
千葉大学医学部・千葉白菊会

献体ってご存じですか？
死後、医学の発展のために自らの「身体」を
医学部に一定期間提供する制度です。
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千葉大学医学部へ献体しませんか？
千葉大学医学部へ献体登録いただける方は、以下の条件があります。
①満60才以上　②千葉県内在住　③過去・現在の病歴に　結核  B型肝炎  C型肝炎  等、感染力の強い伝染病が無い　
④配偶者・子供等ご家族の同意が得られる　⑤将来の時点でご遺骨を引き取る方がいる

STEP 1
申込書類請求

千葉白菊会へお電話ください。

043-226-2988
献体登録についてご説明し、申込書類を
郵送いたします。申込書類は「千葉白菊
会」ホームページからダウンロードして印
刷することもできます。

ご記入いただいた申込書類は、千葉白菊会（〒260-8670 千葉市中央区亥鼻１-８-１千葉大学医学部内）宛に郵送してください。

STEP 2
記入書類送付

記入例を参考のうえ、以下の書類にご記
入ください。
①献体登録申込書
②献体登録同意書・遺骨の引受人
　(申込書裏面)
③承諾書
④献体を希望した動機・決意記入用紙
　記入した書類は「千葉白菊会」宛にお送
　りください。

STEP 3
登録証受取

お送りいただいた申込書類を審査のうえ、
登録が決定した方に献体登録証などをご
自宅宛に郵送いたします。
今後とも、お元気にお暮しください。

献体からご遺骨返還まで

献体登録までの流れ

会員の方がお亡くなりになられま
したら、すみやかに下記までお電
話ください。

千葉大学献体受付専用番号
043-226-2504
※平日・土日祝日とも24時間対応
　いたします。
※生前に献体登録を済ませていな
　い方はお受けできません。

※千葉大学には埋葬施設がありませんので、ご遺骨は必ずお引き取りいただきます。

大学への搬送前に、ご葬
儀・お別れの会などを行っ
ていただくことは可能です。
搬送後のご対面は出来ませ
んので、ご親族様方でよく
ご相談なさってください。

「死亡診断書」のコピーを搬
送する者にお渡しください。
その後、大学からご用意い
ただく書類のご案内を郵送
いたします。

※「埋火葬許可書」の火葬
　場は「千葉市斎場」とご
　指定ください。

解剖実習終了後、大学職員
の付き添いのもとにご遺体
を火葬させていただきます。
ご遺骨をお返しするのは、
通常２～３年後になります。
毎年「解剖慰霊祭」を行い、
ご遺族様へお返ししていま
す。

１. 献体の連絡 ２. 献体の引取 ３. 書類の用意 ４. ご遺骨の返還
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P6 誌上講演「高齢者に多い目の病気」
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日
本
で
は
、
一
口
に
解
剖
と
言
っ
て
も
３
つ
の
タ
イ

プ
が
存
在
し
ま
す
。
死
因
を
究
明
す
る
た
め
の
解
剖
、

治
療
の
効
果
を
調
べ
る
解
剖
、
正
常
構
造
を
知
る
た
め

の
解
剖
の
３
つ
で
す
。
３
つ
の
解
剖
が
ご
っ
ち
ゃ
に

な
っ
て
間
違
え
て
認
識
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
を
よ
く
見

か
け
ま
す
の
で
少
し
詳
し
く
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
死
因
を
究
明
す
る
た
め
の
解
剖
は
、
司
法
解
剖
、
行

政
解
剖
と
い
い
ま
す
。
ニ
ュ
ー
ス
や
ド
ラ
マ
な
ど
で
し

ば
し
ば
耳
に
す
る
司
法
解
剖
は
、
事
件
性
が
疑
わ
れ
る

場
合
に
死
因
な
ど
を
究
明
す
る
た
め
に
行
わ
れ
ま
す
。

高
度
な
専
門
知
識
を
も
っ
た
法
医
学
者
が
執
刀
す
る
の

が
基
本
で
す
。
司
法
解
剖
の
必
要
性
の
有
無
は
捜
査
を

担
当
す
る
「
検
察
」
や
「
警
察
」
が
判
断
し
ま
す
。
警

察
の
要
請
に
応
じ
て
裁
判
所
が
許
可
を
す
れ
ば
、「
遺
族

の
同
意
な
し
」
に
解
剖
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

　
治
療
の
効
果
を
調
べ
る
解
剖
は
、
病
理
解
剖
と
言
い

ま
す
。
病
理
解
剖
は
、
病
気
で
亡
く
な
っ
た
人
を
対
象

に
、
死
因
の
特
定
の
ほ
か
、
診
断
の
妥
当
性
や
治
療
の

効
果
を
確
か
め
る
た
め
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
目
的
で
病

院
に
お
い
て
実
施
さ
れ
ま
す
。
担
当
す
る
の
は
病
理
学

の
専
門
家
で
す
。
亡
く
な
ら
れ
た
直
後
に
、「
遺
族
の
同

意
」
が
得
ら
れ
る
と
実
施
さ
れ
ま
す
。
一
般
的
に
は
脳

と
内
臓
を
取
り
出
し
て
保
存
し
た
ら
、
遺
体
は
す
ぐ
に

ご
遺
族
に
お
返
し
す
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
取
り
出
し

た
臓
器
は
じ
っ
く
り
分
析
し
て
、
得
ら
れ
た
結
果
は
、

今
後
の
診
断
や
治
療
の
重
要
な
資
料
と
な
り
ま
す
。

　
正
常
構
造
を
知
る
た
め
の
解
剖
は
、
正
常
解
剖
と
言
い

ま
す
。
身
体
の
仕
組
み
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
解
剖
で
す
。
我
が
国
初
の
腑
分
け
を
実
施
し
た
山
脇

東
洋
や
、「
解
体
新
書
」
を
書
い
た
こ
と
で
有
名
な
杉
田

玄
白
、
そ
し
て
医
学
教
育
と
し
て
、
我
が
国
最
初
の
解
剖

実
習
を
担
当
し
た
ポ
ン
ペ
。
現
代
の
分
類
で
い
え
ば
彼
ら

の
行
っ
た
解
剖
は
、
こ
の
正
常
解
剖
に
当
た
り
ま
す
。
現

代
で
は
実
施
す
る
の
は
解
剖
学
者
で
あ
り
法
医
学
や
病
理

学
と
は
ま
た
違
っ
た
領
域
の
専
門
家
に
な
り
ま
す
。
正
常

解
剖
の
み
が
、
本
人
の
生
前
同
意
に
よ
っ
て
解
剖
が
可
能

と
な
り
ま
す
。
ま
だ
ご
存
命
の
間
に
、「
私
が
死
ん
だ
あ

と
、
灰
に
す
る
前
に
ぜ
ひ
教
育
や
研
究
目
的
に
役
立
て
て

欲
し
い
」
と
書
面
で
書
い
て
く
だ
さ
っ
た
方
が
対
象
で
、

こ
れ
を
「
献
体
」
と
言
い
ま
す
。

　
多
岐
に
わ
た
る
医
学
教
育
の
土
台
は
、
解
剖
学
と
生

理
学
に
大
別
さ
れ
ま
す
。
一
言
で
言
え
ば
、
構
造
（
解

剖
学
）
と
機
能
（
生
理
学
）
で
す
。
学
生
は
１
〜
２
年

生
の
う
ち
に
こ
の
人
体
の
基
本
と
な
る
科
目
（
基
礎
医

学
）
を
中
心
に
学
び
ま
す
。
そ
し
て
３
〜
４
年
生
に
な

る
と
異
常
状
態
で
あ
る
疾
患
を
中
心
と
し
た
臨
床
医
学

を
学
び
、
５
〜
６
年
生
に
な
る
と
病
院
で
入
院
し
て
い

る
患
者
さ
ん
を
相
手
に
実
学
を
学
ん
で
い
き
ま
す
。
各

大
学
で
様
々
な
特
色
は
あ
る
も
の
の
、
概
ね
こ
の
よ
う

な
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
卒
業
し
て
医
師
免
許
を
取
得
す
れ

ば
初
期
研
修
医
（
２
年
間
）
と
し
て
指
導
医
の
元
で
実

際
に
患
者
さ
ん
の
主
治
医
と
し
て
診
療
し
な
が
ら
処
方

や
手
術
な
ど
に
携
わ
り
ま
す
。
初
期
研
修
が
終
了
す
る

と
保
険
医
の
資
格
が
得
ら
れ
て
法
的
に
も
一
人
で
診
療

が
可
能
と
な
り
ま
す
。

　
さ
て
、
私
た
ち
の
担
当
す
る
肉
眼
解
剖
学
は
こ
の
医

学
の
「
医
」
の
字
も
わ
か
ら
な
い
19
才
〜
20
才
の
頃
に

学
ぶ
事
に
な
り
ま
す
。
試
し
に
解
剖
学
の
教
科
書
を
見

て
み
ま
し
ょ
う
。
解
剖
学
の
教
科
書
の
多
く
は
、
頭
部
、

胸
部
、
腹
部
、
骨
盤
部
、
四
肢
、
脊
椎
な
ど
の
部
位
毎

に
構
造
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
胸
部
と
言

わ
れ
る
場
所
に
は
、
心
臓
・
肺
・
食
道
・
胸
椎
と
様
々

な
器
官
が
混
在
し
て
い
ま
す
。

　
一
方
、
生
理
学
の
教
科
書
は
、
骨
筋
系
か
ら
始
ま
り
、

循
環
器
系
、
消
化
器
系
、
泌
尿
生
殖
器
系
、
呼
吸
器
系
、

神
経
系
と
言
っ
た
感
じ
に
体
内
で
機
能
し
て
い
る
臓
器

別
で
ま
と
め
た
も
の
が
多
い
で
す
。
病
院
の
診
療
科
で

よ
く
見
か
け
る
分
類
で
す
ね
。
ほ
と
ん
ど
の
医
師
は
最

終
的
に
臓
器
別
の
領
域
の
専
門
家
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

因
み
に
私
は
「
四
肢
・
脊
椎
」
と
い
う
部
位
に
あ
る
「
骨

筋
系
と
神
経
系
」
と
い
う
臓
器
を
扱
う
整
形
外
科
医
に

な
り
ま
す
。

　
こ
の
２
つ
の
分
類
の
仕
方
は
医
学
教
育
上
、
大
き
な
影

響
を
与
え
て
い
ま
す
。
部
位
毎
に
様
々
な
臓
器
が
混
在
し

て
い
る
状
態
で
学
ん
だ
解
剖
学
の
知
識
が
、
上
級
生
に

な
っ
て
診
療
科
毎
に
学
習
を
始
め
る
段
階
で
上
手
に
繋
が

ら
ず
、
別
の
学
問
の
よ
う
に
感
じ
て
し
ま
う
事
が
よ
く
起

こ
る
の
で
す
。
折
角
学
ん
だ
解
剖
学
が
臨
床
と
繋
が
ら

ず
、「
こ
ん
な
基
本
解
剖
も
分
か
ら
な
い
の
か
！
」
と
高

学
年
で
行
う
病
院
実
習
で
怒
ら
れ
た
経
験
は
ほ
と
ん
ど
の

医
師
が
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
将
来
の
診
療
科
に
繋
が
る
よ
う
に
臓
器
別
で
解
剖
学

を
学
ん
だ
方
が
理
解
し
や
す
い
の
で
は
な
い
か
？
と
い

う
考
え
方
も
あ
り
ま
す
。
実
際
、
解
剖
学
の
教
科
書
に

も
臓
器
別
で
ま
と
め
た
タ
イ
プ
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

「
構
造
を
学
ぶ
」
と
は
、
各
部
位
に
様
々
な
系
統
の
臓
器

が
複
雑
に
絡
み
合
っ
た
よ
う
に
存
在
し
て
い
る
事
を
理

解
す
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
特
に
実
際
に
人
体
を
解

剖
し
て
中
を
観
察
す
る
「
解
剖
実
習
」
は
「
部
位
毎
」

に
解
剖
し
、
人
体
構
造
の
複
雑
さ
、
精
巧
さ
、
そ
し
て

機
能
美
を
知
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
解
剖
は
、
ま
さ
に

部
位
別
で
学
ぶ
意
義
が
大
き
い
学
問
と
も
言
え
ま
す
。

　
臨
床
で
は
、
正
常
構
造
が
破
綻
し
て
病
気
・
怪
我
が

起
こ
り
ま
す
。
ど
こ
の
何
が
ど
の
よ
う
に
壊
れ
た
の
か
、

疾
患
を
学
ぶ
と
き
に
人
体
と
い
う
地
図
に
あ
る
地
名
を

す
べ
て
知
っ
て
い
な
い
と
、
そ
も
そ
も
理
解
が
で
き
ま

せ
ん
。
こ
う
い
っ
た
意
味
で
解
剖
学
は
「
す
べ
て
の
医

学
の
基
本
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
の
で
す
ね
。

　
こ
の
解
剖
学
、
医
学
部
以
外
で
も
様
々
な
医
療
系
の
学

部
で
学
び
ま
す
。
薬
学
部
、
看
護
学
部
、
理
学
療
法
学
部
・

作
業
料
法
学
部
、
鍼
灸
・
柔
道
整
復
師
系
の
専
門
学
校
な

ど
な
ど…

。
ご
遺
体
を
使
っ
た
解
剖
実
習
は
ほ
ぼ
医
学
部

に
限
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
学
部
・
専
門
学
校
の
多
く

は
医
学
部
の
解
剖
学
教
室
に
依
頼
し
て
解
剖
見
学
を
実
施

し
て
い
る
と
こ
ろ
も
多
い
で
す
。
や
は
り
、
患
者
を
触
れ

て
業
務
を
行
う
に
は
、
皮
膚
の
下
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の

か
、
紙
の
上
の
知
識
だ
け
で
な
く
、
一
度
は
本
物
を
確
認

し
て
お
く
事
が
重
要
だ
か
ら
で
す
。

　
献
体
さ
れ
た
ご
遺
体
を
解
剖
す
る
事
に
は
、
解
剖
学

を
学
ぶ
だ
け
で
な
く
、
も
う
一
つ
大
き
な
意
義
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
は
、
人
に
命
を
託
さ
れ
た
と
い
う
責
任
を

感
じ
、
責
任
を
持
っ
て
任
務
を
遂
行
す
る
と
い
う
「
医

師
と
し
て
の
基
本
姿
勢
」
を
最
初
に
学
ぶ
瞬
間
に
な
る

か
ら
で
す
。
私
た
ち
医
師
は
、
一
期
一
会
で
出
会
っ
た

患
者
に
対
し
て
、
そ
の
背
景
の
如
何
に
関
わ
ら
ず
全
力

で
治
療
に
当
た
り
ま
す
。
疲
れ
て
い
る
か
ら
、
性
格
が

合
わ
な
い
か
ら
、
な
ど
と
言
っ
た
理
由
で
診
療
の
手
を

抜
く
な
ど
と
い
う
発
想
は
捨
て
去
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

患
者
に
全
て
を
委
ね
ら
れ
る
と
い
う
責
任
は
非
常
に
重

い
の
で
す
。
こ
の
「
全
て
を
委
ね
ら
れ
た
」
と
い
う
状

況
を
ご
遺
体
が
初
め
て
学
生
達
に
体
感
さ
せ
て
下
さ
い

ま
す
。

　「
献
体
の
意
志
」
を
示
し
て
く
だ
さ
り
、
そ
の
す
べ
て

を
託
し
て
く
だ
さ
っ
た
ご
遺
体
に
対
し
て
、
学
生
は
ど

こ
ま
で
真
摯
な
取
り
組
み
を
続
け
ら
れ
る
で
し
ょ
う

か
？
19
〜
20
才
と
言
え
ば
、
受
験
戦
争
が
終
わ
り
大
学

に
晴
れ
て
入
学
。
部
活
に
バ
イ
ト
、
恋
愛
と
刺
激
的
な

毎
日
を
送
る
の
が
普
通
で
す
。
普
通
の
学
部
な
ら
夜
更

か
し
し
て
居
眠
り
し
て
も
問
題
無
い
授
業
も
い
く
ら
で

も
あ
り
ま
す
。
医
学
部
の
学
生
も
、
同
じ
よ
う
な
気
持

ち
で
大
学
生
活
を
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
し
か
し
、
ど
こ

か
で
自
分
達
が
た
だ
の
学
生
で
は
な
い
こ
と
に
気
が
つ

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
こ
の
解
剖
実
習
に
な
る

の
で
す
。
３
ヶ
月
に
わ
た
り
解
剖
実
習
室
に
閉
じ
込
め

ら
れ
て
心
身
共
に
疲
弊
し
て
い
く
ほ
ど
解
剖
実
習
は
大

変
な
の
で
す
が
、
友
人
達
と
支
え
合
い
、
ご
遺
体
か
ら

託
さ
れ
た
想
い
を
裏
切
ら
ず
学
生
達
は
や
り
遂
げ
よ
う

と
努
力
し
て
い
き
ま
す
。

　
疲
労
か
ら
手
を
抜
き
た
く
な
る
瞬
間
も
訪
れ
る
こ
と

も
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な
と
き
、
献
体
し
て
く
だ
さ
っ

た
方
の
気
持
ち
、
そ
し
て
快
く
送
り
出
し
て
下
さ
っ
た

ご
遺
族
の
気
持
ち
を
想
像
し
ま
す
。
信
じ
て
預
け
て
く

れ
た
の
だ
か
ら
、
頑
張
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
！
期
待

に
応
え
な
い
と
な
ら
な
い
！
と
い
う
気
持
ち
に
さ
せ
る

授
業
な
ど
、
ほ
か
に
あ
り
ま
せ
ん
。
献
体
頂
い
た
ご
遺

体
は
そ
れ
を
教
え
る
師
匠
と
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
私

た
ち
は
そ
ん
な
事
を
学
ば
せ
て
く
れ
る
ご
遺
体
に
敬
意

を
表
し
て
、
ご
遺
体
の
先
生
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　
日
本
で
は
、
全
て
の
医
師
が
必
ず
ご
遺
体
で
学
ん
だ

経
験
を
有
し
ま
す
。「
医
学
の
第
一
歩
」
を
教
え
て
く
だ

さ
っ
た
ご
遺
体
の
先
生
か
ら
頂
い
た
善
意
を
、
目
の
前

の
患
者
に
お
返
し
を
す
る
つ
も
り
で
今
日
も
各
地
で
診

療
に
当
た
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
素
晴
ら
し
い
献
体
制
度

に
、
一
人
で
も
多
く
の
方
が
賛
同
し
て
く
だ
さ
る
こ
と

を
祈
っ
て
お
り
ま
す
。

献
体
が
支
え
る
解
剖
学

千
葉
大
学
医
学
部 

環
境
生
命
医
学 

准
教
授
　鈴
木  

崇
根

解
剖
の
種
類

医
学
教
育
に
お
け
る
解
剖
学

献
体
さ
れ
た
ご
遺
体
が
学
生
に
伝
え
る
事
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日
本
で
は
、
一
口
に
解
剖
と
言
っ
て
も
３
つ
の
タ
イ

プ
が
存
在
し
ま
す
。
死
因
を
究
明
す
る
た
め
の
解
剖
、

治
療
の
効
果
を
調
べ
る
解
剖
、
正
常
構
造
を
知
る
た
め

の
解
剖
の
３
つ
で
す
。
３
つ
の
解
剖
が
ご
っ
ち
ゃ
に

な
っ
て
間
違
え
て
認
識
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
を
よ
く
見

か
け
ま
す
の
で
少
し
詳
し
く
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
死
因
を
究
明
す
る
た
め
の
解
剖
は
、
司
法
解
剖
、
行

政
解
剖
と
い
い
ま
す
。
ニ
ュ
ー
ス
や
ド
ラ
マ
な
ど
で
し

ば
し
ば
耳
に
す
る
司
法
解
剖
は
、
事
件
性
が
疑
わ
れ
る

場
合
に
死
因
な
ど
を
究
明
す
る
た
め
に
行
わ
れ
ま
す
。

高
度
な
専
門
知
識
を
も
っ
た
法
医
学
者
が
執
刀
す
る
の

が
基
本
で
す
。
司
法
解
剖
の
必
要
性
の
有
無
は
捜
査
を

担
当
す
る
「
検
察
」
や
「
警
察
」
が
判
断
し
ま
す
。
警

察
の
要
請
に
応
じ
て
裁
判
所
が
許
可
を
す
れ
ば
、「
遺
族

の
同
意
な
し
」
に
解
剖
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

　
治
療
の
効
果
を
調
べ
る
解
剖
は
、
病
理
解
剖
と
言
い

ま
す
。
病
理
解
剖
は
、
病
気
で
亡
く
な
っ
た
人
を
対
象

に
、
死
因
の
特
定
の
ほ
か
、
診
断
の
妥
当
性
や
治
療
の

効
果
を
確
か
め
る
た
め
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
目
的
で
病

院
に
お
い
て
実
施
さ
れ
ま
す
。
担
当
す
る
の
は
病
理
学

の
専
門
家
で
す
。
亡
く
な
ら
れ
た
直
後
に
、「
遺
族
の
同

意
」
が
得
ら
れ
る
と
実
施
さ
れ
ま
す
。
一
般
的
に
は
脳

と
内
臓
を
取
り
出
し
て
保
存
し
た
ら
、
遺
体
は
す
ぐ
に

ご
遺
族
に
お
返
し
す
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
取
り
出
し

た
臓
器
は
じ
っ
く
り
分
析
し
て
、
得
ら
れ
た
結
果
は
、

今
後
の
診
断
や
治
療
の
重
要
な
資
料
と
な
り
ま
す
。

　
正
常
構
造
を
知
る
た
め
の
解
剖
は
、
正
常
解
剖
と
言
い

ま
す
。
身
体
の
仕
組
み
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
解
剖
で
す
。
我
が
国
初
の
腑
分
け
を
実
施
し
た
山
脇

東
洋
や
、「
解
体
新
書
」
を
書
い
た
こ
と
で
有
名
な
杉
田

玄
白
、
そ
し
て
医
学
教
育
と
し
て
、
我
が
国
最
初
の
解
剖

実
習
を
担
当
し
た
ポ
ン
ペ
。
現
代
の
分
類
で
い
え
ば
彼
ら

の
行
っ
た
解
剖
は
、
こ
の
正
常
解
剖
に
当
た
り
ま
す
。
現

代
で
は
実
施
す
る
の
は
解
剖
学
者
で
あ
り
法
医
学
や
病
理

学
と
は
ま
た
違
っ
た
領
域
の
専
門
家
に
な
り
ま
す
。
正
常

解
剖
の
み
が
、
本
人
の
生
前
同
意
に
よ
っ
て
解
剖
が
可
能

と
な
り
ま
す
。
ま
だ
ご
存
命
の
間
に
、「
私
が
死
ん
だ
あ

と
、
灰
に
す
る
前
に
ぜ
ひ
教
育
や
研
究
目
的
に
役
立
て
て

欲
し
い
」
と
書
面
で
書
い
て
く
だ
さ
っ
た
方
が
対
象
で
、

こ
れ
を
「
献
体
」
と
言
い
ま
す
。

　
多
岐
に
わ
た
る
医
学
教
育
の
土
台
は
、
解
剖
学
と
生

理
学
に
大
別
さ
れ
ま
す
。
一
言
で
言
え
ば
、
構
造
（
解

剖
学
）
と
機
能
（
生
理
学
）
で
す
。
学
生
は
１
〜
２
年

生
の
う
ち
に
こ
の
人
体
の
基
本
と
な
る
科
目
（
基
礎
医

学
）
を
中
心
に
学
び
ま
す
。
そ
し
て
３
〜
４
年
生
に
な

る
と
異
常
状
態
で
あ
る
疾
患
を
中
心
と
し
た
臨
床
医
学

を
学
び
、
５
〜
６
年
生
に
な
る
と
病
院
で
入
院
し
て
い

る
患
者
さ
ん
を
相
手
に
実
学
を
学
ん
で
い
き
ま
す
。
各

大
学
で
様
々
な
特
色
は
あ
る
も
の
の
、
概
ね
こ
の
よ
う

な
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
卒
業
し
て
医
師
免
許
を
取
得
す
れ

ば
初
期
研
修
医
（
２
年
間
）
と
し
て
指
導
医
の
元
で
実

際
に
患
者
さ
ん
の
主
治
医
と
し
て
診
療
し
な
が
ら
処
方

や
手
術
な
ど
に
携
わ
り
ま
す
。
初
期
研
修
が
終
了
す
る

と
保
険
医
の
資
格
が
得
ら
れ
て
法
的
に
も
一
人
で
診
療

が
可
能
と
な
り
ま
す
。

　
さ
て
、
私
た
ち
の
担
当
す
る
肉
眼
解
剖
学
は
こ
の
医

学
の
「
医
」
の
字
も
わ
か
ら
な
い
19
才
〜
20
才
の
頃
に

学
ぶ
事
に
な
り
ま
す
。
試
し
に
解
剖
学
の
教
科
書
を
見

て
み
ま
し
ょ
う
。
解
剖
学
の
教
科
書
の
多
く
は
、
頭
部
、

胸
部
、
腹
部
、
骨
盤
部
、
四
肢
、
脊
椎
な
ど
の
部
位
毎

に
構
造
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
胸
部
と
言

わ
れ
る
場
所
に
は
、
心
臓
・
肺
・
食
道
・
胸
椎
と
様
々

な
器
官
が
混
在
し
て
い
ま
す
。

　
一
方
、
生
理
学
の
教
科
書
は
、
骨
筋
系
か
ら
始
ま
り
、

循
環
器
系
、
消
化
器
系
、
泌
尿
生
殖
器
系
、
呼
吸
器
系
、

神
経
系
と
言
っ
た
感
じ
に
体
内
で
機
能
し
て
い
る
臓
器

別
で
ま
と
め
た
も
の
が
多
い
で
す
。
病
院
の
診
療
科
で

よ
く
見
か
け
る
分
類
で
す
ね
。
ほ
と
ん
ど
の
医
師
は
最

終
的
に
臓
器
別
の
領
域
の
専
門
家
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

因
み
に
私
は
「
四
肢
・
脊
椎
」
と
い
う
部
位
に
あ
る
「
骨

筋
系
と
神
経
系
」
と
い
う
臓
器
を
扱
う
整
形
外
科
医
に

な
り
ま
す
。

　
こ
の
２
つ
の
分
類
の
仕
方
は
医
学
教
育
上
、
大
き
な
影

響
を
与
え
て
い
ま
す
。
部
位
毎
に
様
々
な
臓
器
が
混
在
し

て
い
る
状
態
で
学
ん
だ
解
剖
学
の
知
識
が
、
上
級
生
に

な
っ
て
診
療
科
毎
に
学
習
を
始
め
る
段
階
で
上
手
に
繋
が

ら
ず
、
別
の
学
問
の
よ
う
に
感
じ
て
し
ま
う
事
が
よ
く
起

こ
る
の
で
す
。
折
角
学
ん
だ
解
剖
学
が
臨
床
と
繋
が
ら

ず
、「
こ
ん
な
基
本
解
剖
も
分
か
ら
な
い
の
か
！
」
と
高

学
年
で
行
う
病
院
実
習
で
怒
ら
れ
た
経
験
は
ほ
と
ん
ど
の

医
師
が
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
将
来
の
診
療
科
に
繋
が
る
よ
う
に
臓
器
別
で
解
剖
学

を
学
ん
だ
方
が
理
解
し
や
す
い
の
で
は
な
い
か
？
と
い

う
考
え
方
も
あ
り
ま
す
。
実
際
、
解
剖
学
の
教
科
書
に

も
臓
器
別
で
ま
と
め
た
タ
イ
プ
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

「
構
造
を
学
ぶ
」
と
は
、
各
部
位
に
様
々
な
系
統
の
臓
器

が
複
雑
に
絡
み
合
っ
た
よ
う
に
存
在
し
て
い
る
事
を
理

解
す
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
特
に
実
際
に
人
体
を
解

剖
し
て
中
を
観
察
す
る
「
解
剖
実
習
」
は
「
部
位
毎
」

に
解
剖
し
、
人
体
構
造
の
複
雑
さ
、
精
巧
さ
、
そ
し
て

機
能
美
を
知
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
解
剖
は
、
ま
さ
に

部
位
別
で
学
ぶ
意
義
が
大
き
い
学
問
と
も
言
え
ま
す
。

　
臨
床
で
は
、
正
常
構
造
が
破
綻
し
て
病
気
・
怪
我
が

起
こ
り
ま
す
。
ど
こ
の
何
が
ど
の
よ
う
に
壊
れ
た
の
か
、

疾
患
を
学
ぶ
と
き
に
人
体
と
い
う
地
図
に
あ
る
地
名
を

す
べ
て
知
っ
て
い
な
い
と
、
そ
も
そ
も
理
解
が
で
き
ま

せ
ん
。
こ
う
い
っ
た
意
味
で
解
剖
学
は
「
す
べ
て
の
医

学
の
基
本
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
の
で
す
ね
。

　
こ
の
解
剖
学
、
医
学
部
以
外
で
も
様
々
な
医
療
系
の
学

部
で
学
び
ま
す
。
薬
学
部
、
看
護
学
部
、
理
学
療
法
学
部
・

作
業
料
法
学
部
、
鍼
灸
・
柔
道
整
復
師
系
の
専
門
学
校
な

ど
な
ど…

。
ご
遺
体
を
使
っ
た
解
剖
実
習
は
ほ
ぼ
医
学
部

に
限
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
学
部
・
専
門
学
校
の
多
く

は
医
学
部
の
解
剖
学
教
室
に
依
頼
し
て
解
剖
見
学
を
実
施

し
て
い
る
と
こ
ろ
も
多
い
で
す
。
や
は
り
、
患
者
を
触
れ

て
業
務
を
行
う
に
は
、
皮
膚
の
下
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の

か
、
紙
の
上
の
知
識
だ
け
で
な
く
、
一
度
は
本
物
を
確
認

し
て
お
く
事
が
重
要
だ
か
ら
で
す
。

　
献
体
さ
れ
た
ご
遺
体
を
解
剖
す
る
事
に
は
、
解
剖
学

を
学
ぶ
だ
け
で
な
く
、
も
う
一
つ
大
き
な
意
義
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
は
、
人
に
命
を
託
さ
れ
た
と
い
う
責
任
を

感
じ
、
責
任
を
持
っ
て
任
務
を
遂
行
す
る
と
い
う
「
医

師
と
し
て
の
基
本
姿
勢
」
を
最
初
に
学
ぶ
瞬
間
に
な
る

か
ら
で
す
。
私
た
ち
医
師
は
、
一
期
一
会
で
出
会
っ
た

患
者
に
対
し
て
、
そ
の
背
景
の
如
何
に
関
わ
ら
ず
全
力

で
治
療
に
当
た
り
ま
す
。
疲
れ
て
い
る
か
ら
、
性
格
が

合
わ
な
い
か
ら
、
な
ど
と
言
っ
た
理
由
で
診
療
の
手
を

抜
く
な
ど
と
い
う
発
想
は
捨
て
去
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

患
者
に
全
て
を
委
ね
ら
れ
る
と
い
う
責
任
は
非
常
に
重

い
の
で
す
。
こ
の
「
全
て
を
委
ね
ら
れ
た
」
と
い
う
状

況
を
ご
遺
体
が
初
め
て
学
生
達
に
体
感
さ
せ
て
下
さ
い

ま
す
。

　「
献
体
の
意
志
」
を
示
し
て
く
だ
さ
り
、
そ
の
す
べ
て

を
託
し
て
く
だ
さ
っ
た
ご
遺
体
に
対
し
て
、
学
生
は
ど

こ
ま
で
真
摯
な
取
り
組
み
を
続
け
ら
れ
る
で
し
ょ
う

か
？
19
〜
20
才
と
言
え
ば
、
受
験
戦
争
が
終
わ
り
大
学

に
晴
れ
て
入
学
。
部
活
に
バ
イ
ト
、
恋
愛
と
刺
激
的
な

毎
日
を
送
る
の
が
普
通
で
す
。
普
通
の
学
部
な
ら
夜
更

か
し
し
て
居
眠
り
し
て
も
問
題
無
い
授
業
も
い
く
ら
で

も
あ
り
ま
す
。
医
学
部
の
学
生
も
、
同
じ
よ
う
な
気
持

ち
で
大
学
生
活
を
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
し
か
し
、
ど
こ

か
で
自
分
達
が
た
だ
の
学
生
で
は
な
い
こ
と
に
気
が
つ

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
こ
の
解
剖
実
習
に
な
る

の
で
す
。
３
ヶ
月
に
わ
た
り
解
剖
実
習
室
に
閉
じ
込
め

ら
れ
て
心
身
共
に
疲
弊
し
て
い
く
ほ
ど
解
剖
実
習
は
大

変
な
の
で
す
が
、
友
人
達
と
支
え
合
い
、
ご
遺
体
か
ら

託
さ
れ
た
想
い
を
裏
切
ら
ず
学
生
達
は
や
り
遂
げ
よ
う

と
努
力
し
て
い
き
ま
す
。

　
疲
労
か
ら
手
を
抜
き
た
く
な
る
瞬
間
も
訪
れ
る
こ
と

も
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な
と
き
、
献
体
し
て
く
だ
さ
っ

た
方
の
気
持
ち
、
そ
し
て
快
く
送
り
出
し
て
下
さ
っ
た

ご
遺
族
の
気
持
ち
を
想
像
し
ま
す
。
信
じ
て
預
け
て
く

れ
た
の
だ
か
ら
、
頑
張
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
！
期
待

に
応
え
な
い
と
な
ら
な
い
！
と
い
う
気
持
ち
に
さ
せ
る

授
業
な
ど
、
ほ
か
に
あ
り
ま
せ
ん
。
献
体
頂
い
た
ご
遺

体
は
そ
れ
を
教
え
る
師
匠
と
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
私

た
ち
は
そ
ん
な
事
を
学
ば
せ
て
く
れ
る
ご
遺
体
に
敬
意

を
表
し
て
、
ご
遺
体
の
先
生
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　
日
本
で
は
、
全
て
の
医
師
が
必
ず
ご
遺
体
で
学
ん
だ

経
験
を
有
し
ま
す
。「
医
学
の
第
一
歩
」
を
教
え
て
く
だ

さ
っ
た
ご
遺
体
の
先
生
か
ら
頂
い
た
善
意
を
、
目
の
前

の
患
者
に
お
返
し
を
す
る
つ
も
り
で
今
日
も
各
地
で
診

療
に
当
た
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
素
晴
ら
し
い
献
体
制
度

に
、
一
人
で
も
多
く
の
方
が
賛
同
し
て
く
だ
さ
る
こ
と

を
祈
っ
て
お
り
ま
す
。

献
体
が
支
え
る
解
剖
学

千
葉
大
学
医
学
部 

環
境
生
命
医
学 

准
教
授
　鈴
木  

崇
根

解
剖
の
種
類

医
学
教
育
に
お
け
る
解
剖
学

献
体
さ
れ
た
ご
遺
体
が
学
生
に
伝
え
る
事



解剖の種類

献体が学生に教える医の倫理
　医学部は、「良医」を育てることが使命です。しかし、「良医」とは、知識だけ持てば良いというもので

はありません。必要なのは、高い倫理観です。しかし倫理についての知識を学んだだけではやはりそれは

知識だけで終わります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　学生たちは、専門の勉強をはじめるにあたり、「解剖実習」を行います。「良い医師・歯科医師になるために、

自分のからだを使って十分に勉強して下さい。」という願いをこめて献体されたご遺体から学ばせて頂くこと

により、学生たちは解剖学の知識の習得と同時に、献体に対する感謝の気持ちと、その期待に応えなけ

ればならないという責任と自覚を持つことになります。ご遺体は医学生にとって初めての患者であり、普通

の学生が医師への扉を開く第一歩となります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　献体の最大の意義は、「自らの遺体を無条件・無報酬で提供することによって、学識・人格ともに優れ

た医師・歯科医師を養成するための支えとなり、次の世代の人達のために役立とうとすること」にあります。

千葉白菊会とは、千葉大学医学部へ献体登録をした方たちのボランティア団体です。
千葉白菊会は、千葉大学医学部が実施する以下の活動に協力しています。

1． 献体の普及・啓発活動

3． 会報の発行

5.  献体者の供養

2． 献体登録業務

4． 千葉大学医学部の学生教育への協力

千葉白菊会について

献体とは
　
１
９
６
５
年
（
昭
和
40
年
）、
千
葉
白
菊
会
は
白
菊
会

本
部
（
東
京
）
千
葉
支
部
と
し
て
、
初
代
支
部
長
齋
藤

利
一
氏
が
自
宅
を
事
務
所
に
活
動
を
開
始
し
ま
し
た
。

初
年
度
の
会
員
数
は
僅
か
11
名
。
献
体
の
理
念
に
共
感

す
る
仲
間
を
増
や
す
為
、
活
動
開
始
当
時
は
市
町
村
役

場
や
高
齢
者
施
設
を
訪
問
し
会
員
募
集
を
行
う
な
ど
、

非
常
に
苦
労
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
１
９

８
２
年
（
昭
和
57
年
）
10
月
16
日
、
千
葉
白
菊
会
と
し

て
独
立
し
ま
す
。

　
地
道
な
活
動
が
実
を
結
び
、
会
員
数
も
少
し
ず
つ
増

え
て
い
き
ま
す
。
１
９
７
２
年（
昭
和
47
年
）１
０
０
名
、

特
に
１
９
８
３
年
（
昭
和
58
年
）「
医
学
及
び
歯
学
の
教

育
の
た
め
の
献
体
に
関
す
る
法
律
」（
通
称
献
体
法
）
が

制
定
さ
れ
る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
メ
デ
ィ
ア
に
多
数
記
事
化

さ
れ
た
こ
と
で
認
知
度
は
一
気
に
広
が
り
、
入
会
者
は

１
９
８
６
年
（
昭
和
61
年
）
に
は
１
，０
０
０
名
、
１
９

９
６
年
（
平
成
８
年
）
に
は
２
，０
０
０
名
、
２
０
０
４

年
（
平
成
16
年
）
に
は
会
員
数
は
最
大
の
２
，３
８
２
名

に
達
し
ま
し
た
。
そ
の
後
「
増
え
す
ぎ
」
を
懸
念
し
て

一
時
的
に
入
会
制
限
を
実
施
す
る
事
態
に
ま
で
な
り
ま

し
た
が
、
そ
れ
を
機
に
残
念
な
が
ら
入
会
者
数
が
減
少

を
始
め
て
し
ま
い
ま
す
（
図
）。
同
じ
頃
、
解
剖
学
の
領

域
で
は
方
向
性
に
大
き
な
変
化
が
生
ま
れ
て
き
ま
し
た
。

学
生
の
解
剖
実
習
だ
け
で
な
く
、
卒
業
後
の
外
科
医
な

ど
に
も
必
要
と
な
っ
た
の
で
す
。
１
９
９
０
年
代
か
ら

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
歩
に
よ
り
内
視
鏡
を
始
め
様
々
な

手
術
機
器
が
開
発
さ
れ
、
従
来
の
大
雑
把
な
手
術
か
ら
、

非
常
に
細
や
か
な
手
術
へ
大
き
く
変
化
を
始
め
ま
す
。

そ
の
変
化
に
外
科
医
の
技
術
や
解
剖
の
知
識
が
付
い
て

い
け
ず
に
医
療
事
故
が
多
発
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

ご
遺
体
を
患
者
に
見
立
て
て
手
術
を
実
施
し
、
周
辺
解

剖
を
し
っ
か
り
学
ぶ
事
が
安
全
の
た
め
に
必
要
と
な
っ

た
の
で
す
。
千
葉
大
学
も
い
ち
早
く
こ
の
重
要
性
に
気

が
つ
き
、
２
０
１
０
年
に
医
師
が
手
術
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

や
解
剖
研
究
、
医
療
機
器
開
発
が
で
き
る
施
設
「
ク
リ

ニ
カ
ル
ア
ナ
ト
ミ
ー
ラ
ボ
」（
C
A
L
）
を
設
立
し
ま
す
。

す
る
と
今
度
は
一
気
に
需
要
が
高
ま
り
、
相
対
的
に
解

剖
用
献
体
が
不
足
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
献
体
登

録
か
ら
逝
去
さ
れ
る
ま
で
、
10-

20
年
か
か
る
こ
と
を
考

え
る
と
、
現
在
の
入
会
者
数
で
は
10
年
後
に
は
解
剖
用

献
体
が
完
全
に
不
足
し
、
学
生
や
外
科
医
の
教
育
が
行

え
な
く
な
る
可
能
性
が
高
い
で
す
。
私
た
ち
千
葉
大
学

は
、
１
人
で
も
多
く
の
皆
様
に
、
医
療
を
支
え
て
い
る
献

体
の
素
晴
ら
し
さ
を
知
っ
て
頂
き
、
次
世
代
の
た
め
に
ご

支
援
・
ご
協
力
を
お
願
い
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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千葉白菊会入会者推移

解剖には大きく分けて次の 3 種類があります。

１．正常解剖：正常構造を知るための解剖 … 本人の意志が最優先（遺族も反対しない場合）

２．病理解剖：治療の効果を調べる解剖 …… 遺族の同意のみ（本人の意志は不要）

３．法医解剖：死因を究明するための解剖 … 警察・検察の判断（同意は不要）

献体は１の正常解剖となります。

医学および歯学の発展と、力量の高い医師・歯科医師を育て、社会へ送りだすために、

死後に自分の肉体（遺体）を解剖学の実習用教材となる事を約し、

遺族が故人の意思に沿って医学部・歯学部の解剖学教室などに「無条件・無報酬」で提供することです。
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自分のからだを使って十分に勉強して下さい。」という願いをこめて献体されたご遺体から学ばせて頂くこと

により、学生たちは解剖学の知識の習得と同時に、献体に対する感謝の気持ちと、その期待に応えなけ

ればならないという責任と自覚を持つことになります。ご遺体は医学生にとって初めての患者であり、普通

の学生が医師への扉を開く第一歩となります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　献体の最大の意義は、「自らの遺体を無条件・無報酬で提供することによって、学識・人格ともに優れ

た医師・歯科医師を養成するための支えとなり、次の世代の人達のために役立とうとすること」にあります。

千葉白菊会とは、千葉大学医学部へ献体登録をした方たちのボランティア団体です。
千葉白菊会は、千葉大学医学部が実施する以下の活動に協力しています。

1． 献体の普及・啓発活動

3． 会報の発行

5.  献体者の供養

2． 献体登録業務

4． 千葉大学医学部の学生教育への協力

千葉白菊会について

献体とは
　
１
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（
昭
和
40
年
）、
千
葉
白
菊
会
は
白
菊
会

本
部
（
東
京
）
千
葉
支
部
と
し
て
、
初
代
支
部
長
齋
藤

利
一
氏
が
自
宅
を
事
務
所
に
活
動
を
開
始
し
ま
し
た
。

初
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度
の
会
員
数
は
僅
か
11
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。
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体
の
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に
共
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す
る
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間
を
増
や
す
為
、
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高
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訪
問
し
会
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な
ど
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非
常
に
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労
し
た
と
言
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い
ま
す
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１
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（
昭
和
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会
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昭
和
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教
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に
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多
数
記
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認
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入
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（
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、
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（
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成
16
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）
に
は
会
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数
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大
の
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名

に
達
し
ま
し
た
。
そ
の
後
「
増
え
す
ぎ
」
を
懸
念
し
て

一
時
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に
入
会
制
限
を
実
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す
る
事
態
に
ま
で
な
り
ま

し
た
が
、
そ
れ
を
機
に
残
念
な
が
ら
入
会
者
数
が
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少

を
始
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ま
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ま
す
（
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同
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、
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域
で
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に
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き
な
変
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が
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ま
れ
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き
ま
し
た
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学
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の
解
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だ
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で
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、
卒
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後
の
外
科
医
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に
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必
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た
の
で
す
。
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代
か
ら

テ
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ロ
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進
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視
鏡
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々
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手
術
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発
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、
従
来
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把
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手
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、

非
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な
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そ
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に
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に
医
療
事
故
が
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発
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よ
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に
な
り
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遺
体
を
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に
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手
術
を
実
施
し
、
周
辺
解

剖
を
し
っ
か
り
学
ぶ
事
が
安
全
の
た
め
に
必
要
と
な
っ

た
の
で
す
。
千
葉
大
学
も
い
ち
早
く
こ
の
重
要
性
に
気

が
つ
き
、
２
０
１
０
年
に
医
師
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手
術
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レ
ー
ニ
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グ

や
解
剖
研
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、
医
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機
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開
発
が
で
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設
「
ク
リ
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カ
ル
ア
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ラ
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」（
C
A
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）
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設
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ま
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す
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と
今
度
は
一
気
に
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要
が
高
ま
り
、
相
対
的
に
解

剖
用
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が
不
足
す
る
よ
う
に
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り
ま
し
た
。
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体
登

録
か
ら
逝
去
さ
れ
る
ま
で
、
10-

20
年
か
か
る
こ
と
を
考

え
る
と
、
現
在
の
入
会
者
数
で
は
10
年
後
に
は
解
剖
用

献
体
が
完
全
に
不
足
し
、
学
生
や
外
科
医
の
教
育
が
行

え
な
く
な
る
可
能
性
が
高
い
で
す
。
私
た
ち
千
葉
大
学

は
、
１
人
で
も
多
く
の
皆
様
に
、
医
療
を
支
え
て
い
る
献

体
の
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ら
し
さ
を
知
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て
頂
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、
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世
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の
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に
ご

支
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・
ご
協
力
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ま
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。
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解剖には大きく分けて次の 3 種類があります。

１．正常解剖：正常構造を知るための解剖 … 本人の意志が最優先（遺族も反対しない場合）

２．病理解剖：治療の効果を調べる解剖 …… 遺族の同意のみ（本人の意志は不要）

３．法医解剖：死因を究明するための解剖 … 警察・検察の判断（同意は不要）

献体は１の正常解剖となります。

医学および歯学の発展と、力量の高い医師・歯科医師を育て、社会へ送りだすために、

死後に自分の肉体（遺体）を解剖学の実習用教材となる事を約し、

遺族が故人の意思に沿って医学部・歯学部の解剖学教室などに「無条件・無報酬」で提供することです。
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6

目
の
構
造
に
つ
い
て

　
人
間
は
情
報
の
約
８
割
を
視
覚
を
通
し
て
得
て
い
る

と
言
わ
れ
ま
す
。
視
覚
を
つ
か
さ
ど
る
人
間
の
眼
の
構

造
は
、
よ
く
カ
メ
ラ
に
例
え
ら
れ
ま
す
。
外
か
ら
入
っ

て
き
た
光
は
、
ま
ず
角
膜
と
い
う
透
明
な
ド
ー
ム
状
の

組
織
を
通
し
て
眼
の
中
に
入
り
ま
す
。（
図
１
）

　
角
膜
は
い
わ
ゆ
る
黒
目
に
あ
た
る
部
分
で
す
。
角
膜

を
通
し
て
眼
の
中
に
入
っ
た
光
は
、
虹
彩
（
茶
目
）
の

働
き
に
よ
っ
て
、
光
の
量
が
調
節
さ
れ
ま
す
。
虹
彩
は

カ
メ
ラ
で
い
う
と
こ
ろ
の
し
ぼ
り
、
に
あ
た
り
ま
す
。

虹
彩
の
す
ぐ
裏
側
に
水
晶
体
が
あ
り
、
水
晶
体
は
眼
の

中
に
入
っ
た
光
を
集
め
て
、
次
に
お
話
す
る
網
膜
に
像

を
結
ぶ
働
き
を
し
て
い
ま
す
。
水
晶
体
は
カ
メ
ラ
で
い

い
ま
す
と
、
レ
ン
ズ
に
あ
た
り
ま
す
。
眼
の
中
は
透
明

な
ゼ
リ
ー
状
の
組
織
で
あ
る
硝
子
体
で
満
た
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、
眼
球
の
内
側
を
内
張
り
し
て
い
る
の

が
網
膜
で
す
。
網
膜
は
光
を
感
じ
る
細
胞
が
膜
状
に
並

ん
で
い
る
組
織
で
す
。
網
膜
で
受
け
止
め
ら
れ
た
光
は
、

電
気
信
号
に
変
え
ら
れ
て
、
視
神
経
に
集
ま
り
、
そ
の

ま
ま
脳
の
中
を
通
っ
て
、
脳
の
後
ろ
の
方
に
あ
る
視
覚

の
中
枢
に
届
け
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
で
初
め
て
人
間
は
物

を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
黒
目
か
ら
入
っ
た
光
が
脳

の
後
ろ
に
届
く
ま
で
、
長
い
道
の
り
を
経
て
、
私
た
ち

は
物
を
見
て
い
る
こ
と
が
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
か
と

思
い
ま
す
。

白
内
障
に
つ
い
て

　
そ
れ
で
は
、
こ
こ
か
ら
は
代
表
的
な
目
の
病
気
を
い

く
つ
か
紹
介
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
回
は
高

齢
者
に
多
い
目
の
病
気
を
三
つ
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
ま
ず
は
白
内
障
で
す
が
、
こ
れ
ば
眼
の
中
の
レ
ン

ズ
に
あ
た
る
水
晶
体
が
濁
っ
て
き
て
し
ま
う
病
気
で
す
。

眼
の
中
に
入
る
光
は
全
て
水
晶
体
を
通
っ
て
い
き
ま
す

の
で
、
こ
こ
が
濁
っ
て
し
ま
う
と
視
力
が
下
が
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
白
内
障
に
な
る
原
因
は
、
年
齢
に
よ
る
も

の
が
最
多
で
す
。
個
人
差
が
あ
り
ま
す
が
、
50
歳
を
過

ぎ
る
と
水
晶
体
は
濁
り
始
め
て
、
歳
を
重
ね
る
に
つ
れ

て
徐
々
に
濁
り
が
強
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
白
内
障
の

症
状
は
、
初
期
で
あ
れ
ば
光
が
ま
ぶ
し
く
感
じ
る
、
夜

間
、
車
の
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
な
ど
が
と
て
も
ま
ぶ
し
く
感

じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
や
が
て
、
か
す
ん
で
み
え
る

（
図
２
）、
ぼ
や
け
て
見
え
る
と
い
っ
た
症
状
が
生
じ
て
、

さ
ら
に
進
行
す
る
と
物
が
見
づ
ら
く
な
り
視
力
が
低
下

し
ま
す
。

　
徐
々
に
進
行
す
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
気
づ
か
れ
な

い
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
日
常
生
活
に
支
障
が
生
じ
て

く
れ
ば
治
療
の
適
応
に
な
り
ま
す
。
治
療
は
手
術
を
行

い
ま
す
。
超
音
波
で
濁
っ
た
水
晶
体
を
細
か
く
砕
い
て

吸
い
取
り
ま
す
。
そ
し
て
、
水
晶
体
の
代
わ
り
と
な
る

人
工
の
レ
ン
ズ
を
眼
の
中
に
固
定
し
ま
す
。
手
術
は
基

本
的
に
局
所
麻
酔
で
行
い
ま
す
。

緑
内
障
に
つ
い
て

　
つ
ぎ
は
緑
内
障
に
つ
い
て
ご
説
明
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
緑
内
障
は
40
歳
以
上
の
約
６
％
で
生
じ
て
い
る
と

さ
れ
る
疾
患
で
あ
り
、
日
本
に
お
け
る
視
覚
障
碍
者
認

定
（
１
・
２
級
）
の
第
一
位
の
病
気
で
す
。
な
ぜ
こ
の

よ
う
に
多
く
の
患
者
さ
ん
が
重
い
病
気
に
な
っ
て
し
ま

う
か
と
い
い
ま
す
と
、
一
番
の
理
由
は
緑
内
障
に
な
っ

て
も
な
か
な
か
気
が
付
か
な
い
と
い
う
事
で
す
。
緑
内

障
は
視
神
経
が
障
害
さ
れ
て
、
視
野
が
か
け
て
き
て
し

ま
う
病
気
で
す
が
、
初
期
に
お
い
て
は
視
野
が
欠
け
る

範
囲
が
狭
く
、
ま
た
日
常
で
は
視
野
は
両
眼
で
補
い
合
っ

て
い
る
た
め
、
視
野
の
異
常
に
気
付
き
に
く
い
も
の
で

す
。
か
な
り
進
行
し
て
、
見
え
な
い
部
分
が
視
野
の
中

に
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
よ
う
に
な
っ
て
初
め
て
眼
科

を
受
診
し
、
緑
内
障
と
診
断
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。

（
図
３
）

　
緑
内
障
は
初
期
に
自
覚
す
る
こ
と
が
非
常
に
難
し
い

病
気
で
す
か
ら
、
検
診
な
ど
で
緑
内
障
の
疑
い
（
視
神

経
乳
頭
陥
凹
拡
大
、
と
コ
メ
ン
ト
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
）
と
言
わ
れ
た
ら
、
必
ず
眼
科
を
受
診
す
る
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。
眼
科
で
は
視
野
の
検
査
を
行
い
、
異

常
が
あ
れ
ば
緑
内
障
の
診
断
が
確
定
し
ま
す
の
で
、
治

療
を
開
始
し
ま
す
。
緑
内
障
の
治
療
は
眼
の
中
の
圧
で

あ
る
眼
圧
を
下
げ
る
こ
と
に
よ
り
行
い
ま
す
。
点
眼
薬

に
よ
る
治
療
を
行
い
、
眼
圧
や
視
野
の
経
過
を
定
期
的

に
み
ま
す
。
治
療
の
効
果
が
不
十
分
で
あ
れ
ば
、
内
服

薬
や
レ
ー
ザ
ー
治
療
、
手
術
な
ど
を
行
う
場
合
も
あ
り

ま
す
。
緑
内
障
は
慢
性
疾
患
で
す
の
で
、
治
療
は
生
涯

に
わ
た
り
続
く
も
の
と
お
考
え
下
さ
い
。
ま
た
、
緑
内

障
に
は
大
き
く
分
け
る
と
二
つ
の
種
類
が
あ
り
、
眼
の

中
の
水
の
排
水
溝
の
流
れ
が
悪
く
な
る
タ
イ
プ
と
、
排

水
溝
が
急
に
全
く
ふ
さ
が
っ
て
し
ま
う
タ
イ
プ
が
あ
り

ま
す
。
慢
性
に
す
す
む
前
者
に
対
し
て
は
い
ま
ま
で
お

話
し
し
て
き
た
よ
う
な
治
療
を
行
い
、
後
者
は
急
に
発

症
す
る
こ
と
が
あ
り
、
眼
の
中
の
水
の
流
れ
を
作
る
た

め
の
バ
イ
パ
ス
を
作
る
よ
う
な
レ
ー
ザ
ー
治
療
や
手
術

を
行
い
ま
す
。

加
齢
黄
斑
変
性

　
三
つ
め
は
加
齢
黄
斑
変
性
で
す
。
黄
斑
は
光
を
感
じ

る
細
胞
の
膜
で
あ
る「
網
膜
」の
中
心
部
分
を
指
し
ま
す
。

黄
斑
は
非
常
に
感
度
の
良
い
細
胞
が
密
に
集
ま
っ
て
お

り
、
人
間
が
物
を
み
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い
重
要
な
部

分
で
す
。（
図
４
）

　
こ
の
黄
斑
の
細
胞
が
、
年
齢
に
よ
り
弱
っ
て
し
ま
い
、

網
膜
の
外
側
か
ら
悪
い
血
管
が
生
え
て
き
て
出
血
や
水

漏
れ
を
起
こ
す
の
が
加
齢
黄
斑
変
性
で
す
。
こ
の
病
気

に
な
る
と
、
物
が
歪
ん
で
見
え
た
り
、
コ
ン
ト
ラ
ス
ト

が
低
下
し
た
り
し
て
視
力
が
低
下
し
ま
す
。
比
較
的
急

速
に
進
行
す
る
こ
と
が
多
い
病
気
で
す
。
治
療
と
し
て

は
、
悪
い
血
管
を
抑
え
る
薬
を
眼
の
中
に
注
射
し
ま
す
。

こ
の
治
療
は
効
果
的
で
す
が
、
繰
り
返
し
行
う
必
要
が

あ
り
ま
す
。
病
気
の
状
態
に
よ
っ
て
、
治
療
の
間
隔
を

調
整
し
て
い
き
ま
す
が
、
数
年
以
上
に
わ
た
り
治
療
を

行
う
必
要
が
あ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
白
内
障
、
緑
内

障
と
同
様
に
こ
の
病
気
も
両
目
に
起
こ
る
こ
と
が
多
い

で
の
で
、
発
症
し
て
い
な
い
方
の
眼
も
定
期
的
に
眼
科

で
チ
ェ
ッ
ク
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ア
イ
フ
レ
イ
ル
に
つ
い
て

　
以
上
、
代
表
的
な
目
の
病
気
に
つ
い
て
述
べ
て
き
ま

し
た
。
さ
て
、
最
近
フ
レ
イ
ル
、
と
い
う
言
葉
を
お
聞

き
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
年
齢
を

重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
体
の
あ
ち
こ
ち
の
機
能
が
徐
々

に
低
下
し
、
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
い
る
と
病
気
を
お
こ

し
て
し
ま
い
、
寝
た
き
り
な
ど
の
介
護
が
必
要
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
機
能
が
低
下
し
て
き
て
、
病
気

に
な
る
一
歩
手
前
の
状
態
、
た
だ
し
こ
の
時
点
で
あ
れ

ば
適
切
な
ケ
ア
を
行
え
ば
病
気
に
な
ら
ず
に
済
む
状
態
、

が
フ
レ
イ
ル
と
呼
ば
れ
る
状
態
で
す
。
こ
の
フ
レ
イ
ル

は
体
の
あ
ち
こ
ち
で
起
こ
り
ま
す
が
、
眼
に
関
し
て
お

こ
る
状
態
を
ア
イ
フ
レ
イ
ル
と
呼
び
ま
す
。
ア
イ
フ
レ

イ
ル
啓
発
会
議
（https://w

w
w.eye-frail.jp/

）
で
は
、

目
が
疲
れ
や
す
く
な
っ
た
、
長
時
間
本
な
ど
を
見
る
こ

と
が
少
な
く
な
っ
た
、
夕
方
に
な
る
と
目
が
か
す
む
、

ラ
イ
ト
が
ま
ぶ
し
く
感
じ
る
、
波
打
っ
て
見
え
る
、
瞬

き
が
増
え
た
、
信
号
を
見
落
と
し
そ
う
に
な
っ
た
な
ど

の
症
状
が
な
い
か
ど
う
か
、
セ
ル
フ
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ

と
を
勧
め
て
い
ま
す
。（
図
５
）

　
も
し
異
常
が
あ
れ
ば
す
ぐ
に
眼
科
を
受
診
し
て
、
眼

の
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。
早
め
に
治
療

す
れ
ば
、
い
つ
ま
で
も
見
つ
づ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ぜ
ひ
ご
自
身
の
目
を
大
切
に
し
て
く
だ
さ
い
。

高齢者に多い
目の病気

千葉大学医学部  眼科学
教授　馬場  隆之

誌上講演

Vol.2

お話は

5

眼球の構造

図１

献体の集いを開催！
令和６年度

11月１日（金）、さわやかな秋の空気の中で「令和６年度献体の集い」が船橋市の船橋市民文化創造館

（きららホール）にて開催されました。三木隆司 千葉大学医学部長の開会のことばに始まり、青柳信子 

千葉白菊会会長のスピーチ、成田都 環境生命医学助教「献体登録の方法と注意する点」、鈴木崇根 

環境生命医学准教授「献体が支える日本の医療」、馬場隆之 眼科学教授「高齢者に多い目の病気」と

プログラムが進み、最後に山口淳 機能形態学教授による閉会のことばをもって終了しました。プログラムが進み、最後に山口淳 機能形態学教授による閉会のことばをもって終了しました。プログラムが進み、最後に山口淳 機能形態学教授による閉会のことばをもって終了しました。

 医学部学生の楽団
「INO Violins」による演奏

鈴木崇根 環境生命医学准教授の講演
「献体が支える日本の医療」

三木隆司 千葉大学医学部長
による開会のことば

千葉白菊会 青柳信子会長
のスピーチ

馬場隆之 眼科学教授の特別講演
「高齢者に多い目の病気」

成田都 環境生命医学助教による解説
「献体登録の方法と注意する点」
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目
の
構
造
に
つ
い
て

　
人
間
は
情
報
の
約
８
割
を
視
覚
を
通
し
て
得
て
い
る

と
言
わ
れ
ま
す
。
視
覚
を
つ
か
さ
ど
る
人
間
の
眼
の
構

造
は
、
よ
く
カ
メ
ラ
に
例
え
ら
れ
ま
す
。
外
か
ら
入
っ

て
き
た
光
は
、
ま
ず
角
膜
と
い
う
透
明
な
ド
ー
ム
状
の

組
織
を
通
し
て
眼
の
中
に
入
り
ま
す
。（
図
１
）

　
角
膜
は
い
わ
ゆ
る
黒
目
に
あ
た
る
部
分
で
す
。
角
膜

を
通
し
て
眼
の
中
に
入
っ
た
光
は
、
虹
彩
（
茶
目
）
の

働
き
に
よ
っ
て
、
光
の
量
が
調
節
さ
れ
ま
す
。
虹
彩
は

カ
メ
ラ
で
い
う
と
こ
ろ
の
し
ぼ
り
、
に
あ
た
り
ま
す
。

虹
彩
の
す
ぐ
裏
側
に
水
晶
体
が
あ
り
、
水
晶
体
は
眼
の

中
に
入
っ
た
光
を
集
め
て
、
次
に
お
話
す
る
網
膜
に
像

を
結
ぶ
働
き
を
し
て
い
ま
す
。
水
晶
体
は
カ
メ
ラ
で
い

い
ま
す
と
、
レ
ン
ズ
に
あ
た
り
ま
す
。
眼
の
中
は
透
明

な
ゼ
リ
ー
状
の
組
織
で
あ
る
硝
子
体
で
満
た
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、
眼
球
の
内
側
を
内
張
り
し
て
い
る
の

が
網
膜
で
す
。
網
膜
は
光
を
感
じ
る
細
胞
が
膜
状
に
並

ん
で
い
る
組
織
で
す
。
網
膜
で
受
け
止
め
ら
れ
た
光
は
、

電
気
信
号
に
変
え
ら
れ
て
、
視
神
経
に
集
ま
り
、
そ
の

ま
ま
脳
の
中
を
通
っ
て
、
脳
の
後
ろ
の
方
に
あ
る
視
覚

の
中
枢
に
届
け
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
で
初
め
て
人
間
は
物

を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
黒
目
か
ら
入
っ
た
光
が
脳

の
後
ろ
に
届
く
ま
で
、
長
い
道
の
り
を
経
て
、
私
た
ち

は
物
を
見
て
い
る
こ
と
が
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
か
と

思
い
ま
す
。

白
内
障
に
つ
い
て

　
そ
れ
で
は
、
こ
こ
か
ら
は
代
表
的
な
目
の
病
気
を
い

く
つ
か
紹
介
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
回
は
高

齢
者
に
多
い
目
の
病
気
を
三
つ
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
ま
ず
は
白
内
障
で
す
が
、
こ
れ
ば
眼
の
中
の
レ
ン

ズ
に
あ
た
る
水
晶
体
が
濁
っ
て
き
て
し
ま
う
病
気
で
す
。

眼
の
中
に
入
る
光
は
全
て
水
晶
体
を
通
っ
て
い
き
ま
す

の
で
、
こ
こ
が
濁
っ
て
し
ま
う
と
視
力
が
下
が
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
白
内
障
に
な
る
原
因
は
、
年
齢
に
よ
る
も

の
が
最
多
で
す
。
個
人
差
が
あ
り
ま
す
が
、
50
歳
を
過

ぎ
る
と
水
晶
体
は
濁
り
始
め
て
、
歳
を
重
ね
る
に
つ
れ

て
徐
々
に
濁
り
が
強
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
白
内
障
の

症
状
は
、
初
期
で
あ
れ
ば
光
が
ま
ぶ
し
く
感
じ
る
、
夜

間
、
車
の
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
な
ど
が
と
て
も
ま
ぶ
し
く
感

じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
や
が
て
、
か
す
ん
で
み
え
る

（
図
２
）、
ぼ
や
け
て
見
え
る
と
い
っ
た
症
状
が
生
じ
て
、

さ
ら
に
進
行
す
る
と
物
が
見
づ
ら
く
な
り
視
力
が
低
下

し
ま
す
。

　
徐
々
に
進
行
す
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
気
づ
か
れ
な

い
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
日
常
生
活
に
支
障
が
生
じ
て

く
れ
ば
治
療
の
適
応
に
な
り
ま
す
。
治
療
は
手
術
を
行

い
ま
す
。
超
音
波
で
濁
っ
た
水
晶
体
を
細
か
く
砕
い
て

吸
い
取
り
ま
す
。
そ
し
て
、
水
晶
体
の
代
わ
り
と
な
る

人
工
の
レ
ン
ズ
を
眼
の
中
に
固
定
し
ま
す
。
手
術
は
基

本
的
に
局
所
麻
酔
で
行
い
ま
す
。

緑
内
障
に
つ
い
て

　
つ
ぎ
は
緑
内
障
に
つ
い
て
ご
説
明
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
緑
内
障
は
40
歳
以
上
の
約
６
％
で
生
じ
て
い
る
と

さ
れ
る
疾
患
で
あ
り
、
日
本
に
お
け
る
視
覚
障
碍
者
認

定
（
１
・
２
級
）
の
第
一
位
の
病
気
で
す
。
な
ぜ
こ
の

よ
う
に
多
く
の
患
者
さ
ん
が
重
い
病
気
に
な
っ
て
し
ま

う
か
と
い
い
ま
す
と
、
一
番
の
理
由
は
緑
内
障
に
な
っ

て
も
な
か
な
か
気
が
付
か
な
い
と
い
う
事
で
す
。
緑
内

障
は
視
神
経
が
障
害
さ
れ
て
、
視
野
が
か
け
て
き
て
し

ま
う
病
気
で
す
が
、
初
期
に
お
い
て
は
視
野
が
欠
け
る

範
囲
が
狭
く
、
ま
た
日
常
で
は
視
野
は
両
眼
で
補
い
合
っ

て
い
る
た
め
、
視
野
の
異
常
に
気
付
き
に
く
い
も
の
で

す
。
か
な
り
進
行
し
て
、
見
え
な
い
部
分
が
視
野
の
中

に
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
よ
う
に
な
っ
て
初
め
て
眼
科

を
受
診
し
、
緑
内
障
と
診
断
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。

（
図
３
）

　
緑
内
障
は
初
期
に
自
覚
す
る
こ
と
が
非
常
に
難
し
い

病
気
で
す
か
ら
、
検
診
な
ど
で
緑
内
障
の
疑
い
（
視
神

経
乳
頭
陥
凹
拡
大
、
と
コ
メ
ン
ト
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
）
と
言
わ
れ
た
ら
、
必
ず
眼
科
を
受
診
す
る
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。
眼
科
で
は
視
野
の
検
査
を
行
い
、
異

常
が
あ
れ
ば
緑
内
障
の
診
断
が
確
定
し
ま
す
の
で
、
治

療
を
開
始
し
ま
す
。
緑
内
障
の
治
療
は
眼
の
中
の
圧
で

あ
る
眼
圧
を
下
げ
る
こ
と
に
よ
り
行
い
ま
す
。
点
眼
薬

に
よ
る
治
療
を
行
い
、
眼
圧
や
視
野
の
経
過
を
定
期
的

に
み
ま
す
。
治
療
の
効
果
が
不
十
分
で
あ
れ
ば
、
内
服

薬
や
レ
ー
ザ
ー
治
療
、
手
術
な
ど
を
行
う
場
合
も
あ
り

ま
す
。
緑
内
障
は
慢
性
疾
患
で
す
の
で
、
治
療
は
生
涯

に
わ
た
り
続
く
も
の
と
お
考
え
下
さ
い
。
ま
た
、
緑
内

障
に
は
大
き
く
分
け
る
と
二
つ
の
種
類
が
あ
り
、
眼
の

中
の
水
の
排
水
溝
の
流
れ
が
悪
く
な
る
タ
イ
プ
と
、
排

水
溝
が
急
に
全
く
ふ
さ
が
っ
て
し
ま
う
タ
イ
プ
が
あ
り

ま
す
。
慢
性
に
す
す
む
前
者
に
対
し
て
は
い
ま
ま
で
お

話
し
し
て
き
た
よ
う
な
治
療
を
行
い
、
後
者
は
急
に
発

症
す
る
こ
と
が
あ
り
、
眼
の
中
の
水
の
流
れ
を
作
る
た

め
の
バ
イ
パ
ス
を
作
る
よ
う
な
レ
ー
ザ
ー
治
療
や
手
術

を
行
い
ま
す
。

加
齢
黄
斑
変
性

　
三
つ
め
は
加
齢
黄
斑
変
性
で
す
。
黄
斑
は
光
を
感
じ

る
細
胞
の
膜
で
あ
る「
網
膜
」の
中
心
部
分
を
指
し
ま
す
。

黄
斑
は
非
常
に
感
度
の
良
い
細
胞
が
密
に
集
ま
っ
て
お

り
、
人
間
が
物
を
み
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い
重
要
な
部

分
で
す
。（
図
４
）

　
こ
の
黄
斑
の
細
胞
が
、
年
齢
に
よ
り
弱
っ
て
し
ま
い
、

網
膜
の
外
側
か
ら
悪
い
血
管
が
生
え
て
き
て
出
血
や
水

漏
れ
を
起
こ
す
の
が
加
齢
黄
斑
変
性
で
す
。
こ
の
病
気

に
な
る
と
、
物
が
歪
ん
で
見
え
た
り
、
コ
ン
ト
ラ
ス
ト

が
低
下
し
た
り
し
て
視
力
が
低
下
し
ま
す
。
比
較
的
急

速
に
進
行
す
る
こ
と
が
多
い
病
気
で
す
。
治
療
と
し
て

は
、
悪
い
血
管
を
抑
え
る
薬
を
眼
の
中
に
注
射
し
ま
す
。

こ
の
治
療
は
効
果
的
で
す
が
、
繰
り
返
し
行
う
必
要
が

あ
り
ま
す
。
病
気
の
状
態
に
よ
っ
て
、
治
療
の
間
隔
を

調
整
し
て
い
き
ま
す
が
、
数
年
以
上
に
わ
た
り
治
療
を

行
う
必
要
が
あ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
白
内
障
、
緑
内

障
と
同
様
に
こ
の
病
気
も
両
目
に
起
こ
る
こ
と
が
多
い

で
の
で
、
発
症
し
て
い
な
い
方
の
眼
も
定
期
的
に
眼
科

で
チ
ェ
ッ
ク
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ア
イ
フ
レ
イ
ル
に
つ
い
て

　
以
上
、
代
表
的
な
目
の
病
気
に
つ
い
て
述
べ
て
き
ま

し
た
。
さ
て
、
最
近
フ
レ
イ
ル
、
と
い
う
言
葉
を
お
聞

き
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
年
齢
を

重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
体
の
あ
ち
こ
ち
の
機
能
が
徐
々

に
低
下
し
、
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
い
る
と
病
気
を
お
こ

し
て
し
ま
い
、
寝
た
き
り
な
ど
の
介
護
が
必
要
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
機
能
が
低
下
し
て
き
て
、
病
気

に
な
る
一
歩
手
前
の
状
態
、
た
だ
し
こ
の
時
点
で
あ
れ

ば
適
切
な
ケ
ア
を
行
え
ば
病
気
に
な
ら
ず
に
済
む
状
態
、

が
フ
レ
イ
ル
と
呼
ば
れ
る
状
態
で
す
。
こ
の
フ
レ
イ
ル

は
体
の
あ
ち
こ
ち
で
起
こ
り
ま
す
が
、
眼
に
関
し
て
お

こ
る
状
態
を
ア
イ
フ
レ
イ
ル
と
呼
び
ま
す
。
ア
イ
フ
レ

イ
ル
啓
発
会
議
（https://w

w
w.eye-frail.jp/

）
で
は
、

目
が
疲
れ
や
す
く
な
っ
た
、
長
時
間
本
な
ど
を
見
る
こ

と
が
少
な
く
な
っ
た
、
夕
方
に
な
る
と
目
が
か
す
む
、

ラ
イ
ト
が
ま
ぶ
し
く
感
じ
る
、
波
打
っ
て
見
え
る
、
瞬

き
が
増
え
た
、
信
号
を
見
落
と
し
そ
う
に
な
っ
た
な
ど

の
症
状
が
な
い
か
ど
う
か
、
セ
ル
フ
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ

と
を
勧
め
て
い
ま
す
。（
図
５
）

　
も
し
異
常
が
あ
れ
ば
す
ぐ
に
眼
科
を
受
診
し
て
、
眼

の
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。
早
め
に
治
療

す
れ
ば
、
い
つ
ま
で
も
見
つ
づ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ぜ
ひ
ご
自
身
の
目
を
大
切
に
し
て
く
だ
さ
い
。

高齢者に多い
目の病気

千葉大学医学部  眼科学
教授　馬場  隆之

誌上講演

Vol.2

お話は

5

眼球の構造

図１

献体の集いを開催！
令和６年度

11月１日（金）、さわやかな秋の空気の中で「令和６年度献体の集い」が船橋市の船橋市民文化創造館

（きららホール）にて開催されました。三木隆司 千葉大学医学部長の開会のことばに始まり、青柳信子 

千葉白菊会会長のスピーチ、成田都 環境生命医学助教「献体登録の方法と注意する点」、鈴木崇根 

環境生命医学准教授「献体が支える日本の医療」、馬場隆之 眼科学教授「高齢者に多い目の病気」と

プログラムが進み、最後に山口淳 機能形態学教授による閉会のことばをもって終了しました。

 医学部学生の楽団
「INO Violins」による演奏

鈴木崇根 環境生命医学准教授の講演
「献体が支える日本の医療」

三木隆司 千葉大学医学部長
による開会のことば

千葉白菊会 青柳信子会長
のスピーチ

馬場隆之 眼科学教授の特別講演
「高齢者に多い目の病気」

成田都 環境生命医学助教による解説
「献体登録の方法と注意する点」
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目
の
構
造
に
つ
い
て

　
人
間
は
情
報
の
約
８
割
を
視
覚
を
通
し
て
得
て
い
る

と
言
わ
れ
ま
す
。
視
覚
を
つ
か
さ
ど
る
人
間
の
眼
の
構

造
は
、
よ
く
カ
メ
ラ
に
例
え
ら
れ
ま
す
。
外
か
ら
入
っ

て
き
た
光
は
、
ま
ず
角
膜
と
い
う
透
明
な
ド
ー
ム
状
の

組
織
を
通
し
て
眼
の
中
に
入
り
ま
す
。（
図
１
）

　
角
膜
は
い
わ
ゆ
る
黒
目
に
あ
た
る
部
分
で
す
。
角
膜

を
通
し
て
眼
の
中
に
入
っ
た
光
は
、
虹
彩
（
茶
目
）
の

働
き
に
よ
っ
て
、
光
の
量
が
調
節
さ
れ
ま
す
。
虹
彩
は

カ
メ
ラ
で
い
う
と
こ
ろ
の
し
ぼ
り
、
に
あ
た
り
ま
す
。

虹
彩
の
す
ぐ
裏
側
に
水
晶
体
が
あ
り
、
水
晶
体
は
眼
の

中
に
入
っ
た
光
を
集
め
て
、
次
に
お
話
す
る
網
膜
に
像

を
結
ぶ
働
き
を
し
て
い
ま
す
。
水
晶
体
は
カ
メ
ラ
で
い

い
ま
す
と
、
レ
ン
ズ
に
あ
た
り
ま
す
。
眼
の
中
は
透
明

な
ゼ
リ
ー
状
の
組
織
で
あ
る
硝
子
体
で
満
た
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、
眼
球
の
内
側
を
内
張
り
し
て
い
る
の

が
網
膜
で
す
。
網
膜
は
光
を
感
じ
る
細
胞
が
膜
状
に
並

ん
で
い
る
組
織
で
す
。
網
膜
で
受
け
止
め
ら
れ
た
光
は
、

電
気
信
号
に
変
え
ら
れ
て
、
視
神
経
に
集
ま
り
、
そ
の

ま
ま
脳
の
中
を
通
っ
て
、
脳
の
後
ろ
の
方
に
あ
る
視
覚

の
中
枢
に
届
け
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
で
初
め
て
人
間
は
物

を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
黒
目
か
ら
入
っ
た
光
が
脳

の
後
ろ
に
届
く
ま
で
、
長
い
道
の
り
を
経
て
、
私
た
ち

は
物
を
見
て
い
る
こ
と
が
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
か
と

思
い
ま
す
。

白
内
障
に
つ
い
て

　
そ
れ
で
は
、
こ
こ
か
ら
は
代
表
的
な
目
の
病
気
を
い

く
つ
か
紹
介
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
回
は
高

齢
者
に
多
い
目
の
病
気
を
三
つ
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
ま
ず
は
白
内
障
で
す
が
、
こ
れ
ば
眼
の
中
の
レ
ン

ズ
に
あ
た
る
水
晶
体
が
濁
っ
て
き
て
し
ま
う
病
気
で
す
。

眼
の
中
に
入
る
光
は
全
て
水
晶
体
を
通
っ
て
い
き
ま
す

の
で
、
こ
こ
が
濁
っ
て
し
ま
う
と
視
力
が
下
が
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
白
内
障
に
な
る
原
因
は
、
年
齢
に
よ
る
も

の
が
最
多
で
す
。
個
人
差
が
あ
り
ま
す
が
、
50
歳
を
過

ぎ
る
と
水
晶
体
は
濁
り
始
め
て
、
歳
を
重
ね
る
に
つ
れ

て
徐
々
に
濁
り
が
強
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
白
内
障
の

症
状
は
、
初
期
で
あ
れ
ば
光
が
ま
ぶ
し
く
感
じ
る
、
夜

間
、
車
の
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
な
ど
が
と
て
も
ま
ぶ
し
く
感

じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
や
が
て
、
か
す
ん
で
み
え
る

（
図
２
）、
ぼ
や
け
て
見
え
る
と
い
っ
た
症
状
が
生
じ
て
、

さ
ら
に
進
行
す
る
と
物
が
見
づ
ら
く
な
り
視
力
が
低
下

し
ま
す
。

　
徐
々
に
進
行
す
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
気
づ
か
れ
な

い
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
日
常
生
活
に
支
障
が
生
じ
て

く
れ
ば
治
療
の
適
応
に
な
り
ま
す
。
治
療
は
手
術
を
行

い
ま
す
。
超
音
波
で
濁
っ
た
水
晶
体
を
細
か
く
砕
い
て

吸
い
取
り
ま
す
。
そ
し
て
、
水
晶
体
の
代
わ
り
と
な
る

人
工
の
レ
ン
ズ
を
眼
の
中
に
固
定
し
ま
す
。
手
術
は
基

本
的
に
局
所
麻
酔
で
行
い
ま
す
。

緑
内
障
に
つ
い
て

　
つ
ぎ
は
緑
内
障
に
つ
い
て
ご
説
明
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
緑
内
障
は
40
歳
以
上
の
約
６
％
で
生
じ
て
い
る
と

さ
れ
る
疾
患
で
あ
り
、
日
本
に
お
け
る
視
覚
障
碍
者
認

定
（
１
・
２
級
）
の
第
一
位
の
病
気
で
す
。
な
ぜ
こ
の

よ
う
に
多
く
の
患
者
さ
ん
が
重
い
病
気
に
な
っ
て
し
ま

う
か
と
い
い
ま
す
と
、
一
番
の
理
由
は
緑
内
障
に
な
っ

て
も
な
か
な
か
気
が
付
か
な
い
と
い
う
事
で
す
。
緑
内

障
は
視
神
経
が
障
害
さ
れ
て
、
視
野
が
か
け
て
き
て
し

ま
う
病
気
で
す
が
、
初
期
に
お
い
て
は
視
野
が
欠
け
る

範
囲
が
狭
く
、
ま
た
日
常
で
は
視
野
は
両
眼
で
補
い
合
っ

て
い
る
た
め
、
視
野
の
異
常
に
気
付
き
に
く
い
も
の
で

す
。
か
な
り
進
行
し
て
、
見
え
な
い
部
分
が
視
野
の
中

に
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
よ
う
に
な
っ
て
初
め
て
眼
科

を
受
診
し
、
緑
内
障
と
診
断
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。

（
図
３
）

　
緑
内
障
は
初
期
に
自
覚
す
る
こ
と
が
非
常
に
難
し
い

病
気
で
す
か
ら
、
検
診
な
ど
で
緑
内
障
の
疑
い
（
視
神

経
乳
頭
陥
凹
拡
大
、
と
コ
メ
ン
ト
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
）
と
言
わ
れ
た
ら
、
必
ず
眼
科
を
受
診
す
る
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。
眼
科
で
は
視
野
の
検
査
を
行
い
、
異

常
が
あ
れ
ば
緑
内
障
の
診
断
が
確
定
し
ま
す
の
で
、
治

療
を
開
始
し
ま
す
。
緑
内
障
の
治
療
は
眼
の
中
の
圧
で

あ
る
眼
圧
を
下
げ
る
こ
と
に
よ
り
行
い
ま
す
。
点
眼
薬

に
よ
る
治
療
を
行
い
、
眼
圧
や
視
野
の
経
過
を
定
期
的

に
み
ま
す
。
治
療
の
効
果
が
不
十
分
で
あ
れ
ば
、
内
服

薬
や
レ
ー
ザ
ー
治
療
、
手
術
な
ど
を
行
う
場
合
も
あ
り

ま
す
。
緑
内
障
は
慢
性
疾
患
で
す
の
で
、
治
療
は
生
涯

に
わ
た
り
続
く
も
の
と
お
考
え
下
さ
い
。
ま
た
、
緑
内

障
に
は
大
き
く
分
け
る
と
二
つ
の
種
類
が
あ
り
、
眼
の

中
の
水
の
排
水
溝
の
流
れ
が
悪
く
な
る
タ
イ
プ
と
、
排

水
溝
が
急
に
全
く
ふ
さ
が
っ
て
し
ま
う
タ
イ
プ
が
あ
り

ま
す
。
慢
性
に
す
す
む
前
者
に
対
し
て
は
い
ま
ま
で
お

話
し
し
て
き
た
よ
う
な
治
療
を
行
い
、
後
者
は
急
に
発

症
す
る
こ
と
が
あ
り
、
眼
の
中
の
水
の
流
れ
を
作
る
た

め
の
バ
イ
パ
ス
を
作
る
よ
う
な
レ
ー
ザ
ー
治
療
や
手
術

を
行
い
ま
す
。

加
齢
黄
斑
変
性

　
三
つ
め
は
加
齢
黄
斑
変
性
で
す
。
黄
斑
は
光
を
感
じ

る
細
胞
の
膜
で
あ
る「
網
膜
」の
中
心
部
分
を
指
し
ま
す
。

黄
斑
は
非
常
に
感
度
の
良
い
細
胞
が
密
に
集
ま
っ
て
お

り
、
人
間
が
物
を
み
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い
重
要
な
部

分
で
す
。（
図
４
）

　
こ
の
黄
斑
の
細
胞
が
、
年
齢
に
よ
り
弱
っ
て
し
ま
い
、

網
膜
の
外
側
か
ら
悪
い
血
管
が
生
え
て
き
て
出
血
や
水

漏
れ
を
起
こ
す
の
が
加
齢
黄
斑
変
性
で
す
。
こ
の
病
気

に
な
る
と
、
物
が
歪
ん
で
見
え
た
り
、
コ
ン
ト
ラ
ス
ト

が
低
下
し
た
り
し
て
視
力
が
低
下
し
ま
す
。
比
較
的
急

速
に
進
行
す
る
こ
と
が
多
い
病
気
で
す
。
治
療
と
し
て

は
、
悪
い
血
管
を
抑
え
る
薬
を
眼
の
中
に
注
射
し
ま
す
。

こ
の
治
療
は
効
果
的
で
す
が
、
繰
り
返
し
行
う
必
要
が

あ
り
ま
す
。
病
気
の
状
態
に
よ
っ
て
、
治
療
の
間
隔
を

調
整
し
て
い
き
ま
す
が
、
数
年
以
上
に
わ
た
り
治
療
を

行
う
必
要
が
あ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
白
内
障
、
緑
内

障
と
同
様
に
こ
の
病
気
も
両
目
に
起
こ
る
こ
と
が
多
い

で
の
で
、
発
症
し
て
い
な
い
方
の
眼
も
定
期
的
に
眼
科

で
チ
ェ
ッ
ク
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ア
イ
フ
レ
イ
ル
に
つ
い
て

　
以
上
、
代
表
的
な
目
の
病
気
に
つ
い
て
述
べ
て
き
ま

し
た
。
さ
て
、
最
近
フ
レ
イ
ル
、
と
い
う
言
葉
を
お
聞

き
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
年
齢
を

重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
体
の
あ
ち
こ
ち
の
機
能
が
徐
々

に
低
下
し
、
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
い
る
と
病
気
を
お
こ

し
て
し
ま
い
、
寝
た
き
り
な
ど
の
介
護
が
必
要
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
機
能
が
低
下
し
て
き
て
、
病
気

に
な
る
一
歩
手
前
の
状
態
、
た
だ
し
こ
の
時
点
で
あ
れ

ば
適
切
な
ケ
ア
を
行
え
ば
病
気
に
な
ら
ず
に
済
む
状
態
、

が
フ
レ
イ
ル
と
呼
ば
れ
る
状
態
で
す
。
こ
の
フ
レ
イ
ル

は
体
の
あ
ち
こ
ち
で
起
こ
り
ま
す
が
、
眼
に
関
し
て
お

こ
る
状
態
を
ア
イ
フ
レ
イ
ル
と
呼
び
ま
す
。
ア
イ
フ
レ

イ
ル
啓
発
会
議
（https://w

w
w.eye-frail.jp/

）
で
は
、

目
が
疲
れ
や
す
く
な
っ
た
、
長
時
間
本
な
ど
を
見
る
こ

と
が
少
な
く
な
っ
た
、
夕
方
に
な
る
と
目
が
か
す
む
、

ラ
イ
ト
が
ま
ぶ
し
く
感
じ
る
、
波
打
っ
て
見
え
る
、
瞬

き
が
増
え
た
、
信
号
を
見
落
と
し
そ
う
に
な
っ
た
な
ど

の
症
状
が
な
い
か
ど
う
か
、
セ
ル
フ
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ

と
を
勧
め
て
い
ま
す
。（
図
５
）

　
も
し
異
常
が
あ
れ
ば
す
ぐ
に
眼
科
を
受
診
し
て
、
眼

の
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。
早
め
に
治
療

す
れ
ば
、
い
つ
ま
で
も
見
つ
づ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ぜ
ひ
ご
自
身
の
目
を
大
切
に
し
て
く
だ
さ
い
。

Vol.2誌上講演

図２

図３図５
日本眼科啓発会議 アイフレイル啓発公式サイトより

目が疲れやすくなった 夕方になると見にくく
なることが増えた

新聞や本を長時間見る
ことが少なくなった

食事の時にテーブルを
汚すことがたまにある

眼鏡をかけてもよく見
えないと感じることが
多くなった

まぶしく感じやすくな
った

はっきり見えない時に
まばたきをすることが
増えた

まっすぐの線が波打っ
て見えることがある

段差や階段が危ないと
感じたことがある

信号や道路標識を
見落としそうになった
ことがある

白内障の見え方

視野欠損の経過

図４

チェックが２つ以上の方：
眼科へご相談ください

チェックが１つの方：
目の健康に懸念あり

チェックが０の方：
健康です
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目
の
構
造
に
つ
い
て

　
人
間
は
情
報
の
約
８
割
を
視
覚
を
通
し
て
得
て
い
る

と
言
わ
れ
ま
す
。
視
覚
を
つ
か
さ
ど
る
人
間
の
眼
の
構

造
は
、
よ
く
カ
メ
ラ
に
例
え
ら
れ
ま
す
。
外
か
ら
入
っ

て
き
た
光
は
、
ま
ず
角
膜
と
い
う
透
明
な
ド
ー
ム
状
の

組
織
を
通
し
て
眼
の
中
に
入
り
ま
す
。（
図
１
）

　
角
膜
は
い
わ
ゆ
る
黒
目
に
あ
た
る
部
分
で
す
。
角
膜

を
通
し
て
眼
の
中
に
入
っ
た
光
は
、
虹
彩
（
茶
目
）
の

働
き
に
よ
っ
て
、
光
の
量
が
調
節
さ
れ
ま
す
。
虹
彩
は

カ
メ
ラ
で
い
う
と
こ
ろ
の
し
ぼ
り
、
に
あ
た
り
ま
す
。

虹
彩
の
す
ぐ
裏
側
に
水
晶
体
が
あ
り
、
水
晶
体
は
眼
の

中
に
入
っ
た
光
を
集
め
て
、
次
に
お
話
す
る
網
膜
に
像

を
結
ぶ
働
き
を
し
て
い
ま
す
。
水
晶
体
は
カ
メ
ラ
で
い

い
ま
す
と
、
レ
ン
ズ
に
あ
た
り
ま
す
。
眼
の
中
は
透
明

な
ゼ
リ
ー
状
の
組
織
で
あ
る
硝
子
体
で
満
た
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、
眼
球
の
内
側
を
内
張
り
し
て
い
る
の

が
網
膜
で
す
。
網
膜
は
光
を
感
じ
る
細
胞
が
膜
状
に
並

ん
で
い
る
組
織
で
す
。
網
膜
で
受
け
止
め
ら
れ
た
光
は
、

電
気
信
号
に
変
え
ら
れ
て
、
視
神
経
に
集
ま
り
、
そ
の

ま
ま
脳
の
中
を
通
っ
て
、
脳
の
後
ろ
の
方
に
あ
る
視
覚

の
中
枢
に
届
け
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
で
初
め
て
人
間
は
物

を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
黒
目
か
ら
入
っ
た
光
が
脳

の
後
ろ
に
届
く
ま
で
、
長
い
道
の
り
を
経
て
、
私
た
ち

は
物
を
見
て
い
る
こ
と
が
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
か
と

思
い
ま
す
。

白
内
障
に
つ
い
て

　
そ
れ
で
は
、
こ
こ
か
ら
は
代
表
的
な
目
の
病
気
を
い

く
つ
か
紹
介
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
回
は
高

齢
者
に
多
い
目
の
病
気
を
三
つ
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
ま
ず
は
白
内
障
で
す
が
、
こ
れ
ば
眼
の
中
の
レ
ン

ズ
に
あ
た
る
水
晶
体
が
濁
っ
て
き
て
し
ま
う
病
気
で
す
。

眼
の
中
に
入
る
光
は
全
て
水
晶
体
を
通
っ
て
い
き
ま
す

の
で
、
こ
こ
が
濁
っ
て
し
ま
う
と
視
力
が
下
が
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
白
内
障
に
な
る
原
因
は
、
年
齢
に
よ
る
も

の
が
最
多
で
す
。
個
人
差
が
あ
り
ま
す
が
、
50
歳
を
過

ぎ
る
と
水
晶
体
は
濁
り
始
め
て
、
歳
を
重
ね
る
に
つ
れ

て
徐
々
に
濁
り
が
強
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
白
内
障
の

症
状
は
、
初
期
で
あ
れ
ば
光
が
ま
ぶ
し
く
感
じ
る
、
夜

間
、
車
の
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
な
ど
が
と
て
も
ま
ぶ
し
く
感

じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
や
が
て
、
か
す
ん
で
み
え
る

（
図
２
）、
ぼ
や
け
て
見
え
る
と
い
っ
た
症
状
が
生
じ
て
、

さ
ら
に
進
行
す
る
と
物
が
見
づ
ら
く
な
り
視
力
が
低
下

し
ま
す
。

　
徐
々
に
進
行
す
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
気
づ
か
れ
な

い
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
日
常
生
活
に
支
障
が
生
じ
て

く
れ
ば
治
療
の
適
応
に
な
り
ま
す
。
治
療
は
手
術
を
行

い
ま
す
。
超
音
波
で
濁
っ
た
水
晶
体
を
細
か
く
砕
い
て

吸
い
取
り
ま
す
。
そ
し
て
、
水
晶
体
の
代
わ
り
と
な
る

人
工
の
レ
ン
ズ
を
眼
の
中
に
固
定
し
ま
す
。
手
術
は
基

本
的
に
局
所
麻
酔
で
行
い
ま
す
。

緑
内
障
に
つ
い
て

　
つ
ぎ
は
緑
内
障
に
つ
い
て
ご
説
明
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
緑
内
障
は
40
歳
以
上
の
約
６
％
で
生
じ
て
い
る
と

さ
れ
る
疾
患
で
あ
り
、
日
本
に
お
け
る
視
覚
障
碍
者
認

定
（
１
・
２
級
）
の
第
一
位
の
病
気
で
す
。
な
ぜ
こ
の

よ
う
に
多
く
の
患
者
さ
ん
が
重
い
病
気
に
な
っ
て
し
ま

う
か
と
い
い
ま
す
と
、
一
番
の
理
由
は
緑
内
障
に
な
っ

て
も
な
か
な
か
気
が
付
か
な
い
と
い
う
事
で
す
。
緑
内

障
は
視
神
経
が
障
害
さ
れ
て
、
視
野
が
か
け
て
き
て
し

ま
う
病
気
で
す
が
、
初
期
に
お
い
て
は
視
野
が
欠
け
る

範
囲
が
狭
く
、
ま
た
日
常
で
は
視
野
は
両
眼
で
補
い
合
っ

て
い
る
た
め
、
視
野
の
異
常
に
気
付
き
に
く
い
も
の
で

す
。
か
な
り
進
行
し
て
、
見
え
な
い
部
分
が
視
野
の
中

に
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
よ
う
に
な
っ
て
初
め
て
眼
科

を
受
診
し
、
緑
内
障
と
診
断
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。

（
図
３
）

　
緑
内
障
は
初
期
に
自
覚
す
る
こ
と
が
非
常
に
難
し
い

病
気
で
す
か
ら
、
検
診
な
ど
で
緑
内
障
の
疑
い
（
視
神

経
乳
頭
陥
凹
拡
大
、
と
コ
メ
ン
ト
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
）
と
言
わ
れ
た
ら
、
必
ず
眼
科
を
受
診
す
る
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。
眼
科
で
は
視
野
の
検
査
を
行
い
、
異

常
が
あ
れ
ば
緑
内
障
の
診
断
が
確
定
し
ま
す
の
で
、
治

療
を
開
始
し
ま
す
。
緑
内
障
の
治
療
は
眼
の
中
の
圧
で

あ
る
眼
圧
を
下
げ
る
こ
と
に
よ
り
行
い
ま
す
。
点
眼
薬

に
よ
る
治
療
を
行
い
、
眼
圧
や
視
野
の
経
過
を
定
期
的

に
み
ま
す
。
治
療
の
効
果
が
不
十
分
で
あ
れ
ば
、
内
服

薬
や
レ
ー
ザ
ー
治
療
、
手
術
な
ど
を
行
う
場
合
も
あ
り

ま
す
。
緑
内
障
は
慢
性
疾
患
で
す
の
で
、
治
療
は
生
涯

に
わ
た
り
続
く
も
の
と
お
考
え
下
さ
い
。
ま
た
、
緑
内

障
に
は
大
き
く
分
け
る
と
二
つ
の
種
類
が
あ
り
、
眼
の

中
の
水
の
排
水
溝
の
流
れ
が
悪
く
な
る
タ
イ
プ
と
、
排

水
溝
が
急
に
全
く
ふ
さ
が
っ
て
し
ま
う
タ
イ
プ
が
あ
り

ま
す
。
慢
性
に
す
す
む
前
者
に
対
し
て
は
い
ま
ま
で
お

話
し
し
て
き
た
よ
う
な
治
療
を
行
い
、
後
者
は
急
に
発

症
す
る
こ
と
が
あ
り
、
眼
の
中
の
水
の
流
れ
を
作
る
た

め
の
バ
イ
パ
ス
を
作
る
よ
う
な
レ
ー
ザ
ー
治
療
や
手
術

を
行
い
ま
す
。

加
齢
黄
斑
変
性

　
三
つ
め
は
加
齢
黄
斑
変
性
で
す
。
黄
斑
は
光
を
感
じ

る
細
胞
の
膜
で
あ
る「
網
膜
」の
中
心
部
分
を
指
し
ま
す
。

黄
斑
は
非
常
に
感
度
の
良
い
細
胞
が
密
に
集
ま
っ
て
お

り
、
人
間
が
物
を
み
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い
重
要
な
部

分
で
す
。（
図
４
）

　
こ
の
黄
斑
の
細
胞
が
、
年
齢
に
よ
り
弱
っ
て
し
ま
い
、

網
膜
の
外
側
か
ら
悪
い
血
管
が
生
え
て
き
て
出
血
や
水

漏
れ
を
起
こ
す
の
が
加
齢
黄
斑
変
性
で
す
。
こ
の
病
気

に
な
る
と
、
物
が
歪
ん
で
見
え
た
り
、
コ
ン
ト
ラ
ス
ト

が
低
下
し
た
り
し
て
視
力
が
低
下
し
ま
す
。
比
較
的
急

速
に
進
行
す
る
こ
と
が
多
い
病
気
で
す
。
治
療
と
し
て

は
、
悪
い
血
管
を
抑
え
る
薬
を
眼
の
中
に
注
射
し
ま
す
。

こ
の
治
療
は
効
果
的
で
す
が
、
繰
り
返
し
行
う
必
要
が

あ
り
ま
す
。
病
気
の
状
態
に
よ
っ
て
、
治
療
の
間
隔
を

調
整
し
て
い
き
ま
す
が
、
数
年
以
上
に
わ
た
り
治
療
を

行
う
必
要
が
あ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
白
内
障
、
緑
内

障
と
同
様
に
こ
の
病
気
も
両
目
に
起
こ
る
こ
と
が
多
い

で
の
で
、
発
症
し
て
い
な
い
方
の
眼
も
定
期
的
に
眼
科

で
チ
ェ
ッ
ク
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ア
イ
フ
レ
イ
ル
に
つ
い
て

　
以
上
、
代
表
的
な
目
の
病
気
に
つ
い
て
述
べ
て
き
ま

し
た
。
さ
て
、
最
近
フ
レ
イ
ル
、
と
い
う
言
葉
を
お
聞

き
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
年
齢
を

重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
体
の
あ
ち
こ
ち
の
機
能
が
徐
々

に
低
下
し
、
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
い
る
と
病
気
を
お
こ

し
て
し
ま
い
、
寝
た
き
り
な
ど
の
介
護
が
必
要
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
機
能
が
低
下
し
て
き
て
、
病
気

に
な
る
一
歩
手
前
の
状
態
、
た
だ
し
こ
の
時
点
で
あ
れ

ば
適
切
な
ケ
ア
を
行
え
ば
病
気
に
な
ら
ず
に
済
む
状
態
、

が
フ
レ
イ
ル
と
呼
ば
れ
る
状
態
で
す
。
こ
の
フ
レ
イ
ル

は
体
の
あ
ち
こ
ち
で
起
こ
り
ま
す
が
、
眼
に
関
し
て
お

こ
る
状
態
を
ア
イ
フ
レ
イ
ル
と
呼
び
ま
す
。
ア
イ
フ
レ

イ
ル
啓
発
会
議
（https://w

w
w.eye-frail.jp/

）
で
は
、

目
が
疲
れ
や
す
く
な
っ
た
、
長
時
間
本
な
ど
を
見
る
こ

と
が
少
な
く
な
っ
た
、
夕
方
に
な
る
と
目
が
か
す
む
、

ラ
イ
ト
が
ま
ぶ
し
く
感
じ
る
、
波
打
っ
て
見
え
る
、
瞬

き
が
増
え
た
、
信
号
を
見
落
と
し
そ
う
に
な
っ
た
な
ど

の
症
状
が
な
い
か
ど
う
か
、
セ
ル
フ
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ

と
を
勧
め
て
い
ま
す
。（
図
５
）

　
も
し
異
常
が
あ
れ
ば
す
ぐ
に
眼
科
を
受
診
し
て
、
眼

の
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。
早
め
に
治
療

す
れ
ば
、
い
つ
ま
で
も
見
つ
づ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ぜ
ひ
ご
自
身
の
目
を
大
切
に
し
て
く
だ
さ
い
。

Vol.2誌上講演

図２

図３図５
日本眼科啓発会議 アイフレイル啓発公式サイトより

目が疲れやすくなった 夕方になると見にくく
なることが増えた

新聞や本を長時間見る
ことが少なくなった

食事の時にテーブルを
汚すことがたまにある

眼鏡をかけてもよく見
えないと感じることが
多くなった

まぶしく感じやすくな
った

はっきり見えない時に
まばたきをすることが
増えた

まっすぐの線が波打っ
て見えることがある

段差や階段が危ないと
感じたことがある

信号や道路標識を
見落としそうになった
ことがある

白内障の見え方

視野欠損の経過

図４

チェックが２つ以上の方：
眼科へご相談ください

チェックが１つの方：
目の健康に懸念あり

チェックが０の方：
健康です
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第
九
十
七
回「
千
葉
大
学
医
学
部
解
剖
慰
霊
祭
」は
、

六
月
八
日
（
土
）
午
後
一
時
よ
り
、
ゐ
の
は
な
記
念

講
堂
で
し
め
や
か
に
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
学
生
・
医
師
の
教
育
と
研
究
の
た
め
に
献
体
さ
れ

た
八
十
九
柱
並
び
に
、
病
気
の
原
因
を
調
べ
る
病
理

解
剖
の
た
め
に
供
さ
れ
た
十
七
柱
の
ご
尊
霊
に
対
し
、

参
加
者
一
同
よ
り
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
ま
し
た
。三木隆司 医学部長による「追悼の言葉」

三木隆司 医学部長および森千里環境生命医学教授による
ご遺骨返還

医学部学生たちの献花

医学部学生たちによるご遺族お見送り

　
実
習
が
始
ま
る
一
週
間
前
、
私
が
参
加
し
て
い
る

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
先
で
の
事
で
し
た
。
そ
こ
で
お
世
話

に
な
っ
て
い
る
方
に
、
実
習
の
た
め
し
ば
ら
く
お
休

み
す
る
旨
を
伝
え
る
と
、
あ
る
こ
と
を
伺
い
ま
し
た
。

実
は
、
そ
の
方
の
ご
両
親
が
終
活
の
一
環
と
し
て
献

体
登
録
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
将
来
千
葉

大
学
に
お
世
話
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と

で
し
た
。
身
近
な
方
の
ご
家
族
が
、
献
体
に
協
力
し

て
く
だ
さ
る
こ
と
に
驚
き
つ
つ
も
、
そ
れ
が
ど
う
い

う
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
、
そ
の
と
き
の
私
は
、
よ

く
理
解
で
き
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
献
体
に
つ
い
て
、

文
字
の
上
で
は
理
解
し
て
い
た
つ
も
り
で
し
た
が
、

私
に
は
、
ど
こ
か
遠
い
世
界
の
話
だ
と
感
じ
て
い
た

の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
よ
り
も
、
こ
れ
か
ら
始
ま

る
解
剖
実
習
へ
の
期
待
で
、
ど
こ
と
な
く
高
揚
感
の

よ
う
な
も
の
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。

　
そ
う
し
て
迎
え
た
実
習
初
日
、
初
め
て
実
習
室
に
足

を
踏
み
い
れ
る
と
、
目
の
前
の
実
習
台
に
は
、
白
い
布

で
覆
わ
れ
た
ご
遺
体
の
先
生
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し

た
。
そ
の
光
景
を
目
に
し
た
と
き
、
私
は
衝
撃
を
受
け

ま
し
た
。
高
揚
感
は
一
気
に
消
え
、
全
身
に
緊
張
が
走

り
、
こ
れ
か
ら
始
ま
る
実
習
の
重
大
さ
を
痛
感
し
ま
し

た
。
実
習
は
背
中
の
解
剖
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
初

め
て
ご
遺
体
の
先
生
に
メ
ス
を
入
れ
た
瞬
間
、
ふ
と
気

づ
く
と
、
緊
張
の
あ
ま
り
手
が
少
し
震
え
て
い
た
こ
と

は
、
今
で
も
鮮
明
に
覚
え
て
い
ま
す
。

　
実
習
で
は
、
教
科
書
や
実
習
書
を
手
が
か
り
に
し
て
、

ご
遺
体
の
先
生
の
筋
肉
や
血
管
、
神
経
、
臓
器
な
ど
を

学
ん
で
い
き
ま
す
。
わ
か
り
や
す
く
単
純
化
さ
れ
た
イ

ラ
ス
ト
と
は
異
な
り
、
リ
ア
ル
な
人
体
の
構
造
を
立
体

的
に
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
実
習
が
あ
る

程
度
進
ん
で
か
ら
の
こ
と
で
し
た
。
私
の
ご
遺
体
の
先

生
は
、
心
臓
の
血
管
が
一
般
的
な
構
造
と
は
異
な
っ
て

お
り
、
教
科
書
か
ら
で
は
な
く
、
ご
遺
体
の
先
生
か
ら

し
か
学
べ
な
い
こ
と
も
多
い
の
だ
と
実
感
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ご
遺
体
の
先
生
は
、
医
師
と

し
て
の
責
任
も
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
初
め
は
、

ご
遺
体
の
先
生
に
対
面
す
る
た
び
、
た
だ
た
だ
緊
張
す

る
ば
か
り
で
し
た
が
、
先
生
は
医
学
生
で
あ
る
私
た
ち

を
信
頼
し
、
私
に
と
っ
て
、
初
め
て
の
患
者
に
な
っ
て

く
だ
さ
っ
た
の
だ
と
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
先

生
の
託
し
て
く
だ
さ
っ
た
想
い
に
私
は
応
え
る
こ
と
が

で
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
医
師
と
し
て
の
責
任
と
は

何
か
、
こ
う
自
問
自
答
す
る
こ
と
は
、
解
剖
が
終
わ
っ

た
今
も
続
い
て
お
り
ま
す
。
今
ま
で
単
な
る
学
生
と
し

て
し
か
自
分
を
と
ら
え
て
こ
な
か
っ
た
私
で
す
が
、
将

来
医
師
に
な
る
者
と
し
て
ど
う
行
動
す
る
べ
き
か
と
考

え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
こ
う
し
て
迎
え
た
実
習
最
後
の
講
義
に
て
、
解
剖
実

習
が
実
現
で
き
て
い
る
の
は
、
ご
遺
体
の
先
生
だ
け
で

な
く
ご
遺
族
の
方
の
お
か
げ
で
も
あ
る
こ
と
を
忘
れ
な

い
で
ほ
し
い
と
、
と
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
ご
遺
族
は
先

生
の
お
骨
が
返
っ
て
く
る
ま
で
何
年
も
待
っ
て
お
ら
れ

る
。―

―

そ
れ
を
初
め
て
知
っ
た
時
、
私
は
、
真
っ
先

に
実
習
前
の
出
来
事
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
あ
の
時
、

『
医
学
部
の
皆
さ
ん
に
お
世
話
に
な
り
ま
す
ね
』
と
言
っ

て
く
だ
さ
っ
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
の
方
は
、
ど
の
よ

う
な
思
い
で
、
ご
両
親
の
献
体
登
録
を
受
け
入
れ
て
く

だ
さ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
愛
す
る
家
族
の
ご
遺
体
を
医

学
部
生
に
託
す
と
い
う
選
択
に
、
ど
れ
だ
け
の
覚
悟
を

必
要
と
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
思
っ
た
と
き
、

私
は
言
葉
に
表
し
き
れ
な
い
ほ
ど
、
感
銘
を
受
け
ま
し

た
。
そ
し
て
同
時
に
、
医
師
に
な
る
自
分
に
課
せ
ら
れ

た
役
割
の
重
さ
を
、
身
に
染
み
て
感
じ
ま
し
た
。
多
く

の
方
の
想
い
に
支
え
ら
れ
、
医
学
を
学
ぶ
自
分
が
あ
る

の
だ
と
実
感
し
た
時
、
医
師
に
な
る
覚
悟
が
よ
り
一
層

固
ま
っ
て
い
く
の
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　
三
か
月
に
わ
た
る
解
剖
実
習
を
終
え
た
今
、
私
は
ご

遺
体
の
先
生
、
ご
遺
族
の
皆
様
が
私
た
ち
に
託
し
て
く

だ
さ
っ
た
想
い
を
、
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
だ

と
深
く
感
じ
て
い
ま
す
。
医
学
の
基
礎
と
な
る
「
人
の

体
」
を
、
深
く
学
ぶ
機
会
を
提
供
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ

と
に
、
改
め
て
心
よ
り
感
謝
の
意
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
私
た
ち
は
、
必
ず
良
い
医
師
に
な
り
ま
す
。
本
当
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

学
生
代
表
感
謝
の
こ
と
ば

医
学
部
三
年
生
代
表

迫
井  

優
里
子
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話
に
な
り
ま
す
ね
』
と
言
っ

て
く
だ
さ
っ
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
の
方
は
、
ど
の
よ

う
な
思
い
で
、
ご
両
親
の
献
体
登
録
を
受
け
入
れ
て
く

だ
さ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
愛
す
る
家
族
の
ご
遺
体
を
医

学
部
生
に
託
す
と
い
う
選
択
に
、
ど
れ
だ
け
の
覚
悟
を

必
要
と
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
思
っ
た
と
き
、

私
は
言
葉
に
表
し
き
れ
な
い
ほ
ど
、
感
銘
を
受
け
ま
し

た
。
そ
し
て
同
時
に
、
医
師
に
な
る
自
分
に
課
せ
ら
れ

た
役
割
の
重
さ
を
、
身
に
染
み
て
感
じ
ま
し
た
。
多
く

の
方
の
想
い
に
支
え
ら
れ
、
医
学
を
学
ぶ
自
分
が
あ
る

の
だ
と
実
感
し
た
時
、
医
師
に
な
る
覚
悟
が
よ
り
一
層

固
ま
っ
て
い
く
の
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　
三
か
月
に
わ
た
る
解
剖
実
習
を
終
え
た
今
、
私
は
ご

遺
体
の
先
生
、
ご
遺
族
の
皆
様
が
私
た
ち
に
託
し
て
く

だ
さ
っ
た
想
い
を
、
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
だ

と
深
く
感
じ
て
い
ま
す
。
医
学
の
基
礎
と
な
る
「
人
の

体
」
を
、
深
く
学
ぶ
機
会
を
提
供
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ

と
に
、
改
め
て
心
よ
り
感
謝
の
意
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
私
た
ち
は
、
必
ず
良
い
医
師
に
な
り
ま
す
。
本
当
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

学
生
代
表
感
謝
の
こ
と
ば

医
学
部
三
年
生
代
表

迫
井  

優
里
子
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　「
解
剖
実
習
に
お
い
て
、
あ
く
ま
で
ご
遺
体
の
先
生

が
『
先
生
』
で
、
先
生
方
は
君
た
ち
に
と
っ
て
最
初
の

『
患
者
さ
ん
』
で
も
あ
る
。
そ
の
つ
も
り
で
丁
寧
に
接

し
、
し
っ
か
り
と
『
対
話
』
す
る
よ
う
に
」

―

こ
れ
は
、
初
回
の
実
習
か
ら
終
わ
る
ま
で
の

間
、
指
導
教
員
の
先
生
方
が
何
度
か
繰
り
返
さ
れ
て

い
た
ご
指
導
で
す
。
初
め
て
こ
の
言
葉
を
聞
い
た
時
、

私
は
そ
れ
だ
け
特
別
な
時
間
な
の
だ
と
身
が
引
き
締

ま
る
思
い
と
同
時
に
、
少
し
だ
け
不
思
議
な
響
き
だ

な
と
い
う
感
覚
も
味
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
約

３
ヶ
月
の
間
お
世
話
に
な
っ
た
先
生
を
棺
に
お
納
め

し
た
今
日
、
改
め
て
こ
の
奇
妙
な
感
覚
に
つ
い
て
振

り
返
っ
て
み
る
と
、
私
に
と
っ
て
解
剖
実
習
と
は
、
こ

の
『
対
話
』
の
意
味
を
自
分
の
中
で
探
し
て
い
く
過

程
だ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。

　
ご
遺
体
の
先
生
が『
先
生
』で
あ
る
と
い
う
言
葉
は
、

字
義
の
通
り
、
ご
遺
体
の
先
生
が
そ
の
身
を
も
っ
て

人
体
の
仔
細
を
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
と
い
う
意
味

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
の
数
ヶ
月
の
中
で
、
私
た
ち

は
人
体
の
中
に
納
ま
る
臓
器
の
配
置
や
血
管
・
神
経

の
走
行
、
筋
肉
の
配
置
や
機
能
な
ど
を
学
び
ま
し
た
。

私
た
ち
医
学
生
は
、
教
科
書
や
ア
ト
ラ
ス※

な
ど
を

通
し
て
も
人
体
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、

実
習
に
お
い
て
実
際
の
人
体
に
触
れ
る
学
習
に
は
敵

わ
な
い
と
感
じ
ま
し
た
。
実
際
の
人
体
に
触
れ
る
こ

と
で
よ
り
正
確
な
立
体
構
造
を
感
覚
で
掴
む
こ
と
が

出
来
ま
す
し
、
な
に
よ
り
、
そ
の
身
体
に
実
際
に
触

れ
て
、
大
き
さ
・
重
さ
・
感
触
な
ど
の
『
質
感
』
を
知

る
こ
と
が
出
来
た
か
ら
で
す
。

　
ま
た
、
千
葉
大
学
医
学
部
の
解
剖
実
習
で
は
、
単

に
人
体
の
構
造
・
機
能
な
ど
を
順
々
に
学
ん
で
い
く

だ
け
で
な
く
、
気
管
挿
管※

や
胸
腔
ド
レ
ナ
ー
ジ※

な
ど
、
臨
床
現
場
で
実
際
に
行
わ
れ
る
手
技
の
練
習

も
行
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、
わ
ず
か
数
年
後
に
は
、

こ
う
し
た
手
技
を
正
し
く
、
素
早
く
行
う
必
要
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
時
、
医
師
一
年
目
だ
か
ら
、
経
験
が
浅

い
か
ら
、
な
ど
と
い
う
言
い
訳
で
、
患
者
さ
ん
を
死

な
せ
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
そ
う
い
っ
た
面
で

も
、
こ
の
実
習
で
の
経
験
は
意
義
深
い
も
の
で
し
た
。

　
そ
し
て
、
私
た
ち
が
初
め
て
体
の
外
か
ら
中
ま
で

触
れ
る
他
者
も
、
メ
ス
を
入
れ
る
初
め
て
の
相
手
も
、

ご
遺
体
の
先
生
で
し
た
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
も
、

「
最
初
の
『
患
者
さ
ん
』」
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、

性
差
や
個
人
差
を
学
ぶ
た
め
に
、
私
た
ち
は
自
分
た

ち
の
班
以
外
の
ご
遺
体
の
先
生
方
か
ら
も
勉
強
さ
せ

て
も
ら
い
ま
し
た
。
血
管
の
走
行
の
差
異
、
手
術
の

痕
な
ど
、
体
表
か
ら
は
見
て
取
れ
な
い
違
い
も
、
身

体
の
中
に
は
隠
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
私
た
ち
が
医

師
に
な
っ
た
時
に
接
す
る
患
者
さ
ん
た
ち
に
も
当
然

あ
る
『
個
人
差
』
で
す
。
見
え
て
い
る
姿
か
た
ち
が

そ
の
人
の
全
て
で
は
な
く
て
、
身
体
の
中
ま
で
そ
の

人
で
あ
る―

そ
う
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。

　
私
た
ち
の
班
の
先
生
は
、
小
柄
な
お
ば
あ
さ
ん
で

し
た
。
名
前
も
、
ど
ん
な
人
生
を
生
き
て
き
た
の
か

も
知
り
ま
せ
ん
し
、
逆
も
し
か
り
で
、
ご
遺
体
の
先

生
に
と
っ
て
も
私
た
ち
は
『
見
知
ら
ぬ
誰
か
』
で
し

か
な
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
ご
遺
体

の
先
生
が
、
自
分
の
身
体
を
私
た
ち
の
勉
強
の
た
め

に
使
っ
て
い
い
と
い
う
尊
い
意
志
を
残
さ
れ
た
こ
と

だ
け
は
確
か
で
す
。『
見
知
ら
ぬ
誰
か
』
の
た
め
に
出

来
る
こ
と
と
し
て
は
、
あ
ま
り
に
崇
高
で
す
。
ど
う

し
て
ご
自
身
の
お
身
体
を
提
供
し
よ
う
と
考
え
て
く

だ
さ
っ
た
の
か―

目
の
前
の
ご
遺
体
の
先
生
か
ら
、

明
確
な
言
葉
が
紡
が
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
感

謝
し
な
が
ら
も
、
分
か
ら
な
い
ま
ま
に
解
剖
実
習
は

進
ん
で
い
き
ま
し
た
。
そ
う
し
て
そ
の
遺
志
が
掴
み

切
れ
ぬ
ま
ま
迎
え
た
今
日
、
納
棺
の
時
、
ふ
と
、
指

導
教
員
の
先
生
方
の
仰
っ
て
い
た
『
対
話
』
と
い
う

言
葉
に
思
い
至
り
ま
し
た
。

　
生
き
て
い
る
人
同
士
で
あ
っ
て
も
、
必
ず
し
も
全

て
の
意
図
を
伝
え
合
っ
た
り
分
か
り
あ
っ
た
り
で
き

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
我
々
人
間
は
、

『
対
話
』
に
よ
っ
て
他
者
を
分
か
ろ
う
と
し
ま
す
。
ご

遺
体
の
先
生
の
『
身
体
』
を
通
じ
て
、
先
生
方
の
尊

い
思
い
に
触
れ
、
他
者
や
、
他
者
の
人
生
を
考
え
る

こ
と―

こ
れ
自
体
が
、
ご
遺
体
の
先
生
の
『
身
体
』

を
通
じ
て
行
わ
れ
る
、
時
を
超
え
た
『
対
話
』
だ
っ
た

の
で
す
。

　
納
棺
式
を
終
え
、
解
剖
実
習
室
を
後
に
す
る
時
、

部
屋
に
残
さ
れ
て
い
た
の
は
、
棺
に
入
れ
ら
れ
た
先

生
方
と
、
そ
こ
に
手
向
け
ら
れ
た
花
束
で
し
た
。
そ

こ
に
は
、
不
思
議
な
静
謐
さ
と
厳
か
さ
が
あ
り
な
が

ら
、
そ
れ
と
同
時
に
、
ほ
ん
の
少
し
温
か
さ
の
よ
う

な
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。
お
身
体
を
提
供
し
て
く
だ

さ
る
よ
う
な
優
し
い
方
々
な
の
で
す
か
ら
、
き
っ
と

私
た
ち
の
背
中
を
押
し
て
く
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

最
後
の
最
後
ま
で
ご
遺
体
の
先
生
方
に
は
、
感
謝
が

つ
き
ま
せ
ん
。
改
め
て
、
約
３
ヶ
月
の
間
、
私
た
ち
を

優
し
く
見
守
り
、
た
く
さ
ん
の
教
え
を
下
さ
っ
て
、

本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
歯
科
医
師
の
娘
だ
と
い
う
誇
り
を
持
っ
て
い
た
母

は
、
生
前
か
ら
献
体
を
強
く
希
望
し
て
い
ま
し
た
。

母
が
長
い
こ
と
望
ん
で
い
た
医
療
へ
の
貢
献
。
無
事

に
そ
の
日
を
迎
え
る
こ
と
が
出
来
て
、
母
は
と
て
も

満
足
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　
几
帳
面
な
母
は
、
自
分
が
亡
く
な
っ
た
時
の
手
続

き
に
関
す
る
資
料
一
式
を
作
成
し
て
お
り
、
介
護
施

設
に
入
所
す
る
際
預
か
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
献

体
の
連
絡
資
料
も
あ
り
、
す
べ
て
電
話
で
対
応
し
て

も
ら
い
ま
し
た
。

　
お
葬
式
は
家
族
葬
で
し
た
が
、
関
係
部
署
の
許
可

も
頂
き
、
母
の
湯
灌
も
出
来
ま
し
た
。
孫
娘
た
ち
に

死
化
粧
を
し
て
も
ら
い
、
笑
い
の
あ
る
中
で
旅
立
ち

の
準
備
を
し
ま
し
た
。
孫
た
ち
が
選
ん
だ
き
れ
い
な

柄
の
棺
桶
の
中
、
大
好
き
な
花
に
埋
も
れ
て
。
こ
れ

か
ら
献
体
へ
向
か
う
母
の
顔
は
、
ど
こ
と
な
く
誇
ら

し
げ
に
見
え
ま
し
た
。

　
夜
、
今
ど
き
の
若
者
の
子
供
た
ち
は
〝
推
し
う
ち

わ
〞
を
作
り
始
め
ま
し
た
。
う
ち
わ
に
は
母
の
写
真

と
、「
献
体
フ
ァ
イ
ト
！
」
の
文
字
を
貼
り
ま
し
た
。

楽
し
く
送
り
出
し
た
か
っ
た
の
で
す
。
大
学
か
ら
迎

え
に
来
て
い
た
だ
い
た
車
に
収
め
ら
れ
た
母
に
は
、

「
行
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
」「
ば
あ
ち
ゃ
ん
頑
張
っ
て
き

て
！
」
と
笑
顔
で
声
を
か
け
、
送
り
出
し
ま
し
た
。

悲
し
い
別
れ
で
は
な
く
、
応
援
を
し
て
い
ま
し
た
。

　
母
の
遺
骨
が
戻
る
ま
で
の
二
年
間
は
、
母
の
望
ん

で
い
た
樹
木
葬
の
申
し
込
み
な
ど
、
ゆ
っ
く
り
と
準

備
を
す
る
時
間
を
与
え
ら
れ
た
の
だ
、
と
思
っ
て
い

ま
す
。

　
今
、
こ
こ
に
戻
っ
て
来
た
母
に
は
、「
お
帰
り
な
さ

い
。
ご
苦
労
様
で
し
た
」
と
伝
え
た
い
で
す
。

ご
遺
体
の
先
生
に
寄
せ
て

解
剖
実
習
を
行
っ
た
医
学
部
学
生
た
ち
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
届
け
し
ま
す
。

ご
遺
族
様
か
ら
の

メッセ
ー
ジ

解
剖
慰
霊
祭
へ
お
越
し
い
た
だ
い
た
ご
遺
族
様

か
ら
も
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

『
最
初
の
患
者
さ
ん
』と
の『
対
話
』の
日
々
を
終
え
て

茂
木
　
誠
子
様

※

ア
ト
ラ
ス…

…
…
…

解
剖
実
習
で
使
用
す
る
人
体
の
図
譜

※

気
管
挿
管…

…
…
…

口
や
鼻
か
ら
気
管
チ
ュ
ー
ブ
を
挿
入

　
し
て
気
道
を
確
保
す
る
医
療
行
為

※

胸
腔
ド
レ
ナ
ー
ジ…

胸
腔
に
、
管
を
挿
入
し
て
感
染
症
の

　
原
因
と
な
る
膿
・
血
液
・
浸
出
液
な
ど
を
排
出
す
る
治
療

　
行
為

神
尾
　
真
美
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習
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。
そ
の
つ
も
り
で
丁
寧
に
接

し
、
し
っ
か
り
と
『
対
話
』
す
る
よ
う
に
」

―

こ
れ
は
、
初
回
の
実
習
か
ら
終
わ
る
ま
で
の

間
、
指
導
教
員
の
先
生
方
が
何
度
か
繰
り
返
さ
れ
て

い
た
ご
指
導
で
す
。
初
め
て
こ
の
言
葉
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能
な
ど
を
順
々
に
学
ん
で
い
く

だ
け
で
な
く
、
気
管
挿
管※

や
胸
腔
ド
レ
ナ
ー
ジ※

な
ど
、
臨
床
現
場
で
実
際
に
行
わ
れ
る
手
技
の
練
習

も
行
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、
わ
ず
か
数
年
後
に
は
、

こ
う
し
た
手
技
を
正
し
く
、
素
早
く
行
う
必
要
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
時
、
医
師
一
年
目
だ
か
ら
、
経
験
が
浅

い
か
ら
、
な
ど
と
い
う
言
い
訳
で
、
患
者
さ
ん
を
死

な
せ
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
そ
う
い
っ
た
面
で

も
、
こ
の
実
習
で
の
経
験
は
意
義
深
い
も
の
で
し
た
。

　
そ
し
て
、
私
た
ち
が
初
め
て
体
の
外
か
ら
中
ま
で

触
れ
る
他
者
も
、
メ
ス
を
入
れ
る
初
め
て
の
相
手
も
、

ご
遺
体
の
先
生
で
し
た
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
も
、

「
最
初
の
『
患
者
さ
ん
』」
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、

性
差
や
個
人
差
を
学
ぶ
た
め
に
、
私
た
ち
は
自
分
た

ち
の
班
以
外
の
ご
遺
体
の
先
生
方
か
ら
も
勉
強
さ
せ

て
も
ら
い
ま
し
た
。
血
管
の
走
行
の
差
異
、
手
術
の

痕
な
ど
、
体
表
か
ら
は
見
て
取
れ
な
い
違
い
も
、
身

体
の
中
に
は
隠
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
私
た
ち
が
医

師
に
な
っ
た
時
に
接
す
る
患
者
さ
ん
た
ち
に
も
当
然

あ
る
『
個
人
差
』
で
す
。
見
え
て
い
る
姿
か
た
ち
が

そ
の
人
の
全
て
で
は
な
く
て
、
身
体
の
中
ま
で
そ
の

人
で
あ
る―

そ
う
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。

　
私
た
ち
の
班
の
先
生
は
、
小
柄
な
お
ば
あ
さ
ん
で

し
た
。
名
前
も
、
ど
ん
な
人
生
を
生
き
て
き
た
の
か

も
知
り
ま
せ
ん
し
、
逆
も
し
か
り
で
、
ご
遺
体
の
先

生
に
と
っ
て
も
私
た
ち
は
『
見
知
ら
ぬ
誰
か
』
で
し

か
な
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
ご
遺
体

の
先
生
が
、
自
分
の
身
体
を
私
た
ち
の
勉
強
の
た
め

に
使
っ
て
い
い
と
い
う
尊
い
意
志
を
残
さ
れ
た
こ
と

だ
け
は
確
か
で
す
。『
見
知
ら
ぬ
誰
か
』
の
た
め
に
出

来
る
こ
と
と
し
て
は
、
あ
ま
り
に
崇
高
で
す
。
ど
う

し
て
ご
自
身
の
お
身
体
を
提
供
し
よ
う
と
考
え
て
く

だ
さ
っ
た
の
か―

目
の
前
の
ご
遺
体
の
先
生
か
ら
、

明
確
な
言
葉
が
紡
が
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
感

謝
し
な
が
ら
も
、
分
か
ら
な
い
ま
ま
に
解
剖
実
習
は

進
ん
で
い
き
ま
し
た
。
そ
う
し
て
そ
の
遺
志
が
掴
み

切
れ
ぬ
ま
ま
迎
え
た
今
日
、
納
棺
の
時
、
ふ
と
、
指

導
教
員
の
先
生
方
の
仰
っ
て
い
た
『
対
話
』
と
い
う

言
葉
に
思
い
至
り
ま
し
た
。

　
生
き
て
い
る
人
同
士
で
あ
っ
て
も
、
必
ず
し
も
全

て
の
意
図
を
伝
え
合
っ
た
り
分
か
り
あ
っ
た
り
で
き

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
我
々
人
間
は
、

『
対
話
』
に
よ
っ
て
他
者
を
分
か
ろ
う
と
し
ま
す
。
ご

遺
体
の
先
生
の
『
身
体
』
を
通
じ
て
、
先
生
方
の
尊

い
思
い
に
触
れ
、
他
者
や
、
他
者
の
人
生
を
考
え
る

こ
と―

こ
れ
自
体
が
、
ご
遺
体
の
先
生
の
『
身
体
』

を
通
じ
て
行
わ
れ
る
、
時
を
超
え
た
『
対
話
』
だ
っ
た

の
で
す
。

　
納
棺
式
を
終
え
、
解
剖
実
習
室
を
後
に
す
る
時
、

部
屋
に
残
さ
れ
て
い
た
の
は
、
棺
に
入
れ
ら
れ
た
先

生
方
と
、
そ
こ
に
手
向
け
ら
れ
た
花
束
で
し
た
。
そ

こ
に
は
、
不
思
議
な
静
謐
さ
と
厳
か
さ
が
あ
り
な
が

ら
、
そ
れ
と
同
時
に
、
ほ
ん
の
少
し
温
か
さ
の
よ
う

な
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。
お
身
体
を
提
供
し
て
く
だ

さ
る
よ
う
な
優
し
い
方
々
な
の
で
す
か
ら
、
き
っ
と

私
た
ち
の
背
中
を
押
し
て
く
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

最
後
の
最
後
ま
で
ご
遺
体
の
先
生
方
に
は
、
感
謝
が

つ
き
ま
せ
ん
。
改
め
て
、
約
３
ヶ
月
の
間
、
私
た
ち
を

優
し
く
見
守
り
、
た
く
さ
ん
の
教
え
を
下
さ
っ
て
、

本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
歯
科
医
師
の
娘
だ
と
い
う
誇
り
を
持
っ
て
い
た
母

は
、
生
前
か
ら
献
体
を
強
く
希
望
し
て
い
ま
し
た
。

母
が
長
い
こ
と
望
ん
で
い
た
医
療
へ
の
貢
献
。
無
事

に
そ
の
日
を
迎
え
る
こ
と
が
出
来
て
、
母
は
と
て
も

満
足
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　
几
帳
面
な
母
は
、
自
分
が
亡
く
な
っ
た
時
の
手
続

き
に
関
す
る
資
料
一
式
を
作
成
し
て
お
り
、
介
護
施

設
に
入
所
す
る
際
預
か
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
献

体
の
連
絡
資
料
も
あ
り
、
す
べ
て
電
話
で
対
応
し
て

も
ら
い
ま
し
た
。

　
お
葬
式
は
家
族
葬
で
し
た
が
、
関
係
部
署
の
許
可

も
頂
き
、
母
の
湯
灌
も
出
来
ま
し
た
。
孫
娘
た
ち
に

死
化
粧
を
し
て
も
ら
い
、
笑
い
の
あ
る
中
で
旅
立
ち

の
準
備
を
し
ま
し
た
。
孫
た
ち
が
選
ん
だ
き
れ
い
な

柄
の
棺
桶
の
中
、
大
好
き
な
花
に
埋
も
れ
て
。
こ
れ

か
ら
献
体
へ
向
か
う
母
の
顔
は
、
ど
こ
と
な
く
誇
ら

し
げ
に
見
え
ま
し
た
。

　
夜
、
今
ど
き
の
若
者
の
子
供
た
ち
は
〝
推
し
う
ち

わ
〞
を
作
り
始
め
ま
し
た
。
う
ち
わ
に
は
母
の
写
真

と
、「
献
体
フ
ァ
イ
ト
！
」
の
文
字
を
貼
り
ま
し
た
。

楽
し
く
送
り
出
し
た
か
っ
た
の
で
す
。
大
学
か
ら
迎

え
に
来
て
い
た
だ
い
た
車
に
収
め
ら
れ
た
母
に
は
、

「
行
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
」「
ば
あ
ち
ゃ
ん
頑
張
っ
て
き

て
！
」
と
笑
顔
で
声
を
か
け
、
送
り
出
し
ま
し
た
。

悲
し
い
別
れ
で
は
な
く
、
応
援
を
し
て
い
ま
し
た
。

　
母
の
遺
骨
が
戻
る
ま
で
の
二
年
間
は
、
母
の
望
ん

で
い
た
樹
木
葬
の
申
し
込
み
な
ど
、
ゆ
っ
く
り
と
準

備
を
す
る
時
間
を
与
え
ら
れ
た
の
だ
、
と
思
っ
て
い

ま
す
。

　
今
、
こ
こ
に
戻
っ
て
来
た
母
に
は
、「
お
帰
り
な
さ

い
。
ご
苦
労
様
で
し
た
」
と
伝
え
た
い
で
す
。

ご
遺
体
の
先
生
に
寄
せ
て

解
剖
実
習
を
行
っ
た
医
学
部
学
生
た
ち
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
届
け
し
ま
す
。

ご
遺
族
様
か
ら
の

メッセ
ー
ジ

解
剖
慰
霊
祭
へ
お
越
し
い
た
だ
い
た
ご
遺
族
様

か
ら
も
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

『
最
初
の
患
者
さ
ん
』と
の『
対
話
』の
日
々
を
終
え
て

茂
木
　
誠
子
様

※

ア
ト
ラ
ス…

…
…
…

解
剖
実
習
で
使
用
す
る
人
体
の
図
譜

※

気
管
挿
管…

…
…
…

口
や
鼻
か
ら
気
管
チ
ュ
ー
ブ
を
挿
入

　
し
て
気
道
を
確
保
す
る
医
療
行
為

※

胸
腔
ド
レ
ナ
ー
ジ…

胸
腔
に
、
管
を
挿
入
し
て
感
染
症
の

　
原
因
と
な
る
膿
・
血
液
・
浸
出
液
な
ど
を
排
出
す
る
治
療

　
行
為

神
尾
　
真
美
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千葉大学医学部へ献体登録したいのですが？Ｑ

A 献体登録出来る方は　

①「無条件・無報酬」で献体すること　

②千葉県内に現住所があり、県外へ転居する予定がないこと　

③本人が献体希望の意思を表示し、千葉大学医学部でその確認ができる方　

④親族（親・配偶者・兄弟姉妹・子）全員の文書による同意が得られる方　

⑤原則として60 歳以上で、未成年の子どもがいない方　

⑥親族等の方に、大学まで遺骨の引取りに来て頂ける方

　（遺骨の引取りは、献体から２～３年後になります）　

⑦過去にB型肝炎・C型肝炎・結核などの感染力の強い病気にかかられたことが無い　

といった条件があります。　

献体登録するにはどうすればよいのですか？Ｑ

A まずは、「千葉白菊会」ホームページをご覧いただくか、千葉大学亥鼻地区事務部総務課 総務

第一係 献体担当までお電話ください(043-226-2988 月～金 9時～16時※祝日は除く)。 

 献体登録に関するご相談をお受けします。また、ご希望があれば申込書類等を

お送りいたします。

親族が誰もいないのですが友人等の同意で登録可能ですか？Ｑ

A ご親族がいない方、遺骨の引受人が３名に満たない方は、ご本人の同意に加えて、納骨までの

手続きを行ってくださる方（死後事務委任契約者等）がいれば、登録可能です。

親族の同意は得られましたが遺骨を引き取れる者が誰もいないのですが？Ｑ

A ご親族でなくても、ご自身の生前契約（死後事務委任契約）によりご遺骨を引き取り埋葬してくれ

る法律事務所、宗教法人、NPO法人等があります。そのような契約をしていただいていれば、ご登

録いただけます（死後事務委任契約については、お住いの市町村役場、社会福祉協議会へご相

談ください）。

登録時に同意者となった親族に先立たれ、遺骨の引き取り者がいなくなってしまいました。 
登録を取り消さないといけませんか？

Ｑ

A ご親族がいなくなってしまった場合でも、生前のうちに以下のようにしておいて頂ければ献体は

可能です。 ①自分の遺骨を埋葬する場所を決定し、係る経費を含めて担当者 ( 寺社・教会等

の墓地管理者 ) と契約を完了しておく　②自分の遺骨を引き取り埋葬をする方を決定し、その

方 (ご友人、入所施設の施設長、寺社・教会の担当者など ) のご連絡先を千葉大学亥鼻地区

事務部総務課 総務第一係 献体担当 まで連絡しておく 

手術を何度も受けているが献体できますか？Ｑ

A 内臓等の摘出手術を受けておられる方でも、問題なくご献体いただけます。

献体できない病歴などはありますか？Ｑ

A Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎・結核などの感染力の強い病気に罹患されたことのある方は、献体登録をお断

りさせていただいております。現在は医療技術の進歩により完治していると言われても、免疫力等が

低下した場合は再発してしまう可能性があります。その場合、自覚症状がなくても処置をする職員

や解剖をする医学生に感染してしまう危険性があるため申し訳ありませんがどうぞご理解ください。

病歴以外で献体ができない場合はありますか？Ｑ

A 交通事故や自殺、事件性があると警察が判断し司法解剖された場合、県外で亡くなられた場合、

ご家族の承諾が得られない場合、遺骨の引取者がいない場合などの状況では、ご献体いただけ

ない可能性があります。

献体時の費用は必要ですか？Ｑ

A ご遺体の引き取りからご遺骨の返還までの諸費用(お別れする場所から大学までの搬送費用、

火葬費用)は、大学にて負担いたします。ただし、ご逝去された場所からお別れする場所までの

搬送費用、通夜・葬儀の費用および埋葬費用等は大学で負担することはできません。

アイバンクへの登録や臓器提供意思表示カードを携帯していても登録できますか？Ｑ

A 同時登録は可能ですが、アイバンクへの献眼は１眼のみとなります。また、臓器提供された方は

献体することができません。

献体についてＱ Ａ＆
千葉大学亥鼻地区事務部総務課総務第一係
献体担当へ
（043-226-2988）

ご質問は

千葉白菊会ホームページへアクセス！ ▶
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A 交通事故や自殺、事件性があると警察が判断し司法解剖された場合、県外で亡くなられた場合、

ご家族の承諾が得られない場合、遺骨の引取者がいない場合などの状況では、ご献体いただけ

ない可能性があります。

献体時の費用は必要ですか？Ｑ

A ご遺体の引き取りからご遺骨の返還までの諸費用(お別れする場所から大学までの搬送費用、

火葬費用)は、大学にて負担いたします。ただし、ご逝去された場所からお別れする場所までの

搬送費用、通夜・葬儀の費用および埋葬費用等は大学で負担することはできません。

アイバンクへの登録や臓器提供意思表示カードを携帯していても登録できますか？Ｑ

A 同時登録は可能ですが、アイバンクへの献眼は１眼のみとなります。また、臓器提供された方は

献体することができません。

献体についてＱ Ａ＆
千葉大学亥鼻地区事務部総務課総務第一係
献体担当へ
（043-226-2988）

ご質問は

千葉白菊会ホームページへアクセス！ ▶



千葉大学医学部・千葉白菊会

献体ってご存じですか？
死後、医学の発展のために自らの「身体」を
医学部に一定期間提供する制度です。
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〒260‒8670 千葉市中央区亥鼻1‒8‒1 (千葉大学医学部内)　
TEL：043‒226‒2988　FAX：043‒226‒2005　Email:shiragiku@chiba-u.jp

千葉大学亥鼻地区事務部総務課総務第一係  献体担当

https://www.m.chiba-u.jp/dept/shiragikukai/ホームページ

千葉大学医学部へ献体しませんか？
千葉大学医学部へ献体登録いただける方は、以下の条件があります。
①満60才以上　②千葉県内在住　③過去・現在の病歴に　結核  B型肝炎  C型肝炎  等、感染力の強い伝染病が無い　
④配偶者・子供等ご家族の同意が得られる　⑤将来の時点でご遺骨を引き取る方がいる

STEP 1
申込書類請求

千葉白菊会へお電話ください。

043-226-2988
献体登録についてご説明し、申込書類を
郵送いたします。申込書類は「千葉白菊
会」ホームページからダウンロードして印
刷することもできます。

ご記入いただいた申込書類は、千葉白菊会（〒260-8670 千葉市中央区亥鼻１-８-１千葉大学医学部内）宛に郵送してください。

STEP 2
記入書類送付

記入例を参考のうえ、以下の書類にご記
入ください。
①献体登録申込書
②献体登録同意書・遺骨の引受人 
　(申込書裏面)
③承諾書
④献体を希望した動機・決意記入用紙
　記入した書類は「千葉白菊会」宛にお送
　りください。

STEP 3
登録証受取

お送りいただいた申込書類を審査のうえ、
登録が決定した方に献体登録証などをご
自宅宛に郵送いたします。
今後とも、お元気にお暮しください。

献体からご遺骨返還まで

献体登録までの流れ

会員の方がお亡くなりになられま
したら、すみやかに下記までお電
話ください。

千葉大学献体受付専用番号
043-226-2504
※平日・土日祝日とも24時間対応
　いたします。
※生前に献体登録を済ませていな
　い方はお受けできません。

※千葉大学には埋葬施設がありませんので、ご遺骨は必ずお引き取りいただきます。

大学への搬送前に、ご葬
儀・お別れの会などを行っ
ていただくことは可能です。
搬送後のご対面は出来ませ
んので、ご親族様方でよく
ご相談なさってください。

「死亡診断書」のコピーを搬
送する者にお渡しください。
その後、大学からご用意い
ただく書類のご案内を郵送
いたします。

※「埋火葬許可書」の火葬
　場は「千葉市斎場」とご
　指定ください。

解剖実習終了後、大学職員
の付き添いのもとにご遺体
を火葬させていただきます。
ご遺骨をお返しするのは、
通常２～３年後になります。
毎年「解剖慰霊祭」を行い、
ご遺族様へお返ししていま
す。

１. 献体の連絡 ２. 献体の引取 ３. 書類の用意 ４. ご遺骨の返還
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P１ 献体が支える解剖学
千葉大学医学部 環境生命医学 准教授 鈴木崇根

P3 千葉白菊会の歴史

P4 献体とは

P5 献体の集い　

P6 誌上講演「高齢者に多い目の病気」
千葉大学医学部 眼科学 教授 馬場隆之

P9 解剖慰霊祭

P11 ご遺体の先生に寄せて・ご遺族様からのメッセージ

P13 献体についてQ＆A
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