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日本アジア医療看護育成会からの活動トピックス

３
年
半
ぶ
り

　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
、
脳
卒
中
や
心
疾
患
、
糖
尿
病
と
い
っ

た
生
活
習
慣
病
に
よ
る
死
亡
者
数
の
増
加
や
、
高
齢
者
の
運

動
機
能
低
下
に
よ
る
フ
レ
イ
ル
・
サ
ル
コ
ペ
ニ
ア
と
い
っ
た

問
題
が
大
き
く
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
健
康
の
た
め
に

運
動
習
慣
を
取
り
入
れ
よ
う
と
い
う
考
え
は
あ
ま
り
み
ら
れ

な
い
の
で
、
日
本
の
考
え
方
を
伝
え
る
こ
と
は
大
切
で
す
。

特
に
、
生
活
を
健
康
的
に
整
え
て

い
く
役
割
の
あ
る
看
護
師
や
看
護

学
生
に
は
ぜ
ひ
知
っ
て
も
ら
い
た

い
考
え
方
で
す
。

　

JAM
NA

の
設
立
趣
旨
の
一
つ

に
「
日
本
式
医
療
を
普
及
さ
せ
る

こ
と
で
医
療
水
準
の
向
上
に
貢
献

す
る
」
と
い
う
目
的
が
あ
り
ま
す
。
運
動
療
法
の
講
演
を
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
の
看
護
学
生
へ
行
う
こ
と
を
通
し
て
、
運
動
習
慣
へ

の
意
識
が
向
上
し
て
い
く
こ
と
を
願
い
、
今
後
も
講
義
を
継
続

し
て
行
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

約
３
０
０
名
が
参
加

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
て
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催

　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
、
平
均
寿
命
が
急
激
に
高
く
な
っ
て
き

て
お
り
、
高
齢
者
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
平

均
寿
命
が
70
歳
前
後
で
す
の
で
、
認
知
症
と
言
っ
て
も
重
症
の

方
は
少
な
い
現
状
で
す
。
ま
た
、
高
齢
の
方
の
中
に
は
、
認
知

症
の
症
状
が
表
れ
て
い
て
も
、
周
囲
の
理
解
を
得
ら
れ
て
い
な

い
方
が
多
く
い
ま
す
。
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
で
は
今
後
、
平
均
寿
命

が
延
び
、
認
知
症
に
ま
つ
わ
る

問
題
が
表
面
化
す
る
と
推
測
さ

れ
ま
す
。
ケ
ア
を
す
る
介
護
士
、

看
護
師
や
家
族
が
認
知
症
の
方

へ
の
対
応
に
困
る
こ
と
も
予
測

　

２
０
２
２
年
９
月
１
３
日
（
火
）

に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
バ
ン
ジ
ャ
ル

マ
シ
ン
市
内
の
ホ
テ
ル
に
お
い
て
、

JAM
N
A 

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
ご
紹
介
や

当
法
人
主
催
の
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催

し
ま
し
た
。
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
が
今
後
抱
え
る
高
齢

化
問
題
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
、
２
つ

の
講
演
を
行
い
ま
し
た
。
看
護
学

生
を
中
心
に
約
３
０
０
名
が
参
加

さ
れ
、
盛
況
の
う
ち
に
閉
会
し
ま

し
た
。

「
高
齢
者
に
対
す
る
運
動
療
法
」

講
演
者　

森
山 

善
文

講
演 

に
込
め
た
想
い
と
は

「
介
護
と
は
何
か　

〜
認
知
症
ケ
ア
か
ら
考
え
る
〜
」

講
演
者　

河
合 

千
恵
子

（
裏
面
へ
続
く
）

さ
れ
ま
す
。

　

本
講
演
で
は
、
認
知
症
や
ケ
ア
の
方
法
に
つ
い
て
ケ
ー
ス
ス

タ
デ
ィ
を
用
い
な
が
ら
、
医
療
従
事
者
と
し
て
認
知
症
患
者
と

の
関
わ
り
方
を
お
伝
え
し
ま
し
た
。

　

認
知
症
患
者
と
向
き
合
う
中
で
重
要
な
の
は
、
相
手
を
思
い

や
る
マ
イ
ン
ド
で
す
。
こ
こ
が
備
わ
っ
て
い
な
い
方
は
技
術
を

身
に
着
け
て
も
、
良
い
ケ
ア
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
脳
の
障
害
に

よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
行
動
を
否
定
さ
れ
た
ら
ど
う
感

じ
る
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
れ
ば
よ
い
の
か
、
知
識
を

伝
え
て
い
く
こ
と
で
、
最
初
は
他
人
事
に
感
じ
て
い
た
様
子
の

参
加
者
も
意
識
が
変
わ
っ
て
い
く
の
を
感
じ
ま
し
た
。

　

日
本
と
同
様
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
も
介
護
に
対
す
る
意
識
が

定
着
す
る
に
は
時
間
が
か
か
る
と
思
い
ま
す
。
今
後
も
高
齢
者

ケ
ア
に
つ
い
て
の
講
習
を
提
供
し
、
日
本
の
技
術
の
普
及
促
進

に
努
め
て
参
り
ま
す
。

講演の様子（河合千恵子）

講演の様子（森山善文）



２
月
に
２
年
ぶ
り
の
来
日
受
験
が
実
現
し
ま
し
た
。
今
回
は
惜
し

く
も
合
格
は
か
な
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
受
験
終
了
直
後
か
ら
、

来
年
に
向
け
て
対
策
を
考
え
る
な
ど
、
前
向
き
に
取
り
組
ん
で
い

 　

２
０
２
２
年
度
の
再
受
験
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
５
名
の
応

募
が
あ
り
、
７
月
の
ジ
ャ
カ
ル
タ
で
の
第
１
次
選
抜
試
験
に
４
名

が
受
験
し
３
名
が
合
格
。
そ
の
後
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
学
習
会
を

開
催
し
、
１
０
月
に
は
第
２
次
選
抜
試
験
を
実
施
し
３
名
が
合
格
。

２
０
２
２
年
度　

再
受
験
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
報
告

J
A
M
N
A
研
究
員　

小
笠
原 

広
実

る
受
験
者
も
い
ま
し
た
。

　

今
回
支
援
し
た
３
名
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
駐
在
し
て
い
る
日
本
人
が
よ

く
利
用
し
て
い
る
ク
リ
ニ
ッ
ク
や
保
険
会
社
で
、
看
護
師
や
通
訳
と
し
て
活

躍
し
て
い
る
人
た
ち
で
す
。
そ
し
て
日
本
で
看
護
師
と
し
て
働
い
て
家
族
を

呼
び
寄
せ
一
緒
に
暮
ら
し
た
い
と
い
う
強
い
願
い
を
持
っ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
通
勤
に
は
ひ
ど
い
渋
滞
の
た
め
に
毎
日
２
〜
３
時
間
を
要
し
、
平
日
に

勉
強
時
間
を
確
保
す
る
の
は
至
難
の
業
で
す
。
そ
れ
で
も
、
仕
事
の
合
間
や

バ
ス
の
中
で
ス
マ
ホ
の
ア
プ
リ
を
使
い
、
過
去
問
題
に
取
り
組
む
な
ど
の
努

力
を
し
て
い
ま
す
。

　

す
で
に
基
本
的
な
医
療
・
看
護
の
知
識
は
学
習
し
て
い
る
の
で
す
が
、
今

後
合
格
す
る
た
め
に
は
、
日
本
語
の
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
読
み
取
る
力
、

長
文
の
中
か
ら
ポ
イ
ン
ト
を
読
み
解
く
力
が
不
可
欠
で
す
。
ま
た
日
本
独
自

の
介
護
保
険
制
度
や
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
正
し
い
理
解
が
求
め
ら

れ
ま
す
。

　

応
募
者
た
ち
の
合
格
へ
の
強
い
思
い
を
、
今
後
も
支
え
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
、
平
均
寿
命
が
急
激
に
高
く
な
っ
て
き

て
お
り
、
高
齢
者
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
平

均
寿
命
が
70
歳
前
後
で
す
の
で
、
認
知
症
と
言
っ
て
も
重
症
の

方
は
少
な
い
現
状
で
す
。
ま
た
、
高
齢
の
方
の
中
に
は
、
認
知

症
の
症
状
が
表
れ
て
い
て
も
、
周
囲
の
理
解
を
得
ら
れ
て
い
な

い
方
が
多
く
い
ま
す
。
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
で
は
今
後
、
平
均
寿
命

が
延
び
、
認
知
症
に
ま
つ
わ
る

問
題
が
表
面
化
す
る
と
推
測
さ

れ
ま
す
。
ケ
ア
を
す
る
介
護
士
、

看
護
師
や
家
族
が
認
知
症
の
方

へ
の
対
応
に
困
る
こ
と
も
予
測

さ
れ
ま
す
。

　

本
講
演
で
は
、
認
知
症
や
ケ
ア
の
方
法
に
つ
い
て
ケ
ー
ス
ス

タ
デ
ィ
を
用
い
な
が
ら
、
医
療
従
事
者
と
し
て
認
知
症
患
者
と

の
関
わ
り
方
を
お
伝
え
し
ま
し
た
。

　

認
知
症
患
者
と
向
き
合
う
中
で
重
要
な
の
は
、
相
手
を
思
い

や
る
マ
イ
ン
ド
で
す
。
こ
こ
が
備
わ
っ
て
い
な
い
方
は
技
術
を

身
に
着
け
て
も
、
良
い
ケ
ア
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
脳
の
障
害
に

よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
行
動
を
否
定
さ
れ
た
ら
ど
う
感

じ
る
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
れ
ば
よ
い
の
か
、
知
識
を

伝
え
て
い
く
こ
と
で
、
最
初
は
他
人
事
に
感
じ
て
い
た
様
子
の

参
加
者
も
意
識
が
変
わ
っ
て
い
く
の
を
感
じ
ま
し
た
。

　

日
本
と
同
様
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
も
介
護
に
対
す
る
意
識
が

定
着
す
る
に
は
時
間
が
か
か
る
と
思
い
ま
す
。
今
後
も
高
齢
者

ケ
ア
に
つ
い
て
の
講
習
を
提
供
し
、
日
本
の
技
術
の
普
及
促
進

に
努
め
て
参
り
ま
す
。

来日した 3名と記念写真

勉強の様子


