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医　学

れ
れ
ば
、
覚
え
た
い
と
い
う
意
欲
が

「
箱
の
蓋
」
を
開
け
て
覚
え
ま
す
。
し

か
し
、ど
う
せ
覚
え
ら
れ
な
い
と
い
っ

た
間
違
っ
た
思
い
込
み
が
「
蓋
」
に

重
石
と
な
っ
て
開
け
ら
れ
な
い
、
と

い
っ
た
状
態
に
な
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　

脳
で
こ
の
思
い
込
み
と
い
っ
た
気

持
ち
や
、
意
欲
に
関
わ
る
大
き
な
部

分
を
司
る
の
は
前
頭
葉
で
す
。
他
に

は
注
意
を
集
中
し
、
作
業
効
率
を
向

上
さ
せ
、
気
持
ち
を
切
り
替
え
、
人

格
を
形
成
し
ま
す
。（
左
図
参
照
）

介護老人保健施設   湘南わかば苑   専門作業療法士 （訪問）    矢野  竜也

　

私
は
湘
南
わ
か
ば
苑
で
主
に
訪
問

リ
ハ
ビ
リ
を
担
当
し
て
い
ま
す
。
訪

問
先
で
皆
様
の
お
話
を
伺
う
中
で
、

「
戦
前
は
ガ
ス
や
洗
濯
機
、
冷
蔵
庫
と

い
っ
た
も
の
も
な
く
、
食
べ
る
も
の

も
配
給
で
し
か
手
に
入
ら
な
か
っ
た
」

と
い
う
苦
労
話
を
、
つ
い
先
日
の
こ

と
の
よ
う
に
お
話
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
驚
か
さ
れ
ま
す

　

こ
の
広
報
誌
に
記
事
を
載
せ
る

に
あ
た
っ
て
、
今
年
60
周
年
を
迎

え
ら
れ
た
辻
堂
新
町
の
川
井
屋
さ

ん
に
取
材
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
店
主
の
三
井
さ
ん
は
中
学

を
卒
業
を
し
て
、
す
ぐ
平
塚
の
川

井
屋
さ
ん
で
丁
稚
奉
公
を
し
な
が

ら
実
家
に
仕
送
り
を
し
て
、
こ
つ

こ
つ
お
金
を
貯
め
て
現
在
の
場
所

に
独
立
さ
れ
ま
し
た
。　

　

し
か
し
す
ぐ
に
商
売
は
軌
道
に
乗

ら
ず
、
10
年
間
は
食
う
か
食
わ
ず
か

の
苦
労
を
し
な
が
ら
、
妹
さ
ん
や
奥

様
と
一
緒
に
力
を
合
わ
せ
て
や
っ
て

こ
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
取
材
中
、
70

年
以
上
前
の
丁
稚
奉
公
時
代
の
ご
苦

労
を
楽
し
そ
う
に
お
話
し
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
現
在
も
妹
さ
ん
は
看
板
娘

と
し
て
活
躍
中
で
す
！　

　　

突
然
で
す
が
質
問
で
す
。
以
前
は

洗
濯
機
も
な
く
全
部
手
で
洗
わ
れ
て

い
た
よ
う
で
す
が
、
ど
の
よ
う
に
し

て
洗
わ
れ
て
い
ま
し
た
か
？
大
き
さ

や
形
、
重
さ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
洗

い
ま
し
た
か
？
思
い
出
し
て
洗
う
真

似
を
し
て
み
て
下
さ
い
・
・
・
。

　

ほ
と
ん
ど
の
方
は
す
ぐ
に
思
い
出

し
て
、
洗
濯
板
に
タ
オ
ル
や
布
お
む

つ
等
を
手
で
押
し
つ
け
転
が
す
よ
う

に
し
ま
す
。
現
在
で
も

小
物
は
手
で
洗
っ
た
方

が
早
い
、
と
洗
濯
板
を

使
っ
て
い
る
方
も
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　　

さ
て
、
本
題
の
認
知
症
予
防
の
お
話

に
移
り
た
い
と
思
い
ま
す

　　

こ
ち
ら
に
、
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
の
忘

却
曲
線
と
い
う
グ
ラ
フ
が
あ
り
ま
す
。

（
下
図
参
照
）
時
間
が
経
過
す
る
と
ど

の
く
ら
い
覚
え
て
い
ら
れ
る
か
を
示

し
た
も
の
で
す
が
、
１
日
で
33
％
し
か

覚
え
て
い
ら
れ
ず
、
67
％
は
忘
れ
て
し

ま
い
ま
す
。
記
憶
保
持
率
は
年
齢
は

関
係
な
い
と
の
こ
と
で
す
。
ま
た
、

ア
メ
リ
カ
の
タ
フ
ツ
大
学
の
実
験
で

は
18
～
74
才
の
グ
ル
ー
プ
に
２
通
り

　

し
か
し
、
前
頭
葉
は
ス
ト
レ
ス
に

弱
く
、
常
に
不
安
や
ス
ト
レ
ス
を
抱

え
て
い
る
と
働
き
が
低
下
し
ま
す
。

余
談
で
す
が
、
睡
眠
に
ス
ト
レ
ス
を

感
じ
て
い
る
方
で
、
明
ら
か
に
ベ
ッ

ド
に
い
る
時
間
が
長
す
ぎ
る
方
が
い

ま
す
。
60
才
以
上
で
は
、
概
ね
６
時

間
で
十
分
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
な

か
に
は
20
時
前
に
就
寝
し
て
翌
朝
７

時
ま
で
ベ
ッ
ド
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
方

の
う
ち
、
夜
中
の
１
時
か
２
時
に
は

認知症予防
～生活に密着した「作業療法」～

の
前
置
き
を
し
て
単
語
リ
ス
ト
を
覚

え
る
テ
ス
ト
を
し
ま
し
た
。　

　

①
「
こ
の
テ
ス
ト
は
通
常
高
齢
者

の
方
が
成
績
は
悪
い
」
と
、
②
「
こ

れ
は
た
だ
の
心
理
学
の
テ
ス
ト
で
あ

る
」
と
説
明
し
ま
し
た
。

　

結
果
は
18
～
22
才
の
グ
ル
ー
プ
は

①
48
％
と
②
49
％
と
差
は
な
か
っ
た

も
の
の
、
60
～
74
才
の
グ
ル
ー
プ
で

は
成
績
は
①
29
％
と
②
50
％
と
若
者

を
上
回
る
結
果
で
し
た
。

　

こ
の
結
果
か
ら
、
思
い
込
み
や
覚

え
よ
う
と
い
う
意
欲
が
記
憶
に
大
き

く
影
響
し
て
い
る
と
分
か
り
ま
し
た
。

普
段
、
我
々
は
色
々
な
情
報
を
記
憶

と
い
う
「
箱
」
に
取
り
入
れ
よ
う
と

し
ま
す
が
、
情
報
が
必
要
と
判
断
さ

記憶力は年齢と共に衰えるはウソ？！

58

44
36 33

28 25 21

20 60 9時間 1日 2日 6日 31日

記
憶
保
持
率

図　エビングハウスの忘却曲線　
％

※
川
井
屋
さ
ん
の
創
業
時
の
写
真

（認知症ケア上級専門士・日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士）

分分

①思考する

②行動を抑制する

③コミュニケーションをする

④意思決定をする

⑤情動（感情）を制御する

⑥記憶をコントロールする

⑦意識・注意を集中する

⑧注意を分散する

⑨やる気を出す

前頭葉の機能
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医　学

も
動
け
な
い
状
態
で
あ
る
こ
と
を

理
解
し
て
も
ら
い
、
愛
情
か
ら
強

い
口
調
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
本

人
に
は
私
が
や
ん
わ
り
と
家
族
の

真
意
を
お
伝
え
し
ま
し
た
。
ま
た
、

家
族
と
の
信
頼
関
係
を
取
り
戻
す

よ
う
に
促
し
な
が
ら
、
生
い
立
ち

や
仕
事
を
振
り
返
り
、
ニ
ュ
ー
ス

等
の
感
想
を
話
し
て
も
ら
い
ま
し

た
。
合
間
に
軽
い
運
動
や
便
秘
体

操
、
骨
盤
底
筋
群
の
筋
ト
レ
、
外

歩
き
な
ど
を
行
い
ま
し
た
。

　

そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
徐
々
に
本

人
や
家
族
の
ス
ト
レ
ス
が
緩
和
さ

れ
、
物
事
に
対
し
て
前
向
き
に
取
り

組
む
よ
う
に
な
り
、
身
の
回
り
の
こ

と
を
一
人
で
行
い
、
家
事
の
お
手
伝

い
も
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
認

知
症
の
症
状
は
あ
っ
た
も
の
の
、
亡

く
な
ら
れ
る
最
期
ま
で
自
分
ら
し
く

前
向
き
に
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き

た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　【
話
を
聞
く
こ
と
の
意
味
】

　

抗
不
安
作
用
の
あ
る
オ
キ
シ
ト
シ

ン
が
分
泌
さ
れ
る
と
、
不
安
に
よ
る
前

頭
葉
の
活
動
低
下
を
軽
く
す
る
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。

　

悩
み
や
愚
痴
を
聞
い
て
も
ら
う
こ

と
で
ほ
っ
と
落
ち
着
い
た
経
験
は
あ

り
ま
せ
ん
か
。
信
頼
で
き
る
人
が
い

る
こ
と
、
ま
た
は
自
分
の
安
心
で
き

る
場
所
が
あ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

【
自
分
の
気
持
ち
を

　
　
　
　  

伝
え
る
こ
と
の
意
味
】

　

自
分
の
気
持
ち
や
考
え
を
相
手
に

伝
え
る
こ
と
で
、
脳
の
中
で
快
楽
物

質
の
ド
ー
パ
ミ
ン
が
分
泌
さ
れ
、
う

れ
し
い
気
分
に
な
り
ま
す
。　

最
近
、

「
あ
り
が
と
う
」「
ご
ち
そ
う
さ
ま
」

と
ご
家
族
や
身
近
な
方
に
伝
え
て
い

ま
す
か
？

　

感
謝
の
気
持
ち
を
伝
え
る
の
は
少

し
抵
抗
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
普
段
の
何
気
な
い
こ
と
に
も
感

謝
を
伝
え
る
こ
と
で
、
不
思
議
と
あ

な
た
自
身
も
す
っ
き
り
し
た
気
分
に

な
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
感
謝
さ
れ
た

方
も
う
れ
し
い
で
す
よ
ね
。

【
前
頭
葉
を
働
か
せ
る
】

　

毎
日
の
生
活
に
ち
ょ
っ
と
新
し

い
道
具
（
ス
マ
ホ
）
や
趣
味
、
気

に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
や
っ
て
み

ま
す
か
？
た
ま
に
は
家
族
以
外
の

人
と
話
す
機
会
を
作
る
（
特
に
若

い
人
と
の
会
話
は
お
す
す
め
！
元

気
を
も
ら
え
ま
す
よ
）。
も
っ
と

喜
怒
哀
楽
の
感
情
を
出
し
み
て
は

い
か
が
で
す
か
。

　

さ
ら
に
人
の
話
に
共
感
す
る
こ
と

で
前
頭
葉
が
活
動
す
る
こ
と
が
分

か
っ
て
い
ま
す
。
た
ま
に
は
相
手
の

話
を
じ
っ
く
り
と
聞
い
て
み
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。

【
認
知
症
に
つ
い
て
正
し
く
理
解
】

　

も
し
、
認
知
症
と
診
断
さ
れ
て
も

頼
れ
る
医
師
や
サ
ポ
ー
ト
す
る
社
会

資
源
が
多
く
あ
り
ま
す
。
医
師
の
訪

問
診
療
や
訪
問
看
護
・
介
護
・
リ
ハ

ビ
リ
や
通
所
リ
ハ
ビ
リ
、
短
期
入
所

な
ど
の
色
々
な
サ
ー
ビ
ス
が
あ
り
ま

す
。
い
き
い
き
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

等
相
談
で
き
る
場
所
も
多
く
あ
り
ま

す
。
担
当
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
以
外

に
も
藤
沢
市
で
行
っ
て
い
る
認
知
症

当
事
者
の
カ
フ
ェ
（
え
の
カ
フ
ェ
）

や
、
家
族
会
な
ど
当
事
者
同
士
で
悩

み
を
相
談
で
き
る
場
所
は
増
え
て
い

て
、
ス
ト
レ
ス
を
た
め
る
こ
と
は
な

く
、
発
散
し
て
す
っ
き
り
で
き
ま
す
。

【
終
わ
り
に
】

　

私
た
ち
の
生
活
は
、
調
理
や
掃
除

な
ど
の
家
事
、
職
場
で
の
労
働
、
趣

味
の
活
動
な
ど
の
「
作
業
」
に
満
ち

て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
「
作
業
」
を

リ
ハ
ビ
リ
や
治
療
の
方
法
と
し
て
活

用
す
る
の
が
「
作
業
療
法
」
で
す
。

　

日
常
生
活
の
作
業
を
通
し
て
、
心

身
の
機
能
の
維
持
や
強
化
、
幸
福
感

や
自
尊
心
の
充
足
、
も
の
忘
れ
、
人
々

や
社
会
と
の
つ
な
が
り
の
回
復
な
ど

を
は
か
り
ま
す
。

　

先
日
、
子
供
た
ち
と
米
作
り
の
体

験
を
し
て
き
ま
し
た
。（
写
真
参
照
）

起
き
て
、
再
び
眠
れ
ず
に
ス
ト
レ
ス

と
な
り
、
前
頭
葉
の
働
き
が
低
下

し
て
イ
ラ
イ
ラ
し
た
り
抑
う
つ
傾

向
に
な
っ
て
し
ま
う
場
合
が
あ
り

ま
す
。
睡
眠
時
間
が
短
く
て
も
長

く
て
も
、
認
知
症
の
リ
ス
ク
が
上

が
っ
て
し
ま
う
と
の
報
告
も
あ
り

ま
す
。
も
し
そ
う
感
じ
て
い
る
方

は
６
時
間
で
十
分
、
と
思
っ
て
い

た
だ
け
る
と
心
が
少
し
軽
く
な
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

さ
て
、
前
頭
葉
の
機
能
が
低
下
し

て
抑
う
つ
症
状
を
呈
し
な
が
ら
も
、

再
び
自
分
ら
し
く
生
活
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
方
を
紹
介
し
ま
す
。

　 

Ａ
氏
　

80
代   

男
性

　              

ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
認
知
症

　

自
宅
に
引
き
こ
も
り
、
活
動
し

な
い
た
め
便
秘
と
な
り
食
欲
低
下
、

体
重
が
減
り
痩
せ
て
い
く
一
方
と

な
り
ま
し
た
。
抑
う
つ
症
状
が
強

く
、
意
欲
も
低
下
し
て
趣
味
や
家

事
等
は
全
く
行
わ
ず
、
表
情
は
乏

し
く
家
族
と
の
会
話
も
な
い
状
態

で
し
た
。
家
族
は
本
人
が
何
も
し

な
い
た
め
、
促
す
と
き
は
強
め
の

口
調
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

リ
ハ
ビ
リ
と
し
て
、
ま
ず
本
人
と

家
族
と
一
緒
に
会
話
を
す
る
こ
と
か

ら
始
め
ま
し
た
。

　

家
族
に
は
本
人
が
動
き
た
く
て

農
家
へ
の
尊
敬
の
念
や
食
べ
物
を
大

切
に
し
よ
う
と
い
う
気
持
ち
が
薄
れ

て
き
た
現
代
で
す
が
、食
べ
物
に
困
っ

て
い
た
時
代
が
あ
り
、
少
し
ず
つ
豊

か
に
し
て
き
た
皆
様
方
の
経
験
と
、

知
恵
が
必
要
と
考
え
て
い
ま
す
。
昔

の
生
活
を
知
る
こ
と
で
、
あ
っ
て
当

た
り
前
の
物
が
、
決
し
て
当
た
り
前

で
は
な
い
、
と
気
付
く
き
っ
か
け
に

な
る
は
ず
で
す
。

　

自
分
自
身
の
歴
史
を
思
い
出
す
こ

と
と
、
自
分
の
歴
史
や
生
活
歴
な

ど
を
相
手
に
話
す
・
ま
た
は
自
分
の

考
え
を
伝
え
る
こ
と
は
脳
内
快
楽
物

質
で
あ
る
ド
ー
パ
ミ
ン
（
Ｄ
Ａ
）
を

分
泌
さ
せ
て
気
持
ち
を
前
向
き
に
し

て
く
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
自
分
自
身

を
認
め
る
（
肯
定
す
る
）
こ
と
で
抗

不
安
作
用
の
あ
る
オ
キ
シ
ト
シ
ン
が

分
泌
さ
れ
ス
ト
レ
ス
に
強
い
脳
に
な

り
、
認
知
症
予
防
の
一
助
に
な
る
こ

と
も
期
待
で
き
ま
す
。
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職員教育／レシピ

　

Ｂ
Ｌ
Ｓ
と
は
、（Basic Life Support

）

の
略
で
、
日
本
語
で
は
一
次
救
命
処

置
と
い
い
、
呼
吸
が
止
ま
り
、
心
臓

も
動
い
て
い
な
い
と
見
ら
れ
る
人
の

救
命
へ
の
チ
ャ
ン
ス
を
維
持
す
る
た

め
の
処
置
の
方
法
で
す
。
心
臓
が
止

ま
っ
て
か
ら
短
時
間
で
低
酸
素
に

陥
っ
て
し
ま
う
脳
へ
の
酸
素
供
給
維

持
が
目
的
で
、
①
胸
骨
圧
迫
と
人
工

呼
吸
、
②
Ａ
Ｅ
Ｄ
（
自
動
体
外
式
除

細
動
器
）
の
使
用
、
が
主
な
内
容
に

な
り
ま
す
。

　

研
修
で
は
最
も
重
視
さ
れ
て
い

る
、胸
骨
圧
迫
の
技
術
（
左
図
・
写
真
）

と
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
用
を
中
心
に
学
び
ま

す
。
毎
年
、
70
～
80
名
が
10
回
程
度

　

職
員
へ
の
医
療
安
全
教
育
の
一
環

と
し
て
、
全
職
員
対
象
の
Ｂ
Ｌ
Ｓ
研

修
や
Ａ
Ｅ
Ｄ
講
習
を
定
期
的
に
行
っ

て
お
り
、
受
講
者
に
は
受
講
シ
ー
ル

を
交
付
し
て
い
ま
す
。
３
年
間
の

更
新
制
で
、
繰
り
返
し
講
習
を
受
け

て
、
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
に
努
め
て
い
ま

す
が
、「
最
低
１
年
に
１
回
は
、
や
っ

て
お
か
な
い
と
い
ざ
と
い
う
時
に
対

応
で
き
な
い
か
ら
」
と
毎
年
、
受
講

す
る
職
員
も
多
く
い
ま
す
。

の
研
修
日
か
ら
都
合
の
つ
く
日
を
選

ん
で
受
講
し
、
練
習
用
の
人
形
と
Ａ

Ｅ
Ｄ
を
使
っ
て
実
践
的
な
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　　　　　　　　　   

Sawa.m

もずくの天ぷら

☆もずくに含まれるアルギン酸（食物繊維の一種）は、もずくと一緒に摂取した食べ物の中のコレス
テロールを包み込んで体外に排出する働きがあります。また、高血圧の原因であるナトリウムを体外
へ排出してくれる働きがあり、高血圧の予防効果もあります。

もずく（塩抜きしたもの）  ・・・・・・・50 ｇ
長ネギ・・・・・・・・・・・・・・・・20 ｇ
人参・・・・・・・・・・・・・・・・・10 ｇ
天ぷら粉・・・・・・・・・・・・・・・20 ｇ
揚げ油

材料          （１人前）                        　  178kcal　塩分 0.6g

① もずくは塩抜きをして、ざっくり切っておく
② 長ネギは斜め切り、人参は千切りにする
③ 水で溶いて天ぷら粉の中に①と②をいれかき混ぜ、油で揚げて出来上がり

救命の手順
ＪＲＣ蘇生ガイドライン２０１５

いつでもＡＥＤが使えるように ～ＡＥＤの日常点検～

設置管理タグの確認

使い捨てパッドの使用期限
バッテリの装着日を確認
してください。

設置管理タグ

使用可 要確認

ステータスインジケータの確認

職員教育～ BLS 研修・AED 講習

　質の高い胸骨圧迫に必要なポイント
　・圧迫のテンポは 1 分あたり 100 ～ 120 回

　・胸骨は少なくとも 5cm 圧迫する

　・圧迫を行うたび、胸郭を完全に元に戻す（再度拡張させる）

　・胸骨圧迫の中断を最小限にする

AED

2019
受講シールは年度毎
に色を変えて、受講
年度を入れていま
す。シールは職員証
に貼付します。

受講シール

看護部　教育担当課長　石井   由紀

胸と腹部の動きを見て、
呼吸の確認をいます

（10 秒以内）
※わからない時は胸骨圧迫を開始

※技術と意思があれば胸骨圧迫 30 回と
　人口呼吸２

胸が約５㎝沈む程度の強さで、
１分間に 100 回から１２０回のテンポで押します

体から離れてください

肩をたたいて

※胸骨圧迫の部位

救急隊に引き継ぐまで心肺蘇生を続けましょう
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　中学への進学の時期
が近着いていた。私の
通った中学校には入試
があった。電車で通
うのが面白そうで受ける気に
なったが、若干受験勉強が必
要となり、紹介で或る先生の
お宅に通って算数や社会など
を見てもらった。
　記憶にあるのは「和算」と
言うやつで、植木算とか旅人
算とか言う計算方法が面白
かった。さてその入学試験の
問題に「20cm のテープを 1
回捩って糊代 1cm で両端を
張り合わせる。その１点から
蟻がテープを伝って歩くとす
ると、元の点にもどるまで歩
く距離は？」と言うのがあっ
た。口頭試問で「どうでした
か？」と聞かれたので 19cm
と書きましたと答えたら、「裏
表を歩くので 19 x 2 になるで
しょう？」と優しく解説され
た。その時、私は如何に自分
が閃きに乏しい頭の持ち主で
あるかを自覚した。蟻の話は
位相幾何学の初歩的テーマで

「メビウスの帯」として知られ
るものであると後で知ったが、

「僕の頭は良くないのだ」と、
早々に身の程を知る事となっ
た次第である。
　中学は大阪学芸大学附属中
学と言って、「附」の字が正式
で「付」属ではないと注意さ
れたのを覚えている。今はな
ぜか大阪教育大と大学の方の
呼称が変わっている。制服は
ボタンではなく鈎フックで前
を合わせるもので、モールの
縁取りがついていたし、靴は
編み上げ革靴であった。なん

でも、海軍士官の制服を模し
たものと聞いた。教育の実験
校と言う背景もあり、受けた
教育は今思い出しても中々格
調高いものであった。
　例えば国語の授業で、日本
語の主格助詞の「は」と「が」
の違いを教わった。旧制中学の
時代に、ある生徒が先生の講
義で「は」も「が」も同じ意
味であると聞いて、「先生、違
います。“ 私は山田です ” と “ 私
が山田です ” には、違いがあり
ます。」と言ったのだそうだ。
　前者では自分の名が山田で
あることだけを意味し、ほか
の人がどんな名前かに言及し
ていないが、後者では他の人
は山田ではなく、自分だけが
山田であると言う意味を導い
ていると述べたのだと言う。
以来日本語文法の世界では両
者に意味の違いが認識された
のだそうだ。この話を聞いて、
にわかに教室の雰囲気が変化
した記憶がある。
　社会科の授業では、海軍士
官で生き残った先生から、軍
艦の話も聞いた。停泊の際に
錨を投げる順序などは長閑に
聞けたが、魚雷を受けた場合、
左右対称に設計されているの
で、浸水で傾斜する艦のバラ
ンスをとるため、その反対側
の区画にわざと命令して注水
するが、その区画にいる兵員
は脱出できなければ水死する
という話を聞いた。艦全体の
ために部分の死を当然の犠牲

とする考えに何日も悩ん
だ記憶がある（注：今も
法人の事で悩んでいる
が・・・）。

　中学校の食堂は学芸大学の
食堂を共用した。学芸大自体
が旧大阪師範を引き継いだも
ので、付属中学はその寄宿舎
を改造したものであったから
か、食堂を含め極めて古い木
造建物であった。素うどんが
一杯 17 円であったのを覚え
ている。給食は無く、ここで
すきっ腹を満たしていた。ま
だまだ戦後を引きずっていた
のである。
　昭和 30 年当時、ラジオは
勿論、街頭でもその頃の流行
歌がひっきりなしに流れてい
た。だから歌わなくても自然
と覚えてしまったものだ。
　今でも歌詞の一部を思い出
す歌は多い。「お富さん」と
言う軽快なリズムの曲もその
一つだ。「懸けちゃいけない
他人の華に、情け懸けたが身
の定め・・・」と言う下りが
今に至っても耳について離れ
ない。他人の華とは何か、う
すうす分かっていたし、それ
に情けを懸けると言う意味も
ぼんやり分かっていた。しか
しどんな身の定めになったの
か、それは後に続く歌詞から
察して、人生の重要な時期を
損なう事になるのだと判じ、
肝に命じた。お陰でその後「き
れいな華」をみると、まず誰
かの華ではないだろうかと、
わが身の定めを慮る態度が身
についた。（注：にも拘わら
ず・・・。）

或る外科医の一代記   中学生の頃①
一代記

長田 博昭理事長
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　「貴方って、ときどきヘンな
言葉を使うけど、それ、方言な
のかしらね」と連合いが首をか
しげました。私が「そのオシタ
ジを取ってくれ」と頼んだ時
でした。「白菜のオコウコはも
う無いの？」と訊いた時も「そ
れ、ひょっとしてオシンコのこ
と？」と訊き返されました。金
山寺味噌の頂き物があった時
も「あのオナメを出してくれよ」
と頼んで「なにそれ？」と怪訝
な顔をされました。
　それぞれ「醤油」「漬物」「嘗
め味噌」の意味なのですが、私
のほうは標準語のつもりでい
たので、そう言われて、かな
りショックを受けました。こ
れらが共通語でないとすると、
いったい何処から私の語彙の
中にこんな言葉が紛れ込んで
来たのだろう。
　私の取った最初の戸籍謄本
の、本籍地は「神奈川県高座
郡渋谷村」だったので、父の生
まれはその辺だったのでしょう
し、母は横浜の下町生まれでし
たから、両親がこんな方言を身
につけていたとは思えません。
　つらつら考えてみると、いち
ばん怪しいのは父方の祖母のよ
うです。祖母は私が十二歳の時
に老衰で身罷りましたが、私の
幼時は外出の際にはよくお供を
仰せつかりました。その祖母が、
よく自慢げに「私の母は若い頃
御殿女中だった」と吹聴してい
ました。
　ただ、祖母の語るわが家の家
系には、かなり眉唾なところが
あります。少年時代の私は「お
まえのヒイオジイチャンは検事

総長みたいな人だったんだよ」
という祖母の言葉を信じていま
した。でも長じて後の見聞によ
ると、私の曾祖父の「ご一新ま
え」の役職は、御家人には違い
ないが「関八州取締り出役」と
いう、草鞋履きで関東の各藩
境を踏み越え、無宿者の犯人を
追い回す、いわばＦＢＩのミニ
チュア版みたいな現場担当の、
下っ端役人でした。検事総長な
んてとんでもありません。
　ですから祖母の「母は御殿女
中」という言葉も、かなり割引
して受け取る必要があります。
でも、大奥ではないにしても何
処やらの大身の殿様のお屋敷で
下働きか何かに祖母の母親は奉
公していたのかも知れません。
　祖母は明治元年生まれだ、と
聞かされていましたから、祖母
の父はちょうど明治維新の動乱
に巻き込まれ、いきなり武士の
身分を剥ぎ取られた世代だった
筈です。祖母が娘だった頃は、
どうやら一家は下宿屋を営み、
たまたまその下宿人の一人が私
の祖父でした。身分違いの、元
武士の息女と農民の息子の……
または信州の元庄屋の息子と下
宿屋の小娘との……云々という
物語は、この際脇へ置いておく
ことにしましょう。（実は私に
も、東京に遊学していた祖父が、
なぜ縁もゆかりも無さそうな神
奈川の片田舎で所帯を持ったの
かという疑問は、早くからあっ
たのですが、それを根掘り葉掘
り聞き質すのが、なんだか躊躇

われるような気配が、幼い私に
も感じられたのでした。）
　
　いわゆる「女房言葉」という
ものがあり、鯣をアタリメと呼
び、塩をナミノハナと呼んだり
したようです。そういえば、我
が生家では味噌汁のことをオミ
オツケと呼んでいましたが、こ
れも女房言葉のようです。
　明治の動乱で落ちぶれた一家
には、そんな言葉を上品ぶって
使うスノビズムが未だに色濃く
残っていて、祖母は大いにその
影響を受けて育ったのでしょう。
　御殿女中（？）だった母親を
自慢にし、「士族」の出身を鼻
に掛けるような祖母と、チャキ
チャキの下町娘だった私の母と
がウマが合う訳がありません。
戦前の我が国の嫁姑関係の中
で、母はかなり窮屈な暮らしを
していたようです。「おばあちゃ
んは、どっか底意地の悪いとこ
ろがあるのよね」と、何時か母
がぼやいていたのを私も耳にし
たことがあります。
　そんな場合、幼い子供は無条
件に母親の肩を持つもので、私
もあまり祖母に好意を持っては
いませんでした。しかし、そん
な孫でも可愛かったのでしょう、
祖母の方は外出には何時も私を
伴いましたので、知らず知らず
のうちに祖母の口調が私の身に
付いてしまったのでしょう。
　自分の使う言葉というもの
は、自分でも思いも掛けない
ルーツを持つもののようです。



●
患
者
さ
ん
よ
り
ご
意
見
を
い
た
だ 

    

き
ま
し
た

　
「
採
血
で
来
ま
し
た
。
今
日
は
採
血

だ
け
で
す
と
伝
え
た
の
に
、
そ
う
で

す
か
だ
け
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
名
前

を
呼
ば
れ
る
ま
で
に
一
時
間
以
上
か

か
り
、
採
血
そ
の
も
の
は
直
ぐ
終
わ

り
ま
し
た
が
、
結
果
が
出
る
ま
で
に

一
時
間
待
っ
て
下
さ
い
と
の
こ
と
で

し
た
。
そ
れ
な
ら
最
初
の
方
で
採
血

し
て
結
果
待
ち
と
い
う
形
に
し
、
少

し
で
も
時
間
短
縮
に
な
ら
な
い
の
で

し
ょ
う
か
。」
と
い
う
ご
意
見
で
す
。

　

ご
指
摘
の
と
お
り
で
す
。

こ
ち
ら
の
手
違
い
で
想
定
外

の
待
ち
時
間
が
発
生
し
て
し

ま
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
看
護

師
が
最
初
に
お
声
掛
け
い
た

だ
い
た
時
点
で
適
切
な
対
応

が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
改

め
て
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

日
頃
よ
り
、
患
者
さ
ん
の
待
ち
時

間
短
縮
に
取
り
組
ん
で
お
る
と
こ
ろ

で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
今
回
改
め
て
業

務
の
流
れ
を
確
認
し
、
ス
タ
ッ
フ
へ

の
指
導
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

今
後
、
よ
り
一
層
注
力
し
、
ス
ム
ー

ズ
な
受
療
が
展
開
で
き
ま
す
よ
う
努

力
し
て
参
り
ま
す
。

　

貴
重
な
ご
意
見
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

　
　

   

統
括
事
務
部
長　

伊
藤　

稔

地域／こえ

投 書 箱 か ら

（7）湘南わかばグループ健康ニュース  わかば（No.229）

　　

図
２
は
同
じ
く
初
三
郎
の
「
小
田

原
急
行
鉄
道
沿
線
名
所
案
内
」（
部

分
）（
昭
和
二
年
、
印
刷
発
行
観
光

社
〔
吉
田
初
三
郎
〕）
で
す
。
新
宿

―
小
田
原
間
の
開
通
当
時
の
沿
線

図
で
す
、
路
線
を
強
調
す
る
た
め

に
実
際
を
無
視
し
て
一
直
線
に
描

線
で
描
か
れ
て
い
る
の
が
江
ノ
電
。

片
瀬
か
ら
江
の
島
へ
向
か
う
洲
鼻

通
り
に
は
「
二
の
鳥
居
」
が
描
か

れ
て
い
ま
す
。

　

図
１
は
大
正
の
広
重
と
称
し
た

吉
田
初
三
郎
の
鳥
観
図
「
鎌
倉
江
ノ

島
名
所
図
絵
」（
部
分
）（
大
正
六

年
、
鎌
倉
・
島
森
書
店
発
行
）
で
す
。

初
三
郎
の
作
品
は
木
版
画
で
あ
る

浮
世
絵
と
は
異
な
り
ま
す
が
、
印

刷
技
術
こ
そ
違
え
、
時
代
の
姿
を

写
し
た
名
所
絵
と
し
て
広
い
意
味

で
の
浮
世
絵
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

　

鳥
観
図
と
は
、
空
を
飛
ぶ
鳥
の
目

で
見
た
よ
う
な
絵
と
い
う
意
味
で
、

浮
世
絵
の
流
れ
を
汲
む
パ
ノ
ラ
マ

絵
で
す
。
ゆ
っ
た
り
と
し
た
鎌
倉
・

江
の
島
の
情
景
で
す
が
、
強
弱
の
つ

け
方
が
独
特
で
、
鶴
岡
八
幡
宮
（
若

宮
）、
大
仏
、
江
の
島
と
い
っ
た
代

表
的
な
観
光
名
所
は
、
こ
と
さ
ら

に
大
き
く
描
か
れ
て
い
ま
す
。
点

TEL：0466-33-0111

開館時間　10：00 ～ 19：00
休  館  日　月曜日

年末年始（12 月 29 日～ 1 月 3 日）　　

※月曜日が祝日の場合は翌平日が休館

※その他、展示換えの為の休館日あり

入館料無料

藤沢市辻堂神台 2-2-2 ココテラス湘南 7 階

◆アクセス◆

藤沢市　藤澤浮世絵館　細井  守

第 11 回 「大正の広重、吉田初三郎が
　　　　                        描いた湘南藤沢」

か
れ
て
い
ま
す
が
、
何
と
な
く
納

得
さ
せ
て
し
ま
う
の
が
初
三
郎
の

画
の
巧
み
な
と
こ
ろ
で
す
。
新
原

町
田
（
現
、町
田
駅
）
と
座
間
（
駅
）

の
間
に
「
第
二
期
予
定
線
」
と
記

さ
れ
（
現
在
の
相
模
大
野
駅
）、

藤
沢
を
経
由
し
て
片
瀬
江
ノ
島
駅

へ
延
び
る
予
定
線(

昭
和
四
年
開

業)

が
太
い
点
線
で
描
か
れ
て
い

ま
す
。

図 2

　

二
つ
の
作
品
の
雰
囲
気
が
異
な

る
の
は
、
浮
世
絵
の
「
名
所
絵
」
の

流
れ
が
感
じ
ら
れ
る
前
者
と
、
電

鉄
の
開
業
に
と
も
な
う
路
線
と
周

辺
の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
の
宣
伝
を
強

調
し
た
後
者
の
描
き
方
の
違
い
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
間
の
印

刷
技
術
の
変
化
に
よ
る
違
い
も
大

き
い
よ
う
で
す
。

　

昭
和
四
年
に
竜
宮
城
を
模
し
た

駅
舎
で
開
業
し
た
片
瀬
江
ノ
島
駅

舎
は
現
在
改
良
工
事
中
。
工
事
完
了

予
定
は
、
２
０
２
０
年
５
月
で
す
。

図 1

図２
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今
回
の
『
わ
か
ば
』
は
い
か
が
で
し
た
か
？ 

私
の
幼
少

期
は
テ
レ
ビ
は
ブ
ラ
ウ
ン
管
で
電
話
も
黒
電
話
。
さ
す
が

に
洗
濯
板
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
２
層
式
が
主
流

で
し
た
。
昔
の
記
憶
は
、
思
い
出
そ
う
と
し
な
い
と
な
か

な
か
思
い
出
せ
ま
せ
ん
。
長
田
先
生
の
「
一
代
記
」
を
読

む
と
、
そ
の
当
時
の
様
子
が
文
字
か
ら
視
覚
的
に
克
明
に

わ
か
り
、
毎
回
す
ご
い
な
と
思
い
ま
す
。
私
だ
っ
た
ら
１

回
で
幼
少
期
が
終
わ
っ
て
し
ま
う
か
と
思
い
ま
す
の
で
・
・
・

医
学
の
記
載
に
あ
る
認
知
症
予
防
の
た
め
の
健
康
づ
く
り

と
し
て
、
私
た
ち
い
き
い
き
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
で
も
明

治
地
区
内
で
公
園
等
で
健
康
体
操
を
行
っ
て
い
ま
す
。
興

味
の
あ
る
方
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

さ
て
、
編
集
委
員
に
な
っ
て
（
本
法
人
で
働
き
始
め
て
）

か
ら
、
３
人
の
子
ど
も
の
親
と
な
り
ま
し
た
。
色
々
な
相

談
の
対
応
を
し
ま
す
が
、
自
身
が
認
知
症
等
に
な
っ
た
ら

と
い
う
こ
と
は
、
仕
事
柄
だ
か
ら
か
よ
く
考
え
ま
す
。
子

ど
も
た
ち
と
思
い
っ
き
り
遊
び
、
自
身
の
記
憶
を
残
し
な

が
ら
、
子
ど
も
た
ち
の
記
憶
に
も
残
せ
る
よ
う
に
、
日
々

の
生
活
の
中
で
意
識
し
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
な
と
、

今
号
か
ら
改
め
て
思
い
ま
し
た
（
ま
だ
40
代
で
す
が
・
・
・
）。

　
　
　
　
　

   

（
主
任
介
護
支
援
専
門
員  

田
代　

真
樹
）

夕方診療を
            行っています

毎週火曜日 午後 4：30 ～ 7：00 まで

一 般 外 来
午前
・

午後
月 火 水 木 金 土

内 科

午前

村川
一般

岡田
一般

循環器
新城

一般

岡
一般

神経内科
新城

一般

岡   
第 1・3・5

 新城  
第 2・4

岡
一般

神経内科

岡
一般

神経内科

岡田
一般

循環器
永渕

一般
永渕

一般

永渕   
第 1・3・5

 岡田  
第 2・4

- - - 相澤
（予約）

相澤
（予約）

相澤
第 2

（予約）

午後

奥脇（裕）
一般

消化器
永渕

一般
- 新城

一般
村川

一般
-

岡田
一般

循環器
- - -

相澤
第 1・3・4・5
（予約）

-

外 科

午前 呉 池田（清） 呉 長田 松﨑 松﨑
一般

第 1.3.5 は
日帰り手術
外来併科

（予約）
午後

松﨑
一般
肛門

長田 - 呉 池田（清）

- - - -
長田

一般
呼吸器

-

整 形
外 科

午前
池田（全） 庭山 池田（全） 芹ヶ野 中島 芹ヶ野

今井 今井 山本 今井 森田 森田

午後
芹ヶ野 庭山 - 池田（全） 今井 -

- 森田 - - - -

泌 尿
器 科

午前 多田 多田 多田 多田 多田 多田
（花井）

午後 - 多田 - - - -

夕 方
診 療

午後 - 呉 - - - -

 2019.9.1 現在
午前
・

午後
月 火 水 木 金 土

内分泌
（糖尿病）

午前
午後

酒井
（午前）

予約

酒井
（午前）予約（午後）

酒井
（午前）

予約（第 3.4）

呼吸器
内科 午前 福﨑

予約

肛門外科 午後 松﨑

日帰り
手術外来 午前

松﨑
予約

（第 1.3.5）

胸部
化学療法

外来
午前 長田

予約

外  科
呼吸器

午後 長田
予約

乳  腺
甲  状

午前 ○
皮膚科 午前 露木
心  療
内  科

午前 三吉
予約

神  経
内  科

午前
午後

松川
予約

リハビ
リ科

午後 馬渕
予約

リウマ
チ科

午前 永渕（泰）

予約

緩　和
ケア科

午後
福﨑 

予約

片町 
予約

片町 
予約

禁  煙
外  来

午後 小川 
予約

小川 
予約

小川 
予約

小川 
予約

小川 
予約（応相談）

専 門 外 来

※医師の都合等により休診・代診となる場合がありますので、
　事前にお問い合わせ下さい。

午前    8：30 ～ 11：30　

午後　2：30 ～ 4：30
水曜午後、土曜午後、日曜日・祝日

※再診受付　午前 8：00 ～

休　　診

外来診療
受付時間    4：30 ～ 7：00

◆ 9 月の外来診療担当表◆

（午前）

（午前）

 

　写真は心の焦りを平常心に戻してくれる禅のような存在。そんな心持ち
で様々な写真を撮ってきましたが、年齢も重ね、誰かと競べ合う事ではなく、
これから撮りたいものを自身に問いかけた所、答えは幼い頃から慣れ親し
んだ富士の山でした。ここでは条件に頼らず、訪ねた時に見せてくれた表
情をそのまますくい上げる事を心掛けました。写したかったのは自身の心。
人生と自然の共鳴を感じ取って頂けたら幸いです。

　 　  湘 南 中 央 病 院
今月のギャラリー（2019 年 9 ～ 10 月）

連絡先　清水 正仁
　　　　Mobail-mail : ma-3tokei.1113@docomo.ne.jp

～心澄む時を求めて～　富士の麓より　
清水正仁　写真展


