
医・歯・医 療 系 学 部 を 目 指 す 受 験 生 の 皆 さ ん へ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
と

教
養
、感
性
を
持
つ
医
療
人
た
れ

　

今
、
人
類
を
取
り
巻
く
環
境
は
大
き
く

変
動
し
て
い
ま
す
。
自
然
環
境
の
み
な
ら
ず
、

社
会
・
経
済
・
政
治
の
分
野
で
さ
ま
ざ
ま

な
困
難
な
現
象
が
生
じ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に

伴
い
、
医
学
・
医
療
の
世
界
も
大
き
く
変

わ
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
ゲ
リ
ラ
豪
雨
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
た
災
害
や
、
難
民
・
貧
困
を
原
因
と

し
た
生
活
環
境
の
劣
悪
化
は
感
染
症
を
発

病
さ
せ
、
多
く
の
被
害
者
も
出
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
急
速
な
少
子
高
齢
化
が
進
み
、
高

齢
に
伴
う
疾
患
に
対
応
し
た
新
し
い
医
療

が
必
要
に
な
っ
て
い
ま
す
。
個
人
レ
ベ
ル
で

病
気
の
発
症
前
に
そ
れ
を
予
測
し
、
予
防

す
る
こ
と
で
病
気
の
発
症
を
食
い
止
め
る
先

制
医
療
も
重
要
度
を
増
し
て
い
ま
す
。
東

京
医
科
歯
科
大
学
は
、
新
た
な
先
制
医
療

の
概
念
で
あ
る
統
合
先
制
医
歯
保
健
学
の

世
界
的
な
研
究
教
育
拠
点
を
目
指
し
て
い

ま
す
が
、
こ
の
先
制
医
療
に
も
ビ
ッ
グ
デ
ー

能
力
は
単
に
英
語
が
で
き
る
だ
け
で
は
だ
め

で
す
。
相
手
の
立
場
を
理
解
す
る
こ
と
、

す
な
わ
ち
患
者
さ
ん
の
言
う
こ
と
を
否
定

せ
ず
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
で

す
。
相
手
の
心
を
理
解
し
た
上
で
、
専
門

家
と
し
て
の
助
言
が
で
き
る
こ
と
、
な
お
か

つ一緒
に
な
っ
て
悩
み
、
苦
し
む
の
が
医
療
人

な
の
で
す
。 

目
指
す
は〝
文
理
融
合
〞を

身
に
つ
け
た「
知
と
癒
し
の
匠
」

　

今
、
医
療
の
分
野
は
目
覚
ま
し
い
ス
ピ
ー

ド
で
変
化
を
遂
げ
て
い
ま
す
。
ビ
ッ
グ
デ
ー

タ
を
利
用
し
た
〝
未
来
医
療
〞
も
現
実
の

も
の
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。
東
京
医
科
歯
科

大
学
で
は
Ａ
Ｉ
を
活
用
し
た
ゲ
ノ
ム
医
療
の

開
発
を
目
的
と
し
た
未
来
医
療
開
発
コ
ン

ソ
ー
シ
ア
ム
を
設
置
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う

に
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
や
Ｉ
ｏ
Ｔ
、
Ａ
Ｉ
、
ロ
ボ

テ
ィ
ク
ス
は
今
や
医
療
に
と
っ
て
必
須
な
も

の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

病
院
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
化
も
進
み
ま

す
。
将
来
は
、
患
者
さ
ん
は
顔
認
証
シ
ス

解
決
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
Ａ

Ｉ
が
進
歩
し
て
患
者
さ
ん
と
簡
単
な
会
話

く
ら
い
は
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
最
終

的
に
そ
の
病
気
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
考

察
し
て
正
し
い
診
断
を
下
せ
る
の
は
「
知

と
癒
し
の
能
力
」
を
も
っ
た
医
師
な
の
で
す
。

　
そ
し
て
、
超
長
寿
社
会
に
な
れ
ば
な
る
ほ

ど
、
尊
厳
を
持
っ
て
死
を
迎
え
る
に
は
ど
う

す
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
死
生
観
も
重
要
に

な
っ
て
き
ま
す
。
死
生
観
に
つ
い
て
の
教
育

を
充
実
さ
せ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
社
会
に

啓
発
し
て
い
く
こ
と
も
私
た
ち
の
大
切
な

役
目
で
す
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
高
校
時
代
に
は
教
養
と

感
性
、
多
様
性
を
受
け
入
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
３
つ
を
身
に
つ
け
て
ほ
し

い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
失
敗
を
恐
れ
な
い

こ
と
が
大
事
で
、
自
分
は
何
者
で
、
ど
ん

な
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
自
己
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
身
に
つ
け
る
経
験
を
積
む
こ
と

テ
ム
に
よ
る
自
動
受
付
を
通
り
、
問
診
ロ

ボ
ッ
ト
に
よ
る
問
診
を
受
け
た
後
に
受
診
す

る
こ
と
で
、
待
ち
時
間
が
ぐ
ん
と
短
縮
さ

れ
ま
す
。
問
診
や
診
察
の
結
果
は
電
子
カ

ル
テ
と
し
て
自
動
記
録
さ
れ
、
ビ
ッ
グ
デ
ー

タ
と
し
て
集
積
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
を
Ａ
Ｉ
が

デ
ー
タ
分
析
す
る
の
で
す
。
こ
う
し
て
患
者

サ
ー
ビ
ス
の
向
上
、
診
療
成
績
の
向
上
、
コ

ス
ト
削
減
、
業
務
効
率
化
が
促
進
さ
れ
る

わ
け
で
す
。

　

こ
う
し
た
時
代
に
、
医
療
人
は
文
理
融

合
の
知
識
と
考
え
方
が
要
求
さ
れ
ま
す
。

Ｉ
Ｔ
化
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
倫
理
・
法
律

な
ど
のEthical, Legal and Social 

Issues

（
倫
理
的
・
法
的
・
社
会
的
問
題
）

が
不
可
欠
な
も
の
に
な
っ
て
く
る
の
で
す
。

　
こ
こ
で
大
切
に
な
っ
て
く
る
の
が
「
知
と

癒
し
の
能
力
」
で
す
。
Ａ
Ｉ
の
デ
ー
タ
処

理
能
力
は
人
間
の
比
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

現
在
の
Ａ
Ｉ
は
自
ら
課
題
を
見
つ
け
自
ら

タ
、
Ａ
Ｉ
を
活
用
す
る
こ
と
が
不
可
欠
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
中
で
、
我
々
は
ど
ん
な
医
療

人
を
目
指
す
べ
き
な
の
か
。
そ
れ
が
、
東

京
医
科
歯
科
大
学
の
基
本
理
念
で
あ
る

「
知
と
癒
し
の
匠
を
創
造
し
、
人
々
の
幸
福

に
貢
献
す
る
」
の
中
に
凝
縮
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
い
う
「
知
」
に
は
、
ま
ず
、
知

識
と
技
術
が
あ
り
ま
す
。
医
学
的
知
識
は

医
療
人
と
し
て
必
要
で
す
し
、
技
術
も
医

療
人
に
と
っ
て
必
須
で
す
。
も
う一つ
「
知
」

で
大
切
な
の
が
、
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

で
す
。
つ
ま
り
、
自
分
自
身
を
よ
く
知
る

こ
と
が
大
切
で
す
。
患
者
さ
ん
と
話
し
て
い

る
時
、
自
分
自
身
を
知
ら
な
い
と
た
だ
単

に
同
情
す
る
だ
け
で
、
専
門
知
識
を
有
効

に
活
用
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

次
に
、「
癒
し
」
と
は
感
性
と
教
養
、

多
様
性
を
受
け
入
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
能
力
の
こ
と
で
す
。
物
事
に
敏
感
に
反

応
す
る
感
性
を
も
つ
こ
と
で
、
問
題
点
を
見

つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
教
養
は
、

知
識
を
精
神
活
動
も
含
め
自
分
の
中
で
高

め
て
い
く
こ
と
で
す
。
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
重
要
で
す
。
数
学
は
き
ち
ん
と
学
習
し

て
く
だ
さ
い
。
医
療
は
人
間
を
幸
せ
に
し

ま
す
。
心
も
体
も
健
康
で
な
い
と
人
間
は

幸
せ
を
感
じ
ま
せ
ん
。
幸
せ
な
社
会
の
土

台
を
つ
く
る
の
が
医
療
だ
と
い
う
認
識
を

持
っ
て
、
医
療
の
道
を
歩
ん
で
く
れ
る
こ
と

を
期
待
し
て
い
ま
す
。

世
界
の
健
康
レ
ベ
ル
向
上
へ

活
発
な
国
際
交
流
を
推
進 

　

文
部
科
学
省
「
ス
ー
パ
ー
グ
ロ
ー
バ
ル
大

学
創
成
支
援
」
タ
イ
プ
Ａ
（
ト
ッ
プ
型
）

に
採
択
さ
れ
た
東
京
医
科
歯
科
大
学
の「
Ｔ

Ｍ
Ｄ
Ｕ
型
グ
ロ
ー
バ
ル
ヘ
ル
ス
推
進
人
材
育

成
構
想
・
地
球
規
模
で
の
健
康
レ
ベ
ル
向
上

へ
の
挑
戦
」
は
、
世
界
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
長

寿
国
で
あ
り
、
国
民
皆
保
険
を
は
じ
め
保

険
医
療
分
野
の
制
度
が
充
実
し
て
い
る
わ

が
国
の
経
験
と
実
績
を
踏
ま
え
て
、
世
界

の
健
康
レ
ベ
ル
の
向
上
に
貢
献
し
よ
う
と
い

う
も
の
で
す
。

　
こ
の
た
め
、
学
部
生
レ
ベ
ル
か
ら
国
際
交

流
を
活
発
に
進
め
て
お
り
、
チ
リ
大
学
及

び
タ
イ
の
チ
ュ
ラ
ロ
ン
コ
ー
ン
大
学
に
続
き
、

２
０
１
９
年
６
月
に
は
タ
イ
の
マ
ヒ
ド
ン
大

学
と
の
間
で
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
デ
ィ
グ
リ
ー
（
共

同
学
位
）
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
認
め
ら
れ
、

２
０
２
０
年
４
月
に
開
設
し
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
サ
ン
デ
ィ

エ
ゴ
校
や
南
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
な
ど
ア
メ

リ
カ
の
大
学
と
の
協
定
を
結
ぶ
こ
と
で
、
ア

メ
リ
カ
に
拠
点
を
作
る
こ
と
を
目
指
し
て
い

ま
す
。
２
０
２
０
年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
関
連
し
て
、

２
０
１
８
年
５
月
に
は
附
属
病
院
に
国
際

医
療
部
を
新
設
し
、
外
国
人
患
者
の
受
け

入
れ
体
制
を
整
備
し
ま
し
た
。

世
界
最
先
端
の
研
究
実
現
へ 

若
手
人
材
の
育
成
に
尽
力

　

こ
れ
か
ら
の
医
療
で
は
、
先
制
医
療
が

大
き
な
要
素
と
な
っ
て
き
ま
す
。
ま
た
、
脳

の
科
学
が
ま
す
ま
す
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ

や
Ｉｏ
Ｔ
、
Ａ
Ｉ
が
必
要
な
技
術
と
し
て
組

み
込
ま
れ
、
こ
う
し
た
知
見
を
生
か
し
て

研
究
、
教
育
、
現
実
の
医
療
に
活
用
す
る

時
代
が
来
ま
す
。
こ
れ
ら
の
知
識
や
技
術

を
磨
き
、
な
お
か
つ
基
礎
的
な
研
究
も
堅

実
に
行
う
こ
と
が
肝
心
で
す
。
東
京
医
科

歯
科
大
学
で
は
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら

若
手
の
研
究
者
の
育
成
に
力
を
注
い
で
い
ま

す
。
ま
た
、
第
一
線
で
活
躍
し
て
い
る
シ
ニ

ア
に
も
高
等
研
究
院
と
い
う
活
躍
の
場
を

提
供
し
て
お
り
、
リ
サ
ー
チ
ユ
ニ
バ
ー
シ
テ
ィ

と
し
て
数
多
く
の
最
先
端
の
研
究
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
２
０
２
０
年
度
に
は
「
Ｍ
Ｄ

デ
ー
タ
科
学
セ
ン
タ
ー
」（
仮
称
）
を
開
設

す
る
予
定
で
す
。
ま
た
、「
創
生
医
学
コ
ン

ソ
ー
シ
ア
ム
」
で
は
、「
再
生
医
学
」
と
い

う
段
階
か
ら
、
さ
ら
に
歩
を
進
め
た
「
創

生
医
学
」
を
追
求
し
て
い
ま
す
。

　

東
京
医
科
歯
科
大
学
で
は
、「
教
職
員

と
学
生
は
誇
り
と
気
品
に
満
ち
、
生
き
生

き
し
て
い
る
」
「
患
者
さ
ん
は
本
学
病
院
を

信
頼
し
、
受
診
し
て
い
る
こ
と
を
誇
り
に

思
っ
て
い
る
」
「
同
窓
生
（
他
大
学
卒
業
生

も
含
む
）
が
胸
に
東
京
医
科
歯
科
大
学
の

バ
ッ
ジ
を
付
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
で
活
躍

し
て
い
る
」
と
い
う
大
学
の
将
来
像
実
現

に
向
け
、「
積
極
思
考
で
全
力
を
尽
く
す
」

「
己
を
知
れ
ば
邪
心
な
し
」
の
精
神
を
モ
ッ

ト
ー
に
、「
世
界
に
飛
翔
す
る
知
と
癒
し
の

匠
」
の
育
成
に
全
力
を
注
い
で
い
ま
す
。

「
己
を
知
れ
ば
邪
心
な
し
」―
―
。

デ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス
や
Ａ
Ｉ
が

医
学
・
医
療
の
世
界
を
変
え
る
今
、

〝
世
界
に
飛
翔
す
る

知
と
癒
し
の
匠
〞を
育
て
る

　

医
学
・
医
療
の
世
界
は
今
、
急
速
な
変
貌
を
遂
げ
て
い
ま
す
。
Ｉ
ｏ
Ｔ
、
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
、
Ａ
Ｉ
、

ロ
ボ
テ
ィ
ク
ス
の
進
歩
は
医
学
教
育
や
研
究
、
現
場
の
医
療
の
在
り
方
を
根
本
的
に
変
え
よ
う
と
し

て
お
り
、
そ
れ
は
〝
革
命
〞
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
ほ
ど
で
す
。
ま
た
、
温
暖
化
や
異
常
気
象

な
ど
地
球
規
模
の
自
然
環
境
の
変
化
や
、
政
治
・
経
済
の
動
向
が
、
医
学
・
医
療
の
世
界
に
ダ
イ
レ

ク
ト
に
反
映
す
る
時
代
と
な
っ
て
い
ま
す
。「
人
生
１
０
０
年
時
代
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
先
制

医
療
や
認
知
症
を
含
め
た
脳
科
学
や
健
康
長
寿
の
た
め
の
施
策
も
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
こ
う
し

た
中
で
、
医
療
人
に
求
め
ら
れ
る
も
の
は
何
か
。
医
療
を
目
指
す
若
者
は
ど
ん
な
学
び
を
す
れ
ば
い

い
か
。「
知
と
癒
し
の
匠
を
創
造
し
、
人
々
の
幸
福
に
貢
献
す
る
」
こ
と
を
掲
げ
る
東
京
医
科
歯
科

大
学
の
吉
澤
靖
之
学
長
に
お
伺
い
し
ま
し
た
。
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