌325誌中22
位

＊7 JMA Journal
IF: 1.5

2024年10月 日本の医療における専門分野の偏在
対策として医療資源配分のための強
制力のある政策の必要性についてな
ど

日本最大の医師会（日本医師会）が
発行

＊8 The Lancet Regional 
Health-Western Pacif-
ic
IF: 7.6

2024年10月 日本における医薬品不足、製薬会社
の不祥事の背景にある薬価政策の見
直しの必要性について指摘

公衆衛生学・環境衛生学・労働衛生
学分野の雑誌403誌中17位

＊9 BioScience Trends
IF: 5.7

2024年10月 日本における認知症の増加と生じて
いる金融排除の現状、金融老年学の
知見を活かした金融包摂の推進につ
いて

生物学分野の雑誌109誌中10位

＊10 Global Health & 
Medicine 
IF: 1.9

2024年12月 日本における女性医師増加の解説、
医師の偏在を加速させている医学部
受験競争の過熱の是正の必要性につ
いてなど

国立研究開発法人国立国際医療研究
センターが発行

表1　 英文学術雑誌に掲載された筆者の論考 
※ IF：2024年版の Journal Citation Reports™（JCR™）に基づく2023年のインパクトファ
クター（Impact Factor）。学術雑誌の影響力を示す指標の1つで、数字が大きいほど、その
雑誌の論文が平均して引用される回数が多いことを表している。
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表2　オンライン診療・AIに関する筆者の主要な業績

掲載雑誌 掲載年月日 概 要 備 考

＊11 情報通信政策研究 2021年11月 オンライン診療の規制動向を整理し、
骨太の方針・規制改革実施計画が政
策変更の起点となっていたことを明
らかにした

情報通信政策研究所（総務省の施設
等機関）が刊行

＊12 精神神経学雑誌 2022年1月 全国17の医療機関をヒアリングし、
診療報酬がオンライン診療の普及の
障害になっている現状などについて
調査

日本精神神経学会の和文機関誌

＊13 Psychological Medi-
cine
IF: 5

2022年10月 17の国と地域におけるオンライン診
療の規制動向を比較し、日本の規制
が世界の中で厳しいことを明らかに
した研究

IFは臨床心理学分野の雑誌180誌中
６位
日本経済新聞の１面（2021年９月
23日）ほか、報道・掲載多数

＊14 情報通信政策研究 2022年11月 デジタルツイン技術を医療・健康分
野に用いる研究動向の整理とそれら
の実装時に生じうる倫理的・法的・
社会的課題について整理・検討した
論文

情報通信政策研究所が刊行

＊15 Nature
IF: 50.5

2023年7月 生成AI開発における著作権侵害など
の倫理的課題、日本の規制上の課題
や研究開発動向について整理した論
考

IFは総合科学分野の雑誌134誌中１
位、掲載後にNature誌から取材

＊16 Journal of Technology 
in Behavioral Science

2023年12月 診療報酬がオンライン診療普及の最
大の障害であると精神科医に認識さ
れていることなどを明らかにしたア
ンケート調査

WPA（世界精神医学会）主催の特集
論文集に掲載

＊17 Psychiatry and Clini-
cal Neurosciences
IF: 5

2024年4月 うつ病、不安症、強迫性障害の患者
を対象に、オンライン診療と対面診
療の有効性に差がないことを示した
臨床研究

NHKの全国ニュース
（2023/12/16）ほか、報道・掲載多
数

＊18 Mayo Clinic Proceed-
ings: Digital Health

2024年6月 日本国内の児童相談所のAI導入事例
について科学的検証の必要性を主張
した論考

掲載後にNature誌から取材

＊19 Journal of Medical 
Internet Research
IF: 5.8

2025年1月 
(アクセプト)

日本における精神科オンライン診療
のニーズ・エビデンスを整理した論
考

医療情報学分野の雑誌44誌中5位
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究
者
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の
政
策
・
規
制
に
関
す
る
研
究
で
博

士
（
医
学
）
を
取
得
し
、
現
在
も
学
会
の
委
員
な
ど
の
活
動
を
通
し
て
オ
ン
ラ
イ

ン
診
療
の
規
制
緩
和
・
改
善
の
た
め
の
研
究
・
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。
ま
た
現

在
、
東
京
大
学
の
大
学
院
に
も
所
属
し
、
Ａ
Ｉ
・
デ
ジ
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
倫
理
に
関

し
て
２
つ
目
の
博
士
号
取
得
に
向
け
た
研
究
も
進
め
て
い
ま
す
。
表
２
に
、
こ
れ

ま
で
に
発
表
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
・
Ａ
Ｉ
に
関
す
る
筆
者
の
研
究
や
論
考
の
一

部
を
整
理
し
ま
し
た
。
本
書
で
は
、
こ
れ
ら
の
筆
者
が
こ
れ
ま
で
取
り
組
ん
で
き

た
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
に
関
す
る
研
究
や
、
エ
ビ
デ
ン
ス
を
も
と
に
政
策
・
規
制
を

動
か
し
て
き
た
過
程
な
ど
に
つ
い
て
も
紹
介
し
ま
す
。

そ
の
他
、
筆
者
は
過
去
に
内
閣
府
と
い
う
役
所
で
行
政
官
を
し
て
い
た
経
験
も

あ
り
、
ま
た
精
神
科
医
・
産
業
医
と
し
て
の
業
務
経
験
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、

筆
者
は
若
手
で
は
あ
り
ま
す
が
、
前
述
の
よ
う
な
経
歴
・
活
動
実
績
か
ら
、
表
３

に
示
し
た
よ
う
な
学
会
の
委
員
な
ど
も
多
数
務
め
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
筆
者
の

独
自
の
経
験
の
中
で
得
た
知
見
も
本
書
に
は
数
多
く
盛
り
込
ん
で
お
り
、
こ
れ
も

類
書
に
は
な
い
特
徴
か
と
思
い
ま
す
。

表3　本書執筆時点で筆者が務めている学会の委員など

日本医学会連合 専門医等人材育成検討委員会
医師偏在検討ワーキンググループ

日本遠隔医療学会 精神科遠隔医療分科会

日本金融ジェロントロジー協会 研修委員会

日本精神神経学会

医療経済委員会

医療DXに関する委員会

精神科医・精神科医療の実態把握に関する委員会
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本
書
の
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

第
１
章
で
は
日
本
の
医
療
の
現
在
地
、
構
造
的
な
課
題
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
地
域
・
診
療
科
の
偏
在
、

働
き
方
改
革
、
研
究
力
の
低
下
、
医
薬
品
供
給
不
足
の
背
景
な
ど
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

第
２
章
で
は
現
代
社
会
と
医
療
を
取
り
巻
く
問
題
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
女
性
医
師
の
増
加
、
受
験
競

争
の
過
熱
と
そ
の
弊へ

い

害が
い

、「
直ち

ょ
く

美び

」
を
は
じ
め
と
す
る
美
容
医
療
や
自
由
診
療
の
問
題
な
ど
に
つ
い
て
解

説
し
ま
す
。

第
３
章
で
は
医
療
の
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
（Digital Transform

ation

：
Ｄ
Ｘ
）
に

つ
い
て
取
り
上
げ
、
マ
イ
ナ
保
険
証
の
問
題
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の
普
及
、
Ａ
Ｉ
医
療
機
器
の
現
状
に
つ

い
て
解
説
し
ま
す
。

第
４
章
で
は
高
齢
化
社
会
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
認
知
症
や
お
金
の
問
題
、
医
療
費
の

自
己
負
担
額
の
考
え
方
、
終
末
期
医
療
の
現
状
と
課
題
な
ど
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

第
５
章
で
は
こ
れ
ま
で
の
内
容
を
総
括
し
、
今
後
の
日
本
の
保
健
医
療
体
制
を
維
持
・
発
展
さ
せ
て
い

く
た
め
に
必
要
な
改
革
に
つ
い
て
提
言
を
行
い
ま
す
。

本
編
に
入
る
前
に
、
筆
者
の
簡
単
な
自
己
紹
介
と
、
こ
の
本
の
目
指
す
と
こ
ろ
に
つ
い
て
少
し
書
か
せ
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て
い
た
だ
き
ま
す
。

筆
者
は
高
校
卒
業
後
に
医
学
部
に
進
学
し
、
医
者
に
な
る
た
め
の
勉
強
を
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

病
院
実
習
で
地
域
医
療
の
現
場
、
高
齢
者
医
療
の
現
場
な
ど
を
回
る
う
ち
に
、
今
後
の
人
口
減
少
や
超
高

齢
社
会
に
お
い
て
医
療
現
場
は
も
た
な
い
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
少
子
高
齢
化
に
対
し
て
日
本
は
ど
う
向
き
合
う
べ
き
か
と
い
う
政
策
・
制
度
方
面
へ
の
問
題
意

識
が
強
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
医
師
が
行
政
に
関
わ
る
進
路
と
し
て
、
初
期
臨
床
研
修
修
了
後
に
医
系

技
官
と
し
て
厚
生
労
働
省
に
入
職
す
る
方
法
が
あ
り
、
当
初
は
そ
の
道
も
考
え
ま
し
た
。
し
か
し
、
当
時

の
自
分
は
、
早
く
政
策
側
に
携
わ
り
た
い
と
考
え
、
大
学
在
学
中
に
国
家
公
務
員
試
験
を
受
け
、
卒
業
後

す
ぐ
に
官
僚
に
な
り
ま
し
た
。

就
職
し
た
内
閣
府
で
は
、
高
齢
社
会
対
策
や
、
子
育
て
支
援
な
ど
、
関
心
の
あ
る
業
務
に
就
く
こ
と
も

で
き
、
や
り
が
い
を
も
っ
て
働
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
特
に
、
昨
今
の
官
邸
を
中
心
と
し
た
政
治
主
導

の
現
状
や
、
各
種
政
策
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
を
学
べ
た
こ
と
は
、
現
在
の
研
究
に
お
い
て
も
大
き
な
財
産
と

な
っ
て
い
ま
す
。
一
方
で
、
行
政
官
個
人
の
努
力
だ
け
で
は
日
本
が
抱
え
る
複
雑
な
社
会
課
題
は
解
決
で

き
な
い
と
い
う
現
実
に
直
面
し
、
悩
み
ま
し
た
。
ま
た
実
務
を
経
験
す
る
中
で
、
自
分
の
適
性
が
研
究
職

寄
り
で
は
な
い
か
と
考
え
、
個
人
と
し
て
の
発
信
が
制
限
さ
れ
る
官
僚
の
立
場
か
ら
離
れ
、
違
う
形
で
世
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の
中
の
役
に
立
て
れ
ば
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
退
職
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

内
閣
府
退
職
後
は
、
東
京
女
子
医
科
大
学
東
医
療
セ
ン
タ
ー
で
の
初
期
臨
床
研
修
を
経
て
、
慶
應
義
塾

大
学
医
学
部
の
精
神
・
神
経
科
学
教
室
に
入
局
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
複
数
の
大
学
病
院
で
の
勤
務
を
経
験

す
る
中
で
、
現
場
の
多
忙
さ
、
研
究
時
間
確
保
の
難
し
さ
な
ど
を
実
感
す
る
と
と
も
に
、
同
じ
東
京
都
内

の
大
学
病
院
で
あ
っ
て
も
運
営
・
経
営
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
学
び
ま
し
た
。
ま
た
、
精
神

科
医
・
産
業
医
と
し
て
働
き
な
が
ら
、
国
際
医
療
福
祉
大
学
大
学
院
の
社
会
医
学
分
野
で
学
び
、
オ
ン
ラ

イ
ン
診
療
の
規
制
・
政
策
の
研
究
で
博
士
（
医
学
）
を
取
得
し
ま
し
た
。
精
神
科
の
よ
う
な
臨
床
系
の
医

局
で
働
き
な
が
ら
、
他
分
野
か
つ
学
外
の
大
学
院
に
進
学
す
る
こ
と
は
事
例
と
し
て
は
か
な
り
少
な
い
ケ

ー
ス
な
の
で
す
が
、
双
方
の
先
生
方
に
多
大
な
ご
理
解
・
ご
配
慮
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
場
を
借
り

て
改
め
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

診
療
科
と
し
て
精
神
科
を
選
ん
だ
直
接
的
な
き
っ
か
け
は
、
官
僚
時
代
に
過
重
労
働
が
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル

ス
不
調
を
引
き
起
こ
す
現
場
を
目
の
当
た
り
に
し
た
こ
と
で
、
産
業
保
健
の
制
度
な
ど
と
併
せ
て
改
め
て

問
題
意
識
を
も
っ
た
こ
と
で
す
が
、
精
神
科
医
療
の
現
場
・
研
究
に
携た

ず
さわ

っ
た
こ
と
で
長
期
入
院
や
終
末

期
医
療
の
現
状
、
認
知
症
と
社
会
の
問
題
、
向
精
神
薬
の
濫ら

ん

用よ
う

・
転
売
の
問
題
な
ど
、
多
く
の
医
療
問
題

に
接
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
研
究
者
一
本
の
道
で
は
な
く
、
臨
床
に
従
事
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
た
さ
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ま
ざ
ま
な
経
験
は
本
書
に
も
活
か
せ
た
と
思
い
ま
す
。

現
在
は
、
慶
應
義
塾
大
学
医
学
部
ヒ
ル
ズ
未
来
予
防
医
療
・
ウ
ェ
ル
ネ
ス
共
同
研
究
講
座
の
特
任
助
教

と
し
て
、
社
会
医
学
、
デ
ジ
タ
ル
ヘ
ル
ス
な
ど
の
研
究
に
従
事
し
て
い
ま
す
。
特
に
、
う
つ
病
の
検
出
・

重
症
度
評
価
を
支
援
す
る
Ａ
Ｉ
医
療
機
器
の
開
発
に
は
精
神
・
神
経
科
学
教
室
時
代
か
ら
継
続
し
て
関
わ

っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
Ａ
Ｉ
医
療
機
器
を
は
じ
め
と
す
る
革
新
的
な
Ａ
Ｉ
・
デ
ジ
タ
ル
ヘ

ル
ス
が
社
会
に
導
入
さ
れ
た
際
に
起
こ
り
う
る
倫
理
的
・
法
的
・
社
会
的
課
題
（Ethical, Legal, Social 

Issues

： 

Ｅ
Ｌ
Ｓ
Ｉ
）
や
、
そ
れ
ら
の
課
題
を
適
切
に
社
会
に
発
信
す
る
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に

つ
い
て
学
ぶ
た
め
、
東
京
大
学
大
学
院
学
際
情
報
学
府
に
所
属
し
、
人
文
社
会
系
の
観
点
か
ら
も
研
究
を

行
っ
て
い
ま
す
。

以
上
の
よ
う
に
、
一
つ
の
分
野
を
極
め
た
ベ
テ
ラ
ン
、
と
は
い
え
な
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
一
般
的
な
医

師
の
キ
ャ
リ
ア
よ
り
も
か
な
り
多
様
な
経
験
・
研
究
を
し
て
き
た
こ
と
で
、
幅
広
い
観
点
か
ら
医
療
に
つ

い
て
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

本
書
が
出
版
さ
れ
る
前
年
の
２
０
２
４
年
に
は
、
医
師
の
働
き
方
改
革
の
開
始
、
健
康
保
険
証
の
新
規

発
行
停
止
な
ど
制
度
が
変
化
し
つ
つ
あ
る
一
方
で
、
政
府
の
検
討
会
で
初
め
て
「
直
美
」
が
取
り
上
げ
ら

れ
る
な
ど
新
し
い
課
題
の
登
場
、
外
来
医
師
多
数
区
域
で
の
新
規
開
業
を
規
制
す
る
方
針
も
示
さ
れ
る
な

13 はじめに



ど
、
医
療
全
体
に
お
い
て
様
々
な
変
化
が
生
じ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
現
役
世
代
の
負
担
軽
減
を
掲
げ
た
国

民
民
主
党
が
衆
議
院
選
挙
で
躍
進
し
、
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
ボ
ー
ト
を
握
る
な
ど
、
政
治
的
に
も
大
き
な
動

き
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
今
後
、
医
療
制
度
改
革
に
つ
い
て
の
国
民
的
な
議
論
は
ま
す

ま
す
盛
ん
に
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
た
め
、
本
書
の
よ
う
に
現
代
的
な
医
療
の
課
題
に
つ
い
て
横
断
的

に
ま
と
め
た
書
籍
を
執
筆
す
る
こ
と
で
、
多
く
の
方
々
に
思
考
を
整
理
す
る
た
め
の
叩
き
台
を
提
供
で
き

る
と
考
え
ま
し
た
。

と
は
い
え
、
医
師
・
研
究
者
と
し
て
若
手
で
あ
る
筆
者
が
、
他
の
先
生
方
を
差
し
置
い
て
、
こ
の
よ
う

な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
本
を
出
す
の
は
や
や
分
不
相
応
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
医
療

を
め
ぐ
る
環
境
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
中
で
、
現
代
的
な
医
療
の
課
題
に
つ
い
て
広
く
学
ぶ
た
め
の
手

に
取
り
や
す
い
情
報
が
不
足
し
て
お
り
、
議
論
す
る
た
め
の
材
料
を
少
し
で
も
増
や
す
こ
と
に
は
意
義
が

あ
る
と
考
え
ま
し
た
。
ま
た
、
本
書
で
も
詳
し
く
述
べ
ま
す
が
、
２
０
４
０
年
頃
ま
で
が
最
も
医
療
が
苦

し
い
時
期
を
迎
え
、
そ
れ
よ
り
前
に
制
度
の
見
直
し
を
議
論
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
自
分
が
ベ
テ
ラ

ン
に
な
っ
て
か
ら
で
は
遅
く
、
至
ら
な
い
点
の
多
い
身
で
あ
っ
て
も
声
を
上
げ
る
べ
き
と
考
え
ま
し
た
。

本
書
が
、
読
者
の
皆
様
が
今
後
の
日
本
の
医
療
の
在
り
方
を
考
え
る
た
め
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。
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本
書
の
構
成

本
書
は
現
代
日
本
に
お
け
る
医
療
問
題
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い
ま
す
が
、
ま
ず
第
１
章
で
は
日
本
の

医
療
制
度
が
、
他
国
と
比
較
し
て
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
整
理

し
ま
す
。
そ
の
上
で
、
今
現
在
の
日
本
の
医
療
が
直
面
し
て
い
る
大
き
な
問
題
と
し
て
、
医
師
の
偏
在
や

働
き
方
改
革
な
ど
の
「
医
療
提
供
体
制
」
の
問
題
と
、
増
加
し
続
け
る
「
国
民
医
療
費
」
の
２
つ
の
問
題

に
つ
い
て
概
説
し
ま
す
。

第
２
章
か
ら
第
４
章
で
は
、
そ
う
し
た
医
療
提
供
体
制
、
国
民
医
療
費
の
２
つ
の
大
き
な
問
題
に
影
響

す
る
直
近
の
論
点
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
第
５
章
で
ま
と
め
を
行
う
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。

総
論
よ
り
も
現
代
的
な
論
点
に
興
味
が
あ
る
方
は
第
２
章
〜
第
４
章
を
先
に
読
ん
で
も
ら
っ
て
も
構
い

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
結
局
の
と
こ
ろ
何
が
問
題
な
の
か
、
な
ぜ
改
善
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い

う
こ
と
を
理
解
す
る
上
で
は
、
第
１
章
の
議
論
に
立
ち
返
っ
て
考
え
て
も
ら
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
各
制
度
の
歴
史
や
詳
細
は
既
に
専
門
の
先
生
の
手
に
よ
る
類
書
も
多
く
あ
る
た
め
、
本
書
で
は

現
代
的
な
課
題
と
、
問
題
の
大
枠
を
摑
む
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
一
般
の
読
者
の
方

向
け
に
、
国
民
皆
保
険
制
度
や
財
政
な
ど
の
解
説
は
粗
い
も
の
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
ご
容
赦
く
だ
さ
い
。
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君は、

何と闘うか？

マーカー部分をクリックして、「ジセダイ」
をチェック!!!

「ジセダイ」は、20代以下の若者に向けた、
行動機会提案サイトです。読む→考える→行
動する。このサイクルを、困難な時代にあっ
ても前向きに自分の人生を切り開いていこう
とする次世代の人間に向けて提供し続けます。

ジセダイイベント

ジ セ ダ イ 総 研

星海社新書試し読み

メ イ ン コ ン テ ン ツ
著者に会える、同世代と話せるイベントを毎月

開催中！　行動機会提案サイトの真骨頂です！

若手専門家による、事実に基いた、論点の明確な読み物を。

「議論の始点」を供給するシンクタンク設立！

既刊・新刊を含む、
すべての星海社新書が試し読み可能！

https://ji-sedai.jp

https://ji-sedai.jp/event/info/
https://ji-sedai.jp/series/research/
https://ji-sedai.jp/book/publication/
https://ji-sedai.jp



