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こ
の
た
び
院
長
に
再
任
さ
れ
、

改
め
て
大
き
な
責
任
と
義
務
を

痛
感
し
て
い
ま
す
。
中
枢
的
医
療

機
関
で
あ
り
、
教
育
研
究
機
関

で
も
あ
る
大
学
病
院
が
そ
の
機

能
を
十
分
発
揮
す
る
た
め
に
良

い
環
境
作
り
が
要
求
さ
れ
る
こ

と
は
当
然
で
す
が
、
こ
の
こ
と

は
単
に
病
院
内
に
止
ま
ら
ず
外

部
に
対
す
る
対
応
と
い
う
面
に

も
一
層
努
力
が
向
け
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
わ
れ
ま
す
。

先
日
、
病
院
の
投
書
箱
に
「
二
時

間
も
か
か
っ
て
病
院
に
や
っ
て

来
た
の
に
一
分
間
で
診
察
が
終

っ
て
し
ま
っ
て
あ
ん
ま
り
で
す
」

と
い
う
一
患
者
の
投
書
が
あ
り

ま
し
た
。
素
朴
な
一
地
域
住
民

と
大
学
病
院
と
の
間
の
医
療
感

覚
の
ず
れ
を
端
的
に
表
現
し
て

い
る
出
来
事
で
あ
り
ま
し
た
が
、

本
院
と
し
て
も
今
後
と
も
積
極

的
に
地
域
住
民
や
他
の
地
域
医

療
機
関
に
大
学
病
院
と
し
て
の

立
場
（
特
殊
性
）
に
対
す
る
理

解
と
協
力
を
求
め
る
必
要
が
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
ま
し
た
。
そ
れ

と
同
時
に
医
療
従
事
者
は
如
何

な
る
立
場
に
あ
っ
て
も
、
医
療

が
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
か
ら

成
立
っ
て
い
る
こ
と
を
常
に
念

頭
に
お
く
べ
き
で
あ
る
と
痛
感

さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
大
学
病
院

の
今
一
つ
の
問
題
点
と
し
て
、

国
民
総
医
療
費
が
彪
大
な
延
び

を
み
せ
て
い
る
今
日
、
大
学
病

院
で
医
療
費
が
か
か
り
過
ぎ
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
最
近
の

批
判
が
あ
り
ま
す
。
大
学
病
院

は
高
度
の
医
療
技
術
、
医
療
設

備
を
有
し
、
取
扱
う
疾
患
の
重

症
度
や
難
治
性
な
ど
他
の
一
般

医
療
機
関
に
比
べ
て
疾
患
の
質

的
差
異
が
あ
る
こ
と
は
否
め
ま

せ
ん
が
、
こ
の
た
め
、
保
険
診
療

の
一
般
基
準
か
ら
み
る
と
過
剰

診
療
の
如
く
と
ら
れ
易
い
面
が

あ
り
ま
す
。
国
民
皆
保
険
の
我

国
で
は
大
学
病
院
の
医
療
も
保

険
診
療
の
枠
内
で
行
わ
れ
る
の

が
原
則
で
あ
り
ま
す
が
、
大
学

病
院
の
性
格
上
、
場
合
に
よ
り

枠
外
の
医
療
も
な
さ
れ
ね
ば
な

ら
ず
、
こ
れ
ら
が
一
体
と
な
っ

て
行
わ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で

あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
問
題
は

過
日
の
大
学
病
院
と
し
て
の
あ

り
方
を
重
視
す
る
文
部
省
と
保

険
診
療
の
枠
内
に
は
め
て
も
ら

お
う
と
す
る
厚
生
省
と
の
や
り

と
り
の
中
で
も
う
か
が
わ
れ
、

大
き
な
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ

ま
す
が
、
大
学
病
院
の
本
来
の

機
能
が
抑
制
さ
れ
な
い
よ
う
関

係
諸
庁
に
理
解
し
て
い
た
だ
き

た
い
も
の
で
す
。
唯
、
大
学
の

医
師
側
の
反
省
と
し
て
、
と
か

く
関
心
の
薄
い
保
険
診
療
に
対

す
る
正
し
い
知
識
を
も
た
ね
ば

な
ら
ぬ
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
の
た
め
に
今
回
、

本
院
の
診
療
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
保

険
診
療
の
項
を
新
た
に
加
え
た

わ
け
で
あ
り
ま
す
。
と
か
く
大

学
病
院
で
は
教
育
・
研
究
・
診

療
と
い
う
特
殊
性
が
固
定
観
念

に
な
り
、
何
時
の
間
に
か
一
般

病
院
と
ち
が
う
の
だ
と
い
う
意

識
が
無
意
識
の
う
ち
に
も
強
く

な
り
勝
ち
で
す
が
、
そ
れ
は
診

療
面
で
は
と
も
す
れ
ば
必
要
以

上
の
保
険
診
療
の
枠
外
の
医
療

に
つ
な
が
り
、
患
者
と
の
対
応

の
面
で
は
往
々
に
し
て
ト
ラ
ブ

ル
の
原
因
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

今
や
大
学
病
院
の
地
域
に
対
す
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る
役
割
は
受
動
か
ら
能
動
に
変

り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
地
域
の
医

師
会
と
の
つ
な
が
り
は
益
々
緊

密
に
な
り
、
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア

の
発
達
は
地
域
に
よ
る
距
離
感

を
消
失
さ
せ
ま
し
た
。
大
学
病

院
も
と
か
く
閉
鎖
的
と
い
わ
れ

る
性
格
か
ら
脱
し
て
積
極
的
に

外
部
に
働
き
か
け
る
こ
と
が
外

的
環
境
の
装
備
に
つ
な
が
る
所

以
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
病
院
の

近
代
化
、
合
理
化
の
目
的
は
も

と
よ
り
、
よ
り
効
果
的
な
医
療

に
あ
り
ま
す
。
我
国
の
大
学
病

院
の
あ
り
方
は
二
十
世
紀
後
半

に
な
り
、
二
つ
の
面
で
大
き
く

変
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の

一
つ
は
戦
後
に
お
け
る
病
院
組

織
の
中
央
化
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
も
う
一
つ
は
現
在
ま
さ
に

進
歩
中
で
も
あ
り
ま
す
が
、
八

十
年
前
後
か
ら
始
め
ら
れ
て
来

た
情
報
化
と
い
う
変
革
で
あ
り

ま
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
は
何
れ
も

今
日
の
病
院
や
医
療
の
発
達
の

過
程
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の

で
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
と
に
情

報
化
の
傾
向
は
二
十
一
世
紀
の

臨
床
医
学
の
進
歩
に
向
け
て
押

し
返
し
得
な
い
波
の
様
な
も
の

で
あ
り
本
院
に
お
い
て
も
積
極

的
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と

思
わ
れ
ま
す
。

文
部
省
令
に
よ
る
病
理
部
が

設
置
さ
れ
て
一
年
を
経
、
こ
の

間
、
前
病
理
部
長
で
し
た
下
田

学
長
を
は
じ
め
、
病
理
部
専
任

の
副
部
長
藤
田
助
教
授
を
中
心

と
し
て
新
し
い
病
理
部
造
り
が

す
す
め
ら
れ
て
来
ま
し
た
。
こ

の
病
理
部
の
生
み
の
親
で
あ
る

下
田
教
授
が
学
長
に
就
任
さ
れ
、

私
が
病
理
部
長
を
併
任
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

新
病
理
部
発
足
と
と
も
に
、

病
理
組
織
診
断
、
細
胞
診
断
を

副
部
長
が
担
当
し
、
病
理
解
剖
、

学
外
の
病
理
組
織
診
断
等
に
つ

い
て
は
両
病
理
学
講
座
が
交
替

制
で
そ
の
任
に
当
た
っ
て
居
り

ま
す
。
昨
年
度
か
ら
副
部
長
を

中
心
と
し
た
病
理
組
織
診
断
カ

ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
の
機
会
が
持
た

れ
る
よ
う
に
な
り
、
病
理
部
が

活
発
化
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
又
、

昨
年
度
は
病
理
解
剖
例
に
つ
い

て
Ｃ
Ｐ
Ｃ
が
行
わ
れ
、
臨
床
と

病
理
の
交
流
が
芽
ば
え
て
来
て

い
る
も
の
と
思
い
ま
す
。
こ
の

流
れ
を
一
層
の
努
力
を
は
ら
っ

て
継
続
し
て
い
き
た
い
と
思
っ

て
居
り
ま
す
。
診
療
医
と
緊
密

な
連
絡
を
と
り
な
が
ら
、
全
身

の
あ
ら
ゆ
る
疾
患
に
つ
い
て
正

確
な
組
織
診
断
を
す
す
め
る
に

は
、
専
任
の
病
理
医
一
人
で
は

全
く
無
理
な
事
で
、
病
理
学
講

座
の
協
力
な
し
に
は
す
す
め
ら

れ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。

し
か
し
、
病
理
部
を
一
層
活
性
化

す
る
に
は
、
診
療
各
科
の
病
理

組
織
学
を
志
向
す
る
人
に
よ
っ

て
病
理
部
の
医
員
（
現
在
病
理

部
に
は
医
員
の
席
が
用
意
さ
れ

て
い
ま
す
）
と
し
て
一
時
期
病

理
学
を
学
ん
で
い
た
だ
く
の
が

最
も
良
い
方
向
と
思
っ
て
い
ま

す
。
病
理
組
織
診
断
は
単
に
臨

床
検
査
項
目
の
一
部
で
あ
る
の

み
な
ら
ず
、
一
個
の
組
織
像
は

種
々
の
病
態
を
推
測
さ
せ
る
魅

力
あ
る
学
問
領
域
を
な
し
て
い

ま
す
。
又
、
病
理
解
剖
は
や
や
も

す
れ
ば
単
一
な
臓
器
組
織
の
障

害
に
目
を
う
ば
わ
れ
や
す
い
病

気
に
つ
い
て
、
全
身
性
の
疾
病

と
し
て
と
ら
え
さ
せ
て
く
れ
る

貴
重
な
機
会
を
与
え
て
く
れ
ま

す
。
将
来
臨
床
医
と
し
て
大
成

す
る
若
き
学
徒
に
と
っ
て
、
一

時
期
病
理
医
と
な
る
の
は
、
有

意
義
な
こ
と
と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
病
理
部
の
運
営

に
大
き
な
責
任
を
感
じ
て
お
り
、

今
後
一
層
の
全
診
療
科
と
各
部

門
の
御
支
援
を
お
願
い
す
る
次

第
で
す
。
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試
験
研
究
室

病
院
の
薬
剤
部
と
い
え
ば
、

す
ぐ
に
薬
の
交
付
を
受
け
る
調

剤
室
を
連
想
さ
れ
る
方
が
多
い

と
思
い
ま
す
が
、
試
験
研
究
室

と
聞
い
て
も
異
質
な
感
じ
が
し

て
、
ピ
ン
と
く
る
人
は
少
な
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
当

室
は
、
大
学
病
院
な
ど
比
較
的

規
模
が
大
き
い
病
院
の
薬
局
、

薬
剤
部
で
は
ご
く
一
般
的
に
設

置
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
大
半

の
中
小
病
院
で
は
他
室
に
包
括

さ
れ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、

検
査
を
受
け
て
診
断
さ
れ
薬
に

よ
る
治
療
が
行
わ
れ
る
と
き
、

使
わ
れ
る
薬
の
物
質
と
し
て
の

有
効
性
や
安
全
性
を
チ
ェ
ッ
ク

す
る
最
後
の
と
り
で
が
薬
剤
部

で
あ
り
、
そ
の
理
化
学
的
判
断

を
行
う
場
所
が
試
験
研
究
室
で

あ
り
ま
す
。

さ
て
、
当
室
は
現
在
専
任
薬

剤
師
一
名
で
業
務
を
行
っ
て
お

り
ま
す
。
具
体
的
に
業
務
内
容

を
紹
介
し
ま
す
と
、
大
別
し
て

試
験
業
務
と
研
究
の
二
つ
に
分

け
ら
れ
ま
す
。
試
験
業
務
は
、

購
入
し
た
医
薬
品
な
ら
び
に
院

内
製
剤
品
の
品
質
管
理
を
目
的

と
し
て
、
医
薬
品
の
温
度
、
湿

度
、
光
な
ど
に
よ
る
経
時
的
安

定
性
や
薬
品
間
に
お
け
る
化
学

的
変
化
（
配
合
変
化
）
な
ど
を

中
心
に
調
べ
て
い
ま
す
。
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の
個
々
の
品
質
は
向
上
し
て
い

ま
す
が
、
臨
床
上
い
ろ
い
ろ
な

使
用
方
法
（
錠
、
カ
プ
セ
ル
剤

の
潰
し
、
散
剤
、
シ
ロ
ッ
プ
剤
、

注
射
剤
の
混
合
や
混
注
な
ど
）

か
ら
生
じ
る
品
質
管
理
上
の
問

題
点
は
多
く
、
当
室
で
の
重
要

な
仕
事
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
大
学
病
院
の
性
質
上
、
市

販
さ
れ
て
い
な
い
薬
品
す
な
わ

ち
院
内
特
殊
製
剤
の
依
頼
、
使

用
が
多
く
、
こ
の
品
質
確
保
に

は
特
に
注
意
を
払
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
薬
品
の
主
薬
成
分
ば
か
り

で
な
く
、
色
素
な
ど
の
医
薬
品

添
加
物
に
つ
い
て
も
目
を
向
け
、

人
体
へ
の
摂
取
量
を
調
べ
た
り

し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
品

質
試
験
を
通
し
て
、
安
全
で
良

質
な
医
薬
品
の
供
給
に
努
力
し

て
い
ま
す
。

一
方
、
医
薬
品
の
有
効
性
、

安
全
性
の
た
め
の
研
究
は
試
験

業
務
と
表
裏
一
体
で
区
別
し
に

く
く
、
医
薬
品
試
験
か
ら
問
題

提
起
さ
れ
発
展
す
る
こ
と
が
多

い
も
の
で
す
。
例
え
ば
、
含
量
均

一
性
や
安
定
性
を
調
べ
る
品
質

試
験
に
際
し
、
種
々
の
製
剤
中

か
ら
目
的
成
分
を
定
量
す
る
分

析
方
法
の
研
究
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
日
々
進
歩
し
て
い

る
分
析
化
学
の
知
識
収
得
に
努

力
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
体

液
中
薬
物
濃
度
測
定
へ
の
応
用

も
検
討
し
て
い
ま
す
。
研
究
を

行
う
上
で
の
今
後
の
課
題
と
し

て
、
薬
物
が
病
気
の
生
体
を
対

象
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
基

礎
的
な
生
体
の
し
く
み
な
ら
び

に
病
態
に
つ
い
て
知
識
を
深
め
、

薬
物
の
物
質
面
ば
か
り
で
な
く

生
体
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て

も
っ
と
調
べ
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

試
験
、
研
究
い
ず
れ
も
そ
の

端
は
部
内
あ
る
い
は
院
内
に
お

け
る
日
常
業
務
か
ら
発
せ
ら
れ

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
た

め
部
内
各
室
お
よ
び
各
診
療
科

と
綿
密
な
連
絡
を
取
り
合
い
協

力
を
得
て
、
問
題
解
決
そ
し
て

研
究
発
展
へ
と
広
げ
て
い
き
、

薬
物
療
法
の
進
展
に
少
し
で
も

寄
与
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

（
試
験
研
究
室
長
早
勢
仲
正
）

【
薬
剤
部
】

新
薬
紹
介
㈹

ア
ズ
ト
レ
オ
ナ
ム

（
ア
ザ
ク
タ
ム
注
射
用
）

β
ｌ
ラ
ク
タ
ム
抗
生
剤
に
は
、

ペ
ナ
ム
、
セ
フ
ェ
ム
、
オ
キ
サ

セ
フ
ェ
ム
な
ど
の
多
系
統
抗
生

剤
が
含
ま
れ
ま
す
が
、
そ
の
基

本
骨
格
は
、
β
Ｉ
ラ
ク
タ
ム
環

と
５
員
環
あ
る
い
は
６
員
環
の

結
合
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

れ
に
対
し
、
本
剤
は
活
性
中
心

で
あ
る
β
－
ラ
ク
タ
ム
環
の
み

を
主
構
造
と
す
る
モ
ノ
バ
ク
タ

ム
（
モ
ル
サ
イ
ク
リ
ッ
ク
単
環

系
を
有
す
る
バ
ク
テ
リ
ア
起
源

の
β
Ｉ
ラ
ク
ダ
人
剤
）
系
抗
生

剤
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

本
剤
は
グ
ラ
ム
陽
性
球
・
桿

菌
に
は
臨
床
的
な
効
果
を
発
揮

す
る
ほ
ど
の
抗
菌
力
は
ほ
と
ん

ど
認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
一

方
、
好
気
性
グ
ラ
ム
陰
性
球
・

桿
菌
に
対
し
て
は
既
存
の
セ
フ

ェ
ム
系
や
オ
キ
サ
セ
フ
ェ
ム
系

に
く
ら
べ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
の
小
さ
い
も

の
が
多
く
、
こ
れ
を
反
映
し
て
、

効
能
・
効
果
に
収
載
さ
れ
て
い

る
有
効
菌
種
で
あ
る
緑
膿
菌
、

セ
ラ
チ
ア
属
、
プ
ロ
テ
ウ
ス
（
イ

ン
ド
ー
ル
陽
性
）
、
エ
ン
テ
ロ
バ

ク
タ
ー
属
、
淋
菌
等
で
は
セ
フ

ェ
ム
系
や
ラ
タ
モ
キ
セ
フ
に
く

ら
べ
明
ら
か
な
低
値
の
Ｍ
Ｉ
Ｃ

曲
線
を
示
し
、
大
腸
菌
、
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
菌
、
プ
ロ
テ
ウ
ス

（
イ
ン
ド
ー
ル
陰
性
）
、
ク
レ
ブ

シ
ェ
ラ
属
、
シ
ト
ロ
バ
ク
タ
ー

属
で
は
最
低
値
曲
線
を
示
す
既

存
セ
フ
ェ
ム
系
薬
剤
と
同
等
か

そ
れ
を
若
干
上
回
る
低
値
を
示

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
嫌
気
性

菌
に
対
し
て
は
臨
床
上
有
用
と

な
る
ほ
ど
の
Ｍ
Ｉ
Ｃ
を
示
す
菌

種
は
認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
剤
は

好
気
性
グ
ラ
ム
陰
性
球
・
桿
菌

に
限
局
し
た
有
効
性
を
示
す
特

徴
が
あ
り
、
起
炎
菌
の
確
認
を

前
提
と
す
る
本
質
を
強
く
持
っ

て
い
る
と
言
え
ま
す
。

本
剤
の
抗
菌
ス
ペ
ク
ト
ル
の

有
用
性
に
関
し
て
は
、
①
作
用

は
殺
菌
的
で
、
抗
菌
機
序
が
β

Ｉ
ラ
ク
タ
ム
剤
と
同
質
で
あ
る

か
ら
安
全
性
の
面
で
は
こ
れ
ら

と
同
じ
評
価
で
用
い
る
こ
と
が

で
き
る
②
好
気
性
グ
ラ
ム
陰

性
菌
に
限
局
さ
れ
て
い
る
の
で

起
炎
菌
確
認
の
重
要
性
が
増
し

て
い
る
事
態
と
連
動
し
つ
つ
抗

菌
性
薬
剤
使
用
の
根
拠
を
よ
り

適
確
に
持
つ
こ
と
が
で
き
る

③
腸
管
内
細
菌
叢
へ
の
影
響
が

比
較
的
軽
度
に
留
め
ら
れ
る
ｌ

な
ど
が
期
待
で
き
ま
す
。

さ
ら
に
各
種
の
β
ｌ
ラ
ク
タ

マ
ー
ゼ
に
対
し
て
高
い
安
定
性

を
示
し
、
そ
の
誘
導
能
の
極
め

て
低
い
点
も
特
徴
の
一
つ
に
挙

げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ペ
ニ

シ
リ
ン
系
や
カ
ル
バ
ペ
ネ
ム
系

が
加
水
分
解
さ
れ
る
腎
臓
由
来

の
デ
ヒ
ド
ロ
ペ
プ
チ
ダ
ー
ゼ
に

も
安
定
で
あ
り
ま
す
。

体
内
動
態
は
、
腎
排
泄
型
の

セ
フ
ェ
ム
剤
と
類
似
の
パ
タ
ー

ン
を
と
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
例
え
ば
、
本
剤
１
９
を
ワ

ン
シ
ョ
ッ
ト
静
注
し
ま
す
と
、

５
分
後
に
は
約
則
舳
の
血
中
濃

度
を
示
し
、
以
後
は
β
相
で
２

時
間
前
後
の
血
中
半
減
期
を
と

り
な
が
ら
漸
減
し
て
、
６
時
間

後
に
は
７
～
８
船
と
な
り
ま
す
。

そ
の
後
、
主
と
し
て
尿
中
に
排
泄

さ
れ
、
皿
時
間
累
積
尿
中
回
収

率
は
帥
～
ｎ
％
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
傾
向
は
点
滴
静
注
や

筋
注
の
際
に
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ

り
ま
す
。

副
作
用
の
発
現
頻
度
は
、
全

体
で
ｎ
％
と
低
く
、
特
記
す
べ

き
も
の
は
認
め
ら
れ
ず
、
一
員

環
に
な
っ
て
も
既
存
の
β
－
ラ

ク
タ
ム
剤
と
同
様
弱
毒
性
の
本

質
は
変
わ
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

以
上
、
本
剤
は
抗
菌
機
序
、

体
内
動
態
、
安
全
性
に
関
し
て

は
ペ
ニ
シ
リ
ン
系
や
セ
フ
ェ
ム

系
と
同
様
の
捉
え
方
を
し
つ
つ

鋭
く
グ
ラ
ム
陰
性
菌
を
攻
撃
で

き
る
薬
剤
と
言
え
ま
す
。
ま
た
、

ア
ミ
ノ
糖
系
薬
剤
と
の
相
乗
効

果
を
利
用
し
て
薬
剤
耐
性
の
強

い
緑
膿
菌
を
攻
撃
す
る
と
か
、

ア
ミ
ノ
糖
系
の
用
量
を
減
ら
し

て
中
毒
性
副
作
用
を
軽
減
す
る

等
、
他
剤
と
の
合
理
的
な
併
用

を
工
夫
で
き
る
要
素
を
多
く
待

っ
た
薬
剤
と
も
言
え
ま
し
ょ
う
。

近
年
、
新
し
い
抗
生
剤
が
出

現
す
る
た
び
に
、
抗
菌
ス
ペ
ク

ト
ル
の
広
域
性
が
強
調
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
、
こ
う

し
た
薬
剤
に
は
四
二
三
ｍ
ぎ
ご
の

要
素
は
待
つ
も
の
の
、
逆
に
焦

点
が
拡
散
し
て
安
易
な
選
択
に

向
か
わ
せ
る
問
題
を
与
え
て
い

た
こ
と
も
否
定
で
き
ま
せ
ん
。

本
剤
は
こ
の
よ
う
な
医
療
の
場

に
再
検
討
を
試
み
さ
せ
る
役
割

を
演
じ
る
薬
剤
で
は
な
か
ろ
う

か
と
考
え
ら
れ
ま

（
薬
品
情
報
室
長

藤
田
育
志
）

、二軍
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十階西ＮＳは、精神科が三十四床、神経科が九床の混合病棟になっています。しかし、実際の病棟管理上では、閉鎖病棟が二十五床、開放病棟が十八床という二病棟を一ＮＳの十六名の看護職員が担当している状況です。このため閉鎖病棟と開放病棟とで勤務する時の看護の視点の切り替えが難しいとのスタッフの話です。閉鎖病棟の中に入っ
てしま厚７と

、

開放病棟の様子は全くわからないため、日中も夜間も開放と閉鎖の病棟に担当を分けて業務
しています。十階西ＮＳの看護内容の特徴は、第一にレクリエーション活動が挙げられると思います。今年の院外の行事予定では、合同レク主催の麻雀大会（五月終了）、ソフトボール大会（七月雨のため中止）、バレーボール大会（九月）、卓球大会（十月）、文化祭（十一月）、百人一首大会（二月）、文集づくり（三月）となっており、病棟主催の花見（五月雨のため中止）、運動会（六月）、炊事遠足（九月）と毎月実施されています。院外へ出かける時には、大学のバスで送り迎えしていただき、また、給食
には朝早くから弁当づくりをお願いし、いつも心よく協力していただいております。そして日常的には、月曜日と木曜日の午後に体育館を借り運動をし、病棟の
中では、レクリエーション係が企画したプログラムをもとに、クリスマス会や器楽演奏会をはじめ、ゲームをしたり、写生をしたり、手工芸に取り組んでいます。第二の特徴は、受持制の看護体制をとっていることです。入院時のオリエンテーションから始まり、退院まで受持看護婦が責任をもって看護しています。主治医との治療方針の確認をはじめ、看護計画の立案やカンファレンスを行い患者が早期に退院できるように努力しています。しかし、長期の入院治療の必要な患者や再入院の患者も多く、家族との連絡調整も大切な業務となっています。患者との

関係はもとより、家族との関係も密となっており、「看護婦の○○さんを…」と受持看護婦に用件を言って来られる家族が多くいらっしゃいます。また、退院してからも元の受侍看護婦に色々と相談に来られる患者も多く、業務の合い間に出来る限りの対応をしています。（看護婦長千葉秀子）※求む〃レク指導のボランティァ・寄付して下さい〃スポーツ用品、ゲーム用品、楽器、書籍※

昭和六十二年度「病院一三１ス」編集委員
委員長海野教授（耳鼻咽喉科）委員関谷講師

〃〃〃〃〃〃〃

（第三内科）
毛利講師（精神科神経科）竹井講師

（放射線科）信岡技師長（検査部）阿久津副部長（薬剤部）増岡副部長（看護部）山下課長補佐（庶務課）鈴木課長補佐（医事課）

廷患者数 稼働率 廷患者数

４月 1５，５７３ 
人

86.5 
％ 

1５，２０５ 
人

５月 1５，９１５ 85.6 1４，７６４ 

６月 1５，６９０ 8７．２ 1６，２１９ 

７月 1６，２２２ 8７．２ 1６，７４０ 

８月 1６，０３２ 86.2 1５，７９６ 
累計

(62.4～８） 7９，４３２ 86.5 78,724 

精神療法は精神科医療のなかで技術料が認められる数少ないものの一つである。これは精神科専門医が一定の治療計画に基づいて患者に精神的に働きかけることで、一回につき六十点（六百円）を請求できる。当科においても最近、患者を診察（面接）した場合には原則としてこの精神療法料を請求することにした。このことは精神科医のァイデンティティのために犬
変好ましいことと思えるが、患者には今のところ十分に理解されているとはいえないようである。患者の多くは簡単な説明で容易に納得してくれるが、戸惑いを示す患者も少なくない。また、納得はしても必ずしも技術料としての意味を理解したとは限らない。これは、医療に対する料金とは薬や注射、手術あるいは検査に支払われる代価であり、これらに伴う、あるいはこれら全体を包括する（精神療法的）配慮は付随的なもの、つまりサービスに過ぎないという認識があることによ
るのであろう。この
配

慮を一般にムンテラと称し、専ら患者を説得するために用いられる傾向にあるが、本来ムンテラとは医療の本質的部分とさえいえるものであり、最新の機器を駆使する近代医学においてもこのムンテラの巧拙が治療効果に大きな影響を及ぼすのは事実である。ムンテラは饒舌である必要はなく、要は個々の患者の立場を十分に理解した上で、適切な言葉や態度で状況を説明し、治療への協力を得ることが目
的である。

ムンテラには精神療法と
共通するところがあり、用い方によっては精神療法的になり得るが、両者には根本的な違いがある。それは精神療法ではムンテラと異なり、医師から患者への一方通行ではなく、むしろ患者からのメッセージが中心になることである。したがって患者の〃こころき、これを〃聴く

〃

〃

を開ことが精神療法の基本になる。患者が自らの言葉で自らを表現できるように様々な援助をする。この援助の仕方が精神療法の技法であり、患者の内面の言語化を促進するための方法である。

精神療法は多大な労力と時間を要する作業であり、困難を極めることも多い。われわれ精神科医は日頃そのための習練を積んでいる訳であるが、これに対する技術料が患者にも正当に理解されるようになることが精神科］医療の質の向上に繋がると思
われる。

（精神科神経科毛利義臣）
況状療診

来外院入卜
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去
る
八
月
六
日
（
木
）
、
本

院
に
お
い
て
本
年
度
第
一
回
目

の
消
防
訓
練
を
行
い
ま
し
た
。

当
日
は
七
階
東
病
棟
リ
ネ
ン

室
か
ら
出
火
し
た
と
の
想
定
の

も
と
に
本
学
自
衛
消
防
隊
に
よ

る
通
報
連
絡
、
初
期
消
火
、
並

び
に
避
難
誘
導
を
主
と
し
た
総

合
訓
練
と
し
て
実
施
し
ま
し
た
。

訓
練
に
参
加
い
た
だ
い
た
方

々
を
は
じ
め
、
各
方
面
で
ご
協

力
を
い
た
だ
い
た
皆
様
方
に
は

本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

訓
練
の
結
果
は
、
お
お
む
ね

当
初
の
期
待
に
沿
う
成
果
を
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
考

え
て
お
り
ま
す
が
、
今
後
改
善

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ

ら
れ
た
こ
と
も
い
く
つ
か
ご
ざ

い
ま
し
た
し
、
ま
た
、
訓
練
を

通
じ
て
各
自
反
省
す
べ
き
点
も

あ
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま

し
た
の
で
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て

は
、
今
後
各
担
当
の
皆
様
方
と

再
検
討
を
含
め
て
研
究
し
、
改

善
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
。

ご
存
知
の
よ
う
に
、
本
学
に

は
常
時
五
○
○
人
を
超
え
る
人

達
が
入
院
し
て
お
り
、
こ
の
た

め
防
火
に
つ
い
て
は
特
に
気
を

配
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
が
、
不
幸
に
し
て
火
炎
が
発

生
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
被
害

を
最
少
限
に
止
ど
め
る
た
め
、

職
員
の
迅
速
か
つ
適
切
な
行
動

が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。こ
れ
ら
一
連
の
行
動
は
、
訓

練
後
の
南
消
防
署
長
の
講
評
に

も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
訓
練

の
繰
り
返
し
に
よ
り
各
自
が
身

に
つ
け
る
も
の
で
あ
る
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

こ
の
た
め
今
後
も
定
期
的
に

消
防
訓
練
を
計
画
実
施
し
て
い

く
予
定
で
お
り
ま
す
の
で
、
こ

れ
ら
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
多

数
の
皆
様
方
の
参
加
、
並
び
に

ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

〃
防
火
の
大
役

あ
な
た
が
主
役
“

（
会
計
課
）

今
日
の
天
気
さ
え
も
わ
か
ら

な
い
と
い
う
、
窓
の
な
い
地
下

の
一
室
に
給
食
係
事
務
室
が
あ

り
、
そ
こ
に
栄
養
士
四
名
が
お

り
ま
す
。

栄
養
士
の
一
日
は
、
毎
朝
の

献
立
説
明
に
始
ま
り
、
一
般
食

・
特
別
食
の
献
立
作
成
、
仕
込

伝
票
作
成
、
材
料
の
検
収
、
調

理
さ
れ
た
食
事
の
チ
ェ
ッ
ク
、

各
Ｎ
Ｓ
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
食

事
菱
の
整
理
、
下
膳
後
の
残
食

調
査
等
、
事
務
室
と
厨
房
の
中

を
フ
ル
回
転
し
な
が
ら
主
な
業

務
が
終
了
し
ま
す
。 鍵

篝鰯;薑鑿曇1髪

鍵
っ
て
、
『
お
い
し
い
治
療
食
』

を
目
指
す
こ
と
は
目
標
の
一
つ

で
あ
り
、
患
者
さ
ん
に
心
か
ら

喜
ば
れ
る
食
事
を
出
す
よ
う
工

夫
検
討
し
て
い
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

献
立
数
約
八
○
種
、
一
日
に

約
一
、
四
○
○
食
の
食
事
を
出

し
て
い
ま
す
が
、
年
々
個
人
オ

ー
ダ
ー
が
増
え
て
き
て
お
り
、

多
様
化
す
る
病
態
栄
養
に
追
い

つ
か
な
く
な
る
こ
と
も
あ
り
、

さ
ん
に
は
、
食
事
を

残
さ
な
い
で
食
べ
て

も
ら
う
よ
う
に
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

人
間
が
人
間
ら
し

く
生
活
す
る
上
で
欠

か
せ
な
い
「
お
い
し

さ
」
、
「
食
事
の
楽
し

み
」
を
入
院
と
い
う

特
殊
状
況
下
で
い
か

に
実
現
し
て
い
く
か
。

病
院
栄
養
士
に
と

が
、
病
院
給
食
の
一
一
一
悪
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
が
、
病
状
に
適
し

た
栄
養
を
給
与
し
、
そ
の
病
態

の
治
療
促
進
を
図
る
こ
と
が
私

達
の
目
標
で
あ
り
、
き
め
の
細

か
い
サ
ー
ビ
ス
が
で
き
る
よ
う

努
力
し
て
い
ま
す
。

食
事
療
法
が
治
療
の
主
体
と

な
る
も
の
も
多
く
、
病
院
給
食

は
食
事
療
法
を
実
践
す
る
場
と

な
る
の
で
、
で
き
る
だ
け
患
者

いががム

、早らとグ
冷いも呼ル
た、‐ぱメ
いま夕れブ
ーず食な１

適
切
な
食
生
活
が
で
き
る
よ

う
な
食
事
指
導
を
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

今
後
も
さ
ら
に
治
療
の

一
環
と
し
て
の
役
割
を
果
た

し
て
い
く
た
め
、
患
者
給
食

業
務
・
栄
養
指
導
に
と
意
欲

的
に
取
り
組
み
、
努
力
し
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

（
医
事
課
給
食
係
）
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約
束
食
事
菱
の
見
直
し
を

迫
ら
れ
て
い
る
現
状
に
あ
り

ま
す
。

ま
た
、
成
人
病
・
慢
性
疾

患
の
増
加
に
伴
い
、
こ
れ
ら

が
食
生
活
に
深
く
関
係
し
て

い
る
と
唱
え
ら
れ
、
栄
養
指

導
の
重
要
性
が
高
ま
り
、
そ

の
充
実
を
図
る
た
め
二
一
一
階

の
栄
養
相
談
室
に
は
専
任
栄

養
士
が
常
駐
し
、
患
者
さ
ん

か
ら
の
栄
養
相
談
に
当
っ
て

お
り
ま
す
。

食
事
に
関
す
る
質
問
・
相

談
が
あ
り
ま
し
た
ら
気
軽

に
お
立
ち
寄
り
下
さ
い
。

病
院
給
食
は

治
療
の
一
環
で

あ
る
と
同
時
に

治
療
効
果
を
上

げ
る
た
め
、
栄

養
士
は
患
者
さ

ん
に
食
事
療
法

の
重
要
性
を
説

き
、
実
際
に
作

る
方
法
を
指
導

し
、
退
院
後
も

家
庭
に
お
い
て

日
本
人
の
平
均
寿
命
が
年
々
延

び
て
来
て
、
今
や
男
女
共
に
世
界

一
の
長
寿
国
と
な
っ
た
。
親
が
生

き
た
年
令
よ
り
長
生
き
す
る
こ
と

は
親
孝
行
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
私

の
母
親
は
若
く
し
て
死
亡
し
た
の

で
、
既
に
母
親
へ
の
孝
行
は
済
ん

だ
が
、
父
親
が
死
亡
し
た
年
令
に

は
未
だ
達
し
て
い
な
い
。
私
自
身

が
二
十
一
世
紀
ま
で
生
き
ら
れ
る

か
ど
う
か
、
以
前
は
半
信
半
疑
で

あ
っ
た
。
現
在
で
は
、
私
と
同
世
代

の
人
々
の
大
部
分
は
多
分
大
丈
夫
だ

と
思
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
ん
な
訳
も
あ
っ
て
、
先
日
、
千

葉
大
学
本
間
三
郎
教
授
に
「
一
一

十
一
世
紀
の
医
学
」
と
い
う
講
演

を
し
て
い
た
だ
い
た
。
本
間
教
授

は
学
術
会
議
第
七
部
の
責
任
者
で

も
あ
り
、
特
定
研
究
三
十
一
世

紀
の
医
療
と
医
学
」
の
ま
と
め
役

で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ

か
ら
の
医
療
技
術
、
医
学
研
究
技

術
は
ど
ん
ど
ん
進
歩
し
て
い
く
か

ら
、
そ
れ
に
対
処
し
て
い
か
ね
ば

な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
が
、

精
神
面
で
も
そ
れ
に
付
い
て
い
か

ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
講
演

の
主
旨
で
あ
っ
た
。
講
演
の
中
で

ヘ
ル
シ
ン
キ
宣
言
や
脳
死
の
問
題

に
も
触
れ
ら
れ
た
が
、
｜
ロ
に
医
の

倫
理
と
言
っ
て
も
日
本
人
に
は
日

本
人
と
し
て
の
考
え
方
の
基
盤
が

あ
る
。
そ
れ
を
全
く
無
視
し
て
、

考
え
方
の
直
輸
入
を
す
る
と
、
ど
う

し
て
も
無
理
が
起
る
と
い
う
の
が

鮫
島
病
院
長
の
発
言
で
あ
っ
た
。

他
人
の
立
場
に
な
っ
て
物
事

を
考
え
た
り
、
言
っ
た
り
、
行

動
し
た
り
す
る
の
は
容
易
な
こ

と
で
は
な
い
。
良
か
れ
と
思
っ

た
事
が
必
ず
し
も
相
手
側
の
満

足
に
つ
な
が
ら
な
い
こ
と
は
し

ば
し
ば
あ
る
。
年
長
者
と
若
い

者
と
の
間
に
も
相
違
が
あ
る
。

診
療
室
で
医
療
従
事
者
と
患
者

と
の
立
場
を
同
じ
よ
う
に
す
る

た
め
に
椅
子
を
同
じ
く
し
た
り
、

服
装
を
同
じ
く
し
た
り
し
て
み

て
も
、
そ
れ
は
形
だ
け
を
示
す

に
過
ぎ
な
い
。
確
か
に
そ
れ
は

環
境
や
条
件
を
変
え
て
、
患
者

を
リ
ラ
ッ
ク
ス
さ
せ
る
効
果
は

あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
何
の

た
め
に
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
か

が
分
っ
て
い
て
、
精
神
面
で
も

相
手
と
同
じ
立
場
に
な
れ
る
と

い
う
こ
と
が
最
も
大
切
で
あ
ろ
う
。

私
は
形
だ
け
に
か
か
わ
る
の

は
好
き
で
な
い
。
二
十
一
世
紀

の
医
療
の
形
は
こ
う
あ
る
べ
き

と
か
、
老
人
医
療
の
形
は
こ
う

あ
る
べ
き
と
か
、
Ｐ
Ｏ
Ｓ
の
形

は
こ
う
あ
る
べ
き
と
か
、
形
式

だ
け
を
重
視
し
て
、
そ
れ
で
満

足
し
て
し
ま
っ
て
は
空
し
い
。

形
式
を
守
っ
て
い
る
の
だ
か
ら

自
分
は
正
し
い
と
信
じ
て
し
ま

っ
て
は
進
歩
が
な
い
。
形
式
も

重
要
で
は
あ
る
が
、
そ
の
形
式

が
生
じ
た
精
神
を
理
解
し
て
、

相
手
か
ら
指
摘
さ
れ
た
こ
と
は

積
極
的
に
と
り
入
れ
、
自
己
の

最
善
を
尽
す
こ
と
が
重
要
な
の

で
あ
ろ
う
。

（
編
集
委
員
長
海
野
徳
二
）


