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第
2
章
　
医
療
通
訳

　
日
本
で
暮
ら
す
在
留
外
国
人
の
増
加
と
と
も
に
、
日
本
語
で
十
分
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
で
き
な
い
人
た
ち
が
医
療
機
関
を
訪
れ

る
機
会
が
増
え
て
き
て
い
る
。
医
療
通
訳
と
は
、
病
院
や
医
院
な
ど
の
医
療
機
関
や
薬
局
な
ど
で
医
療
に
関
わ
る
会
話
を
対
象
に
、
二

つ
以
上
の
言
語
間
の
言
葉
の
橋
渡
し
を
お
こ
な
う
業
務
の
こ
と
で
あ
る
。

　
会
議
通
訳
の
一
つ
の
分
野
と
し
て
の
医
学
通
訳
も
あ
る
が
、
そ
の
お
も
な
業
務
は
医
学
学
会
や
医
学
系
の
イ
ベ
ン
ト
な
ど
で
の
通
訳

で
あ
る
。
本
書
で
扱
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
通
訳
と
し
て
の
医
療
通
訳
は
、
そ
の
よ
う
な
通
訳
と
は
ま
っ
た
く
異
な
り
、
地
域
社
会
で
暮
ら

す
人
た
ち
の
た
め
の
言
葉
の
橋
渡
し
を
お
こ
な
う
業
務
を
指
す
。
医
療
通
訳
は
高
度
な
知
識
や
通
訳
能
力
を
要
す
る
と
い
う
点
で
、
司

法
通
訳
と
並
び
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
通
訳
の
な
か
で
の
重
要
分
野
で
あ
る
。
こ
の
章
で
は
、
医
療
通
訳
の
意
義
や
根
拠
、
現
状
や
問
題
、

通
訳
者
の
倫
理
や
役
割
、
医
療
提
供
者
と
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
解
説
す
る
。
ま
た
、
医
療
通
訳
の
な
か
で
は
そ
の
意
義
な
ど
の
点
で

特
殊
な
位
置
づ
け
に
あ
る
「
メ
デ
ィ
カ
ル
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
に
つ
い
て
も
ふ
れ
た
い
。
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生
ま
れ
た
赤
ち
ゃ
ん
は
男
の
子
─
─
医
療
通
訳
の
現
場
か
ら

　
A
さ
ん
は
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
だ
が
、
日
本
人
と
結
婚
し
て
某
地
方
都
市
に
住
ん
で
い
る
。
ブ
ラ
ジ
ル
人
を
は
じ
め
と
す
る
外
国
人
が

多
く
暮
ら
し
て
い
る
地
域
な
の
で
、
外
国
人
の
た
め
の
医
療
に
対
応
し
て
い
る
病
院
も
い
く
つ
か
あ
り
、
A
さ
ん
は
そ
の
一
つ
で
看
護

助
手
と
い
う
立
場
で
専
任
の
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
雇
わ
れ
て
い
る
。
A
さ
ん
は
す
で
に
二
〇
年
間
、
こ
の
仕
事
に
従
事
し
て
い
て
、
ベ
テ

ラ
ン
の
域
に
達
し
て
い
る
。
A
さ
ん
の
お
も
な
仕
事
は
ブ
ラ
ジ
ル
人
が
来
院
し
た
と
き
の
通
訳
で
あ
る
。
通
訳
以
外
に
も
、
患
者
さ
ん

の
た
め
に
入
院
の
手
続
き
や
手
術
や
検
査
な
ど
に
関
す
る
説
明
を
し
た
り
す
る
の
も
仕
事
で
あ
る
。
毎
日
一
〇
人
以
上
の
ブ
ラ
ジ
ル
人

の
患
者
が
訪
れ
、
ほ
と
ん
ど
一
日
中
、
暇
な
時
間
は
な
い
。

　
A
さ
ん
が
医
療
通
訳
の
仕
事
を
始
め
て
ま
も
な
い
頃
、
通
訳
の
仕
事
の
難
し
さ
を
思
い
知
っ
た
出
来
事
が
あ
っ
た
。
産
婦
人
科
で
妊

娠
七
カ
月
目
の
妊
婦
さ
ん
の
定
期
検
診
の
通
訳
を
し
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
初
め
て
の
子
ど
も
だ
と
い
う
こ
と
で
、
妊
婦
さ
ん
も
そ

の
家
族
も
、
生
ま
れ
る
の
を
と
て
も
楽
し
み
に
し
て
い
る
。
超
音
波
検
査
を
し
な
が
ら
の
会
話
の
通
訳
を
し
た
。

医
師
　
赤
ち
ゃ
ん
は
元
気
に
育
っ
て
い
ま
す
。
心
配
な
い
で
す
よ
。

妊
婦
　
男
か
女
か
わ
か
り
ま
す
か
。

医
師
　
そ
う
で
す
ね
。
は
っ
き
り
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
映
像
で
見
る
限
り
、
女
の
子
の
よ
う
で
す
ね
。

妊
婦
　
そ
う
で
す
か
。
う
れ
し
い
で
す
。

　
三
カ
月
後
、
赤
ち
ゃ
ん
が
生
ま
れ
た
。
男
の
子
だ
っ
た
。
妊
婦
さ
ん
と
家
族
は
た
い
へ
ん
が
っ
か
り
し
た
。
そ
れ
は
、
男
の
子
が
欲
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し
く
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
そ
の
家
族
の
出
身
地
方
で
は
、
子
ど
も
が
生
ま
れ
る
前
に
、
そ
の
子
の
た
め
に
衣
服
や
道
具
、
家
具

な
ど
、
す
べ
て
用
意
し
て
お
く
と
い
う
習
慣
が
あ
り
、
子
ど
も
の
性
別
が
わ
か
っ
た
場
合
、
何
も
か
も
そ
れ
に
合
わ
せ
て
用
意
を
す
る

こ
と
に
な
る
。
そ
の
家
族
は
、
女
の
子
だ
と
言
わ
れ
て
、
産
着
や
ベ
ビ
ー
ベ
ッ
ド
、
お
も
ち
ゃ
、
食
器
な
ど
、
す
べ
て
女
の
子
用
の
も

の
を
そ
ろ
え
て
し
ま
っ
て
い
た
の
だ
。
産
婦
さ
ん
は
A
さ
ん
に
、｢

診
察
の
と
き
、
た
し
か
に
、
女
の
子
で
す
、
と
言
わ
れ
た
の
に
、

男
の
子
だ
っ
た
じ
ゃ
な
い
、
ど
う
し
て
く
れ
る
の｣

と
、
怒
っ
て
文
句
を
言
っ
て
き
た
。
A
さ
ん
は
、｢

と
き
ど
き
判
断
が
間
違
う
こ

と
も
あ
る
ん
で
す
。
ご
め
ん
な
さ
い｣

と
謝
る
し
か
な
か
っ
た
。

　
そ
の
こ
と
が
気
に
な
っ
た
A
さ
ん
は
、
診
察
の
と
き
の
こ
と
を
思
い
出
し
、
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
は
っ
と
し
た
。
自
分
の
通
訳
が

問
題
だ
っ
た
ら
し
い
。
医
師
は
、「
は
っ
き
り
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
映
像
で
見
る
限
り
女
の
子
」
と
言
っ
た
。
し
か
し
、
A
さ

ん
は
、「
は
っ
き
り
と
は
わ
か
ら
な
い
」「
こ
の
映
像
で
見
る
限
り
」
と
い
う
表
現
の
持
つ
意
味
が
し
っ
か
り
と
伝
わ
る
よ
う
に
は
訳
せ

て
い
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
超
音
波
映
像
で
は
、
赤
ち
ゃ
ん
の
性
器
が
映
れ
ば
男
の
子
だ
と
わ
か
る
が
、
男
の
子
で
あ
っ
て
も
性
器
が

映
ら
な
い
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
だ
か
ら
映
像
で
は
女
の
子
に
見
え
て
も
、「
今
は
そ
う
見
え
る
」
と
い
う
だ
け
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
そ

れ
を
、
A
さ
ん
は
「
女
の
子
」
の
部
分
を
強
調
し
て
訳
し
て
し
ま
っ
た
。

　
そ
し
て
、
そ
の
後
の
診
察
で
、
妊
婦
さ
ん
が
と
き
ど
き
、
こ
れ
か
ら
生
ま
れ
る
子
ど
も
の
こ
と
を
「
私
の
娘
」
と
表
現
す
る
こ
と
も

あ
っ
た
の
で
、
女
の
子
だ
と
確
信
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
A
さ
ん
は
何
も
深
く
考
え
な
か
っ
た
。
し
か
も
、

医
師
に
は
「
私
の
娘
」
と
い
う
部
分
を
、
日
本
語
と
し
て
自
然
な
「
赤
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
表
現
で
訳
し
て
い
た
の
だ
。
も
し
正
確
に

「
娘
」
と
訳
し
て
い
れ
ば
、
医
師
も
気
づ
い
て
、「
ま
だ
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
女
の
子
だ
と
決
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
で
す
よ
」
と
言
っ

た
に
ち
が
い
な
い
の
に
、
A
さ
ん
は
そ
の
チ
ャ
ン
ス
す
ら
奪
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
性
別
に
合
わ
せ
て
赤
ち
ゃ
ん
の
も
の
を
全
部
そ
ろ
え
る
と
い
う
習
慣
が
あ
る
人
た
ち
だ
と
知
っ
て
い
れ
ば
、
も
っ
と
慎
重
に
通
訳
で

き
た
の
に
と
、
A
さ
ん
は
た
い
へ
ん
悔
し
い
思
い
を
し
た
。
い
ま
で
は
医
療
機
器
も
進
化
し
、
赤
ち
ゃ
ん
の
性
別
は
ほ
ぼ
一
〇
〇
パ
ー
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セ
ン
ト
正
確
に
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
当
時
の
状
況
で
は
、
も
っ
と
慎
重
に
な
る
べ
き
だ
っ
た
。
A
さ
ん
が
自
分
の
未
熟
さ
を
身

に
し
み
て
感
じ
た
事
件
だ
っ
た
。

医
療
通
訳
と
生
存
権

　
日
本
国
憲
法
第
二
五
条
第
一
項
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

す
べ
て
国
民
は
、
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
を
有
す
る
。

｢

健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
権
利｣

に
は
、
安
全
な
医
療
へ
の
権
利
も
含
ま
れ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
ま
た
、
日

本
が
批
准
し
て
い
る
国
際
人
権
A
規
約
（
社
会
権
規
約
）
第
一
二
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

1  

こ
の
規
約
の
締
結
国
は
、
す
べ
て
の
者
が
到
達
可
能
な
最
高
水
準
の
身
体
及
び
精
神
の
健
康
を
享
受
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
認

め
る
。

　
こ
の
規
約
は
、
締
約
国
に
対
し
、
第
一
に
、
妊
婦
、
乳
幼
児
お
よ
び
児
童
の
健
康
、
第
二
に
、
環
境
衛
生
お
よ
び
産
業
衛
生
の
改
善
、

第
三
に
、
病
気
の
予
防
と
治
療
、
第
四
に
、
医
療
、
看
護
な
ど
の
確
保
の
た
め
の
そ
れ
ぞ
れ
の
措
置
を
取
る
べ
き
こ
と
を
義
務
づ
け
た

も
の
で
あ
る
（
外
務
省
「
世
界
人
権
宣
言
と
国
際
人
権
規
約
」http://w

w
w

.m
ofa.go.jp/m

ofaj/gaiko/udhr/kiyaku.htm
l

）。
こ
れ
ら
の
条
文
は
、
す

べ
て
の
者
に
「
健
康
を
享
受
す
る
権
利
」
が
あ
り
、
医
療
や
看
護
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
国
が
条
件
を
整
え
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。




