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巻か

ん

頭と

う

言げ

ん

池田 雅彦

診療部長・
乳腺甲状腺外科統括科長

2
0
2
2
年
4
月
に
診
療
部
長
に
任
命

さ
れ
、2
年
が
経
過
し
ま
し
た
。
診
療
部
長

の
仕
事
は
非
常
に
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
が
、

と
に
も
か
く
に
も
大
切
な
こ
と
は
、
診
療

部
に
在
籍
す
る
医
師
、歯
科
医
師
、医
師
事

務
作
業
補
助
者（
ド
ク
タ
ー
ア
シ
ス
タ
ン
ト
：

D
A
）、
歯
科
衛
生
士
の
考
え
方
、
行
動
様

式
の
多
様
性
は
認
め
つ
つ
も
、
地
域
医
療

を
支
え
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
意
思
統

一
を
図
り
一
枚
岩
に
す
る
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
2
0
2
2
年
度
は
診
療
部
の
目
標
を

『
和わ

』
と
掲
げ
、
一
致
団
結
し
て
世
界
的
難

局
を
乗
り
切
る
決
意
の
も
と
業
務
を
遂
行

し
ま
し
た
。

2
0
2
3
年
度
は
医
師
、
歯
科
医
師

1
8
3
名
、ド
ク
タ
ー
ア
シ
ス
タ
ン
ト（
D
A
）

56
名
、歯
科
衛
生
士
5
名
の
計
2
4
4
名
が

診
療
部
の
構
成
員
と
な
り
、当
院
過
去
最
大

の
大
所
帯
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
も
2
0
2
3

年
5
月
に
は
5
類
に
引
き
下
げ
と
な
り
、鬱

屈
し
た
世
の
中
か
ら
の
解
放
と
い
う
願
い

を
込
め
、2
0
2
3
年
度
の
診
療
部
の
目
標

を『
躍や

く

進し
ん

』と
掲
げ
ま
し
た
。

診
療
部
長
は
月
1
回
、定
例
医
局
会
を
開

催
し
て
、医
師
に
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
報
告
・

協
議
し
ま
す
。
昨
年
の
本
稿
同
様
、主
な
も

の
を
振
り
返
っ
て
み
ま
し
た
。

【
4
月
】

新
入
職
医
師
の
紹
介

紹
介
状
へ
の
返
書
作
成
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト

レ
ク
チ
ャ
ー

【
5
月
】

返
書
・
情
報
提
供
書
作
成
お
よ
び
死
亡
報

告
に
関
す
る
診
療
部
ル
ー
ル
制
定

報
告
書
管
理
対
策
チ
ー
ム
活
動
開
始
の

通
達

特
定
共
同
指
導
に
向
け
た
適
正
な
指
導

管
理
料
算
定
に
関
す
る
解
説

【
6
月
】

適
正
な
外
来
迅
速
検
体
検
査
加
算
算
定

の
解
説

化
学
療
法
中
の
患
者
に
ア
レ
ル
ギ
ー
が

出
現
し
た
場
合
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
制
定

【
7
月
】

医
療
行
為
に
関
す
る
同
意
書
の
署
名
欄

に
関
す
る
ル
ー
ル
制
定

糖
尿
病
治
療
に
関
す
る
指
導
料
・
加
算
算

定
に
関
す
る
解
説

在
宅
自
己
注
射
指
導
管
理
料
算
定
に
関

す
る
解
説

【
8
月
】

医
療
行
為
直
前
の
同
意
書
誤
記
載
の
修

正
に
関
す
る
ル
ー
ル
制
定

【
9
月
】

D
A
に
よ
る
返
書
送
付
ミ
ス
を
少
な
く

す
る
工
夫
に
関
す
る
通
知

医
師
法
第
20
条（
無
診
察
治
療
等
の
禁
止
）

再
確
認

医
師
法
第
24
条（
診
療
録
の
記
載
及
び
保

存
義
務
）再
確
認

当
院
に
お
け
る
各
種
指
導
管
理
料
の
診

療
科
別
算
定
実
績
報
告

【
10
月
】

当
院
職
員
に
対
す
る
療
養
選
定
費
の
算

定
通
知

退
院
時
サ
マ
リ
ー
の
監
査
開
始
の
通
達

と
初
回
監
査
結
果
報
告

【
11
月
】

C
V
ポ
ー
ト
フ
ラ
ッ
シ
ュ
に
関
す
る
ル
ー

ル
制
定

情
報
提
供
書
誤
送
付
の
際
の
当
院
の
対

応
に
つ
い
て
解
説

甲
状
腺
i
r
A
E（
免
疫
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ

ン
ト
阻
害
薬
に
よ
る
有
害
事
象
）対
応
マ

ニ
ュ
ア
ル
制
定

【
12
月
】

紹
介
状
へ
の
返
書
作
成
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト

レ
ク
チ
ャ
ー
復
習

返
書
作
成
に
ま
つ
わ
る
根
本
原
理
の
解
説

【
1
月
】

返
書
作
成
に
ま
つ
わ
る
諸
注
意
・
通
達

適
正
な
外
来
迅
速
検
体
検
査
加
算
算
定

の
再
解
説

2
0
2
3
年
度
の

     

診
療
部
の
活
動
を
振
り
返
る

2ばら 2024年 3月



　

12	（一社）日本胎児心臓病学会
	 第30回学術集会において
	 里見賞（チーム医療部門）を
	 受賞しました

13	 第4回	先天性心疾患CHD勉強会
	 開催報告

14	 日本臨床栄養代謝学会
	 「栄養サポートチーム専門療法士」
	 認定規程に定める
	 臨床実地修練を開催しました

16	 2022年度
	 病院事業会計決算の概要について

18	 令和6年能登半島地震
	 DMAT活動報告

21	 当院のda	Vinci手術（ロボット手術）
	 が1,000例を超えました！

22	 2023年度	広島県東部
	 がん看護研修会を開催しました

23	 あの人は今	〜初期研修医編〜
24	 2023年度	第6〜8回
	 オープンカンファレンス

26	 第54回	 歯っと思ったこと
27	 第	5	回	 周産期医療について
28	 第10回	 小児科ミニコラム
31	 ニュース
31	 管理者室より
	 外来診療担当表

32	 ひまわり

【
2
月
】

が
ん
性
疼
痛
緩
和
指
導
管
理
料
算
定
率

向
上
の
た
め
の
工
夫
に
関
す
る
解
説

外
来
迅
速
検
体
検
査
加
算
の
リ
マ
イ
ン

ダ
ー
機
能
敷
設
に
関
す
る
解
説

【
3
月
】

外
来
迅
速
検
体
検
査
加
算
の
適
正
な
算

定
開
始
通
知

報
告
書
管
理
に
関
す
る
院
内
研
修
会
開

催
の
通
知

管
理
当
直
に
業
務
依
頼
す
る
と
き
の
ル
ー

ル
改
定
通
知

転
院
、退
院
の
際
の
情
報
提
供
書
作
成
に

関
す
る
診
療
部
心
得
制
定

肺
血
栓
塞
栓
予
防
管
理
料
の
適
正
な
算

定
に
関
す
る
解
説

実
に
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
報
告
・
協
議
し

て
き
ま
し
た
が
、内
容
を
ざ
っ
く
り
ま
と
め

ま
す
と
、①
医
師
の
適
正
な
業
務
の
た
め
の

規
定
の
解
説
、②
当
院
に
お
け
る
適
正
な
業

務
の
遂
行
方
法
、③
診
療
部
に
お
け
る
新
し

い
ル
ー
ル
の
制
定
、以
上
の
3
種
類
に
分
類

さ
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。
昨
年
度
の
よ
う
に

社
会
人
と
し
て
の
マ
ナ
ー
、医
師
と
し
て
の

責
任
の
自
覚
な
ど
の
説
諭
を
超
え
、よ
り
具

体
的
な
指
導
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、紹
介
医
の
先

生
方
へ
の
未
返
書
率
は
著
し
く
低
下
し
、各

種
指
導
管
理
料
の
適
正
な
算
定
率
は
飛
躍

的
に
上
昇
し
、放
射
線
・
病
理
報
告
書
の
未

確
認
率
も
半
減
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
、

カ
ル
テ
記
載
の
適
正
化
、ひ
い
て
は
医
療
行

為
の
適
正
化
が
図
ら
れ
ま
し
た
。
ま
さ
し
く
、

内
面
で
大
き
な『
躍や

く

進し
ん

』を
遂
げ
た
１
年
で

は
な
か
っ
た
か
と
振
り
返
っ
て
い
ま
す
。
そ

れ
に
し
て
も
、毎
月
毎
月
、医
局
会
前
日
の

資
料
作
り
は
本
当
に
骨
が
折
れ
ま
す
。
し
か

し
、こ
れ
ら
が
今
後
福
山
市
民
病
院
診
療
部

の
記
録
と
し
て
残
っ
て
い
く
わ
け
で
す
か
ら
、

一
言
一
句
、推
敲
し
な
が
ら
夜
遅
く
ま
で
作

成
し
て
い
ま
す
。

医
局
会
の
ほ
か
、月
1
回
、D
A
会
議
が

あ
り
ま
す
。
今
や
、医
師
の
業
務
は
D
A
さ

ん
な
し
で
は
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
D
A
会
議

に
も
ほ
ぼ
参
加
で
き
、医
局
会
で
決
定
し
た

内
容
の
通
達
、業
務
依
頼
を
行
い
ま
し
た
。

ま
た
、
人
員
配
置
、
変
更
も
行
い
ま
し
た
。

そ
し
て
D
A
さ
ん
の
要
望
も
受
け
入
れ
ま

し
た
。
こ
れ
ら
も
診
療
部
長
と
し
て
欠
く
こ

と
の
で
き
な
い
業
務
と
考
え
て
い
ま
す
。

さ
て
、本
稿
を
執
筆
し
て
い
る
最
中
に
、

『
ド
ク
タ
ー
ス
ラ
ン
プ
』や『
ド
ラ
ゴ
ン
ボ
ー

ル
』の
作
者
で
知
ら
れ
る
漫
画
家
、鳥
山
明

さ
ん
急
逝
の
訃
報
が
飛
び
込
ん
で
き
ま
し
た
。

私
が
中
学
生
の
こ
ろ
、ま
わ
り
は
ド
ク
タ
ー

ス
ラ
ン
プ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
商
品
で
あ
ふ

れ
て
い
ま
し
た
。
高
校
生
の
時
に
は
ド
ラ
ゴ

ン
ボ
ー
ル
の
単
行
本
は
当
た
り
前
の
よ
う

に
全
巻
持
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
現
在
に

至
っ
て
も
ド
ラ
ゴ
ン
ボ
ー
ル
は
日
本
か
ら

世
界
中
に
輸
出
し
た
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
カ
ル

チ
ャ
ー
の
筆
頭
項
目
で
あ
り
続
け
て
い
ま
す
。

当
た
り
前
で
す
が
、こ
れ
ら
は
全
て
鳥
山
さ

ん
の
頭
の
中
か
ら
出
て
き
た
創
造
物
で
す
。

漫
画
家
の
、“
無
”か
ら“
有
”を
創
造
す
る
そ

の
能
力
お
よ
び
苦
労
は
常
々
尊
敬
し
て
き

ま
し
た
が
、鳥
山
さ
ん
の
そ
れ
は
日
本
の
国

宝
あ
る
い
は
世
界
遺
産
と
言
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
一
方
で
、少
々
大

げ
さ
に
な
り
ま
す
が
、診
療
部
長
と
し
て
の

仕
事
は
、同
じ
く
、無
か
ら
有
を
創
造
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
多
く
、漫
画
家
の

仕
事
内
容
と
似
て
い
ま
す
。
鳥
山
さ
ん
に
は

遠
く
足
元
に
も
及
び
ま
せ
ん
が
、私
も
診
療

部
の
ル
ー
ル
、マ
ニ
ュ
ア
ル
と
い
う
創
造
物

で
福
山
市
民
病
院
に
足
跡
を
残
す
こ
と
が

で
き
ま
し
た
ら
本
望
で
す
。
最
後
に
、我
が

国
の
国
民
的
英
雄
で
あ
っ
た
鳥
山
明
さ
ん

の
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
、本
稿
を
閉

じ
た
い
と
思
い
ま
す
。

2
0
2
4
年
度
は
診
療
部
の
医
師
・
歯
科

医
師
は
さ
ら
に
増
え
る
と
聞
い
て
い
ま
す
。

D
A
は
若
干
の
増
員
と
グ
ル
ー
プ
の
再
編

も
見
込
ん
で
い
ま
す
。
今
後
も
こ
の
大
所
帯

を
ま
と
め
る
た
め
奮
闘
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

引
き
続
き
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

特 集
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初期臨床研修医（2年目）の集合写真です。

「ばら」115号もくじ

3 ばら 2024年 3月



初
期
臨
床
研
修
医
　

岡
　
　
智
彦

初
期
臨
床
研
修
医
　

織
田
　
み
ち
る

　

初
期
臨
床
研
修
医
2
年
目
の
岡
智
彦
と
申

し
ま
す
。
こ
の
場
を
お
借
り
し
ま
し
て
、
当

院
で
の
研
修
の
2
年
間
を
振
り
返
り
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

ま
ず
当
院
を
志
望
し
た
理
由
は
、
中
学
高

校
と
福
山
に
通
っ
て
お
り
割
と
知
っ
て
い
る

土
地
で
あ
る
こ
と
、
コ
ロ
ナ
禍
で
も
見
学
や

実
習
を
受
け
入
れ
て
く
だ
さ
っ
た
病
院
で
あ

る
こ
と
、
そ
の
中
で
雰
囲
気
が
よ
か
っ
た
こ

と
、
待
遇
面
が
よ
か
っ
た
こ
と
、
選
考
に
あ

た
り
成
績
書
の
提
出
の
必
要
が
な
い
こ
と
な

ど
積
極
的
な
も
の
か
ら
消
極
的
な
も
の
ま
で

さ
ま
ざ
ま
あ
り
ま
し
た
。

　

無
事
国
家
試
験
に
合
格
し
、
入
職
し
て
み

る
と
、
自
分
が
勉
強
し
た
こ
と
と
実
際
の
医

療
現
場
と
の
ず
れ
を
実
感
し
ま
し
た
。
例
え

ば「
～
を
す
る
」と
わ
か
っ
て
い
て
も
、
必
要

な
道
具
を
準
備
し
た
り
、
周
囲
の
方
へ
の
報

告
連
絡
相
談
で
あ
っ
た
り
、
患
者
さ
ん
へ
の

説
明
で
あ
っ
た
り
、
一
つ
の
事
を
す
る
に
し

て
も
、
時
間
と
手
間
、
時
に
は
技
術
が
必
要

な
こ
と
を
痛
感
し
ま
し
た
。
全
然
何
も
で
き

ず
、
特
に
内
科
の
当
番
の
日
や
、
当
直
の
日

に
は
、
内
心
お
び
え
な
が
ら
過
ご
し
て
い
ま

し
た
。
そ
ん
な
中
で
も
、
指
導
医
、
上
級
医

の
先
生
方
や
看
護
師
、
薬
剤
師
を
は
じ
め
と

す
る
コ
メ
デ
ィ
カ
ル
ス
タ
ッ
フ
の
方
々
、
同

期
先
輩
後
輩
な
ど
の
サ
ポ
ー
ト
も
あ
り
、徐
々

に
慣
れ
て
で
き
る
事
も
少
し
ず
つ
増
え
て
い

き
ま
し
た
。

　

た
だ
、
徐
々
に
慣
れ
て
き
た
の
も
つ
か
の

間
、
初
期
研
修
の
2
年
間
が
終
わ
ろ
う
と
し

て
い
ま
す
。
4
月
か
ら
は
引
き
続
き
当
院
の

内
科
専
門
医
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
研
修
予
定
で

す
。
こ
の
2
年
間
で
学
ん
だ
こ
と
を
今
後
の

当
院
の
医
療
に
還
元
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

4
月
か
ら
は
業
務
内
容
や
責
任
も
大
き
く
増

し
ま
す
が
一
人
前
の
医
師
に
な
れ
る
よ
う
に

日
々
研
鑽
を
続
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ご
迷
惑
を
お
か
け
す
る
こ
と
も
多
々
あ
る
と

思
い
ま
す
が
、
今
後
と
も
ご
指
導
ご
鞭
撻
の

ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

初
期
臨
床
研
修
医
2
年
目
の
織
田
み
ち
る

と
申
し
ま
す
。
研
修
修
了
ま
で
残
り
わ
ず
か
と

な
り
、
こ
の
度『
ば
ら
』に
寄
稿
す
る
機
会
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。
拙
い
文
章
で
は
ご
ざ
い
ま

す
が
、
こ
の
2
年
間
の
振
り
返
り
を
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

私
は
生
ま
れ
も
育
ち
も
福
山
市
で
、
大
学
卒

業
後
は
地
元
に
帰
っ
て
働
き
た
い
と
の
思
い

か
ら
、
当
院
の
病
院
見
学
に
伺
い
ま
し
た
。
救

急
科
の
見
学
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
際
、「
全

身
管
理
は
直
接
原
疾
患
を
治
療
す
る
も
の
で

は
な
い
が
、
原
疾
患
の
治
療
に
繋
げ
る
た
め
に

全
身
管
理
が
必
要
」と
の
救
急
科
の
先
生
の
言

葉
が
印
象
的
で
し
た
。
今
に
な
っ
て
思
え
ば
、

私
が
集
中
治
療
に
興
味
を
持
ち
だ
し
た
の
は

こ
こ
か
ら
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

入
職
し
て
み
る
と
、
オ
ー
ダ
ー
ひ
と
つ
出
せ

な
い
、
ル
ー
ト
の
準
備
す
ら
で
き
な
い
状
況

で
、
国
試
勉
強
を
そ
れ
な
り
に
頑
張
っ
た
つ
も

り
だ
っ
た
の
に
あ
れ
は
い
っ
た
い
何
だ
っ
た

の
か
と
思
っ
て
み
た
り
も
し
ま
し
た
。
初
め
て

ひ
と
り
で
研
修
医
当
直
を
し
た
時
は
、
何
も
で

き
な
い
私
を
心
配
し
て
、
そ
の
日
の
日
直
の
2

年
目
の
先
生
が
残
っ
て
教
え
て
く
だ
さ
っ
た

り
、
整
形
外
科
の
先
生
が
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ

ン
の
書
き
方
を
一
字
一
句
教
え
て
く
だ
さ
っ

た
り
、
た
く
さ
ん
の
助
け
が
あ
っ
て
乗
り
切
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

研
修
期
間
を
過
ご
す
う
ち
、
集
中
治
療
の

道
に
進
み
た
い
と
い
う
思
い
が
強
く
な
り
ま

し
た
。
2
年
目
は
さ
ま
ざ
ま
な
診
療
科
を
ロ
ー

テ
ー
ト
し
な
が
ら
、
い
つ
ま
で
も
進
路
に
悩
み

ま
し
た
。
最
終
的
に
、
全
身
管
理
を
ま
ん
べ
ん

な
く
基
礎
か
ら
学
び
た
い
、
麻
酔
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
た
い
と
の
思
い
か
ら
、
麻
酔
科
医
に

な
る
こ
と
を
選
択
し
ま
し
た
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
2
年
間
ご
指

導
く
だ
さ
っ
た
先
生
方
、
看
護
師
さ
ん
、
薬

剤
師
さ
ん
や
メ
デ
ィ
カ
ル
ス
タ
ッ
フ
の
方
々
、

関
わ
っ
て
く
だ
さ
っ
た
全
て
の
皆
さ
ま
に
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
毎
日
楽
し
く
研

修
で
き
た
の
は
、
同
期
の
皆
の
お
か
げ
で
す
。

本
当
に
周
囲
の
人
に
恵
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
4

月
か
ら
は
、
岡
山
大
学
病
院
で
麻
酔
科
専
門
研

修
を
開
始
し
ま
す
。
再
び
お
会
い
で
き
た
時
に

成
長
し
た
姿
を
見
せ
ら
れ
る
よ
う
、
日
々
精
進

し
て
ま
い
り
ま
す
。
2
年
間
、
誠
に
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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初
期
臨
床
研
修
医
　

久
佐
　
耕
大

初
期
臨
床
研
修
医
　

神
原
　
晴
樹

　

初
期
臨
床
研
修
医
2
年
目
の
久
佐
耕
大
と

申
し
ま
す
。
今
回
、
初
期
臨
床
研
修
の
修
了

に
際
し
て
寄
稿
の
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

拙
い
文
章
で
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、
初
期

臨
床
研
修
医
と
し
て
の
2
年
間
に
つ
い
て
簡

単
に
振
り
返
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

振
り
返
っ
て
み
る
と
、
こ
の
2
年
間
は
長

か
っ
た
よ
う
で
あ
っ
と
い
う
間
に
終
わ
っ
て

し
ま
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
1
年
目
の
頃

は
社
会
人
と
し
て
も
医
師
と
し
て
も
1
年
目

と
い
う
事
で
期
待
や
楽
し
み
も
あ
り
ま
し
た

が
、
不
安
の
方
が
大
き
か
っ
た
で
す
。
働
き

始
め
の
頃
、
当
直
は
特
に
不
安
で
い
っ
ぱ
い

で
し
た
。
救
急
車
で
運
ば
れ
て
く
る
患
者
さ

ん
を
目
の
前
に
し
て
、
頭
の
中
は
真
っ
白
で

何
も
で
き
な
い
自
分
に
対
し
て
、
上
級
医
の

先
生
や
先
輩
の
研
修
医
の
先
生
、
看
護
師
さ

ん
は
診
察
や
検
査
、
診
断
を
協
力
し
て
素
早

く
こ
な
し
、
患
者
さ
ん
に
適
切
な
治
療
介
入

を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
と
て
も
か
っ
こ
よ
く

て
自
分
も
頑
張
ら
な
き
ゃ
な
と
思
っ
た
の
を

よ
く
覚
え
て
い
ま
す
。
実
際
は
カ
ル
テ
の
使

い
方
す
ら
わ
か
ら
ず
、
採
血
や
ル
ー
ト
も
取

れ
な
い
な
ど
基
本
的
な
こ
と
も
な
か
な
か
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。
指
導
医
の
先
生
や
看
護

師
さ
ん
を
は
じ
め
病
院
の
ス
タ
ッ
フ
の
皆
さ

ん
に
は
全
て
の
こ
と
を
1
か
ら
教
え
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
お
か
げ
で
少
し
ず
つ
で
は
あ

り
ま
す
が
で
き
る
こ
と
や
分
か
る
こ
と
が
増

え
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
い
ろ
ん
な
先

生
か
ら
、「
患
者
さ
ん
と
仲
良
く
な
る
の
上
手

だ
ね
。」と
褒
め
て
頂
い
た
こ
と
が
嬉
し
く
て

よ
く
覚
え
て
い
ま
す
。

　

4
月
か
ら
は
泌
尿
器
科
医
と
し
て
別
の
病

院
に
て
後
期
研
修
を
始
め
る
予
定
で
す
。
私

に
2
年
間
指
導
し
て
く
だ
さ
っ
た
指
導
医
の

先
生
方
の
よ
う
に
か
っ
こ
よ
く
な
れ
る
か
と

て
も
心
配
で
す
が
、
当
院
で
教
わ
っ
た
知
識

や
経
験
を
活
か
し
て
研
鑽
を
積
み
た
い
と
思

い
ま
す
。
早
く
一
人
前
の
医
師
に
な
っ
て
よ

り
多
く
の
患
者
さ
ん
の
役
に
立
ち
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
2
年
間
ご
指
導
ご

鞭
撻
い
た
だ
い
た
先
生
方
、
ス
タ
ッ
フ
の
皆

さ
ま
、
未
熟
な
研
修
医
で
し
た
が
大
変
お
世

話
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
ど
こ
か
で
ご
一
緒

す
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
ら
よ
ろ
し
く
お
願

い
致
し
ま
す
。

　

初
期
臨
床
研
修
医
2
年
目
の
神
原
晴
樹
と

申
し
ま
す
。
こ
の
度
、
研
修
修
了
に
あ
た
り

寄
稿
の
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
拙

い
文
章
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
の
2

年
間
に
つ
い
て
振
り
返
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
尾
道
市
出
身
で
中
学
か
ら
福
山
の
学

校
に
通
っ
て
い
た
た
め
、
福
山
に
慣
れ
親
し

ん
で
お
り
ま
し
た
。
そ
の
後
は
岡
山
大
学
に

進
学
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
同
じ
高
校
の
人
が

集
う
機
会
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
ど
う
や
ら

福
山
市
民
病
院
を
研
修
先
と
し
て
志
望
す
る

先
輩
方
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
、
病

院
に
つ
い
て
調
べ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

福
山
地
域
で
は
手
術
件
数
や
救
急
搬
送
数
が

多
い
総
合
病
院
で
、
三
次
救
急
を
担
っ
て
い

る
と
知
り
ま
し
た
。
何
科
に
進
む
に
し
て
も

初
期
研
修
病
院
と
し
て
の
環
境
が
整
っ
て
い

そ
う
だ
な
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
実
際
に
5

年
生
の
と
き
に
見
学
し
ま
し
た
が
、
広
く
て

迷
路
の
よ
う
だ
な
と
思
い
ま
し
た
が
、
そ
れ

だ
け
機
能
や
設
備
が
充
実
し
た
病
院
な
の
だ

と
分
か
り
ま
し
た
。

　

大
学
の
実
習
を
通
し
て
、
麻
酔
科
に
興
味

が
出
て
き
て
い
ま
し
た
。
見
学
時
に
先
生
方

と
話
し
た
と
き
丁
寧
に
何
で
も
教
え
て
く
だ

さ
り
、
雰
囲
気
も
よ
く
、
福
山
で
研
修
す
る

な
ら
手
術
件
数
も
多
い
こ
こ
が
良
い
と
思
い

ま
し
た
。

　

無
事
就
職
し
研
修
が
始
ま
っ
て
か
ら
、
新

し
い
こ
と
を
何
と
か
自
分
の
中
で
消
化
し
な

が
ら
慣
れ
て
い
く
日
々
で
し
た
。
患
者
さ
ん

に
介
入
し
た
こ
と
が
結
果
と
し
て
現
れ
て
く

る
責
任
の
重
さ
を
感
じ
、
大
学
の
延
長
で
は

な
く
医
師
と
し
て
能
動
的
に
研
鑽
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
自
覚
し
ま
し
た
。
一
人
で
は

な
か
な
か
大
変
な
道
の
り
で
す
が
、
同
僚
や

先
生
方
、
コ
メ
デ
ィ
カ
ル
の
方
々
の
お
か
げ

で
何
と
か
や
っ
て
こ
ら
れ
た
と
、
大
変
感
謝

し
て
お
り
ま
す
。

　

4
月
か
ら
は
岡
山
大
学
の
麻
酔
科
医
と
し

て
働
き
ま
す
。
麻
酔
科
の
先
生
方
に
手
厚
く

指
導
し
て
い
た
だ
い
た
の
で
、
少
し
は
自
信

を
持
っ
て
専
攻
医
を
ス
タ
ー
ト
で
き
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
ま
た
い
つ

か
力
を
つ
け
て
福
山
に
戻
っ
て
こ
ら
れ
た
ら

と
思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
か
ら
も
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
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初
期
臨
床
研
修
医
　

能
宗
　
　
亨

初
期
臨
床
研
修
医
　

成
本
　
耕
平

　

初
期
臨
床
研
修
医
2
年
目
の
能
宗
亨
と
申

し
ま
す
。
こ
の
度
、
初
期
臨
床
研
修
の
修
了

に
あ
た
り「
ば
ら
」に
寄
稿
す
る
機
会
を
頂
き

ま
し
た
の
で
2
年
間
を
振
り
返
り
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

研
修
先
を
地
元
に
近
い
地
域
で
探
し
て
お

り
、
岡
山
大
学
の
院
外
研
修
や
病
院
見
学
で

当
院
に
伺
わ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
が
ん
医
療
・

救
急
医
療
・
高
度
専
門
医
療
を
柱
と
し
て
掲

げ
て
い
る
当
院
で
な
ら
充
実
し
た
研
修
が
送

れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
研
修
先
と
し
て

選
ば
せ
て
頂
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

い
ざ
入
職
し
色
々
な
科
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ

ン
が
始
ま
る
と
、
入
院
患
者
さ
ん
の
処
置
や

薬
剤
調
整
な
ど
、
学
生
の
頃
や
っ
て
き
た
こ

と
と
は
ま
る
で
違
う
内
容
の
仕
事
に
追
わ
れ

ま
し
た
。
指
示
簿
の
使
い
方
で
あ
っ
た
り
、

点
滴
・
処
方
の
オ
ー
ダ
ー
の
方
法
な
ど
大
変

混
乱
し
て
い
ま
し
た
が
、
指
導
医
の
先
生
方

に
根
気
強
く
お
付
き
合
い
い
た
だ
き
人
並
み

に
は
使
い
こ
な
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

外
科
で
は
早
く
か
ら
術
野
に
入
ら
せ
て
い
た

だ
き
、
基
本
的
な
道
具
の
扱
い
方
か
ら
縫
合

の
コ
ツ
な
ど
細
か
く
ご
指
導
い
た
だ
き
、
手

術
の
奥
深
さ
を
実
感
し
ま
し
た
。
そ
の
他
麻

酔
科
や
救
急
科
な
ど
、
ど
の
科
で
あ
っ
て
も

指
導
医
の
先
生
方
を
は
じ
め
多
く
の
ス
タ
ッ

フ
の
方
々
に
手
厚
く
ご
指
導
い
た
だ
き
本
当

に
感
謝
し
て
い
ま
す
。

　

学
会
発
表
の
機
会
も
複
数
回
頂
き
、w

eb

と
現
地
両
方
の
発
表
を
経
験
で
き
ま
し
た
。

指
導
医
の
先
生
方
が
お
忙
し
い
中
、
丁
寧
に

ご
指
導
く
だ
さ
り
、
ド
緊
張
で
声
の
震
え
を

一
生
懸
命
抑
え
な
が
ら
も
な
ん
と
か
や
り
き

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、A

C
LS

や

JATEC

等
の
講
習
会
に
も
積
極
的
に
参
加
し

や
す
い
環
境
が
あ
っ
た
の
も
当
院
の
魅
力
の

一
つ
だ
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
来
年
度
か
ら
も
当
院

の
消
化
器
外
科
で
働
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
ご
迷
惑
を
お
か
け
す
る
こ

と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
今
後
と
も
ご
指

導
ご
鞭
撻
の
程
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

　

初
期
臨
床
研
修
医
2
年
目
の
成
本
耕
平
と
申

し
ま
す
。
研
修
修
了
に
あ
た
っ
て
、
広
報
誌「
ば

ら
」に
寄
稿
す
る
機
会
を
頂
戴
し
ま
し
た
。

　

私
は
当
院
で
引
き
続
き
2
年
間
の
外
科
専
門

研
修
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
呼
吸

器
外
科
を
志
望
し
て
お
り
、
来
年
度
1
年
間
は

上
部
・
下
部
・
肝
胆
膵
外
科
、
2
年
目
は
呼
吸

器
外
科
の
修
練
を
積
む
予
定
で
す
。
こ
れ
ま
で

を
振
り
返
り
つ
つ
、
来
年
度
か
ら
の
外
科
専
門

研
修
に
向
け
た
思
い
を
綴
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
稚
拙
な
文
章
で
は
あ
り
ま
す
が
、
お
付
き

合
い
く
だ
さ
い
。

　

外
科
医
を
志
し
た
理
由
は
、
生
涯
を
か
け
て

己
の
心
技
体
を
磨
き
あ
げ
る
職
人
気
質
な
姿
に

憧
れ
た
た
め
で
す
。
福
山
に
は
縁
も
ゆ
か
り
も

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
大
学
の
指
導
医
の
先

生
に
相
談
し
て
挙
が
っ
た
候
補
の
中
で
、
見
学

の
印
象
が
良
か
っ
た
当
院
を
研
修
先
と
し
て
選

ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

1
年
目
は
慣
れ
な
い
環
境
に
消
耗
し
て
い
ま

し
た
が
、
同
期
や
1
つ
上
の
研
修
医
の
先
生
方
、

指
導
医
の
先
生
方
の
お
か
げ
で
何
と
か
乗
り
切

れ
ま
し
た
。
そ
う
い
っ
た
中
で
も
、
呼
吸
器
外

科
の
先
生
方
の
お
誘
い
で
、
課
外
活
動
と
し
て

sum
m

er school

や
他
施
設
と
の
合
同w

et 

labo

な
ど
、
手
術
手
技
訓
練
の
経
験
を
積
む
こ

と
が
で
き
、
忙
し
い
な
が
ら
も
充
実
し
て
い
ま

し
た
。

　

2
年
目
に
は
環
境
に
も
慣
れ
、
で
き
る
こ
と

も
増
え
て
き
ま
し
た
が
、
そ
う
い
う
時
こ
そ

ト
ラ
ブ
ル
は
起
こ
り
ま
す
。
油
断
・
慢
心
は
大

敵
だ
と
改
め
て
実
感
し
ま
し
た
。
学
術
活
動
に

も
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
呼
吸
器
外

科
山
田
先
生
に
ご
指
導
い
た
だ
き
、
臨
床
外
科

学
会
、
岡
山
大
学
外
科M

C

セ
ミ
ナ
ー
で
発
表

し
た
り
、
呼
吸
器
内
科
小
田
先
生
に
は
免
疫

チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
阻
害
薬
と
い
う
が
ん
の
治

療
薬
の
副
作
用
に
つ
い
て
のcase report

作
成

を
ご
指
導
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
振
り
返
る
と

2
年
間
で
各
診
療
科
の
先
生
方
、
看
護
師
さ
ん
、

薬
剤
師
さ
ん
、検
査
技
師
さ
ん
、総
務
課
の
方
々

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
職
種
の
多
く
の
方
々
に
お
世

話
に
な
り
ま
し
た
。
入
職
時
か
ら
の
成
長
は
周

り
の
方
々
の
お
か
げ
だ
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

来
年
度
か
ら
は
、
責
任
が
ぐ
っ
と
増
し
、
業

務
も
よ
り
忙
し
く
な
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す

が
、
丁
寧
・
誠
実
な
対
応
を
心
掛
け
て
診
療
に

あ
た
っ
て
参
り
ま
す
。
最
後
に
な
り
ま
す
が
、

今
後
と
も
宜
し
く
お
願
い
し
た
し
ま
す
。
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初
期
臨
床
研
修
医
　

松
本
　
　
慈

初
期
臨
床
研
修
医
　

日
野
　
浩
輔

　

初
期
臨
床
研
修
医
2
年
目
の
松
本
慈
と
申

し
ま
す
。
研
修
の
修
了
が
近
づ
く
中
、
こ
の

よ
う
な
機
会
を
頂
き
ま
し
た
の
で
、
こ
の
場

を
お
借
り
し
て
2
年
間
を
振
り
返
ら
せ
て
頂

き
ま
す
。

　

私
は
、
外
科
研
修
を
重
点
的
に
行
い
た
い

と
思
い
、
1
年
時
か
ら
外
科
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ

ン
が
2
か
月
あ
る
福
山
市
民
病
院
を
志
望
す

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

1
年
目
の
4
月
は
神
経
内
科
を
ロ
ー
テ
ー

シ
ョ
ン
さ
せ
て
頂
き
、
疾
患
に
つ
い
て
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
電
子
カ
ル
テ
の
使
い
方
や

病
棟
業
務
の
基
礎
な
ど
を
教
え
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
右
も
左
も
わ
か
ら
な
い
状
態
で
大

変
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
し
た
が
、
以
降
の

研
修
で
活
か
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
ば
か
り

で
、
非
常
に
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。

　

入
職
し
て
か
ら
ま
ず
最
初
に
緊
張
し
た
の

が
当
直
で
す
。
迅
速
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る

救
急
の
場
に
対
す
る
不
安
感
は
大
き
か
っ
た

で
す
。
当
時
の
研
修
医
2
年
目
の
先
生
や
指

導
医
の
先
生
方
、
ま
た
看
護
師
、
薬
剤
師
、

放
射
線
技
師
の
方
、
未
熟
な
研
修
医
相
手
で

も
丁
寧
に
優
し
く
指
導
し
て
く
だ
さ
り
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
同
期
に
恵
ま
れ
た
こ
と
も
あ
り
、

ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
で
も
経
験
し
た
こ
と
を

お
互
い
に
共
有
し
、
い
い
雰
囲
気
の
中
で
切

磋
琢
磨
し
あ
い
な
が
ら
2
年
間
の
研
修
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

こ
の
研
修
期
間
の
中
で
印
象
に
残
っ
て
い

る
こ
と
は
、
外
科
を
ロ
ー
テ
ー
ト
し
て
い
る

際
、
指
導
医
の
先
生
に「
自
分
や
上
級
医
が

行
っ
た
す
べ
て
の
手
技
に
理
由
が
つ
け
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
な
さ
い
。」と
い
わ
れ
た
こ
と

で
す
。
上
級
医
の
先
生
方
の
手
術
を
助
手
と

し
て
見
さ
せ
て
頂
い
た
り
、
執
刀
さ
せ
て
い

た
だ
け
た
際
に
、
１
針
1
針
意
味
が
あ
る
こ

と
を
改
め
て
意
識
し
な
が
ら
臨
め
た
こ
と
は
、

外
科
医
と
し
て
歩
ん
で
い
く
中
で
大
き
な
基

盤
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
2
年
間
ご
指
導

い
た
だ
き
ま
し
た
皆
さ
ま
に
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。
責
任
も
今
以
上
に
増
え
ま
す
が
、
ま

ず
は
目
の
前
の
仕
事
に
1
つ
1
つ
取
り
組
ん

で
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

　

初
期
臨
床
研
修
医
2
年
目
の
日
野
浩
輔
と

申
し
ま
す
。
こ
の
度
、
2
年
間
の
初
期
臨
床

研
修
期
間
の
修
了
に
際
し
ま
し
て
、
こ
の
よ

う
な
寄
稿
の
機
会
を
頂
き
ま
し
た
の
で
こ
れ

ま
で
の
振
り
返
り
と
こ
れ
か
ら
に
つ
い
て
書

か
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。

　

福
山
市
民
病
院
で
の
初
期
研
修
が
始
ま
っ

て
か
ら
既
に
2
年
が
経
過
し
よ
う
と
し
て
い

ま
す
が
、
あ
っ
と
い
う
間
の
研
修
期
間
で
し

た
。
最
初
に
研
修
医
の
先
輩
方
か
ら
オ
リ
エ

ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
た
と
思
え
ば
、
1
年

経
過
し
て
今
度
は
後
輩
に
、
つ
い
最
近
し
て

い
た
だ
い
た
よ
う
な
気
が
す
る
オ
リ
エ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
を
同
様
に
行
い
、
そ
れ
か
ら
さ

ら
に
1
年
が
経
過
し
て
い
ま
す
。
最
初
は
慣

れ
な
い
こ
と
が
多
く
、
特
に
初
め
て
の
当
直

や
日
中
の
救
急
当
番
は
緊
張
し
ま
し
た
。
分

か
ら
な
い
こ
と
が
あ
れ
ば
と
に
か
く
聞
く
こ

と
、
次
は
忘
れ
な
い
よ
う
に
努
め
る
こ
と
、

報
連
相
を
大
切
に
す
る
こ
と
を
守
っ
て
研
修

に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。そ
の
よ
う
に
日
々

積
み
重
ね
て
き
た
2
年
間
で
成
長
す
る
こ
と

が
で
き
た
と
実
感
し
て
い
ま
す
。
ま
だ
ま
だ

拙
い
で
す
が
、
知
識
面
や
手
技
面
で
バ
ラ
ン

ス
よ
く
成
長
で
き
た
と
実
感
で
き
て
い
る
こ

と
で
、
こ
の
2
年
間
の
研
修
に
対
し
て
自
信

が
も
て
る
心
持
ち
に
な
っ
て
い
ま
す
。
指
導

医
の
先
生
方
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
職
種
の

方
々
と
関
わ
る
機
会
が
あ
り
、
支
え
ら
れ
て

き
た
研
修
期
間
で
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
は
泌
尿
器
科
専
攻
医
と
し
て
研

修
し
て
い
く
期
間
に
入
り
ま
す
。
後
期
研
修

と
も
呼
ば
れ
ま
す
が
、
研
修
と
い
う
言
葉
に

と
ら
わ
れ
ず
責
任
を
も
っ
て
日
々
の
診
療
を

行
っ
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

こ
の
初
期
研
修
期
間
で
身
に
着
け
た
こ
と
や

経
験
を
活
か
し
つ
つ
、
学
び
の
面
で
自
身
の

視
野
を
広
げ
て
い
け
る
よ
う
に
日
々
精
進
し

て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
2
年
間
ご

指
導
い
た
だ
い
た
皆
さ
ま
に
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。
1
ス
テ
ッ
プ
前
に
進
み
ま
す
が
、
こ

れ
か
ら
先
、
さ
ら
に
多
く
の
こ
と
を
学
ん
で

い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
今
後
と
も
ご
指
導

ご
鞭
撻
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。
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初
期
臨
床
研
修
医
　

横
山
　
拓
海

初
期
臨
床
研
修
医
　

森
谷
　
建
彦

　

初
期
臨
床
研
修
医
2
年
目
の
横
山
拓
海
と

申
し
ま
す
。
こ
の
度
２
年
の
研
修
が
終
わ
る

に
あ
た
っ
て
広
報
誌｢

ば
ら｣

に
寄
稿
す
る
機

会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
２
年
間
の
振

り
返
り
と
今
後
に
つ
い
て
書
か
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

　

私
は
、
岡
山
県
倉
敷
市
で
生
ま
れ
、
大
学

生
活
は
香
川
県
で
６
年
間
過
ご
し
た
た
め
、

福
山
市
は
勤
務
す
る
ま
で
ゆ
か
り
の
な
い
土

地
で
し
た
。
私
は
大
学
５
年
生
の
時
に
外
科

系
と
小
児
科
で
将
来
の
診
療
科
を
迷
っ
て
お

り
、
岡
山
周
辺
で
外
科
系
・
小
児
科
が
強
い

病
院
を
探
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
大
学
の
同
級

生
に
話
を
聞
き
、
福
山
市
民
病
院
の
見
学
に

訪
れ
ま
し
た
。
そ
の
際
の
研
修
医
の
雰
囲
気
、

研
修
医
と
指
導
医
の
良
好
な
関
係
性
や
手
術

ロ
ボ
ッ
ト
な
ど
の
設
備
環
境
・
教
育
環
境
を

見
て
、
研
修
医
と
し
て
の
未
来
を
想
像
し
、

福
山
市
民
病
院
で
の
研
修
を
希
望
し
ま
し
た
。

　

２
０
２
２
年
4
月
か
ら
初
期
研
修
医
と
し

て
の
勤
務
が
始
ま
り
ま
し
た
。
初
め
の
ロ
ー

テ
ー
シ
ョ
ン
科
は
呼
吸
器
内
科
で
、
疾
患
を
は

じ
め
病
棟
業
務
や
患
者
さ
ん
へ
の
接
し
方
な

ど
基
本
的
な
こ
と
か
ら
丁
寧
に
指
導
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
5
月
に
は
志
望
科
で
あ
る
外

科
を
ロ
ー
テ
ー
ト
し
、
外
科
の
先
生
方
の
熱
心

な
指
導
や
手
術
に
臨
む
姿
勢
を
見
て
、
外
科
へ

の
志
望
が
強
ま
り
ま
し
た
。
2
年
目
に
な
り
、

将
来
の
診
療
科
を
選
択
す
る
際
、
外
科
の
先
生

方
に
親
身
に
相
談
に
乗
っ
て
い
た
だ
き
、
外
科

の
道
に
進
む
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。

　

研
修
に
関
し
て
は
、
指
導
医
の
先
生
方
を

は
じ
め
、
看
護
師
さ
ん
・
薬
剤
師
さ
ん
含
め

た
さ
ま
ざ
ま
な
コ
メ
デ
ィ
カ
ル
の
方
々
に
親

切
に
教
え
て
い
た
だ
き
、
ま
た
、
同
期
の
支

え
も
あ
り
、充
実
し
た
研
修
が
送
れ
た
と
思
っ

て
い
ま
す
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

　

来
年
度
か
ら
は
香
川
県
の
香
川
県
立
中
央

病
院
で
消
化
器
外
科
専
攻
医
と
し
て
勤
務
し

ま
す
。
当
院
で
学
ん
だ
こ
と
を
存
分
に
活
か

し
て
、
少
し
で
も
患
者
さ
ん
の
力
に
な
れ
る

よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
も
日
々
精
進
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

初
期
臨
床
研
修
医
2
年
目
の
森
谷
建
彦
と

申
し
ま
す
。
初
期
研
修
修
了
に
際
し
て「
ば

ら
」に
寄
稿
す
る
機
会
を
頂
き
ま
し
た
の
で

2
年
間
の
振
り
返
り
、
そ
し
て
3
年
目
以
降

の
こ
と
に
つ
い
て
書
か
せ
て
頂
き
ま
す
。

　

私
は
笠
岡
市
出
身
で
高
校
は
広
島
大
学
附

属
福
山
高
校
に
通
い
、
山
口
大
学
に
進
学
し

ま
し
た
。
大
学
6
年
生
の
時
に
、生
ま
れ
育
っ

た
こ
の
地
域
の
医
療
に
貢
献
を
し
た
い
と
考

え
当
院
に
入
職
い
た
し
ま
し
た
。　

　

国
試
に
合
格
し
喜
ん
だ
の
も
束
の
間
、
入

職
前
は「
仕
事
は
き
ち
ん
と
で
き
る
の
だ
ろ

う
か
。
人
間
関
係
は
う
ま
く
い
く
の
だ
ろ
う

か
。
は
た
ま
た
当
直
中
の
着
信
音
に
気
付
く

の
だ
ろ
う
か
。」
な
ど
と
不
安
な
気
持
ち
で

い
っ
ぱ
い
で
し
た
。
1
年
目
の
最
初
は
な
か

な
か
仕
事
に
慣
れ
ず
に
大
変
で
し
た
が
、
入

職
直
後
と
比
べ
る
と
だ
い
ぶ
成
長
で
き
た
の

で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
も
ひ
と

え
に
同
期
の
仲
間
は
も
ち
ろ
ん
、
ご
指
導
頂

い
た
先
生
方
・
コ
メ
デ
ィ
カ
ル
の
方
々
の
お

か
げ
で
す
。
こ
の
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
環
境

で
初
期
研
修
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は

非
常
に
良
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、
3
年
目
以
降
の
進
路
で
す
が
当
院

の
整
形
外
科
で
後
期
研
修
を
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
研
修
医
の
時
と
は
違
い
、
仕
事
量

も
多
く
な
り
責
任
も
大
き
く
な
り
ま
す
。
今

現
在
、
整
形
外
科
を
ロ
ー
テ
中
な
の
で
す
が
、

3
年
目
の
先
生
の
仕
事
姿
を
見
て
4
月
か
ら

自
分
に
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
と
不
安
に
な
り
、

ま
だ
ま
だ
勉
強
量
が
足
り
て
い
な
い
と
日
々

痛
感
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、3
年
目
に
な
っ

た
か
ら
と
言
っ
て
今
ま
で
で
き
な
か
っ
た
こ

と
が
急
に
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
な
ど
と
い

う
こ
と
は
決
し
て
な
い
の
で
、
目
の
前
の
こ

と
を
愚
直
に
頑
張
っ
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

　

一
日
も
早
く
、
整
形
外
科
医
と
し
て
病
院
・

ひ
い
て
は
福
山
周
辺
地
域
の
医
療
に
貢
献
で

き
る
よ
う
精
進
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
今
後

と
も
何
卒
宜
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

拙
い
文
章
で
し
た
が
最
後
ま
で
読
ん
で
頂

き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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初
期
臨
床
研
修
医
　

山
﨑
　
礼
羅

初
期
臨
床
研
修
医
　

吉
田
　
こ
こ
ろ

　

初
期
臨
床
研
修
医
2
年
目
の
山
﨑
礼
羅
と
申
し

ま
す
。
こ
の
度
、
初
期
臨
床
研
修
を
修
了
す
る
に

あ
た
り
ま
し
て
寄
稿
の
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た

の
で
、
福
山
市
民
病
院
で
の
1
年
間
で
感
じ
た
こ

と
を
書
か
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
広
島
大
学
ふ
る
さ
と
枠
の
出
身
で
、
た
す

き
掛
け
に
よ
り
広
島
大
学
病
院
で
1
年
間
、
福
山

市
民
病
院
で
1
年
間
の
研
修
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
本
来
は
2
年
と
も
大
学
病
院
で
研
修
を

行
う
こ
と
と
な
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
市
中
病
院

で
の
経
験
も
積
ん
で
お
き
た
い
と
い
う
思
い
と
、

5
年
ほ
ど
前
に
福
山
市
民
病
院
で
研
修
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
お
り
ま
し
た
自
分
の
兄
か
ら
、
か
ね
て

よ
り
勧
め
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
た
す
き

掛
け
で
の
研
修
を
選
択
い
た
し
ま
し
た
。

　

福
山
市
民
病
院
の
研
修
で
何
よ
り
も
印
象
的

だ
っ
た
の
は
研
修
医
の
裁
量
が
非
常
に
大
き
い

こ
と
で
し
た
。
例
え
ば
当
直
で
は
、
見
学
が
メ

イ
ン
と
な
る
こ
と
も
多
か
っ
た
大
学
病
院
と
は

違
い
、
研
修
医
が
主
体
と
な
っ
て
対
応
し
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
病
院
の
シ
ス
テ
ム
や
カ
ル
テ
の

扱
い
方
な
ど
の
事
務
的
な
面
で
戸
惑
っ
た
こ
と

も
加
わ
り
当
初
は
大
変
に
苦
し
か
っ
た
の
で
す

が
、
上
級
医
の
先
生
方
や
看
護
師
の
方
々
に
も

丁
寧
に
指
導
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
で
、
経
験

を
積
む
に
つ
れ
て
次
第
に
自
分
で
方
針
を
決
定

で
き
る
こ
と
の
楽
し
さ
や
重
要
性
を
感
じ
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
4
月
か
ら
ロ
ー
テ
ー
ト
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
眼
科
で
は
、
眼
内
注
射
な
ど
の
手
技
を
任
せ

て
い
た
だ
く
こ
と
が
多
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
可

能
な
範
囲
で
部
分
執
刀
も
さ
せ
て
い
た
だ
け
た
こ

と
が
大
学
病
院
で
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
経
験
と
し

て
、き
わ
め
て
貴
重
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

　

2
か
月
間
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
血
液
内
科
で

も
、
入
院
患
者
の
ト
ラ
ブ
ル
シ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
を

任
せ
て
い
た
だ
き
、
指
導
医
の
先
生
と
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
を
す
る
中
で
、
こ
れ
ま
で
苦
手
意
識

の
あ
っ
た
入
院
管
理
に
対
し
て
も
一
定
の
対
応
が

で
き
る
ま
で
に
な
っ
た
と
思
え
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　

い
ず
れ
も「
市
中
病
院
な
ら
で
は
の
経
験
を
」

と
の
期
待
を
大
き
く
超
え
る
研
修
で
あ
り
、
自
身

の
成
長
を
強
く
実
感
で
き
た
1
年
に
な
り
ま
し

た
。
短
い
間
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
ご
指
導
く
だ

さ
い
ま
し
た
皆
様
方
に
は
感
謝
の
念
に
堪
え
ま
せ

ん
。
来
年
度
以
降
は
福
山
市
民
病
院
か
ら
は
離
れ

て
し
ま
い
ま
す
が
、
今
後
と
も
ご
指
導
ご
鞭
撻
の

ほ
ど
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

初
期
臨
床
研
修
医
２
年
目
の
吉
田
こ
こ
ろ

と
申
し
ま
す
。
２
年
間
の
初
期
臨
床
研
修
を

終
え
、
医
師
と
し
て
の
新
た
な
門
出
を
迎
え

る
こ
の
節
目
に
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
感

謝
と
振
り
返
り
を
述
べ
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

　

ま
ず
私
が
当
院
で
の
研
修
を
志
望
し
た
理

由
と
し
て
、
地
元
で
あ
る
福
山
の
医
療
に
携
わ

り
た
い
、
内
科
領
域
の
豊
富
な
症
例
を
経
験
し

た
い
、
ま
た
救
急
な
ど
急
性
期
の
対
応
の
基

本
を
身
に
つ
け
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
し
て
ご
縁
が
あ
り
、
２
年
前
の
４
月

に
希
望
し
て
い
た
当
院
の
研
修
医
と
し
て
ス

タ
ー
ト
を
切
り
ま
し
た
。
初
め
の
数
か
月
は
何

を
す
る
に
も
緊
張
と
不
安
が
募
る
ば
か
り
で
、

医
師
と
し
て
の
責
任
の
重
大
さ
を
強
く
感
じ

る
日
々
で
し
た
。
そ
ん
な
中
で
同
期
の
存
在
は

非
常
に
大
き
な
も
の
で
し
た
。
医
療
者
と
し
て

も
そ
う
で
す
が
、
社
会
人
と
し
て
も
ま
だ
ま
だ

未
熟
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
反
省
を
経
験
し
ま

し
た
が
、
そ
ん
な
時
に
ふ
と
話
を
聞
い
て
慰
め

て
く
れ
た
り
、
あ
る
時
は
ア
ド
バ
イ
ス
を
く
れ

た
り
と
、
す
ぐ
近
く
に
お
互
い
を
励
ま
し
合

い
、
高
め
合
え
る
存
在
が
い
る
こ
と
は
本
当
に

心
強
か
っ
た
で
す
。

　

ま
た
こ
の
２
年
間
は
、
私
に
と
っ
て
貴
重

な
経
験
と
学
び
の
連
続
で
し
た
。
日
々
多
く

の
患
者
さ
ん
と
向
き
合
い
、
臨
床
疑
問
に
つ

い
て
上
級
医
に
相
談
し
た
り
、
院
内
の
勉
強

会
や
学
会
発
表
の
機
会
を
頂
き
多
く
の
先
生

方
の
前
で
発
表
さ
せ
て
頂
い
た
り
と
、
本
当

に
沢
山
の
人
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
成
長
で
き

た
２
年
間
で
し
た
。
患
者
さ
ん
の
中
に
は
研

修
医
で
あ
る
私
に
温
か
い
励
ま
し
の
お
言
葉

を
く
だ
さ
る
方
も
お
り
、
大
き
な
心
の
支
え

と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

来
年
度
か
ら
は
、
福
山
市
内
の
病
院
で
総

合
診
療
科
専
攻
医
と
し
て
勤
務
さ
せ
て
い
た

だ
く
予
定
で
す
。
こ
の
２
年
間
で
得
た
経
験

を
活
か
し
な
が
ら
、
患
者
さ
ん
に
寄
り
添
っ

た
診
療
が
で
き
る
よ
う
、
こ
れ
か
ら
も
日
々

精
進
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
今
後
と
も
よ
ろ
し

く
お
願
い
致
し
ま
す
。
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初
期
臨
床
研
修
医
　

佐
藤
　
晃
平

初
期
臨
床
研
修
医
　

藤
澤
　
諒
多

　

歯
科
臨
床
研
修
医
の
佐
藤
晃
平
と
申
し
ま

す
。
４
月
か
ら
4
か
月
間
岡
山
大
学
病
院
で

の
研
修
を
経
て
、
8
月
よ
り
当
院
で
研
修
を

さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
短
い
期
間
で
し
た
が
、

当
院
で
の
研
修
修
了
に
際
し
て
寄
稿
の
機
会

を
頂
き
ま
し
た
の
で
、
研
修
に
つ
い
て
振
り

返
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

思
い
返
せ
ば
岡
山
大
学
病
院
で
の
4
か
月

間
と
は
異
な
り
、
8
月
よ
り
新
し
い
環
境
に

戸
惑
い
な
が
ら
、
ま
た
毎
日
知
識
や
経
験
不

足
を
実
感
し
な
が
ら
多
く
の
学
び
を
得
る
こ

と
が
で
き
た
研
修
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

多
く
の
疾
患
を
診
さ
せ
て
頂
く
中
で
診
断
ま

で
の
流
れ
や
治
療
法
に
対
す
る
考
え
方
等
を

学
び
、
ま
た
土
日
の
病
棟
管
理
や
救
急
患
者

の
対
応
を
通
し
て
、
口
の
み
な
ら
ず
全
身
を

診
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
手
術
室
や
外
来
診
療
室
で
さ
ま
ざ
ま
な

手
技
を
経
験
さ
せ
て
頂
き
、
で
き
た
こ
と
よ

り
上
手
く
い
か
な
っ
た
こ
と
の
方
が
多
か
っ

た
で
す
が
、
指
導
医
の
先
生
方
か
ら
沢
山
の

ご
指
導
を
し
て
頂
き
ま
し
た
。
他
科
か
ら
の

コ
ン
サ
ル
ト
に
対
し
て
は
フ
ァ
ー
ス
ト
タ
ッ

チ
を
任
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
口
腔
内
の
問

題
に
対
し
て
全
身
疾
患
と
の
兼
ね
合
い
か
ら

解
決
法
を
考
え
る
こ
と
の
難
し
さ
を
痛
感
し
、

大
変
学
び
が
深
い
も
の
に
な
り
ま
し
た
。

　

初
期
臨
床
研
修
医
１
年
目
の
同
期
と
も
当

初
思
っ
て
い
た
以
上
に
深
い
仲
に
な
れ
、
忘

年
会
の
出
し
物
を
は
じ
め
、
多
く
の
思
い
出

を
作
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。ま
た
コ
メ
デ
ィ

カ
ル
の
方
々
と
週
１
回
の
バ
ス
ケ
を
通
じ
て

貴
重
な
出
会
い
が
あ
り
、
と
て
も
有
難
か
っ

た
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
春
か
ら
は
口
腔
外
科
を
よ
り
一
層
学

ぶ
た
め
岡
山
大
学
大
学
院
へ
進
学
し
ま
す
が
、

当
院
で
学
ん
だ
こ
と
を
活
か
し
、
研
鑽
の

日
々
を
送
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
目
瀬
先
生
、

山
本
先
生
、
高
倉
先
生
、
大
原
先
生
に
は
大

変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
、
本
当
に
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
た
歯
科
衛
生
士
の

皆
さ
ん
を
は
じ
め
関
わ
っ
て
頂
い
た
全
て
の

方
々
に
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。
8
か
月
間
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

　

初
期
研
修
医
2
年
目
の
藤
澤
諒
多
と
申
し
ま
す
。
早
い

も
の
で
、
初
期
研
修
も
残
す
と
こ
ろ
あ
と
2
か
月
と
な
り

ま
し
た
。「
ば
ら
」に
寄
稿
す
る
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
の

で
、
こ
の
2
年
間
を
振
り
返
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

私
は
、
も
と
も
と
岡
山
県
倉
敷
市
の
出
身
で
、
高
校
は

金
光
学
園
高
校
、
大
学
は
広
島
大
学
卒
業
で
す
。
初
期
研

修
は
、
地
元
岡
山
で
働
き
た
い
と
い
う
思
い
も
あ
り
、
岡
山

大
学
病
院
で
研
修
す
る
こ
と
に
決
め
ま
し
た
。
国
家
試
験

に
合
格
し
、
医
師
と
し
て
働
け
る
こ
と
、
新
し
く
同
期
と

な
る
メ
ン
バ
ー
と
の
顔
合
わ
せ
に
胸
を
躍
ら
せ
な
が
ら
初
日

に
出
勤
し
た
こ
と
を
今
で
も
覚
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
楽

し
い
こ
と
ば
か
り
で
は
な
く
、
医
療
現
場
で
働
く
こ
と
の
大

変
さ
を
実
感
し
た
の
は
、
最
初
に
救
急
外
来
で
当
直
に
入
っ

た
時
で
し
た
。
患
者
さ
ん
が
救
急
車
で
運
ば
れ
て
き
て
も
、

何
か
ら
す
べ
き
な
の
か
わ
か
ら
ず
、
た
だ
た
だ
立
ち
尽
く
す

ば
か
り
で
し
た
。
国
家
試
験
の
勉
強
を
通
し
て
知
識
は
あ

る
の
に
、
そ
の
知
識
を
活
か
し
、
臨
床
現
場
で
ど
の
よ
う
に

立
ち
回
れ
ば
良
い
か
わ
か
ら
ず
、
不
甲
斐
な
い
思
い
も
し
ま

し
た
。
そ
れ
か
ら
、当
直
や
日
々
の
研
修
を
重
ね
る
ご
と
に
、

急
患
の
初
期
対
応
や
病
棟
業
務
、
採
血
や
ル
ー
ト
確
保
な

ど
の
手
技
も
段
々
と
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
そ
の
成
長
の
裏
に
は
、
自
分
の
力
不
足
で
迷
惑
を

か
け
て
し
ま
う
場
面
が
多
々
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
都

度
、
熱
心
に
指
導
し
て
頂
い
た
上
級
医
の
先
生
方
、
診
療

や
業
務
を
支
え
て
頂
い
た
、
看
護
師
さ
ん
を
は
じ
め
と
す

る
病
院
で
関
わ
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
方
々
に
は
感
謝
し
て
も

し
き
れ
ま
せ
ん
。

　

福
山
は
、
高
校
時
代
に
同
級
生
と
遊
ん
だ
り
、
塾
に
通
っ

た
り
と
思
い
出
の
あ
る
土
地
で
す
。
そ
し
て
、
福
山
市
民
病

院
で
研
修
さ
せ
て
い
た
だ
く
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
岡

山
大
学
病
院
の
た
す
き
掛
け
研
修
制
度
で
す
。
こ
の
制
度

は
、
研
修
医
1
年
目
は
岡
山
大
学
病
院
で
研
修
を
行
い
、

2
年
目
か
ら
市
中
病
院
で
研
修
を
行
う
と
い
っ
た
内
容
で

す
。
私
は
、
1
年
目
の
研
修
中
に
、
将
来
の
診
療
科
を
泌

尿
器
科
に
決
め
ま
し
た
。
2
年
目
の
研
修
は
泌
尿
器
科
に

つ
い
て
も
っ
と
意
欲
的
に
学
び
た
い
と
考
え
、
大
学
の
指
導

医
の
先
生
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
当
院
で
の
研
修
を
勧
め
ら

れ
、
た
す
き
掛
け
先
の
病
院
と
し
て
希
望
さ
せ
て
頂
き
ま
し

た
。
私
自
身
が
専
攻
医
に
な
っ
た
時
の
事
を
見
据
え
た
研

修
に
し
た
い
と
い
う
意
気
込
み
で
臨
み
、
単
独
で
ス
テ
ン
ト

交
換
や
前
立
腺
生
検
を
行
っ
た
り
、
ロ
ボ
ッ
ト
手
術
で
は
助

手
を
務
め
さ
せ
て
頂
い
た
り
と
、
大
変
充
実
し
た
研
修
と

な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
先
生
方
の
仕
事
に
対
す
る
情
熱
や

仕
事
量
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
自
分
の
未
熟
さ
も
同
時

に
痛
感
し
ま
し
た
。

　

初
期
研
修
医
と
い
う
第
一
歩
が
終
わ
り
ま
す
が
、
こ
れ

か
ら
も
医
師
と
し
て
の
長
い
道
の
り
に
目
標
を
掲
げ
、
一
歩

一
歩
着
実
に
積
み
重
ね
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
来
年
度

か
ら
は
岡
山
で
働
く
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
将
来
ど

こ
か
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
再
度
福
山
で
働
け
る
機
会
が
あ
る
と

思
い
ま
す
の
で
、
そ
の
時
は
成
長
し
た
姿
を
示
せ
る
よ
う
に

日
々
研
鑽
し
て
い
く
所
存
で
す
。
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、

多
く
の
方
々
に
支
え
ら
れ
2
年
間
を
無
事
に
終
え
る
こ
と

が
出
来
ま
し
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
、感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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福山市民病院 
第19代レジデントの皆さんへ

　福山市民病院　第19代レジデント（研修医）の皆さん、2022年4月に当院で初期研修を開始し、色々と思い出深い
2年間だったと思いますが、11名の同期全員が揃って初期研修を修了できる事を大変嬉しく思います。日進月歩の医
学の世界で生きていく上で、“一生使える基礎”が学べたのではないかと思いますので、ぜひこの礎の上にいろいろな
ものを積み上げていってください。 
　第19代の進路は消化器外科3名、泌尿器科・麻酔科各2名、呼吸器外科・整形外科・呼吸器内科・総合内科各1名でした。
11人中5人が当院で引き続き専攻医として専門研修を開始することになり、当院にとっても大きな戦力アップとなり
ます。今後皆さんが各分野で成長していく姿を、私たち指導医はとても楽しみにしています。
　以下、初期研修の2年が終了し各々の専門へと向かうにあたり、益々自己研鑽が必要となりますので、専門として仕
事を始める上で大切だと思われることを贈る言葉にしたいと思います。

1.	今眠る者は夢を見る、今勉強する者は夢を叶える。
	 （Sleep	now	and	a	dream	will	come	out;	Study	now	and	a	dream	will	come	true．）
　初期研修を終えた専攻医の時期は、間違いなく将来の夢や目標を叶えるために最も勉強が必要な時期です。患者さん
にとってベストな医療を自分自身が責任を持って提供するためには、常に完璧な準備が必要です。今=専攻医時代、と
思って臨床に学術活動に精一杯打ち込んでください。 

2.	もう遅いと感じたその瞬間が、物事をはじめる一番のタイミングである。
	 （The	earliest	moment	is	when	you	think	it’s	too	late．）
　専攻医は前記の如く業務と責任が飛躍的に増え、あっと言う間に時間が過ぎてしまいます。体調管理に加え時間管理
も意識してください。優先順位を付け実行に移さなければなりません。気になることは先送りにせずに、その都度調べ
る習慣も身に付けましょう。その積み重ねが実力となります。

3.	あなたが無駄にした今日は、どれだけの人が願っても叶わなかった未来である。
	 （Today	you	wasted	is	tomorrow	loser	wanted．）
　ウクライナへの侵攻は2年経過し、今年始めには能登半島地震が起きました。勉強や適切な医療など、やりたくても
できない環境はいくらでもあります。皆さんは何を感じましたか？現在の環境は当たり前でないと自覚し、平穏な日常
に感謝した人もいると思います。ひとまず無事に初期研修を終えた事は、もちろん研修医自身の努力の賜物ですが、環
境を整えてくれた病院、臨床研修に関与した全てのスタッフ、さらに患者さんに対し感謝の気持ちを持ちましょう。そ
の上で今日を大切に、1日たりとも無駄にせず次のステップに進んでください。 

4.	労なくして得るものなし（No	pain,	no	gain．）
　昨今、働き方改革などもあり、効率的に物事を身につけることが必要ですが、医療は型どおりいかないことも多く、
さまざまな知識と経験が必要です。知識を得るためにはデジタル機器を駆使して論文を整理したり、動画を見たりと随
分便利な世の中になりました。しかし、いまだに患者さんから教えられることはとても多いです。診察や手術でたくさ
んの患者さんと出会ってください。知識を増やすと共に、真摯に患者さんと向き合うことの積み重ねは必ず実力となり
ます。そのことが各科ひいては病院の発展に寄与し、福山や世界の医療に貢献できます。

　以上は世界最高峰の大学のひとつとされる、ハーバード大学の図書館の壁に書かれているというメッセージ（諸説あ
り）の中から選んで意訳してみました。これらを胸に刻んで貪欲に成長し、優しさと力強さを兼ね備えた医師を目指し
てください。そして、何かあれば遠慮せずに相談してください。今後の益々の成長を期待しています！

臨床研修プログラム責任者・副院長・内科　 植木  亨
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（一社）日本胎児心臓病学会第30回学術集会において
里見賞（チーム医療部門）を受賞しました

2024年2月17日
（土）、18日（日）に
東京、一ツ橋講堂
にて開催された日
本胎児心臓病学会　
第30回学術集会に
お い て、「 地 方 の
中核病院で確立し
た胎児超音波スク
リーニングシステ
ム～院内多職種と

他施設と連携しながら築く未来～」という題目で発表を
行い、里見賞（チーム医療部門）を受賞しましたので、ご
報告いたします。

日本胎児心臓病学会は1994年に設立された胎児心臓
病研究会が発展した学術団体です。

小児循環器医のみならず、多くの産科医、新生児科医、
臨床遺伝専門医、超音波技師、看護師、ソーシャルワー
カーが参加し、活発な意見交換や胎児診療の普及を行っ
ています。

里見賞（チーム医療部門）は、概ね3年以内に行われた
胎児心臓病の診療において、特に卓越したチーム医療を
実践した医療チームに対して授与される学会賞です。

2021年7月から胎児超音波スクリーニングシステム実
現を目的に、産婦人科医、小児循環器医、助産師、看護師、
事務職、臨床検査技師と多職種で取り組んできた経過と
胎児超音波スクリーニングシステム運用効果、そして今
後の展望についてという内容で発表しました。

妊婦健診における通常超音波検査は胎児の成長や妊娠
の経過を確認することが目的ですが、胎児超音
波スクリーニング検査は胎児の形態変化を伴う
疾患の有無を確認することを目的とする検査で
す。出生前に胎児の疾患を特定し、最適な分娩
施設を選択することが可能となり、出生後の適
切な治療を行う準備ができるという体制です。

多くの施設で胎児超音波スクリーニング検
査を導入したいと考えていますが、産婦人科
医は多忙でこれ以上の業務負荷をかけること
はできず「誰が検査を行うのか」という課題が
あります。

当院は胎児超音波スクリーニング検査を産婦人科医か
ら臨床検査技師にタスクシフトして行うようになりまし
た（広報誌ばら第113号掲載）。臨床検査技師にタスク
シフトすることで一人の妊婦さんに①妊娠18 ～ 20週、 
②妊娠26 ～ 28週、③妊娠30 ～ 32週の3回検査を行う
事ができるようになり、妊婦さんからも安心できるとの
高評価を得ています。また、産婦人科医の業務負荷軽減
につながり専門業務に集中できるようになったと高い評
価を得ております。

一方で「胎児超音波スクリーニング検査」が地域の妊婦
さんにはあまり知られていない現状があります。当院で
胎児超音波スクリーニング検査を受けられた妊婦さんへ
のアンケート調査では「今まで胎児超音波スクリーニン
グ検査を知らなかった方」は41％にのぼりました。検査
を受ける、受けないは妊婦さんの任意ですが、受ける、
受けないを自ら選択する機会は地域のすべての妊婦さん
に与えられるべきものと考えております。

そのためには、当院が「胎児超音波スクリーニング検
査」の啓蒙機関となり、これから始めたいと思う施設か
ら研修の依頼を受け入れるなど、他施設の検査導入の一
助になれるよう取り組んでいきたいと考えております。

多職種が関わり実現させることができた胎児超音波ス
クリーニングシステムを評価していただいたことで、シ
ステムを今後さらに充実させるべく私たちもモチベー
ションをあげたいと思います。

将来的には、地域のすべての妊婦さんが胎児超音波ス
クリーニング検査を受けることができるようになれば、
さらに安心して分娩ができる環境づくりに貢献できるの
ではと考えております。

臨床検査科次長　片山 沙予子
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　小児の心臓病は、主に先天性（CHD）、後天性（川崎病、
心筋症など）、そして不整脈（期外収縮、WPW症候群、
QT延長症候群など）の３つがあります。そして、心臓病
全般については、胎児期には先天性と不整脈、小児期に
は先天性と後天性と不整脈、成人期には虚血性心疾患と
弁膜症と不整脈が多くを占めます。胎児期に産婦人科医
と小児科医とで胎児心エコー検査を行い、先天性心疾患
や不整脈の診断を行うのが胎児心臓病領域になります。
成人期に、循環器内科医と小児科医とで成人になった先
天性心疾患患者の診療を行うのが成人先天性心疾患領
域となります。

　

胎児期の先天性心疾患について
　まず胎児心エコー検査とは、産科医師と小児循環器医
師が協力して胎児の心疾患を見つけて診断し、児の予後
を改善することを目的とした検査です。胎児心臓診断は、
日本では2000年前後から盛んになり、当時は「いかに
正確に診断するか」を目標にしていました。その後20
年が経過して、今では「診断」だけでなく「その疾患の重
症度評価」や「診断を受けたご家族への支援」も加わり、
看護師、助産師、臨床心理士、臨床検査技師など多職種
で行われる領域となりました。
　胎児心エコー検査は「レベルⅠ（スクリーニング）」と「レ
ベルⅡ（精査）」に分かれます。精査であるレベルⅡの国
内での登録件数は年々増加して、年間14,000件を超
えています。しかしながら、一方で重症心疾患が胎児期
に見つからず、出生後に重度チアノーゼで緊急搬送にな
る児は依然いる状況です。まずはCHDを見つけるため
のレベルⅠ（スクリーニング）の胎児心エコー検査が重
要となりますが、当院では現在、「胎児超音波スクリー
ニング検査」として臨床検査技師が施行しています。今
後、検査件数が増加して胎児の重症先天性心疾患が見つ
かるようになり、地域の方々に貢献できると期待されて
います。

　4回にわたる勉強会で、先天性心疾患CHD
全体について学んでもらいました。
　今後の小児心臓診療に少しでも役立つことを 
4人の演者全員が願っております。

小寺亜矢、日置里織、高橋生、河津由紀子

　当院では3年前より24時間小児救急を開始して以来、先天性心疾患（CHD：congenital heart disease）患者（小
児～成人）の外来受診や入院が増えています。また将来NICU（新生児集中治療室）を含めた周産期センターが稼働する
ことにより、胎児～新生児CHD患者も増加する見込みです。そこで2023年7月より、小児科病棟スタッフの要望にて、
小児科循環器担当医師および循環器内科医師による勉強会を開催してきました。
　第1回 新生児期のCHD（担当：小寺亜矢（小児科））、第2回 小児期のCHD（担当：日置里織（小児科））、第3回 成人期
のCHD（担当：高橋生（循環器内科））、そして今回は最終回として第4回「胎児期のCHDと小児循環器総論」を河津が
担当しましたので報告いたします。 小児科　河津 由紀子
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　当院は 2023 年 4 月から日本臨床栄養代謝学会 栄養
サポートチーム専門療法士認定規程に定める認定教育
施設となっています。この度、5 日間にわたり 40 時間
の臨床実地修練を開催しました。
　教育認定施設は「総合病院またはこれに準ずる病院
であって NST（栄養サポートチーム）が稼働し、日本臨
床栄養代謝学会の NST 稼働認定施設であること」「日
本臨床栄養代謝学会認定医が NST スタッフとして勤
務していること」などが要件となっています。当院は
NST チェアマンの外科　門田一晃医師が認定医であ
り、福山市で唯一の教育認定施設です。NST では多職
種（医師・歯科医師・看護師・薬剤師・管理栄養士・
言語聴覚士・歯科衛生士）で、栄養管理が必要な患者
さんをサポートしています。
　臨床実地修練は栄養学的専門知識を実際の臨床にお
いて発揮させるための技能を習得することを目的とし
ており、今年度は看護師、薬剤師、管理栄養士 14 名が
研修を修了しました。
　講義は栄養アセス
メントやプラニング、
検査データの見方に
くわえて、肝臓病、腎
臓 病、 心 臓 病、 胃 ろ
う 造 設、 褥 瘡、 救 急
医療や歯科口腔外科
の栄養管理など多岐
にわたる内容となっ
ています。実習では
グループに分かれて
の症例検討、プレゼ
ン テ ー シ ョ ン、NST
カンファレンスでは

実際に栄養プランの
提案をし、簡易懸濁
法の実習やロボット
支援下膵体尾部切除
術の手術見学もおこ
ないました。修了者
からは臨床実地修練
を通して「多職種で情
報交換をおこなうこ
とができ、日頃の業
務に活かせることが
多くあった。」などの
感想がありました。
　2024年度は、より
多くのコメディカル
スタッフが臨床において栄養学的専門知識の習得ができ
るように、院外からの臨床実地修練希望者を受け入れて
いく予定です。
　最後になりますが、臨床実地修練を開催にするにあ
たり多忙な業務の中、講師を快諾していただいた関係
各位の皆さまに厚く御礼申し上げます。

講義風景1（NSTチェアマン 門田医師）

講義風景2

症例検討

簡易懸濁法実習

修了式
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2022年度
病院事業会計決算の概要について

管理課

管
理
課
長　

松
岡 

潔

１
．業
務
状
況
に
つ
い
て

　

２
０
２
２
年
度
は
、
本
館
の
建
替
え
等「
増

改
築
事
業
」に
つ
い
て
、
２
０
２
１
年
度
の
基

本
設
計
に
引
き
続
き
、
具
体
的
な
建
築
工
事

に
向
け
た
実
施
設
計
に
着
手
し
ま
し
た
。
併

せ
て
、
駐
車
場
を
整
備
す
る
た
め
、
北
東
立

体
駐
車
場
を
新
設
す
る
と
と
も
に
、
北
立
体

駐
車
場
の
建
替
え
に
向
け
た
解
体
工
事
も
行

い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
看
護
師
・
助
産
師
等
医
療
ス
タ
ッ

フ
を
増
員
し
、
医
療
提
供
体
制
の
充
実
を
図

る
と
と
も
に
、「
教
育
研
修
部
」
を
新
設
し
、

医
療
従
事
者
の
人
材
育
成
を
推
進
し
て
い
ま

す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
で

は
、
職
員
に
感
染
者
や
濃
厚
接
触
者
が
生
じ

る
等
、
通
常
診
療
へ
の
影
響
も
あ
り
ま
し
た

が
、
第
二
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
と
し
て
、

２
０
２
３
年
５
月
の
５
類
移
行
ま
で
の
間
、

１
，２
０
０
人
を
超
え
る
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症

患
者
を
受
け
入
れ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
こ
と
に
加
え
、
持
続
可
能
な
地

域
医
療
提
供
体
制
を
確
保
す
る
た
め
に
、
そ

れ
ぞ
れ
の
医
療
機
関
の
機
能
分
化
と
連
携
を

進
め
る
こ
と
や
、
医
師
・
看
護
師
等
の
確
保

と
働
き
方
改
革
、
経
営
の
効
率
化
に
取
り
組

む
こ
と
な
ど
を
軸
と
し
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福
山
市
民
病
院
経

営
強
化
プ
ラ
ン
」の
２
０
２
３
年
度
内
の
策
定

に
向
け
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

2
．患
者
数
等
の
状
況
に
つ
い
て

　

入
院
患
者
数
に
つ
い
て
は
、
２
０
２
０
年

度
以
降
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
で
減
少
傾
向
が
続
い
て
お
り
、
前
年
度

に
比
べ
延
患
者
数
・
実
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者
数
と
も
に
減
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ま
し
た
。
な
お
、
延
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診
療
科
別

に
み
る
と
、
循
環
器
内
科
、
耳
鼻
咽
喉
科
、

形
成
外
科
な
ど
で
減
少
し
て
い
ま
す
。

　

外
来
患
者
数
に
つ
い
て
は
、
前
年
度
に
比

べ
加
茂
地
区
診
療
所
は
減
少
し
た
も
の
の
、

市
民
病
院
は
増
加
し
た
た
め
、
全
体
と
し
て

は
延
患
者
数
・
実
患
者
数
と
も
に
増
加
し
ま

し
た
。
診
療
科
別
に
み
る
と
、
内
科
、
乳
腺

外
科
、
眼
科
な
ど
で
増
加
し
て
い
ま
す
。

３
．財
政
状
況
に
つ
い
て

　

当
年
度
の
事
業
収
益
に
つ
い
て
は
、
前

年
度
に
比
べ
外
来
収
益
は
増
加
し
た
も
の

の
、
入
院
収
益
は
減
少
し
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
病
床
確
保
補
助
金

の
交
付
額
も
減
少
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
前

年
度
に
比
べ
約
２
億
８
，６
０
０
万
円
減
の

２
１
６
億
１
，９
０
４
万
円
と
な
り
ま
し
た
。

　

事
業
費
用
に
つ
い
て
は
、
給
与
費
や
経

費
の
増
加
な
ど
に
よ
り
、
前
年
度
に
比
べ

約
５
億
６
，２
０
０
万
円
増
の
２
０
６
億 

９
，３
９
７
万
円
と
な
り
ま
し
た
。こ
の
結
果
、

事
業
収
支
は
前
年
度
よ
り
減
少
し
た
も
の
の
、

差
引
９
億
２
，５
０
７
万
円
の
純
利
益
を
計
上

す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

北東立体駐車場から見た景色 北東立体駐車場
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14,000

17,000

20,000

23,000

2018 2019 2020 2021 2022 （年度）

（百万円）

19,61019,724
20,06820,057

19,780

21,281

20,132

21,905

20,694

21,619

＋1,501
 （＋1,591）

＋925
 （＋947）

△114
 （＋37） ＋1,773＋11

※病床利用率は一般病床数に対するものである。　※「加茂地区診療所」は「田原、広瀬、山野診療所」を表す。

区　　　　分 単位 2022年度 2021年度
対前年度比較

増減 増減率（％）

入

院

一般病床数 床 500 500 0 0.0
年間延患者数 人 128,095 131,834 △ 3,739 △ 2.8
1日平均患者数 人 350.9 361.2 △ 10.3 △ 2.9
年間実患者数 人 15,630 16,138 △ 508 △ 3.1
病床利用率 ％ 69.6 71.8 △ 2.2 － 
平均在院日数 日 9.0 8.9 0.1 1.1

外

来

年間延患者数 人 227,078 219,450 7,628 3.5
市民病院 人 226,919 219,271 7,648 3.5
加茂地区診療所 人 159 179 △ 20 △ 11.2

１日平均患者数 人 934.5 906.8 27.7 3.1
市民病院 人 933.8 906.1 27.7 3.1
加茂地区診療所 人 0.7 0.7  0.0 0.0

年間実患者数 人 157,155 153,568 3,587 2.3
市民病院 人 156.996 153,389 3,607 2.4
加茂地区診療所 人 159 179 △ 20 △ 11.2

病院事業収益　216億1,904万円 病院事業費用　206億9,397万円

病院事業収益
病院事業費用

※�各年度における棒グラフ中段、□枠内の値は「病院事
業収益」から「病院事業費用」を差し引いた収支である。
※�2018年度、2020年度及び2022年度の（　）内は資産
処分に係る特別利益・特別損失を除いた収支である。

過去5年間の収支状況

給与費
93億7,843万円

45.3%
材料費

62億8,015万円
30.4%

経費
27億2,878万円

13,2%
減価償却費
9億7,747万円

4.7%

その他医業費用
9,826万円
0.5%

医業外費用
12億283万円
5.8%

特別損失
2,805万円
0.1%

入院収益
119億5,226万円

55.3%
外来収益

58億4,722万円
27.1%

その他医業収益
3億7,748万円

1.7%
国・県補助金
20億2,737万円

9.4%
長期前受金戻入
6億7,055万円

3.1%

他会計負担金
5億6,029万円

2.6%

その他医業外収益
1億7,739万円

0.8%

特別利益
648万円
0.0%
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令和6年能登半島地震DMAT活動報告
（派遣期間：1月11日～1月18日）

　2024年1月に発生した能登半島地震における支援のため、当院DMAT隊が広島県からの要請
を受け、被災地に向かいました。
　5名の隊員による石川県での活動の様子をご紹介します。

　「2024年も素晴らしい1年になりますように」、石川
県に住む、大学時代の友人にもこのように書いて年賀状
を出していました。迎えた2024年1月1日、能登半島
を強い地震が襲いました。当初は近隣地域のDMATが現
地へ招集されましたが、被害の甚大さや継続的な医療支
援ニーズがあり、1月10日に福山市民病院ＤＭＡＴに
も要請がかかりました。われわれの隊は主に石川県鳳珠
郡穴水町での活動になりました。現地のライフラインは、
電気は何とか復旧していましたが、通信・上下水道・道
路などは一部を除いて断絶したままでした。まだ安否確
認が取れていない方も大量におり、現地調査の前段階と

して医療的視点からのスクリーニングやトリアージ、避
難所や高齢者施設への調査（行ってみて医療ニーズがあ
ればその場で展開）、被災病院の医療支援としてDMAT 
ERの運営（救急外来）等を行ってきました。穴水地区は
マスコミがあまり入っていない地域でしたが、甚大な被
害を受けていました。できうる限りの医療支援・非医療
支援（マンパワーとしてできることは何でもやる）を行っ
てきたつもりです。今回の活動は8日間で終わりまし
たが、被災地ではこの先も長く被災の爪痕が残ります。 
一刻も早い復旧をお祈りします。

災害派遣医療チーム（DMAT＝Disaster Medical Assistance Team）

医師・看護師・業務調整員で構成され、大規模災害や多傷病者が発生した事故等の現場で急性期に
活動できる機動性を持った専門的な訓練を受けた医療チーム

救急科医師　永島　健太
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　元日に地震が起き、発災後10日目に出動要請があり
1月12日に現地へ到着しました。私は熊本県豪雨災害
以来の2度目の出動であり、当時の事を思い出して万全
の準備を行い穴水町で活動しました。TV中継されない
地域でしたが現地の悲惨な状況を目の当たりにして言葉
を失いました。道路は寸断・亀裂・隆起、建物は倒壊、
積雪による通行止め、断水など被害は多数でした。現地
では複数の避難所や施設へ訪問しライフラインの確認や
被害状況を把握したり、町唯一の公立穴水総合病院では
救急外来の支援など計5日間の活動を行い、とてもとて

も過酷な状況でした。自身が被災に合いながらも医療従
事者として使命感を持って働く現地スタッフの姿や、全
国各地から集結した多種多様な支援の輪を見て胸が熱く
なりました。帰路の道中でDMAT、自衛隊や警察、水
道・電力会社が日本各地から現地へ向かっている状況を
見て、「全員で助け合う日本人」は素敵だなと感じました。
無事に福山市へ戻ってきた時は緊張の糸が切れたのと安
心もあり涙が出てきました。一日も早く復興することを
願っています。

　1月11日に福山を出発し、穴水町という地域に派遣
されました。被災した街の状態や、支援に入った病院を
実際に目の当たりにすると言葉が出てこない状況でし
た。現地では「組織の垣根を超えて穴水の医療関係者を
支える活動を」という活動ポリシーが掲げられており、
私達も与えられた任務を遂行しました。DMATだけでな
く、医師会チーム、保健師チーム、薬剤師チーム、自衛
隊などさまざまな職種・組織の方がチームとなり活動し、
被災された住民の方々、病院スタッフの方々を支援しま

した。正直ここに書ききれないくらい感じたこと、しん
どいこと等ありあましたが、実際被災された方を思うと
ほんの小さなことに思えます。日常生活を送れているこ
とが当たり前ではありますが、災害が起こり被災すると
その当たり前がどれほど有難いことか痛感することにな
ります。実際私も約1週間の活動を通して福山での日常
のありがたみを実感しました。被災地の1日も早い復興
を切に願いながら、今まで以上に日々の出来事や日常を
かみしめて生活していきたいと思います。

救命救急センター 看護師　吉岡　翼

救命救急センター 看護師　石井　崚太
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令和6年能登半島地震DMAT活動報告

（派遣期間：1月11日～1月18日）

　移動も含めて11日から18日の期間、穴水町での活
動を経験してきました。ホテルは無く現地病院や空港ロ
ビー等で宿泊、食料・飲料水は自己完結、活動期間も通
常より長く、車内に収納できない物品はルーフラックに
コンテナを積載して乗車スペースを確保しました。活動
した穴水町健康医療福祉調整本部の入口には「組織の垣
根を越えて穴水町の医療関係者を支える活動を」と活動
ポリシーが掲げられていました。現場には自衛隊の給水
車が常駐し、DMATをはじめDHEAT、DPAT、JMAT
等多くの組織が参集していました。活動でも他組織と合
同で医療ニーズの把握を行ない、避難所スクリーニング

の際には保健師の方と一緒に行動しました。活動前には
DMATとはかくあるべしと固定概念のようなものが自分
にはあったと思います。しかし、実際の現場では必要に
応じて常に変化し、形を変え何でもミッションを遂行し
ていかなければならない。これは訓練や研修では得られ
ない事だったと思います。急な出動となりましたが、勤
務調整や活動車両の整備、現地活動で必須であった寝具
類を福山市消防局から貸与していただいたりと、さまざ
まな部署のご協力のおかげで活動ができたことを心から
感謝致します。

  活動期間中の拠点となった「穴水町子育てふれあいセ
ンター」のキッズルームの壁には、“あけましておめでと
う”の文字と笑顔のキャラクターが描かれた作品、そし
て、地震発生時刻で止まったままの時計がありました。
新年を迎え、最初にこの作品を見ているのが穴水町の子
どもたちではなく、われわれDMAT隊員であるという現
実にとても胸が痛くなりました。被災病院での診療支援

活動では、医療資源に制限がある中での診療、被災地間
での転院調整、余震による活動の一時中断など、災害時
における医療活動の難しさを痛感し、当院が被災した場
合どのように対応すべきかを考えさせられました。今回
のDMAT隊員としての活動は8日間で終わりましたが、
1日でも早く元の穏やかな日々が戻ることを願い、今後
もいろいろな形で支援させていただければと思います

臨床工学技士　市川　敦将

臨床検査技師　平田　直也
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当院のda Vinci手術（ロボット手術）が
1,000例を超えました！
当院のda Vinci手術（ロボット手術）が
1,000例を超えました！ロボット手術運営会議ロボット手術運営会議

　
福
山
市
民
病
院
の
ロ
ボ
ッ
ト
支
援
手
術
が
2
0
2
3
年
11
月
に
累

計
1
︐0
0
0
例
を
超
え
ま
し
た
！
2
0
1
5
年
に
泌
尿
器
科
で

1
例
目
が
施
行
さ
れ
て
以
降
、
多
く
の
職
員
が一
人
ひ
と
り
の
患
者

さ
ん
に
ベス
ト
な
治
療
を
提
供
し
よ
う
と
努
力
し
続
け
、
患
者
さ
ん

と
共
に
積
み
重
ね
た
実
績
で
す
。

　
手
術
件
数
の
グ
ラ
フ
を
見
る
と
、
導
入
当
初
は
ゆ
っ
く
り
と
し
た

ペ
ー
ス
で
着
実
に
経
験
を
重
ね
、
2
0
1
6
年
度
あ
た
り
か
ら
泌
尿

器
科
で
の
ロ
ボ
ッ
ト
手
術
が
全
盛
と
な
り
、
豊
富
な
手
術
症
例
を
誇

る
に
至
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
2
0
2
1
年
度
の
胃
外
科
領
域
の

導
入
を
皮
切
り
に
、
消
化
器
外
科
・
呼
吸
器
外
科
領
域
へ
適
応
が
拡

大
し
た
こ
と
で
、一気
に
1
︐0
0
0
例
を
突
破
し
た
様
子
が
分
か
り

ま
す
。「
導
入
期
」・「
成
長
期
」・「
拡
大
期
」と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時

代
に
着
実
に
成
長
を
遂
げ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
最
新
機
種

の
ロ
ボ
ッ
ト
2
台
体
制（
圏
域
で
は
唯
一）に
し
た
こ
と
も
大
き
な
要
因

で
す
。
大
台
の
手
術
件
数
を
経
て
、
よ
り
高
度
な
手
術
を
安
全
に

提
供
す
る
こ
と
を
目
指
す
現
在
は
、
ロ
ボ
ッ
ト
手
術
施
設
と
し
て「
成

熟
期
」に
入
っ
た
と
言
え
ま
す
。
若
手
医
師
に
ロ
ボ
ッ
ト
手
術
の
裾
野

が
広
が
り
、
そ
の
山
を
さ
ら
に
大
き
く
安
定
し
た
も
の
に
し
て
く
れ

て
い
ま
す
。
ロ
ボ
ッ
ト
手
術
指
導
の
資
格
を
有
す
医
師
も
増
加
し
、

次
世
代
への
手
術
技
術
の
継
承
・
発
展
も
着
実
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
大
き
な
成
果
を
成
す
に
あ
た
り
、
ま
ず
は
当
院
を
信
頼

し
て
手
術
を
乗
り
越
え
て
頂
い
た
患
者
さ
ん
・
ご
家
族
へ
感
謝
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
次
に
、
ロ
ボ
ッ
ト
手
術
が
ま
だ
新
し
い
技
術
で
あ
っ
た

時
代
に
、
当
院
で
手
術
チ
ー
ム
を
立
ち
上
げ
、
安
全
に
経
験
を
積
み

重
ね
て
く
だ
さ
っ
た
導
入
期
の
諸
先
輩
方
の
先
見
性
と
勇
気
・
努
力

に
、
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
そ
し
て
、
現
在
、一緒
に
こ
の
手
術
を
創
り
上
げ
て
い
る
た
く
さ
ん

の
仲
間
た
ち
を
大
切
に
思
い
ま
す
。
集
合
写
真
に
は
、
表
舞
台
に
立

つ
医
師
・
看
護
師
・
臨
床
工
学
技
士
だ
け
で
な
く
、
一つ
ひ
と
つ
の
手

術
が
終
わ
る
ご
と
に
手
術
室
を
迅
速
・
丁
寧
に
清
掃
し
、
新
た
な
患

者
さ
ん
を
受
け
入
れ
る
環
境
を
整
え
た
り
、
大
切
な
手
術
器
具
を

清
潔
に
洗
浄
・
滅
菌
し
て
次
の
患
者
さ
ん
に
安
全
に
使
用
で
き
る
よ

う
準
備
し
た
り
す
る
、“
裏
方
”の
職
員
も
加
わ
って
い
ま
す
。
手
術

に
欠
か
せ
な
い
全
て
の
職
員
と
共
に
、
新
た
な
時
代
に
向
け
て
福
山

市
民
病
院
の
ロ
ボ
ッ
ト
手
術
を
ま
す
ま
す
発
展
さ
せ
、
最
先
端
手
術

を
発
展
さ
せ
リ
ー
ド
し
て
い
け
る
よ
う
引
き
続
き
真
摯
に
挑
戦
を
続

け
て
い
き
ま
す
！

�

文
責
・
議
長
／
外
科
　
香
川
哲
也
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あの人は今
～初期研修医編～

加納総合病院 救急センター長

荻田 誠司

　新コーナー（自称です）を勝手に立ち上げてみました。２００８年岡
山大学を卒業し、福山市民病院で初期研修を２年間、その後、脳神
経外科後期研修医として１年間研修させていただきました荻田誠司
と申します。
　「あの人は今」と言っても、「元々、知らねーよ」という方が大多数か
と思われますが、福山市民病院での経験を活かした経歴・現状およ
び今後の展望を述べさせていただきます。ご一読いただければ幸い
です。
　大学時代は準硬式野球部に所属し、西日本医科学生体育大会
（通称：ニシイタイ）後の夏休みに東南アジアを放浪する学生生活で

した。インド旅行の際には、1週間の軟禁生活+百万円払っての解放という苦い（インドカレーは辛かったですが）経験もしました。（詳細
は、「ばら２６号」に「リアルロールプレイングゲーム」というタイトルで記載しております。ご興味あればご覧ください。）その経験を帰国後
の飲み会（いわゆる合コン）で話し、それをきっかけに付き合いだしたのが現在の妻なので、いかなる経験もプラスにできると思っており
ます。
　福山市民病院で印象的だったのが、宮庄浩司救命救急センター長（当時）の「Ｔ字型の医師になりなさい」という言葉でした。専門
のみ（これをＩ字型医師という）ではなく、全身管理等、基礎的臨床能力も兼ね備えた上で、専門性も磨けという意味です。Ｔ字型人材
とは、特定の分野に関する専門性を持ちながら、幅広い分野に知見を有する人材を指します。 Ｔ字の縦線が専門性、横線が分野の広
さを表しています。 Ｔ字型人材は、専門分野に深い知見を持つスペシャリスト（Ｉ型人材）と、幅広い分野に知見を持つゼネラリスト（一
型人材）の良い部分を兼ね備えた人材です。当時の私では、すぐに理解することができませんでしたが、臨床経験を重ねるにつれ、意
味を理解することができました。当初は脳神経外科医としてキャリアを積みました
が、いかなる患者であっても適切な医療に繋げられるよう、救急科専門医も取得し
ました。
　現在、大阪市内の加納総合病院で救急科を立ち上げ、日々奮闘しております。
　「20代は体力、30代は専門性、40代からは人脈で勝負（西野亮廣）」
　40代に突入し、志を同じくした仲間が少しずつ集まっております。
　ロールプレイングゲームにおいても、旅の途中で仲間（戦士、僧侶、魔法使い
等）を募り、敵に立ち向かっていく訳ですが、それと同様に、私の人生で知り合った
仲間:各専門医（救急、脳外科、循環器内科等）が仲間に加わってくれています。　
　超高齢社会に伴い今後ますます高まるであろう救急医療、複数の科にまたがる
疾病を抱えた患者の需要に応える医療機関を目指す一方で、そのために必須と
なる経営基盤の安定も同時に必要となります。（図参照）その中心に自分が立ち
続けたいと思います。
　大阪市という百万都市で、住民から必要とされる病院作りに努めます。
　大阪にお越しの際はご連絡ください。楽しみにしております。

救急科立ち上げメンバー

現在の救急センターメンバーと

やっぱりオギタ  百万都市で働いても  だいじょ～ぶ！！要約

図

奈良マラソン後 院内のランニングクラブメンバーと  神戸マラソン後

がん患者の在宅医療・看護の
� 現状について

　2024年（令和6年）2月7日（水）、15日（水）の2日間「2023
年度広島県東部がん看護研修会」を開催しました。コロナ
禍での3年間はやむをえず中止したり、オンラインで開催
しましたが、今年度は以前のように参集での開催で、院内
院外から35名の方に参加していただきました。
　当院は、2006年に地域がん診療連携拠点病院の指定を受
けており、地域に高度ながん医療を提供するとともに、が
ん診療に携わる医療従事者の知識や技術の向上に取り組む
という重要な役割があります。当院に在籍するがん医療・
がん看護に携わっている専門性の高い看護師が講師を務
め、また、がんの総論や緩和医療、精神的な問題等につい
て先生方にもご協力いただき、とても有意義な時間となり
ました。研修の最後は、のじまホームクリニック 野島先
生による講演がありました。在宅医療・看護の実際につい
て貴重な話を聞くことができ、受講生の中には涙を浮かべ
ながら聴講する場面もありました。
　地域のがん看護の質の向上のため、当院の看護職員はもち
ろんのこと、地域の看護職との継続看護や情報共有の大切さ
もあらためて感じることができました。今後も、より多くの

医療施設の看護職の方々に参加していただき、がん患者さん
の療養の場や病気に関わらず、継続して適切な看護が行える
よう、研修内容の充実を図っていきたいと思います。

【受講者からの声】
・�総論を聞いたうえでの講義だったので、色々なことを繋げ

て考えることができた。

・�がん患者さんに対する今までの関わりを振り返ることがで

きました。

・�内容がとても具体的で、すぐに使える情報ばかりだったの

で、明日からの現場に役立てていきたいと思います。

・�実際の訪問看護での利用者さま、ご家族が感じたお話しを

聞けて良かったです。

・�患者さんの顔を思い浮かべながら受ける講義がたくさんあ

りました。患者さんと関わる中でどう声掛けをしたらいい

か分からない時がありましたが、今回の講義で学んだこと

を臨床で活かしていきたいと思いました。

　点滴や麻薬を使った症状緩和など、実際に病院と
同じように在宅でもできる医療処置は多く、自宅で最
期を迎えられる人も増えてきました。しかし、実際に患者さんが望んでいるのは
病院と同じ医療・看護処置ではなく、自分の望む自宅での生活を医療・看護が
支援してくれることです。本人・家族が大切にしたいことと、その家庭ができるこ
とを見極めて、わたしたちは支援を行わなくてはいけません。患者さんが大切に
したいことのためには、病院で当たり前のこともイエでは当たり前でなくなります。
家族にとってイエでの看取りの経験は、患者本人の存在を家族みんなが確認し、
お別れの後もずっと一緒に生きていくための大切な時間になっていました。

のじまホームクリニック 院長  野島　洋樹

　看護師  尾上　薫

府中地区医師会訪問看護ステーション  枝広　加奈子

患者家族  重政　兼梧　

広島県東部がん看護研修会を開催しました
看護部　副看護部長　井上　和美

2023年度
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あの人は今
～初期研修医編～

加納総合病院 救急センター長

荻田 誠司

　新コーナー（自称です）を勝手に立ち上げてみました。２００８年岡
山大学を卒業し、福山市民病院で初期研修を２年間、その後、脳神
経外科後期研修医として１年間研修させていただきました荻田誠司
と申します。
　「あの人は今」と言っても、「元々、知らねーよ」という方が大多数か
と思われますが、福山市民病院での経験を活かした経歴・現状およ
び今後の展望を述べさせていただきます。ご一読いただければ幸い
です。
　大学時代は準硬式野球部に所属し、西日本医科学生体育大会
（通称：ニシイタイ）後の夏休みに東南アジアを放浪する学生生活で

した。インド旅行の際には、1週間の軟禁生活+百万円払っての解放という苦い（インドカレーは辛かったですが）経験もしました。（詳細
は、「ばら２６号」に「リアルロールプレイングゲーム」というタイトルで記載しております。ご興味あればご覧ください。）その経験を帰国後
の飲み会（いわゆる合コン）で話し、それをきっかけに付き合いだしたのが現在の妻なので、いかなる経験もプラスにできると思っており
ます。
　福山市民病院で印象的だったのが、宮庄浩司救命救急センター長（当時）の「Ｔ字型の医師になりなさい」という言葉でした。専門
のみ（これをＩ字型医師という）ではなく、全身管理等、基礎的臨床能力も兼ね備えた上で、専門性も磨けという意味です。Ｔ字型人材
とは、特定の分野に関する専門性を持ちながら、幅広い分野に知見を有する人材を指します。 Ｔ字の縦線が専門性、横線が分野の広
さを表しています。 Ｔ字型人材は、専門分野に深い知見を持つスペシャリスト（Ｉ型人材）と、幅広い分野に知見を持つゼネラリスト（一
型人材）の良い部分を兼ね備えた人材です。当時の私では、すぐに理解することができませんでしたが、臨床経験を重ねるにつれ、意
味を理解することができました。当初は脳神経外科医としてキャリアを積みました
が、いかなる患者であっても適切な医療に繋げられるよう、救急科専門医も取得し
ました。
　現在、大阪市内の加納総合病院で救急科を立ち上げ、日々奮闘しております。
　「20代は体力、30代は専門性、40代からは人脈で勝負（西野亮廣）」
　40代に突入し、志を同じくした仲間が少しずつ集まっております。
　ロールプレイングゲームにおいても、旅の途中で仲間（戦士、僧侶、魔法使い
等）を募り、敵に立ち向かっていく訳ですが、それと同様に、私の人生で知り合った
仲間:各専門医（救急、脳外科、循環器内科等）が仲間に加わってくれています。　
　超高齢社会に伴い今後ますます高まるであろう救急医療、複数の科にまたがる
疾病を抱えた患者の需要に応える医療機関を目指す一方で、そのために必須と
なる経営基盤の安定も同時に必要となります。（図参照）その中心に自分が立ち
続けたいと思います。
　大阪市という百万都市で、住民から必要とされる病院作りに努めます。
　大阪にお越しの際はご連絡ください。楽しみにしております。

救急科立ち上げメンバー

現在の救急センターメンバーと

やっぱりオギタ  百万都市で働いても  だいじょ～ぶ！！要約

図

奈良マラソン後 院内のランニングクラブメンバーと  神戸マラソン後
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2023年度 第6回オープンカンファレンス2023年度 第6回オープンカンファレンス

2023年度 第7回オープンカンファレンス2023年度 第7回オープンカンファレンス

安心・安全な関わりが変化を生み出す～動機づけ面接への招待～

５Ｓで始め、減災対策を進め、新しい災害対応へ

講師：佐賀県産業医学協会 理事長　後藤 英之 先生　　
日時：2023年12月18日（月）18：00～

講師：東京都立広尾病院 減災対策支援センター長　中島 康 先生　　
日時：2023年11月6日（木）18：00～

動機づけ面接は、1980年代にアメリカで開発され、行動変容に焦点を当てた面接技
法として発展し、現在では、アルコールや薬物、タバコ等の依存症領域から、生活習慣
改善、治療アドヒアランス向上、司法領域（矯正教育用）にまで、その応用範囲が広がっ
ています。　　

対象者の価値に触れ、対象者自身の持っている強みを引き出す面接スタイルは、治
療者側の燃え尽き防止にも効果があり、臨床現場にも広く応用可能で、職種を問わず
学んでいただきたいと考えています。

災時にもご縁のあった患者さんを守ることが、私たち医療従事者の存在理由です。そのための第１の備えは「整理・整頓・清掃・清潔・躾」
の５Ｓ活動です。次の備えは、事前に「被災時にはやらない業務」を仕分けて明示しておくことです。その上で、訓練の目的を「失敗の
事前体験と課題整理」に変えましょう。「減災カレンダー」で訓練のやり方を変えましょう。

小さなことの積み重ねが被災時の力になります。合言葉は「そなえよ つねに」です。

24ばら 2024年 3月



2023年度 第8回オープンカンファレンス2023年度 第8回オープンカンファレンス

大腿骨近位部骨折術後の二次骨折予防
～もしあなたの家族が骨折したら～

講師：福山市民病院 整形外科 科長　川溿 雄大 先生　　
2024年1月18日（木）18：00～

大腿骨近位部骨折は股関節の付け根で起こる骨折で、主に転倒によって起こ
ります。この骨折は軽微な外力でも起こるため、「脆弱性骨折」とも言われてい
ます。毎年20万人以上がこの骨折に直面しており、特に高齢者の間で頻繁に見ら
れます。この骨折は歩行能力に重大な影響を及ぼし、日常生活動作（ADL）の低
下の主要な原因となります。骨折後、要介護3（日常生活にほぼ全面的な介助が必
要な状態）になると、介護および医療費用は非介護状態の方と比較して約6.7倍に
上るという試算があります。これは患者さん本人だけでなくご家族にとっても
大きな負担となります。

歩行能力の回復には、迅速な手術治療が不可欠です。当院では、麻酔科、救急科など多職種のスタッフが協力し、十分な術前検査を
経て、受診後平均24時間以内に手術を実施しています。

脆弱性骨折とも言われる大腿骨近位部骨折は、文字通り骨が脆く弱くなり折れる状態を指します。これは、骨粗鬆症が原因です。
しかしながら、適切な治療を受けている患者さんは少なく、多くの場合、骨折が発生した時点で初めて診断されます。当院の調査では、
受診した患者さんの14%しか治療をされていませんでした。特に65歳以上の女性では、反対側の骨折リスクが4倍に増加すると言われ
ていますが、骨折後1年以内に骨粗鬆症の薬物治療を受けていたのはわずか17%であったという報告もあります。

当院では、多職種のチーム（医師、看護師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、管理栄養士、歯科医師、歯科衛生士、社会福祉士、放射
線技師、医療事務員）が連携し、入院時から骨粗鬆症の検査及び治療を開始しています。術後からリハビリテーション、薬剤指導、栄養
指導を実施し、骨粗鬆症に関する理解を深めていただくための
資料も提供しています。骨粗鬆症の治療薬によっては顎骨に影
響を及ぼす可能性があり、歯科診療もしていただいています。

この取組みにより、入院時に骨粗鬆症の治療を開始した患者
さんが98%に増加しました。さらに、退院後に当院を受診した患
者さんの60%が治療を継続しています。かかりつけ医（主に内科）
での治療を希望される場合は、当院での検査結果を添付して紹
介させていただいております。

私たちは、患者さんが再び骨折することがないよう、多職種
間での協力を深め、地域医療機関との連携を一層強化しています。
これからも最良の医療サービスを提供するための努力を継続し
ていきます。

当院における大腿骨近位部骨折の治療の流れ

多職種での合同カンファレンス二次骨折予防チーム
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歯科口腔外科歯科口腔外科
山本 大介
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す
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イ
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し
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す
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こ
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よ
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予
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歯
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内
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す
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周
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予
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3	
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皮
か
ら
の
出
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に
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歯
肉
炎
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早
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間
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過
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と
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蝕
の
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見
や
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不
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補
綴
物
の
発
見

5	

コ
ン
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ク
ト
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甘
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位
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見
し
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食
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圧
入
の
予
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歯
間
乳
頭
歯
肉
の
形
態
が
変
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り
に
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い
と
い
う
こ
と

な
ど
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あ
げ
ら
れ
ま
す
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ブ
ラ
ッ
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る
隣
接
面
の
歯

垢
は
5
8
％
の
清
掃
効
果
で
あ
る
の
に
対

し
て
、
隣
接
面
清
掃
用
具
と
し
て
歯
間
ブ
ラ

シ
を
併
用
す
る
と
9
5
％
除
去
さ
れ
、
フ

ロ
ス
で
は
8
6
％
の
除
去
率
と
な
る
こ
と

が
実
験
で
示
さ
れ
て
い
ま
す
３
）。

ま
た
、
同
じ
フ
ロ
ス
の
使
用
法
で
も
指
巻

き
法
と
ホ
ル
ダ
ー
付
き
フ
ロ
ス
で
違
い
が
あ

▶歯科口腔外科 HP

厚生労働省：e- ヘルスネットより引用改変
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歯科口腔外科歯科口腔外科
山本 大介

第 回54

歯歯っと思ったことっと思ったこと
「デンタルフロス お使いですか？」

は
歯科口腔外科

科長

その5

産婦人科 科長

早田　桂

周産期医療周産期医療周産期医療周産期医療 に つ いてに つ いて

今回と次回は、産婦人科医や小児科医が関わる災害
医療について解説します。

令和6年1月1日16時10分に石川県能登地方を震源
地とする、マグニチュード7.6（暫定値）、最大震度7の
能登半島地震が起こり、2月8日現在の人的被害は、石
川県内で死者241名、全県負傷者数1,291名、住家被害
は全壊、半壊、床上・床下浸水を含み合計41,479棟の
甚大な被害をもたらしました。地震の爪痕からの復
旧、復興には相応の歳月を要すことが想定されますが、
日本は地震、洪水、豪雨、火山噴火、土砂災害など元来
自然災害が多い国であり、毎年のように全国各地で災
害が発生しています。広島県では平成30年7月豪雨に
よる被災が記憶に新しく、福山市内も広島県内で最大
となる約2,000 ha の浸水被害が発生しました。また、
首都直下型地震や南海トラフ巨大地震などの大災害
は今後必ず起こるとされており、自身の地域の災害対
策の現状を知り、災害に対する備えを医療面でも全国
津々浦々でより一層充実させる必要があります。

さて、DMAT（災害派遣医療チーム）や災害時小児周
産期リエゾンという名称はご存知でしょうか。平成7
年1月17日に発生したマグニチュード7.3の阪神・淡路
大震災では、死者・行方不明者が6,437名であり、ライ
フラインの途絶などにより適切な初期医療や手術・透
析治療が受けられぬまま命を落とした、いわゆる「避
けられた災害死」が約500名存在したのではないかと
報告されています。当時は災害医療を担う病院がない、
急性期の被災地における医療が欠落していた、重症患
者の広域搬送が行われなかった、医療情報が全く伝達
されなかったことが課題となり、各行政機関、消防、
警察、自衛隊と連携しながら救助活動と並行し、医療
者が災害現場で災害発生後迅速に活動ができるよう
に、平成17年4月に日本DMATが創設されました。

DMAT 隊員になるには厚生労働省日本 DMAT 隊員

養成研修で専門的な訓練を受け、修了する必要があり、
DMAT1隊につき医師1人、看護師2人、業務調整員と
呼ばれる医師・看護師以外の医療職及び事務職員１～
2人で構成され、原則3日間の活動が行われます。現在
では災害現場や救護所における緊急治療だけでなく、
災害時に多くの患者さんを受け入れる被災地の病院
機能を維持するために、病院の指揮下に入り医療行為
を支援する活動や、避難所における診療や投薬等の実
施、多数の重症患者が発生した際でも平時の救急医療
レベルを提供するため、被災地の外に患者を搬送する
活動なども行っています。

けれども DMAT 隊員は医師では救急科や外科が中
心であり、小児や妊産婦に対する医療を継続して提供
するための情報が不足していたという課題が東日本
大震災で浮き彫りとなりました。そこで、大規模災害
時に被災都道府県の災害医療保険本部において小児・
周産期に特化し、救護班等の派遣調整や患者搬送、物
資調達等を円滑に行うことを目的とした災害時小児
周産期リエゾンが、平成28年度より厚生労働省防災
業務計画の一環として発足されました。

次回は災害時小児周産期リエゾンについてお話します。

お産について HP ▶
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1 発作時の様子

2 発作後の様子

C.開眼しているか？閉眼しているか？
　実はてんかん発作中は多くの方は開眼して
いる事が多いです。逆に発作中にずっと閉眼
していた場合には、てんかん発作でない可能
性が高まります。発作中に一貫して閉眼して
いる場合には、以前お話した失神や心因性発
作の可能性を考慮しなければなりません。

D.全身の様子、左右差の有無
　以前お伝えしたように、全身を硬直させる
いわゆる「けいれん」でもさまざまな種類があ
ります。また焦点が起始の場合には左右差を
認めることがあります。
そのため
①黒目はどっちを向いていたか？
②顔面や口唇の色はどうだったか？
③頭部はどっちを向いていたか？
④顔面や口角は(どっちが)ビクン・ビクンし
ていたか？
⑤姿勢は左右対称だったか？
　例えば、左手足はピンっと伸びていて、右手
足は肘や膝を曲げた状態だったか、左に比べ
て右手足優位にビクン・ビクンしていたかな
どを具体的に聞いていきます。

A.発作中に意識はあったか？なかったか？
　「てんかん発作」と聞くと、意識がなくなり
全身がけいれんする…と思われがちです。で
すが、以前からお話しているように、「てんか
ん発作」は決して意識がなくなる場合だけで
はないし、けいれんするばかりではなかった
ですよね！なので意識の有無を確認する事は
とても重要なのです。
　意識を失った場合にはさらに具体的に掘り
下げて、
・ 意識は最初はあったが、しばらくして意識を
失ったのか
・ 急に意識を失ったのか
・ 一瞬気が遠くなるようだったのか
このあたりも聞いていきます。

B.自覚症状の有無
　意識がある発作や意識を失う前には自覚症状
があることや覚えている事があります。

ミニコラム
小児科

Mini Column

「てんかん」「てんかん発作」の
診断方法　中編-③
～発作型を推測せよ！～

vol.10

 三谷　納
みたに         おさむ福山市民病院

小児科 科長

前回は発作の問診の際に、発作の前の様子
を聞くことの重要性を書きました。
発作前の様子を聞いた後は、発作そのもの
の様子、発作後の様子を聞きます。
問診の核の核となる部分の話です。今まで
の中編コラムすべてを聞き出すことでようや
く「発作型」を推測できうるのです。

　例えば『みぞおちのあたりからこみあげるよ
うな不快感』や『ゴムの焼けたような臭い』、『右
手のしびれ』、『左の方に何か光の点滅が見え
る』、『人の顔が右側に見えてそちらに顔と目が
ひきつられていくような感覚』、…など何か気に
なる症状はあるかどうか確認します。
　特に意識を失う前の自覚症状というのは、脳
の過剰な興奮が脳の大部分に伝播する前であ
る事が多いので、発作の起源は脳のどのあたり
なのか推測できることがあります。

　ポイントとしては擬音をたくさん使って聞
く、実際に目の前でジェスチャーで示してみる
ことです。
　最近ではスマホの普及などもありますの
で、実際に動画をみて「てんかん発作」らしい
か、らしくないか確認することもできます。
発作の型については以前のコラムをご参考に
して下さい。

E.発作はどれくらい続いて、次にどうなっ
たか？全部でどれくらいだったか？
　「けいれんがあった」「ボーっとした」とだけ
では不十分で前述からA～Dをまとめて時間
軸で聞いていくことが重要なポイントです。
また持続時間も大事です。
　例えば、『みぞおちのあたりからこみあげる
ような不快感が出現し、その後一点集中し、動
作が停止した。しばらくして口をモグモグさ
せたり、左手をモゾモゾさせていた。合計2-3
分間続いた』、『睡眠中に急に起きて嘔吐し、し
ばらくして眼球が左側偏位、その後意識がな
くなり、ダランとし顔面蒼白に、しばらくして
左手がビクン・ビクンしはじめ、全身のけいれ
んへ移行した。計40分間続いた』などです。

　発作が終わった後の様子も重要です。
一般的に多くの「てんかん発作」は発作後の意
識回復がゆっくりな事が多く、眠ったり意識
がぼんやりしている状態がしばらく続きま
す。けいれん様症状や意識を失って倒れた後、
意識回復が速やかだった場合には以前述べま
したように「失神」の事が多かったりします。
　また、焦点発作の場合には右の脳、左の脳ど
ちらが電気的な火事の起源なのか推測するの
にも役立ちます。例えば、発作後に起きた後に

(頭部打撲などなしで)右側に頭痛があった場
合には、大脳右半球が起源の発作である事が
多いですし、舌を噛んだ傷が左側についてい
たら、大脳左半球の起源の発作の事が多いで
す。けいれん後、しばらく半身麻痺が出ること
もあります(トッドの麻痺といいます)。この
場合には反対側の大脳半球起源の発作を示唆
します。その他、嘔吐や嘔気があったか？尿失
禁があったか？言語障がいや外傷などあった
か？なども確認します。
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1 発作時の様子

2 発作後の様子

C.開眼しているか？閉眼しているか？
　実はてんかん発作中は多くの方は開眼して
いる事が多いです。逆に発作中にずっと閉眼
していた場合には、てんかん発作でない可能
性が高まります。発作中に一貫して閉眼して
いる場合には、以前お話した失神や心因性発
作の可能性を考慮しなければなりません。

D.全身の様子、左右差の有無
　以前お伝えしたように、全身を硬直させる
いわゆる「けいれん」でもさまざまな種類があ
ります。また焦点が起始の場合には左右差を
認めることがあります。
そのため
①黒目はどっちを向いていたか？
②顔面や口唇の色はどうだったか？
③頭部はどっちを向いていたか？
④顔面や口角は(どっちが)ビクン・ビクンし
ていたか？
⑤姿勢は左右対称だったか？
　例えば、左手足はピンっと伸びていて、右手
足は肘や膝を曲げた状態だったか、左に比べ
て右手足優位にビクン・ビクンしていたかな
どを具体的に聞いていきます。

A.発作中に意識はあったか？なかったか？
　「てんかん発作」と聞くと、意識がなくなり
全身がけいれんする…と思われがちです。で
すが、以前からお話しているように、「てんか
ん発作」は決して意識がなくなる場合だけで
はないし、けいれんするばかりではなかった
ですよね！なので意識の有無を確認する事は
とても重要なのです。
　意識を失った場合にはさらに具体的に掘り
下げて、
・ 意識は最初はあったが、しばらくして意識を
失ったのか
・ 急に意識を失ったのか
・ 一瞬気が遠くなるようだったのか
このあたりも聞いていきます。

B.自覚症状の有無
　意識がある発作や意識を失う前には自覚症状
があることや覚えている事があります。

ミニコラム
小児科

Mini Column

「てんかん」「てんかん発作」の
診断方法　中編-③
～発作型を推測せよ！～

vol.10

 三谷　納
みたに         おさむ福山市民病院

小児科 科長

前回は発作の問診の際に、発作の前の様子
を聞くことの重要性を書きました。
発作前の様子を聞いた後は、発作そのもの
の様子、発作後の様子を聞きます。
問診の核の核となる部分の話です。今まで
の中編コラムすべてを聞き出すことでようや
く「発作型」を推測できうるのです。

　例えば『みぞおちのあたりからこみあげるよ
うな不快感』や『ゴムの焼けたような臭い』、『右
手のしびれ』、『左の方に何か光の点滅が見え
る』、『人の顔が右側に見えてそちらに顔と目が
ひきつられていくような感覚』、…など何か気に
なる症状はあるかどうか確認します。
　特に意識を失う前の自覚症状というのは、脳
の過剰な興奮が脳の大部分に伝播する前であ
る事が多いので、発作の起源は脳のどのあたり
なのか推測できることがあります。

　ポイントとしては擬音をたくさん使って聞
く、実際に目の前でジェスチャーで示してみる
ことです。
　最近ではスマホの普及などもありますの
で、実際に動画をみて「てんかん発作」らしい
か、らしくないか確認することもできます。
発作の型については以前のコラムをご参考に
して下さい。

E.発作はどれくらい続いて、次にどうなっ
たか？全部でどれくらいだったか？
　「けいれんがあった」「ボーっとした」とだけ
では不十分で前述からA～Dをまとめて時間
軸で聞いていくことが重要なポイントです。
また持続時間も大事です。
　例えば、『みぞおちのあたりからこみあげる
ような不快感が出現し、その後一点集中し、動
作が停止した。しばらくして口をモグモグさ
せたり、左手をモゾモゾさせていた。合計2-3
分間続いた』、『睡眠中に急に起きて嘔吐し、し
ばらくして眼球が左側偏位、その後意識がな
くなり、ダランとし顔面蒼白に、しばらくして
左手がビクン・ビクンしはじめ、全身のけいれ
んへ移行した。計40分間続いた』などです。

　発作が終わった後の様子も重要です。
一般的に多くの「てんかん発作」は発作後の意
識回復がゆっくりな事が多く、眠ったり意識
がぼんやりしている状態がしばらく続きま
す。けいれん様症状や意識を失って倒れた後、
意識回復が速やかだった場合には以前述べま
したように「失神」の事が多かったりします。
　また、焦点発作の場合には右の脳、左の脳ど
ちらが電気的な火事の起源なのか推測するの
にも役立ちます。例えば、発作後に起きた後に

(頭部打撲などなしで)右側に頭痛があった場
合には、大脳右半球が起源の発作である事が
多いですし、舌を噛んだ傷が左側についてい
たら、大脳左半球の起源の発作の事が多いで
す。けいれん後、しばらく半身麻痺が出ること
もあります(トッドの麻痺といいます)。この
場合には反対側の大脳半球起源の発作を示唆
します。その他、嘔吐や嘔気があったか？尿失
禁があったか？言語障がいや外傷などあった
か？なども確認します。
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私は学生時代を香川で6年間過ごしました。香川といえば、「讃岐うどん」ですね！
広島の人は「お好み焼き」といっても頻回に食べる方は少ないですが、香川の人にとって「讃岐うどん」は
生活に根付いていて週何回も食べられますし、冷凍庫には必ずと言っていいほど、冷凍うどんが入ってい
ます。まさにソールフードです。私も学生時代には大変お世話になりました((+_+))
先日実に4年ぶりに香川に行き、うどんを食べてきました。久 に々食べるコシのあるうどんに、懐かしい思
い出などが頭に浮かび、涙腺がゆるみかけてしまいました。
香川は福山からなら高速道路で約2時間弱で行くことができます。予定を組めば何件もうどん屋めぐり
ができます。今回はいっぱい食べたかったけど3件で断念です( ；∀；)
是非、香川においでまい（おいでくださいませ）！

vol.10小児科ミニコラム

追 記

　いかがでしたか？
　実際はまだまだ書ききれないくらい問診の重要な要素はあるのですが、お腹いっぱいになりそうでしょ
うからこれくらいにしておきます(笑)
　繰り返しますが、発作前、発作中、発作後と時間をかけて聞いていくことが治療の選択においてもとて
も重要なのです。今回、前回、前 回々のコラムの話を実際に見ながら問診するだけでも「てんかん発作」ら
しいか、らしくないかは把握できると思いますし、どのあたりの脳が過剰に興奮して発作が起きているか
を推測できると思います。
　次回はどんな検査をするのか？簡単に書きたいと思います。
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Fukuyama City HospitalNEWS

研修医症例発表会を開催しました！

　研修医症例発表会とは、当院の初期臨床研修医（2年目）によ
る発表会で、2年間の集大成として毎年開催しています。
　1人あたり5分間の発表と3分間の質疑応答を行うもので、今年
度は14名の研修医が発表を行いました。同時にオンライン配信
も行い、多数の職員が視聴しました。

第9回多職種合同学術活動発表会を開催しました！

　2024年3月4日に医療の質の向上及びチーム医療の充実を目指し『研究テーマ
は日常にあり，小さくともその山の頂に立とう！』をテーマに、多職種合同学術活動
発表会を開催しました。新型コロナウイルス感染症により長らく中止となっていま
したが、実に4年ぶりに開催となりました。今回はオンライン配信も同時に行い、審
査委員による投票と併せて参加者全員が電子投票で審査を行いました。
　審査の結果、「調剤機器導入がインシデト及び調剤時間に与えた影響の実
態調査」という演題で発表した当院薬剤科 山﨑薬剤師と、「ロボット支援下膵
体尾部切除術の安全な体位作成について－マニュアル作成を行って－」とい
う演題で発表した当院
手術・中材部門 小林
看護師の2名が同票数
で最優秀賞に選ばれ
ました。
　今後も職員全体の
スキルアップを目標に、
多職種合同学術活動
発表会を継続していき
ます。

1

2 私は学生時代を香川で6年間過ごしました。香川といえば、「讃岐うどん」ですね！
広島の人は「お好み焼き」といっても頻回に食べる方は少ないですが、香川の人にとって「讃岐うどん」は
生活に根付いていて週何回も食べられますし、冷凍庫には必ずと言っていいほど、冷凍うどんが入ってい
ます。まさにソールフードです。私も学生時代には大変お世話になりました((+_+))
先日実に4年ぶりに香川に行き、うどんを食べてきました。久 に々食べるコシのあるうどんに、懐かしい思
い出などが頭に浮かび、涙腺がゆるみかけてしまいました。
香川は福山からなら高速道路で約2時間弱で行くことができます。予定を組めば何件もうどん屋めぐり
ができます。今回はいっぱい食べたかったけど3件で断念です( ；∀；)
是非、香川においでまい（おいでくださいませ）！

vol.10小児科ミニコラム

追 記

　いかがでしたか？
　実際はまだまだ書ききれないくらい問診の重要な要素はあるのですが、お腹いっぱいになりそうでしょ
うからこれくらいにしておきます(笑)
　繰り返しますが、発作前、発作中、発作後と時間をかけて聞いていくことが治療の選択においてもとて
も重要なのです。今回、前回、前 回々のコラムの話を実際に見ながら問診するだけでも「てんかん発作」ら
しいか、らしくないかは把握できると思いますし、どのあたりの脳が過剰に興奮して発作が起きているか
を推測できると思います。
　次回はどんな検査をするのか？簡単に書きたいと思います。

    福山市民病院外来診療担当表     管理者室より
最新の外来診療担当表を掲載しています。
こちらからご覧ください。

当院病院事業管理者 高倉範尚先生からのメッセージを
ホームページでご覧いただけます。
月に1回程度更新しています。
ぜひご覧ください。

31 ばら 2024年 3月



お正月あそびお正月あそび

ひまわり神社
鳥居をくぐってお正月の
雰囲気を味わいました

上手に回せたよ

お金をポンッ

たくさん走ったよ♪

上手に的に
当てれたよ

だるま落としにも
挑戦★

おみくじも
したよ♪

手作りの
紙皿こま！

鳥居の前で
写真撮影

自分で作った凧を持って

嬉しそうに走っていました

今年もいい年に
なりますように

こま回し

福笑い・
絵合わせカード

先生やお友だちとこま回しや風船羽根つきなど、
たくさんのお正月あそびをして楽しみました。

風船羽根つき

凧あげ（1・2歳児）




