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2 　 発行にあたって

発 行 に あ た っ て

日本の国民は国民皆保険制度の下、医療を享受する機会に恵まれてきました。

しかし少子高齢化の進行に伴い、若年層における社会保障費の負担増大が見込まれる

ことに加え、コロナ禍で海外と比較した際の医療制度の欠点が露呈する等、現在、日本の

医療制度を見直す必要性が高まっています。また、海外諸国と比べて医療サービスの受

益者である患者（国民）の声が医療政策に反映されにくいという課題もあり、社会保障

費の負担感が高い若者の間では、医療制度設計に参画したいとの声も高まっています。

この現状を踏まえ、新時代戦略研究所とジャパン・カウンセラーズは、将来の日本を

担う若年層に向けて、今後の社会保障・医療保険制度や医療制度の在り方を考えるきっ

かけ作りとなる、マンスリー・レポートの発行を行うことしました。海外留学生が現地

の医療制度と日本の医療制度との違いを象徴するようなエピソードを情報収集、取材し

て日本語、英語でレポートを執筆します。

タイトルの「The NewZ ( ザ・ニューズィー)」は「Z 世代」が意識されています。この

ニューズレターはプロジェクト立ち上げから原稿執筆、編集までのすべてを「Z 世代」

の大学生が中心となって担っています。読者の皆さんが自分の世代の医療制度、さらに

はその先の未来の医療制度に関心を持ってくだされば幸いです。

撮影場所：グリニッジ公園（イギリス・ロンドン）　　撮影者：山﨑栞奈

英語版はこちら

https://ghcc.raaku.jp/wp-content/uploads/2023/03/the-newz-vol5-eng.pdf


　橋詰加菜 アメリカ・リンデンウッド大学
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 アメリカでは、日本と比べて食事から栄養素を摂取す

ることが難しいので、サプリメントから食事で補えな

い栄養素を取っている人が多いです。私のアメリカ人

の友達の多くも毎日サプリメントで栄養を摂取してい

ます。今回の記事では、サプリメントについてアメリ

カと日本の視点から書いていきたいと思います。

まず、アメリカでは、日本のように医療保険がありま

せん。よって、国民は病気になったら病院に行って治

そうという考え方ではなく、病気になる前にしっかり

とした栄養素をとって健康に生活しようという考えを

持っています。したがって、普段から健康食品を取り

入れている人が多いと思います。2019 年の統計による

と、アメリカでは 77％以上が栄養補助食品を消費して

います。一方で、日本では健康食品を摂取している割

合は男性が 30%、女性が 38% となっていました。

日本にいた時は、友達で毎日サプリメントを摂取して

いるという人があまりいませんでした。しかし、アメ

リカに来てみると、多くの人がビタミン B などのサプ

リメントを摂取していて驚きました。私はまだサプリ

メントを長期的に服用したことがありませんが、ハン

バーガーやポテトフライなどのファストフードを食べ

ることが多いので、サプリメントを服用する必要があ

ると心から思います。

 サプリメントの認証システム
 前回私が執筆したジェネリック医薬品の記事でも紹介

しましたが、サプリメントを販売する際にも FDA（Food 

Drug Administration）という薬が安全かどうかを判

断する機関が関与しています。医薬品を販売、輸出す

る際は FDA の認証が必須となりますが、サプリメン

トはあくまでも食品として扱われるため、FDA の認証

は必須ではありません。サプリメントを販売する会社

側がそのサプリメントの安全性に責任を持たなくては

なりません。また、FDA はサプリメントの製造業者に

GMP というサプリメントの品質を検査する機関の認証

を受けることを義務付けています。もし、FDA が安全

ではないサプリメントを見つけた際には、製造会社に

販売停止や製品の回収を求めることがあります。

 サプリメントの種類
 他の医薬品と同様、アメリカではドラッグストアで買

えるサプリメントが、日本では処方箋がないと買えな

いことがあります。アメリカのドラッグストアに行く

と、サプリメントの種類が豊富であり、特に驚いたこ

とはグミ状のサプリメントがあることです。この商品

は日本のドラッグストアでは販売が禁止されているの

で買うことができません。私の周りで一番人気がある

のは、メラトニンというグミ状になっているサプリメ

ントです。これは、睡眠を促進する効果のあるもので、

すぐに寝られない時に摂取するものです。メラトニン

を摂取すること自体は体に害はありません。しかし、

長期的に服用し続けてしまうと、メラトニンなしでは

眠れなくなる可能性があります。よって、長期での使

用はあまりおすすめできないようです。しかしながら、

アメリカと日本のサプリメントと
栄養に対する意識の違い

薬剤師の処方箋なしで購入することができるので、自己判断で

の使用になります。友達は約 1 年間使用していましたが、現在

はメラトニンを服用しなくても寝ることができると言っていた

ので、睡眠の質を改善するのには効果的だと思います。

また、サプリメントにもアレルギーや食事制限のある方に配慮

しているものがあります。例えば、グルテンフリーやヴィーガ

ンの方向けの商品があります。

 

［写真］アメリカで売っているメラトニングミ

 サプリメントの市場規模は、日本とアメリカでは桁違いです。

アメリカのサプリメント会社の規模は日本よりもはるかに大き

いです。2022 年の統計では、アメリカのサプリメント製造業

の市場規模は約 356 億ドルなので、日本円に換算すると約 4 兆

6633 億円です。(2 月 10 日現在 ) 一方で、日本のサプリメン

ト市場規模は約 1 兆 3,729 億円です。

 ヴィーガン
 私がアメリカに来てから驚いたことのもう一つは、ベジタリア

ンやヴィーガンの人が多いことです。そして、肉や魚を摂取し

ないのにも関わらず肌艶がよく、ヴィーガンなのかどうかは見

た目では分からないことにも驚きました。私の母も、アメリカ

のベジタリアンやヴィーガンの人はサプリメントから栄養素を

取っているから、日本の人と比べると肌艶が良いと言っていま

した。

 健康
 アメリカで生活して驚いたのは、人々の健康に対する意識がと

ても高いことです。普段の食事から日本のように多くの栄養を

摂取できない分、アスリートではなくても毎日ジムに通って、

プロテインを摂取している人が多いです。また、ファストフー

ド店で量が多めのサラダが売られていることにも驚きました。

アメリカでは、Chik-fill-A というマクドナルドのようなファス

トフード店が人気で、そこでは CFA サラダというものが売られ

ています。日本のマクドナルドで販売されているサラダの 5 倍

程の量で、1 つ約 1000 円となっています。そのサラダにはチ

キンとフルーツも入っていて、色々な栄養素を一気に取ること

ができます。よって、私は一週間に一度は必ず食べるようにし

ています。アメリカには医療費が高いというデメリットがあり

ますが、国民が日頃から健康に気を使遣っていることは良いこ

とだと考えます。なぜなら、たとえ日本では多くの栄養を食べ

物から摂取することができると言っても、私たちが必要な栄養

素を全て摂取することは不可能だと思うからです。



　　池田唯花      　　アメリカ・ワシントン大学
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アメリカの肥満問題について

 アメリカでの実体験

　今回は実体験に基づいたアメリカの肥満問題について
お話ししようと思います。私が日本で過ごしていた頃は
自分の体型について大きな不満を抱いたことはありませ
んでした。しかしアメリカに住んで 3、4 ヶ月目頃から
徐々に日本から持ってきた洋服がキツく感じることがあ
りました。はじめは『洗濯で洋服が縮んだのかも？』と
思っていたのですが、他のアジア圏からきた友人が「ア
メリカに来てから食生活が変わって太った気がする…あ
なたも少し太ったんじゃない？」と言われて『あぁ、私
太ったんだ』という哀しい気持ちになった経験がありま
す（笑）もちろん新生活が始まったストレスなどもあっ
たかもしれませんが、いちばんの大きな要因はアメリカ
の食生活であると私は考えます。
　まずファストフード店の存在です。日本でいうコンビ

ニエンスストアのようにアメリカではファストフード店
が何処にでもあり、さらに日本と比べると約 2 倍の量で
提供されます。
　加えてスーパーへ行くと、ファミリーパックのような
大きな箱に入ったドーナツやチョコレートなどの糖質と
脂質が多く含まれた太りやすい食べ物ほど安く買うこと
ができます。私はダイエット（＝健康的な食生活）をし
始めてから、健康的な食べ物ほどお金がかかるのだと痛
感しました。しかし夜に外食をしてアルコールも注文す
ると 100 ドル弱かかる場合がほとんどなので、自炊でバ
ランスの良い食事を作るほうが節約とダイエットの一石
二鳥になると考え、自炊ダイエットを続けた結果、元の
体重に戻すことができました。

 
 

［写真］大量のお菓子この量で 1 パック約 3 ドル。2 パック買うと 5 ドル。

 肥満問題と日本の食生活

　上記の経験から肥満問題と食生活の関係性について調べたい
と思います。
　まず世界では人口の 15% から 30% 以上が深刻な肥満状態
にあり、世界肥満連合（WOF）によると世界的に肥満が急増
し 2025 年までに世界の成人の 5 人に 1 人が肥満になるだろ
うと予測されています。その一方で日本は人口に対する肥満の
割合がわずか 3.6％にとどまっており世界一の長寿国でありな
がら肥満率が低いという現状です。これは伝統的な日本料理は
炭水化物や飽和脂肪酸が少ない食事であり、主に穀物、野菜、肉、
魚で構成されていることに加え乳製品をあまり使用しないこと
が背景にあると考えられます。また食事中には箸を使うことで、
ゆっくりと小さなひと口で食べることができるため体重管理に
も役立ちます。ゆっくり食べることで、満腹感が感じやすくな
り食べ過ぎを防ぐことができるのです。また料理が複数のお皿
に盛り付けられるということも、このプロセスを遅らせること
につながっていると言われています。世界緑茶協会のデータに
よると、人口一人当たりの緑茶の消費量は、世界で日本が最も
多く 1 年間で約 650g です。緑茶は新陳代謝を高め脂肪を燃
焼させ、不安感を取り除き、心臓血管系疾患のリスクを減らす
など多くの健康効果があると評価されています。
　そして朝食は午前 7 時から 9 時、昼食は午後 12 時から 1
時、夕食は午後 6 時から 8 時といった規則正しく時間が決め
られていて、日本では 1 日 3 回の健康的な食事にこだわります。
なぜなら私たちは幼少期から食べ物が身体に及ぼす影響や、ど
のようにバランス良く栄養を摂取するかなどを学ぶ機会が多い
からです。また日本人は幼い頃から徒歩や自転車などで通学す
るのが一般的です。他国では治安が保障されていなかったり徒
歩で通学するのが効率的ではなかったりといった理由でそれら
は一般的ではありません。。よって、毎日の通勤・通学で自然
にカロリーを消費することができるのは日本人特有であるかも
しれません　世界で共通してみられる肥満になりやすい生活ス
タイルは脂肪や糖質が多くエネルギー密度の高い食品を摂り過
ぎていることや、特にコロナウイルスの流行により座ったまま
過ごす時間の多い形態の仕事が増え運動不足が増えているとい

うことが理由として挙げられています。しかしながら一般的な
日本食は低脂肪な食材で構成されているおり、私たちは幼い頃
から健康的で栄養価の高い食事の重要性の教育を受け、通勤や
通学で日頃から身体活動の機会が多いことから、肥満大国のア
メリカと比べると驚異的に少ない肥満率であるということがわ
かりました。
　新型コロナウイルスの側面から肥満問題を捉えても、肥満
である人はより重症化しやすく「肥満アトラス 2021 年版：
COVID-19 と肥満」によると、BMI が 35 ～ 40 の人、肥満の
ない人に比べ、新型コロナによる死亡リスクが 40％増加する。
BMI が 40 を超える人では死亡リスクが 90％増加する。集中
治療室に入れられた新型コロナの重症患者の 7.9％が BMI40
を超えていたという報告もあります。まだ新型コロナウイルス
は完全に収束していないので、健康的な日本食と適度な運動を
意識して過ごしていきたいと思います。

［写真］約 5 日分の食材が約 100 ドル



助川実雨 フランス・パリ政治学院
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フランスと日本における
コロナワクチンパスポートアプリの違い

 新型コロナウイルスが流行り出して以来政府はワクチンの確
保や感染拡大防止に向けた取り組みなど数多くの対応に追わ
れてきました。そのうちの一つがワクチンパスポートの提供
および普及です。ワクチンパスポートは経済活動再開に欠か
せないと認識した EU は 2020 年 6 月ごろから紙とデジタル
媒体での「EU Digital Covid Certificate」（その他衛生パス、
グリーンパスとも呼ばれる）の発行を開始しました。そして

スマホの普及率が高いことを踏まえ、デジタル版のワクチン
パスポートを格納するために用いられたのが、各国が開発し
たスマホアプリです。フランスでは「TousAntiCovid」と
いうアプリ、ドイツでは「CovPass-App」などがあります。
アプリは違えどどれも、EU 統一証明書である EU Digital
Covid Certificate を格納しているため、EU 域内であればど
こでも問題なく使えます。

フランスでのワクチンパスポートアプリ
フランスでは前述したように「TousAntiCovid」というフラ

ンス政府が開発したアプリがあり、新型コロナに関するデジ
タル証明書（ワクチン接種証明書、PCR および抗原検査の陰
性証明書、コロナ感染からの回復証明書）を管理しています。
薬局でワクチンを接種した際、もしくは陰性が出た場合、本
人確認書類を提示すると「EU Digital Covid Certificate」と
いう証明書が紙で発行されます。この用紙には名前や生年月
日の個人情報およびワクチンもしくは検査の詳細が書かれて
いるとともに、QR コードが印刷されています。この QR コー
ドを「TousAntiCovid」で読み込むとアプリ内で証明書（QR
コードと上記の情報）が登録され、ワクチンパスポートとし
ていつでも提示できるようになります（図参照）。

フランスでは 2022 年 3 月 14 日までワクチンパスポー
トの提示が義務化されていました。飲食店に入店する際は
TousAntiCovid を開き、ワクチンパスポートを提示します。
店員さんが専用の端末で QR コードをスキャンし、端末が緑
色に光ったら問題なく入店できます。また、飲食店だけでは
なく、長距離移動のために公共交通機関を使う際もこのワク
チンパスポートは必要になってきます。例えばギリシャに旅

行する際は、フランスからギリシャまでの飛行機の予約をす
る画面でワクチンパスポートのスクリーンショットもしくは
pdf を提出をしなければいけませんでした。更に、ベルギー
まで TGV（日本で言う新幹線）に乗る際も改札機でチケット
バーコードをかざした後、駅員さんに対してワクチンパスポー
トを提示し、QR コードをスキャンしてもらう必要がありま
した。

ワクチンパスポート以外の機能

ワクチンパスポート以外にも TousAntiCovid は様々な機能
を備えています。その 1 つが最新統計データの表示です。ス
クリーンショットから分かるように、アプリ上で、感染者数、

ワクチン接種者数、重症化数、死亡者数、陽性率などコロナ
に関係した様々な指標の推移が見られます。

[ 図 2] [ 図 3]   TousAntiCovid のスクリーンショット

 他にも、ワクチンブースター適用者（2 回目の接種から半年
以上経過した人）に対してアプリから通知が来る機能もあり、
アプリから郵便番号を入力するだけで最寄りのワクチンセン
ターを検索することが出来ます。このように TousAntiCovid
はコロナに対するいわゆる「総合型」の対策アプリとして機能

しています。お堅いイメージのある政府が作ったとは思えな
い UI デザインも TousAntiCovid の魅力です。普及率も高く、
2023 年 1 月末の時点でダウンロード数は 6250 万を突破して
います。

日本産アプリとフランス産アプリの良いところ・悪いところ

 日本にもワクチン接種証明書を格納する「新型コロナワクチ
ン接種証明書アプリ」があります。TousAntiCovid と同じく
接種証明書の提示、読み取りが出来るのですが、その他にも、
フランスでは薬局でしかできない接種証明書の申請・発行がア
プリ上でできます。申請・発行がアプリで出来る代わりに発行
にはマイナンバーカード、マイナンバーカードの暗証番号、パ
スポートが必要となります。そもそもマイナンバーカードの普
及率は 2022 年 12 月末時点で 57.1% とさほど高くない影響
もあり、アプリ普及率はフランスと比べて断然低く、2023 年
1 月末時点でおよそ 1800 万人が利用しています。
しかしマイナンバーカードを用いることで本人確認がよ
り強固になっているという利点もあります。フランスの
TousAntiCovid は読み込んだ QR コードが本人のものか確認
する仕組みが備わっていないため、QR コードの売買や不正利
用が問題視されました。例えば、フランスは中国製ワクチンを
承認しておらず、中国製ワクチンを打ったものの EU Digital
Covid Certificate を発行して貰えない中国人の友人たちは
QR コードを他人から買ったり、友人間で共有したりしていま
した。最終的には全員フランスが承認するワクチンを追加で
打ったそうですが、不正利用者側の事情が窺えます。

日本のアプリは不正利用は防げるもののマイナンバーカードや
日本の住民票を持っていない外国人観光客や一時帰国の在留邦
人はアプリを使用できないというデメリットがあります。これ
は発行する際、実際に接種したかどうかを住民票とワクチン接
種歴を紐付けた国内のデータベースでのみ照合しており、海外
の接種歴データベースは照合できないからです。そのため、私
のような日本で 2 回ワクチン接種をした後に海外に留学して、
海外で 3 回目の接種をした学生は 2 回目までの接種証明書し
か発行できません。
今月はワクチンパスポートアプリという観点からフランスと日
本政府のコロナ対策の一部を分析しました。アプリ 1 つで国
民の特性や政府の事情が垣間見えますね。良いところ悪いとこ
ろはありますが、どちらのアプリも感染拡大を阻止し国民の健
康を守るために色んな人が協力して作り上げたことには変わり
ません。さらに、アプリの開発から医療とデジタル技術のシナ
ジーも見ることが出来ました。接触追跡アプリはどちらの国で
も頓挫してしまいましたが、保健当局と開発側の強固な連携や、
国民性を理解したユーザビリティの向上を通じて、医療とデジ
タル技術を掛け合わせた事例は今後増加していくかと思われま
す。

[ 図 1] TousAntiCovid のスクリーンショット
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オーストラリアで合成麻薬の医療目的化

はじめに

 日本では、大麻や MDMA、マジックマッシュルームと
いった合成麻薬は違法薬物としての認識が強いです。特に、
MDMA やマジックマッシュルームは大麻とは異なり日本
では違法に製造される化学薬品です。一方で、大麻は自然
の中で種から育てて収穫するもので化学薬品ではありませ
ん。そのため、オーストラリアやアメリカ、カナダ等の西
洋では比較的昔から寛容なスタンスが取られています。ま
た、大麻を含む合成麻薬は現在の医療では治療するのが難

しい病気に効果的であるとされ、多くの国で医療用大麻の
合法化が進んでいます。最近では、隣国である韓国やタイ
でも医療用大麻が合法化されました。このような流れから、
2022 年に日本の厚生労働省が、大麻を原料とした医薬品
を解禁する方針を固めました。今回は、世界的にも早い段
階で合成麻薬の医療目的化を承認したオーストラリアに焦
点を当て、合成麻薬の医療目的化について詳しく紹介して
いきます。

オーストラリア　医療用大麻合法化
オーストラリアでは、2016 年 2 月に Narcotic Drugs

Amendment Act 2016 が制定されたことにより、2016
年 10 月から医療用大麻の利用がシステムとして合法化さ
れました。この改正によって、オーストラリア国内におけ
る医療目的と科学的研究目的の医療用大麻の栽培が認めら
れるようになりました。そして、医師が必要と診断した場
合に限り、患者の医療用大麻の使用が認められました。オー
ストラリアでは、癌や癲癇、多発性硬化症などの慢性的な

痛みが伴う症状に医療用大麻を処方されるケースが多いよ
うです。しかし、法律上では、特定の病気や症状に使用す
るのではなく、あくまで医療用大麻の使用が適切かつ効果
的であると医師が判断した症状に処方しています。実際、
医療用大麻には鎮痛作用、沈静作用、睡眠作用、食欲増進
作用、抗癌作用、眼圧の緩和など幅広い分野に効果があり
ます。

［写真］オーストラリアで使用されている医療用大麻

オーストラリア　医療用MDMAとマジックマッシュルーム合法化

 2023 年 2 月、合成麻薬の一種である MDMA（別名「エク
スタシー」）と、マジックマッシュルームと呼ばれる毒キノコ
類に含まれるサイロシビン（シロシビン）の医療目的での使
用が、世界で初めてオーストラリアで正式に承認されること
が発表されました。2023 年 2 月 3 日、オーストラリアの医
薬品規制を担う保健省薬品・医薬品行政局（TGA）が、認可
を受けた精神科医が心的外傷後ストレス障害（PTSD）の治

療に MDMA を、治療抵抗性うつ病にサイロシビンを 7 月 1
日以降は処方できるようになると発表しました。しかし、こ
れらは非常に限られた方法でのみ使用されます。例えば、こ
れらを患者に処方することができるのは精神科医のみとなっ
ています。そして、精神科医は人間倫理委員会から処方の承
認を受ける必要があります。しかし、多くの専門家がこれら
の本格展開には時間がかかると警告をしています。

［写真］オーストラリアで MDMA が医療目的で合法化されたニュース

医療用大麻の依存性
 元来、オーストラリアを含む多くの国で癌の末期患者に対し
モルヒネを処方していました。モルヒネは大麻と同じように
断続的に続く痛みを緩和する効果があるために使用されてい
ます。しかし、鎮痛作用などのメリットがある一方で、その
原材料となる芥子の液汁が凝固したものがアヘンであるとい
うデメリットもあります。アヘンには高い依存性があります。

そこでモルヒネに代わる鎮痛剤として注目を浴びているのが
医療用大麻です。医療用大麻は含有される薬効成分や比率を
変えることで、特定の疾患を改善しやすくするなど、症状に
特化した処方が可能です。そのため、患者は安心、安全に治
療に専念することができます。

オーストラリアにおける医療大麻の問題点
 政府は医療用大麻を合法化しましたが、未だに多くの課題が
あります。例えば、医療大麻が人体に与える影響を疑問視し
ている医療関係者も数多くいるのが現状です。その他にも、
実際に今後どの様に医療大麻を運営、管理していくのかが決
まっていないという問題があり、医療大麻合法化が見切り発
車であったようにも感じられます。医療大麻とはいっても、

成分はオーストラリアの一般社会では使用が認められていな
い大麻と同じであるため、非合法な使用目的で手に入れよう
と考える人間は残念ながら必ず存在します。医療大麻を本当
に必要としている患者に適切に使用されているのかというこ
とを把握する全豪統一管理システムは、現段階では脆弱な状
態となっています。

最後に
 個人的には医療用大麻の合法化に賛成です。医療大麻が鬱病
などの慢性的な病気に対して効果的であったというケースが
多くあるためです。そのような結果を受けて、日本を含む様々

な国でも医療用大麻の合法化に向け取り組んでいます。こう
いった新しい取り組みによって救われる人々がいる限り、合
法化を認めないわけにはいかないと思います。



橋詰加菜（はしずめかな）
リンデンウッド大学

ニュースレターを通して、多くの方が医療制度の違いについて関心を

持っていただけたら嬉しいです。今後もよろしくお願いします。

池田唯花（いけだゆいか）
ワシントン大学

ニュースレター第一号の製作に携わることができてとても嬉しい気持

ちです。よろしくお願いします。

山﨑栞奈（やまざきかんな）
ロンドンで就労中（金沢大学休学中）

The NewZ のレイアウトやデザインにも携わっています。

これからよろしくお願いします。

助川実雨（すけがわみう）
パリ政治学院

フランスに来てから医療保険の大切さを改めて学びました。ただ加入

の面倒臭さは両国変わらないのでペーパーレス化を進めて欲しいで

す。

丹治いつき （たんじいつき）
モナッシュ大学

マイナーな国であるマレーシアの医療制度について発信できることを嬉

しく思います。これからはマレーシア以外の国の医療制度についても発

信していきます。

岡河萌 （おかがわもえ）
函館大学

The NewZ に編集担当として携わりました。このニュースレター

が世界や日本の医療制度に関心を持つきっかけとなれば幸いで

す。The NewZ は月 1 回のペースで配信予定なので、ぜひ次号も

お楽しみください。

Members
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