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「コロナ」との共存生活も３年目。新型コロナウイルスの感染拡大により、改めて、医療

がいかに私たちの生活に身近な存在であるか、科学技術や生命倫理なども絡んだ複雑なテ

ーマであるかを感じた方も多いだろう。 

起点は手塚治虫氏 

 今回は、１冊の本を紹介したい。題名は『日本の医療マ

ンガ５０年史』（一般社団法人「日本グラフィック・メデ

ィスン協会」編、２０２１年、ＳＣＩＣＵＳ＜さいかす＞）。

約１１０点に上る「医療マンガ」を紹介しており、この本

を読むと、改めて、医療の奥深さを実感する。 

『日本の医療マンガ５０年史』 

 「はじめに」に、「新型コロナウイルスが猛威をふるう

２０２０年、日本のマンガの歴史は静かに『医療マンガ生

誕５０周年』を迎えました」とある。 

 医療が登場するマンガは、もちろん、それ以前からあっ

たわけだが、本書では、漫画家の手塚治虫氏が１９７０年

に公表した『きりひと讃歌』を、「本格的な医療マンガ」

の起点としている。 

 また、「医療マンガ」に明確な定義はないようだが、本

書では＜１＞医師および医療従事者が登場する＜２＞医

療の専門職種や医療機関を舞台に設定している＜３＞

「障・病・老・異（注：異は、性的アイデンティティーなど、人と異なること）」のテーマ

において「生命」という普遍的な主題を扱っている――のいずれかに該当するものを「医

療マンガ」として整理している。 

「マンガの力で日本の医療をわかりやす

く」 

医療従事者と患者の円滑なコミュニケーシ

ョンは欠かせない 

 編者の一般社団法人「日本グラフィッ

ク・メディスン協会」（協会代表＝中垣恒太

郎・専修大文学部教授）は、「マンガの力で

日本の医療をわかりやすくする」をスロー

ガンに、２０１８年に設立された。同協会

代表理事の落合隆志さんによると「グラフ

ィック・メディスン」は２００７年にイギ

リスで提唱された概念で、マンガやコミックを活用して医療従事者と患者の円滑なコミュ

ニケーションを図る取り組みをしている。これを受け、医学教育の現場でマンガを使った

り、患者がマンガを描くことで自分の気持ちや、現在抱えている問題を医療者と共有した

りする実践がアメリカなどで展開されているという。 



 「日本は世界でも比類ないマンガ文化と、『国民皆保険』による成熟した医療制度を持つ

国です。マンガを通したコミュニケーションの推進により、より良い医療の発展に貢献し

たい」と落合さんは話す。 

 本書は大きく４章に分かれている。第１章（１９７０年代～８０年代）では、作品の概

要と「医療マンガ」の観点からの解説が付いたレビュー作品が１０点、第２章（１９９０

年代～２０００年代）では３５点、第３章（２０１０年代～）では５５点、第４章では海

外の医療マンガ１０点が紹介されている。 

病という隠喩で社会の病理をあぶり出した 

 最初に出てくる作品は、医師免許を持つ漫画家、手塚治虫氏による『きりひと讃歌』だ

（初出：『ビッグコミック』 小学館、１９７０年～１９７１年）。 

『きりひと讃歌』を紹介したページ 

手塚治虫氏（１９８８年） 

 人間を犬のような姿へと変える謎の奇病、モンモウ病を巡る物語で、解説では「医療へ

の情熱を持った医師による難病の解明、医学界の権力闘争、病による差別の問題など、今

日医療マンガが扱う問題がほぼ網羅されており（中略）病という隠喩によって同時代の社

会の病理をあぶり出すことに成功している」と分析されている。 

 コロナ禍での出版とあって、感染症を描いたマンガについても紹介されている。 

 その一つ、朱戸アオ氏による『リウーを待ちながら』（初出：『イブニング』 講談社、

２０１７～２０１８年）は、「現代の日本に新型ペストが発生したら」を描いた物語だ。 

ウイルスや細菌はマンガの中で様々に描かれてきた 

 リウーは、フランスの作家・アルベール・

カミュが書いた小説『ペスト』に出てくる医

師の名前。作品解説には「新型コロナウイル

ス 蔓延まんえん 『以前』に描かれた作品で

ある。にもかかわらず、渦中の我々の現実を

連想せずにはもはや捉えることができない

説得力を持っている。そして、『以後』の世

界にある我々の未来を指し示してくれてい

るようにも思える」と書かれている。 

 感染症絡みでは、「ウイルスや細菌はマン

ガの中でどのように表象されてきたか」とい

うコラムもある。実際のウイルスや細菌の形

に似せて描いたものから、動植物や無機物にキャラクター化して描かれたもののほか、２

０００年頃からは、人間や美少女に擬人化したものが増えてきたそうだ。 

 

 

 

 

 

 


