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Thank you all very much for coming.

医療を取り巻く世界の変化

WHO Report 2008 Primary Health Careより

1. 健康の不平等の拡大 （国内、国家間）

2. 急性期から慢性期へのケアの変化、そして
多疾患の合併と複雑化の傾向

3. グローバリゼーションによる健康問題の国際
化

医療システムが抱える問題

1. 専門領域の医療への偏重
– Health systems that focus disproportionately on a 

narrow offer of specialized curative care
2. 機能分化に伴うケアの断片化

– Health systems where a command‐and‐control 
approach to disease control, focused on short‐term 
results, is fragmenting service delivery

3. 自由放任の医療提供体制がもたらすひずみ
– Health systems where a hands‐off or laissez‐faire 

approach to governance has allowed unregulated 
commercialization of health to flourish

医療の専門分化
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用語の整理

プライマリ・ケア

家庭医療学

Family Medicine＆Family Practice
コンテクスト Context

ジェネラリズム Generalism
Generalist＆Specialist

全人的医療 Holistic Medicine

プライマリ・ケアの定義
National Academy of Sciences（NAS ）,1996

プライマリ・ケアとは、患者の抱える問題の大部分に対
処でき、かつ継続的なパートナーシップを築き、家族およ
び地域という枠組みの中で、責任を持って診療する臨床
医によって提供される、総合性と受診のしやすさを特徴
とするヘルスケアサービスである。

１、Accessibility（近接性）

２、Comprehensiveness（包括性）

３、Continuity（継続性）

４、Coordination（協調性）

５、Accountability（責任性）

Fukui, T et al. JMAJ 2005; 48: 163‐167

対象者 1000⼈

⼀般病院に⼊院 7⼈

⼤学病院⼊院 0.3⼈

在宅ケアまたは往診 3⼈

⼤学病院外来受診 6⼈

急患室受診 10⼈

病院の外来を受診 88⼈

代替医療 49⼈

医師を受診 307⼈
（開業医受診232⼈）

何らかの体調の異常 862⼈

わが国の⼀般住⺠における健康問題の発⽣頻度と対処⾏動 Systems Hierarchy (Levels of Organization)

Biosphere
Society‐Nation
Culture‐Subculture
Community
Family
Two‐Person

Person  (Experience & Behavior)
Nervous System

Organs/Organs Systems
Tissues
Cells
Organelles

Molecules
Atoms
Subatomic Particles

連続性
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コンテクスト
「文脈」 「脈絡」 「状況」 「前後関係」 「背景」

あなたと私は、今、がんについて話している。

あなたの「がん」と私の「がん」の意味するものは違うかもしれない。おそら
く違うだろう。なぜか？

Aさんはアルコール多飲で肝臓を悪くしている、Bさんも、同じだ、でもAさん
とBさんとでは治療へのアプローチを変えなくては結果がでない。なぜか？

• 「関係性」「感情」「年齢」「経験」「宗教」「価値観」「経済力」などなど

• コミュニケーションを成立させる共有情報がコンテクスト

The clinical application of the 
biopsychosocial model.

Engel GL.
Am J Psychiatry. 1980 
May;137(5):535‐44.

人間の存在を「生物、心理、社会性」として統合的に見ようとする

メディカル・ジェネラリズム

• 人を全人的に、そして家族や地域の幅広い社会環境
のコンテクストの中でとらえる

• 未分化な病気、およびあらゆる患者と健康状態に対
応するため、容易にアクセスでき、利用可能である

• 目の前の患者のみならず、より幅広い患者のグルー
プもしくは地域住民に対する配慮を示す

• 効果的な多職種連携や共同学習に従事する

• 患者および保健医療、ソーシャル・ケアにわたる専門
家と進んで明確なコミュニケーションをとる

• 多くの疾患エピソードや時間軸に沿った責任の継続
性を図る

• 保健医療、ソーシャル・ケアの内部やその問題に存
在する組織にまたがるケアの調整を行う

• 医療の専門性の１つの側面である。
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合
唱
組
曲
筑
後
川

作
曲

團

伊
玖
磨

作
詞

丸
山
豊

昭
和
四
十
三
年

五
十
三
歳

月
白
の
道

昭
和
四
十
四
年

五
十
四
歳

臨
時
召
集

昭
和
十
五
年

二
十
五
歳

帰
国

昭
和
二
十
一
年

三
十
一
歳

詩
集「
白
鳥
」
昭
和
十
三
年

二
十
三
歳

白
鳥

白
鳥
よ
お
ま
へに

ま
た
秋
の
な
べ
て
の
生
き
も
の
に

あ
た
か
も
苦
し
み
の
奥
義
を

も
の
が
た
り
で
も
す
る
か
の
や
う
に

ま
ひ
る
の
水
の
な
か
よ
り

お
ま
へを
ぢ
っ
と
見
つ
め
て
ゐ
る
ま
な
ざ
し

絹
色
の
さ
ざ
な
み
が
立
て
ば

こ
は
れ
て
す
ぐ
に
蘇
る
ま
な
ざ
し

そ
れ
は
水
に
う
つ
る
お
ま
へ
の
か
げ
よ

そ
ぞ
ろ
に
す
べ
る
お
ま
へを

始
終
つ
き
ま
と
ふ
ひ
や
や
か
な
ま
な
ざ
し
よ

お
ま
へは
例
の
白
無
垢
の

祭
り
の
着
物
を
つ
け
た
ま
ま

憤
り
の
色
を
ひ
そ
め

嘴
を
入
れ
て
水
中
の
ま
な
ざ
し
を
啄
む

そ
し
て
お
ま
へは
か
げ
を
喪
ふ

か
の
死
の
ま
な
ざ
し
は
咽
喉
に
と
ど
ま
り

ち
ら
ち
ら
と
降
る
光
の
領
域

水
の
面
に
世
に
も
し
づ
か
な
輪
を
ゑ
が
く
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月
白
の
道

昭
和
四
十
四
年

五
十
四
歳

「
卵
と
泥
」

戦
争
を
ふ
り
か
え
っ
て
、
ま
ず
頭
に
う
か
ぶ

の
は
水
上
源
蔵
閣
下
の
温
顔
で
あ
る
。
個
人

的
に
い
え
ば
、
私
は
閣
下
の
死
に
よ
っ
て
、

今
も
な
お
生
き
な
が
ら
え
て
い
る
い
る
わ
け

で
あ
る
。
閣
下
が
く
だ
さ
っ
た
第
二
の
人
生

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
事
情
を
ぬ
き

に
し
て
も
、
水
上
閣
下
と
い
う
あ
の
心
あ
た

た
か
い
軍
人
の
像
は
、
は
っ
き
り
文
章
へ
し

た
た
め
て
お
き
た
い
。

••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••

そ
の
日
常
的
な
人
間
性
が
、
後
日
の
は
げ
し

い
状
況
で
の
、
瀑
布
（
ば
く
ふ
）
の
よ
う
な

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
に
ま
っ
す
ぐ
結
び
つ
い
て

い
た
の
だ
。

「
秋
の
な
が
め
」

あ
の
け
む
り
こ
そ
、
地
の
は
て
の
雲
南
で
生

ま
れ
、
こ
こ
で
土
に
帰
し
て
ゆ
く
も
の
の
生

活
の
し
る
し
で
あ
る
。
ね
じ
れ
ゆ
く
血
の
歴

史
に
、
ま
さ
に
み
じ
め
に
ほ
ろ
び
る
か
と
見

え
て
、
つ
い
に
は
ほ
ろ
び
な
い
人
間
の
生
き

ぬ
く
意
志
の
美
し
さ
で
あ
る
。
か
れ
が
こ
の

草
ぶ
か
い
山
お
く
に
住
み
、
無
名
の
民
の
精

神
で
、
な
に
を
ゆ
た
か
に
許
し
、
な
に
を
は

げ
し
く
否
定
し
よ
う
と
す
る
の
か
、
私
に
は

少
し
ず
つ
解
け
て
く
る
よ
う
な
気
が
し
た
。

••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••

そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、
人
間
の
影
と
光
で

踏
み
な
ら
さ
れ
て
き
た
の
が
道
で
あ
る
。
失

神
す
る
ほ
ど
長
い
時
間
の
内
容
の
、
常
な
る

も
の
、
も
っ
と
も
根
源
的
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
の
あ
り
か
を
黙
示
し
て
い
る
の
だ
。
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「
徳
の
素
描
」

私
の
青
年
く
さ
い
批
評
精
神
は
、
常
凡
な
円

満
と
素
朴
な
篤
実
の
ひ
と
と
し
て
、
閣
下
を

尊
敬
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

「
高
士
と
隠
士
」

名
利
を
は
な
れ
て
、
お
の
れ
が
無
に
帰
す
る

ま
で
、
そ
の
知
性
と
徳
性
の
す
べ
て
を
郷
土

に
ほ
ど
こ
し
て
し
ま
う
例
は
、
日
本
で
も

け
っ
し
て
少
な
く
は
な
い
。
こ
れ
は
、
ス
ト

イ
シ
ズ
ム
を
も
つ
人
間
の
、
幸
福
な
生
き
方

の
ひ
と
つ
の
型
で
あ
る
。
そ
の
生
き
方
に
は

危
険
も
あ
る
。
「
清
い
官
吏
の
か
た
く
な
さ

は
、
き
た
な
い
官
吏
の
醜
さ
よ
り
も
悪
い
」

と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
徳
と
美
に
つ
い
て

の
自
分
の
せ
ま
さ
は
、
官
吏
な
ら
ず
と
も
あ

る
種
の
毒
を
噴
き
や
す
い
。

••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••

社
会
に
つ
な
が
ら
ぬ
自
己
を
た
の
し
む
の
は
、

わ
が
ま
ま
と
い
う
よ
り
他
は
な
い
。
幸
福
を

む
さ
ぼ
る
卑
怯
者
で
あ
る
。

「
酔
い
の
い
ま
し
め
」

会
話
で
あ
れ
文
章
で
あ
れ
、
そ
こ
に
酔
い
が

な
け
れ
ば
ぴ
ち
ぴ
ち
し
た
は
ず
み
が
お
こ
ら

ぬ
が
、
酔
い
が
す
ぎ
れ
ば
つ
い
ひ
と
り
よ
が

り
。
酔
い
と
同
時
に
ひ
え
び
え
し
た
醒
め
を

も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
悟
性
の
醒
め
が
、
紅

さ
し
た
酔
い
に
ひ
き
た
て
ら
れ
て
い
よ
い
よ

深
く
醒
め
、
情
緒
的
な
酔
い
が
、
醒
め
の
蒼

白
に
よ
っ
て
意
味
の
あ
る
た
か
ぶ
り
に
変
わ

る
よ
う
に
し
た
い
。
そ
れ
は
市
民
の
中
の
市

民
で
あ
り
、
常
識
に
と
り
ま
か
れ
た
世
界
に

住
む
私
た
ち
が
、
生
き
る
意
味
を
た
か
め
る

心
の
操
作
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
普
通
の
生

き
方
を
し
な
が
ら
、
普
通
の
生
き
方
の
悪
と

矛
盾
を
み
ず
か
ら
え
ぐ
り
だ
し
て
ゆ
く
方
法

が
う
ま
れ
る
。

「
酔
い
の
い
ま
し
め
」

私
た
ち
は
じ
ぶ
ん
の
声
の
質
に
ふ
さ
わ
し
く

発
言
す
れ
ば
よ
い
し
、
じ
ぶ
ん
の
脚
力
に
応

じ
て
あ
る
い
て
ゆ
け
ば
よ
い
。
じ
ぶ
ん
の
視

力
が
、
ひ
と
よ
り
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
る
な

ど
と
、
思
い
あ
が
ら
ぬ
が
よ
い
。
世
の
中
を

シ
ニ
カ
ル
に
な
が
め
る
前
に
、
ま
っ
す
ぐ
に

見
る
こ
と
を
お
ぼ
え
よ
う
。
反
俗
の
た
め
に

反
俗
に
な
っ
た
り
、
変
形
の
た
め
に
変
形
し

た
り
す
る
の
を
避
け
よ
う
。
否
定
の
つ
よ
さ

よ
り
も
も
っ
と
つ
よ
い
視
力
で
、
真
正
面
か

ら
世
の
中
を
見
つ
め
て
い
る
う
ち
に
、
お
も

む
ろ
に
生
の
奥
義
が
透
け
て
く
る
の
を
信
じ

た
い
。
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「
夏
草
」

軍
人
は
あ
ん
な
に
美
し
か
っ
た
、
た
た
か
い

は
あ
ん
な
に
残
酷
で
あ
っ
た
、
と
月
並
み
の

語
り
か
け
で
な
く
て
、
も
っ
と
た
し
か
に
美

し
か
っ
た
人
間
、
も
っ
と
も
っ
と
た
し
か
に

虚
し
か
っ
た
戦
争
を
、
前
む
き
に
み
つ
め
つ

づ
け
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••

気
が
狂
っ
た
り
、
戦
場
を
離
脱
し
た
り
せ
ず

に
、
よ
く
ぞ
ひ
と
り
前
に
戦
死
し
て
く
れ
た
、

と
。
た
き
だ
し
を
す
る
壕
に
も
ぐ
っ
て
、
ハ

ン
ゴ
ウ
の
ふ
た
で
、
な
が
い
時
間
を
か
け
て

小
指
を
や
い
た
。

「
ふ
た
た
び

徳
の
素
描
」

し
か
し
、
学
生
に
や
さ
し
い
教
師
が
、
か
な

ら
ず
し
も
り
っ
ぱ
な
教
師
で
は
な
い
よ
う
に
、

閣
下
の
あ
た
た
か
い
人
情
だ
け
で
善
徳
の
ひ

と
と
は
呼
び
た
く
な
い
。
そ
の
こ
ろ
、
閣
下

の
徳
性
は
、
ミ
イ
ト
キ
ー
ナ
守
備
の
全
軍
に

つ
た
わ
っ
て
い
た
。
菊
の
将
兵
で
閣
下
に
一

目
お
目
に
か
か
っ
て
か
ら
死
に
た
い
と
、
わ

ざ
わ
ざ
あ
い
さ
つ
に
く
る
も
の
が
く
び
す
を

継
い
だ
。
な
ぜ
、
み
ん
な
が
心
服
し
た
の
か
。

私
に
は
わ
か
っ
て
い
る
の
だ
が
、
ど
う
も
表

現
が
む
ず
か
し
い
。
要
す
る
に
、
見
せ
か
け

の
徳
の
に
お
い
が
し
な
い
の
で
あ
る
。
誠
と

い
う
言
葉
が
あ
る
。
部
下
た
ち
と
、
素
裸
の

人
間
と
し
て
か
か
わ
り
合
お
う
と
さ
れ
る
誠

実
が
、
声
と
な
り
、
ま
な
ざ
し
に
な
り
、
仕

草
に
な
り
、
そ
れ
こ
そ
戦
場
の
闇
で
の
何
も

の
に
も
ま
さ
る
光
で
あ
る
こ
と
を
、
兵
隊
ひ

と
り
ひ
と
り
の
死
を
目
前
に
し
た
清
澄
な
心

が
は
っ
き
り
感
じ
と
る
の
で
あ
る
。
閣
下
は
、

裸
の
精
神
を
統
（
す
）
べ
る
立
派
な
統
率
者

で
あ
っ
た
。
魂
の
司
令
官
で
あ
っ
た
。

「
死
守
す
べ
し
」

あ
の
陽
気
で
勇
敢
だ
っ
た
中
尉
が
、
打
っ
て

か
わ
っ
て
無
口
に
な
り
、
気
弱
な
男
に
な
っ

て
い
る
の
に
お
ど
ろ
い
た
。
陽
気
と
い
う
こ

と
、
勇
敢
と
い
う
こ
と
の
む
な
し
さ
を
、

し
っ
か
り
か
み
し
め
た
感
じ
で
あ
っ
た
。
か

な
ら
ず
生
き
ぬ
こ
う
と
す
る
一
す
じ
の
執
心

が
見
え
た
。

「
低
い
声
」

し
と
し
と
と
雨
降
り
つ
づ
く
陣
地
の
夜
、
こ

ち
ら
の
タ
コ
ツ
ボ
で
は
生
き
た
兵
隊
が
死
の

順
番
を
待
ち
、
む
こ
う
の
タ
コ
ツ
ボ
で
は
、

燐
を
か
ぶ
っ
た
戦
友
の
む
く
ろ
が
腐
敗
し
た

ま
ま
青
白
い
光
を
は
な
っ
て
い
る
凄
絶
（
せ

い

ぜ

つ

）

を

想

像

し

て

く

だ

さ

い

。

••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••

か
れ
ら
が
ぐ
っ
と
の
ど
の
お
く
に
の
み
こ
ん

だ
ま
ま
の
絶
叫
を
き
く
が
よ
い
。

••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••

死
者
た
ち
は
、
人
間
と
し
て
の
最
高
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
表
現
し
て
、
獣
の
の
よ
う
に
み
じ

め
に
死
ん
だ
。
習
慣
は
、
か
れ
ら
を
英
霊
と

か
神
と
か
呼
ぶ
が
、
そ
の
美
し
い
名
で
か
れ

ら
を
、
ひ
え
び
え
と
し
た
祭
壇
に
さ
ら
す
前

に
、
か
れ
ら
は
い
つ
も
人
間
で
あ
り
、
つ
い

に
り
っ
ぱ
な
人
間
で
あ
っ
た
こ
と
を
心
に
き

ざ
み
た
い
も
の
で
あ
る
。
耳
を
す
ま
せ
ば
二

十
五
年
を
経
過
し
た
い
ま
も
、
か
れ
ら
の
人

間
を
あ
か
し
す
る
低
い
う
め
き
声
が
き
こ
え

て
く
る
。
ま
だ
戦
争
は
お
わ
っ
て
い
な
い
の

だ
。
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「
幻
は
」

そ
の
と
き
の
私
の
、
い
つ
わ
り
な
き
心
情
が

ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
私
の
生

の
終
局
と
最
初
と
が
ぱ
っ
た
り
ひ
と
つ
に

な
っ
た
重
要
な
体
験
と
し
て
、
そ
の
後
の
私

の
人
生
の
、
思
考
や
行
動
の
ゆ
る
し
が
た
い

根
と
な
る
よ
う
で
あ
る
。
率
直
に
い
っ
て
、

私
の
心
を
占
め
た
の
は
、
り
く
つ
っ
ぽ
い
思

考
よ
り
も
、
重
い
と
か
か
る
い
と
か
、
あ
さ

い
と
か
深
い
と
か
、
ね
ば
っ
こ
い
と
か
さ
ら

り
と
し
て
い
る
と
か
、
そ
ん
な
物
理
的
な
言

葉
が
は
じ
め
て
表
現
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。

自
由
は
い
い
な
あ
、
身
が
る
で
い
い
な
あ
、

生
き
る
と
い
う
こ
と
は
い
い
な
あ
、
あ
か
る

く
て
い
い
な
あ
、
と
思
っ
た
。

「
抗
命
」

た
そ
が
れ
て
き
た
。
閣
下
の
手
を
ふ
と
こ
ろ

に
に
ぎ
り
し
め
て
、
私
は
そ
の
場
を
か
け
だ

し
た
。
ゆ
う
べ
の
民
家
に
か
え
っ
て
、
荼
毘

の
用
意
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
林
の
小
道

を
か
け
て
ゆ
く
と
、
樹
木
や
草
む
ら
の
む
こ

う
に
、
夕
映
え
の
イ
ラ
ワ
ジ
河
が
見
え
か
く

れ
し
て
い
た
。
い
ま
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、

こ
み
あ
げ
る
よ
う
に
感
情
が
激
し
て
き
た
。

な
に
か
に
ぶ
っ
つ
け
た
い
怒
り
で
あ
り
、
大

地
を
た
た
い
て
訴
え
た
い
嘆
き
で
あ
っ
た
。

走
り
な
が
ら
私
は
、
象
牙
の
聴
診
器
を
河
の

方
へ
、
力
い
っ
ぱ
い
投
げ
す
て
た
。
も
う
軍

医
で
あ
る
私
は
死
ん
だ
の
だ
。
あ
た
ら
し
い

私
、
そ
れ
が
な
ん
で
あ
る
の
か
私
は
知
ら
な

い
。
遺
骨
の
み
ち
び
き
の
ま
ま
に
見
知
ら
ぬ

世
界
へ
脱
出
す
る
の
だ
。

「
冷
酷
」

私
た
ち
は
心
の
な
か
に
、
冷
酷
の
要
素
を

も
っ
て
い
る
。
そ
の
冷
酷
が
状
況
に
よ
っ
て
、

と
て
つ
も
な
い
大
き
さ
に
成
長
す
る
こ
と
が

あ
る
。

••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••

そ
し
て
私
は
、
ど
う
や
ら
つ
め
た
い
傍
観
者

で
あ
っ
た
。
追
い
つ
め
ら
れ
た
状
況
の
な
か

で
の
、
微
弱
な
心
の
ゆ
れ
が
、
ア
ウ
シ
ュ

ビ
ッ
ツ
に
す
ら
つ
な
が
る
残
酷
の
方
へ
か
た

む
い
て
ゆ
く
こ
と
も
あ
れ
ば
、
人
間
性
の
高

貴
を
か
が
や
か
す
方
向
に
動
き
だ
す
こ
と
も

あ
る
。
お
そ
ろ
し
い
こ
と
だ
。

「
竹
の
国
」

私
た
ち
が
通
り
す
ぎ
れ
ば
、
土
民
は
小
屋
へ

か
え
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
自
然
に
即
し
た
、

単
純
な
日
常
に
た
ち
も
ど
る
だ
ろ
う
。
竹
の

か
た
ち
の
よ
う
に
直
線
的
な
か
れ
ら
の
平
安

に
く
ら
べ
て
、
文
明
の
国
に
う
ま
れ
た
私
た

ち
が
、
敵
を
あ
や
め
、
と
き
に
は
味
方
を
見

殺
し
に
し
な
が
ら
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
も

の
は
い
っ
た
い
な
ん
だ
ろ
う
。
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「
挿
話
ふ
た
つ
」

こ
の
ふ
た
つ
の
情
景
は
し
ご
く
無
残
な
よ
う

で
、
じ
つ
は
そ
の
場
の
私
た
ち
に
は
、
憤
り

の
は
て
の
、
か
す
か
な
ユ
ー
モ
ア
さ
え
も
つ

常
凡
な
出
来
ご
と
で
あ
っ
た
。

「
悪
寒
」

そ
の
と
き
、
と
つ
ぜ
ん
猛
烈
な
悪
寒
が
は
じ

ま
っ
た
。
そ
れ
は
肉
体
の
悪
寒
で
あ
る
と
同

時
に
、
精
神
の
悪
寒
で
あ
っ
た
。
心
の
急
所

に
震
源
を
も
つ
悪
寒
で
あ
っ
た
。
体
温
が
み

る
み
る
高
く
な
っ
た
。
た
た
か
い
へ
の
つ
も

り
つ
も
っ
た
違
和
を
、
血
だ
ら
け
の
記
憶
を
、

嘔
吐
で
、
び
っ
し
ょ
り
の
発
汗
で
、
思
う
ぞ

ん
ぶ
ん
ふ
り
捨
て
よ
う
と
す
る
悪
寒
で
あ
っ

た
。

••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••

思
え
ば
、
私
の
い
の
ち
の
糧
と
し
て
き
た
も

の
は
、
戦
場
の
死
者
た
ち
の
お
び
た
だ
し
い

血
で
あ
る
。
ゆ
め
、
ひ
と
り
だ
ち
し
た
い
の

ち
な
ど
と
思
い
あ
が
っ
て
は
な
ら
な
い
。

死
者
た
ち
の
声
が
未
来
へ
む
け
て
、
真
に
い

き
い
き
と
よ
み
が
え
る
と
き
、
私
の
い
の
ち

も
は
じ
め
て
み
ず
み
ず
し
く
な
る
と
い
う
も

の
だ
。

「
月
白
の
道

初
版
の
あ
と
が
き
」
よ
り

あ
の
ド
ブ
ロ
ク
で
血
を
吐
い
た
兵
隊
の
心
の

荒
み
や
、
ふ
っ
と
こ
の
世
に
さ
よ
な
ら
を
し

た
吉
田
軍
曹
の
胸
の
う
ち
が
、
私
に
は
よ
く

わ
か
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
そ
れ
は
単
純

な
無
常
感
だ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
し
か
し

ま
た
、
自
省
の
意
味
を
こ
め
て
い
え
ば
、
戦

場
で
の
勇
気
と
は
、
つ
ま
り
は
そ
の
程
度
の

強
さ
で
し
か
な
か
っ
た
の
か
、
と
も
考
え
ら

れ
る
の
で
す
。

「
虫
歯
」

私
た
ち
は
お
た
が
い
に
心
の
虫
歯
を
も
っ
て

い
た
ほ
う
が
よ
い
。
ズ
キ
ズ
キ
と
虫
歯
が
い

た
む
た
び
に
、
心
の
お
く
の
一
番
大
切
な
と

こ
ろ
が
目
ざ
め
て
く
る
。
で
な
い
と
、
忘
却

と
い
う
あ
の
便
利
な
力
を
か
り
て
、
微
温
的

な
そ
の
日
ぐ
ら
し
の
な
か
に
、
と
も
す
れ
ば

安
住
し
て
し
ま
う
の
だ
。
さ
え
ざ
え
と
し
た

一
生
を
生
き
ぬ
く
に
は
、
と
き
ど
き
猛
烈
な

痛
み
を
呼
び
こ
む
必
要
が
あ
る
。

••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••

私
が
こ
こ
で
言
お
う
と
し
て
い
る
の
は
、
ど

の
政
治
的
な
考
え
方
が
正
し
い
と
か
正
し
く

な
い
と
か
い
う
大
そ
れ
た
こ
と
で
な
く
、
そ

れ
以
前
の
、
人
間
が
そ
こ
で
産
ぶ
声
を
あ
げ

る
も
の
、
桜
色
の
ヘ
ソ
ノ
オ
の
よ
う
な
も
の

、
そ
の
か
な
し
さ
な
つ
か
し
さ
の
な
か
で
、

つ
ね
に
は
っ
き
り
目
ざ
め
つ
づ
け
た
い
と
い

う
願
い
で
あ
る
。



2017/5/19

10

Primary Care Study

Marsland DW, Wood M, Mayo F. A data bank for patient 
care, curriculum, and research in family practice: 

526,196 patient problems. J Fam Pract. 1976 
Feb;3(1):25-8. [PMID: 1249535]

Stewart WL. Clinical implications of the Virginia study. 
J Fam Pract. 1976 Feb;3(1):29-32. [PMID:765428]

Stange KC, Zyzanski SJ, Smith TF, Kelly R, Langa DM, 
Flocke SA, Jaén CR.How valid are medical records and 

patient questionnaires for physician profiling and 
health services research? A comparison with direct 

observation of patients visits. Med Care. 1998 
Jun;36(6):851-67. PMID: 9630127

高齢者が若者にのしかかる

年少従属人口指数

老年従属人口指数

人口ボーナス 人口オーナス

働く人＞支えられる人 働く人＜支えられる人

推計

＊年少従属人口指数＝年少人口÷生産年齢人口、老年従属人口指数＝老年人口÷生産年齢人口
＊国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」を基に編集

週刊ダイヤモンド 2014.7.19 特集「2020年からのﾆｯﾎﾟﾝ」

世界の高齢化率の推移（アジア）

資料：UN. World Population Prospects: The 2010 Revision
ただし日本は、2010年までは総務省「国勢調査」、2015年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月
推計）の出生中位。死亡中位仮定による推計結果による。
（注）先進地域とは、北部アメリカ、日本、ヨーロッパ、オーストラリア及びニュージーランドからなる地域をいう。
開発途上地域とは、アフリカ、アジア（日本を除く）、中南米、メラネシア、ミクロネシア及びポリネシアからなる地域をいう。

推計値実績値

（2010年）

高齢化が都心部を直撃
首都圏、名古屋圏、大阪圏別人口増減推計（2010年→2040年）

増
加

減
少

首都圏
▲577万人

首都圏
＋388万人

名古屋圏
＋80万人

大阪圏
＋318万人

名古屋圏
▲132万人

大阪圏
▲318万人

総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成25年3月推計）」を基に作成
週刊ダイヤモンド 2014.7.19 特集「2020年からのﾆｯﾎﾟﾝ」
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市町村別では小規模市区町村ほど人口の減少率が大きい

（％）
人口減少率

市区町村の
人口規模

全国平均の
減少率
約25.5％

資料：国土審議会政策部会長期展望委員会「国土の長期展望」（中間とりまとめ）（2011年2月21日）
国土交通省国土計画局推移値（市区町村別将来人口）を基に、同局作成

－

－

－

－

－

生活利便施設へのアクセスが困難な高齢者単独世帯が急増
○地域人口が減少し、人口密度が低下していく過程では、生鮮食料品店などの身近な生活利便施設が、徐々に撤退していく。その影響が
大きい高齢者単独世帯でみると、《徒歩圏内に生鮮食料品店が存在しない世帯数》は現在の46万世帯から2.5倍の114万世帯に増加する
○徒歩圏内に生鮮食料品店が存在しない世帯の分布状況は、例えば地方都市と過疎地域で異なる

2.5倍に

（注）１．「生鮮食料品店」は、NTTタウン情報誌より、スーパーストアと食料品店を抽出
２．「生鮮食料品店アクセス圏の適正距離」を、島根県中山間地域研究センター「住民側から見た生活サービス面族度調査」を参考に、例えば「徒歩

圏」を徒歩20分（１㎞）設定。同適正距離の外に居住していることを「アクセスが不便」と定義
３．「徒歩速度」は、海道正信「コンパクトシティ」等で利用されている4㎞/時を利用。ただし、アクセス圏を直線距離で定義していることから、腰塚武志・

小林純一「道路距離と直線距離」における道路距離と直線距離の関係性」から移動速度を25％割引き、徒歩50ｍ/分（3㎞//時）と設定
資料：国土審議会政策部会長期展望委員会「国土の長期展望」（中間とりまとめ）（2011年2月21日）

総務省「国勢調査報告」、国土交通省国土計画局推移値（メッシュ別将来世帯数）を基に、同局作成

（万世帯）

一人暮らし高齢者の動向

女性
女性

男性

男性

資料：総務省「国勢調査」
（注1）「一人暮らし」とは、上記の調査・推計における「単独世帯」のことを指す
（注2）棒グラフ上の（ ）内は65歳以上の一人暮らし高齢者の男女計
（注3）四捨五入のため合計は必ずしも一致しない

（881）

（1,181）

（1,181）

（2,202）

（千人）

（年）

（％）

一人暮らしの者の高齢
者人口に占める割合

一
人
暮
ら
し
の
者
（棒
グ
ラ
フ
）

高
齢
者
人
口
に
占
め
る
割
合
（折
れ
線
グ
ラ
フ
）

男女別・年齢階層別相対的貧困率（％）

（歳）

資料：内閣府「平成23年版男女共同参画白書」
（注）「相対的貧困率」とは、等価可処分所得（世帯の可処分所得を世帯人員の平方根で割って調整した所得）の中央値の
半分に満たない世帯員の割合をいう。



2017/5/19

12

死亡場所別、死亡者数の年次推移と将来推計

【資料】 2006年（平成18年）までの実績は厚生労働省｢人口動態統計｣
2007年（平成19年）以降の推計は国立社会保障・人口問題研究所｢人口統計資料集（2006年度版）｣から推定

※介護施設は老健、老人ホーム

各国の死亡場所内訳

（注）ナーシングホーム・ケア付き住宅はオランダとフランスは高齢者ホーム、日本は介護老人保健
施設が含まれる。オランダの「自宅」には施設以外の「その他」も含まれる。スェーデンは1996年、
オランダとフランスは1998年、日本は2000年時点
（出所）医療経済研究機構 週刊東洋経済2014.7.19 特集「医療危機」

出典：厚生労働省 医療保険に関する基礎資料 http://www.mhlw.go.jp/file/06‐Seisakujouhou‐12400000‐Hokenkyoku/kiso24.pdf

年齢階級別１人当たり医療費（年額）
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｜
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20
｜
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30
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35
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39

40
｜

44

45
｜

49

50
｜

54

55
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59

60
｜

64

65
｜

69
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74

75
｜

79

80
｜

84

85
｜

89

90
｜

94

95
｜

99

100
｜

歳

社会保障給付費の推移

48

○ 1990年から2012年にかけて、国民所得はほぼ横ばいである一方、高齢化により、社会保障給付費は2.32倍
○ 一般歳出に占める社会保障歳出の割合は拡大を続け、2012年は5割超

47兆円

78兆円

110兆円

（注1）社会保障給付費とは、公的な社会保障制度の給付総額を示すものである
（注2）2000年度以前は「平成21年度 社会保障給付費」（国立社会保障・人口問題研究所）

国民所得 [61兆円] [204兆円] [347兆円] [372兆円] [349兆円]

4兆円

25兆円

3兆円
（4％）

8.4兆円
（7.7％）

介護

２．３２倍

（兆円）

（年度）

（予算ベース）
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主要国の財政状況の比較（債務残高）

Izumi Maruyama MD, PhD Japan Primary 
Care Association 49

（注）本資料はOECD ”Economic Outlook 90” による2011年12月時点のデータを用いており、2012年度予算（政府案）の内容を反映しているものではない。

債務残高の対GDP比をみると、90年代後半に財政の健全化を着実に進めた主要先進国と比較して、
我が国は急速に悪化しており、最悪の水準となっている。

（対GDP比、％）

（暦年）

OECD諸国における公的医療費・私的医療費の対GDP比

Izumi Maruyama MD, PhD Japan Primary 
Care Association 50

公的医療費・私的医療費の対GDP比を見た場合、日本の公的医療費の対GDP比は、OECD諸国の平均を
上回っている。一方、私的医療費の対GDP比はOECD諸国の平均を下回っている。

（対GDP比、％）

（出所）OECD Health Data 2012 （各国とも2009年データ）

17.7％

11.7％ 17.7％

9.9％ 9.8％ 9.8％ 9.7％

日本の保健医療支出 対GDP比（２０１３年）

介護費の定義の前

１米国 ２オランダ ３スイス ４スウェーデン ５ドイツ

６フランス ７デンマーク ８ベルギー ９カナダ

１０オーストリア １１日本

介護費の定義の更新後

１米国 ２日本 ３スイス ４スウェーデン

５オランダ ６ドイツ ７フランス ８アイルランド ９ベルギー

１０デンマーク １１カナダ

日本の総医療費には医療費や介護費の一部しか含まれていないという指摘

（西沢和彦 JRIレビュー ２０１５、２０１６）

医療保険に市場原理が通用しない理由

1. 逆選択（Adverse Selection）

医療保険における逆選択とは、不健康な人ほどより良い医療

保険を利用する

2. モラル・ハザード（Moral Hazard）
医療保険のため、実際に患者が支払う金額が本来のサービ

ス価格よりも低いため、希望する医療サービスの需要が経済

上最適なレベルよりも多くなってしまうと

津川友介氏による
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医療サービスに市場原理が通用しない理由

1. 不完全で非対称な情報（Imperfect and asymmetric 
information）

2. 不完全な競争市場（Non‐competitive market）
3. 多くの病気は緊急性が高く、予測不能である(non‐
predictable)
4. 医療保険による市場のゆがみ（Market distortion 
due to health insurance）

5. 外部効果（Externalities）

津川友介氏による

Macinko J, Starfield B, Shi L.

Quantifying the health benefits 
of primary care physician supply 
in the United States.

Int J Health Serv. 2007;37(1):111‐26.

多疾病併存 Ｍｕｌｔｉｍｏｒｂｉｄｉｔｙ
認知症 Dementia

虚弱 Frailty

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
何らかの慢性疾患の治療継続

多疾患併存と高齢化

Lancet. 2012;380:37‐ 22579043[PMID]
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診療所医師の数および年齢

出典︓厚⽣労働省 平成26年医師・⻭科医師・薬剤師調査

子どもの貧困格差
下から10％目の最貧困層と標準的な子どもとの所得格差

・
・
・

・
・
・

・
・
・
・
・
・

2016年４月に発表された国連児童基金（ユニセフ）の報告書から。先進国４１か国の子どもの貧困格差を分析
した。子どものいる世帯の所得分布（推計値）をもとに、下から10％目の最貧困層と標準的な子どもとの所得
格差を表示した。所得格差が大きいほど、貧困の深刻度が高いとして、格差の小さい順に順位づけした。

AERA 大特集「貧困はすぐ隣にある 2016.7.4 No.29

下から8番目

６人に１人が貧困（2012年）

増え続ける「孤独死」
－東京23区での推移―

（出所）東京都監察医務院「東京都23区における孤独死統計」より作成
週刊東洋経済2014.7.19 特集「医療危機」

（人）

（年）

経済状況で違う子どもの生活習慣
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月
白
の
道

Context (コンテクスト)

近位コンテクスト

家族

経済状況

教育

雇用

趣味

社会的サポート

遠位コンテクスト

コミュニティ

文化

景気

医療制度

歴史

地理

メディア

自然環境

認知症高齢者の現状（日本）

健常者

約380万人（注）
（注）MCIの全ての者が認知症にな

るわけではないことに留意

約160万

約280万人

MCIの人
（正常と認知症の中間の人

日常生活自立度Ⅰ
又は要介護認定を受けていない人

介護保険制度を利用している
認知症高齢者（日常生活自立度Ⅱ以上）

65歳以上高齢者人口2,874万人

Shin Godzilla
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専門医制度の延期にいたる経過と現在

65

総合診療専門医のコンピテンシー

1.人間中心の患者中心の医療・ケア

1)患者中心の医療
2)家族？志向型医療・ケア
3)患者・家族？との協働を促す

コミュニケーション

2.包括的統合アプローチ

1)未分化で多様かつ複雑な健
康問題への対応
2)効率よく的確な臨床推論
3)健康増進と疾病予防
4)継続的な医療・ケア

3.連携重視のマネジメント

1)多職種協働のチーム医療
2)医療機関連携および医療・

介護連携
3)組織運営マネジメント

4.地域志向アプローチ

1)保健・医療・介護・福祉
事業への参画

2)地域ニーズの把握と
アプローチ

5.公益に資する職業規範

1)倫理観と説明責任
2)自己研鑽とワークライフ

バランス
3)研究と教育

6.診療の場の多様性
1)外来医療
2)救急医療
3)病棟医療
4)在宅医療

7.一般的な健康問題に対する診療
能力

さらなるプライマリ・ケアの専門性

• プライマリ・ケア・データ→医療・保健政策

• 臨床研究によりプライマリ・ケアでのエビデンス→ガ
イドライン作成への参加

• 正確な健康リテラシー形成への支援

• 健康増進・予防

• 災害支援

• 見えない、見ようとしなかった医療課題

我が国のプライマリ・ケアを担う医師

かかりつけ機能をもつ総合診療専門医

かかりつけ機能をもつ多様な医師

現在 ２０２５年

かかりつけ医の定義
「なんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要な時には
専⾨医、専⾨医療機関を紹介でき、⾝近で頼りになる地域医療、保健、
福祉を担う総合的な能⼒を有する医師」
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"Illuminating the 'Black Box': A Description of 4454 
Patient Visits to 138 Family Physician." 

• Stange, K.C.; Zyzanski, S.J.; Jaen, C.R.; Callahan, E.J.; 
Kelly, R.B.; Gillanders, W.R.; Shank, J.C.; Chao, J.; 
Medalie, J.H.; Miller, W.L.; Crabtree, B.F.; Flocke, S.A.; 
Gilchrist, V.J.; Langa, D.M.; Goodwin, M.A. 

• J Fam Pract. 1998 May;46(5):377-89. [PMID: 9597995 ]

The Future of Family Medicine: A Collaborative Project of the 
Family Medicine Community
Future of Family Medicine Project Leadership Committee

• Ann Fam Med. 2004 Mar; 2(Suppl 1): s3–s32. PMCID: PMC1466763 doi: 
10.1370/afm.130

• CORRESPONDING AUTHOR: Norman B. Kahn, Jr, MD, American Academy 
of Family Physicians, 11400 Tomahawk Creek Parkway,

5 major challenges were identified
that will influence family medicine’s future viability.

2004年

1. 家庭医療の専⾨性への⼀般の⼈々の理解を、より広く、そして正確
にする。

2. 広い視点と地域に適応した医療を⾏うという強みを持つ専⾨性で、
地域との関係性を強固にする。

3. ⼤学での専⾨性を獲得する
4. 家庭医療をより魅⼒的なキャリアの選択肢とする。
5. 家庭医療が⼗分な科学的な技術的な根拠がないという⼀般の認識

に対して物申す。

Family physicians must not only have the requisite
skills in diagnosis, treatment, and performance of
procedure, they must also demonstrate competencies
in managing relationships, information, and processes.
家庭医療に必要な管理能力（２００４年）

1.Managing Relationship︓患者との信頼関係を構築し、維持。必要な
医療サービスに適切に患者がアクセスできる
2.Managing Information︓プライバシーに配慮し患者の医療記録を保
存。記録は容易に検索、転送が可能。
3.Managing Processes︓将来の家庭医には優れた管理能⼒が必要で
あり、ほかの専⾨医と協⼒し組織運営の改善を継続する必要がある
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Recommendations
Future of Family Medicine Project 

１、 New Model of Family Medicine家庭医療の新モデル
２、 Electronic Health Record電子カルテシステム
３、 Family Medicine Education家庭医療における教育
４、 Lifelong Learning生涯学習
５、 Enhancing the Science of Family Medicine科学としての家庭医療

の向上
６、 Quality of Careケアの質の維持ならびに向上
７、 Role of Family Medicine in Academic Health Centers大学病院に

おける家庭医療の役割
８、 Promoting A Sufficient Family Medicine Workforce十分な家庭医

療医師の確保
９、 Communicationsコミュニケーションの必要性

「family practice」は「family medicine」へ、
「family practitioner」は「family physician」へ変更し統一する

１０、.Leadership and Advocacy リーダーシップと戦略的な擁護

Choosing Wisely
Value Based Medicine
Transition

医療のプロフェッショナリズムが問われている

プロフェッショナリズムとは何か？

Transition
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あなたのコンテクストは？

Con 共に text 織る

私たちはおたがいに心の虫歯をもっていたほうがよい。

Izumi Maruyama MD,Ph.D.
Japan Primary Care Association 79


