
正
当
化
す
る
誤
魔
化
し
方

今
回
は
前
回
お
伝
え
し
た
通

り
（
本
紙
２
０
２
２
年
10
月
号

６
面
）、
Ａ
Ｌ
Ｐ
Ｓ
処
理
水
の

問
題
に
対
す
る
具
体
的
な
誤
魔

化
し
方
に
関
し
て
述
べ
て
い
き

ま
す
。
細
か
い
問
題
を
挙
げ
は

じ
め
た
ら
多
す
ぎ
て
き
り
が
な

い
の
で
、
ま
ず
は
汚
染
の
残
っ

た
水
を
放
出
す
る
量
と
し
て
、

他
の
原
発
か
ら
放
出
さ
れ
て
い

る
ト
リ
チ
ウ
ム
の
量
を
基
準
に

し
て
よ
い
の
か
を
考
え
て
み
ま

し
ょ
う
。

前
回
「
Ａ
Ｌ
Ｐ
Ｓ
処
理
水
に

つ
い
て
知
っ
て
ほ
し
い
３
つ
の

こ
と
」
と
い
う
復
興
庁
の
チ
ラ

シ
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
し
た

が
、
そ
の
中
の
「
世
界
で
も
す

で
に
海
に
流
し
て
い
ま
す
」
と

い
う
図
の
下
に
は
、
注
釈
と
し

て
韓
国
の
古
里
原
発
は
ト
リ
チ

ウ
ム
年
間
放
出
量
91
兆
bq
、
東

京
電
力
福
島
第
一
原
発
で
想
定

さ
れ
る
放
出
量
22
兆
bq
以
下
と

い
う
記
載
が
あ
り
ま
す
。
要
す

る
に
、
通
常
運
転
の
原
発
よ
り

も
少
な
い
放
出
量
で
あ
る
か
ら

問
題
な
い
と
い
う
こ
と
を
伝
え

て
い
る
の
で
す
が
（
図
１
）、

同
様
の
主
張
は
政
治
家
等
か
ら

も
出
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ

れ
は
正
当
な
理
由
に
な
り
得
る

も
の
で
し
ょ
う
か
？

そ
も
そ
も
、
東
京
電
力
福
島

第
一
原
発
の
事
故
は
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｓ

レ
ベ
ル
７
と
い
う
、
チ
ェ
ル
ノ

ブ
イ
リ
と
並
ぶ
最
大
級
の
原
発

過
酷
事
故
で
す
。
実
際
に
東
京

電
力
福
島
第
一
原
発
が
環
境
放

出
し
た
放
射
性
物
質
は
、
当
時

の
原
子
力
保
安
院
に
よ
る
と
ヨ

ウ
素
換
算
で
37
万
兆
bq
と
試
算

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
量
を
通

常
の
原
発
で
排
出
す
る
ト
リ
チ

ウ
ム
水
に
換
算
す
る
こ
と
は

難
し
い
で
す
が
、
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｓ

ユ
ー
ザ
ー
ズ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル

２
０
０
８
を
参
照
す
る
と
約
50

倍
に
な
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ト
リ
チ
ウ
ム
換
算
す
る
と
、
す

で
に
１
８
５
０
万
兆
bq
の
汚
染

を
放
出
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ

と
に
な
り
、
先
ほ
ど
の
古
里
原

発
と
比
較
す
る
と
約
20
万
倍
の

数
値
に
な
り
ま
す
（
図
２
）。

つ
ま
り
、
通
常
の
原
発
が
20
万

年
か
け
て
放
出
す
る
ほ
ど
の
量

を
環
境
に
撒
き
散
ら
か
し
た

上
、
さ
ら
に
年
間
22
兆
bq
を
放

出
し
よ
う
と
い
う
の
で
す
。
事

故
直
後
の
汚
染
の
こ
と
は
す
っ

か
り
忘
れ
て
、
他
の
原
発
よ
り

少
な
い
年
間
22
兆
bq
以
下
な
の

だ
か
ら
Ａ
Ｌ
Ｐ
Ｓ
処
理
水
を
捨

て
て
も
い
い
で
し
ょ
？
と
い
う

の
は
容
認
で
き
る
話
で
し
ょ
う

か
？　

大
地
震
後
の
原
発
事
故

で
不
可
抗
力
と
し
て
環
境
放
出

し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
関
し
て

は
、
周
辺
国
に
も
や
む
を
得
な

い
と
認
め
て
も
ら
う
こ
と
は
で

き
て
も
、
タ
ン
ク
貯
蔵
し
て
い

た
汚
染
水
を
除
去
可
能
な
範
囲

で
浄
化
し
た
か
ら
と
い
っ
て
意

図
的
に
海
洋
放
出
す
る
と
い
う

こ
と
に
関
し
て
は
、
ご
都
合
主

義
と
言
わ
れ
て
も
仕
方
な
い
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
も
、

こ
れ
は
ト
リ
チ
ウ
ム
し
か
残
存

し
て
い
な
い
と
仮
定
し
た
場
合

の
話
で
あ
り
、
前
回
記
載
し
た

通
り
Ａ
Ｌ
Ｐ
Ｓ
処
理
水
に
は
ト

リ
チ
ウ
ム
以
外
の
放
射
性
物
質

も
含
ま
れ
て
い
ま
す
（
図
１
・

２
で
は
こ
の
件
は
考
慮
し
て
い

ま
せ
ん
）。

海
洋
放
出
以
外
の
方
法

Ａ
Ｌ
Ｐ
Ｓ
処
理
水
海
洋
放
出

に
反
対
し
て
い
る
市
民
団
体

は
、
モ
ル
タ
ル
に
混
ぜ
て
固
化

す
る
方
法
や
石
油
備
蓄
タ
ン
ク

の
よ
う
な
大
規
模
で
安
定
的
な

タ
ン
ク
に
入
れ
替
え
て
長
期
保

管
す
る
代
替
案
を
提
示
し
て
い

ま
す
が
、
国
側
は
２
０
２
１
年

４
月
13
日
の
菅
首
相
（
当
時
）

の
会
見
以
降
、
海
洋
放
出
を
強

引
に
押
し
進
め
て
い
ま
す
。
タ

ン
ク
の
増
加
に
よ
る
敷
地
逼
迫

が
そ
の
理
由
と
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
海
洋
放
出
計
画
で
は
現
存

し
て
い
る
全
て
の
処
理
水
を
海

洋
放
出
す
る
ま
で
に
約
30
年
必

要
だ
と
試
算
さ
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
今
後
増
加
す
る
汚
染

水
も
計
算
に
入
れ
る
と
、
海
洋

放
出
は
敷
地
の
確
保
に
は
大
き

く
貢
献
す
る
と
は
思
え
ま
せ

ん
。
そ
も
そ
も
、
タ
ン
ク
群
は

何
度
も
漏
洩
の
問
題
を
繰
り
返

し
て
お
り
、
耐
用
年
数
的
に
30

年
使
用
で
き
る
か
も
不
安
視
さ

れ
て
い
ま
す
。
ト
リ
チ
ウ
ム
の

半
減
期
が
12
年
と
い
う
こ
と
も

考
慮
し
、
海
洋
放
出
よ
り
も
市

民
側
が
提
示
し
て
い
る
方
法
で

長
期
保
管
す
る
方
が
、
安
全
性

は
よ
り
優
位
な
も
の
と
思
わ
れ

ま
す
。

国
や
東
京
電
力
は
Ａ
Ｌ
Ｐ
Ｓ

処
理
水
の
海
洋
放
出
を
ト
リ
チ

ウ
ム
だ
け
の
問
題
に
矮
小
化
し

よ
う
と
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の

他
の
問
題
も
多
く
含
ま
れ
て
い

る
と
理
解
し
、
よ
り
安
全
な
方

法
を
選
択
す
る
よ
う
に
国
に
働

き
か
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。

原発・いのち・みらい原発・いのち・みらい
その77
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東
電
福
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第
一
原
発
の

 

A
L
P
S（
多
核
種
除
去
設
備
）

 

処
理
水
の
正
体
②

「月刊　新聞記事からできた本　こども」（2022年10月号）のト
ピックスから、今回は聞き慣れない方も多いと思われる「アドボカ
シー」について考えたい。アドボカシー（英：advocacy）とは、「擁
護・代弁」や「支持・表明」などの意味を持つ。アドボケイトは擁
護者・代弁者ということになる。医療の分野では、1970年代にアメ
リカで登場した「患者アドボカシー」「健康アドボカシー」などの
用語もある。
日本における「子どもアドボカシー」は、不登校、緘黙、引き
こもり、さらには虐待や自殺など、子どもの心の病気が増加するに
つれて耳にすることが多くなったように思う。子どもたちは言葉を
閉ざしながら社会への期待や夢を捨ててその状況に応じた行動に走
る。これらの行動に対して、大人たちに何ができるのだろう。まず
は子どもが何を考え、どう行動したいのかを公正な立場で引き出す
人の存在が必要である。つまり、子どもたちの考えを正しく家族や
社会へ伝える役目を持つ人の存在である。

小児科医は、子どもの病気には詳しい。そして大事なのは、そ
の子どもが生きている家庭や学校にも詳しいことだ。言いたいこと
を言えず、心にため込んだ子どもたちは、いろいろな症状を訴えて
外来を訪れる。家族と話しても、「怠けている」「逃げている」「弱虫」
という家族の視点を崩しにくい。
「アドボケイト」（ここでは医師）は子どもの状況を聴きながら会
話を進める。家族は会話を聴きながら、子どもの本当の気持ちに心
を傾ける。その過程で、子どもの気持ちも親の気持ちも楽になる。
アドボカシーとは、代弁と言うよりも親子の心の橋渡しの役割のよ
うに思う。心の行き違いを、無理なく穏やかに解き放し、同じ人間
同士として正直に向き合うことである。こじれた人間関係を寄り戻
すために、公平な立場の人間が不可欠なのである。
子どもと関わる仕事に就いた者は、「子どもアドボケイト」にな

ろう。現代を生きる子どもたちの幸せと希望を実現する手助けは、
私たち医療者の使命である。

『石川保険医新聞』編集長　武藤　一彦（白山市・小児科）

編集長の
ひとりごと 子どもアドボカシー

事故での放出量との比較
図１　実数グラフ

図２　対数グラフ

復興庁のチラシ「ALPS処理水について知ってほしい3つのこと」は、
図1のようにALPS処理水と韓国古里原発のみを比較して解説してい
る。しかし、実際には図2のように古里原発20万年分の汚染放出があっ
たのだ（図2は対数グラフであることに注意）
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