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ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患

を
診
て
い
る
と
、
患

者
さ
ん
の
数
と
そ
の

構
成
が
季
節
に
よ
り

大
き
く
変
動
す
る
こ

と
を
実
感
す
る
。
診

て
い
る
方
は
さ
な
が
ら
季
節
労

働
者
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る

▼
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
数
年
は
そ

の
状
況
が
少
し
変
化
し
て
き
て

い
る
よ
う
に
思
え
る
。
従
来
は

三
月
ご
ろ
に
は
ス
ギ
花
粉
症
の

患
者
さ
ん
が
集
中
的
に
来
院

し
、
そ
の
後
四
月
の
後
半
か
ら

イ
ネ
科
花
粉
症
が
出
現
し
、
梅

雨
に
な
る
と
ぴ
っ
た
り
と
終

わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
イ
ネ
科

花
粉
症
は
症
状
が
激
し
い
場
合

も
多
く
、
二
〇
〇
八
年
ご
ろ
の

記
録
を
見
る
と
、
ほ
ぼ
全
て
の

イ
ネ
科
花
粉
症
の
患
者
さ
ん
の

発
症
日
が
記
載
さ
れ
て
い
る
▼

一
方
、
こ
こ
数
年
は
ス
ギ
花
粉

症
に
引
き
続
き
イ
ネ
科
花
粉
症

を
発
症
し
、
イ
ネ
科
花
粉
症
の

発
症
日
が
不
詳
と
い
う
例
が
増

え
て
き
て
い
る
。
何
年
か
前
に

も
本
欄
に
同
じ
よ
う
な
こ
と
を

書
い
た
記
憶
が
あ
る
が
、
こ
の

傾
向
は
年
々
顕
著
に
な
っ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
▼
家
屋
の
密
閉

性
が
高
く
な
り
、
ス
ギ
花
粉
が

飛
散
時
期
を
過
ぎ
て
も
室
内
に

残
存
し
て
い
る
と
も
言
わ
れ
て

い
る
が
、
気
温
が
高
く
な
る
の

が
早
く
な
り
、
イ
ネ
科
花
粉
が

早
く
飛
散
し
始
め
る
と
い
う
こ

と
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
そ
れ
に
加
え
て
今
年
は
四

月
末
に
な
っ
て
も
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
が
完
全
に
は
収
束
せ
ず
、

さ
ら
に
い
つ
も
と
違
う
感
じ
で

あ
っ
た
。
地
球
が
だ
ん
だ
ん
お

か
し
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
、
診
察
室
に
い
て
心
配

に
な
る
こ
と
を
杞
憂
と
言
っ
て

し
ま
っ
て
も
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

社
会
保
障
セ
ミ
ナ
ー
が
、

「
認
知
症
と
人
権
～
当
事
者
主

権
の
認
知
症
ケ
ア
～
」
を
テ
ー

マ
に
二
年
半
ぶ
り
に
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
厚
生
労
働
省
が
昨
年

に
策
定
し
た
「
認
知
症
施
策
推

進
総
合
戦
略
（
新
オ
レ
ン
ジ
プ

ラ
ン
）」
で
も
、「
認
知
症
の

人
の
意
思
が
尊
重
さ
れ
、
で
き

る
限
り
住
み
慣
れ
た
地
域
の
よ

い
環
境
で
自
分
ら
し
く
暮
ら
し

つ
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
社
会

の
実
現
を
目
指
す
」
と
提
起
し

て
お
り
、
そ
の
た
め
に
は
社
会

の
価
値
観
を
含
め
て
、
さ
ま
ざ

ま
な
課
題
を
解
決
し
て
い
か
な

く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
認
知
症

の
人
が
住
み
よ
い
社
会
が
ど
う

い
う
社
会
な
の
か
は
、
ま
ず
当

事
者
の
方
に
聞
い
て
み
る
べ
き

で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
意
識

で
、
こ
の
セ
ミ
ナ
ー
を
企
画
し

ま
し
た
。

レ
ビ
ー
小
体
病
と 

闘
病
し
て

ま
ず
、
レ
ビ
ー
小
体
病
の
樋

口
直
美
さ
ん
か
ら
、
こ
れ
ま
で

の
闘
病
歴
の
中
で
経
験
さ
れ
、

考
え
ら
れ
た
こ
と
が
具
体
的
に

述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
レ
ビ
ー
小

体
病
は
時
間
の
把
握
が
と
て
も

難
し
い
こ
と
が
特
徴
で
す
が
、

タ
イ
マ
ー
を
う
ま
く
活
用
し
、

時
間
ぴ
っ
た
り
で
五
十
分
間
話

さ
れ
ま
し
た
。

当
時
は
、
医
師
か
ら
の
説
明

を
聞
い
て
、
と
て
も
重
大
な
こ

と
な
の
に
あ
っ
さ
り
と
言
わ
れ

た
よ
う
な
、
放
り
出
さ
れ
た

よ
う
な
印
象
だ
っ
た
そ
う
で

す
。
予
後
に
つ
い
て
の
説
明
で

は
、
進
行
し
て
い
く
と
Ｂ
Ｐ
Ｓ

Ｄ
（
周
辺
症
状
）
が
出
て
、
家

族
に
迷
惑
を
か
け
な
が
ら
死
ん

で
い
く
な
ど
と
言
わ
れ
、
身
も

蓋
も
な
い
感
じ
を
持
っ
た
と
の

こ
と
で
す
。
私
自
身
、
医
師
と

し
て
自
分
が
患
者
さ
ん
に
話
し

て
い
る
こ
と
を
、
患
者
さ
ん
は

ど
う
受
け
止
め
て
い
る
の
か
を

常
に
意
識
し
な
が
ら
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
っ
て
い
く
必

要
が
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。

ス
ト
レ
ス
が
病
状
悪
化
の
要

因
と
な
り
、
逆
に
安
心
す
る
と

症
状
が
改
善
す
る
こ
と
、
認
知

症
に
な
っ
て
も
、
そ
の
人
の
一

部
の
認
知
能
力
が
低
下
す
る
だ

け
な
の
に
、
全
て
の
機
能
が
低

下
す
る
と
い
う
誤
解
が
あ
る
こ

と
、
認
知
症
で
も
出
来
る
こ
と

は
た
く
さ
ん
あ
り
、
Ｂ
Ｐ
Ｓ
Ｄ

と
言
わ
れ
る
こ
と
も
当
事
者
に

と
っ
て
は
普
通
の
反
応
で
あ
る

こ
と
な
ど
、
本
人
で
な
い
と
分

か
ら
な
い
こ
と
が
聞
け
ま
し

た
。
わ
れ
わ
れ
参
加
者
へ
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
は
、
と
に

か
く
勉
強
し
て
欲
し
い
、
本
人

も
家
族
も
医
師
も
看
護
師
も
介

護
職
も
、
皆
が
勉
強
し
て
欲
し

い
と
話
さ
れ
ま
し
た
。

課
題 

ま
だ
ま
だ
多
く

相
山
馨
さ
ん
（
富
山
国
際
大

学
准
教
授
）
か
ら
は
、
在
宅
介

護
に
お
け
る
介
護
負
担
の
要
因

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
介

護
者
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
を

行
っ
た
結
果
が
報
告
さ
れ
ま
し

た
。
当
事
者
主
権
を
考
え
る
上

で
、
介
護
者

へ
の
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
が
必

要
な
こ
と

は
明
ら
か

で
、「
介
護

者
の
ケ
ア
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト

ア
セ
ス
メ
ン

ト
ツ
ー
ル
活

用
マ
ニ
ュ
ア

ル
」
と
い
う

小
冊
子
を
会

場
で
配
付
さ

れ
ま
し
た
。

城
北
ク
リ

ニ
ッ
ク
院
長

の
大
川
は
、「
医
療
は
認
知
症

の
人
に
出
会
え
る
か
」
と
い
う

タ
イ
ト
ル
で
話
し
ま
し
た
。
ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
い
う

観
点
か
ら
、
認
知
症
の
高
齢
者

が
入
院
す
る
と
、
い
か
に
ダ

メ
ー
ジ
を
受
け
る
か
と
い
う
こ

と
を
解
説
し
ま
し
た
。
続
い

て
、
医
師
に
対
す
る
要
望
を
い

く
つ
か
の
書
物
か
ら
の
引
用
で

紹
介
し
、
最
後
に
憲
法
十
三
条

の
「
す
べ
て
国
民
は
、
個
人
と

し
て
尊
重
さ
れ
る
」
が
、
自
民

党
の
憲
法
改
正
草
案
で
は
「
す

べ
て
国
民
は
、
人
と
し
て
尊
重

さ
れ
る
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と

に
ど
う
い
う
問
題
が
あ
る
の
か

を
認
知
症
ケ
ア
と
の
関
連
で
解

説
し
ま
し
た
。

井
上
英
夫
さ
ん
（
金
沢
大
学

名
誉
教
授
）
は
、「
障
害
者
」

と
「
障
害
の
あ
る
人
」
の
違
い

は
、「
認
知
症
者
」
と
「
た
ま

た
ま
認
知
能
力
の
一
部
に
低
下

が
出
て
き
た
〇
〇
さ
ん
」
の
違

い
と
同
様
で
あ
る
こ
と
、
ケ
ア

の
保
障
に
「
自
助
」
を
真
っ
先

に
持
っ
て
く
る
の
は
明
治
憲
法

レ
ベ
ル
で
あ
る
こ
と
、
人
間
の

尊
厳
と
は
自
己
決
定
で
き
る
こ

と
が
基
本
だ
が
、
そ
れ
は
権
利

と
し
て
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
一
方
、
日
本
で
言
わ
れ

て
い
る
自
己
決
定
の
欺
瞞
性
も

指
摘
さ
れ
ま
し
た
。

総
合
討
論
は
時
間
が
と
れ
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
樋
口
さ
ん
か

ら
は
認
知
症
の
人
が
カ
ミ
ン
グ

ア
ウ
ト
し
た
際
に
、
一
方
で
は

何
も
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
い
う

決
め
つ
け
、
一
方
で
は
認
知
症

が
あ
る
の
に
そ
ん
な
こ
と
が
言

え
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
決
め

つ
け
が
あ
る
と
の
発
言
が
あ
り

ま
し
た
。
認
知
症
と
人
権
を
め

ぐ
る
課
題
も
ま
だ
ま
だ
多
く
、

こ
れ
か
ら
も
課
題
を
整
理
し
て

社
会
保
障
セ
ミ
ナ
ー
を
企
画
し

な
く
て
は
と
思
い
ま
し
た
。

社
会
保
障
セ
ミ
ナ
ー

副
会
長

　大
川

　義
弘
（
金
沢
市
・
内
科
）

認
知
症
と
人
権

　当
事
者
と
共
に
ケ
ア
を
考
え
る

『
石
川
保
険
医
新
聞
』８
月
号 

原
稿
募
集
中
!

　
　
　
詳
し
く
は
同
封
の
案
内
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

樋口直美氏（レビー小体病と共に生きる本人）

大川義弘副会長（城北クリニック院長）

相山馨氏（富山国際大学准教授）

井上英夫氏（金沢大学名誉教授）

150人が参加し、開催された（5月29日・ホテル金沢）

石 川 保 険 医 新 聞 第530号（1）2016年6月15日（毎月15日発行）



メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ

シ
ー
と
は
、「
情
報
メ

デ
ィ
ア
を
主
体
的
に
読

み
解
い
て
必
要
な
情
報

を
引
き
出
し
、
そ
の
真

偽
を
見
抜
き
、
活
用
す

る
能
力
の
こ
と
」
で
あ
る
。
わ
れ
わ

れ
の
周
り
に
は
情
報
が
あ
ふ
れ
て
い

る
が
、
そ
の
情
報
を
読
み
解
き
、
正

し
い
判
断
が
果
た
し
て
で
き
て
い
る

だ
ろ
う
か
。

先
日
、
国
連
「
表
現
の
自
由
」
特

別
報
告
者
の
デ
ビ
ッ
ド
・
ケ
イ
氏

が
、
日
本
の
報
道
の
自
由
を
巡
る
懸

念
は
「
よ
り
深
ま
っ
た
」
と
し
て
、

放
送
局
に
「
政
治
的
に
公
平
で
あ
る

こ
と
」
を
定
め
た
放
送
法
第
四
条
や

特
定
秘
密
保
護
法
の
「
改
正
が
必

要
」
と
提
言
し
た
。
私
た
ち
が
接
す

る
情
報
は
す
で
に
制
限
さ
れ
た
も
の

に
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
伊
丹
万
作

氏
が
終
戦
後
、「
多
く
の
人
が
、
今

度
の
戦
争
で
だ
ま
さ
れ
て
い
た
と
い

う
。（
中
略
）『
だ
ま
さ
れ
て
い
た
』

と
い
っ
て
平
気
で
い
ら
れ
る
国
民
な

ら
、
お
そ
ら
く
今
後
も
何
度
で
も
だ

ま
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
い
や
、
現
在
で

も
す
で
に
別
の
う
そ
に
よ
っ
て
だ
ま

さ
れ
始
め
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
の

で
あ
る
」
と
鋭
く
指
摘
し
て
い
る
。

メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
と
い
う

点
か
ら
「
国
民
皆
保
険
」
を
考
え
て

み
よ
う
。
現
政
権
は
「
国
民
皆
保

険
」
を
守
る
と
言
っ
て
い
る
が
、
実

際
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
国
民
皆
保
険

は
、
単
に
国
民
が
公
的
保
険
に
加
入

し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
い

（
こ
れ
す
ら
、
資
格
証
明
書
、
短
期

保
険
証
の
存
在
な
ど
か
ら
す
で
に
怪

し
い
が
）。
必
要
十
分
な
医
療
が
現

物
で
給
付
さ
れ
る
こ
と
、
そ
の
際
の

負
担
は
応
能
的
で
あ
る
こ
と
も
含
ま

れ
る
。
だ
が
現
実
は
、
三
割
の
自
己

負
担
に
耐
え
ら
れ
ず
医
療
を
受
け
る

こ
と
が
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
患

者
申
出
療
養
と
い
う
名
の
混
合
診
療

が
拡
大
し
て
い
る
こ
と
、
保
険
給
付

範
囲
の
縮
小
が
続
い
て
い
る
こ
と
な

ど
、
す
で
に
国
民
皆
保
険
は
切
り
崩

さ
れ
て
い
る
し
、
今
後
ま
す
ま
す

そ
の
傾
向
は
強
く
な
っ
て
い
く
だ

ろ
う
。

国
民
皆
保
険
の
危
機
と
も
言
う
べ

き
事
態
が
進
行
し
て
い
る
こ
と
を
、

国
民
は
ど
の
程
度
知
っ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
国
民
の
情
報
源
は
メ
デ
ィ

ア
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
、
メ
デ
ィ

ア
が
流
す
情
報
自
体
が
意
図
的
に
操

作
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ

の
実
態
を
正
確
に
患
者
や
市
民
に
伝

え
て
い
く
こ
と
が
、
協
会
と
し
て
切

に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
分
か
り
や
す

く
、
簡
潔
に
患
者
さ
ん
に
実
態
を
正

確
に
伝
え
、
真
の
意
味
で
国
民
皆
保

険
を
守
っ
て
い
く
と
い
う
機
運
を
盛

り
上
げ
て
い
こ
う
。
正
し
い
情
報
を

持
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
が
広
が
ら
な

け
れ
ば
意
味
は
無
い
の
で
あ
る
。

メ
デ
ィ
ア・リ
テ
ラ
シ
ー
と

保
険
医
協
会

国
民
皆
保
険
の
危
機

　
　
　

 

市
民
へ
発
信
を

「憲法改正」という言葉が現政権から発せられ、自民党からはその草
案も出ている。もちろん現行憲法には改正に関する規定があり、時代に
合わない条項があれば改正も視野に、大いに議論するべきである。核武
装の強化を公言してはばからない国が近くにあり、国民の安全をいかに
守るかという観点から、九条に関しても多様な意見があることは当然の
ことと言える。
しかしながら、この「自民党憲法改正草案（以下「草案」）」は目を覆
うばかりのものである。まずその根本的な問題は、この草案が政権政党
から発せられたものであるということである。そもそも憲法は国民を縛
るものではなく国家を縛るものであり、国民が国家に守らせるものであ
るということは立憲政治の出発点である。したがって、憲法改正は主権
者たる国民の側から発せられるはずのものであり、実際には国民の代表
である国会議員がこれを発議するという憲法の規定はこれに矛盾しな
い。にもかかわらず政権側が改正を画策し、その草案の中で御丁寧にも
「すべて国民は、この憲法を尊重しなくてはならない」などと記すに
至っては本当に開いた口がふさがらない。
また、この草案の内容に関しても問題点が数多くある。中でも九十七
条が完全に削除されてしまっていることは重要である。九十七条とは
「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自
由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪
へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として
信託されたものである」という条文で、改正に係る規定を記した九十六
条と、この憲法が国の最高法規であると明記している九十八条の間に据
えられている。このことは基本的人権を蹂躙するような改正が行われれ
ば、それはもはや日本国憲法の名に値しないことを示しているとも考え
られる。それが丸ごと無くなっているのである。さらには十三条で幸福
追求権が、現行の「公共の福祉に反しない限り」から「公益及び公の秩
序に反しない限り」と書き換えられている。この「公益及び公の秩序」
という文言はそこここに散りばめられており、時の権力者が「公の秩序
の維持」を名目に人権を制限することが可能になるのである。
これだけでもこの草案はとんでもないものなのであるが、マスコミも
あまり話題にしていないようである。もしこのことを意識的に避けるの
ならば、マスコミにとってもまさしく自殺行為である。憲法は国の形の
根幹を成すものであり、立場や意見の相違はあって当然であるが、これ
に関する議論に無感心でいることがあってはならないと考える。　

社
会
は
多
く
の
人
た
ち
の

善
意
で
成
り
立
っ
て
い
る
。

し
か
し
時
に
は
、
そ
れ
が
空

回
り
す
る
こ
と
も
あ
る
よ

う
だ
。「
ワ
ク
チ
ン
」
を
見

る
と
そ
ん
な
感
が
な
い
で
も

な
い
。

「
ワ
ク
チ
ン
」
が
わ
が

国
に
紹
介
さ
れ
た
の
は

一
八
四
八
年
。
出
島
に
着
任

し
た
オ
ッ
ト
ー
・
モ
ニ
ケ
に

よ
り
種
痘
が
導
入
さ
れ
た
。

天
然
痘
の
感
染
力
は
強
く
、

死
に
至
る
疫
病
と
し
て
人
々

か
ら
恐
れ
ら
れ
て
い
た
が
、

種
痘
の
普
及
で
そ
の
発
生
数

は
激
減
し
、
一
九
八
〇
年
、

Ｗ
Ｈ
Ｏ
は
天
然
痘
根
絶
を
宣

言
し
た
。
蘭
方
医
の
醸
金
で

設
立
さ
れ
た
「
お
玉
が
池
種

痘
所
」
が
東
大
医
学
部
の
前

身
で
あ
り
、
現
代
医
学
の
底

流
に
は
こ
の
種
痘
の
成
功
体

験
が
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言

で
は
な
か
ろ
う
。

今
の
わ
が
国
で
は
、
予
防

接
種
法
に
基
づ
き
十
一
の
感

染
症
の
ワ
ク
チ
ン
が
定
期
接

種
化
さ
れ
て
い
る
。
ワ
ク
チ

ン
で
Ｈ
Ｐ
Ｖ
感
染
を
ブ
ロ
ッ

ク
す
れ
ば
子
宮
頸
が
ん
死
は

減
る
と
二
〇
一
三
年
四
月
、

異
例
と
も
言
え
る
ス
ピ
ー
ド

で
Ｈ
Ｐ
Ｖ
ワ
ク
チ
ン
は
認
可

さ
れ
た
。

こ
の
ワ
ク
チ
ン
は
高
価

で
、
子
宮
頸
が
ん
死
減
少
の

実
証
も
無
く
、
未
だ
実
験
段

階
に
あ
る
と
の
批
判
は
あ
る

が
、
天
然
痘
根
絶
成
功
体
験

下
で
は
、
そ
ん
な
批
判
は
あ

げ
つ
ら
い
に
し
か
映
ら
な

い
。「
ワ
ク
チ
ン
」
は
善
き

も
の
、
こ
れ
で
子
宮
頸
が
ん

死
を
減
ら
せ
る
と
の
信
心

は
、
講
演
会
や
製
薬
会
社
の

喧
伝
で
さ
ら
に
確
た
る
も
の

と
な
り
、
各
界
で
子
宮
頸
が

ん
撲
滅
の
「
善
意
」
の
声
が

上
っ
た
。

小
さ
な
善
意
、 

大
き
な
禍
根

こ
の
Ｈ
Ｐ
Ｖ
ワ
ク
チ
ン

は
、
免
疫
記
憶
確
立
を
目
指

す
従
来
ワ
ク
チ
ン
で
は
考
え

ら
れ
な
い
よ
う
な
副
作
用
発

現
が
危
惧
さ
れ
る
。
Ｈ
Ｐ
Ｖ

は
上
皮
に
し
か
感
染
せ
ず
ウ

イ
ル
ス
血
症
は
起
こ
さ
な

い
。
だ
か
ら
、
そ
の
感
染
防

御
に
は
常
時
抗
体
を
上
皮
へ

と
滲
み
出
さ
せ
る
必
要
が
あ

る
。
そ
の
た
め
に
高
抗
体
価

維
持
を
企
図
す
る
新
ア
ジ
ュ

バ
ン
ト
が
添
加
さ
れ
、
Ｈ
Ｐ

Ｖ
ワ
ク
チ
ン
被
接
種
者
は
抗

体
を
産
生
し
続
け
る
こ
と
に

な
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
抗

体
産
生
の
異
常
で
従
来
の
ワ

ク
チ
ン
か
ら
は
予
測
も
で
き

な
い
自
己
免
疫
疾
患
発
生
も

あ
る
だ
ろ
う
。

私
た
ち
は
こ
の
ワ
ク
チ
ン

で
子
宮
頸
が
ん
死
を
減
ら
せ

る
と
信
じ
、
こ
の
ワ
ク
チ
ン

の
定
期
接
種
化
を
見
守
っ
て

き
た
。
こ
う
し
た
「
善
意
」

が
将
来
の
「
禍
根
」
と
は
決

し
て
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
心
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

打出　喜義（城北病院・婦人科）

善意の小石第6回

コラムリレー勤務医

問題点ばかりの自民党憲法改正草案
三宅　靖（金沢市・内科）

ザ・日本国憲法ザ・日本国憲法寄 稿
シリーズ㉙

（
問
題
は
8
面
に
あ
り
ま
す
）

黒
１
か
ら
３
と
打
つ
の
が
大
切
な
手
順
。

白
４
に
黒
５
、
７
で
白
死
で
す
。
黒
１
で
先

に
３
は
白
４
黒
１
白
５
で
白
生
き
。
黒
３
で

イ
は
白
３
で
コ
ウ
に
な
り
、
失
敗
で
す
。

囲

解
答

碁

イ

2
157
4

6839

☗
２
一
金
☖
１
二
玉
☗
１
三
銀

☖
同
玉
☗
２
二
銀
☖
１
二
玉
☗

１
四
飛
☖
同
馬
☗
１
三
歩
☖
同

馬
☗
１
一
銀
成
ま
で
11
手
詰
。

〈
解
説
〉
３
手
目
☗
１
三
銀
に

☖
同
玉
の
と
こ
ろ
☖
２
一
玉
な

ら
☗
４
一
飛
成
以
下
の
詰
み
。

７
手
目
☗
１
四
飛
が
打
歩
詰
を

解
消
す
る
う
ま
い
決
め
手
と
な

り
ま
す
。

☗
３
三
歩
成
☖
同
桂
☗
１
三
角

☖
２
一
玉
☗
１
一
歩
成
☖
同
玉

☗
３
一
角
成
☖
１
四
角
☗
１
二

歩
☖
同
玉
☗
１
三
金
☖
１
一
玉

☗
２
二
金
ま
で
13
手
詰
。

〈
解
説
〉
☗
３
三
歩
成
に
☖
３

一
玉
は
☗
５
三
角
で
す
。
３
手

目
☗
１
三
角
で
☖
２
一
玉
と
追

い
。
☗
１
一
歩
成
か
ら
☗
３
一

角
成
が
好
手
順
で
、
☗
１
二
歩

以
下
ピ
ッ
タ
リ
。

将
棋
解
答

（
問
題
は
8
面
に
あ
り
ま
す
）

「
数
独
」の
解
答

5
＋
6
で
、答
え
は「
11
」

（
問
題
8
面
）
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訃
報

　去
る
五
月
二
十
九
日
、
高
松
弘
明
名
誉
会
長
が
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
高
松
先
生

は
一
九
七
五
年
の
石
川
県
保
険
医
協
会
創
立
か
ら
理
事
と
し
て
ご
活
躍
さ
れ
、

一
九
九
五
年
か
ら
二
〇
〇
二
年
ま
で
保
険
医
協
会
会
長
を
務
め
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　高
松
先
生
の
こ
れ
ま
で
の
ご
功
績
と
ご
活
躍
に
心
よ
り
敬
意
と
感
謝
の
意
を
表

し
ま
す
と
共
に
、
慎
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　以
下
、
葬
儀
に
て
西
田
直
巳
会
長
が
読
み
上
げ
た
弔
辞
を
掲
載
い
た
し
ま
す
。

石
川
県
保
険
医
協
会

　役
員
・
事
務
局
員
一
同

高
松
弘
明
名
誉
会
長
が
逝
去

弔　

辞

高
松
先
生
の
ご
霊
前
に
、
石
川
県
保
険
医
協
会
を
代
表
し
て
心
か
ら
の
哀

悼
の
辞
を
捧
げ
ま
す
。

先
生
に
は
、
石
川
県
保
険
医
協
会
の
創
立
に
ご
尽
力
さ
れ
、
創
立
後
は
保

険
医
協
会
の
基
礎
を
築
き
、
今
日
の
体
制
を
築
い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
の
間
に
は
、
医
師
会
と
良
好
な
関
係
を
築
き
、
協
会
活
動
を
大
き
く
前

進
さ
せ
ま
し
た
。
理
事
会
で
は
、先
生
の
お
人
柄
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
し
ょ

う
か
、
意
見
が
自
由
に
述
べ
ら
れ
る
雰
囲
気
が
で
き
あ
が
り
ま
し
た
。
盗
難

事
件
で
は
、
銀
行
と
折
衝
し
、
財
政
破
綻
か
ら
協
会
を
救
っ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
ゴ
ル
フ
コ
ン
ペ
や
ド
ク
タ
ー
ズ
フ
ァ
ミ
リ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
で
は
、
中

心
に
な
っ
て
盛
り
上
げ
て
頂
き
ま
し
た
。

先
生
の
ご
功
績
は
ど
れ
も
、
真
の
保
険
医
運
動
に
根
ざ
す
活
動
で
あ
り
ま

し
た
。

現
在
、
石
川
県
保
険
医
協
会
は
、
先
生
の
築
か
れ
た
体
制
の
上
に
、
全
国

保
険
医
団
体
連
合
会
の
中
で
も
、
石
川
協
会
あ
り
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
に
成
長

し
て
い
ま
す
。

石
川
県
保
険
医
協
会
は
、
先
生
の
保
険
医
運
動
へ
の
思
い
を
心
に
、
こ
れ

か
ら
も
真
の
保
険
医
運
動
に
邁
進
し
て
い
き
ま
す
。

高
松
先
生
、
安
ら
か
に
お
休
み
く
だ
さ
い
。

石
川
県
保
険
医
協
会
会
長　

西
田　

直
巳

国会内集会で積み上げられた署名（5月19日）

「ストップ！患者負担増」の
署名ご協力の御礼

３月末より取り組んでおりました、「ストップ！患者負担増　さらなる患
者負担増計画の中止を求める」署名にご協力いただき、誠にありがとうござ
いました。
５月19日に、石川協会で集
約した第一次集約分705筆も
含め、全国から集まった
71,395筆（５月18日現在）を
保団連を通じて、衆議院・参
議院議長に提出しました。
保険医協会では今後も政府
の行動を注視し、患者さんを
医療から遠ざける新たな患者
負担増に対し反対運動を続け
ていく所存です。

会員の皆さまへ

８月３１日（水）
とき

ところ 申込
締切

石川県保険医協会 電話 076(222)5373　ＦＡＸ 076(231)5156
Ｅメール ishikawa-hok@doc-net.or.jp

第３１回 保団連医療研究フォーラム
参加者募集のご案内

主催　全国保険医団体連合会

メイン
テーマ

京都市・京都国際会館

「保険で良い医療」を実現する医療実践について考える
「̶開業医医療の復権」をめざして

2016年10月9日（日）～１０日（月・祝） 

●プログラムなどの詳細は同封のパンフレットをご覧ください。　●お申し込み・お問い合わせは石川県保険医協会まで。

開 催 予 告

石川県保険医協会主催

ゴルフコンペ
石川県保険医協会主催

ゴルフコンペ
と きと き

ところところ

２０１６年１０月2日（日）
午前１０時２分スタート（集合：９時３０分）

朱鷺の台カントリークラブ 能州台コース
※参加費などの詳細は本紙７月号にてご案内いたします。

「熊本地震救援募金」
ご協力の御礼

熊本地震の支援のため、保険医協会では５月１５日から救援
募金活動に取り組み、会員の皆さまからのご協力をいただきま
した。お寄せいただいた、２8０,０００円は、６月７日に保団連へ送
金しました。この救援募金は、被災した会員の救済と診療機能
の回復、復興支援に充てることとなっております。
募金をお寄せいただいた方には、近日中に領収証をお送り

いたします。ご協力を賜り、誠にありがとうございました。

石川県保険医協会

Hospital Map

病院
マップ

石川県保険医協会

年
度
版

2016

石川県内 公的・私的病院案内

～ 病診連携の一助に ～

ただいま編集中！
会員の先生には７月中旬までに
お送りする予定です。
今しばらくお待ちください。

（石川県保険医協会  医療福祉部）
7月10日発行予定

2016
年度版『病院マップ』
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二
〇
一
三
年
六
月
に
、
冊
子

『
お
口
の
機
能
を
育
て
ま
し
ょ

う
―
歯
科
医
師
か
ら
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
（
保
険
医
協
会
発
行
）』

を
通
じ
、
小
児
歯
科
医
と
し
て

子
ど
も
た
ち
の
口
腔
機
能
の
発

達
に
つ
い
て
発
信
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
が
、
今
回
は
、
口

腔
機
能
と
五
感
・
脳
と
の
関
係

に
つ
い
て
書
か
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

摂
食
・
咀
嚼
機
能
の
発
達
に

お
け
る
五
感
の
重
要
性
は
、
フ

ラ
ン
ス
で
は
か
な
り
前
か
ら
学

校
教
育
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
ま
し
た
が
、
日
本
で
は
近
年

に
な
っ
て
よ
う
や
く
認
識
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

咀
嚼
行
動
は
連
携
プ
レ
ー

日
々
、
無
意
識
に
な
さ
れ
て

い
る
摂
食
・
咀
嚼
行
動
は
、
五

感
か
ら
脳
に
瞬
時
瞬
時
に
も
た

ら
さ
れ
る
莫
大
な
量
の
情
報
を

元
に
、
脳
か
ら
舌
、
咀
嚼
筋
、

顔
面
周
囲
筋
な
ど
に
運
動
指
令

が
随
時
発
令
さ
れ
る
と
い
う
、

緻
密
か
つ
俊
敏
で
（
私
に
と
っ

て
は
感
動
す
る
ほ
ど
の
）
見
事

な
連
携
プ
レ
ー
の
上
に
成
り

立
っ
て
い
ま
す
。

「
食
べ
る
」
と
い
う
判
断
と

準
備
は
、
ま
ず
見
て
（
視
覚
）、

脳
に
情
報
を
伝
達
す
る
こ
と
か

ら
始
ま
り
ま
す
。

離
乳
食
期
で
あ
れ
、
高
齢
者

で
あ
れ
、
介
助
者
が
食
物
認
知

を
重
視
せ
ず
、
食
器
か
ら
す
ぐ

に
口
に
持
っ
て
い
き
、
上
口
蓋

に
擦
り
付
け
る
よ
う
に
食
物
を

入
れ
る
姿
を
よ
く
見
か
け
ま
す

が
、
こ
の
よ
う
に
「
見
せ
る
」

行
動
を
省
く
こ
と
は
危
険
で

す
。
な
ぜ
な
ら
、
大
脳
へ
の
視

覚
情
報
が
伝
達
さ
れ
ず
、
大
脳

皮
質
か
ら
の
咀
嚼
運
動
開
始
指

令
が
遅
れ
る
か
ら
で
す
。
さ
ら

に
、
食
物
が
舌
尖
で
は
な
く
、

舌
中
央
部
に
落
と
さ
れ
る
こ
と

か
ら
嚥
下
し
に
く
く
な
り
、
誤

嚥
を
招
き
や
す
く
な
り
ま
す

（
舌
尖
で
食
物
を
キ
ャ
ッ
チ
し

て
こ
そ
、
摂
食
機
能
は
十
分
に

発
揮
さ
れ
ま
す
）。
ま
た
、
情

動
・
記
憶
と
関
係
す
る
扁
桃
体

や
海
馬
へ
の
情
報
伝
達
も
弱
ま

り
、
そ
こ
か
ら
の
大
脳
皮
質
へ

の
情
報
提
供
も
少
な
く
な
る

な
ど
、
多
く
の
問
題
が
生
じ

ま
す
。

脳
と
密
接
な
関
係

視
覚
、
嗅
覚
、
聴
覚
か
ら
の

情
報
は
大
脳
皮
質
に
伝
達
さ
れ

ま
す
が
、
大
脳
辺
縁
系
の
海
馬

や
扁
桃
体
な
ど
に
伝
達
さ
れ
た

情
報
は
、
過
去
の
記
憶
に
照
ら

し
て
安
全
で
危
険
の
無
い
物

か
、
好
物
か
否
か
な
ど
に
つ
い

て
照
合
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
ら
の

情
報
が
伝
達
さ
れ
た
大
脳
皮
質

連
合
野
は
総
指
令
官
の
役
割
を

担
い
、
運
動
の
企
画
・
立
案

を
行
い
ま
す
。
こ
の
と
き
、
大

脳
基
底
核
や
小
脳
は
、
ど
の
筋

肉
を
ど
の
よ
う
に
動
か
す
か
な

ど
、
よ
り
正
確
な
プ
ロ
グ
ラ
ミ

ン
グ
を
行
い
ま
す
。「
食
べ
る
」

と
決
断
し
、
指
令
が
出
さ
れ
る

と
、
運
動
神
経
を
経
由
し
て
上

肢
な
ど
の
筋
肉
が
動
き
、
口
に

向
か
っ
て
食
物
を
運
び
始
め
ま

す
（
こ
の
段
階
で
、
す
で
に
、

胃
腸
は
消
化
準
備
の
た
め
の
運

動
を
開
始
し
ま
す
）。
食
物
を

捉
え
た
手
指
の
触
覚
に
よ
り
食

物
の
物
性
に
関
す
る
情
報
が
伝

達
さ
れ
る
と
、
大
脳
皮
質
咀
嚼

運
動
野
（
皮
質
咀
嚼
野
や
一
次

運
動
野
顔
面
領
域
）
か
ら
咀
嚼

運
動
の
開
始
、
遂
行
、
嚥
下
誘

発
の
指
示
が
発
動
さ
れ
ま
す
。

「
今
か
ら
口
に
入
る
物
は
ゴ

ボ
ウ
の
大
き
な
塊
だ
か
ら
、
強

く
咬
め
！
」
と
指
令
が
出
さ
れ

た
次
の
瞬
間
、
歯
の
歯
根
膜
な

ど
か
ら
の
咬
み
ご
た
え
触
圧
覚

と
し
て
「
大
き
な
ゴ
ボ
ウ
の
塊

は
半
分
に
割
れ
た
ぞ
！
」
と
脳

に
伝
達
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
今

度
は
、
大
脳
基
底
核
な
ど
か
ら

「
歯
が
壊
れ
な
い
程
度
に
力
を

抜
け
！
」
と
い
う
抑
制
指
令
が

出
さ
れ
る
お
か
げ
で
、
歯
牙
は

壊
れ
ず
に
食
物
だ
け
が
砕
か
れ

ま
す
。
大
脳
皮
質
の
咀
嚼
運
動

中
枢
か
ら
脳
幹
の
二
系
統
の
信

号
に
変
換
す
る
神
経
シ
ス
テ
ム

が
発
動
す
る
と
、
開
口
筋
と
閉

口
筋
が
交
互
に
伸
縮
す
る
リ
ズ

ミ
カ
ル
な
下
顎
開
閉
運
動
が
起

こ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
下
顎
と

舌
の
協
調
運
動
の
指
示
が
出
さ

れ
る
と
、
口
腔
内
へ
の
食
物
の

取
り
込
み
、
臼
磨
運
動
、
食
塊

形
成
・
移
送
な
ど
が
行
わ
れ
て

い
き
ま
す
。

全
身
機
能
に
影
響

口
の
中
で
よ
く
す
り
つ
ぶ
さ

れ
た
食
物
が
唾
液
の
中
に
滲
み

込
む
と
、
舌
の
味
蕾
の
中
の
味

細
胞
か
ら
味
覚
情
報
が
脳
に
も

た
ら
さ
れ
（
参
考
：
味
蕾
は
舌

に
約
千
個
存
在
し
ま
す
が
、
乳

頭
の
中
で
糸
状
乳
頭
に
だ
け
は

存
在
し
ま
せ
ん
）、
脳
は
さ
ら

に
活
性
化
し
て
い
き
ま
す
。

こ
う
し
て
得
ら
れ
た
情
報
は

五
感
を
通
し
て
海
馬
な
ど
で
記

憶
さ
れ
、
大
脳
新
皮
質
で
長
期

記
憶
さ
れ
る
な
ど
、
今
後
の
食

生
活
に
向
け
た
記
憶
・
判
断
・

学
習
・
感
動
な
ど
が
蓄
積
さ

れ
、
精
神
的
な
発
育
に
ま
で
関

わ
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で

す
（
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
に
お

け
る
最
初
の
病
変
部
位
は
海
馬

で
す
。
海
馬
は
心
理
的
ス
ト
レ

ス
を
長
期
に
受
け
る
と
萎
縮
し

て
い
き
ま
す
）。

一
方
、
経
口
摂
取
が
で
き
な

く
な
っ
た
高
齢
者
は
、
全
身
機

能
が
衰
え
、
精
神
活
動
意
欲
を

喪
失
し
て
い
き
ま
す
。
高
齢
者

が
口
腔
咀
嚼
機
能
を
回
復
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
身
体
全
体
の

諸
機
能
の
維
持
・
向
上
に
深
く

関
与
し
て
い
る
の
で
す
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
摂

食
・
咀
嚼
行
動
は
、
肉
体
の
栄

養
摂
取
の
た
め
の
単
な
る
機
械

的
行
動
で
は
な
く
、
健
や
か
な

身
体
と
心
の
積
極
性
、
良
好
な

人
格
を
育
む
重
要
な
行
動
な
の

で
す
。
さ
ら
に
、
五
感
を
十
分

に
機
能
さ
せ
、
楽
し
く
心
温
か

な
食
環
境
を
作
る
こ
と
は
、
よ

り
広
く
深
い
人
生
を
得
る
こ
と

に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
と
思
っ

て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
乳
幼
児
か
ら

高
齢
者
に
至
る
ま
で
、
生
涯
に

わ
た
り
全
身
に
深
く
関
係
す
る

摂
食
・
咀
嚼
機
能
で
す
が
、
良

好
な
咀
嚼
機
能
を
獲
得
す
る
目

安
は
二
歳
ま
で
と
も
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
今
後
も
、
保
護
者
の

方
々
に
、
乳
幼
児
期
か
ら
の
口

腔
機
能
育
成
の
重
要
性
を
発
信

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

近
藤

　政
子
（
金
沢
市
・
小
児
歯
科
）

小児科医からの

発信
小児科医からの

発信
～子どもは未来、
　日本の未来～

《第6回》

摂
食
機
能
の
発
達
に
は

五
感
が
重
要

テ
ー
マ

小
児
歯
科

脳からの運動指令が
脊髄に伝導。脊髄神経により
筋肉が興奮・緊張し、運動開始

視覚は人間の持つ感覚情報の
８０％を占める

大脳皮質の連合野は
総司令官（企画・立案）

視覚・嗅覚からの情報を
大脳辺縁系の扁桃体・海馬などで
過去の記憶と照合。

（安全か否か、おいしかったか否かなど）
その情報・価値判断を大脳皮質に伝達

上肢を動かし、食物を捉え、
食物物性を脳に伝達。
食物を口に運ぶ。

視覚
嗅覚

味覚

聴
覚

「美味しそうね！食べたいねぇ」の言葉掛け
食物を切るまな板・包丁の音
ぐつぐつ煮える音
パリパリ噛む音

歯根膜：噛む度に、食物の物性を伝達。
 咬みごたえ情報伝達に活躍。

温度感覚・触圧感などの感覚情報を
大脳皮質の体性感覚野に伝達　　　　

舌：唾液に溶け出した食物を
主に舌にある味蕾の味細胞が受け取り、
味覚情報が脳に伝達される。
甘味、塩味、辛味、酸味、旨味

摂食・咀嚼機能と五感・脳の関係

食
物
認
知

大脳辺縁系
扁桃体 海馬

触圧覚

触圧覚

口への食物移送

大脳皮質で咀嚼運動を立案・企画

大脳皮質

1例：
大脳皮質咀嚼運動野
　・皮質咀嚼野＝咀嚼運動の開始・遂行・嚥下誘発
　・一次運動顔面領域＝下顎と舌の協調運動
　　　　　　　　　　（食べ物の移送・食塊形成）

脳幹・脊髄を通り
咀嚼筋を動かす 咀嚼運動

咀
嚼
器
系

歯牙
咀嚼筋
舌筋
顎関節
唾液腺

脳幹に有る中枢パタン発生器により、
開口筋・閉口筋が交互に収縮し
リズミカルな下顎運動をおこす。

舌の機能は多くの役割を担っている。
複雑な前後上下左右運動により
前方部で捉えた食物を奥歯に移送。
歯牙から落ちた食物を再度歯牙の上に乗せる。
食塊形成し、喉に送り込む。

歯根膜

口腔粘膜

主催／石川県保険医協会

最新の矯正歯科治療と
一般開業医における小児期の
矯正歯科治療の注意点

講  師▶宮澤　健 氏（愛知学院大学歯学部　歯科矯正学講座　成人矯正歯科特殊診療科　教授）

と  き▶2016年７月３１日（日） 午前１０時～午後０時半
ところ▶ホテル金沢 ４階・エメラルド
対　象▶会員、 会員がいる医療機関のスタッフ
参加費▶無料

申し込み▶７月２５日（月）までにお申し込みください。
●詳細は同封の案内チラシを
　ご覧ください

石 川 保 険 医 新 聞 2016年6月15日（毎月15日発行）（4）第530号



アベノミクスは結局失敗したと言われている。大多数の国民に経済が良
くなったとの実感はない。では、アベノミクス（新自由主義的な「経済成
長」優先の政策）に代わり、今後どんな政策を取るべきなのか。今回、 2
冊の本を読み、ポスト新自由主義経済を考えてみた。

①資本主義の終焉、その先の世界
本書はマクロ経済を歴史学的な視点で論じる水野和夫氏と、元財務省審
議官で青山学院大学教授である「ミスター円」こと榊原英資氏の共著だ。
第一部では水野氏が、資本主義の成立から現在までの歴史を解説する。
水野氏は、西洋史とは「蒐集（しゅうしゅう）」の歴史と定義する。蒐
集とは集める行為だが、物質的な行為を資本主義、霊魂的な行為をキリス
ト教が担ったと言う。資本主義は「蒐集」するのに最も効率的なシステム
だったが、ゼロ金利となった今や「蒐集」するものがなくなり、17世紀初
頭以来のグローバル資本主義は終焉することになる。つまり「より速く、
より遠く、より合理的に」との行動原理で展開してきた資本主義が今、限
界を迎えたのだ。グローバリゼーションの進展により、フロンティア（周
辺）は消失し、投資しても利益を生まない時代である。超低金利と各国で
の中間層の破壊が進んでいる。
二部で榊原氏は、豊富な統計資料や図表を用いて、世界的に見ても成長
は限界に達し、今後は成長でなく「成熟」を求めていくべきと説く。昨
年、トマ・ピケティの『21世紀の資本』がベストセラーとなったが、ピケ
ティの言う過去300年の資本の平均収益率 4 %強には、とても達しない時
代になったと言う。
三部は、資本主義が今後どこに行くのかを論じる二人の対談である。消
費者物価 2 %上昇達成は無理なこと。今後も日本の中流階級が崩壊し、構
造的問題を抱えた欧州危機がこれからも続くこと。世界的に見ても、今や
グローバリゼーションはアフリカまで達し、もはやフロンティアはなくな

り、「成長戦略」の意義は失ったとの両者の意見は一致する。
「より速く、より遠く」から、「より近く、よりゆっくり」へ。今後は、
ゼロ成長の時代にどうアダプト（適応）していくかという知恵を出す時
代。江戸中期以後のゼロ成長の時代が続いたとき、文化に花が咲き、生活
をエンジョイする技術を持ったことを参考にすべきである。
また、「地方文化回帰」という路線もある。水野氏はJR九州の観光寝台
列車「ななつ星」を挙げる。これは新幹線なら 2時間で行く距離を、 1週
間かけて回るクルーズトレインである。榊原氏は、北陸新幹線で金沢に行
き、地方文化に触れるのも良い、東北や北陸は地方文化が残っているから
など、具体的な提案をしている。

②経済の時代の終焉
本書は第15回大佛次郎論壇賞受賞作品である。
今、人間の多様性や生存の基礎が、経済的な価値尺度に掘り崩されてい
る時代にいる。多くの人たちが無力感、閉塞感に縛られている。なぜ私た
ちはかくも経済の論理に屈服しようとしているのか。この本では、第 1章
にて日本が新自由主義にいかに飲み込まれたのか、 2〜 6章にて新自由主
義が進展した経緯、賃金の下落、グローバリゼーションが世界を動かす理
由、財政危機の問題と各論が続く。終章では、現代は経済の時代の終焉の
ときで、再分配と互酬の新しい同盟の必要性を説く。今回は、第 1章と第
3章、終章の内容を紹介する。
第 1章において、まず新自由主義とは何かを解説する。端的に言えば

「自由な企業活動が人類の富と福利を最大化させる」となるが、論理的に
明確な根拠はない。
日本が新自由主義を歩む端緒となるのは、1971年のニクソンショック

（ドルと金の兌
だ

換
かん

停止）である。以後日本は変動相場制に移行する。その
後の米国による対日要求はすさまじく、円高誘導、内需拡大、金融・資本
の自由化などを、次々と実現させていった。一方で財界の法人税減税、行
政改革への執拗な要求、国鉄・電電公社など 3公社の民営化、オイルショ
ック、狂乱物価などいろんな要素が絡むが、リーマンショックが起こるま
では、新自由主義は日本が直面する諸問題を解決する「万能の処方せん」
と言われた。
金融自由化と資本移動の活性化を推進しようとする「グローバリズム」
に、欧州福祉国家はどのように対応したかを、第 3章でスウェーデンを例
に解説している。スウェーデンも1990年代のバブル崩壊後に金融危機が襲
い、経済状況を悪化させた。当時の社民党政権は、大胆な福祉分野の歳出
削減と増税を実施した。特徴は、教育・医療・社会福祉などの現物給付よ
り、家計への現金給付を優先して削減したことだ。年金改革で、被保険者
の保険料負担を引き上げた一方、新制度では働くことができず、生活保護
の受給者とならざるをえない人にも受給権を与えるという革新的改革を実
行した。これは、新自由主義と分配を両立したユニークな例である。
終章では、著者の主張を列記している。アベノミクスは、財政の持つ再
分配機能を弱体化させ、社会を不安定化させる。そこで、自民党の推進す
る「自助・共助・公助」に象徴されるような地域の互酬関係によって、再
分配機能の劣化を補完しようとし、他方で、道徳教育によって愛国心に訴
え、国民の精神的団結を強化することを目論んでいると喝破する。
生活保護批判のような選別主義だと、利益を得る人・得られぬ人の対立
を生み、社会の分断が生じる。皆が利益者となる普遍主義を提案し、互酬
と再分配の新しい同盟関係を作り出す財政システムを構築することで、経
済の立て直しを提案している。

3人の著者のご意見は、妥当なものだ。資本主義が今、行き詰まってい
て、今後は成長よりも成熟を求めるべきということ。この時代こそ文化的
な成熟、特に地方文化の再興が必要だということ。特定の人の利益より、
皆が益者となる普遍主義、互酬と再分配の新しい同盟関係を、財政を通じ
て構築する提案も評価できる。現状認識と解決への提案も一定評価できる
が、問題はいかにそれを実現するかである。もう少し実証的な研究成果を
出さないと、経済成長万能主義の主流経済学の対抗軸にはならないだ
ろう。
折しも、パナマ文書が暴露され、世界的な著名人・企業が、パナマ国の
ような租税回避地を利用して巨大な脱税（法的にはグレーだが道徳的には
完全にアウト）をしていることが明るみに出た。
自分の儲けは自分のもの、他人のために「税金」として取られるのはま
っぴら。先進各国が社会保障費の捻出に四苦八苦している今日、けしから
ぬことである。

● ● ● ● ● ● ● ● ●【読んだ本】● ● ● ● ● ● ● ● ●

【1】 資本主義の終焉、その先の世界
 「長い二一世紀」が資本主義を終わらせる
●榊原英資、水野和夫　●詩想社新書（2015年12月初版）

【2】 経済の時代の終焉
●井手英策　●岩波書店（2015年1月初版）

○テーマ─

喜多　徹（野々市市・内科）

複眼的に思索する複眼的に思索する
47その読書教室読書教室

喜多　徹（野々市市・内科）

複眼的に思索する複眼的に思索する
50その読書教室読書教室

戦争について考えてみよう○テーマ─

○テーマ─ 現代の犯罪と捜査権力の闇
～少女誘拐殺人事件と鳥取連続不審死事件～○テーマ─

喜多　徹（野々市市・内科）

複眼的に思索する複眼的に思索する
43その読書教室読書教室

資本主義の後に何が来るか
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四
月
三
十
日
（
土
）
に
保
団

連
主
催
の
辺
野
古
支
援
ツ
ア
ー

に
参
加
し
た
。
全
国
か
ら
十
七

人
の
医
師
・
歯
科
医
師
が
集

ま
っ
た
。
午
前
八
時
半
に
ネ
ス

ト
ホ
テ
ル
那
覇
を
出
発
し
、
バ

ス
の
中
で
与
儀
喜
一
郎
氏
（
沖

縄
県
平
和
委
員
会
）
に
よ
り
基

地
の
現
状
に
つ
い
て
解
説
を
受

け
た
。

米
軍
基
地
面
積
の

七
四
％
が
集
中

一
九
五
六
年
か
ら
全
国
に
駐

留
し
て
い
た
多
く
の
米
国
海
兵

隊
が
、
各
地
の
反
発
を
受
け
て

沖
縄
へ
移
動
し
て
き
た
。
現

在
、
日
本
の
国
土
の
た
っ
た

〇
・
六
％
で
あ
る
沖
縄
県
に
、

在
日
米
軍
専
用
基
地
面
積
の
約

七
四
％
が
集
中
し
て
い
る
。
そ

の
ほ
と
ん
ど
が
沖
縄
本
島
に
存

在
し
、
そ
の
面
積
は
沖
縄
県
の

一
八
・
四
％
を
占
め
て
い
る
。

そ
し
て
、
沖
縄
本
島
は
県
人
口

の
約
九
一
％
を
占
め
て
い
る
の

で
、
基
地
が
土
地
利
用
に
大
き

な
制
約
を
与
え
て
い
る
。
利
用

で
き
る
民
間
地
は
限
ら
れ
、
持

ち
家
率
が
低
く
、
ほ
と
ん
ど
の

方
が
傾
斜
地
な
ど
の
ア
パ
ー
ト

住
ま
い
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
沖
縄
県
の
経
済
は
米

軍
基
地
経
済
に
大
き
く
依
存
し

て
い
た
が
、
道
路
や
港
湾
、
空

港
な
ど
の
社
会
資
本
の
整
備
に

加
え
、
就
業
者
数
の
増
加
や
観

光
、
情
報
通
信
産
業
な
ど
の

成
長
に
よ
っ
て
着
実
に
発
展

し
て
き
た
。
基
地
関
連
収
入

の
県
経
済
に
占
め
る
割
合
は
、

昭
和
四
七
年
の
復
帰
直
後
の

一
五
・
五
％
か
ら
平
成
二
十
五

年
度
の
五
・
一
％
へ
と
大
幅
に

低
下
し
た
。
米
軍
基
地
の
返
還

が
進
展
す
れ
ば
、
効
果
的
な
跡

地
利
用
に
よ
る
経
済
発
展
に
よ

り
、
基
地
経
済
へ
の
依
存
度
は

さ
ら
に
低
下
す
る
も
の
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。

嘉
手
納
基
地
、 

辺
野
古
を
見
学

「
道
の
駅
か
で
な
」
に
到
着

す
る
。
四
階
に
て
嘉
手
納
基

地
を
見
学
し
、
講
義
を
受
け

る
。
そ
の
広
さ
に
驚
く
。
羽

田
飛
行
場
の
約
二
倍
あ
る
。

嘉
手
納
町
の
八
二
・
六
％
が
基

地
と
な
っ
て
い
る
。
ミ
サ
イ

ル
探
知
機
や
大
気
観
測
機
な

ど
様
々
な
専
用
機
が
配
備
さ

れ
て
い
る
。
思
い
や
り
予
算

に
よ
る
大
き
な
施
設
や
広
々

と
し
た
住
居
が
並
ん
で
い
る
。

次
に
、
辺
野
古
へ
向
か

う
。
綺
麗
な
海
と
海
岸
線
が

広
が
っ
て
い
る
。
テ
ン
ト
前

に
て
海
を
見
な
が
ら
、
こ
の
地

の
基
地
計
画
の
変
遷
と
二
十
二

年
間
の
活
動
に
つ
い
て
お
話
を

聞
く
。
珊
瑚
や
様
々
な
生
き
物

が
暮
ら
す
綺
麗
な
海
を
埋
め
立

て
、
水
面
か
ら
約
十
メ
ー
ト
ル

の
高
さ
で
、
東
京
デ
ィ
ズ
ニ
ー

ラ
ン
ド
の
二
倍
以
上
の
広
さ
の

施
設
が
建
設
さ
れ
る
。
大
型
船

が
接
岸
可
能
な
護
岸
や
水
陸
両

用
車
の
斜
路
な
ど
、
普
天
間
飛

行
場
に
は
な
い
機
能
も
考
え
ら

れ
て
い
る
。

米
軍
キ
ャ
ン
プ
・
シ
ュ
ワ
ブ

ゲ
ー
ト
前
へ
移
動
し
、
多
く
の

市
民
の
方
々
の
前
で
長
年
の
苦

労
と
こ
れ
か
ら
を
激
励
す
る
。

大
自
然
の
素
晴
ら
し
さ
を
後
世

に
残
し
て
い
き
た
い
。

今
回
参
加
し
て
改
め
て
、
人

で
あ
り
た
い
と
思
っ
た
。
無
慙

無
愧
、
自
分
さ
え
地
元
さ
え
良

け
れ
ば
と
思
う
心
を
恥
じ
る
こ

と
な
く
、
平
気
で
い
た
こ
と
に

気
づ
か
さ
れ
た
。
遠
い
沖
縄
の

苦
し
み
を
知
る
こ
と
、
そ
し
て

共
有
す
る
こ
と
を
学
ん
だ
。

無
慙
無
愧
と
は
、
人
と
せ

ず
、
畜
生
と
す
。
悪
事
を
働

い
て
も
、
そ
れ
を
恥
じ
る
こ
と

な
く
平
気
で
い
る
こ
と
。
仏
教

語
。「
無
慙
」
は
自
分
の
犯
し

た
罪
を
、
仏
の
教
え
を
破
り
な

が
ら
も
そ
れ
を
恥
じ
な
い
心
。

「
無
愧
」
は
自
分
の
罪
を
他
人

に
対
し
て
恥
じ
な
い
心
の
こ
と
。

大
平
政
樹
先
生
と
と
も
に
交

流
会
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
。
福
島
の
原
発
事
故
以
来
、

全
国
で
原
発
問
題
が
噴
出
し
、

現
在
稼
働
し
て
い
る
の
は
、
鹿

児
島
の
川
内
（
せ
ん
だ
い
）
の

み
と
な
っ
て
い
る
。
河
合
弁
護

士
に
よ
る
講
演
で
、
政
府
が
原

発
に
固
執
す
る
理
由
が
、
利
権

と
天
下
り
に
あ
る
こ
と
が
示
さ

れ
た
。
し
か
し
、
原
発
の
危
険

性
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る

現
在
、
国
の
取
る
べ
き
エ
ネ
ル

ギ
ー
政
策
の
方
向
性
が
国
民
の

健
康
を
阻
害
す
る
も
の
で
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
。
す
で
に
、
大

平
先
生
の
報
告
で
交
流
会
の
概

略
が
示
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら

も
含
め
て
少
し
詳
し
く
伝
え

た
い
。

時
代
は
再
生
可
能 

エ
ネ
ル
ギ
ー

野
本
保
団
連
公
害
環
境
対

策
部
長
が
基
調
報
告
の
中
で
、

「
川
内
原
発
を
と
り
あ
え
ず
止

め
て
欲
し
い
」
と
ネ
ッ
ト
で
世

界
に
呼
び
か
け
た
と
こ
ろ
、
五

日
間
で
十
万
人
か
ら
賛
同
が
得

ら
れ
た
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。

賛
同
は
本
日
（
五
月
二
十
四

日
）
の
時
点
で
十
二
万
人
と
さ

ら
に
広
が
っ
て
い
る
。
原
発
事

故
は
日
本
だ
け
の
問
題
で
は
な

い
。
世
界
が
注
目
し
て
い
る
こ

と
を
国
は
心
に
留
め
る
べ
き
で

あ
る
。「
一
時
的
に
で
も
近
く

の
原
発
を
止
め
る
と
言
う
こ

と
、
そ
の
気
持
ち
を
汲
み
取
る

こ
と
が
安
全
の
思
想
だ
と
思

う
」
と
報
告
は
続
い
て
い
る
。

さ
ら
に
野
本
氏
は
、「
世

界
が
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

に
軸
足
を
向
け
て
い
る
。
米

国
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
は

五
〇
％
、
ハ
ワ
イ
州
で
は

一
〇
〇
％
を
目
標
に
掲
げ
て
い

る
。
世
界
の
意
識
は
高
い
。
技

術
の
進
歩
も
早
い
。
太
陽
光
パ

ネ
ル
が
採
算
の
取
れ
る
範
囲
に

な
り
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
す
で
に

道
路
に
太
陽
光
パ
ネ
ル
を
敷
き

詰
め
始
め
て
い
る
と
い
う
。
も

ち
ろ
ん
、
大
型
バ
ス
が
通
っ
て

も
大
丈
夫
。
風
力
発
電
で
も
、

台
風
で
倒
れ
な
い
よ
う
な
技
術

（
来
る
前
に
倒
し
て
お
く
）
が

開
発
さ
れ
て
い
る
。
再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
み
で
世
界
が
動

く
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る

時
代
に
、
安
倍
さ
ん
だ
け
が
原

発
再
稼
働
に
固
執
し
て
い
る
」

と
解
説
し
た
。

裁
判
運
動
か
ら 

脱
原
発
を

河
合
弁
護
士
が
作
成
し
た
映

画
「
日
本
と
原
発
」
の
中
で

も
強
調
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、

「
裁
判
の
強
さ
」
で
あ
る
。
裁

判
は
多
数
決
で
は
な
い
。
福
島

の
原
発
事
故
経
験
が
、
再
稼
働

を
押
し
と
ど
め
る
判
決
に
影
響

を
与
え
て
い
る
。
裁
判
は
「
正

義
」
で
あ
り
、
隠
さ
れ
た
真
実

を
明
ら
か
に
す
る
。

裁
判
官
は
言
っ
た
・
・
・「
平

和
で
安
全
に
暮
ら
す
こ
と
が
国

富
で
あ
る
」
原
子
力
ム
ラ
に
支

配
さ
れ
て
い
る
日
本
の
現
状

を
、
国
民
全
て
に
伝
え
、
か
つ

裁
判
に
勝
ち
続
け
る
こ
と
が
脱

原
発
を
実
現
す
る
唯
一
の
手
段

で
あ
る
と
い
う
主
張
は
よ
く
理

解
で
き
る
。

映
画
の
終
わ
り
で
、
日
本
全

国
五
十
四
カ
所
の
原
発
の
映
像

が
映
し
出
さ
れ
て
い
た
。
止

ま
っ
た
ま
ま
の
原
発
は
、
そ
れ

で
終
わ
ら
な
い
。
全
て
の
廃
炉

に
、
ど
れ
だ
け
の
費
用
と
時
間

が
費
や
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
事
故
が
起
こ
れ
ば
、

「
国
破
れ
て
山
河
あ
り
」
と
は

い
か
な
い
。「
国
破
れ
て
山
河

な
し
」
が
原
発
事
故
の
末
路
で

あ
る
。
広
大
な
土
地
が
切
り
取

ら
れ
る
と
い
う
の
が
真
実
だ
。

今
、
日
本
国
民
が
何
を
選
ぶ

か
、
そ
れ
が
問
わ
れ
て
い
る
。

生
か
死
か
！

映
画
の
最
終
章
で
の
、
河
合

弁
護
士
の
一
文
に
原
発
事
故
の

す
べ
て
が
言
い
尽
く
さ
れ
て

い
る
。

原
発
事
故
は
国
民
生
活
を
根

底
か
ら
覆
す
。

経
済
も
文
化
も
芸
術
も
教
育

も
司
法
も
福
祉
も
つ
ま
し
い

生
活
も
ぜ
い
た
く
な
暮
ら
し

も
何
も
か
も
す
べ
て
だ
。

し
た
が
っ
て
、
原
発
の
危
険

性
に
目
を
つ
ぶ
っ
て
の
す
べ

て
の
営
み
は
、
砂
上
の
楼
閣

と
言
え
る
し
、
無
責
任
と
も

い
え
る
。

そ
の
こ
と
に
国
民
は
気
が
付

い
て
し
ま
っ
た
。

問
題
は
、
そ
こ
で
ど
う
い
う

行
動
を
と
る
か
だ
と
思
う
。

四
月
二
十
四
日
（
日
）
に
東
京
に
て
保
団
連
原
発
問
題
学
習
交
流

会
が
開
か
れ
ま
し
た
。
本
紙
五
月
号
に
て
参
加
し
た
大
平
政
樹
副
会

長
の
報
告
を
掲
載
し
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
同
じ
く
参
加
し
た
武
藤
一

彦
理
事
よ
り
報
告
記
事
が
届
き
ま
し
た
の
で
、
紹
介
い
た
し
ま
す
。

原発・いのち・みらい原発・いのち・みらい
その39

シリーズ

理
事

　武
藤

　一
彦
（
白
山
市
・
小
児
科
）

原
発
事
故
は

「
国
破
れ
て
山
河
な
し
」

保
団
連
原
発
問
題
学
習
交
流
会

保
団
連
原
発
問
題
学
習
交
流
会

キャンプ・シュワブゲート前を訪れた参加者（写真左から７人目が筆者）

小児外科医等と語る
小児甲状腺がん

原発・いのち・みらいシリーズ講演会　第11回

大浜 和憲 氏（小児外科医、石川県保険医協会原発・
 いのち・みらいプロジェクトメンバー） 

河野 　晃 氏 （小児科医、石川県保険医協会原発・
いのち・みらいプロジェクトメンバー） 

講  師

と  き

ところ

2016年6月30日木 
19：00～20：30ごろ 

近江町交流プラザ
4階 集会室［金沢市青草町８８］ 

電話：076－222－5373  FAX：076－231－5156
Eメール：ishikawa-hok@doc-net.or.jp 

石川県保険医協会 

無料
定員80人
お申込みのうえ
ご参加ください。

保団連　辺野古支援ツアー参加報告

副会長　小島　登（内灘町・歯科）

「自分さえ良ければ」の心に気づき
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前回の2014年改定については本連載でも取り上げ、2014年 6 月号にて「医
療介護総合法案の先取りとしての今次診療報酬改定」というテーマで掲載し
た。その内容を改めて端的にまとめれば、医療介護総合法が目指す国家にと
って安上がりとなる「提供体制改革」を通じて、「川上」である急性期医療
から「川下」である在宅へと患者を押し流していくという施策であると言え
る。さて、2016年診療報酬改定はどうか。2015年12月 7 日に社会保障審議会
医療保険部会、医療部会名で公表された「平成28年度診療報酬改定の基本方
針」には、「地域包括ケアシステムと効果的・効率的で質の高い医療提供体
制の構築」が掲げられている。これは、まさに医療介護総合法の目的そのも
のである。前回の改定が医療介護総合法可決前の「先取り」だとすれば、今
次改定は法律成立後の「具体化」と呼ぶことができ、その目指す方向性に大
きな違いはない。したがって、前回改定と同様に「機能分化」をキーとして
内容を整理すれば、改定の政策的狙いが浮き彫りとなる。

入院医療の機能分化 ─ 急性期病床、療養病床の縮減策
医療介護総合法に基づく医療法改正により、都道府県には「地域医療構

想」の策定が義務付けられている。そこでは地域における医療機能ごとの病
床の必要量が明示され、その必要量に向かって病床数を収斂させる動きがス
タートする。石川県での地域医療構想の成案はまだ出されていないが、およ
そ4000床のベッド数削減が見込まれている。この構想を具体化するため、今
次診療報酬改定においても病床機能分化が進められるが、その主たるターゲ
ットは、「 7対 1病床」と「療養病床」である。
7対 1病床の機能分化策としては、前回改定に引き続き施設基準要件を強

化することにより、結果として 7対 1を維持できなくなるよう誘導する仕掛
けが用意されている。具体的には、「重症度・看護必要度基準要件」の強化、
「自宅等退院割合要件」の強化が挙げられる。また、平均在院日数の計算対
象除外となる「短期滞在手術等基本料 3」の対象となる手術・検査を拡大す
ることにより、さらなる在院日数短縮を余儀なくさせる改定もなされてい
る。なお、 7対 1病床からの転換を容易にするための施策として、同一の保
険医療機関において 7対 1病棟と10対 1 病棟とが混在する「病棟群単位」で
の届出を可能とする時限措置も導入されている。
一方、療養病床については、診療報酬上の検討とは別に「療養病床の在り

方等に関する検討会」において議論が進んでいる。検討会が示した報告書に
おいては、療養病床について、医療内包型のサービス類型と医療外付型のサ
ービス類型を提示し、施設への移行を促すとしている。今次診療報酬改定に
おいては、これに呼応する形で、医療療養病床入院患者について医療必要度
が高い患者に絞り込んでいくための改定がなされている。具体的には、療養
病棟入院基本料 2（25対 1 ）について「 1」と同様に医療必要度の高い患者
の受け入れ割合要件を新設し、また、医療区分評価の「適正化」も行われて
いる。
「入院から在宅へ」という流れの強化策も前回改定同様に重点的に評価さ
れている。従来の退院調整加算や地域連携クリティカルパスによる患者管理
に対する評価を抜本的に再編し「退院支援加算」が新設されるとともに、従
来の退院調整加算よりも要件の厳しい「退院支援加算 1」を創設している。
もちろん、患者にとっては在宅・地域への早期復帰ということ自体は決し

て悪いことではない。問題は、上記のような一連の患者の流れのみを「重点
的」に評価していることにある。この流れに患者を乗せることを医療機関に
「無理強い」させてはならず、患者の病態にあわせて入院すべき病棟、その
期間を決められるような、現物給付原則のもとでの「当たり前の」診療報酬
にすることが、引き続き求められる。

在宅医療の体系的見直し ─ 高齢者集合住宅入居者への差別的評価
病院から在宅へという大きな流れは、在宅点数の改定にも大きな影響を及

ぼす。入院患者の多くを占める高齢者の退院後を見据えた「効率的な」報酬
体系の構築である。高齢者の「住まい」については、有料老人ホームやサー

ビス付き高齢者向け住宅など、効率性の高さから集住化が政策的に進められ
ている。診療報酬における「効率化」のターゲットは、これらサ高住等居住
者に対する差別的点数体系という形で現れる。
前回の改定においては、在宅時医学総合管理料と特定施設入居時等医学総
合管理料について、同一日に同一建物に居住する者に何人医学管理を行った
かに着目して体系を整理し、「同一建物における複数患者訪問」に対する評
価を別建てにして引き下げた。今回の改定では、同一日に医学管理を行った
人数に関わらず、単一建物において 1月を通じて医学管理を実施している人
数に応じて評価（「 1人」「 2 〜 9 人」「10人以上」の 3区分）することとな
った。また、患者の病態による区分も導入し（「月 1回の訪問」「月 2回の訪
問」「月 2回で一定の重度者に対する訪問」の 3区分）、患者の病態による区
分を縦軸に、患者の居住場所による区分を横軸にしたマトリックスによる評
価が導入されている。さらに、従来の「特医総管」は介護保険上の特定施設
が看護職員の配置義務を有しているということで、それ以外の住まいに入居
している患者と別建ての区分として導入されたものであるが、今回の改定で
これを「施設入居時等医学総合管理料」に名称変更した上で、その対象につ
いて看護職員の配置義務の有無を問わず高齢者向けの集合住宅を広く対象と
した。
もとより、在宅における医学管理について、その患者が居住する場所や人
数に左右されてはならないのであって、患者一人一人に個別的になされる医
学管理は正当に評価されなければならない。在宅医療を受ける患者側からみ
ても、自分が受給する医療内容を規定する「診療報酬」が、自分の居住する
住宅において、たまたま同一月に 1人が医学管理を受けたか 2人が医学管理
を受けたかで、あるいは 9人が医学管理を受けたか10人が医学管理を受けた
かで、大きく変わってしまうというのは理解しがたいであろう。政府は高齢
者の集住化を「効率化」の名の下に進めているが、他方でそこに居住するサ
ービス提供が独居高齢者に対するそれよりも「効率的」であるが故に、そこ
に居住する高齢者に対するサービスの評価自体も切り下げていく。まさに負
のスパイラルである。

外来医療の機能分化策と「受診時定額負担」の検討
前回の改定においては、外来医療においても機能分化に大きく踏み込ん
だ。地域包括診療料、地域包括診療加算の創設である。高血圧症、糖尿病、
脂質異常症、認知症のうち 2つ以上の疾病を持つ患者を「主治医」が管理す
る体制を評価する点数として創設されたもので、この点数を算定するために
は、患者ごとに担当医を決めなければならず、届出医療機関以外での受診を
制約している点が最大の特徴である。今次改定は、この考え方を踏襲して、
認知症患者と小児患者を対象とした点数が新設されている。
一つは、認知症地域包括診療料、認知症地域包括診療加算であり、認知症
以外に 1つの疾患（疾患の種類は問わない）を有する患者を対象としてい
る。もう一つは、小児かかりつけ診療料の新設であり、継続的に受診してい
る未就学児を対象に、原則として患者 1人につき 1医療機関が算定する点数
として、基本診療料を含んだ包括点数として創設されている。
担当医療機関（担当医）と患者との 1対 1の関係を前提とした点数設定の
意味は大きく、この点数の運用如何によっては、いわゆる「人頭払い制」や
患者のフリーアクセスを制限することにもつながり、慎重な検討が必要であ
ることは前回の改定に際しても指摘しているところである。
また、これら「かかりつけ医機能」の強化策の背後にある狙いにも言及し
なければならない。昨年末に経済財政諮問会議が策定した「経済・財政アク
ションプログラム」では、「かかりつけ医以外を受診した場合の定額負担を
2017年の通常国会に法案提出する」ことが提起されている。この「外来受診
時定額負担」については、患者が、地域包括診療料など「かかりつけ医機
能」を有するとして届け出ている医療機関以外に受診した場合の定額負担と
して創設されることが検討されている。この制度が実施されれば、外来にお
ける「機能分化」が否応なく進むことが危惧される。一般論としての「かか
りつけ医機能」については、その必要性を含め大いに議論、検討されなけれ
ばならないのは言うまでもないが、他方それが「医療費抑制策としての安上
がりの医療提供体制」の一環として導入されることがないよう、注視しなけ
ればならない。

おわりに
以上のような「提供体制改革」とその一環としての診療報酬改定に続き、
参議院選挙後にはさまざまな患者負担増メニューが俎上にあがることが見込
まれています。すでに会員の先生方には、点数改定検討会における会場や郵
送にて「ストップ患者負担増」署名に多数のご協力をいただいており、改め
て御礼申し上げます。引き続き「公的医療保険でよりよい医療を提供でき
る」国民皆保険の堅持・充実に向けての活動にご協力をお願いします。

社会保障・税一体改革これで
いいのか！？

事務局長　工藤　浩司

第 26 回 医療介護総合法の具体化としての
今次診療報酬改定

石 川 保 険 医 新 聞 第530号（7）2016年6月15日（毎月15日発行）



会員リレーエッセー� ◆◆201◆◆原
稿
募
集
中
　
趣
味
や
旅
行
記
、
医
療
・
福
祉
に
関
し
て
や
平
和
、
環
境
問
題
に
つ
い
て
な
ど
、
会
員
寄
稿
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
編
集
部
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
0
7
6
（
2
2
2
）
5
3
7
3

以
前
、
保
険
医
新
聞
に
坂
網

猟
に
つ
い
て
投
稿
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
坂
網
猟
（
図

１
）
と
は
、
加
賀
市
の
「
片
野

鴨
池
」
で
三
百
年
も
続
い
て
い

る
鴨
の
猟
法
で
、
石
川
県
民
俗

文
化
財
に
も
指
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
毎
年
十
一
月
十
五
日
か
ら

翌
年
二
月
十
五
日
ま
で
が
猟
期

で
す
。
二
百
羽
前
後
し
か
捕
獲

で
き
な
い
貴
重
な
も
の
で
す
。

坂
網
鴨
の
味
が
極
上
と
言
わ
れ

て
い
る
の
に
は
、
三
つ
の
理
由

が
あ
り
ま
す
。

一
つ
目
は
餌
付
け
を
し
て
い
な

い
完
全
天
然
の
鴨
な
の
で
、
肉

と
脂
の
バ
ラ
ン
ス
が
良
い
こ
と

で
す
。
二
つ
目
は
夕
方
、
鴨
た

ち
が
餌
を
食
べ
に
行
く
直
前
に

捕
獲
す
る
た
め
、
内
臓
に
何
も

残
っ
て
お
ら
ず
臭
み
が
発
生
し

な
い
こ
と
。
三
つ
目
、
坂
網
を
使

い
鴨
に
傷
を
付
け
ず
に
捕
獲
す

る
た
め
、
肉
に
血
が
回
ら
ず
本

来
の
味
を
損
な
い
ま

せ
ん
。
お
い
し
い
わ

け
で
す
。
今
回
は
そ

の
坂
網
猟
で
と
れ
た

絶
品
の
鴨
料
理
に
つ

い
て
お
話
し
ま
す
。

鴨
治
部
鍋
（
写
真

１
）
は
、
肉
に
軽
く

粉
を
付
け
て
か
ら
、

出
汁
の
沸
い
た
鍋
に

入
れ
ま
す
。
火
は
通

し
す
ぎ
な
い
よ
う
に

注
意
し
ま
す
。
沈
ん

で
い
た
鴨
肉
が
上
が
っ
て
き
た

ら
、
も
う
食
べ
頃
で
す
。
弾
力

と
ほ
ど
よ
い
柔
ら
か
さ
が
あ

り
、
噛
め
ば
噛
む
ほ
ど
旨
味
が

染
み
出
ま
す
。
鴨
ネ
ギ
（
写
真

２
）
も
食
べ
て
い
た
だ
く
と
い

い
で
す
よ
。

そ
れ
か
ら
野
菜
を
投
入
し
、

鍋
開
始
。
鍋
を
じ
っ
く
り
堪
能

し
、
最
後
は
雑
炊
（
写
真
３
）

で
す
。
雑
炊
は
鍋
に
残
っ
た
具

を
す
べ
て
引
き
上
げ
、
昆
布
だ

し
ま
た
は
水
を
加
え
て
濃
さ
を

調
節
し
、
沸
い
た
ら
ご
飯
を
加

え
ま
す
。
ご
飯
が
焦
げ
付
か
な

い
ぐ
ら
い
の
汁
が
残
っ
て
い
る

状
態
で
火
を
止
め
、
あ
と
は
鍋

の
余
熱
で
ご
飯
が
ど
ん
ど
ん
汁

を
吸
っ
て
完
成
で
す
。
鴨
や
野

菜
か
ら
出
た
エ
キ
ス
を
ご
飯
が

吸
い
ま
す
か
ら
、
余

す
と
こ
ろ
な
く
味
わ

い
尽
く
す
こ
と
が
で

き
ま
す
。
こ
れ
は
本

当
に
お
い
し
く
て
、

食
べ
て
い
た
だ
く
と

分
か
り
ま
す
が
、
こ

の
上
な
い
幸
せ
が
口

い
っ
ぱ
い
に
広
が
り

ま
す
。

今
回
ご
紹
介
し
た

坂
網
鴨
料
理
は
、
加

賀
市
大
聖
寺
の
「
加
賀
料
理　

ば
ん
亭
」（
電
話
〇
七
六
一
─

七

三
─

〇
一
四
一
）
で
食
べ
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
期
間
は
猟
の

解
禁
に
合
わ
せ
て
で
す
。
数
に

限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、
予
約

を
し
た
ほ
う
が
よ
ろ
し
い
か
と

思
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
お
仲
間
と

お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、
絶
品
鴨

料
理
を
堪
能
し
て
み
て
は
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。

他
人
に
驚
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
私
の
ス
ト
レ
ス
発
散

方
法
は
料
理
、
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
作
る
側
で
あ
る
。
休
日

は
妻
の
リ
ク
エ
ス
ト
な
ど
を
聞
き
、
昼
か
ら
買
い
出
し
、
仕

込
み
、
調
理
を
す
る
。
昼
下
が
り
、
酒
を
飲
み
つ
つ
行
う

と
、
な
ん
と
も
優
雅
な
気
分
に
な
れ
る
。

特
に
仕
込
み
に
時
間
が
か
か
る
も
の
が
良
い
。
最
近
は
パ

ン
作
り
、
中
で
も
フ
ラ
ン
ス
パ
ン
に
代
表
さ
れ
る
ハ
ー
ド
系

パ
ン
作
り
が
気
に
入
っ
て
い
る
。
毎
回
仕
上
が
り
が
同
じ
に

な
ら
ず
、
そ
れ
が
楽
し
く
も
あ
り
、
難
し
く
も
感
じ
る
。
水

分
量
、
発
酵
時
間
、
捏
ね
、
気
温
、
焼
き
時
間
や
温
度
、
条

件
が
違
う
と
出
来
上
が
り
は
全
く
異
な
る
。
試
行
錯
誤
し
な

が
ら
取
り
組
ん
で
い
る
。
買
っ
た
ほ
う
が
良
い
の
で
は
と
い

う
向
き
も
あ
ろ
う
が
、
先
日
は
自
作
し
た
レ
ー
ズ
ン
酵
母
で

作
成
し
、
歯
科
ス
タ
ッ
フ
の
試
食
で
も
好
評
で
あ
っ
た
。
こ

れ
か
ら
も
精
進
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

も
う
一
つ
気
に
入
っ
て
い
る
も
の
は
、
燻
製
作
り
、
で
あ

る
。
数
週
間
悩
ん
で
、
思
い
切
っ
て
購
入
し
た
ス
モ
ー
ク
マ

シ
ン
が
活
躍
し
て
い
る
。
購
入
後
、
す
ぐ
に
使
い
た
く
な
る

の
は
ご
愛
嬌
。
手
始
め
に
燻
製
卵
、
ち
く
わ
、
た
く
あ
ん
の

燻
製
を
作
っ
て
み
る
。
こ
れ
ら
を
ポ
テ
ト
サ
ラ
ダ
に
入
れ
る

と
、
誠
に
美
味
で
あ
る
。
そ
し
て
、
燻
製
の
醍
醐
味
と
い
え

ば
自
作
の
ベ
ー
コ
ン
、
こ
れ
で
あ
る
。
肉
の
漬
け
込
み
か
ら

完
成
ま
で
二
週
間
か
か
る
が
、
待
つ
時
間
も
良
い
も
の
で
あ

る
。
こ
の
原
稿
が
皆
さ
ま
の
目
に
触
れ
る
こ
ろ
に
は
完
成
し

て
い
る
で
あ
ろ
う
。
味
の
感
想
は
各
人
の
想
像
に
任
せ
る
。

や
は
り
自
作
し
た
も
の
は
、
味
は
と
も
か
く
愛
着
が
沸
く
、

で
あ
る
。

男
の
料
理
、
と
聞
く
と
や
た
ら
手
の
込
ん
だ
、
採
算
度
外

視
の
料
理
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
が
・・・
私
の
場
合
は
、

ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
調
理
の
前
に
道
具
を
そ
ろ
え
る

と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
調
理
器
具
を
そ
ろ
え
る
段
階
で
、
半

分
ほ
ど
は
満
足
し
て
し
ま
う
。

次
に
狙
っ
て
い
る
の
は
、
そ
ば
の
手
打
ち
道
具
で
あ
る
。

ぜ
ひ
自
宅
で
手
打
ち
の
打
ち
立
て
そ
ば
を
食
べ
た
い
と
考
え

て
い
る
。
購
入
に
は
わ
が
家
の
財
務
大
臣
の
承
認
を
得
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
。

こ
う
し
て
今
日
も
酒
盃
を
傾
け
な
が
ら
思
い
を
馳
せ
、
夜

が
更
け
て
い
く
。
次
は
何
を
作
ろ
う
か
。

私
の
趣
味浦

井
　
一
樹（
金
沢
市
・
歯
科
）

二重枠（2つあります）に
入った数字の合計はいく
つになるでしょう。
【ルール】
①空いているマスに、1か
ら 9までの数字のどれか
を入れます。

②タテ列（9列あります）、
ヨコ列（9列あります）、
太線で囲まれた3× 3の
ブロック（それぞれ9マ
スあるブロックが9つあ
ります）のどれにも1か
ら9までの数字が1つず
つ入ります。

（答え2面）
パズル制作／ニコリ

SUDOKU 数 独8 5 3
1 7 8 4

6 □ 2
9 4 7

8 9 1 6
2 9 1

2 4
5 7 1 3

7 3 □ 2

囲 碁

（解答は 2 面にあります） （解答は 2 面にあります）

持
駒

　金
銀
銀
歩

駒
持
　

歩
銀
銀
金

１２３４５６

歩歩 角

馬

玉

飛

黒先　８分で二、三段以上
〈ヒント〉 スミから攻めますが、
 黒１、３の手順が大切です。

〈ヒント〉 打歩詰に注意を……。
 （10分で二段）

■出題　九段　石榑郁郎
■出題　九段　西村一義

123456
一
二
三
四
五
六

中級編 中級編

玉

飛

歩 歩

馬

角

ごきげん
よう
坂網猟でとれた
鴨治部鍋は絶品
池本　敏彦（加賀市・整形外科）

第4回（8回シリーズ）

図1　坂網猟（坂網を5〜10ｍ上空に投げ、鴨を捕獲します）

写真1　鴨治部鍋

写真3　締めの雑炊

写真2　鴨ネギ
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