
都 民 と 医 師 を 結 ぶ す こ や か 情 報 誌

本門寺と桜並木
輝くような満開の桜の中、本門寺境内
や桜並木通りをそぞろ歩きましょう。

馬込の文士たちに、ふと
出会いそうです。

・とうきょう点描・

●医療のいま・これから  家族の健康⑥
●からだ･こころ･健康    腰痛で困っていませんか
●わたしの元気            具志堅 用高さん 

●拝見！ 医師の一日
●お医者さんに聞きたい･答えます
●連載コラム／救急医療⑧    
●医療 Q&A



れ
な
か
っ
た
、
と
具
志
堅
さ
ん
。
日
本
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
や

東
洋
太
平
洋
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
を
何
人
も
生
ん
で
い
る
ジ
ム

の
責
任
者
と
し
て
、
魅
力
あ
る
カ
ー
ド
を
組
み
興
行
を

実
現
さ
せ
る
た
め
に
忙
し
い
毎
日
で
す
。

『
世
界
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
は
、い
ざ
自
分
が
な
っ
て
み
る
と

大
変
で
し
た
。
個
人
競
技
だ
か
ら
誰
も
助
け
て
く
れ
な

い
。
風
邪
で
皆
に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
に
、
冬
は
毛
糸

の
帽
子
や
靴
下
を
手
放
せ
な
い
。
試
合
前
に
は
恐
怖
感

が
出
て
く
る
し
。
で
も
世
界
タ
イ
ト
ル
マッ
チ
実
現
の
た

め
に
、
ま
わ
り
は
も
っ
と
大
変
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
』

具
志
堅
さ
ん
が
プ
ロ
ボ
ク
シ
ン
グ
の
世
界
に
入
っ
た
の

は
沖
縄
返
還
2
年
後
の
1
9
7
4
年
。
ア
マ
チ
ュ
ア
時

代
に
は
試
合
会
場
の
あ
る
山
形
に
、
沖
縄
か
ら
3
泊
4

日
で
到
着
す
る
と
い
う
経

験
も
し
た
時
代
で
し
た
。

『
子
ど
も
の
頃
、
石
垣
島

の
自
宅
は
ど
こ
に
も
鍵
が
か

か
っ
て
な
い
の
で
、
学
校
か

ら
帰
る
と
カ
バ
ン
を
置
い
て

す
ぐ
遊
び
に
行
き
ま
し
た
。

自
分
で
と
っ
た
魚
や
島
で
で

き
る
野
菜
や
果
物
な
ど
、

自
然
の
も
の
を
食
べ
て
走
り

ま
わ
っ
て
い
ま
し
た
ね
』

豚
肉
中
心
の
沖
縄
料
理

で
す
が
、具
志
堅
少
年
は
カ

ツ
オ
を
は
じ
め
魚
を
よ
く
食

べ
て
育
ち
ま
し
た
。
そ
の
せ

い
か
減
量
苦
は
あ
ま
り
な

か
っ
た
そ
う
で
す
。

通
算
戦
績
23
勝
1
敗
、
勝
率
9
割
5

分
8
厘
。
伝
説
の
元
プ
ロ
ボ
ク
シ
ン
グ
世

界
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン・
具
志
堅
用
高
さ
ん
。
京

王
井
の
頭
線
西
永
福
駅
に
ほ
ど
近
い
ビ
ル

の
地
下
1
階
、
開
放
的
な
広
い
空
間
を
占
め
る
白
井
・

具
志
堅
ス
ポ
ー
ツ
ジ
ム
の
会
長
で
す
。

ジ
ム
が
開
く
午
後
2
時
、
リ
ン
グ
サ
イ
ド
で
練
習
生

を
待
ち
受
け
る
具
志
堅
さ
ん
の
姿
が
あ
り
ま
し
た
。

『
家
に
い
る
時
は
朝
5
時
頃
に
は
起
き
て
公
園
で
犬
の

散
歩
を
す
る
の
が
日
課
で
す
。
で
も
1
時
間
も
歩
く

と
、
ま
る
で
走
っ
た
後
の
よ
う
な
感
じ
が
し
て
ね
』

ロ
ー
ド
ワ
ー
ク
が
日
課
だ
っ
た
現
役
の
頃
に
は
考
え
ら

世
界
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
を
育
て
た
い
。

　
　
　
　

  

辛
い
け
ど
夢
が
あ
る
か
ら
。

具志堅用高（ぐしけん ようこう）

1955年生まれ、沖縄県石垣市（石垣島）出身。那覇・興南高校ボクシング部
で頭角を現し、74年プロデビュー。76年世界タイトルマッチに挑み、WBA世界
ジュニアフライ級チャンピオンとなる。13回連続防衛、うち6連続KO防衛の日
本記録はいまだに破られていない。引退後は解説者、タレントとして活躍する傍
ら、95年に日本人初の世界チャンピオン・白井義男氏と共同で「白井・具志堅
スポーツジム」を設立、現在は会長として後進の育成に励む。故郷の石垣島に
具志堅用高記念館がある。

具志堅 用高さん
       Yoko Gushiken

『
今
は
朝
食
は
も
ち
ろ
ん
、
三
食
と
も
な
る
べ
く
と
る

よ
う
に
し
て
い
ま
す
よ
。
移
動
の
と
き
は
す
ぐ
寝
て
、

4
、5
時
間
は
ウ
ト
ウ
ト
し
ま
す
ね
。
病
気
は
ず
っ
と
し

て
い
な
い
け
ど
、
長
い
こ
と
人
間
ド
ッ
ク
を
受
け
て
い
な
い

の
で
実
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん（
笑
）。
血
圧
と
血
糖
値

は
調
べ
た
と
こ
ろ
問
題
な
か
っ
た
の
で
す
が
』

魚
は
今
も
大
好
き
。『
食
事
が
お
い
し
く
な
く
な
っ
た

ら
、
人
間
ド
ッ
ク
の
検
査
を
受
け
よ
う
か
と
』

数
年
前
ま
で
は
練
習
生
の
パ
ン
チ
を
自
ら
ミ
ッ
ト
で

受
け
て
い
ま
し
た
が
、
練
習
を
見
て
ア
ド
バ
イ
ス
を
す
る

ス
タ
イ
ル
に
だ
ん
だ
ん
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

『
ボ
ク
シ
ン
グ
は
危
険
な
ス
ポ
ー
ツ
な
の
で
、
ち
ゃ
ん
と

教
え
な
い
と
事
故
が
起
こ
る
こ
と
も
あ
る
。
僕
が
現
役

の
頃
は
、
試
合
で
目
の
上
を
切
っ
て
も
そ
の
日
の
う
ち
に

縫
っ
て
も
ら
っ
て
終
わ
り
で
し
た
が
、
今
は
ジ
ム
が
外
科

医
や
脳
神
経
外
科
医
と
契
約
し
て
い
ま
す
』

最
近
の
若
者
は
体
型
も
変
わ
り
、
取
り
巻
く
環
境

も
昔
と
は
大
き
く
違
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
ア
ル
バ
イ

ト
で
生
活
を
支
え
な
が
ら
栄
光
を
目
指
し
て
練
習
す

る
姿
は
、
具
志
堅
さ
ん
の
頃
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。
ジ
ム
が

午
後
9
時
ま
で
開
い
て
い
る
の
も
そ
の
た
め
で
す
。

『
僕
は
プ
ロ
9
戦
目
で
い
き
な
り
世
界
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
に

な
っ
て
、
す
べ
て
が
驚
く
ほ
ど
変
わ
り
ま
し
た
』

自
分
と
の
戦
い
は
と
て
も
辛
い
け
れ
ど
、
勝
ち
抜
い
た

先
に
他
の
世
界
で
は
味
わ
え
な
い
快
感
が
あ
る
の
が
ボ

ク
シ
ン
グ
、と
は
具
志
堅
さ
ん
の
持
論
で
す
。

『
最
終
的
に
世
界
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
を
誕
生
さ
せ
る
の
が

夢
で
す
。
10
代
の
子
を
そ
こ
ま
で
育
て
て
い
く
の
は
大

変
だ
け
ど
、
見
る
見
る
う
ち
に
強
く
な
っ
て
い
く
若
者
の

姿
を
見
る
と
、
僕
も
元
気
が
わ
い
て
き
ま
す
』
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片
膝
を
つ
い
て
、
腰
を
入
れ
て
か
ら
、
持
ち
上
げ
る
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
背
筋
の
み
に
負
担
を
か
け
ず
、

腹
筋
と
足
の
筋
力
で
持
ち
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
運
動

と
し
て
は
水
中
歩
行
が
好
ま
し
い
の
で
す
が
、
疲
労
を
た
め

な
い
程
度
の
平
地
歩
行
で
も
よ
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
足
腰

の
筋
力
を
保
つ
こ
と
が
重
要
で
す
。

日
常
生
活
の
な
か
で
腰
に
負
担
を
か
け
な
い
姿
勢
と
動
作

を
心
が
け
、
背
筋
・
腹
筋
・
足
の
筋
肉
を
維
持
す
る
よ
う
に

努
め
る
こ
と
が
肝
心
と
い
え
ま
す
。

激
痛
が
あ
る
場
合
は
、
内
服
薬
の
ほ
か
に
坐
薬
な
ど
も
使

い
ま
す
。
し
か
し
一
般
に
鎮
痛
剤
は
胃
腸
障
害
な
ど
の
副
作

用
も
あ
る
た
め
、
必
要
な
と
き
だ
け
使
う
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

腰
の
ま
わ
り
を
温
め
る
温
熱
療
法
、
背
骨
を
引
っ
張
る
牽け

ん

引い
ん

療
法
な
ど
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
牽
引
に
よ
り
腰
痛
が

悪
化
し
た
り
、
足
の
神
経
症
状
が
起
こ
っ
て
く
る
場
合
も
あ

り
ま
す
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。　

痛
み
が
強
い
時
に
は
、
横
向
き
で
身
体
を
や
や
丸
く
す
る

よ
う
に
寝
る
と
い
い
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
が
、
安
静
に
し
す

ぎ
る
の
も
問
題
で
す
。
痛
み
を
我
慢
で
き
る
範
囲
で
、
少
し

ず
つ
日
常
生
活
動
作
を
行
う
と
結
果
的
に
は
改
善
す
る
人

が
多
い
と
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
痛
み
の
少
な
い
動
作
な
ど

を
主
治
医
や
理
学
療
法
士
に
指
導
し
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。

コ
ル
セ
ッ
ト
は
腰
の
安
定
感
が
増
し
、
症
状
が
軽
く
な
る
例

が
あ
り
ま
す
。

腰
痛
体
操
で
腹
筋
や
背
筋
な
ど
を
強
化
し
て
背
骨
の
ま

わ
り
を
補
強
し
ま
し
ょ
う
。
た
だ
し
、
痛
み
が
あ
る
と
き
に

無
理
し
て
行
う
と
症
状
が
悪
化
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

腰
痛
の
予
防
に
は
、
日
頃
か
ら
良
い
姿
勢
を
保
つ
よ
う
に

心
が
け
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
重
い
物
を
持
ち
上
げ
た
り
長

時
間
の
中
腰
で
い
る
こ
と
が
腰
痛
発
生
の
き
っ
か
け
に
な
る
の

で
、で
き
れ
ば
避
け
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
で
も
重
い
物
を
持
ち

上
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
き
は
、
背
筋
を
伸
ば
し
た
ま
ま

痛
み
の
原
因
は
腰よ

う
つ
い椎
か
ら
仙
椎
と
い
う
骨
、
そ
の
間
の
椎

間
板
、
筋
膜
、
筋
付
着
部
な
ど
、
腰
の
あ
た
り
を
構
成
し
て

い
る
組
織
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
多
く
の

場
合
、
正
確
な
原
因
を
特
定
で
き
ま
せ
ん
。
腫
瘍
や
感
染
な

ど
の
重
い
病
気
、
あ
る
い
は
変
形
が
特
徴
的
な
病
気
で
な
い

場
合
に「
腰
痛
症
」と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
般
に
、
重
い
物
を
扱
っ
た
り
中
腰
の
作
業
が
多
い
職
業

の
人
、
長
距
離
ト
ラ
ッ
ク
の
運
転
手
な
ど
が
よ
く
腰
痛
を
訴

え
ま
す
。

男
性
で
は
急
性
の
腰
痛
、
女
性
で
は
慢
性
腰
痛
が
多
い
と

言
わ
れ
、
20
代
前
半
ま
で
は
頻
度
は
低
い
の
で
す
が
、
30
代

以
降
は
年
齢
と
と
も
に
増
え
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

い
わ
ゆ
る「
腰
痛
症
」に
は
ぎ
っ
く
り
腰
も
含
ま
れ
ま
す

が
、安
静
に
し
て
い
る
と
き
で
も
痛
み
や
発
熱
が
あ
る
と
重
い

病
気
か
も
し
れ
な
い
た
め
、
単
純
レ
ン
ト
ゲ
ン
や
M
R
I
、

C
T
検
査
な
ど
の
ほ
か
に
、
採
血
や
尿
検
査
な
ど
が
行
わ
れ

ま
す
。

レ
ン
ト
ゲ
ン
や
M
R
I
、C
T
で
背
骨
の
変
形
と
か
ク
ッ
シ
ョ

ン
に
相
当
す
る
椎
間
板
の
変
性
を
見
つ
け
る
こ
と
が
あ
る
の

で
す
が
、こ
の
よ
う
な
変
化
は
年
を
と
る
だ
け
で
起
こ
る
こ

と
が
多
く
、
必
ず
し
も
腰
痛
の
原
因
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

腰腰
痛
腰
痛

つつつ

腰
痛
の
原
因
と
は
？

ど
う
い
う
人
に
多
い
の
で
し
ょ
う
か

「
腰
痛
症
」で
は
何
を
調
べ
ま
す
か

予
防
と
日
常
生
活
の
注
意
点

治
療
は
担
当
の
医
師
と
よ
く
相
談
し
て
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麻
疹
は
麻
疹
ウ
イ
ル
ス
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ

る
感
染
症
で
、
発
熱
や
咳せ

き

、
鼻
水
と
い
っ
た
風
邪
の

よ
う
な
症
状
と
発
疹
が
現
れ
ま
す
。
肺
炎
や
脳
炎

の
よ
う
な
重
い
合
併
症
を
引
き
起
こ
す
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
従
来
は
小
学
生
ま
で
に
感
染
す
る
こ
と

が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
最
近
で
は
中
学
生
以
降
の

10
代
、
20
代
で
感
染
す
る
こ
と
も
多
く
、
社
会
的

な
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

麻
疹
の
感
染
経
路
は
、
飛ひ

沫ま
つ

感
染（
唾つ

ば

や
ク
シ
ャ

ミ
な
ど
で
病
原
菌
が
飛
び
散
る
こ
と
に
よ
る
感

染
）、
空
気
感
染
が
主
で
、
免
疫
を
持
っ
て
い
な
い

人
が
感
染
す
る
と
90
％
以
上
が
発
症
し
ま
す
。一

方
、
も
し
感
染
し
た
場
合
に
、
周
囲
の
免
疫
の
な
い

人
に
何
人
う
つ
す
か
と
い
う
と
、
麻
疹
は
12
〜
18

人
、イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
3
〜
4
人
、お
た
ふ
く
か
ぜ

は
4
〜
7
人
、
風
疹（
三
日
は
し
か
）は
6
〜
7
人

で
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
麻
疹
ウ
イ
ル
ス
は
他
に

比
べ
て
強
い
感
染
力
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

は
排
除
さ
れ
た
病
気
で
す
。
日
本
を
含
め
た
西
太

平
洋
全
体
で
2
0
1
2
年
ま
で
に
麻
疹
を
排
除
す

る
こ
と
を
目
標
に
掲
げ
、Ｗ
Ｈ
Ｏ
が
そ
の
排
除
計
画

の
判
断
基
準
を
示
し
て
い
ま
す
。
基
準
の
ひ
と
つ
と

し
て
、
麻
疹
と
し
て
確
定
し
た
例
が
1
年
間
に
人

口
1
0
0
万
あ
た
り
1
例
未
満
と
す
る
こ
と（
輸

入
例
は
除
く
）と
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、

わ
が
国
で
は
、麻
疹
は
1
9
7
8
年

に
定
期
予
防
接
種
の
対
象
に
な
り
、

2
0
0
6
年
6
月
か
ら
は
麻
疹･

風

疹
混
合
ワ
ク
チ
ン（
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
）

の
2
回
接
種
が
始
ま
り
ま
し
た
。

2
0
0
7
年
の
流
行
は
記
憶
に
新
し
い

と
こ
ろ
で
す
が
、
乳
幼
児
に
少
な
く
、

10
代
、
20
代
に
流
行
し
た
こ
と
が
特
徴

で
し
た
。
こ
れ
ら
の
年
代
の
人
に
流
行
し
た

原
因
と
し
て
、
①
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
し
て
い
な

い
、
②
麻
疹
に
か
か
っ
た
こ
と
が
な
い
、
③
ワ
ク
チ
ン

を
接
種
し
た
後
、
年
数
の
経
過
と
と
も
に
免
疫
が

弱
ま
っ
て
し
ま
っ
た
、
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
た
め
2
0
0
8
年
4
月
1
日
か
ら
5
年
間
、
中

学
1
年
生（
第
3
期
）、高
校
3
年
年
齢（
第
4
期
）

を
対
象
と
し
た
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
始
ま
り

ま
し
た
。

す
で
に
南
北
ア
メ
リ
カ
大
陸
や
韓
国
で
は
麻
疹

家
族
の
健
康

中
学
生
で
増
え
て
い
る

麻
疹
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
力
は
強
い

日
本
で
の
麻
疹
の
予
防
対
策

麻
疹
排
除
に
向
け
て

こ
れ
ま
で
、麻ま

疹し
ん（

は
し
か
）の
予
防
と
し
て
、

1
歳
と
小
学
校
入
学
前
の
2
回
、ワ
ク
チ
ン
を
接
種
し
て
い
ま
し
た
が
、

2
0
0
8
年
か
ら
は
中
学
1
年
生
に
も
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

な
ぜ
で
し
ょ
う
か
？
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夜間対応型訪問介護と認知症
対応型通所介護は、ともに地域
密着型サービスに含まれます。
夜間対応型訪問介護サー

ビスは、24時間対応可能な訪
問介護サービスです。定期的
に自宅へうかがう「巡回」訪問
と、必要な時に利用する「随時」

訪問があります。転んで起き上がれ
ない、急に気分が悪くなったなどの際に

コールボタンを押すだけでオペレーションセンターにつながり、必要に応
じて訪問介護員が駆けつけます。費用は、事業所の体制等により異な
りますが、例えば、特別区（23区）では月定額約1,100円に加え、「定期」
巡回サービスは１回約420円、「随時」訪問サービスは1回約640円（随
時訪問サービス費Ⅱの場合）程度が必要です。金額はあくまで参考例で
す。利用回数に制限はなく、日中の訪問介護サービスと組み合わせて
利用することもできます。要支援・要介護認定区分で要介護の認定をお
持ちであれば利用できますが、要支援認定での利用はできませんので注
意が必要です。
認知症対応型通所介護（認知症デイサービス）は、認知症の方の

ための日帰り「通い」で行うサービスです。ご自宅からの送迎や入浴・
排泄・食事の介護、その他日常生活上の世話や簡単な機能訓練など
を行います。ご本人の心身機能の維持・改善、ひきこもり防止、家族の
介護負担の軽減などを目的としています。通常の通所介護よりも少人
数で実施されている場合が多いので、より個々の特性にあった介護が
期待できます。費用は、事業所の体制や各種加算の算定により異なり
ますが、特別区（23区）では1日6～8時間利用の場合、要介護1～5で
1,048円～1,499円（認知症対応型通所介護費Ⅰⅰの場合）で、その他に
食費や日常生活費等の自己負担があります。要支援の認定の方は、
介護予防認知症対応型通所介護の利用ができます。
いずれのサービスも利用するためには、ケアプランの作成が必要で
す。また、これらの地域密着型サービスは、ご本人の住所地と同じ区
市町村にあるサービス事業所の利用に限定されます。
※ 参考資料：指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
（平成１８年３月１４日厚生労働省令第34号）

夜間対応型訪問介護と
認知症対応型通所介護
について教えてください。 2

0
0
8
年
の
日
本
で
は
人
口
10
万
あ
た
り
86
・
1

例
の
麻
疹
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
基
準

で
は
す
べ
て
の
地
区
に
お
け
る
各
年
齢
に
お
い
て
、

麻
疹
を
含
む
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
率
が
95
％
以
上
で

あ
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
2
0
0
8
年
に
お
け
る

わ
が
国
の
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
率
は
、
第
1
期

（
1
歳
か
ら
2
歳
）94・3
％
、
第
2
期（
小
学
校
就

学
前
1
年
間
）91
・
8
％
で
す
が
、
第
3
期（
中
学

1
年
生
）は
85・1
％
、
第
4
期（
高
校
3
年
年
齢
）

は
77
・
3
％
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
特
に
東
京
都
に
お
け

る
接
種
率
は
、
残
念
な
こ
と
に
第
3
期
75
・
8
％
と

全
国
の
下
か
ら
2
番
目（
表
参
照
）、
第
4
期
は

60
・
7
％
と
全
国
最
下
位
で
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況

も
あ
り
、
東
京
都

で
は
2
0
0
8
年

の
麻
疹
患

者
報
告
数
は

1
，1
7
4
人
、

2
0
0
9
年
も

12
月
2
日
ま
で
に
7
1
2

人
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
た
か
が
”は
し
か
“」
と
あ
な
ど
る
こ
と
な
く
、

「
麻
疹
は
か
か
る
前
に
予
防
す
べ
き
感
染
症
」で
あ

り
、
発
生
を「
0
」に
す
る
こ
と
が
目
標
で
あ
る
と

い
う
認
識
を
国
民
全
体
が
共
有
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

（2008年4月1日～2009年3月31日）　 全国平均：85.1％

出典：国立感染症研究所資料より改変

ベスト5

福井県 95.5％ 福岡県　　75.7％

富山県 95.3％ 東京都 75.8％

茨城県　 95.1％ 大阪府　　77.2％

秋田県　 94.9％ 神奈川県　77.8％

新潟県　 94.2％ 広島県　　81.0％

ワースト5

第1位 第1位

第2位 第2位

第3位 第3位

第4位 第4位

第5位 第5位

第3期麻疹ワクチン接種率
の全国ベスト5とワースト5
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「
寝
て
い
る
と
き
、い
び
き
が
ひ
ど
い
。息
が
と
ま
る

こ
と
が
あ
る
」と
家
族
に
い
わ
れ
た
の
で
す
が
、そ
ん

な
病
気
が
あ
る
の
で
す
か
？ 

（
大
田
区
、42
歳・
男
性
、会
社
員
）

睡
眠
中
に
呼
吸
が
止
ま
っ
た
り
、
弱
い
呼
吸
の
状
態
が
10

秒
以
上
続
く
、そ
う
い
う
状
態
が
1
時
間
に
5
回
以
上
起
こ

る
場
合
は「
睡
眠
時
無
呼
吸
症
候
群
」
と
い
う
病
気
で
す
。

無
呼
吸
の
回
数
に
よ
っ
て
重
症
度
が
違
っ
て
き
ま
す
が
、
寝
て

い
る
間
に
呼
吸
が
止
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
方
は

あ
ま
り
い
ま
せ
ん
。一
般
に
睡
眠
時
無
呼
吸
症
候
群
の
自
覚

症
状
と
し
て
は
、自
分
の
大
き
な
い
び
き
で
眼
が
覚
め
る
、昼

間
眠
く
て
仕
方
が
な
い
、
ぐ
っ
す
り
眠
っ
た
感
じ
が
し
な
い
、

起
き
る
と
き
に
頭
痛
が
す
る
、
集
中
力
が
な
い
、
と
いっ
た
も

の
が
あ
り
ま
す
。

原
因
と
し
て
は
、肥
っ
て
い
て
首
が
太
い
、舌
が
大
き
い
、鼻

の
空
気
の
通
り
道
が
曲
が
って
い
る
、扁
桃
腺
や
ア
デ
ノ
イ
ド
が

腫
れ
て
い
る
、と
いっ
た
体
の
条
件
や
、お
酒
を
た
く
さ
ん
飲
む

た
め
に
喉
の
筋
肉
が
ゆ
る
ん
で
空
気
の
通
り
道
が
細
く
な
る
、

あ
る
い
は
塞
が
っ
て
し
ま
う
な
ど
が
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

睡
眠
時
無
呼
吸
は
、
放
っ
て
お
く
と
高
血
圧
・
心
筋
梗
塞
・

脳
卒
中
の
原
因
と
な
り
、
生
命
に
危
険
が
及
ぶ
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
ま
た
特
有
の
眠
気
は
交
通
事
故
な
ど
を
起
こ
す
原

因
に
も
な
る
た
め
、
早
め
に
適
切
な
治
療
を
す
る
こ
と
が
大

切
で
す
。

最
近
は
簡
単
な
検
査
で
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま

す
の
で
、
も
し
家
族
に
指
摘
さ
れ
た
ら
、一
度
か
か
り
つ
け
医

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

帝
京
平
成
大
学
大
学
院

健
康
科
学
研
究
科

病
院
前
救
急
医
療
学
教
授

医
師
の 一 

日

小
林 

國
男
先
生

　
体
育
館
で
は
、ち
ょ
う
ど
救
急
救
命
士
が
行
う
処
置
訓
練（
シ
ミ
ュレ
ー
シ
ョン
実
習
）

の
教
育
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
現
在
、国
家
試
験
に
実
技
は
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、理

論
と
実
践
が
密
接
に
結
び
つい
て
い
る
の
で
、
小
林
先
生
は
実
習
を
の
ぞ
く
こ
と
が
し
ば
し

ば
あ
る
そ
う
で
す
。
専
門
分
野
の
単
位
は
理
論
・
実
習
が
同
じ
く
ら
い
の
比
重
で
す（
表
）。

小
林
研
究
室
の
鈴
木
講
師
の
指
導
の
も
と
、
実
習
は
8
〜
10
人
ず
つ
の
6
グ
ル
ー
プ
で

行
わ
れ
ま
す
が
、各
グ
ル
ー
プ
は
東
京
消
防
庁
O
B
の
救
急
救
命
士
が
指
導
し
ま
す
。
学

生
は
与
え
ら
れ
た
シ
ナ
リ
オ
に
よ
っ
て
、
患
者
、
救
急
隊
長
、
救
急
隊
員
、
救
急
救
命
士

な
ど
の
役
に
分
か
れ
、
患
者
さ
ん
に
ど
う
接
し
て
処
置
し
、
ど
う
担
架
に
乗
せ
、
救
急
車

で
搬
送
す
る
か
と
い
う
救
急
隊
活
動
の一
連
の
流
れ
を
実
習
し
ま
す
。
指
導
教
官
の
助
言

や
学
生
の
質
問
、
意
見
な
ど
が
飛
び
交
い
、テ
キ
パ
キ
と
進
ん
で
い
き
ま
し
た
。

「
た
と
え
ば『
外
傷
』。
バ
イ
ク
に
乗
っ
て
転
倒
し
て
ケ
ガ
を
し
た
と
い
う
想
定
で
す
が
、

頸け
い

椎つ
い

損
傷
を
起
こ
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、し
っ
か
り
頸
椎
を
固
定
し
て
酸
素
を

投
与
し
つ
つ
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
に
乗
せ
る
と
い
う
手
順
で
す
。
患
者
役
は
学
生
が
や
っ
て
い

ま
す
。
自
分
自
身
も
患
者
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
う
し
た
ら
辛
い
か
を
身
を
も
っ
て

経
験
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
ら
」と
小
林
先
生
。
覚
え
る
べ
き
実
技
は
多
く
、
気
管
挿

　

J
R
池
袋
駅
か
ら
徒
歩
約
15
分
、そ
び
え
た
つ
10
階
建
て
の
ビ
ル
が
帝
京

平
成
大
学
池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス
で
す
。
現
在
本
部
の
あ
る
池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス
は

2
0
0
8
年
4
月
に
完
成
し
ま
し
た
。

実
学
教
育
を
掲
げ
る
帝
京
平
成
大
学
は
、医
療
職
で
あ
る「
救
急
救
命

士
」資
格
の
取
得
の
た
め
に
千
葉
・
池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス
の
そ
れ
ぞ
れ
に「
救
急

救
命
士
コ
ー
ス
」
を
設
け
て
お
り
、池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス
の
7
階
に
小
林
研
究

室
が
あ
り
ま
す
。
今
日
は
金
曜
日
、午
後
2
時
過
ぎ
に
伺
う
と
、小
林
先

生
は
午
前
中
の
講
義
を
終
え
、
次
の
講
義
に
備
え
て
、
講
師
の
鈴
木
哲
司

先
生
と
打
ち
合
わ
せ
中
で
し
た
。

実
習
で
学
ぶ
”身
に
な
る
知
識
“

小
林 

國
男
先
生

1
9
6
9
年
京
都
大
学
大
学
院
修
了
、ハ
ー

バ
ー
ド
大
学
留
学
を
経
て
帝
京
大
学
第
一
外

科
へ
。
78
年
救
急
部
に
移
籍
、
88
年
救
命
救

急
セ
ン
タ
ー
教
授
、2
0
0
5
年
定
年
で
退

任
し
、
帝
京
平
成
大
学
教
授
に
。

「
A
E
D
は
い
ろ
い
ろ
な
所
に
設
置
さ
れ
て
い

ま
す
が
、使
え
る
人
が
少
な
い
。
そ
う
い
う
状

態
を
な
ん
と
か
す
る
た
め
に
も
救
急
医
療
の

教
育
は
必
要
で
す
。
今
、救
急
医
療
の
講
義

で
週
に
1
回
は
市
原
市
に
あ
る
千
葉
キ
ャ
ン

パ
ス
に
行
き
ま
す
。
片
道
2
時
間
半
、
往
復

5
時
間
か
か
り
ま
す
が
、本
も
じ
っ
く
り
読
め

る
し
、
慣
れ
る
と
楽
し
み
に
な
り
ま
す
よ
。」

先

小
林
國
男
先
生

D
r. K

unio K
ob

a
ya

shi 
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救
急
救
命
士
の
育
成

  

い
ま
大
学
で
は



救急医療 小児救急の現状と問題点
そこで働く小児科医の実働数との関係がアンバランスになって
いることが大きな原因です。一方、医療の進歩につれて救急領
域でもより高度な診療が要求されるようになり、続けたい意思
はあってもスタッフや設備面の制約で小児救急の看板を降ろさ
ざるを得ない場合もあり、アンバランスがもっと深刻になってき
ています。

問題はどのあたりに？
　小児救急を行う施設は一般の救急に比べてとても少なく、さ
らに減っていく傾向にあるため、地域によっては“一極集中化”が
起こっています。特に1次救急・2次救急※を同時に行っている病
院や診療所に集中し、結局、どこも本来の役割分担を十分に果
たせなくなりつつあります。
　“救急医療は小児科診療のおおもと”であることがわかってい
ても、このような悪循環が小児科医をジワジワと疲れさせてい
るのはとても残念なことです。

※1次救急は入院や手術を伴わない初期救急、2次救急は入院、手
術を伴う救急を指し、3次救急はそれより重い症状を対象にしてい
ます。

小児救急のいまは？
　小児救急は小児科の診療の中で大きな

ウェートを占める分野です。といっても重症だったり緊急の場合
が多いということではなく、むしろ“子を持つ親”に対する心のケ
アが、昔も今も小児科診療の中心になっていることが多いので
す。「子どもはちゃんとしゃべってくれないから、よくわからない」
――小児科以外の医師からそういう言葉を聞くことがあります。
しかし小児科医としては“悪意を持ったウソは言わない子ども”を
相手にしているわけですから、たとえ緊張度が高い救急の場面
であっても、子どもが何を訴えようとしているのかを誠実に聞き
取ろうとする態度が必要だと考えています。

少子化なのに…
　少子化が叫ばれているこの頃ですが、それに比例して小児救
急の患者さんがガクッと減ったとはあまり聞きません。むしろ救
急患者さんが増えたため小児科医が疲れ果て、小児救急の存続
が危ぶまれているという話を耳にします。以前に比べて子どもと
親の生活の仕方が変わってきて、小児救急を行っている施設、

管
や
心
肺
蘇
生
な
ど
は
マ
ネ
キ
ン
を
用
い
て
行
う
た
め
、
貴
重
な
体
験
を
重
ね
る
た
め
に

も
欠
席
は
で
き
ま
せ
ん
。
1
コマ
の
授
業
は
90
分
、今
日
は
昼
休
み
を
挟
ん
で
4
コマ
行
う

の
で
、
朝
8
時
40
分
か
ら
始
ま
っ
た
シ
ミ
ュレ
ー
シ
ョン
実
習
が
終
わ
る
の
は
午
後
4
時
過

ぎ
。
早
春
の
陽
が
少
し
か
げ
る
頃
ま
で
続
く
そ
う
で
す
。

「
休
み
な
し
で
訓
練
を
続
け
る
の
は
、
若
い
人
で
も
け
っ
こ
う
体
力
が
必
要
で
す
」

実
習
の
積
み
重
ね
で
、い
つ
し
か
体
力
が
つ
く
の
も
実
学
教
育
ゆ
え
で
し
ょ
う
。

一
方
、
理
論
面
の
教
育
も
広
い
範
囲
に
わ
た
り
ま
す
が
、
小
林
先
生
は
池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス

を
中
心
に
、
講
義
を
週
に
5
コマ
受
け
持
っ
て
い
ま
す
。
救
急
救
命
士
が
担
当
す
る
病
院

前
救
護
を
含
む
救
急
医
療
と
は
何
か
と
い
う
入
門
編
か
ら
講
義
が
始
ま
り
ま
す
。
ま

た
、
2
人
の
大
学
院
生
の
指
導
も
担
当
し
て
い
ま
す
。

「
最
近
の
学
生
は
、
比
較
的
素
直
な
人
が
多
い
。
た
だ
高
校
ま
で
に
受
け
て
き
て
い
る

学
力
に
幅
が
あ
る
の
で
、ど
こ
に
照
準
を
合
わ
せ
る
か
が
難
し
い
で
す
ね
」と
は
、理
論
面

の
教
育
を
受
け
持
つ
小
林
先
生
の
感
想
で
す
。
救
急
救
命
士
国
家
試
験
の
受
験
資
格
は
、

①
救
急
隊
員
に
な
っ
て
5
年
以
上
の
経
験
者
で
7
ヵ
月
の
研
修
を
修
了
し
た
者
、
②
民
間

の
養
成
学
校（
大
学
、
専
門
学
校
）で
必
要
な
単
位
を
取
得
し
た
者
な
の
で
、
大
学
な
ら

で
は
の
広
い
教
養
を
持
っ
た
若
い
有
資
格
者
を
育
て
る
こ
と
が
目
標
で
す
。
民
間
養
成
機

関
の
努
力
も
あ
っ
て
救
急
救
命
士
の
資
格
を
持
つ
人
は
最
近
増
え
て
き
ま
し
た
が
、
消
防

機
関
に
就
職
す
る
以
外
に
は
能
力
発
揮
の
場
が
少
な
い
こ
と
が
、
問
題
点
の
1
つ
に
な
り

つつ
あ
り
ま
す
。

以
前
、
小
林
先
生
が
帝
京
大
学
教
授
と
し
て
救
急
医
療
に
当
た
っ
て
い
た
頃
は
交
通
事

故
が
多
く
、
大
手
術
を
毎
日
の
よ
う
に
行
っ
て
い
ま
し
た
。
当
時
は
、
患
者
さ
ん
が
病
院

に
運
ば
れ
て
来
て
か
ら
医
療
が
始
ま
る
と
い
う
考
え
方
で
し
た
。
今
で
は
救
急
救
命
士

が
病
院
前
救
護
を
担
当
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
医
師
が
現
場
へ
行
く
”ド
ク
タ
ー
カ
ー
“

も
広
が
り
つつ
あ
り
、
医
療
全
体
が
よ
り
積
極
的
に
病
院
前
救
急
医
療
に
取
り
組
む
よ

う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

救
急
救
命
士
の
活
動
は
現
場
か
ら
病
院
ま
で
の
範
囲
で
医
師
の
指
示
、
指
導･

助
言
の

も
と
に
行
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
を
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
い
ま
す
。
病
院
と
救
急

隊
が
う
ま
く
連
携
し
、
救
急
救
命
士
が
十
分
に
活
躍
で
き
る
よ
う
に
”メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
協
議
会
“が
各
地
に
つ
く
ら
れ
ま
し
た
が
、
全
国
的
な
体
制
強
化
の
た
め
に
連
絡

会
が
つ
く
ら
れ
、
小
林
先
生
は
現
在
そ
の
会
長
を
務
め
て
い
ま
す
。
制
度
面
か
ら
、
救
急

救
命
士
の
能
力
を
最
大
限
に
発
揮
し
て
も
ら
う
た
め
の
道
を
探
っ
て
い
る
の
で
す
。

わ
が
国
の
救
急
医
療
を
よ
り
充
実
さ
せ
る
た
め
に
、
小
林
先
生
の
講
義
に
も
いっ
そ
う

熱
が
入
り
ま
す
。

救
急
救
命
士
を
誕
生
さ
せ
る
た
め
に

全
国
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
協
議
会
連
絡
会

実習後、次のステップに役立てるために問題
点等を話し合う学生たち

学生が救急隊員役、患者役などに分かれて
行われている実習

表 

教
育
内
容
と
単
位
数

専
門

分
野

専
門

基
礎

分
野

基
礎

分
野

救
急
医
学
概
論

救
急
症
候
・
病
態
生
理
学

疾
病
救
急
医
学

外
傷
救
急
医
学

環
境
障
害
・
急
性
中
毒
学

実
習

健
康
と
社
会
保
障

疾
患
の
成
り
立
ち
と

　
　
　
　
　

回
復
の
過
程

人
体
の
構
造
と
機
能

科
学
的
思
考
の
基
礎 

人
間
と
人
間
生
活 

教
育
内
容

単
位
数
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●●

  

●●
  

●●
  

●●
  

●●

  

●●

  

●●

  

●●

  

●●

 

総
合
計 

82678412569 4 4

7

8



③龍子記念館

④馬込桜並木通り

⑤熊谷恒子記念館

⑥区立郷土博物館

①本門寺

②本門寺公園

２

１

３

４

５

６

霊山橋

池上梅園

紅葉坂

池上小

松涛園

五重塔

仁王門

汐見坂

池上駅 東急池上線

池上
通り

第
二
京
浜

馬込桜並木通り

本
門
寺
新
参
道

十
中
通
り

西
馬
込
駅

都
営
浅
草
線

※ 普通の速度で歩いた場合（1分間に60m・4kcal消費）
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●散歩コースと消費エネルギーのめやす

約65分・260ｋｃａｌ――――――――――――――――――――――
東急池上線池上駅→本門寺→本門寺公園→龍子記念館→馬込桜
並木通り→熊谷恒子記念館→区立郷土博物館→都営浅草線西馬
込駅（約4.0km）

「
一
丁
目
一
番
地
」
…
。
最
近
は
政
治
家
が
よ
く
使
う
言
葉
の
よ
う
だ

が
、
遠
い
昔
に
あ
っ
た
N
H
K
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
の
題
名
で
も
あ
る
ら
し
い
。

お
ぼ
ろ
げ
な
記
憶
な
が
ら
、
案
内
人
は
こ
の
言
葉
で
石
蹴
り
や
鬼
ご
っ
こ
を

思
い
出
し
て
し
ま
う
。

本
門
寺
の
住
所
は
池
上
一
丁
目
一
番
地
だ
と
い
う
。
ま
っ
す
ぐ
に
伸
び
る
石
段
の
上
に
見
え
る

仁
王
門
を
仰
ぎ
見
て
、
不
思
議
な
気
持
ち
に
な
っ
た
。
石
段
は
15
段
登
る
と
踊
り
場
に
な
っ
て
、

上
ま
で
都
合
96
段
。
足
ど
り
軽
く
登
り
始
め
た
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
陽
射
し
が
い
つ
の
間
に
か
首

筋
の
小
さ
な
汗
の
粒
に
変
わ
っ
て
い
た
。
さ
す
が
に
春
で
あ
る
。

桜
の
花
が
五
重
塔
に
映
え
、
子
ど
も
た
ち
の
は
し
ゃ
ぎ
声
を
乗
せ
た
風
が
本
門
寺
公
園
に
そ

よ
ぐ
。
汐
見
坂
は
ゆ
る
や
か
に
登
っ
て
ゆ
っ
く
り
と
下
る
。
登
り
の
頂
点
に
立
つ
と
遠
景
が
は
る
か

な
地
平
線
の
よ
う
に
見
え
、
昔
は
海
も
見
え
た
の
だ
ろ
う
と
納
得
さ
せ
ら
れ
る
。

馬
込
桜
並
木
通
り
で
は
文
字
通
り
桜
が
見
事
に
開
き
匂
い
た
っ
て
い
た
。
か
つ
て
こ
の
地
に
文

士
た
ち
が
集
ま
り
住
ん
だ
気
持
ち
が
よ
く
わ
か
る
。
日
本
画
の
川
端
龍
子
や
、
現
代
女
流
か
な

書
道
家・熊
谷
恒
子
の
足
跡
を
た
ど
って
み
る
の
も
、
春
の
日
の
楽
し
い
過
ご
し
方
か
も
し
れ
な
い
。

■龍子記念館
開館時間　9：00～16：30（入館は16：00まで）
休 館 日　月曜日（祝日の場合はその翌日）、年末年始、展示替えなどの臨時休館日
入 館 料　大人200円､小・中学生100円、65歳以上・6歳未満　無料
■熊谷恒子記念館
開館時間　9：00～16：30（入館は16：00まで）
休 館 日　月曜日（祝日の場合は開館）、年末年始、展示替えなどの臨時休館日
入 館 料　大人100円､小・中学生50円、65歳以上・5歳以下　無料

とうきょう点描
元気散歩マップ

本門寺と
桜並木
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