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江
別
に
来
る
こ
と
も
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
」。

阿
部
氏
は
83
年
自
治
医
科
大
学
を
卒
業
後
、

研
修
の
た
め
旭
川
医
科
大
学
へ
。
市
立
稚
内

病
院
、
利
尻
島
国
保
中
央
病
院
な
ど
を
経
て

91
年
、
自
治
医
大
の
義
務
年
限
明
け
に
道
の

職
員
と
し
て
静
内
の
道
立
病
院
に
勤
務
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
当
時
、
北
海
道
保
健
福
祉

部
地
域
医
療
課
長
補
佐
だ
っ
た
の
が
、
現
在

の
江
別
市
長
で
あ
る
三
好
昇
氏
。
阿
部
氏
は

「
先
見
性
の
あ
る
方
で
、
地
方
医
療
の
発
展

の
た
め
、
自
治
医
大
O
B
を
慣
例
に
沿
っ
て

大
学
病
院
に
戻
す
の
で
は
な
く
、
地
方
の
現

場
で
活
躍
さ
せ
た
い
と
主
張
さ
れ
て
い
ま
し

た
」
と
振
り
返
る
。

そ
の
後
、
羽
幌
と
紋
別
を
経
て
江
別
市
立

病
院
の
再
建
に
携
わ
る
。

「
地
域
医
療
振
興
協
会
か
ら
半
年
ほ
ど
総
合

医
の
派
遣
を
受
け
、
さ
ら
に
総
合
医
と
協
働

で
き
る
消
化
器
専
門
医
と
し
て
渡
邉
義
行
先

生
を
迎
え
ま
し
た
。
ま
た
、
札
幌
医
科
大
学

地
域
医
療
総
合
医
学
講
座
か
ら
は
ロ
ン
ド
ン

か
ら
帰
国
し
た
濱
口
杉
大
先
生
を
派
遣
し
て

い
た
だ
く
な
ど
の
支
援
を
受
け
、
診
療
教
育

体
制
が
や
っ
と
整
っ
て
き
ま
し
た
。
今
後
は
、

研
修
医
の
専
任
教
育
担
当
を
置
け
る
く
ら
い

の
組
織
に
し
た
い
で
す
ね
」

と
将
来
像
を
描
く
。

国
際
医
療
へ
の
夢
の
前
に

地
域
医
療
担
う
医
師
育
て
る

「
日
本
で
は
あ
ま
り
問
題
に
な
り
ま
せ
ん
が
、

国
際
医
療
に
従
事
す
る
た
め
に
は
熱
帯
医
学

し
2
年
目
を
迎
え
た
。

若
林
氏
は
05
年
に
大
阪
医
科
大
学
を
卒
業

し
、
地
元
三
重
の
病
院
で
初
期
研
修
を
受
け

た
後
、
北
海
道
へ
や
っ
て
来
た
。
耳
鼻
科
医

の
父
親
を
持
ち
、
当
初
は
自
分
も
耳
鼻
科
医

を
目
指
し
て
い
た
が
、「
患
者
さ
ん
だ
け
で

な
く
、地
域
を
包
括
的
に
診
る
医
師
が
必
要
」

と
感
じ
、
総
合
医
や
地
域
医
療
に
よ
り
興
味

を
持
つ
よ
う
に
な
る
。「
〝
人
が
生
ま
れ
て

か
ら
死
ぬ
ま
で
〞
に
関
わ
り
た
い
と
思
い
ま

し
た
」。
妻
が
北
海
道
出
身
と
い
う
こ
と
も

移
住
を
後
押
し
し
た
。

総
合
診
療
医
の
条
件
と
し
て
、
若
林
氏
は

専
門
医
と
対
等
に
話
が
で
き
る
能
力
を
挙
げ
、

そ
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
、
確
か
な
診
断

能
力
や
治
療
技
術
を
身
に
つ
け
た
い
と
考
え

て
い
る
。「
自
分
が
診
た
患
者
さ
ん
を
専
門

医
に
お
願
い
す
る
際
は
、
そ
の
後
の
治
療
に

つ
い
て
も
あ
る
程
度
理
解
で
き
て
い
な
け
れ

ば
い
け
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
役
割
を
果
た
せ
て

こ
そ
、
地
域
を
診
て
い
る
と
実
感
で
き
る
の

だ
と
思
い
ま
す
」。

専
門
医
の
視
点
か
ら

総
合
診
療
に
ア
ク
セ
ン
ト

「
北
海
道
で
は
、
小
規
模
な
医
療
機
関
で
働

く
際
も
、
胃
カ
メ
ラ
や
大
腸
カ
メ
ラ
等
、
内

視
鏡
の
ス
キ
ル
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
総
合
診

療
医
と
い
え
ど
も
、
技
術
習
得
に
熱
心
な
こ

と
に
驚
き
ま
し
た
」。
江
別
市
立
病
院
消
化

器
科
部
長
の
渡
邊
氏
（
35
歳
）
は
感
嘆
の
声

を
上
げ
る
。
埼
玉
県
出
身
で
、
地
域
医
療
振

興
協
会
が
運
営
す
る
東
京
北
社
会
保
険
病
院

か
ら
07
年
8
月
、
江
別
へ
や
っ
て
来
た
。
内

科
医
が
一
斉
退
職
し
た
環
境
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ

な
印
象
も
あ
っ
た
が
、
ス
タ
ッ
フ
の
人
柄
な

ど
に
魅
了
さ
れ
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
診
療
に
打

ち
込
ん
で
い
る

渡
邊
氏
は
97
年
に
山
梨
医
科
大
学
を
卒
業

後
、
医
局
に
所
属
し
て
き
た
が
、
04
年
「
自

分
の
力
を
試
し
た
い
」
と
大
学
を
離
れ
、
東

京
北
社
会
保
険
病
院
開
院
メ
ン
バ
ー
に
名
を

連
ね
た
。
内
視
鏡
の
件
数
も
増
え
、
マ
ン
パ

ワ
ー
も
充
実
す
る
な
ど
落
ち
着
い
て
き
た

06
年
末
、
地
域
医
療
振
興
協
会
が
江
別
市
立

病
院
の
支
援
に
立
ち
上
が
っ
た
。

主
に
総
合
診
療
医
が
派
遣
さ
れ
て
い
た
が
、

他
科
で
も
希
望
者
が
募
ら
れ
た
際
、「
困
っ

て
い
る
病
院
を
回
復
さ
せ
た
い
」
と
手
を
挙

げ
る
。
家
族
思
い
の
事
情
も
あ
っ
た
。
妻
が

東
京
暮
ら
し
の
た
め
か
、
ぜ
ん
そ
く
を
悪
化

さ
せ
た
。
2
人
の
子
ど
も
を
自
然
の
中
で
育

て
た
い
と
い
う
願
い
も
あ
っ
た
が
、
札
幌
に

隣
接
す
る
江
別
は
地
理
的
な
魅
力
に
も
あ
ふ

れ
て
い
た
。

内
科
崩
壊
に
よ
っ
て
、
地
域
住
民
の
病
院

に
対
す
る
信
頼
は
大
小
問
わ
ず
揺
ら
い
だ
は

ず
だ
。
だ
が
、
渡
邊
氏
は
地
域
の
ニ
ー
ズ
の

大
き
さ
を
事
あ
る
ご
と
に
感
じ
る
と
い
う
。

「
た
と
え
ば
、
大
規
模
病
院
に
運
ば
れ
て
し

か
る
べ
き
重
症
患
者
さ
ん
が
、
自
ら
の
希
望

で
江
別
市
立
病
院
に
来
院
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
頼
り
に
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
る
と
、

や
り
が
い
も
出
ま
す
」

病
院
で
内
科
を
、
関
西
医
科
大
学
で
は
心
療

内
科
の
最
先
端
に
触
れ
、
キ
ャ
リ
ア
を
積
み

上
げ
た
。
当
時
、
札
幌
医
科
大
学
に
移
っ
て

い
た
舞
鶴
時
代
の
先
輩
医
師
か
ら
「
人
が
足

り
な
い
。
地
域
医
療
を
一
緒
に
や
ろ
う
」
と

誘
わ
れ
01
年
北
海
道
へ
。
町
立
松
前
病
院
、

利
尻
島
国
保
中
央
病
院
、
町
立
厚
岸
病
院
な

ど
で
、
そ
れ
ま
で
勉
強
し
た
こ
と
の
一
つ
ひ

と
つ
を
実
践
。
さ
ら
な
る
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ

を
目
指
し
、
新
天
地
を
ロ
ン
ド
ン
に
求
め
た
。

東
南
ア
ジ
ア
で
は
な
く
、
江
別
市
立
病
院

を
次
の
進
路
に
選
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
、
濱

口
氏
は
、

「
新
し
い
形
で
の
総
合
内
科
に
興
味
が
あ
り

ま
し
た
。
一
つ
の
病
院
を
助
け
る
た
め
と
い

う
よ
り
、
地
域
医
療
を
担
う
医
師
を
育
て
た

い
の
が
本
音
で
す
。
研
修
医
へ
の
教
育
を
し

っ
か
り
行
い
、
そ
の
延
長
で
病
院
が
軌
道
に

乗
れ
ば
う
れ
し
い
」

と
語
る
。

北
海
道
の
自
然
に
魅
了
さ
れ

の
び
の
び
と
研
修
受
け
る

「
北
海
道
は
い
い
で
す
ね
。
何
よ
り
自
然
が

豊
か
で
食
べ
物
も
お
い
し
い
。
子
ど
も
を
育

て
る
に
は
最
適
の
環
境
で
す
」。
三
重
県
出

身
で
、
08
年
4
月
か
ら
江
別
市
立
病
院
で
後

期
研
修
を
受
け
る
若
林
崇
雄
氏
（
29
歳
）
は

充
実
し
た
表
情
で
話
す
。
北
海
道
プ
ラ
イ
マ

リ
・
ケ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
運
営
し
、
道
内

21
の
医
療
機
関
が
研
修
施
設
と
な
っ
て
い
る

後
期
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
ニ
ポ
ポ
」
に
参
加

の
知
識
が
必
要
不
可
欠
で
す
」
と
江
別
市
立

病
院
総
合
内
科
部
長
の
濱
口
氏
（
38
歳
）
は

力
説
す
る
。

06
年
秋
か
ら
熱
帯
医
学
な
ど
を
習
得
す
る

た
め
ロ
ン
ド
ン
に
留
学
。
1
年
後
、
東
南
ア

ジ
ア
で
そ
の
力
を
振
る
い
た
い
と
考
え
て
い

た
矢
先
、
所
属
す
る
札
幌
医
科
大
学
地
域
医

療
総
合
医
学
講
座
か
ら
連
絡
を
受
け
た
。

「
江
別
市
立
病
院
が
危
な
い
」
―
―
。

長
野
県
佐
久
市
出
身
で
、
両
親
が
佐
久
総

合
病
院
の
そ
ば
で
食
堂
を
経
営
し
て
い
た
。

「
幼
少
の
頃
か
ら
医
師
に
接
す
る
機
会
が
多

く
、地
域
に
密
着
し
た
医
療
に
憧
れ
ま
し
た
」。

95
年
に
新
潟
大
学
を
卒
業
後
、
総
合
診
療

を
学
ぶ
た
め
天
理
よ
ろ
づ
相
談
所
病
院
を
研

修
先
に
選
ん
だ
。
そ
の
後
、
市
立
舞
鶴
市
民

2
0
0
6
年
秋
、
江
別
市
立
病
院
は
12

人
の
内
科
医
全
員
が
一
斉
に
退
職
す
る
と
い

う
危
機
に
直
面
し
た
。
し
か
し
、
現
在
は

12
人
の
内
科
ス
タ
ッ
フ
が
地
域
医
療
に
汗
を

流
す
。
総
合
診
療
を
軸
と
す
る
新
た
な
理
念

に
賛
同
し
た
若
手
医
師
ら
が
集
い
、
病
院
は

次
な
る
ス
テ
ー
ジ
へ
と
踏
み
出
し
た
。

道
内
医
療
崩
壊
の
最
中

各
地
の
病
院
再
建
に
奔
走

07
年
4
月
、
道
立
紋
別
病
院
の
副
院
長
だ

っ
た
阿
部
昌
彦
氏
（
50
歳
）
が
、
江
別
市
立

病
院
の
副
院
長
と
し
て
赴
任
し
た
。
阿
部
氏

は
94
年
か
ら
12
年
間
、
道
立
羽
幌
病
院
に
勤

務
し
て
い
た
が
、
紋
別
病
院
の
循
環
器
科
医

3
人
が
大
学
に
戻
る
な
ど
し
た
た
め
、
そ
の

後
任
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
。「
羽
幌
に
自

宅
を
持
ち
、
地
域
に
根
差
し
て
、
地
域
医
療

に
関
心
の
あ
る
研
修
医
や
学
生
の
実
習
・
研

修
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
地
域
医
療
崩
壊
の

時
代
の
幕
開
け
と
な
っ
た
一
昨
年
、
紋
別
に

行
く
と
い
う
決
断
が
な
け
れ
ば
、
お
そ
ら
く

阿部 昌彦氏濱口 杉大氏

若
手
医
師
た
ち
が
集
っ
た
理
由

―
―
江
別
市
立
病
院

【特集】地域で考える医師のキャリア

江別市立病院再建の経緯

▼1951年 4月 江別町立病院として開設。標榜診療科目は3科（内科・外科・放射線科）

▼1998年12月 新病院施設のオープンに伴い「江別市立病院」に改称。4科を新設し標
榜診療科目は17に

▼2003年12月 地域医療連携室を開設

▼2006年10月 医師12人が辞職し内科不在に

夜間急病診療部門を分離・独立

11月 小児科部長・梶井直文氏が院長に就任、内科細分化への疑問を提示
第1回「江別市立病院あり方検討委員会」（加藤紘之委員長）を開催。同
院の経営状況などを確認

12月 地域医療振興協会が支援のため、総合診療医の派遣を開始

▼2007年 2月 同委員会が答申を江別市長へ提出。医師の負担軽減、医療事務補助員の
採用などを盛り込む

3月 江別市が市民説明会を開き、総合診療医を軸とした内科運営、医師派遣
元のルート多角化を報告

4月 阿部氏入職

8月 渡邊氏入職。札幌医科大学地域医療総合医学講座の協力開始

11月 濱口氏入職

▼2008年 2月 江別市が「江別市立病院経営健全化計画」を策定

4月 「総合内科」を新設、若林氏入職
内科医が10人に。内科医不在後1病棟体制だった内科病棟を2病棟
体制に回復

5月 岩内協会病院（月2回）、市立美唄病院（週1回）への内科医派遣開始

9月 内科医が12人に

市
立
病
院
再
生

市
立
病
院
再
生
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江
別
に
来
る
こ
と
も
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
」。

阿
部
氏
は
83
年
自
治
医
科
大
学
を
卒
業
後
、

研
修
の
た
め
旭
川
医
科
大
学
へ
。
市
立
稚
内

病
院
、
利
尻
島
国
保
中
央
病
院
な
ど
を
経
て

91
年
、
自
治
医
大
の
義
務
年
限
明
け
に
道
の

職
員
と
し
て
静
内
の
道
立
病
院
に
勤
務
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
当
時
、
北
海
道
保
健
福
祉

部
地
域
医
療
課
長
補
佐
だ
っ
た
の
が
、
現
在

の
江
別
市
長
で
あ
る
三
好
昇
氏
。
阿
部
氏
は

「
先
見
性
の
あ
る
方
で
、
地
方
医
療
の
発
展

の
た
め
、
自
治
医
大
O
B
を
慣
例
に
沿
っ
て

大
学
病
院
に
戻
す
の
で
は
な
く
、
地
方
の
現

場
で
活
躍
さ
せ
た
い
と
主
張
さ
れ
て
い
ま
し

た
」
と
振
り
返
る
。

そ
の
後
、
羽
幌
と
紋
別
を
経
て
江
別
市
立

病
院
の
再
建
に
携
わ
る
。

「
地
域
医
療
振
興
協
会
か
ら
半
年
ほ
ど
総
合

医
の
派
遣
を
受
け
、
さ
ら
に
総
合
医
と
協
働

で
き
る
消
化
器
専
門
医
と
し
て
渡
邉
義
行
先

生
を
迎
え
ま
し
た
。
ま
た
、
札
幌
医
科
大
学

地
域
医
療
総
合
医
学
講
座
か
ら
は
ロ
ン
ド
ン

か
ら
帰
国
し
た
濱
口
杉
大
先
生
を
派
遣
し
て

い
た
だ
く
な
ど
の
支
援
を
受
け
、
診
療
教
育

体
制
が
や
っ
と
整
っ
て
き
ま
し
た
。
今
後
は
、

研
修
医
の
専
任
教
育
担
当
を
置
け
る
く
ら
い

の
組
織
に
し
た
い
で
す
ね
」

と
将
来
像
を
描
く
。

国
際
医
療
へ
の
夢
の
前
に

地
域
医
療
担
う
医
師
育
て
る

「
日
本
で
は
あ
ま
り
問
題
に
な
り
ま
せ
ん
が
、

国
際
医
療
に
従
事
す
る
た
め
に
は
熱
帯
医
学

し
2
年
目
を
迎
え
た
。

若
林
氏
は
05
年
に
大
阪
医
科
大
学
を
卒
業

し
、
地
元
三
重
の
病
院
で
初
期
研
修
を
受
け

た
後
、
北
海
道
へ
や
っ
て
来
た
。
耳
鼻
科
医

の
父
親
を
持
ち
、
当
初
は
自
分
も
耳
鼻
科
医

を
目
指
し
て
い
た
が
、「
患
者
さ
ん
だ
け
で

な
く
、地
域
を
包
括
的
に
診
る
医
師
が
必
要
」

と
感
じ
、
総
合
医
や
地
域
医
療
に
よ
り
興
味

を
持
つ
よ
う
に
な
る
。「
〝
人
が
生
ま
れ
て

か
ら
死
ぬ
ま
で
〞
に
関
わ
り
た
い
と
思
い
ま

し
た
」。
妻
が
北
海
道
出
身
と
い
う
こ
と
も

移
住
を
後
押
し
し
た
。

総
合
診
療
医
の
条
件
と
し
て
、
若
林
氏
は

専
門
医
と
対
等
に
話
が
で
き
る
能
力
を
挙
げ
、

そ
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
、
確
か
な
診
断

能
力
や
治
療
技
術
を
身
に
つ
け
た
い
と
考
え

て
い
る
。「
自
分
が
診
た
患
者
さ
ん
を
専
門

医
に
お
願
い
す
る
際
は
、
そ
の
後
の
治
療
に

つ
い
て
も
あ
る
程
度
理
解
で
き
て
い
な
け
れ

ば
い
け
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
役
割
を
果
た
せ
て

こ
そ
、
地
域
を
診
て
い
る
と
実
感
で
き
る
の

だ
と
思
い
ま
す
」。

専
門
医
の
視
点
か
ら

総
合
診
療
に
ア
ク
セ
ン
ト

「
北
海
道
で
は
、
小
規
模
な
医
療
機
関
で
働

く
際
も
、
胃
カ
メ
ラ
や
大
腸
カ
メ
ラ
等
、
内

視
鏡
の
ス
キ
ル
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
総
合
診

療
医
と
い
え
ど
も
、
技
術
習
得
に
熱
心
な
こ

と
に
驚
き
ま
し
た
」。
江
別
市
立
病
院
消
化

器
科
部
長
の
渡
邊
氏
（
35
歳
）
は
感
嘆
の
声

を
上
げ
る
。
埼
玉
県
出
身
で
、
地
域
医
療
振

興
協
会
が
運
営
す
る
東
京
北
社
会
保
険
病
院

か
ら
07
年
8
月
、
江
別
へ
や
っ
て
来
た
。
内

科
医
が
一
斉
退
職
し
た
環
境
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ

な
印
象
も
あ
っ
た
が
、
ス
タ
ッ
フ
の
人
柄
な

ど
に
魅
了
さ
れ
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
診
療
に
打

ち
込
ん
で
い
る

渡
邊
氏
は
97
年
に
山
梨
医
科
大
学
を
卒
業

後
、
医
局
に
所
属
し
て
き
た
が
、
04
年
「
自

分
の
力
を
試
し
た
い
」
と
大
学
を
離
れ
、
東

京
北
社
会
保
険
病
院
開
院
メ
ン
バ
ー
に
名
を

連
ね
た
。
内
視
鏡
の
件
数
も
増
え
、
マ
ン
パ

ワ
ー
も
充
実
す
る
な
ど
落
ち
着
い
て
き
た

06
年
末
、
地
域
医
療
振
興
協
会
が
江
別
市
立

病
院
の
支
援
に
立
ち
上
が
っ
た
。

主
に
総
合
診
療
医
が
派
遣
さ
れ
て
い
た
が
、

他
科
で
も
希
望
者
が
募
ら
れ
た
際
、「
困
っ

て
い
る
病
院
を
回
復
さ
せ
た
い
」
と
手
を
挙

げ
る
。
家
族
思
い
の
事
情
も
あ
っ
た
。
妻
が

東
京
暮
ら
し
の
た
め
か
、
ぜ
ん
そ
く
を
悪
化

さ
せ
た
。
2
人
の
子
ど
も
を
自
然
の
中
で
育

て
た
い
と
い
う
願
い
も
あ
っ
た
が
、
札
幌
に

隣
接
す
る
江
別
は
地
理
的
な
魅
力
に
も
あ
ふ

れ
て
い
た
。

内
科
崩
壊
に
よ
っ
て
、
地
域
住
民
の
病
院

に
対
す
る
信
頼
は
大
小
問
わ
ず
揺
ら
い
だ
は

ず
だ
。
だ
が
、
渡
邊
氏
は
地
域
の
ニ
ー
ズ
の

大
き
さ
を
事
あ
る
ご
と
に
感
じ
る
と
い
う
。

「
た
と
え
ば
、
大
規
模
病
院
に
運
ば
れ
て
し

か
る
べ
き
重
症
患
者
さ
ん
が
、
自
ら
の
希
望

で
江
別
市
立
病
院
に
来
院
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
頼
り
に
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
る
と
、

や
り
が
い
も
出
ま
す
」

病
院
で
内
科
を
、
関
西
医
科
大
学
で
は
心
療

内
科
の
最
先
端
に
触
れ
、
キ
ャ
リ
ア
を
積
み

上
げ
た
。
当
時
、
札
幌
医
科
大
学
に
移
っ
て

い
た
舞
鶴
時
代
の
先
輩
医
師
か
ら
「
人
が
足

り
な
い
。
地
域
医
療
を
一
緒
に
や
ろ
う
」
と

誘
わ
れ
01
年
北
海
道
へ
。
町
立
松
前
病
院
、

利
尻
島
国
保
中
央
病
院
、
町
立
厚
岸
病
院
な

ど
で
、
そ
れ
ま
で
勉
強
し
た
こ
と
の
一
つ
ひ

と
つ
を
実
践
。
さ
ら
な
る
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ

を
目
指
し
、
新
天
地
を
ロ
ン
ド
ン
に
求
め
た
。

東
南
ア
ジ
ア
で
は
な
く
、
江
別
市
立
病
院

を
次
の
進
路
に
選
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
、
濱

口
氏
は
、

「
新
し
い
形
で
の
総
合
内
科
に
興
味
が
あ
り

ま
し
た
。
一
つ
の
病
院
を
助
け
る
た
め
と
い

う
よ
り
、
地
域
医
療
を
担
う
医
師
を
育
て
た

い
の
が
本
音
で
す
。
研
修
医
へ
の
教
育
を
し

っ
か
り
行
い
、
そ
の
延
長
で
病
院
が
軌
道
に

乗
れ
ば
う
れ
し
い
」

と
語
る
。

北
海
道
の
自
然
に
魅
了
さ
れ

の
び
の
び
と
研
修
受
け
る

「
北
海
道
は
い
い
で
す
ね
。
何
よ
り
自
然
が

豊
か
で
食
べ
物
も
お
い
し
い
。
子
ど
も
を
育

て
る
に
は
最
適
の
環
境
で
す
」。
三
重
県
出

身
で
、
08
年
4
月
か
ら
江
別
市
立
病
院
で
後

期
研
修
を
受
け
る
若
林
崇
雄
氏
（
29
歳
）
は

充
実
し
た
表
情
で
話
す
。
北
海
道
プ
ラ
イ
マ

リ
・
ケ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
運
営
し
、
道
内

21
の
医
療
機
関
が
研
修
施
設
と
な
っ
て
い
る

後
期
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
ニ
ポ
ポ
」
に
参
加

の
知
識
が
必
要
不
可
欠
で
す
」
と
江
別
市
立

病
院
総
合
内
科
部
長
の
濱
口
氏
（
38
歳
）
は

力
説
す
る
。

06
年
秋
か
ら
熱
帯
医
学
な
ど
を
習
得
す
る

た
め
ロ
ン
ド
ン
に
留
学
。
1
年
後
、
東
南
ア

ジ
ア
で
そ
の
力
を
振
る
い
た
い
と
考
え
て
い

た
矢
先
、
所
属
す
る
札
幌
医
科
大
学
地
域
医

療
総
合
医
学
講
座
か
ら
連
絡
を
受
け
た
。

「
江
別
市
立
病
院
が
危
な
い
」
―
―
。

長
野
県
佐
久
市
出
身
で
、
両
親
が
佐
久
総

合
病
院
の
そ
ば
で
食
堂
を
経
営
し
て
い
た
。

「
幼
少
の
頃
か
ら
医
師
に
接
す
る
機
会
が
多

く
、地
域
に
密
着
し
た
医
療
に
憧
れ
ま
し
た
」。

95
年
に
新
潟
大
学
を
卒
業
後
、
総
合
診
療

を
学
ぶ
た
め
天
理
よ
ろ
づ
相
談
所
病
院
を
研

修
先
に
選
ん
だ
。
そ
の
後
、
市
立
舞
鶴
市
民

2
0
0
6
年
秋
、
江
別
市
立
病
院
は
12

人
の
内
科
医
全
員
が
一
斉
に
退
職
す
る
と
い

う
危
機
に
直
面
し
た
。
し
か
し
、
現
在
は

12
人
の
内
科
ス
タ
ッ
フ
が
地
域
医
療
に
汗
を

流
す
。
総
合
診
療
を
軸
と
す
る
新
た
な
理
念

に
賛
同
し
た
若
手
医
師
ら
が
集
い
、
病
院
は

次
な
る
ス
テ
ー
ジ
へ
と
踏
み
出
し
た
。

道
内
医
療
崩
壊
の
最
中

各
地
の
病
院
再
建
に
奔
走

07
年
4
月
、
道
立
紋
別
病
院
の
副
院
長
だ

っ
た
阿
部
昌
彦
氏
（
50
歳
）
が
、
江
別
市
立

病
院
の
副
院
長
と
し
て
赴
任
し
た
。
阿
部
氏

は
94
年
か
ら
12
年
間
、
道
立
羽
幌
病
院
に
勤

務
し
て
い
た
が
、
紋
別
病
院
の
循
環
器
科
医

3
人
が
大
学
に
戻
る
な
ど
し
た
た
め
、
そ
の

後
任
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
。「
羽
幌
に
自

宅
を
持
ち
、
地
域
に
根
差
し
て
、
地
域
医
療

に
関
心
の
あ
る
研
修
医
や
学
生
の
実
習
・
研

修
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
地
域
医
療
崩
壊
の

時
代
の
幕
開
け
と
な
っ
た
一
昨
年
、
紋
別
に

行
く
と
い
う
決
断
が
な
け
れ
ば
、
お
そ
ら
く

阿部 昌彦氏濱口 杉大氏

若
手
医
師
た
ち
が
集
っ
た
理
由

―
―
江
別
市
立
病
院

【特集】地域で考える医師のキャリア

江別市立病院再建の経緯

▼1951年 4月 江別町立病院として開設。標榜診療科目は3科（内科・外科・放射線科）

▼1998年12月 新病院施設のオープンに伴い「江別市立病院」に改称。4科を新設し標
榜診療科目は17に

▼2003年12月 地域医療連携室を開設

▼2006年10月 医師12人が辞職し内科不在に

夜間急病診療部門を分離・独立

11月 小児科部長・梶井直文氏が院長に就任、内科細分化への疑問を提示
第1回「江別市立病院あり方検討委員会」（加藤紘之委員長）を開催。同
院の経営状況などを確認

12月 地域医療振興協会が支援のため、総合診療医の派遣を開始

▼2007年 2月 同委員会が答申を江別市長へ提出。医師の負担軽減、医療事務補助員の
採用などを盛り込む

3月 江別市が市民説明会を開き、総合診療医を軸とした内科運営、医師派遣
元のルート多角化を報告

4月 阿部氏入職

8月 渡邊氏入職。札幌医科大学地域医療総合医学講座の協力開始

11月 濱口氏入職

▼2008年 2月 江別市が「江別市立病院経営健全化計画」を策定

4月 「総合内科」を新設、若林氏入職
内科医が10人に。内科医不在後1病棟体制だった内科病棟を2病棟
体制に回復

5月 岩内協会病院（月2回）、市立美唄病院（週1回）への内科医派遣開始

9月 内科医が12人に

市
立
病
院
再
生

市
立
病
院
再
生



2008.12 JAMIC JOURNAL 1415 JAMIC JOURNAL 2008.12

家
族
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
を
テ
ー

マ
に
、
活
発
な
自
由
討
論
が
行
な
わ
れ
た
。

司
会
進
行
役
を
務
め
た
地
域
医
療
を
育
て

る
会
・
理
事
長
の
藤
本
晴
枝
氏
は
、

「
レ
ジ
デ
ン
ト
研
修
は
、
こ
の
地
域
で
私
た

ち
が
必
要
と
す
る
医
師
を
育
て
よ
う
と
、

2
0
0
7
年
4
月
か
ら
始
め
ま
し
た
。
こ
こ

は
医
師
と
地
域
住
民
の
双
方
が
本
音
で
話
し

合
え
る
場
。
私
た
ち
住
民
は
医
療
に
つ
い
て

わ
か
ら
な
い
こ
と
、
知
り
た
い
こ
と
を
医
師

に
伝
え
、
情
報
を
得
る
と
同
時
に
、
若
い
先

生
が
地
域
を
知
り
、
住
民
と
よ
い
人
間
関
係

を
つ
く
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル

を
養
う
機
会
に
な
っ
て
い
ま
す
」
と
語
る
。

1
年
間
、
継
続
し
て
講
師
を
担
当
す
る
後

期
研
修
医
か
ら
は
「
よ
い
経
験
に
な
り
、
毎

回
楽
し
み
」
と
い
う
声
が
あ
が
っ
て
お
り
、

こ
の
地
域
で
働
く
魅
力
の
一
つ
に
も
な
っ
て

い
る
よ
う
だ
。

住
民
の
健
康
を
守
る
た
め
に

地
域
病
院
・
医
師
を
応
援

藤
本
氏
は
、
96
年
に
東
京
か
ら
東
金
市
に

越
し
て
き
た
。
当
時
、
こ
の
地
域
に
は
救
急

対
応
で
き
る
医
療
機
関
が
な
く
、
幼
い
子
ど

も
が
夜
間
に
熱
を
出
す
た
び
に
、
車
で
1

時
間
か
か
る
千
葉
市
な
ど
の
救
急
病
院
ま
で

連
れ
て
い
っ
て
い
た
。
そ
の
頃
か
ら
「
発
熱

若
手
医
師
の
育
成
を
図
る

レ
ジ
デ
ン
ト
研
修

9
月
上
旬
の
あ
る
水
曜
日
、
午
後
5
時
か

ら
、
千
葉
県
立
東
金
病
院
の
大
会
議
室
で
、

「
病
気
予
防
の
た
め
の
懇
話
会
（
レ
ジ
デ
ン

ト
研
修
）」
が
開
か
れ
た
。
こ
の
懇
話
会
は
、

一
般
市
民
が
医
師
か
ら
病
気
予
防
や
健
康
増

進
の
た
め
の
情
報
を
得
る
と
と
も
に
、
若
い

医
師
の
育
成
を
図
る
レ
ジ
デ
ン
ト
研
修
の
場

と
し
て
、
東
金
病
院
と
「
N
P
O
法
人
地
域

医
療
を
育
て
る
会
」
が
共
催
で
ほ
ぼ
毎
月

1
回
実
施
し
て
い
る
も
の
だ
。
内
容
は
、
研

修
医
に
よ
る
健
康
講
話
、
参
加
者
と
の
質
疑

応
答
、
各
回
の
テ
ー
マ
に
基
づ
い
た
自
由
討

論
の
三
部
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
日
の
参
加
者
は
、
地
域
医
療
を
育
て

る
会
の
会
員
や
、
参
加
登
録
し
て
い
る
「
医

師
育
成
サ
ポ
ー
タ
ー
」
な
ど
約
15
人
。
後
期

研
修
医
の
蔡
明
倫
氏
に
よ
る
「
ホ
ル
モ
ン
の

病
気
」
に
つ
い
て
の
講
話
と
質
疑
応
答
に
続

き
、「
本
人
の
意
志
確
認
が
困
難
な
患
者
の

く
ら
い
な
ら
い
い
が
、
命
に
関
わ
る
と
き
、

こ
こ
で
は
大
変
」
と
考
え
て
い
た
藤
本
氏
が
、

地
域
の
医
師
不
足
の
現
状
を
痛
感
し
た
の
は
、

05
年
1
月
、「
山
武
地
域
医
療
セ
ン
タ
ー
構

想
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
が
開
か
れ
た
と
き
だ
っ

た
。

「
こ
の
時
、『
〜
し
て
ほ
し
い
』
と
い
う
住

民
と
、『
ご
理
解
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
』
と
繰
り
返
す
行
政
・
医
療
関
係
者
の
間

の
大
き
な
溝
を
感
じ
た
の
で
す
。
住
民
は
、

行
政
や
医
療
関
係
者
に
要
求
す
る
ば
か
り
で

よ
い
の
か
。
ま
た
住
民
に
理
解
と
協
力
を
求

め
る
側
は
、
本
当
に
必
要
な
情
報
を
住
民
に

伝
え
て
い
る
の
か
。
東
金
病
院
院
長
の
平
井

愛
山
先
生
が
医
師
確
保
に
苦
労
さ
れ
て
い
る

現
状
も
知
り
、
何
か
自
分
に
も
で
き
る
こ
と

を
し
た
い
と
考
え
ま
し
た
」

ま
ず
は
、
自
分
た
ち
の
知
ら
な
い
医
療
の

現
状
を
知
り
、
情
報
を
共
有
す
る
こ
と
が
第

一
歩
と
考
え
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
つ
く
っ
た
。

そ
し
て
賛
同
者
と
と
も
に
市
民
団
体
「
地
域

医
療
を
育
て
る
会
」
を
立
ち
上
げ
、
同
年

11
月
に
N
P
O
法
人
化
す
る
。
現
在
、
会
員

は
32
人
で
、
レ
ジ
デ
ン
ト
研
修
の
ほ
か
、
情

総
合
診
療
医
と
専
門
医

連
携
し
ス
ク
ラ
ム
強
化

内
科
病
棟
の
一
部
休
止
や
患
者
数
減
少
に

よ
っ
て
、
江
別
市
立
病
院
の
診
療
収
益
は
著

し
く
低
下
し
た
。
経
営
状
態
が
困
難
な
中
、

大
学
医
局
か
ら
再
び
専
門
医
が
派
遣
さ
れ
る

の
を
待
た
ず
、
同
院
は
総
合
診
療
に
活
路
を

見
出
し
た
。
阿
部
氏
は
着
任
時
、
院
長
の
梶

井
直
文
氏
（
前
小
児
科
主
任
部
長
）
の
「
言

う
な
れ
ば
、
小
児
科
は
全
員
が
小
児
総
合
医
。

内
科
も
そ
う
あ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
同
院
が
展
望

す
る
ビ
ジ
ョ
ン
を
明
確
に
感
じ
取
っ
た
。

し
か
し
、
内
科
の
診
療
ス
タ
イ
ル
が
突
然

変
わ
っ
た
こ
と
で
、
患
者
ら
に
戸
惑
い
は
な

か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
濱
口
氏
は
高
齢
者
の

占
め
る
割
合
の
高
い
患
者
層
が
奏
功
し
た
と

考
え
る
。「
高
齢
者
は
問
題
を
抱
え
る
と
こ

ろ
が
一
つ
で
は
な
く
、
し
か
も
そ
の
要
因
が

絡
み
合
う
こ
と
も
多
い
の
で
、
科
ご
と
に
診

療
を
分
け
ら
れ
ま
せ
ん
」。
道
都
・
札
幌
に

隣
接
す
る
江
別
で
は
、
完
結
型
の
専
門
医
療

に
こ
だ
わ
る
必
要
も
な
い
と
し
て
い
る
。

総
合
診
療
医
と
専
門
医
の
連
携
も
う
ま
く

進
ん
で
い
る
よ
う
だ
。
渡
邊
氏
は
同
院
で
は

少
数
派
と
な
る
専
門
医
と
し
て
、
他
の
医
師

か
ら
の
相
談
に
乗
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
本
来

な
ら
ば
消
化
器
科
で
診
る
患
者
を
総
合
診
療

医
と
一
緒
に
診
る
機
会
も
つ
く
っ
て
い
る
。

「
専
門
医
と
し
て
働
い
て
い
ま
す
が
、
専
門

で
な
け
れ
ば
と
強
く
意
識
す
る
の
で
は
な
く
、

内
科
を
含
め
全
員
で
診
療
に
あ
た
れ
ば
よ
い

と
い
う
風
に
考
え
方
が
変
わ
り
ま
し
た
」
と

心
境
の
変
化
を
述
べ
た
。

同
院
は
内
科
医
不
在
と
い
う
白
紙
状
態
か

ら
再
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
た
こ
と
で
、
ほ
ぼ
全

て
の
患
者
を
診
る
文
字
通
り
の
総
合
診
療
が

行
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
内
科
専
門
医
が
ず

ら
り
揃
う
医
療
機
関
で
、
総
合
診
療
科
を
設

置
し
て
も
同
じ
結
果
は
得
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。

研
修
医
受
け
入
れ
増
加
へ

魅
力
ア
ッ
プ
の
方
策
は

研
修
病
院
と
し
て
も
個
性
を
発
揮
す
る
。

濱
口
氏
は
、
教
育
者
の
立
場
と
し
て
研
修
医

ら
に
「
勉
強
し
た
後
は
、
こ
こ
に
残
っ
て
も

い
い
。
他
へ
勉
強
し
に
行
く
の
も
い
い
。
江

別
で
育
っ
た
医
師
が
、
日
本
全
国
で
指
導
者

と
な
る
よ
う
な
状
況
が
望
ま
し
い
」
と
ゲ
キ

を
飛
ば
す
。

若
林
氏
は
こ
れ
ま
で
研
修
を
重
ね
る
中
、

急
性
期
病
院
で
は
救
急
患
者
の
対
応
に
追
わ

れ
る
あ
ま
り
、
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
が
十
分
で

な
か
っ
た
と
感
じ
て
い
た
。

「
外
来
患
者
さ
ん
を
入
院
さ
せ
た
り
、
通
院

が
難
し
い
ご
高
齢
の
患
者
さ
ん
を
訪
問
看

護
・
訪
問
診
療
で
支
援
し
た
り
す
る
な
ど
、

総
合
診
療
に
は
地
域
と
の
つ
な
が
り
が
感
じ

ら
れ
ま
す
」

内
視
鏡
指
導
に
つ
い
て
渡
邊
氏
は
、
総
合

診
療
医
で
あ
っ
て
も
、
た
と
え
ば
臓
器
が
ん

を
発
見
で
き
る
レ
ベ
ル
に
達
す
る
よ
う
教
え

て
い
る
と
い
う
。「
み
ん
な
の
意
欲
が
高
い

証
拠
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
指
導
が

行
え
れ
ば
、
研
修
医
を
集
め
る
武
器
に
な
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
」。
環
境
を
問
わ
ず
、
ス

キ
ル
ア
ッ
プ
で
き
る
か
否
か
は
個
々
人
の
意

欲
次
第
の
よ
う
だ
。「
患
者
さ
ん
を
大
き
な

病
院
へ
送
る
の
か
、
最
後
ま
で
診
た
い
と
勉

強
す
る
の
か
、
そ
の
差
で
し
ょ
う
」

濱
口
氏
も
、
研
修
先
と
し
て
同
院
の
魅
力

を
P
R
す
る
方
策
を
考
え
る
。「
外
国
人
医

師
や
、
海
外
で
働
く
日
本
人
医
師
を
招
き
研

修
医
ら
と
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
す
る
機
会
を

も
っ
て
い
ま
す
。
現
在
、
指
導
医
を
指
導
で

き
る
立
場
の
医
師
が
な
か
な
か
い
な
い
の
で
、

広
い
視
野
を
持
つ
病
院
で
あ
る
こ
と
を
ア
ピ

ー
ル
し
た
い
で
す
」

若
林
氏
が
参
加
す
る
二
ポ
ポ
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
は
3
年
間
。
最
後
の
1
年
と
な
る
09
年
度

は
地
域
の
病
院
で
働
く
予
定
だ
。「
江
別
で

指
導
医
か
ら
適
切
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
な

が
ら
、
ブ
ツ
切
り
で
は
な
い
、
流
れ
の
あ
る

仕
事
を
続
け
ら
れ
た
の
は
財
産
。
よ
り
小
規

模
な
医
療
機
関
に
勤
め
る
こ
と
に
な
る
で
し

ょ
う
が
、
必
ず
経
験
が
生
き
る
は
ず
で
す
」

と
意
気
込
む
。

地
域
医
療
を
志
す
医
師
の
キ
ャ
リ
ア
デ
ザ

イ
ン
に
貢
献
で
き
る
病
院
へ
―
―
。
阿
部
氏

の
願
い
は
着
々
と
若
い
医
師
に
受
け
継
が
れ

て
い
る
よ
う
だ
。「
総
合
医
を
育
成
す
る
拠

点
病
院
で
あ
り
、
訪
問
診
療
も
開
始
し
た
こ

と
で
家
庭
医
を
基
盤
と
し
た
研
修
・
勤
務
も

可
能
に
な
り
ま
し
た
。
理
念
と
場
所
さ
え
あ

れ
ば
、
医
師
は
集
ま
っ
て
く
る
と
信
じ
て
い

ま
す
」。
こ
の
現
場
に
、
か
つ
て
「
内
科
崩

壊
」
を
嘆
か
れ
た
よ
う
な
名
残
は
な
か
っ
た
。

渡邉 義行氏藤本 晴枝氏

情報紙『クローバー』

若林 崇雄氏

江別市立病院

【特集】地域で考える医師のキャリア

地
域
で
医
師
を

育
て
る
と
い
う
こ
と

2
つ
の
事
例
に
見
る

2
つ
の
事
例
に
見
る

N
P
O
法
人

地
域
医
療
を
育
て
る
会

CASE 1
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地域医療を担う総合内科医を育てる
　“専門特化していない中小病院が持ちこたえ切れるかどうかは，病院総合医の今後
の活躍いかんである”（松村理司編『地域医療は再生する――病院総合医の可能性とその教
育・研修』医学書院，2010）
　2006年に内科医全員が病院を去り，“医療崩壊”の象徴として大きくクローズアッ
プされた江別市立病院（北海道江別市）。その後，総合内科を軸に据え，病院再生を
実現したことをご記憶の方も多いだろう。そんな江別市立病院は今，地域医療を支
える総合内科医教育の拠点病院として，新たな一歩を踏み出しつつある。本年 7月に
は院内に「総合内科医教育センター」を開設し，10月には道から総合内科医養成研修
センターの指定も受けた。魅力ある学びの場を創り，長期的視点で地域医療への貢
献をめざす――同院の教育理念を探るとともに，後期研修の１日を追った。

特
集

――江別市立病院・総合内科研修――江別市立病院・総合内科研修

●江別市立病院の外観を正面から望む。
病床数は，一般病床 278床，精神病棟 59床（計 337床）。
昨年から産婦人科病棟を再開，本年 2月には再開後の
お産が 100件に到達した。地方の勤務医不足が叫ばれ
るなかでも，外科や循環器科が増員するなど診療体制
の充実が図られつつある。

■[特集]江別市立病院 1 ― 2 面
■[視点]神経病理(●●●●氏)/プロフェッシ
ョナリズム 3 面
■[寄稿]米国MS(●●●●氏) 4 面
■［連載］メンタル/航海術/ER/EBCP/心
電図/論文解釈/クリティカルケア/行動
科学
■MEDICAL LIBRARY 14―15 面

早朝と午後は勉強の時間

　「早朝勉強，午前働いて，午後勉強」
が，江別市立病院総合内科研修のモッ
トーだ。取材日は朝 7時半から，イン
ターネットカンファレンスが行われ
た。この日のテーマは「鎖骨骨幹部骨
折の文献紹介」。全国 20―30の病院と
ネットワークをつなぎ，講師にはチャ
ット形式で自由に質問ができる。
　その後，病棟のグループ回診を経て，
昼から午後にかけては通常，外来・救
急などに従事する。この日は院内で開
催された「健康セミナー」の講師を後
期研修医が務めた（写真②）。「家庭医
療ってなんでしょう――地域と患者さ

んの専門医」と題されたセミナーで，
家庭医は，地域住民の健康に責任を持
つ「地域の専門医」だと解説する。
　夕方からは循環器科とのカンファレ
ンス。後期研修医 2名が，それぞれの
担当患者について，循環器内科医にコ
ンサルテーションを求める（写真③）。
同様に外科ともカンファレンスを行う。
　最後は，臨床推論をトレーニングす
る症例検討会。提示されたのは「糖尿
病と脳梗塞の既往のある肥満ぎみの
67歳女性が，胃ろう造設目的で紹介
された」ケース。経過を辿りながら，
鑑別診断を行う。「感染症は？」「クッ
シングかな？」などと議論は続き，副
院長の阿部昌彦氏や教育センター長の
濱口杉大氏らが，アドバイスやヒント

を与えてフォローする。
検討会には，「総合内科
が強いと聞いて実習に来
た」という北海道大学の
5年生も参加し，真剣に
聞き入っている。

総合内科が入院患
者の窓口に

　同院の臨床研修は，総
合内科指導医と中堅医，
後期・初期研修医がチー
ムを組んで屋根瓦式の教
育を行い，臓器別専門医
や外部から招聘する講師
が随時携わる仕組み。濱
口氏は「総合内科の専門
教育を受けた指導医が，
研修医教育を行うことが
重要」と話す。
　常勤の各科専門医は，消化器内科 1
名，循環器内科 3名と決して多くはな
い。しかし，病棟患者のほとんどを総
合内科（8名，うち後期研修医 2名）
で受け持つため，専門医は専門性の高
い治療に集中できるという。呼吸器内
科には常勤医がいないが，呼吸器をサ
ブスペシャリティに持つ総合内科医が
2名おり，他の 2科と同様，総合内科
でほぼ全ての患者を診ている。多様な
疾患を抱えた患者の治療には責任も伴
うが，専門医のサポートを積極的に行
うことで，専門医からの教育やコンサ
ルテーションも受けやすくなる仕組み
だ。

指導・評価体制も強化

　研修でめざしているのは，地方の中
小規模病院や有床診療所で，入院患者
も含めて総合的に診られる医師。同院
にはへき地や離島での勤務経験がある
総合内科医が多く，そうした場所で必
要となるスキルを的確に把握してい

る。また，臓器別専門医も総合内科医
の「専門医になるわけではないけれど，
へき地で必要となる専門スキルを学び
たい」というニーズを理解しており，
例えば下部消化管内視鏡などある程度
専門性の高い技術も，ポイントを絞っ
て指導を受けることができる。
　さらに同院では，研修システムがき
ちんと機能しているか，外部から専門
家を招き，定期的にフィードバックを
実施している。「研修を充実させるだ
けではなく，その環境を十分に活用で
きているか振り返り，常に評価を行っ
ていくことが大切」と濱口氏は語る。

教育の場がなければ　　　　
医師は定着しない

　上述のような研修体制は，実はさま
ざまな問題を乗り越えて作り上げられ
たもの。
　病院の再生から 2年目の 2008年度

（2面につづく）

●写真① ：「総合内科」が第 1に標榜され
た外来。写真②：後期研修医が講師を務め
た「健康セミナー」。「家庭医と総合医の違
いは？」など素朴かつ鋭い質問が飛ぶなど
盛況だ。写真③：循環器内科医とのカンフ
ァレンス。PCI（経皮的冠動脈インターベ
ンション）適応があるかなどをコンサルト
する。画像の見方についてレクチャーを受
ける場面も。

①

②

③

SHINBUN1
テキストボックス
弊社出版物広告欄です(2面下部も同様)
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 特集　地域医療を支える総合医を育てる

福井●これまでの 2年間は診療所中心
に回っていましたが，江別では入院患
者さんを診られます。診療所からどの
タイミングで紹介すれば，病院が受け
入れやすいか，入院後どのような治療
が行われるかといったことを勉強できるのが，一番大きなメリットだと思っています。
　将来は都市部で家庭医療に従事したいと思っており，24時間体制で訪問診療を行
うクリニックの開業なども視野に入れています。そのため，現在は訪問診療の研修に
も力を入れています。また，都市部では家庭医であっても，特定の領域に強みを持っ
た診療ができたほうがよいので，胃カメラや内視鏡の手技も，今少しずつ学んでいる
ところです。
　どの科を専攻するにしても，まず基礎になるのは内科だと思いますが，初期研修の
スーパーローテートだけでは少し足りない面もあります。ですから総合内科の門を 1
回くぐってみて，それからいろいろな道に進むのも一つの方法ではないでしょうか。
そうした意味で，医師としての基礎を学べる江別の研修で得るものはとても大きいと
感じています。

加藤●私は熱帯医学を志しており，昨年フィリピンの病院で 2か月間研修したのです
が，検査も十分できない状況のなか，外国人である自分の話に耳を傾けてもらうため
にも，どんな疾患にもある程度対応できなければならないと痛感しました。そうした
ときに濱口先生の“熱帯医学は熱帯地域における総合診療”という考え方に触れ，江
別に研修に来ました。
　私は福井先生とは逆に，初期研修後は大学病院で，呼吸器・感染症を専門に重症も
含めた入院患者さんを診てきたので，江別に来てプライマリ・ケアの現場をよりリア
ルに理解できたように感じます。ジャンルを問わずいろいろな症例が診られるので，
この半年間，かなり経験をつむことができました。教育カンファレンスや外部講師の
招聘など勉強の場も多く，皆でディスカッションもできますし，わからないこともす
ぐに相談できます。救急は確かに症例数が少ないのですが，ERのある近隣病院と提
携していてそこで外傷や脳血管障害は診られます。
　将来は，留学や大学院進学などを考えてはいますが，臨床に進むことも含め，いろ
いろ経験してから決めたいと思っています。進路を選ぶには「自分に合っているな」「こ
の人たちと一緒にいると面白い」と思える場所を早く見つけることが一番だと思いま
す。江別も多様なルーツを持った医師に出会えるところですが，そんなふうに，人と
のつながりができる場所にどんどん出向いていくことをおすすめします。

後期研修医に聞く，江別市立病院の研修

末には，病棟は満床近くまで埋まり，
救急も再開していた。しかし忙しくな
りすぎると，限られたマンパワーでは
対処しきれず，心身ともに疲弊してい
く。このままでまた，医師が病院を去
っていってしまう――そんな危惧か
ら，阿部氏や濱口氏と院長の梶井直文
氏が話し合い，思い切って内科病床の
稼働率を下げ，救急も縮小した。
　市民の要望や，財政面を考えると苦
渋の決断ではあった。しかし梶井氏は，
当時を振り返ってこう話す。「いざレ
クチャーの時間になっても忙しくて皆
揃わないし，揃ったとしても疲れてし
まっていて勉強にならない，と聞き，
それではいけないと感じた。一度内科
医がゼロになった病院が，またゼロに
なることは許されない。総合内科の学
びの場という認識を新たにし，患者受
け入れの制限に踏み切った」
　地域に貢献できる病院をつくるため

●年新潟大卒。天理よろづ相談所病院，
舞鶴市民病院を経て，利尻・厚岸などで
へき地・離島医療に従事。●年よりロン
ドン大衛生熱帯医学大学院に留学，熱帯
医学修士取得。●年より現職。現在，長
崎大熱帯医学研究所大学院にも在籍中。
進路に悩む医学生・研修医にひとこと「英
語の勉強と貯金，この二つをきちんとし
ておけば，いざやりたいことが決まった
ときとても助けになります」

（1面よりつづく） interviewには，まず医師が育たなくてはならな
い。全てがうまく回るには時間がかか
るのだ。濱口氏は「行政や市民の方々
には，長期的な視点で見守ってほしい」
と切実な思いを語る。
　さらに，より“高度”な医療を求め
がちな住民に，総合内科中心の病院づ
くりのメリットを理解してもらうこと
も課題だ。総合内科は，訪問診療も看
取りもするし，複数疾患が併発したお
年寄りも診ることができる，高齢化社
会では大いに活躍できる診療科。梶井
氏は院長として，総合内科のよさを浸
透させるべく，心を砕いている。
　「時の運や人の運がうまく重なって
江別に総合内科が芽生えた。地域に密
着して親しまれ，バラエティ豊かなメ
ニューを持った大衆食堂のような総合
内科をめざしたい」という阿部氏の言
葉のとおり，縁あって集った人々のも
と，動き出した江別市立病院。地域医
療再生の息吹を，江別の地で確かに感
じた。

●福井慶太郎氏（写真左）
2006年名古屋市大卒（卒後 5年目）。日鋼
記念病院にて初期研修を行う。北海道家庭
医療センターでの後期研修の一環として，2

年間の診療所研修に従事した後，病棟研修
のため本年度より江別市立病院に。
●加藤隼悟氏
2007年琉球大卒（卒後 4年目）。国立病院
機構長崎医療センターで初期研修後，長崎
大感染症内科（熱研内科）に入局。1年間の
研修後，国内留学のかたちで本年度より江
別市立病院に。

江別市立病院総合内科主任部長／
北海道総合内科医教育センター長

濱口 杉大 氏に聞く

フレキシブルな研修を組める

――地域医療を志す医師のトレーニン
グの場として，江別市立病院を位置づ
けておられます。地域の中・小規模病
院で総合内科医として働けることを基
本目標にしつつ，各人の希望に合わせ
て非常にフレキシブルな研修プログラ
ムが組めることが特徴だと感じました。
濱口　そうですね。必修の基礎項目（入
院診療，外来診療，2次救急，基本手技，
コンサルテーション）のほかに選択項
目があり，例えば在宅看取りなど訪問
診療を積極的にやりたい，心臓のペー
スメーカー技術を修得したい，といっ
た希望があれば，それぞれ指導を行い
ます。研修途中での追加や変更も可能
ですが，研修医は皆非常にやる気があ
り，ほとんど全ての選択項目をこなし
ていますね。来年度は後期研修医が
5―6人増える予定ですが，同様に各
人にあわせたプログラムを組んでいく
ことになります。
　また，本院では通常の臨床研修のほ
かに「キャリアチェンジ研修」も行っ
ており，現在は，小児科専門医取得後，
研究のため臨床から離れていたもの
の，訪問診療を学びたいという医師が
在籍しています。一口に地域医療に従
事したいといっても，やりたいことは
皆少しずつ異なりますから，できるだ
け柔軟に対応したいと考えています。
――他施設から，実績ある臨床家，指
導医の招聘なども積極的に行っておら
れますね。
濱口  自分たちの施設だけで研修を完
結させるのは少々難しいので，いろい
ろな方の助けを借りています。外部の，
今一番いきいきしている教育者と交流
することで，我流の教育にならず新し
い考えを取り入れられますし，「また
教えに来たい」と思ってもらえるよう，
こちらもしっかり勉強しておかなけれ
ば，という緊張感も生まれます。年に
数回は海外からも講師を招いています
ので，英語でのプレゼンテーションや
ディスカッションができるよう，医学
英語も毎週勉強しています。

医師循環システムで　　　　
病棟勤務医不足緩和を

――研修体制整備の最終到達点とし
て，どんなことを考えておられますか。
濱口　長期的な目標としては「総合医
チーム循環型システム」を構築し，地
域の医師不足を解消することをめざし
ています。このシステムは，指導医 1
名と中堅医 1―2名，研修医 1名のチー
ムを複数個作り，半年―1年ずつ交替

で地域の病院や有床診療所に派遣する
というものです。
　北海道の人口 10万人当たりの医師
数は全国平均を少し上回っています
が，内訳は開業医や無床診療所が多く，
入院医療の担い手である病院の勤務医
は不足しています。新臨床研修制度が
始まり，大学の医局からの派遣もまま
なりません。その上，入院患者の主治
医になれば 24時間拘束されること，
地方の病院では専門外の症例も診なけ
ればならず，情報も遅れがちで十分な
勉強ができないといった懸念から，し
り込みする人が多いのです。
　しかし，そうした事情から医師不足
にあえいでいる地域の 100―200床の
病院こそ，総合内科が最も活躍できる
フィールドです。若手の医師をチーム
で，期間を区切っての派遣であれば，
ハードルはかなり下がります。総合内
科医なら，幅広い症例を診られること
が勉強に直結しますし，チーム内に指
導医を加えることで，派遣先にも教育
環境を作ることが可能です。
　ゆくゆくは，江別だけでなく道内に
10箇所ほど医師循環システムの拠点
をつくり，複数のチームをローテーシ
ョンで地方に派遣すれば，医師不足解
決につながるのではと考えており，厚
生労働科学研究費補助金を受け，実現
のために研究を進めているところです。
――そのために，まずは総合内科を志
す若手医師がたくさん集まる研修プロ
グラムを作ることが大切なのですね。
濱口　そうです。全国から希望者が集
まるような研修の土台を作ることが中
間目標ですね。
　私も含め，舞鶴市民病院で，松村理
司先生に教えを受けた医師たちが今，
各地で教育に携わっています。江別で
も同様に，人が入れ替わり場所が変わ
ったとしても，若手から若手へと種が
蒔かれ続けていくような，継続性ある
教育ができればと思っています。
――ありがとうございました。　（了）
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地域医療を担う総合内科医を育てる
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