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富 山 医薬大医誌10巻 1 号 1997年

最終講義

食道癌・胃癌に対す る 私の手術

藤 巻 雅 夫
富 山 医科薬科大学医学部医学科第二外科学教室

私 は 新潟大学 第一外科時代， そ れ か ら 富 山へ参 り
ま し て ず、っ と 癌 の治療， 手術 を し て き た わけですが，
富山へ参 り ま し て私 な り に 考 え た い ろ い ろ な 手術法
があ り ま す の で そ れ に つ い て お 話 し し た い と 思 い ま
す。

1 . 食道癌の手術

(1 ） 再建先行術式
私が新潟大学 に い た 頃， 昭和31年 か ら 51年 ま で在

籍 し て い た わ け ですが そ の 頃 の 食道癌 の手術 と い
う の は ， ま ず左側臥位で右開 胸 を や り ま す。 そ こ で
食道癌癌腫 の 切 除， 縦隔 リ ン パ節 郭清， そ れか ら 胸
部食道 を 離断 し ま す 。 そ し て 患者さん を 仰臥位 と し
て ， 開腹 し ， 再建臓器 を 作 り ま す。 再建臓器 は 日 本
中 で胃を 使 う こ と が一番多 い わ けです。 そ れか ら 腹
部 リ ン パ節 を 郭清 し て ， 最期 に 頚部 を 切 開す る わ け
です。 そ れで頚部の リ ン パ節 を 郭清 し て ， 頚部 食 道
と 腹部で作成 し た再建臓器 と を 吻合す る 。 こ れ を 一
人の術者が助手 を 使 っ て や り ま す と だい た い 8 時間
か ら 10時 聞 か か り ま す。 そ こ で ， 私 は ， ま ず 開 腹術
と 頚部 の 切 開 術 を 同 時 に や り そ し て最後 に 右 開 胸
を し て癌 を 取る と い う 再建先行術式を採用 し て み ま
し た 1 ) 2 ）。 こ の術式 を 若 い 頃 学 会 に 発表 し て 癌研 の
梶谷先生 に よ く 怒 ら れ た も の で し た 。 「 お ま え ， 癌
の手術 を や る と き は癌 が と れ る か ど う かが問題で，
も し 取れ な かった ら ど う す る の か 。」 と 。 そ れ で 私
は 「今の診断技術で は癌が取れ る か ど う か術前 に わ
か り ま す。J と 答 え ま し た 。 新潟で 食 道癌 を 任され
る よ う に な っ て か ら ， そ し て 富 山へ き て か ら も 全例 ，
腹部 と 頚部 を 同 時 に や る 再建先行術式 を や り と う し
ま し た 。 そ れで， 特 に 若 い外科医が追試 を し て ， 今
では 日 本の 多 く の施設で， 右 開 胸を し て ， そ の 後腹
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部 と 頚部 を 同 時 に や る と い う 施設がほ と ん ど に な り
ま し た 。 一 人 で や る と い う こ と は な く な っ て き た の
です。 再建先行術式の利 点 は ま ず， 腹部 と 頚部 を 同
時 に や る こ と で手術時間がか な り 短縮 で き ， 患者 と
術者の 負担が軽減され ま す 。 そ れか ら 術 中 迅速 を 応
用 す る こ と に よ り ， 手術開始早期 に 頚部， 腹部 リ ン
パ節転移や腹腔 内遠隔移転 の正確 な把握が可能であ
る こ と ， さ ら に Turnbull3 l が結腸癌で提 唱 し た no
touch isolation tec hnique の 概念が適用 され て い
る こ と が挙げ ら れ ま す。 食道癌 に対す る 手術術式 の
選択で は ， 浅い も の で は E M R で終わ り ま すが， 右
開 胸 食道切 除と い う 術式 ま で癌腫の進展程度， 患者
さんの状態 に 応 じ て い ろ い ろ あ り ま す 。 し か し 癌 の
深達度が外膜 を 越 え て A 3 に な り ま す と 手術 を や っ
て も あ ま り 延命効果 は あ り ま せ ん 。 現在 は 頚部， 胸
部そ し て腹部 を 三領域と 言って ま すが， こ の領域の
郭清 を 徹底的 に や り ま す と 郭清 され る リ ン パ節 は だ
い た い100か ら 120個 に な り ま す 。 な か な か 時 間 も か
か る し ， 出血量 も 多い と い う こ と で術後合併症 も 増
え る 。 今全部の 食道癌 に こ れ を や ろ う と い う 施設も
あ り ま すが， 100か ら 120個 の リ ン パ節 を 郭清 し て 一
つ も 転移がな い と い う 症例 も あ り ま す。 そ う い う 症
例 に は将来郭清 し な い と い う 方 向 で い く 可能性があ
り ま す。 食道癌 の場合 に は 郭清 し た り ン パ節 の 中 で

転移の あ る リ ン パ節が何個 あ る か で だ い た い予後が
決 ま り ま す 。 ま あ ， 5 個以 内 で あ れ ば5年生存 の 可
能性 も か な り あ る 。 と こ ろ が1例固以上 に な る と ガ タ ッ
と 生存率が落 ち る の です。

(2) 非開胸食道抜去術
右開胸食道切 除と い う 術式 は ， 開胸開腹 に 頚部 も

操作す る と い う こ と で， や る 方 も 大変ですが， 患者
さん も 大変です。 そ れで， 食道 を 開胸 し な いで 指 で
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引 き 抜 こ う と い う 試 み が な さ れ ま し た 。 こ れ は
blunt dissection と い う 術式 で あ り ま す が， こ の
blunt と い う 言葉 は辞典 を み ま す と ま ぬけ と か と ん
ま と 出 て い ま す 。 欧米の 一 派 は初 め こ の言葉 を 使 っ
た の ですが， 辞典の最後 に 出 て い る 鈍的 な と い う 意
味 で 使 っ て い る わ け で す 。 し か し ， 今 欧 米 で は
blunt と い う 言 葉 は 使 わ れ ず ， transhiatal 
esophagectomy without thoracotomy と い し 、 ま
す 。 こ の術式 は ， 1928年 に Turner ＇＇が初 め て ヒ ト
に や り ， 1933 年 に 初 め て Lancet に 報告 し て い ま す。
そ こ で 私 は 食道 と い う の は指で ど の く ら い剥 げる か
開 胸 し た と き に や っ て み た わ けです。 食道に は 固有
動脈がだい た い 3 本 ぐ ら い入 っ て い る わ けですが，
指で切 っ た ら ど う な る か， や っ て み ま し た 。 そ う し
ま す と ， 動脈 は ち ぎれて も ち ろ ん 出血 し ま すが， ミ

ク リ ッ ツ ガー ゼ な ど を 詰め て お き ま す と 2 ' 3 分 で
出 血 は 止 ま り ま す。 こ れ は今で は動脈壁の ス パ ス ム
ス で止 ま る と い う こ と がわ か っ て い ま す。 日 本で は
虎ノ 門 病 院 の秋 山 博士§｝が昭和46年 に J . J. Surgery
に 発表 し た のが最初 で あ り ， 33才の 下咽頭癌 の 女 性
に こ の術式 を や っ た わ けです。 こ の術式は侵襲 と い
う 面 で は 開胸術 に 比べればは る かに 小さい わ け で す 。
私 は ， 患者 き ん を 手術で、 失 っ て は何 も な ら な い， 手
術死亡 は何 と し て も 避 け な け れ ばい け な い と い う こ
と で， 日 本の 食道外科 を や る 施設 の 中 で は非開胸 食
道抜去術 を か な り 多 く や っ て き ま し た 。

(3) 食道癌手術症例
こ れ ま で当科で は切除例が185例 ， 切 除率は 約 70

% で し た （表 1 ） 。 開 院当 時 は ， 食 道癌 患 者 が 入 院
し た場合， 何が何 で も ま ず切 除 し よ う と い う 方針で

表 l 食道癌症例数
1979年10月～1996年12月

富山医薬大 関連病院（手術例） 計

症例数 267 92 359 

男女比 234: 33 77: 1 s 311 : 48 

切除例 185 92 277 

切除率 69.3% ／ ／ 

（手術直接死亡率 8ハ85=4.3%)

2 -

や っ て ま し た 。 癌が残 っ て も ， い わ ゆ る reduction
surgery と い う こ と でや っ て ま し た 。 と こ ろ が非治
癒切除に終 わ っ た症例は な か な か一年以上生 き て く
れ ま せ ん 。 そ こ で こ れで は何の た め に 手術 を し た の
か わ か ら な い と い う こ と で後半の10年 間 は症例 を 選
んで， 治癒切除に な る 症例 に 対 し て し っ か り や る と
い う こ と に し ま し た の で切 除率は だ、んだ、ん下がっ て
き ま し た 。 大学で の 直 接 死 亡 率 は 4. 3% で す が ， ス
テ ー ジ の悪 い症例が多い の で こ の 数字 は 日 本の 中 で
は いい ほ う です。 関連病院で は92例 ， 直接死亡 は ゼ
ロ です 。 占 居部位 で は胸部中部が約半数です。 ス テ ー
ジ で は 皿， W と い う 相当 進行 し た も の症例が約70%
を 占 め て い ま す。 関連病院で は約40% と い う こ と で
す の で大学 の 症例 は か な り 進行 し た症例が多 い と い
う こ と です （ 表 2 ） 。 術式 別 で は ， 標 準 術 式 で あ る
右開胸 開腹頚部吻合が約48% ， 非開 胸食道抜去術が
33% で し た 。

表 2 手術例 ス テージ別症例数
1979年10月～1996年12月

Stage 宮山医薬大 関連病院 言十
23(11.8%) 13 (14.1%) 36 (12.5%) 

II 9( 4.6%) 7(7.6%) 16 ( 5.6%) 

Il l  42 (21.5%) 17 (18.5%) 59 (20.6%) 

IV 96 (49.2%) 19 (20.7%) 115(40.1%) 

不明 25(12.8%) 36 (39.1%) 61 (21.3%) 

言十 195(100%) 92 (100%) 287 (100%) 

(4) 温熱療法
そ れか ら ， 進行 し た 食道福症例 は 手術だけ で は な

か よ く な ら な い ， と い う こ と で ま ず， 新潟に い た 頃
ブ レオマ イ シ ン と い う 薬が扇平上皮癌 に対 し て効果
があ る と い う こ と がわ か り ， 合併療法 と し て 使用 し
てみ ま し た 。 し か し 肺線維症 を 起 こ し やす い と い う
欠点があ り ， 現在で は シス プラ チ ン を 使 っ て い ま す 。
ま たその 食道癌細胞 の株化 に 成功 し ， い ろ い ろ な 基
礎実験を積み重ねて き ま し た が温熱療法が効果があ
る と い う こ と で こ れ も 併 用 し て み ま し た 6)7） 。 温熱
化学放射練療法 を 施行した 第一例 目 の症例でのエピ
ソ ー ド に つ い て お 話 し し ま す 。 64才の男性で， 鴨下
困難があ り ， 一ヶ 月 で12kg痩せ て 来 院 し ま し た 。 長
径18cmの癌があ り ま し て ， 患者さん は つ ばが飲み こ
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め ま せ ん。 回 診 に い き ま す と 枕元 は テ ィ ッ シ ュ が 山
ほ どに な り ま す 。 温熱化学放射線療法 を 施行 し ， あ
る 時回 診 に い き ま す と ， 枕元 の テ ィ ッ シ ュ があ り ま
せ ん 。 ど う し ま し た と 聞 く と ， 「 い や あ ， 唾が通 る
よ う に な っ た。j と 言 う ん で す 。 主 治 医 も こ れ ほ ど
効 く と は思 わず ， 検査 も し ていな か っ た の です ぐ検
査す る よ う に い っ た と こ ろ ， ほ と ん ど癌 は消 失 し ，
生検で も 変性 し た 癌細胞が出 る のみ と な っ た わ けで
す。 と こ ろ が こ の患者さん は ブ ド ウ 膜炎 を 発症 し ，
徐 々 に 視力 が低下 し て い き ， ほ ぼ完全 に 視力 を 失 っ
て し ま い ま し た 。 そ の た め手術は拒否 され， そ の 後
年 2 回程度 の温熱化学放射線療法 を 施行 し ま し た が，
3 年半後に 亡 く な り ま し た 。 剖検で は 食道 は も ち ろ
ん， リ ン パ節 に も 累々 と 癌が残 っ て お り ， や は り 手
術 し て お け ば良 か っ た と 思 わせ た症例で し た 。 こ の
よ う に ， 初 め に 手術 を し て も 取 れ な い と い っ た患者
さん に40例程度や っ て き ま し たが， 約45% の 症 例 で
切除がで き る よ う に な り ま し た 。 切 除例 の う ち 5 生
例が数例 い る と い う こ と で今 も 進行 し た症例 に は こ
の よ う な 治療 を や っ て い ま す 。

(5) microvascular surgery ，遊離 回 盲部移植術
次 に microvascular surgery の 食 道 癌 手 術へ の

応用 ですが， 顕微鏡下に 非常 に 細 い 糸 を 使用 し て 最
低限動静脈各一本ずつ の 吻 合を 行 う と い う も の で，
や は り ， 還暦を 過 ぎた外科医 は ち ょ っ と 無理 で あ り
ま す。 頚部食道癌 の患者 に ， 鎖骨上 の 食道を離 断 し ，
口 側 は 口腔底， 下咽頭で切 っ て ， そ こ へ遊離腸 管 を
持 ち 上 げ， そ し て血管吻 合を 行い ま す。 血管 と し て
は ， 同 じ太 き で あ る こ と が理想的ですか ら ， 顔面動
脈， 舌動脈， 上 ・ 下 甲 状腺動脈， 頚横動脈 な ど を 使
用 し ま す。 静脈の 方 は外頚静脈， ま た は 内 頚静脈 に
吻 合 し ま す 。 我 々 の と こ ろ で 多 く 使 っ た の は頚横動
脈で あ り ま す 。 こ の場合 学会でいつ で も 論戦に な っ
た の は 血管 と 腸管 と ど ち ら を 先 に 吻 合 し た 方 が よ い
か と い う こ と であ り ま すが， 結局今は どち ら を 先 に
やっ て も 良 い と い う 結論 に な り ま し た 。 た だし 血
管 を 吻 合す る 場 合に は静脈 を 先 に そ の後動脈 を 吻 合
し ま す 。 さ ら に 頚部食道癌の場合に は 同短頁 も 全部取っ
て し ま う わ け です か ら 声が出 ま せん 。 そ こ で何 と か
な ら な い と か と い う こ と で遊離 回 盲部移植術 と い う
も の を や っ て み ま し た 。 こ れ を 世界 中 で最初 に や っ
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た のが川 原君B ） と い う 慶応 出 身 の 外科医であ り ま す
が， 彼が産業医大 に い る 頃 は や っ た も ので 1992年 の
こ と です 。 私 の と こ ろ で こ れ ま で 5 例や っ て お り ま
す 。 具体的 に は こ の 図 1 の よ う に 吻 合 し ， Bauhin
弁 に空気を 送 っ て 震わせ な が ら 発声 を させ る わ け で
す 。 非常 に低い声ですが発声 で き ま す 。 Bauh in 弁
は絶対逆流 し ま せ ん か ら 膜下性肺炎 は起 き ま せ んヘ
以上い ろ い ろ と 私 な り に 工 夫 を し て 参 り ま し た が，
当 科 で の 食道癌切除例全体の 5 年生存率は ス テ ー ジ
I , IIでそ れぞれ51 .9% , 44.4% と か な り い い です

が， ス テ ー ジ W で は わずか 7 % です。 全体で は だ い
た い20% で， 10生率は 13% で し た 。

,. ＼ 
圏構動開 韓量動量

図 1 遊離回 盲部移植術

2. 胃癌の手術

回盲部上行結腸間置術

胃癌 の手術 に 対 し て ど う い う 事 を や っ て き た か。
こ れ ま で882例 の 手術 を 施行 し て き ま し た が， 切 除
率は90% ， 直接死 亡 は 5 例 で0.6% で し た 。 切 除法
で は 圧倒的 に 多 いのが幽 門 側 胃切除術で， 60% ， そ
れ か ら 胃全摘30% ， 噴 門 側 切 除が47 例 ， 5 % です
（ 表 3 ） 。 こ の全摘術 の 一部 と 噴 門 側切除の症例 の 再

1979年10月～1996年12月
胃切除術 症例数

幽門｛剣宵切除術 533体0.4%)
胃全繍術 268(30.4%) 
噴門側胃切除術 47( 5.3%) 
宵全摘術＋食道妓去術 5( 0.6＇弛｝
。責門測胃切除街＋食道抜去術 5( 0.6%) 
郎分切除術 7( 0.8%) 
胃切除術＋麟頑＋二指鴎切除術 3( 0.3%) 
内視餓的粘膜切除術 13( 1.5首）
その他 1 ( 0.1首｝

計 882 (100制

表 3 胃癌切 除式別症例数
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1979年10月～1996年12月

完全鏑後 268修IJ

Roux en Y法 219 (81.7%) 

回盲部上行結腸聞置術 21 ( 7.8%) 

結腸聞置術 10( 3.7%) 

空腸聞置術 2 ( 0.8%) 

Billroth II法 14 ( 5.2%) 

double tract；：去 1 ( 0.4%) 

その他 1 ( 0.4%) 

表 4 胃全摘後再建法

1979年10月～1996年12月

噴門i即j胃切除後 47例

国首都土行結腸聞置術 34 (72.3%) 

空腸聞置術 6 (12.8%) 

食道残胃吻合術 3 ( 6.4%) 

結揚問責術 1 ( 2.1%) 

同情再建（食道箔合併例） 3 ( 6.4%) 

表 5 噴 門側 胃切 除後再建法

建法 に対 し ， 我々 は 少 し 工夫 を 凝 ら し た わ け です 。
胃全摘 を 行 っ た 中 で は や は り ルーワ イ 法が一番多 い
ん です け ど， こ こ で ち ょ っ と 表 4 を み て く ださい 。
回 盲部上行結腸問置術21例です。 ま た ， 表 5 は 噴 門
側 胃切 除後の再建法ですが47例 中34例 に 回 盲部 上 部
結腸置術が行 わ れ て い ま すO頚部食道癌の場合 と 違 っ
て ， こ の場合は血管 を 付 け た ま ま 上げ ま す。 昨年 の
夏富 山 で行 わ れ た 胃癌研究会 の際 に ， 日 本 中 の上 部
胃癌で どの よ う な 手術が行わ れ た か を ア ン ケ ー ト 調
査 し ま し た が， や は り ル ー ワ イ 法が一番多 い 。 こ れ
が一番簡単 な わ け で す 。 回 盲部上行結腸 間 置術 は 55
例 し か行 わ れて い ま せんが， こ れ は ほ と ん ど我々 の
施設で行 わ れ た も の です。 そ れで は こ の術式 は 何 が
い い の か。 私が新潟時代， 恩 師 の 堺先生が胃癌 の 手
術 を し て い た わ け ですが， そ れで術後， 患者さ ん を
診 る と ， 逆流性食道炎 と い う のが， 患者さん に と っ
て も のす ごい愁訴 に な る わ け です。 夜 中 に 寝て い て
胆汁が食道 を 洗 う ， そ う す る と 激痛が走 る 。 普 段起
き て い て も チ リ チ リ チ リ チ リ し て も のが食べ ら れ な
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い。 そ れ を 何 と か 防 ぐ術式 は な い か， い ろ い ろ 考 え
た んです け ど， どの術式 を と っ て み て も 術後の逆流
性食道炎ゼ ロ と い う術式 は な か っ た わ け です。 そ こ
で Bauhin 弁 を 使 う と い う 術 式 が ， 1951 年 に Lee10l
が誌上 に 発表 し た の が最 初 で ， そ の 後 Hunicutt "｝ 

と Longmire
日 本で、は 同 じ 年 に 横 田先生日） と い う 岡 山大学 の助教
授 を されて い た 人が’ 日 本の論文 「手術」 に 発表 し
て い ま す。 こ れ ら は すべて症例報告で術後の状況 は
あ ま り 書かれて い な い んですが， 少 な く と も 逆流性
食 道 炎 は起 き て い な い。 そ れ で こ の術式 を 採用 し て
み た わ けです。 こ れ ま で55例が施行 し ま し た が ， な
る べぐ若 い 人 に し か も あ ま り 癌 の進行 し て い な い症
例 に や っ て き ま し た 。 逆、流性食道炎 は絶対 に 起 き ま
せ ん 。 胃内容排出 試験の結果で は コ ン ト ロ ー ル群 と
よ く 似 て 非常 に 具合がい い 。 体重変化で も 大 き な 減
少があ り ま せ ん 。

お わ り に

私 は 中 田瑞穂先生 ， 堺哲郎先生 に外科 を 習 っ た わ
けですが， 1958年 に 中 田 瑞穂先生が「外科今昔j 14) 

と い う 非常 に い い本 を 書か れ ま し た 。 そ の 中 で ， 変
わ っ て は な ら な い も の と い う と こ ろ に 「一つ 切 る に
も ， 一つ 挟 む に も ， 一つ縫 う に も ， 結 設す る に も ，
注意が行 き 渡 り ， 誇張 し て い え ば一 万一拝の 精 神 j
と い う のが書かれて い ま す 。 こ れ は 1990年 ま で は メ
ス を 使 っ て 治療す る 科 は 全部 こ の 精神 で訓練を 受 け
て き た わ け です。 と こ ろ が内視鏡下手術が， 1987 年 ，
フ ラ ン ス の Mouret が初め て腹腔鏡 下胆嚢摘 出 術 を
報告 し て 以来， 世界中 に あ っ と い う 聞 に 普及 し ま し
た 。 日 本 に 入 っ た の は 1仰O年 です け れ ど も ， そ れか
ら わず か 7 年 間 の 聞 に 私が調べ た だけ で も 5 万例 の
症例が こ の手術 を 受 け て い ま す 。 こ の手術 は全 く 目
で 見 え ま せ ん。 テ レ ビで映 し 出 され た 画像 を 見て 手
術 を す る わ け です。 遠隔操作です。 です か ら こ の 手
術の基本主義 と い う の は 視覚 と 手指 と の 強調運動，
hand-eye coordination な の で す 。 こ れか ら 消 化
器あ る い は 胸部外科 を や ろ う と い う も の は今 ま での
手術の 他 に こ れ ま で勉強 し な け れ ばな り ま せん。 テ
レ ビ ゲ ー ム み た い な も の です ね 。 です か ら ま す ま す
大変 な わ け です。 ど う か こ れか ら メ ス サ ー ジ ャ リ ー
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を め ざすみ な さん， 善い外科医 に な っ て く ださい 。
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1 . は じ め に

情報科学 と い う 言葉が学問領域 に 登場した の は ，
N.Wiener が cyberne tics と い う 魅力 的 な キ ー ワ ー
ド を 紹介した こ と に 始 ま るI）。 約 50年 ま え ， 1947年
の こ と である。 語源は ［船の 舵取 り 」 ， 舵を と る人
の意味である。 海上を 航行する船に 二 つ の 要素 ， 二
つ の 変量 を 想定した と き そ の 一方 は 人 間 の力 で は
制御 で き な い要素 で あ り 他 の 一 方 は我々 人 聞 が制
御で き る部分で あ る。 風向 き や 潮 の流 れ は前者 で あ
り ， 舵取 り の 役割 は 後者 と な る。 季節風 の 発生 時 期
や風向 き ， 潮の流れ を 人 間 の 力 で制御するこ と は 不
可能である。 しかし， そ れ ら を 時系列的 に根気 よ く
観測して 必要 な デー タ を 蓄積 す れ ば， 効率的 な 航海
が可能 と な る。 最 も 短い時間で 目 的 の 港 に 到 着 す る
こ とも で き る。 ま た ， 与 え ら れ た コ ー ス に 最 も 近 い
航路 を 航行させるこ と も で き る。 こ れが命 名 の 由来
と い う こ と である。

動物 と 機械， こ れ ら は形態 も ， そ して そ れ ら を 構
成する材料 も ， ま た使用するエ ネ ルギー も 異 な っ て
いる。 そ の両者の 聞 に 共通項 の あ るこ と を 見 出 した 。
そ れが， 制御 と 通信 で あ る。 「 制 御 j と 「通 信 j が
関係して いる一連の 問題 を ， 動物 と 機械 に 共通す る
一般理論 と して研究， 展 開し， 紹介した 。 こ れ が ，
cybernetics である。

サ イ パ ネ テ ィ ク ス を き っかけ に して情報科学 と い
う 分野 の 目 覚しい発展があ った 。 オ ー ト メ ー シ ョ ン ，
自 動制御， フ ィ ー ドパ ッ ク ， 機械 シ ス テ ム ， 生 物 シ
ス テ ム ， 社会 シ ス テ ム な どである。 そ して ， 医 学 ・
医療の分野 に も 情報科学が導入され た の で あ る。 そ
の 当 時 も っ と も 期待された こ と は ， 医 師の診断過程
そ の も のへの情報科学理論の応用であ り ， 患者 の 訴
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え を 聴 い て 検査計画 を 立 て ， そ れ ら の結果を 解析 判
断して 治療計画 と そ の効果 を 予測し， 採択した治療
を 実行 しそ の効果判 定 を 行 う こ と で あ ろ う 。 そ し て
大抵 の場合， 不足情報の追加収集 に 続 い て さ ら な る
検査計画， 治療計画， 奏効評価 と い う よ う な ， 終 わ
るこ と の な い作業が繰 り 返される。 こ れが医 師の 診
断過程そ の も の で あ る。 従来， 経験 と 勘に依存 して
い た 診 断 と い う 意思決定の過程を ， 客観的で計量 的
な 論理過程 と して理解するこ と 。 い つ ， ど こ で ， 誰
の診療 を 受 け て も ， 普遍的 で再現性の あ る診断が得
ら れる と い う ， そ の よ う な 医療 を 提供で き る環境 を
築 く こ と ， そ の 当 時 も っ と も 期待され て い た こ と で
あ る。

コ ン ピ ュ ー タ が医療 に応用され始 め た 頃 は ， 10年
も すれ ば コ ン ピ ュ ー タ が医師の思考過程に 入 り 込み ，
名 医 と ヤ ブ医者 と の差 は な く な る， そ の よ う に 信 じ
ら れて い た 。 我が国で医学 ・ 医療の分野に コ ン ピュ ー
タ を 応 用 しよ う と す る研究が始 ま って30年 近 く に な
る。 こ の30年 の 聞 に 医学 は 大 い に 進歩し， 経験や 勘
に 依存する医療 か ら は脱皮しつ つ あ るが， こ の診 断
の進歩 は ， 優れ た 画像診断技術 の 開 発 と か特異性 の
高い生化学検査の 開 発導入 な ど に よ っ て も た ら され
た も の で ある。 C T も M R I も ， ま た検査の 自 動分
析技術 に も コ ン ピ ュ ー タ は不可欠 で あ る。 こ の意味
で コ ン ピ ュ ー タ の応用技術は 医学 ・ 医療 に 随分貢献
して い る。 しかし， 当 初期待した コ ン ピ ュ ー タ 診 断
と い う も の は ， 医 師 の思考過程並 び に 意思決定 を 直
接支援するこ と に あ っ た はずである。 すで、に コ ン ピュ ー
タ は ， 医学 ・ 医療の分野 に深 く 組込 ま れて き て お り ，
今で は ， 診療 を す るに も 研究 を 行 う に も コ ン ビ ュ ー
タ は 無二 の パ ー ト ナ ー で あ る。 した がっ て， 医 師 の
診 断 と い う 意思決定 そ の も のへの情報科学の応用 に
つ い て も ， 決して不可能 と は 思 え な い の で あ る。 現
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在 は ま だ， 診 断過程の比較的単 純 な 部 分 を 支 え て い
る に す ぎ な いが， 基盤整備の段階 を脱却すれ ば情報
医学一cybermed icine ー の 本格的到来が実 現 す る
も の と 確信す る 。

2 . 病院総合情報システムの現況

医療情報 シ ス テ ム の現況 を 本学附属 病 院 の 事例 に
つ い て解説す る 2 ） 。 本 シ ス テ ム は ， 医 療 分 野 に 本格
的 に コ ン ピ ュ ー タ を 導 入す る た め の基盤整備の 第一
段階 と 見倣 さ れる重要 な シ ス テ ム であ る 。 扱 う 情報
は今の と こ ろ 文字情報 に 限定 し て い る が イ メ ー ジ情
報 な どマ ル チ メ デ ィ ア対応 は 次期 の シ ス テ ム を 待た
ね ばな ら な い 。 診療情報の収集， 転送， 処理， そ し
て検索参照 の各 々 の機能 を ， ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て
院内の職員 全てに提供す る た め の環境整備 であ る 。
平成元年 に 開発導入 し て 以来， 年次計画 に 基づ き レ
ベ ル ア ッ プ を 続 け て き て い る 。

ホ ス ト コ ン ピ ュ ー タ は ， I B M 製 3090 シ リ ー ズ
（ 主記憶256 MB， 処理速度32 MIPS） ， 磁気 デ ィ ス

病院総合情紐システム

20S 
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ク 装 置 （90 GB） ， 磁気 テ ー プ装 置及 び レ ー ザ プ リ
ン タか ら 構成 さ れ， さ ら に ， 自 動運転装置， 無 停 電
電源装置， 障害時 自 動診 断装 置等 を 併設 し た 。 一 方 ，
ブ リ ッ ジ結合 し た 6 コ の ト ー ク ン リ ン グL A N を 外
来 ， 病棟， 中央診療施設お よ び研究棟に敷設， 高 速
プ リ ン タ200台 左 端末機348台 を 接続 し た 。 な お ， マ
ル チ メ デ ィ ア構成で機能す る C s s （ ク ラ イ ア ン ト ・
サ ー バ シ ス テ ム ） を 診療支援 シ ス テ ム の試行環境 と
し て準備 し ， 治療要約， 症例 （ デー タベ ー ス ） D B.
治験報告書 な どの作成支援 を 通 じ て 医療評価や知識
ベ ー ス 構築 に利 用 す る こ と に し た （ 図 1 ） 。 L A N  
の 転 送 速度は ， マ ル チ メ デ ィ ア の 試 用 環 境 に 16
Mbps， そ の他の業務用 は 全 て 4 Mbps で あ る 。 こ
の 病 院 に お け る L A N は フ ァ イ ア ウオー ルのブルー
タ を 介 し て学内 L A N 経 由 で イ ン ター ネ ッ ト に ア ク
セス可能であ り ， 電子 メ ー ル， ネ ッ ト ニ ュ ー ス や M
E D L I N  E な どが利 用 で き る 。 病 院情報 シ ス テ ム
は膨大 な 量の個人情報 を 保管 し て い る た め ， 院 外 か
ら の不正侵 入 は 絶対 に 阻止 し な け ればな ら な い 。 ブ
ル ータ は そ の た め の言 わ ば関所の役 目 を 果たす コ ン
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Fig.1 Configurat ion of the Hospital Information System in Toyama Medical & Pharmaceutical 
University Hospital.  
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ピ ュ ー タで あ る 。 一方 病 院業務 を 支援す る ア プ リ
ケ ー シ ョ ン ソ フ ト は ， 医師 オ ー ダ シ ス テ ム ， 診 療 支
援 シ ス テ ム ， 統合看護支援 シ ス テ ム 及 び中央診察施
設 シ ス テ ム の 4 つ の サ ブ シ ス テ ム か ら 構成 さ れ て お
り ， そ れ ら がそ れ ぞれ密接 に 関 連 し ， 24時 間昼夜 の
別 な く 互 い に そ の機能 を 効果的 に 発揮 し て い る 。

3 . オーダエントリシステムとは，

病 院 で は ， 従 来 ， 情報伝達手段 と し て 伝票 を 使用
し て き た 。 薬剤 師 に調剤 を 依頼す る た め に 処方集を
発行 し ， ま た検査伝票の必要項 目 を チ ェ ッ ク し て 検
体検査の指示 を 技師 に 伝 え て き た 。 と こ ろ が， 医療
需給の増加 と 医療 の 高度化 に と も な い検査項 目 や薬
剤 の種類 な どが著 し く 増加 し 伝票作 成 に 要す る 時
間 も ま た そ の た め の労力 も 飛躍 的 に増大 し た 。 誤記 ，
判読不 明 文 字 な ど伝票の記載不備 に 関連 し た伝達 ミ
ス も 多発 し て き た 。 そ れ だ け で は な く ， 医療現場 も
情報洪水 に 直面 し て い た の であ る 。 医療情報 を 分散
的 に 管理 し て き た こ と に と も な う 弊害す ら 目 立つ よ
う に な っ た 。 情報検索 な ど診療支援情報の有効 利 用
が期待 で き な く な っ た の であ る 。 伝票方式の弊害解
消 と 精 度 の 高 い 医療情報D B の構築実現 を 目 指 し て
オ ー ダエ ン ト リ シ ス テ ム が時代の要請 と し て 開 発導
入 さ れ た の であ る 。

Order Entry System と い う の は ， 病 院 内 に 敷
設 さ れたL A N を 介 し て診療情報 を 転送す る 方式で
あ る 。 処方や検査項 目 再診や検査予約 の 日 時 な ど
を ， 各診察室 に 置か れ た端末機か ら 医 師が直接 入 力
す る 。 診療情報の 発生源入力 で あ る 。 必要 な チ ェ ッ
ク 機能がシ ス テ ム に 内臓 さ れ て い る た め ， 情報伝達
に 関連 し た ミ ス は 今で は 皆無で あ る 。 医師， 看護 婦 ，
薬剤 師， 検査技師， 放射線技師， 医事課職員 な と＼
そ れぞれが職種 に 応 じ て 必要 な 診療情報 を 持 ち 場 の
端末機か ら 入力 し て い る 。 医 師が入力 し た 処方 は シ
ス テ ム の 内部的チ ェ ッ ク を 受 け た後， 完壁な 処方筆
と し て 調剤室の プ リ ン タ に 出 力 さ れ る 。 用 量 ・ 投 与
日 数 な どの不備 は 処方作成画面 に 警告表示 さ れ， そ
の訂正がな い 限 り 薬 剤 部 に は転送 き れ な い の で あ る 。
購入 中止或 は 未採用 の薬剤がそ れ と は知 ら ず‘ に 誤 っ
て 処方 さ れ る こ と も な い3）。 ま た ， 検体検 査 で は ，
所要採血量や試験管の種類 な ど を 印字 し た指示書や
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貼付用 ラ ベ ル を 出力 し て ， 看護業 務 を 効果 的 に 支援
し て い る 。 同 時 に ， 検査技師や 自 動分析装 置 に 対 し
て も 所要の情報 を 転 送 し て ， 分析作業 の効率化 を サ
ポ ー ト す る こ と に な っ た の で あ る 。 分析結果は リ ア
ルタ イ ム での精度管 理 を 経 て逐一磁気 デ ィ ス ク に格
納 さ れて い く 。 そ し て病 院 内 の随所の端末機画 面 上
で検査結 果 を 参照 で き る 。 検体受付処理後， 20分 と
は かか ら な いヘ医 師 の指示で看護婦 が実行 し た 診
療行為 は看護婦 自 ら が実施入力 を 行 う 。 一方， 看護
婦が独 自 に 入力 し て 看護記録な ど に 反映させて い る
情報 も あ る 。 ケ ア 情報や患者 の 生 活 プ ロ フ ィ ー ル な
どであ る 九医療行 為 に 関連 し た 全て の 診療情報が，
医事課職員 の端末機画面上で確認 さ れそ の確認入力
に よ っ て会計計算が完了す る 。

オ ー ダエ ン ト リ シ ス テ ム で は ， 診療情報 の こ の 一
連 の 流れ に お い て転記作業 を 強 い ら れ る 部署 は 一つ
も な い 。 ケ ア情報 な どが看護部の管理台帳や病棟 日
誌 に ， ま た看護婦 の 勤 務 時 間実績が超勤手当で情報
と し て経理部 門 で利 用 さ れて い る の は ， 一種の波 及
効果 と も 見倣 さ れ よ う 。 こ の オ ー ダエ ン ト リ シ ス テ
ム の 開 発導入 に よ り， 情報伝達 の正確化 と 迅速化が
実現 し た だ け で は な く ， 各端末機か ら 入力 さ れた 医
療情報が磁気媒体 に デ ー タベー ス と し て 一元的 に保
管 さ れ る こ と に な っ た 。 そ れ ら の デ ータを 編集， 加
工 し て 診療， 研究あ る い は教育環境 に フ ィー ドパ ッ
ク し て 活用 す る た め の基盤 も 整備 さ れ， 知識ベー ス
の構築 も 不可能で は な く な っ た と 言 え よ う 。

4. 病院総合情報システムの評価

1 ） 各 種 オ ー ダ の 時 間帯別分布
処方， 検体検査及 び放射線検査 に つ い て ， そ れ ぞ

れの オ ー ダ件数 を 30分単位の 時間帯別度数分布 と し
て調査 し た 。 午前 9 時30分か ら 11時30分 に か け て の
2 時 間 に オ ー ダ入 力 が集 中 し て い る 。 外来患者 に 対
す る オ ー ダ を 反映 し た も の で あ る 。 タか ら 早朝 に か
けて は 入 院患者 に 関 す る オ ー ダが圧倒的 に 多＼，） 0 シ
ス テ ム は24時 間稼動体制 で運用 さ れ て い る た め手書
き 伝票が使用 さ れ る こ と は 全 く な い 。 各 オ ー ダ の
1 日 平均件数 は， 外来処方554 .6件 （ 院内処方399. 7,
院外処方154.9） ， 入 院処方 は 163.4件 であ る 。 検体検
査の 外来13 7.6件， 入 院156. 7件 。 放射線検査 は ， 外
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来65.1件， 入 院73.3件であ る 。 こ れ を オ ー ダl件 当
た り の項 目 数 に 換算す る と ， 入 院外来 を 合算 し た 数
値で， 処方4.1品 目 ， 検体検査で は 17 .7項 目 ， 放射線
検査1 .9項 目 と な る 。 オ ー ダ エ ン ト リ シ ス テ ム は 今
では診療 に 不可欠の ツ ー ル と な っ て い る 6 ）。

2 ） 稼動端末機のレス ポ ン ス タ イ ム と C p U 利用 率
端末機 の レス ポ ン ス タ イ ム は10分 間 の 平均値 を 採

用 し た 。 す な わち ， 10分間 に ホ ス ト コ ン ビ ュ ー タ に
ア ク セ ス し た 全 て の端末機 の そ れぞれのレス ポ ン ス
タ イ ム の平均値 で あ り ， そ の 時 間帯分布 を 調査 し た
も の で あ る 7）。 オ ン ラ イ ン パッ チ 業務 は オ ー ダ の 錯
綜す る 午前 中 を 避 け る と い う 自 主規制 措置が徹底 し
て い る 。 平均レス ポ ン ス タ イ ム は ， 0.6～1.6秒 で あ
る 。 体感時 間 と 比べ て か な り 早 い と 感 じ て い る 。 外
来診療 の終了 し た 午後 は ， ホ ス ト に ア ク セ ス す る 稼
動中の端末機はきわめ て少な い に も 拘 ら ず， レス ポ
ン ス タ イ ム の平均値 は む し ろ 午前 中 よ り も 長い ， こ
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の 原 因 は 明 ら かで あ る 。 当 日 の検査結果デー タや翌
日 の 来 院予定患者 デ ー タの パッ チ転送の 時間帯 と 一
致 し て い る か ら であ る （ 図 2 ） 。 オ ー ダ業 務 に 比 し
オ ン ラ イ ン バ ッ チ の 占 め る 割合が大き く な っ て ， 平
均値 を 押上 げる 結果 と な っ た の で あ る 。 現実 に は ，
キ ー ボー ド の キ ー を どれか一つ押下 し ， 展 開 し た 画
面 の 内 容 を 確認す る ま で に 誰 し も 3 秒前後 は費やす
も の であ る 。 こ れが体感時 間 と い う も の で， こ の 範
囲 内 で あ る な ら ば診療業務 に は 何 ら 支障 を き たす も
の で は な い 。 一方， ホ ス ト コ ン ピ ュ ー タのC p U 利
用 率 を 時間帯別 に 見 る と ， オ ー ダの錯綜す る 午前 中
は40% 近 く に ま で達す る が， 午後 に な る と 25% を 下
回 っ て く る （ 図 2 ） 。 C p U 利 用 率 と い う の は ， ホ
ス ト コ ン ピ ュ ー タが単位時 間 に 処理 し た命令数の割
合 を 表す指標 で あ る 。 本院の ホ ス ト コン ピ ュ ー タの
処理能力 は32MIPSで あ る 。 つ ま り ， 1 秒 間 に 3,200
万個 の命令 を 処理で き る 能力 を 有 し て い る の で あ る 。
C P  U 利 用 率 が40% と い う の は 3,200万 の40% ， す
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な わ ち 1 秒 間 に 1,280万個 の命令 を 処理 し た と い う
こ と であ る 。 端末機の レ ス ポ ン ス に悪影響を 及 ぼ さ
な いため に は ， C p U利 用率が60% を 超 え る よ う な
こ と があ っ て は な ら な い と さ れ て い る 。 補足す る ま
でもな く ， シ ス テム環境は き わ め て良好であ る 7 ） 。

3 ） 外来患者の動態調査
外来患者842 .6人／ 目 。 内 訳 は ， 初来院患者3.8%,

初診11 .3% ， 予約 有 再 診59.9% ， 予約 な し 再診 25.0
% で あ る 。 予約 な し 再診 と い う の は ， 当初 か ら 予 約
を し な か っ た患者も若干 は 含 ま れ る が， 大多数 は 約
束 し た受診 日 を 無断キ ャ ン セ ル し た患者が指定 日 と
は 異 な る 日 に 来 院 し たもので あ る 。 初 来 院及 び初診
患者 は予約診療 の 持外であ る か ら そ れ ら を 除外 し て
計算す る と ， 予約有再診患者 は70.5% と な る 。 分母
を 当日の 来 院患者数では な く 来 院予定患者数 に と
る と ， 予約患者の受診率は78.5% で あ る 。 予約 コ ン
ブ ラ イ ア ン ス は 比較的良好であ る と み な す こ と がで

き る BI 0 

外来患者 は ， 病 院 に 到 着す る と 自 ら 再来受付機 を
操作 し て受診手続 き を 行い ， 受診診療科 に 直 行す る 。
診察や検査 な ど必要 な診療が全て 終 わ る と 医事会計
窓口 に 来 て 診療 費 を 精算す る 。 再 来受付機 に 始 ま り ，
患者が立寄った窓口 の 時刻 は そ れ ぞれ コ ン ピ ュ ー タ
に 記録 さ れ て い る 。 再来受付機 を 操作 し た時刻 を 来
院時刻 ， 会計処理 の 時刻 を 離院時刻 と 見倣 し て 外 来
患者の 動態 を 解析 し た （ 図 3 ）。 離院 時 刻 と 来 院 時
刻 の 差が院内滞在時間 と な る 。 毎年 ほ ぼ同 じ 時期 に
外来患者動態調査 を 行って い る 。 離院時刻 は 少 し づ
っ繰 り 上がって ， そ のため 院内滞在時間が若干短縮
傾向 に あ る こ と が示唆 さ れ る 。 来 院時刻 に は 有意 の
変化が認め ら れ な い こ と か ら ， 各診療科の診療が従
来 に 比 し 早 く 終 わ る よ う に な った た め で あ ろ う 。 患
者 は 常 に予約時刻 よ り も早め に 来 院 す る 傾向があ り ，
そ の 原 因 の 大部分 を 診療側 に 求め る こ と がで き る 。
次回 の診察時刻 を 約束 し て お き な が ら ， 実際の診療
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は患者 の 来 院順 に 行 う と か， 9 時か ら 10時台前 半 の
早い 時 間枠 に 多 く の患者予約 を 設定 し た り ， 或 は ，
電話 に よ る 予約変更 の対処法 に 遺漏があ り ， そ の た
め に予約 キ ャ ン セ ル患者の早朝 来 院 を 助長す る ， な
どで あ る 9 ） 。 こ れ ら の調査結 果 に 基づ い て 内 科系 診
療科での運用 改 善 に 努め ， 従来は 2 時間30分で あ っ
た院内滞在時間が 1 時 間 15分 と 大幅 に 短縮 で き た。
患者 と 医療側 の 信 頼関 係 を 保つ こ と が何 よ り も 大切
で あ る 。

4 ) 診療経 費 の 分析処理
診療経 費分析支援 シ ス テ ム は ， 医療 に 関 す る 経 費

と 診療報酬請求額の詳細 な 分析 を 通 じ て ， 適 正 な 財
務評価 を 支援す る ため に 開 発 し た も の で あ る 。 病 院
経営 に お け る 財務評価 は 医療 の 質 を 維持 し ， さ ら に
向 上 さ せて い く ため に も 不可 欠 な 作業 で あ り ， 物 流
シ ス テ ム の整備拡充 と 医療監査 シ ス テ ム の 開 発導 入
を 急 い で い る 。 従来 こ の種の解析 で は ， 医療経 費 は
病 院全体 と し て算 出 し 一 括 し て把握 し て いたが， 本
シ ス テ ム で は 個々 の疾病構造 と の 関 連 に お い て ， 或
は 医薬品や 医療用材料の レ ベ ル で分析把握で き る の
が特徴で あ る 。 病棟や外来 で の オ ー ダ入力 に と も な
う 消 費実績情報， 医事会計での診療報酬に と も な う
請求実績， そ し て 用 度部門 で の契約 と 購入管理情報 ，
こ れ ら を 照合 し て経営分析 を サ ポ ー ト し ， 毎 月 ， 膨
大 な 資料 を E U C  ( End User Computing） の 形
で 出 力提供 し て い る 則。

1 カ 月 間 の延べ患者 数 は ， 外来21 ,567 人 ， 入 院
15,762人。 疾病構造 を み る と ， 外来患者 で は循環 器 ，
呼吸器， 消化器， 骨関節， 皮膚， 眼科， 内 分泌 及 び
腫虜疾患が多 い 。 一方， 入 院 で は ， 循環器， 呼 吸 器 ，
消化器， 骨関節， 産婦人科， 内分泌及 び腫蕩 と な る 。
こ の傾 向 は外来 ・ 入 院 と も 年 間 を 通 じ て 変 わ る こ と
は な い。 診療経 費 の 平均単価 は ， 外来4,116 円 ， 入
院9,567 円 ， こ の傾 向 も 年 間 を 通 じ て 大 差 な い 。 診
療経費 を 疾病構造 と の 関 連 に お い て 見 る と ， 外来患
者で は 血液， 神経， 循環器， 呼吸器， 内分泌 等 の 疾
患 で大 き く ， 入 院で は血液， 循環器， 呼吸器 及 び脳
脊髄疾患が顕著で あ る。 診療経 費 の 内 訳 を 見 る と ，
外来患者 で は投薬科 に 係 る 経費が圧倒的 に大 き く ，
経 費全体の ほほ70% を 占 め る 。 入 院 で は 注射 料45% ,
処置手術科25% ， 投薬料， 検査料及 び画像診 断料 に
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係 る 経 費がそ れぞれ10%程度 を 占 め て い る 。 診療報
酬請求額 に対す る 診療経費 の比 率 を 経費率 と い う が，
外来診療の経費率が0.5で あ る の に 対 し て 入 院 の そ
れ は 0.3で あ る 。 こ の値 も 年 間 を 通 じ で ほ ぼ一定 。
疾患別比較で見 る と 外来 で は 血液， 神経， 皮膚 及 び
麻酔科疾患の経 費率が大 き い。 入院で は血液及 び循
環器疾患 と な る 。 診療区分で こ の経費率 を 見 る と ，
投薬料0.90， 注射料0.89， 処 置 手術 科0.お， 検査料
0.23， 画像診断科0.42 と な る 。 医 薬 品及 び医療 用 材
料 に 限定 し て診療経費 の患者一 人 当 た り の平均単価
を 見 る と ， 投薬 と 注射 が そ れ ぞ れ約2,000 円 ， 特定
材料900 円 ， 血液製剤 及 び R I な どは400円 ， そ の 他
フ ィ ル ム ， 造影剤 ， 処置薬 ， 試薬， 酸素等 は そ れ ぞ
れ200円以下であ る 。 物流 シ ス テ ム は日下 開 発 中 で
あ る ため ， 個 々 の患者単位で は補足 し 難 い デー タ が
若干残 っ て い る が， そ れ ら は 按分計算で対処 し た。

5 ） 医療評価支援
日 常診療 に お い て収集 さ れ る 時系列 デー タ は カ レ

ン ダ 一 日 付 の 時 間 軸に 基づ く も の で あ る 。 し か る に
臨床研究の評価対象 と な る 医療情報 は ， 多 く の場合 ，
相対時間 軸に換算 し て解析 し な けれ ば な ら な い 。 特
定の治療 を 開始 し て か ら 一定の経過で， 或 は 一 定 の
間 隔 ご と に 治療効果 を 評価す る のが常であ る 。 治療
の 開始時期 は症例 に よ っ て異 な っ て お り ， そ れぞ れ
の 開始 時期 を 起点 に し て 相対時 間 軸への軸変換が必
要 と な る 。 本 シ ス テ ム は ， 医療情報 D B を 所要 の 相
対 時 間 軸 に 変換 し て ， 治療 内 容 と 検査結果 を 複合 表
示 し 症例 D B の 作成や臨床研究 を 効果的 に サ ポー ト
す る のが 目 的で あ る ヘ診療業務への 負 荷 を 回避 す
る ため ， 専用 の C s S 環境 を 用意 し ， 別途， 一 次 D
B を 分散サ ー バ側 に も 蓄積す る こ と に し た。 検体検
査関連の各種マ ス タ ， オ ー ダ関 連 テ ー ブル， 患 者 基
本情報， 病 名 テ ー ブル ， 処方 オ ー ダ， 食事 オ ー ダ ，
手術 オ ー ダ， 検査結果及 び患者 ケ ア情報な ど を 一次
D B と し て採択 し た。 抽 出 条件 を 任意 に 設定す る こ
と に よ り ， 目 的指向 の二次 D B が作成 さ れ る 。 検索
キ ー は ， 患者病 名 ， 薬剤 名 ， 検査項 目 名 ， 治療 食 名 ，
手術術 式 名 及 び検索対象期 間 と し ， A N D或はO R 
検索で最終の症例 リ ス ト を 作成す る 。 続い て ， 二次
D B か ら 患者別 に必要情報 を 抽 出 し ， そ れぞれ対応
す る 相対 時 間 枠 に 格納 し て ゆ く 。 一つの相対時間枠
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に 複数のデー タ が該 当 す る と き は ， 指定期 日 に も っ
と も 近いデー タ を 優先 し ， ま た ， 複数の相対時 間 枠
に 同一 デー タ が当 て は ま る と き は ， 原 則 と し て治療
開始 日 に 近 い枠 を 優先す る 。 な お ， 時間枠 に採択 さ
れ る デー タ が存在 し な い と き は空 白 と す る が， そ の
場合で も ， 日 付上 の許容範囲 を 逸脱 し た デー タ が二
次 D B 上 に あ れ ばそ の採否 は ユ ー ザの 判 断 に 委 ね る
こ と と し ， イ エ ロ ー ゾー ン と し て 参考表示す る 。 こ
れ ら の作業が全て の症例 に つ い て 終了 し た 後， 必 要
な統計処理 を 行 い， 複合 グ ラ フ と し て 表示す る 。 治
療要約， 治験報告 な どの 作成支援 を 通 じ て 医療評価
や知識ベ ー ス 構築 に役立 つ て い る 。

5 ,  Cyber-medicine に 向 け ての環境整備

病気 を 制御 し よ う と す る な ら ば， 生体機構 の 詳 細
な設計図 を コ ン ピ ュ ー タ に 教 え て お く 必要があ る 。
病態生理が正確 に 頭 に 入 っ て い な け れば， 的確 な 治
療 を 行 う こ と は で き な い。 収集 し た 時系列情報か ら
生体の 内部状態 を 確認 し ， 続 い て ， 生体 シ ス テ ム に
外乱 を 加 え た と き の 内 部状態 の 変化 を 予測す る 。 そ
れが， 正確 な 診 断や最適治療への手順であ る 。 検査
デー タ は外部か ら 観測 し て 得た 出 力 変数であ る 。 そ
の 出 力 変 数 と 生体内部の状態 と の 関 係 を 観測方程式
に よ っ て記述 し ， ま た 注射 と か投薬 な どの入力 変 数
と 生体内 部のパラ メ ー タ と の関係 も 状態方程式 に よ っ
て表わす。 生体の 内 部状態 を コ ン ビ ュ ー タ が理解 す
る た め の 要件で あ る 。 し かる に現行の病院情報 シ ス
テ ム で は ， 入 出 力 変 数 と 内部状態 と の 関係 を 示 す 方
程式は ブ ラ ッ ク ボ ッ ク ス 扱 い で あ る 。 処方内 容 や 検
査結果 は 病 院情報 シ ス テ ム に 与 え ら れて は い る 。 し
か し ， ブ ラ ッ ク ボ ッ ク ス の部分は 教 え て な い た め に
コ ン ビ ュ ー タ は理解す る こ と がで き な い 。 ま た 病 名
と い う の は 医 師 自 身 の知能 シ ス テ ム か ら の 出 力 変数
で あ る が， そ の診断に至る 過程は こ れ も ブラ ッ ク ボ ッ
ク ス であ る 。 コ ン ピ ュ ー タ に そ の 能力 を 発揮 さ せ る
た め に は診断過程の ノ ウ ハ ウ を 教 え て お かね ば な ら
な い。 そ の 方策 は カ ル テ 情報で あ る 。 カ ル テ に は 通
常， 検査計画 と そ の結果そ し て そ れ に 基づ く 治療 計
画， そ の治療 に対す る 評価 な どが記載 さ れて い る 。
医 師の診断論理 の ノ ウ ハ ウ を コ ン ピ ュ ー タ に 教 え る
こ と の で き る 有用 な 情報源で あ る 。 電子 カ ル テ シ ス

テ ム の実用化は こ の意味で と く に 期待 さ れ る と こ ろ
が大 き い 。 電子 カ ル テ と い う の は ， 現行の紙の カ ル
テ に 代 え て 電子的媒体に全て の カ ル テ情報 を 保存す
る も の であ る lヘ カ ル テ 保管庫 の 省 ス ペ ー ス 化 ， カ
ル テ の紛失防止， 検索機能の迅速化 な ど も 波及効果
と し て 有意義で あ る 。 病理組織の顕微鏡写真や 内 視
鏡の フ ィ ル ム 情報， 放射線画像 な ど も 患者 フ ァ イ ル
の 中 に 一緒 に 登録で き る 。 オ ー ダ情報や検査結果 は
も と よ り ， カ ル テ の経過用 紙 に 記載す る よ う な 診 察
所 見 や 医 師 の判 断 な ど も 一元的 に格納 さ れて い く 。
転記作業 は不要であ る 。 医療情報 D B に は ， 文字情
報の ほ か に 画像や映像 も ， ま た音声 ま で も 蓄積 さ れ
る よ う に な る 。 必要 な ア プ リ ケ ー シ ョ ン ソ フ ト の 開
発 な ど， 環境設定 に よ っ て 知識ベ ー ス の作成 も 容 易
と な る だ ろ う 。 精 度 の 高 い医療情報 の 集積 は 意思 決
定や予後予 測 な ど計量診断の精度 向 上 を 効果 的 に 支
援す る も の であ る 。 こ れ ら の蓄積 は 最終的 に は病 院
情報系 に フ ィ ー ドパ ッ ク さ れ る こ と に な る （ 図 4 ） 。
コ ン ビ ュ ー タ 診断や 情報医療， 或 は情報医学 を 実現
す る た め に は ， 電子 カ ル テ シ ス テ ム の 開 発導入 は 不
可 欠 で あ る 。 医学 用 語 や デ ー タ 交 換 の 標準化 と か
security 要件の標準化， 診断 プ ロ セ ス の モ デ ル 化
な どが当面 の整備課題で あ る が， 医 師法等の運用 体
系 の 見直 し も 必要 に な っ て い る 。 コ ン ピ ュ ー タ は 大
量 の デー タ を 瞬時 に 処理 し て く れる 。 C T や ホ ル タ 一
心電図 な ど， 人 間 の 能力 で は と う て い歯が立 ち そ う
に も な い大量 の デー タ を 扱 う 分野 で は 目 覚 し い活躍
を 見せて く れ た 。 だが 自 動診 断 な ど 医 師 の頭脳 と
競合す る 分野で は未 だ に 満足でみ き る 成果が得 ら れて
い な い 。 電子 カ ル テ シ ス テ ム を 成功裏 に導入 し な け
れ ば な ら な い。 こ れが病 院情報 シ ス テ ム の 第二の ス
テ ッ プであ る 。
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Fig.4 The goal of introducing a hospital information system and roles of 
informat ion science for medical pract ice. 

6 . む す び

病院情報 シ ス テ ム を 開発導入す る こ と の 目 的 は ，
最適診療 を 効率的 に 実践で き る よ う な 医療環境 を 全
て の病 院職員 に提供す る こ と であ り ， 患者， 職 員 ，
経営の三者が と も に 満足す る シ ス テ ム で な け れ ばな
ら な い。 本学附属病 院で は ， オ ー ダエ ン ト リ シ ス テ
ム を 成功裏 に 実現 し て 8 年が経過 し た ， 患者 ・ 職 員
の双方 は コ ン ピ ュ ー タ に対す る 違和 感 も 払拭 さ れ，
そ の 機能 を 効 果 的 に 利 用 し て い る 現 状 で あ る 。
cy ber-medicine， 情報科学理論 の 医 学 応 用 こ そ は ，
医療情報学 の 目 指す重要 な テ ー マ の一 つ で も あ る 。
コ ン ピ ュ ー タ を 医師の よ き パ ー ト ナ ー と し て 再認識

さ せ る と こ ろ か ら の ス タ ー ト と な る 。 と く に 意思 決
定の支援 と い う 面 で は競合す る か ら と い っ て粗略に
扱 わ な いで， 自 分 た ち の思考過程 を 丁寧 に 教 え て や
る こ と が大切で、 あ る 。 そ の意味で電子 カ ル テ の役割
は 大 き い。 医 師 の考 え な り 思考パ タ ー ン がコ ン ビュ ー
タ に 正 確 に 伝わ る よ う に 電子 カ ル テ の記録 に も 工夫
が必要 と な る 。 医療支援 シ ス テ ム の成功 は研究 ・ 教
育 面 に も 還元 さ れ， さ ら に 医学の進歩 に も 結 びつ く
の で あ る 。
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は じ め に

不妊症 は 夫婦単位の病態で あ り ， 不妊症 を 論ず る
際 に は男 女両性か ら 検討す る こ と が望 ま し いが， こ
こ で は泌尿器科側 よ り み た不妊症治療 の現況お よ び
問題点 に つ いて 当科 の成績 を 交 え て概説す る 。

病 国

妊娠 を 希望す る 夫婦 の 10～ 15% が不妊 と い わ れ て
お り 従 来 の 文 献 に よ る と 不妊症 に お け る 男性側 の 責
任 は約 1 / 2 と い わ れ て い る 。 し か し ， 一般精 液検

査 で の精子濃度や精子運動率が正常で男性側 は 異常
な い と さ れた症例 に お いて ， ハ ム ス タ ー テ ス ト ， 精
子膨化試験， 先体反応誘起能検査 な どの各種精子機
能検査 l 寸） で異常 を 認め る も の がか な り あ り ， 不 妊
カ ッ プ ル で の男性側が原 因 で あ る 割合 は 従来考 え ら
れ て い る 以上 に 高い可能性があ る 。

男 子不妊症の 原 因 と し て 造精機能障害， 精路通 過
障害， 副性器障害お よ び性機能障害があ げ ら れ る が
前 2 者が臨床上重要で、あ る 。 造精機能障害 は そ の 多
く は原 因不 明 の特発性の も の で あ り ， そ れ に 対 し て
各 種 ホ ル モ ン 剤や非ホ ルモ ン 剤が投与 さ れ る が （ 表
1 ） ， 精液所 見の改善率， 妊娠率 は 10～30% で あ り ，

表 1 男 子不妊症 に 対す る 薬物療法
1 . 特発性造精機能障害 に対 し て

( 1 )  ホ ルモ ン 剤 1 ) Gonadotroprn 
hCG/hMG 

2 )  Androgen 
Androgen 少量療法 weak androgen ( mesterolone） な ど
Androgen 大量療法 rebound 現象の応用

3 ) Antiestrogen 内 因性 gonadotropin 分泌充進
Clomiphene citrate, Tamoxifen 

4 ) Aromatase inhibitor 
Testolactone 

5 )  LH RH お よ び L H - R H  analog 
6 )  T 3  

(2) 非ホ ル モ ン 剤 1 ) Kallidinogenase 製剤 (Kallikrein ) 
2 )  Vitamin B12 製剤 ( Methyl-B12 ) 
3 ) Pentoxify llin 
4 )  a -blocker + {3 -stimulant 
5 ） 漢方療法 補中益気湯， 八味地黄丸， 牛車腎気丸
6 ） そ の他 ATP. , Vit. E, CoQ叫 塩酸ニ カ ル ジ ピ ン ， Zn な ど

2 . 精索静脈癌患者の造精機能障害に
プ ロ ス タ グ ラ ン デ ィ ン 合成酵素阻害剤

3 . 高 プ ロ ラ ク チ ン 血症 に よ る 造精機能障害 に
bromocriptine 

4 . 膿精液症 を 伴 う 場合 に
抗生物質， 抗菌剤

5 . 免疫が関与す る 場合に
ス テ ロ イ ド剤
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そ の成績は芳 し い も の と は い え な い 。 一定期 間治療
し て も 改善 し な い 例 で は 人工 授 精 （ Artificial in
semination with husband’s semen, AIH） や 体
外受精 も 考慮 さ れ る 。 治療成績 の 向 上 の た め に は そ
の 原 因解明が不可欠 で あ る が， ひ と つ の突破 口 と し
て 最 近 は 分子生物学的手法 に よ り 精子形成 に かかわ
る 遺伝子 の解析 も お こ な わ れつつ あ る 。 従来 よ り Y
染色体長腕 に 精子形成 に かか わ る 遺伝子が存在す る
と 推測 さ れ て い た が， 最近， Y 染色体特異 的 D N A  
プ ロ ー ブ を 用 い て 無 精子症患者の 末梢血 リ ン パ球 D
N A 分析 を お こ な っ た と こ ろ ， Y 染 色 体 長 腕 の
locus DYS7C 付近 に微小 な 欠損 を 認 め る 症 例 が約
15%存在す る と 報告 さ れ た 9 . Iヘ 現在 こ の 遺伝 子 の
ク ロ ー ニ ン グが進行 中 であ り ， ク ロ ー ン 化で き れ ば
少 な く と も こ の遺伝子異常 に よ る 男 子不妊症 に つ い
て は D N A レ ベ ル で、診断で き る こ と に な り ， 将 来 的
に は 治療法 の進歩 に つ な が る 可能性があ る 。 我 々 も
そ れ に 向 け て不妊症患者 に お い て D N A 分析 を お こ
な っ て い る 。 一方， 精索静脈癌 に よ る 造精機能 障 害
や精路通過障害 に よ る も の で は ， 手術療 法 に よ り 比
較的良好な 成績が期待 さ れ る 。

精 索 静 脈 掴

精索静脈癌 は 造精機能障害 を 惹起 し 男 子不妊症の
原 因 と な る こ と が知 ら れて い る 。 実際， 精索静脈 癌
の治療後 に 著 明 な 精液所見 の改善 を み ， 妊娠 に 至 る
症例 を 日 常診 察 に て た びた び経験す る 。 精索静脈癌

が造精機能 を 障害す る 機序 に つ い て は 未 だ定説 は な
いが， 有力 な も の と し て 有害物 質 の 精巣への逆流 ，
精巣 内温度上昇 な ど直接精細胞 を 傷害す る い く つ か
の 因子があ げ ら れて き た （ 表 2 ） 。 我 々 は ヒ ト に お
い て 腎 よ り 逆流 し た プロ ス タ グ ラ ン デ イ ン が造精機
能障害 を 引 き 起 こ す こ と を 推測 し たへ ま た 精子 形
成過程 に ア ン ド ロ ゲ ン の存在が必須で あ る こ と を 考
え る と 精索静脈癌 に よ り ま ず Leydig 細胞が障 害 さ
れ， ア ン ド ロ ゲ ン 分泌不全に よ り 造精障害 を き た す
可能性 も あ り ， 臨床デー タ で は そ れ を 示唆す る も の
も あ る が， 我 々 は ラ ッ ト に 実験的精索静脈宿 を 作 製
し ， そ れ よ り Leydig 細胞 を 分離培養 し 検討 し た と
こ ろ hCG に対す る 反応性が障害 さ れ （ 図 1 ） ， こ の
反応性低下 は hCG リ セ プ タ ー の数 の 減少 に よ る こ
と を in vitro に て は じ め て実証 し た凶。 し か し ， 造
精機能障害が Leydig 細胞の機能障害の 出 現 す る 前
に お こ っ て い た こ と よ り ， こ の Leydig 細 胞 の 機能
障害 は 造精機能障害 の原 因 で は な い こ と が示唆 さ れ
た 。 いずれ に せ よ ， 精索静脈癌 に よ る 造精機能障 害
の メ カ ニ ズ ム は不 明 と い っ て も よ く ， 実験的精索静
脈癌 は そ の解明 に 向 け て 格好の モ デ ル と 考 え ら れ，
諸種検討 を 加 え て い き た い 。

1 ） 診断
触診が本症診 断の基本であ り ， 数分間 立位 を と り

Valsalva 法 を と っ た あ と 丁寧 に 触 診す る こ と が重
要 で あ る 。 温かい部屋で陰嚢 の弛緩 し た状態 で触 診
す る の が望 ま し い。

表 2 精索静脈癌が造精機 能 を 障害す る 機序

精索静脈癌 に よ る 造精機能障害 の 原 因
精巣温度上昇 Davidson0954 ) ,  Hanley ( 1956 ) ,  Zorgniott i ( 1973) , 

Wilhelm ( 1973 ) , Green ( 1984 ) 
有害物 質 の 精巣への逆流 MacLeod ( l965， 副 腎 ホ ルモ ン あ る い は 腎代謝産物 ）

精巣代謝物 質 の停滞
精巣の低あ る い は 高酸素状態
精巣血流減少
静脈拡張 に よ る 精細 管 閉 塞
Ley dig 細胞機能異常
精巣上体機能異常

Cohen( l975, catecholamine） ， 伊藤 ( 1981 , prostaglandin ) 
Caldamone( 1979, serotonin ) 
Davidson( l954 ) ,  Young( l956) , Donohue( l969) 
Harrison ( 1983 ) 
Nistal ( 1984) 
Weiss( l978 ) ,  Rodrigues Netto ( l980) , Ando0984 ) 
MacLeod ( 1969) 

po
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図 1 部分結繋後 4 週 目 の ラ ッ ト 精巣 よ り 採取 し た 分離 Leydig 細胞の hCG に 対 す る 反応性 （ mean 土 SE)

各種補助検査法 の う ち ， gold standard と 言 わ
れ て い る の が逆行性内精静脈造影であ り 確診 に つ な
がる 。 検査の 侵襲が大 き い こ と ， 造影剤 の 注入 方 法
に よ っ て は 偽陽性の可能性 も あ る こ と が問 題 で あ る 。

陰嚢 シ ン チ グ ラ フ ィ ー は逆流そ の も の を 評価で き
る 検査法であ り ， 当科で も 触診で精索静脈癌 を 認 め
る 全例 に施行 し て い る が ラ ジ オ ア イ ソ ト ー プを 使用
す る た め施行で き る 施設が限 ら れ， 被爆 を 伴 う な ど
短所 も 持 ち 合 わ せて い る 。 我 々 の デー タ で は偽陰性
率が比較 的 高 い 印象があ る が， 術後成績の推測 に 有
用 で あ っ た1九

静脈宿が高温に な る こ と か ら 陰嚢部の温度分布 を
測定 し て診 断す る 陰嚢サ ー モ グ ラ フ イ ー は ， 非侵襲
的で簡便 な 検査法で あ る が， 血流 を 直接反映 し て い
な い な どの短所があ る 。 最近我々 は超音波 カ ラ ー ド ッ
プラ 一 法 を 用 い て 本症 を 診断 し て い る 。 本法 は 非 侵
襲的で簡便 な 検査法であ り ， 血流 を 画像で捉 え る こ
と がで き ， そ の流量 を 客観的 に測定で き る と い う 特
性 が あ る 14- 16) 0 触 知 で き な い 楕索静脈癌 い わ ゆ る
su bclinical v aricocele の 診 断 に も 威力 を 発揮す る 。

77 名 の患者 に 同 方法 に よ る 陰嚢部超音波断層 法 を 施
行 し ， 左側 に触知す る 精索静脈癌 を 有す る 患者 21例
の う ち 9 例 （43% ） に 右 側 に subclinical vari
cocele を 認め た 。

2 ） 治療
不妊 を 主訴 と す る も の の ほ か， 思春期 な い し 思春

期 前 に 発見 さ れ た 精索静脈癌 は症状 の あ る も の ， 同
側 の 精巣の萎縮 を み る も の等 を 手術適応 と し て い る 。
前述 し た subclinical v aricocele の 手術適応 に つ い
て は 未 だ 一 定 の 見 解 は な い 。 我 々 の 成 績 で は
su bclinical v aricocele の 造精機能へ の 影響 は 少 な
く ， 今の と こ ろ 手術適応 は な い と 考 え て い る 。

精索静脈癌 の治療は静脈血が陰嚢内蔓状静脈叢 に
逆流す る ル ー ト で あ る 内 精静脈 を 遮 断す る こ と に あ
る 。 内精静脈へ の ア プロ ー チ と し て 内精静脈 を 高位
な い し 低位で結繋す る 方法， 経皮的血管 カ テ ー テ ル
に よ り 内精静脈 を 塞栓 さ せ る 方法 な どがあ る 。 最 近
の 症例では minimally invasive surgery と い う こ
と で患者に対 し て な る べ く 低侵襲 な 手術で入院期間
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表 3 精路通過障害の 治療

精管 閉 塞 精管精管吻合術 （vasovasostomy) 
精巣上体管 閉 塞 精管精巣上体管吻合術 （vasoepid均mostomy) I 精路再建術
射精管 閉 塞 経尿道的射精管 関 口 術

先天性精管欠損， 一一一一一 l 人工精液癌
再 開通術 困 難例 ｜ 顕微鏡的精巣上体精子採取

(microsurgical epididymal sperm aspiration, M ESA) I 体外受精
経皮的精巣上体精子授取
( percutaneous epididymal sperm aspiration, PESA) ｜ 施行
精巣精子採取
(testicular sperm extraction, TESE) 

（ 吻合術の度重 な る
失敗・ 狭窄部分が長
い な ど）

も 短 く て す む よ う に腹腔鏡 を 使用 し て 内精静脈 を 結
致す る 腹腔鏡下 内 精静脈高位結紫術 を 当 科で は 施行
し て い る 17） 。 開 放手術での 高位結繋術 で は 動脈 も 同
時 に 結殺す る こ と が多いが本法では視野が拡大 さ れ
る た め 血管 を 剥 離す る 際 に 動脈温存が比較的容易 で
あ り ， 精巣動脈の 同定が困難 な 時 は塩酸パパペ リ ン
の散布 に よ り 拍動 の 増強 を は か る こ と に よ り 見い だ
し う る 。 動脈温存 に よ る 術後成績に つ い て は現在検
討 中 で ， も し ， 好成績 と す る と ， 低侵襲 に加 え て 本
法の意義が増す。

な お ， 低位結繋術 は再発の少 な い こ と ， 局所麻酔
で も 施行が可能で侵襲が少 な い な どの利点があ る の
で今後試み る 価値 は あ る と 考 え て い る 。

精 路 通 過 障 害

病 因 に即 し た 治療が困 難 な こ と の 多 い 男子不妊症
の な かで， 精路通過障害 は ， 精路再建術や体外受精
な どの生殖補助技術 の応用 に よ り ， 妊苧性の 回復が
期待で き る 。 以下 そ の診断 と 治療 に つ い て 要点 を 述
ベ る 。

1 ） 診断
両側精路閉 塞 に よ る 閉塞性無精子症の診断は比較

的容易であ る 。 無精子症で精巣容積が正常で血中 F
s H 値が正常の場合 は 本症の可能性が高 い。 し か
し ， 精巣容積， F s H 値が正常 で も spermatogemc
arrest の こ と が あ り ， 精 巣 生検 に よ る 成 熟 精 子 の
確認がそ の診断 に は必要であ る 。 逆行性射精 と は 射
精後の尿沈i査で の 精子の有無に よ り 鑑別 さ れ る 。 精
管切 断術， 鼠径ヘ ル ニ ア 手術， 精巣上体炎 な ど の 既

往歴 に よ り あ る 程度精管 な い し 精巣上体閉塞の部位
を 推定で き る 。 射精管閉塞 な い し 先天性精管精嚢 欠
損 は 精禁 中 フ ル ク ト ー ス 値， 経直腸 的超音波断層 法
に よ り 診断可能であ る 。 精管精嚢造影 は そ れ に よ る
二次 的閉 塞 を 引 き 起 こ す可能性 も あ り ， そ の適応 は
少 な い 。

2 ） 治療 （ 表 3 ) 
1 . 経尿道的射精管開 口術

経尿道的 に 前 立線 部 尿 道 の 精 丘 を cold knife に
て 切 開 し て 射精管 を 開放 さ せ る 。 こ の 時， 精管造影
で メ チ レ ン ブル ー を 注入 し て お く と 射精管 に 到 達 し
た こ と が明瞭 と な る 。 経直腸 的超音波断層 法でそ ニ
タ ー し て施行す れ ば よ り 安全 に 行 え る 。 当科での 成
績 で は ， 半数 に術後精子 の 出 現 を 認め ， そ の う ち ，
妊娠 に 至 っ た症例 も 認め た 。

2 . 精管精管吻合術お よ び精管精巣上体管吻合術
精管精管吻合術 は ， 手術用 ル ー べ に よ る 方法， 顕

微鏡下 に 行 う 方法があ る が後者 の ほ う の成績が良好
で あ り ， 我 々 の施設で も 術後 100% の 精子 出 現 率 で
あ り ， 58% の例 に 妊娠 を み て お り ， き わめ て 好成 績
で あ る 。 二層縫合法 と 一層縫合法 と があ る が， い ず
れ も 粘膜粘膜縫合 を 確実 に 行 う こ と が肝要であ る 。
我 々 は一層 縫合法 を さ ら に 簡略化 し た 方法 を と り 手
術時 間 を 短縮化 し た 。 内腔 に 大 き な 差があ る 場合 は ，
10 0 ナ イ ロ ン 糸 を 用 い て 8 針縫合， 9 - 0 ナ イ ロ
ン 糸 で 8 針縫合す る 二層縫合の ほ う が粘膜接合 の 面
よ り 望 ま し い。 手術手技の簡略化， 手術時 間 の 短縮
化の た め の レ ー ザー を 用 い た方 法 や fibrin glue を
｛吏 っ た 方法 も あ り 今後有望 な 方法 と 考 え ら れ る 。 精
管精管吻合術の成績 に 及 ぼす 因 子 と し て ， 切 断端 の

no
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sperm granuloma の有無， 精 管 切
断術後の経過年数， 手術時精管 中 枢
端 よ り の精子の 有無等が関与す る と
の報告があ る が， 一定の結論 は な い 。
精管精巣上体管吻合術 は 肉 眼的 に お
こ な う fistula technique と 顕微 鏡
下 の 端 々 あ る い は端側 吻合術があ る 。 Head of epid凶mis

我 々 の 成 績 で は fistula technique 
で は 精 子 の 出 現 を み た も の は な く ，
や は り 顕微鏡下 の方が よ い 。 端 々 吻
合 で は Silber の specific tubule 法
があ る がlぺ 手技的に むずか し く 我々
は後者の方法 を と っ て い る 。

3 . 人工精液癌造設術
人工精液寵 を 精巣上体に 設置す る

方法 も 行わ れ て い る が， 必ず し も 良好 な 運動精子 の
回収が十分で、 き な い こ と ， 精子が回収で き る 期 聞 が
短い こ と よ り ， A I H に よ り 妊娠 に い た る 症例 は 本
邦で も 数例 し か な く ， 我々 の経験で も 7 例 に 施行 し
たが精子 は 回収で き る も の の挙児 に い た っ た も の は
な か っ た 。 回収 し た 精子 を 凍結保存 し て お く か， あ
る い は体外受精 を 用 い る な ど の工夫が必要 と 思 わ れ
る 。

4 . 精巣上体 な い し 精巣精子採取， 体外受精
精巣上体精子採取， 体外受精 と い う 方法 は 本邦 で

は我々 が最 初 に 施行 し た 方法であ る が， 図 2 の如 く ，
腰椎麻酔下 に 精 巣上体の被膜 に 切 開 を 加 え ， 顕微 鏡
下 に 精巣 上 体 よ り 精 子 を 採 取 し （ Microsurgical 
epididymal sperm aspiration, M ESA） ， 体 外 受
精 に 供す る 。 精子 に血液が付着す る と そ の 受精能が

(MESA, PESA) 

3 層パーコール法にて調整
前士宮養 4-6 時間

GIFT 
前t岳養 4-6 時間、 HTF 波

/ET 
座移植l 経子宮筋層的怪移値

\TET 
図 3 精巣上体精子 を 用 い た体外受精

Tail of epid1dvm1s 

図 2 精巣上体精子採取法

低下す る の で そ れ に 注意 し な が ら 行 う 。 な お ， 精 巣
上体は精子成熟の場であ り そ れ を 通過 し た精 子 の み
が受精能 を 有す る と 考 え ら れて お り ， 精巣上体部 の
精子が体外受精 と は い え 受精す る こ と は 矛盾 し た現
象 と い え な く も な いが そ れ に つ い て は紙面 の 都 合
上 こ こ で は触れ な い こ と と す る 。 採取 さ れた 精子 は
3 層 パ ー コ ー ル 法 に て 精製後， 4 ～ 6 時間培養す る 。
そ の後， 媒精 し 体外受精 を 行 う （ 図 3 ） 。 我 々 は 体
外受精法 と し て は ， 運動良好精子が十分採取 で き た
時 は ， Gamete intrafallopian transfer ( GIFT) 
を 行 っ て い る 。 採取精子数が多 く な い 時 は ， 顕微授
精 を 適応 と す る が， 最近で は そ の 中 で も 受精率が高
い Intracytoplasmic sperm injection ( ICSI) を
施行 し て い る 。 そ の結果， 原疾患 に よ っ て も 若干 異
な る が妊娠率は30 ～ 40% の好成績 を え て お り 制 ， 他
施設で の そ れ よ り 良好であ る 。 低侵襲 な 方法 と し て
経皮的 な 方法 （ Percutaneous epididymal sperm 
aspiration, PESA） も 試み て い る 。 一 方 ， 精 巣 輸
出 管 の 閉 塞例 な ど精巣上体 よ り 精子が採取で き な い
例 で は 精 巣 よ り 直 接 精 子 を 採 取 す る 方 法
( Testicular sperm extraction, TESE） を 施行 す
る 。 本法 に よ る 受精率， 妊娠率 は M E S  A な い し P
E S  A での成績 と 差 は な い 。 いずれ に せ よ ， 精 巣 上
体 な し い精巣精子 を 用 い た 体外受精は カ ッ プル に対
し 負 担が大 き い こ と よ り ， 最 近 で は ， そ れ を 軽 減 す
る 目 的 で採取 し た 精子あ る い は 匹 を 凍結保存す る 試
み が な さ れて お り ， そ れ ら を 用 い て も 同 様の受精率
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お よ び妊娠率が得 ら れ る 。
精路通過障害 を 有す る 症例 を 治療 す る に 際 し て 夫

婦 の 愛情 に つつ ま れた 自 然妊娠が理想 と 考 え ら れ る
の で ， 精路再建術や射精管 開 口 術 に よ り 精液所見 の
正常化 と 自 然妊娠 を 得 る こ と が第一 目 標 と い え る 。
一方， 精路再建術 の 失敗例や そ れが不可能 な 例 に 対
し て は ， 精巣上体や精巣精子の利用 に よ り 妊娠率 の
向 上 を は か る のが望 ま れ る 。 そ の際， 女性側 の 年 齢
と 体外受精の成功率 と が関 係 し て い る と さ れ る こ と
よ り ， 時期 を 逸 し な い よ う に 婦 人科側 と も 密 に 連 携
を も っ て行 う こ と が大切 で あ ろ う 。

お わ り に

近年の顕微授精 な どの生殖補助技術の 進歩 に 伴 い ，
無精子症や高度乏精子症患者 に も 挙児 を 得 る 可能性
が膨 ら ん だ。 し か し ， 自 然妊娠 は誰 も が望 む と こ ろ
で あ り ， 精索静脈癌 や精路通過障害 に対す る 手術 成
績 は 比較的良好であ る こ と よ り そ の治療が第一選択
と い え る 。 男子不妊症 の 病 因 の大部分 を 占 め る 特 発
性造精機能障害 の 病 因 に つ い て は不 明 な 点が少 な く
な く ， 精子形成 に かかわ る 遺伝子 に つ い て の研究 は
そ の緒 に つ い た ばか り と い っ て も 過言 は な く ， そ の
発展が待 た れ る 。 そ れ に よ り 本症 の 病 因解明がす す
み， そ れ を 踏 ま え た治療法の進歩 に つ な が る こ と を
期待 し た い 。
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就任講演
機能画像診断

一 病変識別 と 治療応用 －

瀬 戸 光
富 山 医科薬科大学医学部医学科放射線医学教室

は じ めに

ド イ ツ の レ ン ト ゲ ン 博士がX 線 を ， ま た フ ラ ン ス
のベ ク レ ル教授が y 線 を 発見 し て か ら ， ち ょ う ど 1
世紀が経つ 。 X 線や y 線 な どの放射線が医療 の進歩
に 与 え た影響 は 測 り 知れ な い。 と り わ け画像診 断 の
分野で は X 線写真 な し に は今 日 の 医療 は 考 え ら れ な
い 。 1970年代 に 入 り ， X 線 コ ン ビ ュ ー タ 断 層 撮 影 法
( CT） が開発 さ れ I ） ， 身体横断面 の 三 次元画像 を 撮
る こ と がで き る よ う に な り ， 病変 の 局 在診断が容易
に な っ た 。 そ の た め 画像診断は こ れ ま での単純 X 線
写真 を 中心 と す る 二次元画像 に 比べ る と 格段 に 進歩
を と げた 。 1980年代 に 入 る と ， さ ら に磁気 共 鳴 画 像
診 断法 （MRI) が開発 さ れへ 脳 ・ 脊髄 の 診 断が容
易 に な り ， 形態画像診断法が確立 さ れた 。

1970年以前で は病変の 局在診断 は必ず し も 容易 で
は な く ， 「最良 の 医 師 と は患者 の 病 気 の 臨 床 的 お よ
び検査上での症状や徴候か ら ， 剖検時 の病理学 的 あ
る い は組織学的所 見 を 最 も 良 く 予測 で き る 人」 と 考
え ら れて き た 。 し か し ， 近年 の 眼 ざ ま し い画像診 断
法の進歩 に よ り ， ま た患者の 医学知識 の 向 上 も あ り ，
今 日 で は 「医師は迅速 に 正確 な 診 断 を つ け ， 最 も 効
果 的 な 治療法 を 選択 し て ， さ ら に そ の 治療効果の 予
測 と 経時的評価がで き る 人」 が要求 さ れて い る 。

CT や MRI の 形態画 像 診 断法 で は 原 発 あ る い は
初 発病変の局在診断は比較的容易 に で き る が， そ の
病 変の性状の識別や全身への広 が り の程度の評価 は
困難であ る 。 一方， 放射性薬剤 を 使用 す る 核医学検
査法は 1980年代後半か ら 装置の進歩 に よ り ， 高 画 質
の 断層 像 （SPECT） が得 る こ と が で き る よ う に な
り ω， さ ら に 医療用 サ イ ク ロ ト ロ ン の 普 及 に よ り ，

短半減期 の 陽電子放 出核種の F-18 （ フ ッ 素 ， 半減
期 ： 110分 ） やC-11 （ 炭素 ， 半減期 ： 20分 ） で 標 識
し た薬剤 を 使用 し て ， 病変の代謝状態や受容体の 有
無 な どが識別 で き る 画像 （ PET） を 得 る こ と がで き
る よ う に な っ た 4 ）。 さ ら に全身の撮像 も で き る よ う
に な り ， 癌 の 病期 分類 も 容易 に な っ た 。 そ の た め ，
医 師 の 治療選択や治療効果評価が こ れ ら の機能画像
診断法 に よ り ， 客観的 に で き る よ う に な っ て き て い
る 。 こ れ ま で の 臨床経験お よ び他 の研究者の報告 を
踏 ま え て ， 1 ） 骨疾患 ， 2 ） 循環器疾患， 3） 中 枢 神
経疾患お よ び 4） 悪性腫蕩 の分野 に つ いて機能画像
診断法の有用性 に つ い て 述べ る 。

骨疾 患への応用

骨 の無機質の主成分であ る ハ イ ド ロ キ ア パ タ イ ト
は カ ル シ ウ ム ， リ ン 酸基お よ び水酸基 か ら 構成 さ れ
て お り ， 放射性薬剤 と し て ， Ca （ カ ル シ ウ ム ） や
Sr （ ス ト ロ ン チ ウ ム ） な どの ア ル カ リ 土類金属核種
が試み ら れて き た （ 表 1 ） 。 し か し y 線のエ ネ ルギー
が撮像 に 適 し て お ら ず， 臨床 に 使 え る 高画 質 の骨 画
像 を 得 る こ と が で き な か っ た 。 1970年 代 に 入 り ，
Tc-99m （ テ ク ネ チ ウ ム ） で 標 識 し た リ ン 酸化合物
が開発 さ れ た 5 ） 。 こ れ に よ り 高画 質 の 全 身骨 の 撮像

表 1 骨疾患 に 用 い ら れ る 放射性薬剤

放 射 性 薬 剤
アルカ リ土類金属 l Ca-47 chloride, Sr-85 chloride, Sr-89 chlo吋de・

フ ッ 素 I NaF (F- 1 8) 
リ ン酸化合物 I NB.2HP04 (P・·32）・

Tc-99m PγP, MOP, HMDP 
Re-1 86 HEoP·, Sm・153 EDTMP合

・ 内 部照射薬剤

円ノ臼円J白
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がで き る よ う に な り ， 骨 X 線写真 に比べて 早 期 に 骨 ン ソ ン 氏病 に お い て は MIBG の 心 筋 集 積 低 下 を 認
病変の検出が可能に な り ， 種 々 の骨疾患 に 応 用 さ れ め る こ と が多 く ， 心筋へ の 関 与 の評価 に役立 つ て い
る よ う に な っ た 。 乳癌や前立腺癌で は病期分類で I , る 。
E と さ れた症例で他臓器への転移がは っ き り し て い
な い 時期 で も 骨 シ ン チ グ ラ フ イ に よ り 骨転移が判 明
し 6 ). 7 ） ， 治療法が変更 さ れ る 場合 も 少 な く な い 。 こ
れ ら の癌で は骨転移が生 じ た場合で も 他 の癌 に 比べ
て 平均余命が長 く ， 骨転移 に よ る 廃痛軽減が残 さ れ
た 生 活 の 質 を 維持す る の に 不 可 欠 で あ る 。 近 年 ，
F 線 を 放 出 す る Sr-89が開発 さ れ8 ）， 欧米 で は 痔 痛
軽 減 に 良 い結 果 を 得 て お り ， 本邦で も 普及す る こ と
が予想 さ れ る 。

循環器疾患への応用

近年 の放射性薬剤の進歩 に よ り ， 心筋の濯流 ば か
り で な く 代謝 （ 脂肪酸， ブ ド ウ 糖 ） お よ び交 感 神 経
活性 も 機能画像で評価で き る よ う に な っ て き て い る
（表 2 ） 。 心筋 のエ ネ ル ギ ー 代 謝 は 空腹 時 に は そ の
80% 以上が脂肪酸， 残 り がブ ド ウ 糖 に 依存 し て い る 。
運動や薬剤 負 荷 時 に 誘発 き れ る 心筋 の 虚血部 は安静
時 は そ の濯流 は ほ ぼ正常であ る が， 脂肪酸代謝が低
下 し て い る 場合があ る 。 ま た ， 冠動脈血管形成術 後
に 虚血部の湛流が一見， 正常 に戻 っ て いて も ， 代 謝
が遅れて改善す る こ と があ る 9 ）。 局所 の 濯流 と 代 謝
の改善が一致 し て は じ め て 改 善 し た こ と が分 か る 。
拡張型心筋症や糖尿病性心筋症 な どで は Tl-201 （ タ
リ ケム ） に よ る 心筋濯流画像 は正常で あ っ て も 病気
が進行 し て い る 場 合 は 交感 神 経 活性 を 反映す る I-
123 MIBG の 集積が著 明 に 低下 し て い る こ と が多 く ，
予後が悪い肌 川。 MIBG の集積程度は心筋 の ポ ン プ
力 の指標で あ る 左室駆出率 よ り も 優 れた予後 の指標
であ り ， 心不全患者 に 利 用 さ れて い る 。 ま た パ ー キ

表 2 循環器疾患に 用 い ら れ る 放射性薬剤

放 射 性 薬 剤

心筋濯流 I 
Tl 川

心筋代謝
脂肪酸 ｜ ト123 BMIPP 

ブ ド ウ 糖 ｜ F・1 8 deoxyglucose (FOG) 
交感神経活性 ｜ ト1 23 M I BG 
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CT, M RI な どの形態画像診断法の 開 発 に よ り 脳 ，
脊髄病 変 の局在診断が比較的容易 に な っ て き た が，
血流や機能状態の評価 は で き な い。 核医学検査で は
1980年代 に 入 り ， 血液 ・ 脳 関 門 を 通過す る 放射性薬
剤が開発 き れ， 脳血管障害や て ん かん患者 の 局 所 脳
血流状態 を 撮像で き る よ う に な り lトベ 機 能 画 像 か
ら そ れ ら の病態生理の理解が進 ん で い る 。 ア ル ツ ハ
イ マ ー 型痴呆では CT, MRI 画像が正常で， 両 側 頭
頂葉の局所血流が低下 し て い る 場合は診断が可能で
あ り 1へ こ れ ら の疾患 の診断や治療効 果 の 判 定 に 局
所脳血流画像が ル ー チ ン 検査 と し て 使用 さ れて い る 。
サ イ ク ロ ト ロ ン で製造 さ れ る 短半減期 の陽電子 を 放
出 す る 核種 を 使用 す る ポ ジ ト ロ ン 核 医学検査で は脳
の エ ネ ル ギ一 代謝や神経伝達機能の定量評価が可能
に な っ て き て い る （ 表 3 ） 。 ま た 0・15 （ 酸素 ） で 標
識 し た H20 を 使用 し た賦活試験 に よ り ， 脳 の 機 能
局 在 も MRI 画像に重ね合わせて診断が容 易 に な っ
て き て い る 。 今後， こ の分野の 臨床研究が進歩 す る
と 思わ れ る 。

表 3 中 枢神経疾患に 用 い ら れ る 放射性薬剤

脳血流量

脳エネルギ一代謝
ブ ドウ絡
ア ミ ノ強
酸素

神経伝達後能
ドーHミ ン

伝達物質
01 レ セ プ タ ー
02 レ セ プ タ ー

ア セ チ ル コ リ ン
ム ス カ リ ン レ セ プタ ー
ニ コ チ ン レ セ プ タ ー

ベンゾジアゼピン
中仮性レセプタ ー

オ ピエ ー ト レ セ プ タ ー

放 射 性 獲 剤

Xeト133, H20 (0・15)
1・123 IMP, Tc-99m PAO, Tc・99m ECO 

ひ1 1 gluco錨， F-1 8 deoxyglucose (FOG) 
じ1 1 methyonine, 1-123 methyl tyrosine 
02 (0・15)

F・18 DOPA 
l・123 IBZP 
ひ 1 1 methyl 捌perone, I・123 IBZM 

C-1 1 dexetimide, I・1 23 IQNB 
C・1 1 nicotine 

1-123 iododiazepan 
じ1 1 carfentanil 



機能画像診断

腫蕩への応用

悪性腫傷 に お いて は そ の 正確 な 臨床病期分類が治
療 の 選択に必要であ る 。 そ の た め種 々 の放射性薬 剤
が開発 さ れて い る （ 表 4 ） 。 乳 癌 や 前 立腺癌 で は 臨
床病期分類で I , Il と さ れ た症例の 3 ～ 16% に 骨 シ
ン チ グ ラ ム 上 ， 骨転移 を 認め W に 変更 に な り ， 根 治
手術が中止 に な る こ と があ る 。 術前検査 と し て骨 シ
ン チ グ ラ フ ィ は 不 可 欠 で、 あ る 6 ) 1 ） 。 悪性腫蕩 に 非
特異的 に 集積 す る 放 射 性 薬 剤 と し て は Ga-67 cit
rate （ ク エ ン 酸 ガ リ ウ ム ） と Tl-201 chloride （ 塩
化 タ リ ウ ム ） が広 く 使用 さ れて い る 肌 l～ 前 者 は 悪
性 リ ン パ腫 に 非常 に 良 く 集積す る た め ， そ の病 期 決
定や治療効果判 定 に 使用 さ れて い る 。 後者は 甲状腺
癌， 肺癌 ， 胸腺腫お よ び脳腫療 に 良 く 集積 し ， 再 発
の有無や治療効果判 定 に 使用 さ れて い る 。 ま た腫蕩
の代謝状態， 受容体の有無， 交感神経活性 を 評 価 す
る こ と に よ り ， そ の腫蕩 の鑑別診 断や治療選択 に 使
用 さ れて い る 。 F-18 deoxyglucose （ デ オ キ シ グ リ
コ ー ス ： FDG） は 悪性腫蕩細胞 の ブ ド ウ 糖 エ ネ ル
ギ一 代謝が充進 し て い る こ と を 利用 し て 使用 さ れて
い る 。 悪性度が高 い程， 集積が高 く ， 特 に リ ン パ 節
転移の検出 は CT や MRI の 形態 画 像 に 比べ て 有 意
に 高 く ， 今後， FDG の全身像 や 断 層 像が術 前 の 病
期分類 の 決定， さ ら に 治療効果判定や経過観察 に 普
及 し て く る と 思 わ れ る 18）. 則 。

表 4 腫壌 に 用 い ら れ る 放射性薬剤

非特異的集積
放 射 性 型車 郵j

Ga・67 citrate 
Tト201 chloride, Tc-99m MIBI 

代謝
ブ ド ウ糖
ア ミ ノ 酸
ヨ ウ素
コ レ ス テ ロ ー ル

Fl 8 deoxyglucose (FOG) 
じ1 1 methyonine， ト123 methyl tyrosine 
Na I (1-123, I・1 3 1 )
ト1 31 adosterol 

受容体 F・1 8 estrasiol 
F-1 8  tamoxyfen, I・123 tamoxyfen 

In・1 1 1 octreotide, ln-1 1 1  VIP 
1-1 31 MIBG 

ペ プチ ド
交感神経活性

ま と め

医療画像は 1895年 の レ ン ト ゲ ン 博士の X 線発 見 に
始 ま っ て今 日 に 至 っ て い る 。 1970年 代 に CT, 1980 
年代 に 入 る と MRI が 開 発 さ れ， 形態画像診 断 は 確
立 さ れ た 感がす る 。 一方， 放射性薬剤 を 使用す る 機
能画像診断法では解像力 は 劣 る も の の病変 の性状の
識別 が可能であ り ， こ れ ら 両者 の 画 像 を 重 ね 合 わ せ
て理解す る こ と に よ り ， 病変の形態ばか り で な く 機
能状態の理解 に役立つ 。 臨床 医 は 迅速で正確 な 診 断
と そ の 時 点 で最 も 有効 な 治療法 を 選択す る こ と が要
求 さ れて い る 。 今後， 機能画像診断法が普及 し ， こ
れ ら の分野で役立つ こ と を 願 っ て い る 。
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は じ め に

心の病の特徴 は 病気 に よ る 影響が， 精神 的 な機 能
の 面 ばか り で な く ， 身体の機能や心理社会的 な 機 能
の 面 に ま で 影響す る 点 に あ る 。 あ る い は ， こ の 逆 に
身体的 な 機能や心理社会 的 な 機能 の 変化がい ろ い ろ
な 形で心の病 に 影響す る 点 に あ る 。 こ の た め ， こ れ
ら の特徴が患者の訴 え の 中 に い ろ い ろ な 形で表現 さ
れ る 。

病気の症状 を 前 面 に 打 ち 出 し て 表現 さ れて い る こ
と も あ れば， 心理社会的 な 問 題 を 前面 に し て 表現 さ
れ て い る こ と も あ る 。 あ る い は ， こ の両者が微 妙 に
絡み合 っ て 訴 え ら れて い る こ と も あ る 。 従 っ て ， こ
う し た患者 の 訴 え を ど う 理解 し ， そ れ に ど う 対応 す
る かは 精神看護学の重要 な 課題 であ る 。

看護に期待 さ れ る 役割

患者の訴 え に 対応す る 場面で看護 に 期待 き れ る 役
割 は ， 穏 や か な 対 人環境の下で， 患者の不安 を 軽 減
し ， 苦 し み や悩み を 払拭 し ， 希望 を 与 え ， 元 気 づ け
る こ と であ る 。 こ の た め に は ， 看護者が患者 の そ の
場の状況や立場 を 理解 し ， 受容的態度 を 示せ る こ と
が重要であ る ｝ ） 。 ま た ， 0’tool ら 2 ） は こ う し た 役 割
は 主 と し て ， 傾聴 ， 共感， 精神療法的役割 の 活 用 に
よ っ て遂行 さ れ る が， こ の た め に は そ の基盤 と な る
以下 の よ う な 条件が満た さ れて な ければな ら な い と
主張す る 。

1 ） 看護者が十 分 な 治療的 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 技
法 を 身 に つ け， 患者 と の 間 の信頼関係に基づ く ，
治療的 対 人 関 係が確立 さ れて い る こ と

2 ） 看護者が患者の病気や状態 を 適切 に理解 し ，
個 々 の 対 人 関 係場面でそ れ ら を 的確 に ア セ ス メ
ン ト で き る 青色力 を f寺 っ て い る こ と

3 ） 個 々 の 対 人 関 係場面に み ら れ る 力動 関 係 を 理
解 し ， 精神療法的技法 を 活用 し て患者 に 必要 な
援助がで き る こ と

更 に ， MacFarland ら 3 ） は ， 重要 な 治療 的 コ ミ ュ
ニ ケ ー シ ョ ン 技法 と し て ， 適切 な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ
ン の技法， 自 己洞 察 の 展 開 と 改善 ， 信頼の確立 ， 無
条件の積極 的 な 関心， 適切な 自 己開 示 を あ げて い る 。

し か し ， こ れ ら の役割 の求め ら れ る 対 人 関係場 面
は そ の場 に 表現 さ れ る 患者の感情， 行動， 反応 と そ
れ を 受 け取 る 看護者の受け取 り 方や反応に よ っ て時々
刻 々 変化す る 力動的場面であ る 。 従 っ て ， 対 人 関 係
場面の結果 は そ こ で起 き て い る 患者 と 看護者のや り
取 り 一 一般 に 相互作用 と い わ れ て い る も の （ inter
personal interaction) の結果であ り ， こ れ ら の
場面の力 動 関 係 を 検討す る 方法 と し て 両者の 関 係 を
対話の形で再現す る プ ロ セ ス レ コ ー ド と い う 方 法 4 )
が と ら れて い る 。

本稿 で は ， こ の方法 を 用 い ， 再現 さ れ た 対 人 関 係
場面 を 中心 に ， そ こ に現われて い る 患者 の訴 え の 意
味 と そ の理解や対応 の仕方 に つ い て 検討 し て み た い 。

事例によ る検討

1 . 事例 1 弁解が患者の感情 を か え っ て 工 ス カ レ ー

ト さ せ て し ま っ た例

「所長先生， こ こ の 看護婦 さ ん は 意 地悪な んですj
「 そ う ， ど ん な と こ ろ カτ ？ J 
「規則 に う る さ い んです。 私 の お金 を な か な か く

れ な い の o 買 う も の があ っ て も ， わか っ て く れ

円hu円ノ臼



神 郡

な い の j
「 そ ん な こ と は な いで し ょ う 。 あ な たが何 で も や

た ら に 買 っ て し ま う の で預か っ て い る ん じ ゃ な
い んで す かJ

「で も 私 は 嫌 な んです。 自 分の お 金 は 自 分で 持 ち
た い んで、す。 そ れ な の に 返 し て く れな い じ ゃ な
い で す か」 （ 同席 し て い る 看護 者 に 怒 り を ぶ つ
け る ）

「 困 っ た わ ね 。 あ な た は 自 分がお金 を ど ん な ふ う
に 使 っ て い る かわ か ら な い ん だ、わj

「 わ か っ て い ま す。 こ の 間 も 指輪 と マ フ ラ ー を 買
い ま し た 。 そ れ に 靴 と コ ー ト が欲 し い んです 。
そ れがい く ら か も 知 っ て い ま すJ

「 そ う じ ゃ な く て ， あ な た の持 っ て い る お 金 と ，
い ま 必要 か ど う か つ て こ と と の兼 ね 合いがつ か
な い か ら … …J

「 よ く わ か っ て い ま す 。 … … お 金 は ま だあ り ま す
か ら 大丈夫です 。 こ の看護婦 さ ん は意地悪 な ん
です， 先生。 や た ら に厳 し く て ， ケ チ で 困 る ん
です。 何 と か し て く だ さ い」

「 あ な た の た め に 教 え て や っ て い る こ と な ん で す
よ J

「違い ま す 。 … … 私 の お 金 を と っ ち ゃ う ん で す 。
ど う し て 自 分の お 金 を 使 っ ち ゃ いけ な い の J

「そ ん な こ と な いで し ょ 。 と っ ち ゃ う な んて ， 人
聞 き の悪 い こ と 言わ な いで ち ょ う だ い 。 所長先
生 は 回 診 中 だか ら ， あ っ ち へ行 っ て て ね」

「い い え ， 行 き ま せ ん。 先生 に も っ と よ く 話 し た
い の 」

こ れ は ， お 金 の取 り 扱 い に不満 を 持つ患者が回 診
で病室 を 訪 れ た所長 に 訴 え た場面であ る が， 同 席 し
て い た 看護者 の対応が適切 で な か っ た た め に ， 患者
の不満 を か え っ て エ ス カ レ ー ト さ せて し ま っ た例 で
あ る 。

こ の例 に は 看護者が気付 い て い な い重要 な 問題が
指摘で き る 。 そ の一つ は， こ の対 入場面の 中 で ， 患
者がお 金 の 扱 いに対す る 不満を所長に訴え た い と 思 っ
て い る こ と 。 第二 は ， 不満 は そ の感情 を 誰 か に 訴 え
十分表現す る こ と に よ っ て軽減 き れ る と い う こ と に
気付 い て い な い こ と で あ る 。 こ の過 ち は ， 看護者が
こ の 関 係 の 中 で ， 「意地悪呼 ば わ り さ れ た j こ と に
触発 さ れて ， 弁解 を し よ う と し て い る 点， 患者が適
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切 な お 金 の 使い方が出 来 な い点 を 指摘 し て指導 し よ
う と し て い る 点 に よ く 表れて い る 。 若 し ， 看護者が
こ の場面で患者 の 訴 え の背景 に あ る 心理的不満 に気
付 き ， そ の訴 え に 耳 を 傾 け る 傾聴の役割 を 取 っ て い
た ら ， 患者 に 満足 を 与 え ， 恐 ら く こ の展 開 は患 者 の
自 己洞 察 を 深め る 方 向 に 変 わ っ て い た と 考 え ら れ る 。

傾聴 の役割 と 並 んで対人関係場面で重要 な役割 を
果 たす の は共感で あ る 。 共感 は ， 患者が経験 し て い
る の と 同 じ 感情 を 看護者が一時的 に 経験す る こ と で
あ り ， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の ル ー ト を 通 じ て そ の こ
と を 患者 に 伝 え る こ と であ る § ） 。 こ の 役割 を 取 る こ
と に よ っ て ， 患者 に 安心感 を 与 え ， 自 己洞察や そ れ
ま で気付 か な か っ た 物事の新 し い側面 を気付かせ，
新 し い発見や展 開 を 粛 ら す こ と がで き る 。 次の例 に
は こ う し た共感 の 治療的意味が よ く 表れ て い る 。

2 . 事例 2 患者の不満 を う ま く 表現 さ せ 治療 に 結

びつ け た例

医 師 「H さ ん， 少 し お 話 し し た い こ と があ る んですj
H 「何 も な い です よ 。 … … あ な た た ち に話す こ と

はj
医 師 「で も い ま 具合 ど う ですか ？ J 

H 「具合は い い です よ 。 … …何で も な い です か ら 。
（ 数人 で患者の と こ ろ へ行 っ た 医師 と 看護者 を

みて） あ な た た ち は何ですか， みんなで来て… － －
お か し い です よ 。 … … ど う す る っ て い う ん で
すか。 … … あ あ ， そ う で す か 。 力 でや ろ う と
す る ん で す かJ

医 師 「そ ん な こ と は あ り ま せ ん 。 … …別 に ど う こ う
す る っ て 言 う わ け じ ゃ な い ん ですが， H さ ん
が具合が悪 い っ て い う で し ょ う J

H 「具合が悪 い ？ 冗談 じ ゃ な い です よ 。 そ ん な こ
と あ り ま せ ん」

医 師 「で も ， ほ ら ， こ の あ い だ誰 かが部屋 に 入 っ て
き て恐い と か覗いて心配だ と か … … そ う い う
こ と あ っ た ん で し ょ う J

H 「 こ の あ い だ は そ う ですが， 今 は大丈夫です」
医 師 「そ う で す か 。 … … で も ね， 私 た ち か ら み る と

そ う で は な い よ う に思 う んですが」
H 「あ な た 方 は み ん な 病気 に し て し ま う ん だか ら ，

そ ん な 目 でみ た ら 何で も 病気 に な っ て し ま い
ま す よ J
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医 師 「そ う じ ゃ な く て ， 実際， H さ ん は こ の あ い だ
困 っ て い た ん じ ゃ な い ですか ？ 周 囲 の 人 の こ
と が気 に な る と か， 誰 か に 覗 か れ て い る よ う
な 気がす る と かJ

H 「い や ， そ ん な こ と あ り ま せ ん よ 。 … … あ な た
方 か ら み れ ばみ ん な お か し く 見 え る で し ょ う
が， 私 は お か し い と こ ろ な んかあ り ま せ ん か
ら ， ち ゃ ん と 本 も 読め る し ， 論文 も 書 け る ん
です か ら 。 … … い ろ ん な と こ ろ を み ん な病 気
だ， 病気 だ と い っ てす ぐ注射 を し て電気シ ョ
ッ ク を かけ る 。 … … そ れが医者の や る こ と な
んです。 私 は み ん な わ か っ て い る ん です」

医 師 「 と こ ろ で， H さ ん， 少 し血 を 取 っ て 調 べ た い
ん だが， い い ですか」 （ 注 射 を す る 意 図 を は
っ き り さ せ な い た め に ， 遠 回 し に 言 う ）

H 「ほ ら ， す ぐそ う な んです。 血 を 採 っ て 調 べ る
つ て の は ， よ く や る 手 な んです。 そ れで麻酔
か何かかけ て 電気 シ ョ ッ ク を や ろ う と す る ん
です。 医者の よ く 使 う 手 な ん だ。 前 に そ れ で
何 回 も だ ま さ れ た ん だ。 だ い た い精神科医療
の元 凶 は 医者 な んだ。 医者が一番悪 い ん だ 。
何 で も 病気 だ と 言 っ て電気 シ ョ ッ ク を か け た
が る んだ。 あ の A な んて の は一番駄 目 な 医者
な ん だ。 私 は病気 じ ゃ な い んだ。 そ れ な の に
病気だ と 言 いたが る 。 ……悪い く せです よ ，
あ の 人た ち は J （ こ こ で A は 電話 の た め に 中
座す る 。 患者 は看護者 に 向 か つ て 話 し かけ る
よ う に訴 え る ）

看護 「 H さ ん はずいぶん電気 シ ョ ッ ク を か け ら れ た
者 の ねJ

H 「そ う です。 何 か と い う と 注射 を さ れて 電 気 を
か け ら れ ま し た 。 あ れ は こ わ い んです。 頭 が
ガー ン と し て 変 に な っ て し ま う よ う な気がす
る んです。 台無 し に な っ て し ま い ま す も の」

看護 「そ う ですか。 で も ， こ の薬 は そ う い う の と は
者 違 い ま す よ 。 麻酔薬 じ ゃ な い し ， 注射 し で も

眠 り ま せ んJ （患者が不安 が っ て い る 点 を 保
証 し て安心 さ せ る ）

H 「そ う ですかJ （ いぶ か る よ う に ）
看護 「そ う です。 こ の 薬 は 精神安定剤 と い っ て 気 持
者 ち を 落 ち 付 け る 働 き を す る んです。 H さ ん は

夜不安 に な っ て 人の動 き がい ろ い ろ 気 に な る

で し ょ う 。 そ う い う 時， こ の薬 は過敏 な 気持
ち を 穏 や か に し て ， 楽 に し て く れ ま す よ j

H 「あ あ ， そ う い う 見方 も あ る ん です ね ， 注射 に
は」

看護 「そ う です。 だ か ら 先生 の言 う よ う に 注射 を す
者 る のがい い と 思 い ま す よ j

H 「そ う ですか」
看護 「そ う です。 肩 を 出 し て ご ら ん な さ い 。 （ 患 者
者 は予想外 に 肩 を 突 き 出 す ） 少 し （ 身体に ） さ

わ っ て も 大丈夫 ？ J 
H 「 え え j

看護 「 じ ゃ ． 上 着 を 脱 ぎ ま し ょ う 。 手伝 っ て あ げ ま
者 す か ら 。 … そ う そ う ， じ ゃ 少 し 痛み ま す よ j

こ れ は ， 症状の再燃か ら 注射 に よ る 精神安定剤 の
投与が必要 と さ れた患者の抵抗が看護者の巧み な 共
感 に よ っ て ， 急 に 緩和 さ れ， 予想外の展開 を 示 し た
場面であ る 。 こ の治療場面 に示 さ れ て い る 力動関 係
を み る と ， 1 ） 患者が過去 に 受 け た 治療体験か ら 電
気 シ ョ ッ ク 療法 に 対 す る 強い恐怖感 を 持 っ て い る こ
と ， 2 ） そ れが今行 わ れ よ う と し て い る 注射処 置 と
結 びつ い て殊更 に 強 い抵抗 を 引 き 起 こ し て い る こ と ，
3 ） こ れ迄の病気 の 診 断， 治療， 入院の体験 か ら 医
師 に対す る 強い敵意 を 持 っ て い る こ と ， が明 ら か で
あ る 。 し か し ， 更 に重要な こ と は ， こ う し た 患 者 の
心理が， 医 師 に対す る 強い敵意 の 形 を と り な が ら ，
注射 と 結 びつ い た電気 シ ョ ッ ク 治療 に対す る 強 い不
安が， 誰かの 同 意 を 求め る 形で表現 さ れて い る こ と
で あ る 。 従 っ て ， こ の心理状態が 「 H さ ん は ず い ぶ
ん電気 シ ョ ッ ク を か け ら れ た ん です ね」 と い う 共 感
を 示 し た看護者 の 言 葉 に よ っ て 開示 さ れ， そ こ に 隠
さ れて い た注射 に 対す る 患者 の 誤 っ た受け取 り 方 ま
で訂正 し ， 医 師 の 指示 を 受け入れやすい状態 を 創 っ
た も の と 考 え ら れ る 。

効果的 な 共感 を 示すた め に は ， そ こ に 表れて い る
患者の感情 を 理解 し ， そ れ を 患者 の 感情 と 一致 し た
言葉で示す能力 を 看護者が持 ち ， そ こ に 表 さ れ た 言
葉が患者 と 看護者の両者に よ っ て 一致 し て い る と 感
覚 さ れ る こ と が必要であ る と 言 わ れ て い る 6 ） 。 こ の
意味で は ， 本例 の治療場面 に お け る 看護者の言葉 は ，
患者の心理状態 と 一致 し ， そ の結 果効果的 な 共感 を
示 し た も の と 言 え る 。 し か し ， こ う し た共感 を 示 す
場面で は ， 看護者の患者 に対す る 態度が重要 な 意 味
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を 持つ 。 Antai-Otong は 看護 者 が穏 や か で ， 本 当
に患者の立場 を 心配 し て い る 態度 を 示せ ば， 患者 は
治療 を 協力 的 に 受 け 入 れ る よ う に な る と 言 っ て い
る 7 ) 。

態度 と 並行 し てユ ー モ ア も 効果的 な 治療 的 影響 を
与 え る 重要 な 要素 の 一つ で あ る 8 ) 9 ） 。 こ の 典 型 的 な
一 つ の 例 を 示 し て み よ う 。

事例 3 ユ ー モ ア カf効 を 奏 し た 服薬 を 拒 む 妄想患者

の例

こ れ は妄想か ら 服薬 を 拒 む患者の 例 で あ る 。 患者
の拒薬傾 向 は 非常 に 強 く し ば し ば看護者 を 閉 口 さ せ
て い た 。 患者の訴 え を よ く 聴 く と ， そ の 中心は 勧 め
ら れ る 薬 を 服用 す る と 「脳が溶 け て ， 大変 な こ と が
起 こ る 」 不安 に あ る 。 こ の体験 自 体 は妄想で あ る が ，
そ の 不安が患者 に服薬 を 強 く 拒 ま せて い る こ と は事
実であ る 。 看護者が近付 く と 患者 は勧め ら れ て い
る 薬が 自 分の 身体 に 如何 に 有害か を 長 々 と 訴 え ， ど
う し て も 服薬 で き な い理 由 に 理解 を 求め る 。 そ の 訴
え を よ く 聴い て い る と ， 有害の程度 は 薬 に 着 色 さ れ
て い る 色 に よ っ て異 な る よ う で あ る 。 患者 の 訴 え に
よ る と 赤い錠剤が一番毒性が強 く ， 白 い錠剤 は そ れ
程で も な い よ う であ る 。 そ こ で看護者がそ の 白 い 錠
剤 を ー錠服 ん でみ る よ う に勧 め る と 患者 は 恐 る 恐 る
手 に と っ て 口 に 含 んで水 と 一緒に服み干す。 し ば ら
く し て 「 ど う ， 大丈夫， 脳が溶け な い」 と 念 を お す
と ， 患者 は首 を 軽 く 振 っ て 「溶 け な いj と い う 。 そ
こ で も う 一錠勧 め る と 今度 は前 よ り ス ム ー ス に服用
し て 「大丈夫j だ と い う 。 い よ い よ 最後の 問 題 の 赤
い錠剤 に な っ た 時 「 こ れ ど う す る J と 聞 く と 「 … …
服 ん でみ る j と い う 。 全部服 み終 わ っ た と こ ろ で
「 ど う ， 脳が溶 け な か っ たj と 聞 く と 同 じ よ う に 頭
を 振 っ て 「大丈夫だJ と い っ て 「今 日 の薬 は 違 う み
た いJ だ と い う 。 こ の例 で は ， 妄 想 に 基づ く 患 者 の
拒薬場面で， 共感 と ユ ー モ ア を 交 え た 看護者の対応
が好結果 を 粛 ら し た も の と 考 え る こ と が出 来 る 。

個 々 の看護場面 で は ， 患者 の心理的機制 を 上手 に
引 き 出 し ， 自 立 を 助 け る も っ と 複雑 な 精神療法的役
割が求め ら れ る こ と も 少 な く な い。 そ う い う 典型 的
な 例 を 次 に 示 し て み よ う 。
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事例 4 精神療法的役割 が求 め ら れ た患者の例

「本当 は女の子 だ し （ 清拭は ） 毎 日 や っ て も ら い
た いの 。 お尻の と こ ろ が汚 れ る し 。 私 は お 風 呂
に 入 り た い んですj

「足が痛 い か ら 無理で し ょ う …… と て も 駄 目 で し ょ
う 。 き っ と … …」

「 あ ら ， そ ん な 冷 た い こ と 言 っ て ， K さ ん っ て な
か な か冷た い 人 な んです ね ・ … . . J 

「 … … だ け ど I さ ん… … お風呂 に は座れ な く ち ゃ
駄 目 な ん じ ゃ な い … … 座 る っ て こ と が今 は と て
も 無理で し ょ う 」

「 イ ヤ ， そ ん な こ と な い よ … … で も 無理か し ら j
「Jlifi序 と し て はベ ッ ド に座 っ て …… そ し て 食事が

出 来 る よ う に な っ て ， そ れか ら ね」
「 ウ ン … … だ け ど出 来 る と 思 う … … だ、 っ て 婦 人 科

に い る と き は ， 座 っ て 食事 を し た こ と が二 度 あ
る んです も の … … そ の 後具合が悪 く な っ た ん だ
け ど… … 木曜 日 迄 に は 出 来 る よ う に な り ま す よ ，
き っ と 私や っ て みせ ま す よ 。 風日 に 入 り た い ん
です よ ， こ の気持 ち わか ら な い ， わ か る で し ょ
う J

「 I さ んの気持 ち は よ く わ か り ま す よ ， で も 実 際
に 痛 む ん だ か ら 駄 目 で し ょ う … …J

「で も ， こ こ に 来 て か ら よ く な っ た し … … 少 し 動
く よ う な気がす る か ら … … 今少 し や っ て み ょ う
か し ら … … 少 し お布 団ず ら し て み て … …」

「今 日 は い い です よ ， や ら な く た っ て … … 無 理 だ
か ら j

「私 は そ う 言 わ れ る と 意地で も や り た く な る の ，
強情 な の ね ， 私 っ て…… イ ヤねえ， 分かる で し ょ
う 私の気持 ち （ 少 し 思わせぶ り を す る ） … 起 き
た い んで、す よ 。 D さ んや K さ んがい る の を み る
と し ゃ く に さ わ っ て く る の ， こ の気持ち わ か る
で し ょ う J

「気持 ち だ け じ ゃ だめ で し ょ う … …j
患者の方 は腹臥位の ま ま 両手 を っ き 膝 を 立 て は じ
め る 。 私 は 泣 き ま せ ん か ら と 頑張 っ て い る 様子
を す る 。 四 つ ん ばい か ら 腰 を 落 と そ う と す る が な
か な か無理。
「そ の形 じ ゃ 無理で痛 い ん じ ゃ な い の ， 足 を ベ ッ

ド か ら 降 ろ し て … … で も 手伝 っ て や る と か え っ
て 痛 む か ら … …J



心の病 と 看護の ア プロ ← チ

「 そ う 一 人 でや っ て み る の … … （ し ば ら く 一 人 で
や っ て い た が） や っ ぱ り 手伝 っ て も ら う か し ら ，
手 を 肢下 か ら 胸の方へや っ て起 こ し て く れ な い

（ 少 し 指示気味） … …」
疲れ た様子の と こ ろ を み は か ら っ て足 の方 を 先 に
ベ ッ ド か ら 降 ろ し ， 痛 く な い方 の足 を 下 に し て ，
そ れか ら 上体 を 起 こ す よ う に暗示す る と ， 今度 は
素 直 に 従 っ て く れ た 。 そ こ に 医 師 が通 り か か り
「起 き ら れ る かj と 声 を かけ た 。 「 出 来 れ ば風 呂 に
入 っ て も 差 し 支 え な い」 と 言わ れ た の で， ま た 急
に 表現が し やす く な っ た 。 「 先 生 がそ う 言 う の だ
か ら 私 は絶対 に 風 呂 に 入 る j と 言 う 。 後 は A, B二
人 の 看護者の介助で入浴 さ せ る 。
こ れ は ， 心 図 的 に起 こ る 大腿部の葵痛か ら 自 立 歩

行が出 来 な い こ と を 強 く 訴 え ， 頻繁 に 身辺 の ケ ア を
求 め て き た転換 ヒ ス テ リ ー 患者 の 例 で あ る 。 転換 ヒ
ス テ リ ー 患者の特徴 は ， 身体の症状 を 頻繁 に訴 え ，
絶 え ず人の援助 を 求 め る 点 に あ る 。 こ の背景 に は ，
自 分が身体の病気で あ り そ の た め に何 も 出 来 な い
状況 に あ る こ と を 認め て 欲 し い と す る 無意識の願望
が秘め ら れて い る 。 そ し て こ の願望が他者の 援 助
に よ っ て 満 た さ れ る と 患者 は そ れ に 満足 し ， 徐 々 に
自 立 に 向 か う よ う に な る 。 し か し ， こ の 自 立過程 は
非常 に脆弱で， 看護者の 反応や援助 に 少 し で も 不 満
を 感 じ る と 常 に 病状の再燃 を 引 き 起 こ す 。

た ま た ま ， こ の看護場面 は ， 患者がそ れ ま で の 看
護の援助 に 満足 し て脆弱 な 自 立 の 過程 を 歩み 出 し た
頃 の こ と で あ る 。 従 っ て ， こ の看護場面 に は ， 自 立
し よ う と す る 患者の気持 ち と ， そ う す る こ と に対 す
る 不安 と が微妙 な 形で表現 き れて い る 。 そ し て ， こ
の場面で は ， そ う し た患者の微妙 な心理的背景 を 理
解 し ， 受容や共感 ， 承認や確 かな 情報の提供 な ど の
精神療法的技法 を 使 っ て ， 巧み に患者の 自 己洞 察 を
助 け ， 自 立行動 を 引 き 出 し た 看護過程が示 さ れて い
る 。

お わ り に

患者 の 訴 え の意味の理解 と 対応 を 中心 に ， 心 の 病
と 看護 の ア プ ロ ー チ に つ い て 述 べ た 。 そ し て ， こ の
中 で傾聴， 受容， 共感 な どの コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 技
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法 を 十分 に 活用 し て ， そ こ に表現 き れて い る 言葉 よ
り は ， 訴 え よ う と し て い る 患者の心理 に焦点 を あ て ，
そ れ ら を 的確 に把握 し ， 満足 さ せ な が ら 効果 的 な 援
助 を 行 う 精神療法的役割の重要性 に つ い て触れた。
し か し ， 時間 の制約か ら ， こ こ で取 り 上 げた の は ，
看護の 中 で用 い ら れ る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 技法や精
神療法的役割の一部 に過 ぎ な い 。 こ の他 に も よ く 用
い ら れ る 重要 な も の が沢 山 あ り ， 今後機会 を み て 検
討 を 加 え た い と 考 え て い る 。
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は じ め に

こ の 国 で も 最近 に な っ て よ う や く ， 終末期患者 の
ケ ア に 関心が集 ま る よ う に な っ て き た 。 そ し て よ り
良 い末期医療 を 実現す る た め に い ろ い ろ な 手段が考
え ら れ る 中 で， 不必要 な 延命治療 を 停止 し て安 ら か
に 死 な せ る こ と に ， 社会の注意の眼が注がれ て い る 。
い わ ゆ る 「尊厳死j の問題が広 く 注 目 さ れ る よ う に
な っ て き た の であ る 。 し か し こ の 問題が人々 の 関 心
を 引 き 寄せて い る 一方で， そ こ に 内在 す る 倫理的 問
題が議論 さ れ る こ と は意外 と 少 な い 。 「 尊厳 死 は 良
い こ と だj と い う 社会 的風潮 に押 さ れ て ， 安 易 に 事
を 進 め て し ま う に は ， 本問題 は あ ま り に も 重大 か っ
深刻 な 倫理問題 を 内包 し て い る よ う に 思 わ れ る 。 な
に し ろ 一 人 の 人 間 の 生死がかか っ て い る 問題 な の で
あ る 。

本稿の主 な 目 的 は ， 尊厳死思想 に 含 ま れ る 倫理 的
問題点 を 明 ら か に し ， 治療停止が許容 さ れ る 場合 の
条件 を 提示す る こ と であ る 。 そ う し な が ら 筆者 は こ
こ で， 尊厳死 の真の意味に つ い て も 再考 し て み た い
と 考 え て い る 。 本稿が尊厳死 を め ぐ っ て 悩 む 多 数 の
医療関 係者や患者本人お よ び家 族 に ， 一つ の 指針 を
与 え る も の と な れ ば幸 い で あ る 。

「尊厳死J の概念が生 じ て き た 背景

「尊厳死j が内包す る 問 題 を 考 え て ゆ く 前 に ， こ
の概念の生 じ て き た背景 を 簡単 に み て お こ う 。

「尊厳死J と い う 言葉が生 ま れた の は ま だ最 近 の
こ と であ る が， 一方， 「安 楽 死 」 と い う 言葉 は 古 代
ギ リ シ ャ の 時 代 か ら 存 在 し た 。 「 安 楽 死 」

( euthanasia） と い う 語は も と は ギ リ シ ャ 諾 の E u 

θ α ν α σ t G よ り 来 て お り ， 「 良 い 死 J と か 「安
ら か な 死j を 意味 し て い た 。 「安 ら か に 死 に た い 」
と い う 願望 は 時代や民族の差異 を 越 え て 人類共通の
願 い な の で あ る 。 こ の語が， 病 苦 か ら 患者 を 解 放 す
る た め に毒物 を 投与 し て 死 な せ る 意味で用 い ら れ よ
う に な っ た の は 19世紀 に な っ て か ら であ っ たが， 周
知 の よ う に こ の語 を ナ チ ス ・ ド イ ツ が悪用 し ， 弱 者
の 虐殺 の 口 実 に用 い ら れ る よ う に な っ て 以来， こ の
用語の使用 を め ぐ っ て は ， 絶 え ず強い警戒感がつ き
ま と っ て き た 。 し か し ， 病苦 を 恐れ る 人 々 の願望 に
は 強い も の があ り ， 今世紀初頭 よ り 始 ま っ た安 楽 死
運動 は 戦後 も 着実 に 広 がっ て い っ た 。 こ こ で， 安 楽
死運動 と い う の は ， 主 と し て 安楽 死 の 合法化 を 目 指
す運動の こ と を い う 。 激 し い病苦 に悩 む ひ と に 毒 物
を 投与 し て死 に 至 ら し め て も （ そ れ を 厳密 に は 積 極
的安楽死 と 呼ぶ ） ， 罰 を 受け な い た め の 法律 を 作 ら
せ よ う と い う 運動 な の であ る 。 だが， こ の合法化運
動 は 最近 ま で こ と ご と く 失敗 し ， ご く 一部の 国 を 除
い て ， 現在 も 安楽死 を 合法化 し た 国や 地域 は ほ と ん
ど存在 し な い。

こ の例外的 な ご く 一部の 固 と い う の は ， オ ラ ン ダ
と オ ー ス ト ラ リ ア で あ る 。 ま ず オ ラ ン ダに つ い て 述
べ よ う 。 1993年 1 1 月 わ が 国 の メ デ イ ア は ， ［ オ ラ ン
ダで世界最初 の安楽死法が成立 し たj と セ ン セ ー シ ョ
ナ ル に 報 じ た が， こ れ は 正確 な 表現 で は な か っ た 。
安楽死 を 容認す る 法律が新た に 制定 さ れた の で は な
く ， 安楽死や 自 殺有助 を 禁止す る 刑法 は そ の ま ま に
し て ， 代わ り に遺体処理法 を 改正 す る こ と に よ っ て ，
医師が安楽死 を 実行 し た場合 に 詳細 な事後報告 を さ
せ て ， チ ェ ッ ク し よ う と し た の で あ る 。 事後報告 を
要求 さ れ る 内容 に は ， 患者の病気の経過， 患者 の 意
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思 の有無， 同 僚 の 医 師 と の相談内容， 死 に 導い た 手
段等が含 ま れ， こ の報告 を も と に検察官が起訴か 不
起訴か を 決定す る の であ る 。 こ の場合， 最重要 な の
は患者の意思 で あ り ， そ れが無い場合 に は起訴 さ れ
る 確立が高 く な る も の と み ら れて い る 。

し た がっ て ， 遺体処理法の改正 の真の狙い は ， む
し ろ 先行す る 安楽死 の現実 に 法の歯止め を かけ よ う
と し た も の で あ っ た と す る 見方 も 出 て い る 。 事実 ，
オ ラ ン ダ で は 安楽死が 日 常 の よ う に 行 な わ れ て お り ，
政府 の委託 に よ る 専 門 委員会 （ ヨ ハ ン ・ レ メ リ ン ク
委 員 長 ） が91年 9 月 に ま と め た報告 で は ， オ ラ ン ダ
の最近 の死亡13万 件 の う ち ， 3300件が安楽 死 に よ る
も の で あ っ た と い う 。 こ の う ち 1000件 は 本人 の 意 思
に よ る も の で な か っ た と い う か ら ， 空恐 ろ し さ を 感
じ る 。 （ 読売新聞 ， 93年 7 月 7 日 付 朝 刊 ） だ か ら こ
う し た ケ ー ス で は ， 法改正 の 後 に は 医 師が法的責任
を 問 わ れ る 確立が高 く な る わけ で ， 確 か に 今回 の 法
改正 で は ， 歯止め 的 な 効果 も 期待 で き ょ う 。 し か し
起訴 を 免れ る ケ ー ス で は ， 結 局 ， 法的 に 安楽 死 が容
認 さ れ る と い う こ と に も な り ， こ の意味で は ， 安 楽
死 の合法化が実現 し た と い え な く も な い 。

次 に オ ー ス ト ラ リ ア の場合 を み て み よ う 。 1995年
5 月 に 北部準州 が激論の 末， 安楽死 を 容認す る 「終
末期患者の権利法J を 議会 で可決 し ， 96年 7 月 か ら
施行 さ れた 。 こ の場合に も 当 然の こ と な が ら 容認 の
た め の 条件が厳 し く 定め ら れて い る 。 即 ち ， 1 . 患
者の 自 発的 申 し 出 と 署名 が あ る こ と 。 2 . 対象 は 治
療不能の末期患者 で あ る こ と 。 3 . 主 治 医 の 他 ， 専
門 医 と 精神科医 の 同 意 署 名 があ る こ と ， 等 々 で あ る 。
（ 朝 日 新聞 ， 96年 9 月 27 日 付 朝刊 ） こ れ ら の 要 件 を
満 た し た ケ ー ス で は 法的責任が問 わ れ な い と い う も
の で ， 既 に こ の法律 に よ っ て 安楽死の実施 も 報告 さ
れ た o し か し そ の 後反対派の動 き が活発化 し ， 97年
3 月 に こ の法律 は 連邦議会 に よ っ て ， 結局廃止 さ れ
た 。

こ れ以外の 国 で は ， ア メ リ カ の オ レ ゴ ン 州 が94年
1 1 月 に住民投票で 「 オ レ ゴ ン 州 尊厳 死 法 」 （ 内 容 は
積極的安楽死 に 相 当 す る ） を 可決 し た が， 反対 派が
裁判所 に提訴 し 95年 8 月 に 違 憲 の 判 決が下 っ て ，
こ の 場合 も 合法化は失敗 に 終 わ っ て い る 。

以上 の よ う に 安楽死の合法化 を め ぐ っ て は ， ナ チ
ス の 蛮行 を ヲ ｜ い て く る ま で も な く ， な か な か厳 し い

現実が世界 に は存在す る 。 死苦か ら は解放 さ れ た い
が， い っ た ん こ れ を 認め て し ま う と ， 次 に 何か と ん
で も な い事が起 き て し ま う の で は な い か と い っ た 懸
念が人 々 の 聞 に 根強 く あ る か ら であ ろ う 。 そ れ に 安
楽死運動 は 1970年代 に 入 っ た 頃 よ り ， 延命治療 の 停
止 を 求め る 運動へ と 一部衣替 え を し な が ら 発展 し て
い っ た こ と と も 関係 し て い る こ と だ ろ う 。

こ の 頃 よ り ， 医療の世界 は 延命治療の著 し い進歩
に よ っ て ， 新た な難題に直面 し な ければな ら な く な っ
て い た 。 即 ち ， 生命維持装 置 を 装 着 し 続 け れ ばず っ
と 生 き る こ と に な る 植物状態患者の運命 に 関す る 問
題が生 じ て き た の で あ る 。 日 常生活動作は全面的 に
他者 に 依存 し な け れ ばな ら ず， し か も ， 他者 と の 最
小限の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン も 持て な い ま ま に生 き 続
け る こ と に な る 人 々 の存在。 は た し て そ う い う 状態
で生 き 続 け る こ と が 人 間 の 尊厳 に か な っ た あ り 方 な
の で あ ろ う か。 む し ろ 生命維持装 置 を 外 し ， 自 然、 に
死 な せて や る こ と の 方が人 間 的 な あ り 方 で は な い の
か。 こ う し た 問題意識の も と に ， 「 尊 厳 死 J (death 
with dignity ） や 「 死 ぬ 権 利 J (right to die） と
い っ た概念 も 生み 出 さ れ， こ れ ま での安楽死運動 は
尊厳死運動へ と 一部姿を 変 え て進展 し て ゆ く こ と に
な っ た の で あ る 。

こ こ で尊厳死の 問 題 を 初め て 人 々 に 考 え さ せ る 契
機 と な っ た 出 来事がカ レ ン ・ ク イ ン ラ ン の裁判で、あ っ
た 。 1975年 4 月 ， 21才の カ レ ン は友人の誕生パー テ ィ
で， ジ ン を 飲 ん だ後 に 睡眠薬 を 服 用 し ， 昏睡状態 に
陥 っ た 。 異常体質 であ っ た の だ ろ う か。 運 よ く 一命
は と り と め たが， そ の後植物状態 に な っ て し ま っ た 。
両 親 は 悩 ん だ末， 娘が植物状態で生 き る よ り は 人 間
ら し く 死ぬ こ と を 望み 病 院側 に レ ス ピ レ ー タ ー の
除去 を 求め たが， 反対 さ れて裁判 と な っ た 。 裁 判 は
結局 両親側の勝訴 に 終わ り ， 76年 5 月 に レ ス ピ レ ー
タ ー は 除去 さ れ た 。 し か し 奇跡的 に も カ レ ン は 自 力
で呼吸 を 始め ， 彼女 は こ れ ま で通 り ケ ア を 受 け ， 85
年 に 自 然、 に 息 を 引 き 取 っ た 。

カ レ ン の裁判 は 多数の 人 々 に 強 い イ ン パ ク ト を 与
え る も の で あ っ た 。 カ レ ン の 問 題 で は ， 本人の 意思
が不 明であ っ た こ と に よ り 問題が複雑化 し た と の認
識が生 じ ， そ の 後 ア メ リ カ で は リ ビ ン グ ・ ウ ィ ル
（生前発効の遺言書） を 残す動 き も 活 発化 し て い っ
た 。 こ う し て 1976年 に は世界で初 め て カ リ フ オ ル ニ
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ア 州 で 自 然死法が制定 さ れ る に 至 っ た 。 こ れ は リ ビ
ン グ ・ ウ ィ ル を 柱 に 自 然 な 死 に方への 自 己決定権 を
認 め た も の で ， そ の後 同 種の法律は全米 に 広 がっ て
い っ た 。

こ の尊厳死運動は植物状態患者 ばか り で は な く ，
癌 末期患者の延命治療 の停止 に よ る 自 然 な 死の実現
と い っ た願望 を も 包含 し な が ら 広 がっ て い っ た 。 こ
の背景 に は ， 末期 医療への関心の高 ま り と 共 に ， 末
期患者への過剰 医療がか え っ て安 ら か な 死 を 阻害 し ，
患者の 人 間 性 を 損 っ て い る と い う 厳 し い批判 が存在
し た こ と は い う ま で も な い。 医学の使命は も ち ろ ん
人 々 の生命 を 救 う こ と であ り 延命への努力 は 尊 い
も の で あ る が， 死が避 け ら れ な い 人 々 の最善の 利 益
は も っ と 別 の も の で は な いか。 そ れ を かな え る こ と
も 医療者の任務で な け れ ば な ら な い と い っ た論調が
さ かん に な っ て き た 。 延命の 代 わ り に な すべ き こ と
は苦痛， 特 に痔 痛 の 除去であ る 。 こ れ を し っ か り と
す れ ば， 積極的安楽死等 も 必要で は な く な る 。 こ う
し て 尊厳死運動 は特 に 医療 の 発達 し た先進 国 に お い
て ， 従来の安楽死運動 に と っ て 変 わ る 運動 と し て そ
の裾野 を 広 げて き た の であ る 。

最近のわが国の動向

わが国で も 安楽死問題は昔か ら 人 々 の 関心 を 引 き
寄せて き た 。 文学 （森鴎外 『高瀬舟j 等） で も 取 り
上 げ ら れた り ， 幾つ かの事件 （ 成吉善事件 ， 山 内 事
件等 ） は社会 的 な 注 目 を 喚起 し た 。 し か し 人 々 の 関
心 は今 日 ， わが国 に お い て も 積極的安楽死 か ら 尊厳
死の方へ と 移 っ て き て い る 。 1976年 に 発足 し た 日 本
安楽死協会 も 83年 に 日 本尊厳死協会へ と 名称変更 を
行 な っ て い る 。 こ の協会 は 現 在 ， 「尊厳 死 の た め の
宣言書」 と 名付 け ら れ た リ ビ ン グ ・ ウ ィ ル を 広 め る
運動 を 展 開 し ， 尊厳死の 法政化へ向 け て 活動 を 進 め
て い る 。

そ の 宣言 は 主 に l ， 不治の病で、死期が迫 っ て い る
場合 に は ， 一 切 の 延命措置 を 断る 。 2 ， た だ し ， 苦
痛緩和 の処置 は最大限実施 し て ほ し い。 3 ， 数 カ 月
以上 に わ た っ て 植物状態 に な っ た 時 に は ， 一 切 の 生
命維持措置 を や め て ほ し い等 の 3 つ の骨子 か ら な り ，
こ れ に そ の他 と し て ， 自 分の 望み を 自 由 に書 き 加 え
て い る と い う 。 現在 こ の宣言書 を 持つ会員 が全国 で
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7万5000人 （96年 8 月 現在 ） い る と い わ れ ， 末 期 医
療への 関心が高 ま る 中 ， 尊厳死 を 願 う 人 々 の意気 は
わが国で も 盛 り 上が り を 見せ て い る と 見 る べ き であ
ろ う 。 日 本医師会 の生命倫理懇談会が90年 に ， ま た
日 本学術会議が94年 に 条件付 き で尊厳死 を 容 認 し た
の も ， こ の よ う な世論の 高 ま り を 背景 に し て の こ と
で あ っ た 。

こ の よ う に 尊厳死 の社会的関心は現在高 ま っ て い
る の で あ る が， し か し 尊厳死の 「あ り 方」 を め ぐ る
議論に な る と ， こ の 国 で は こ れ ま で ほ と ん ど高 ま っ
た こ と が な か っ た と い っ て よ い だ ろ う 。 少 し 考 え れ
ば， 「尊厳死J の 中 に も 問 題 は 山 積 し て い る の で あ
る が， た だ， 「延命治療 を や め る の は 善 で あ る J と
い う 主張の も と に ， 煩雑 な 倫理問題は不問 に き れ た
ま ま ， すべてが尊厳死 と い う 美名 の も と に 包み込 ま
れ て し ま う 傾向 に あ っ た し ， 現在 も そ う であ る 。 筆
者 は こ う し た風潮 に 懸念 を 感 じ て い る 。

わが国 で論争が活発化す る 時 と い え ば， た い て い
安楽死 ま が い の 派手 な 事件が発生す る 時であ る 。 最
近 生 じ た 2 つ の事件 に つ い て ， 周知の こ と と 思 う が，
簡 単 に 触れ て お こ う 。

1 つ は東海大事件であ る 。 こ れ は91年 4 月 に 東 海
大付属 病 院 の T 医師が， 昏睡の 末期多発性骨髄腫 の
男 性患者 （52才 ） に ， 家 族 か ら ， 「早 く 家 に 連 れ て
帰 り た いj と 言 わ れ て ， 塩化 カ リ ウ ム を 注射 し 死亡
さ せた と い う 事件で あ っ た 。 事件 は 内部告発 に よ っ
て 発覚 し ， T 医師 は そ の後起訴 さ れ裁判 に な っ た が，
95年 3 月 に横浜地裁は T 被告 に 懲役 2年 ， 執 行 猶 予
2 年の 判 決 を 言 い 渡 し た 。 同 時 に 裁判 長 は こ の 時 ，
安楽死が起訴 を 免れ る た め の 4 つ の要件 を 提示 し た 。
こ れ ら の 4 要件 と は ， l ， 患者 に堪 え難い激 し い 肉
体的苦痛が存在す る こ と 。 2 ， 患者の死が避 け ら れ
ずかっ死期が切迫 し て い る こ と 。 3 ， 苦痛 を 緩 和 す
る た め の方法 を 尽 く し も は や代替手段が無い こ と 。
仁 患者本人が安楽死 を 望 む意思 を 明示 し て い る こ
と 等 々 で あ る 。 （ 朝 日 新 聞 ， 95年 3 月 29 日 付朝 刊 ）
こ れ ら 4 つ の要件が揃 っ た 時 に ， 安楽死 を さ せ た 人
は刑事訴追 を 免 れ得 る の だ と い う 。 し た がっ て ， 事
件 は患者が昏睡で あ っ た こ と か ら ， 第 l 要件が認め
ら れず， かっ 本 人 の 意思 も 不明 で あ っ た た め に 第 4
要件に も 合致せず， 結局安楽死 と は言い難い と い う
こ と で有罪 と な っ た ので あ る 。 だが本事件 の 背景 に
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は ， わが国 の 末 期 医療 の 貧 困 や大学病 院 の 医療体制
等 々 の問題 も あ っ た と し て ， 量刑 は比較的軽い も の
と な っ た 。

も う 一つ は 京北病院事件であ る 。 こ れ は京都の 町
立 国保京北病 院 で ， 96年4 月 27 日 ， 胃 癌 末期 で こ れ
ま た昏睡 に 陥 っ て い た が激 し い痘撃 も 伴 っ て い た48
才の男性患者 に ， 長年患者 を 知 っ て い た と い う 院 長
が患者 の そ う し た状態 と 泣 き 叫ぶ家族の様子 に が ま
ん で き ず， 独断で筋弛緩剤 を 注射 し 死 亡 さ せた と い
う 事件 で あ っ た 。 本件 も 内部告発 に よ っ て 発覚 し ，
現在警察 に よ っ て取 り 調べが行 な わ れ た結果， こ の
件 も そ の後， 起訴 さ れ る に至 っ て い る 。 院長 は 病 院
の 院長職 を 解任 さ れて い る 。

こ れ ら の 2 つ の 事件は厳密 に は安楽死事件 で あ る
と す ら 言 え な い事件であ る が， 共通点 も 多い。 患 者
の 意思が不 明 の ま ま 医師が独断で致死薬 を 投与 し た
と い う 点， し か も 他の 医 師 に 一切 相 談 し な か っ た と
い う 点， 看護婦 の 反対 を 押 し 切 っ た点， 患者が昏睡
状態で苦痛 を 感 じ て い な か っ た と さ れ る 点等 々 で あ
る 。

こ れ ら の共通項 か ら ， わが国 の 医療 の さ ま ざ ま な
問題点が見 え て く る が， と り わ け ， 末期 医療 の 貧 困
や患者の意思 を 不在 に し た ま ま 実施 さ れ る 医療体制
の 問題点が透 け て 見 え る 。 こ れ ら に つ い て事件直 後
に は さ かん に 論 じ ら れ たが いつ も の よ う に 議論 は
数 カ 月 も た た な い う ち に立 ち 消 え と な っ て し ま っ た 。
残 念 な こ と であ る 。

ま し て や ， 治療停止の よ う な 消極的 な 手段 に よ る
死 と な る と ， 前述 し た よ う に ， 際 どい事例 も 論 議 さ
れ ぬ ま ま 見過 ご さ れて し ま う 傾 向 に あ る 。 だがこ れ
で よ い の だ ろ う か。 本稿 で は 主 と し て我 々 の社会 の
日 常的 な 問題 と な っ て き て い る 尊厳死 （ 延命治療 の
停止） に 焦点 を 絞 り ， 今後論議 を 喚起す る 意味で も ，
問題点 を 整理 し て み た い と 思 っ て い る 。

考察の必要 な問題点

1 . 積極的安楽死 に 関 し て
尊厳死の問題点 を 考察す る 前 に ， 積極的安楽死 に

関 し て 簡潔 に 私 見 を 述べて み た し 、。 こ れ は病苦 に 苦
し む 人 を 病苦 か ら の解放 を 願 っ て毒物で死 な せ る こ
と であ る か ら ， 一般の 人 々 の抵抗 は 大 き い 。 厚 生 省
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の 調査で安楽死や尊厳死 に 関心があ る と 答 え て い る
82% の 人 の う ち ， 大多数 は積極的安楽死が認め ら れ
な い と 応答 し て い る 。 （朝 日 新 聞 ， 93年 8 月 5 日 付
朝刊 ） 人 々 の素朴 な 感性 は い っ た ん こ れ を 認め て し
ま え ば， 恐 ろ し い こ と が起 こ り かね な い と ， 直 感 し
て い る の で あ ろ う 。

し か し や む を 得ず許容 さ れ る 場合 も あ る の だ ろ う
か。 東海大事件 の 判 決で示 さ れた 4 要件が揃 え ば許
さ れ る の だ ろ う か。 い や ， こ れ は安楽死 を 許す 場 合
の要件 を 提示 し た も の で は な く ， や む得 な い場合 の
訴追 を 免れ る ぎ り ぎ り の線 を 示 し た も の に す ぎ な い
で あ ろ う 。 だが， こ の 4 つ の要件 を 全部満たす こ と
は現在 き わ め て 困難で、あ る 。 鎮痛医学の発達 に よ っ
て ， 死 な な け れ ば逃れ ら れ な い苦痛 の存在 は現在 ほ
と ん ど無 く な っ た と 言わ れて い る 。 オ ラ ン ダで認め
ら れて い る 精神 的苦痛 も 要件 の 中 に 入れて し ま う と ，
も は や そ れ は安楽死の範囲書 に 入 れ ら れ る べ き も の で
は 無 く な ろ う 。 横浜地裁の要件が苦痛 を 身体面 に 限
定 し て い る の は評価で き る 点であ る 。

ま た ， f本人の意思 の 明示 」 に 関 し で も ， 現 実 に
そ れ を 得 る の は き わ め て 困難であ る 。 こ の意思 は 判
断能力 を 有す る 人 の も の で な け れ ば な ら な い が， 末
期 の 苦 し む 人 に 明断 な 判 断力 は期待 で き な い。 そ う
な る 前 に リ ビ ン グ ・ ウ イ ルで示 し て お く こ と も 可能
で あ る が， 後述す る 予定だが， 事前の意思 に は さ ま
ざ ま な 問題点 も 含 ま れて い る 。 そ れ に そ の 内容が積
極的 な 手段の指示 と な る と 実践す る の に大 き な 抵
抗感 を 伴 う 。

以上 の よ う な 理由 に よ っ て ， 現在， 安楽死事件が
訴追 を 免れ る ケ ー ス を 想定す る の は き わ め て 困難で
あ る 。 末期医療 を 徹底す る こ と に よ っ て ， そ の よ う
な 事件 を 未然 に 防い で ゆ く こ と こ そ 倫理 に かな っ た
あ り かた で あ ろ う 。

2 . 尊厳死 （ 治療停止） に 関 し て
積極的安楽死が許 き れ な い と し た ら ， 不治の患者

に 延命治療 を 停止 し て 自 然 な 死 に 導 く 「 尊 厳 死 」
（ こ の呼称が適切 か否かは後述 す る ） で あ れ ば， 倫
理的 に認め ら れ る の であ ろ っ か。 現在， 多数の 人 々
は不治の病 に 苦 し む病人の延命治療 の 停 止 を ， 「 善
で あ る 」 と 捉 え て い る 。 尊厳死の概念 は既述 し た よ
う に ， 先進国 に お け る 過剰医療 の 反 省 か ら 生 ま れ て
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き た も の で あ っ た 。 確か に ， 余命幾ば く も 無 い 人 々
が何本 も の管 を 体 に 挿入 さ れ， 不必要 に 苦 し む姿 を
見 る と ， そ の よ う な あ り 方が 人 間 の尊厳 に 反す る と
い う 見解 は 十 分 に 理解で き る と こ ろ であ り ， 正 し い
認識であ る と い う べ き だ ろ う 。 だが， 世の 中 全体 が ，
「延命治療 を やめ る の は 良 い こ と だ」 と 大 合 唱 し て
い る かの よ う な 最近の わが国の風潮 に 出 く わす と ，
筆者等 は不安 な気持 ち が生 じ て く る の を 押 さ え る こ
と がで き な い 。 「尊厳死」 と い う 美 名 の も と に ， ま
だ回復の可能性の あ る 人の 治療が停止 さ れた り ， 社
会的弱者 と 見 ら れ る 人 々 の死期が調整 さ れ る よ う な
事態が起 こ る と し た ら ， 高齢社会 の こ の 国 の 未 来 は
ど う な っ て し ま う こ と か と 心配 で た ま ら な い の だ。
将 来 に 禍根 を 残 さ ぬ た め に も ， 「 尊 厳 死 j が 内 包す
る 幾つ かの倫理的問題 を 今検討 し て お く こ と は益 の
無 い こ と で は な かろ う 。 筆者 は無駄 な 延命治療 を 停
止す る と い う 線 に は基本的 に 賛成 し な が ら も ， そ れ
に は こ れか ら 述べ る 倫理問題 を 考慮 し な が ら 慎重 に
進め ら れ る べ き であ る と 考 え て い る 。 今後の 議論 の
喚起 を 期待 し て ， こ こ に 幾つ かの間題点 を 提示 し 考
察 し て み る こ と に し よ う 。

1 ） 回復不能期 を め ぐ る 問題
最初 は 回復不能期 を め ぐ る 問題 か ら み て ゆ き た い 。

患者が医学 的 に 回復不能 に 陥 っ た ら ， 延命治療 を 停
止 し て も 倫理 的 に 答め ら れ な い 。 こ の考 え 方 に は 現
在 ほ ぼ社会的 な 合意が存在す る 。 1981年 の 世 界 医 師
会 に お け る 「 リ ス ボ ン 宣言」 や ， 83年 の ア メ リ カ 大
統領委員会の総括 レ ポ ー ト ， ま た80年 の 「安楽死 に
関 す る バチ カ ン 宣言」 で も ， そ れ を 認め る 声明 が 出
さ れて い る 。 だが， い つ の 時点 を も っ て 医学的 な 回
復不能期 と す る か に 関 し て は ， い か な る 詰め も 行 な
わ れて は い な い 。 そ れ は 医 師 の 判 断 に 委 ね ら れて い
る の が現状 だ ろ う 。 し か も ， そ の 判 断が単独 に よ る
場合 も 少 な く は な い。 そ う す る と ， こ こ で個 々 の 医
師の価値観や能力 に左右 さ れ る 場合 も 生 じ て く る こ
と だ ろ う 。 し か し 人 間 の 生死が， こ の よ う な 暖昧 な
基準 に よ っ て 左右 さ れて も よ い の だ ろ う か。 あ き ら
め の早 い 医 師 に よ っ て ま だ生 き ら れ る 生命 の短縮
が行 な わ れ る と し た ら 問題 は重大で、あ る 。 脳 死 の 診
断 に 不可逆性 の 判 定基準があ る よ う に ， 回復不能期
の 医学的基準 も ， 困難 な 問題 は あ る が， 詰 め て お く

必要 は あ る であ ろ う 。 そ し て判 定 に は ， 複数の 医 師
の所見 も 義務付 け る 必要があ る 。

2 ） 通常の治療手段 と 法外 な 治療手段
教皇 ピ オ 12世 は在任 中 ， 「生命 を 維持す る た め に

義務付 け ら れる 手段 は ， あ く ま で も 自 然 な形 を 取 っ
た 通常の手段で な け れ ば な ら な い 。 こ の 通常の手段
に は ， 自 分 と 他者 に対す る い か な る 重大 な 負 担 も 含
ま れ な いJ ' l と い う 有名 な 言葉 を 残 し て い る 。 し か
し こ こ で問題 な の は 「通常」 と 「法外」 を 区 別 す る
尺 度 で あ る が， こ れが実 に 暖昧 に な り やす い と い う
こ と で あ る 。 人 は 自 ら の 欲 さ な い治療 を 「法外」 と
い う 傾向 に あ る し ， こ の 「法外性j は 時代 と 共 に 変
化 し て ゆ く も の であ ろ う 。 ボ ッ ク （ Bok,S） は 法外
性の基準 と し て ， 単 に 死の過程 を 引 き 延 ばす だ け の
も の や ， 実験的 で高価 な 治療等 を あ げて お り ， こ の
基準は ま た ， 患者の 置 か れ た 状況 に よ っ て 変化 し 得
る も の であ る と し て い る 2 ）。

こ の よ う に ピ オ 12世 の指針 は概念 と し て は 有益 で
あ れ， 実際の適用 に あ た っ て は 困 難 を 伴 う も の で あ
る 。 し か し 治療停止 を 考 え て ゆ く 時 に は や は り 考慮
さ れね ばな ら な い問 題 で あ ろ う 。 間 違 っ て も 通常 な
手段が， 患者 を 愛 さ な い家族や経済的 な 困窮 に よ っ
て法外 な 手段 と さ れて は な ら な い。 そ の た め に 医 療
者 は注意の眼 を 常 に 向 けて い る 必要があ る 。

3 ） 蒔痛緩和 に 関 し て
3 番 目 に痔痛緩和 の 問題 を 考 え て み た い 。 末期 患

者 に対す る 捧痛 の緩和 は ， 延命治療 の停止 と 共 に 末
期患者の安 ら かな 日 々 と 死 を 保証す る も の と し て ，
尊厳死 を 実現す る た め の重要 な 柱 と し て提示 さ れて
い る 。 そ し て 末期癌患者の激痛 を 取 る た め に は ， 時
に は ， 薬物の過剰投与 も 必要 と さ れ る こ と があ る か
も し れ な い 。 し か し薬物の過剰投与が間接的 に 死 を
早め る こ と があ る と し た ら そ れ は倫理的 に 許 さ れ
る の で あ ろ う か。

こ の問 題 を 解 決す る た め に は カ ト リ ッ ク 倫理学の
い わ ゆ る 「二重結果の原理J ( principle of double 
effect ） が役 に 立つ こ と だろ う 。 即 ち 二重結 果 の 原
理 と は ， 次の 4 つ の条件下 で の み悪い結果 も 予測 さ
れ る 行為 を な す こ と が許 さ れ る と い う も の で あ る 。
つ ま り 4 条件 と は ， l ， 行為 自 体が善であ る か ， 少
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な く と も 倫理的 に 良 く も 悪 く も な い こ と 。 2 ， 悪 い
結 果が直接意図 さ れて は な ら な い 。 た だ許 さ れ る の
み であ る 。 3 ， 良 い結果 は 悪 い 手段 を 通 し て で あ っ
て は な ら な い。 4 ， 悪い結果が生 じ る の を 許す た め
に は ， そ こ に 釣 り 合 い の 取 れ た 重 大 な 理 由 が無 け れ
ば な ら な い 。 以上であ る 3 ） 。

今， 末期患者の激痛 を 取 る た め に大量 の鎮痛剤 が
投与 さ れた と し て ， こ の 原理 を 適用 さ せて検証 し て
み よ う 。 鎮痛 と い う 行為 自 体 は 善 で あ り ， た と え そ
れ に よ っ て 死が早 め ら れた と し て も ， そ の こ と が直
接意図 さ れた わ けで、 は な く ， 予 見 さ れ る の み で あ り ，
鎮痛の手段 は注射か経 口 薬 に よ る も の で悪 い手段 と
は 言 え ず， 結果 と し て死が早 ま っ た と し て も ， そ れ
と 釣 り 合 っ た重大 な理由があ っ た か ら で あ り ， 大 量
の鎮痛剤の投与 は 倫理的 に 許容 さ れ得 る と い う こ と
に な る 。 だが， 直接 に 意図 す る こ と と 予 見す る こ と
に い か な る 相違があ る の か と い っ た 疑問 も あ り ， 問
題 は 複雑 で あ る 。 も し 薬 物 の 大量投与 に よ っ て死 が
すみや か に 来 る と し た ら そ れ は も は や意図 的 な 範
轄 に 入れ ら れ る べ き であ る と の 見解 も 存在す る 。 そ
の あ た り の識別 は 困難 な 問題 も あ る が， 鎮痛剤 の 問
題 を 考 え る と き に は 十分注意す る 必要があ ろ う 。 だ
が， 現在で は モ ル ヒ ネ は 医師がそ の 使用 法 に 習 熟 す
れ ば， 死 を 早め る こ と な く 鎮痛効果が得 ら れ る と さ
れ て お り ， 医 師 の 知識や技術が確 か な も の で あ る 場
合 に は ， こ う し た倫理問題は起 こ り 得 な い 時代 に な っ
て き て い る 。

4 ） 本 人 の 意思の確認の問 題
安楽死 や 尊厳死の問題で倫理的 に そ の妥当性が最

も 問 わ れ る の は ， 本人の意思が存在する か否か と い っ
た 問題 で あ る 。 既述 し た よ う に ， 積極的安楽死 の 場
合で も 本 人の意思 に よ る も の で あ る 場合 に は ， 起 訴
を 免れ る 場合が多い。 だがこ こ で問題 な の は ， 末 期
状態で 人 間 の 清 明 な 意思 の表示が得 ら れ る か否 か と
い っ た 点であ る 。 積極的安楽死の場合 に は そ れ が き
わ め て 困 難 であ っ た 。 一方， 尊厳死の場合 は ど う か 。
こ の場合， 事態 は前者ほ ど切迫 し て は い な い の で ，
判 断力 を 伴 っ た意思表明 は 可 能 で あ る と も み ら れて
い る 。 し か し そ れで も 心 身 の 平静時 と は異 な り ， 意
思 の確認に は 困 難 を 伴 う 。 そ れ に わが国 に は病 名 告
知の問題 も あ る 。
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だか ら ， 健康時 か ら 自 分の 末期 の あ り ょ う を リ ビ
ン グ ・ ウ イ ル と し て書 き 留 め て お く こ と が推奨 さ れ，
ア メ リ カ で は 多数の州がそ れ を 法制化 し ， 法的 な 有
効性 を 付与 し て い る の であ る 。

し か し こ の リ ビ ン グ ・ ウ イ ル に も 欠点が色々 と 指
摘 さ れて い る 。 人 間 の気持ち は変化 し やす く ， 健康
時 に 考 え た こ と も 末期 に な っ て 変化す る か も し れず，
ま た健康時 に 想像 で書 く こ と が現実の場面で は そ の
ま ま 使用 で き な い こ と も 多 い等であ る 。 そ の た め ア
メ リ カ で は ， リ ビ ン グ ・ ウ ィ ルの 有効期 限 を 5 年 と
し た り ， 末期 と 診断 さ れて も ， 2 週 間 は書類 に 署 名
がで き な い等 さ ま ざ ま な 工夫の跡がみ ら れ る 。 わ が
国 も ， た だ リ ビ ン グ ・ ウ イ ルが必要だ と ア ピ ー ル す
る 時期 を 過 ぎて ， 今 は ， よ り そ の 時 の本 人 の意思 に
近 い 内 容 の も の に す る た め に ， ど ん な 工夫が必要 か
等 の 議論 を す る 段階 に 来 て い る よ う に恩 わ れ る 。 現
行 の 日 本尊厳死協会の宣言書 も 最良 の も の であ る と
は 思 われ な い。 今後 こ の 問題 で も ， 議論の 深 ま り が
必要であ ろ う 。

と こ ろ で， 意思決定 を め ぐ っ て は さ ら に 困難 な 問
題があ る 。 本 人 の 意思が不明 の ま ま 患者が意識を 喪
失 し た場合に は ， 代理意思決定が認め ら れ る か否 か
と い っ た 問 題 で あ る 。 カ レ ン 裁判 や ク ル ー ザ ン 裁 判
が長期化 し た の も こ の 点で争 わ れ た か ら で あ る 。 ア
メ リ カ で は 代理意思決定が認め ら れて い る 州 と 認め
ら れて い な い州があ る が， 認め ら れて い て も 本人 の
最良の利益 の 代弁者 と な る と ， ま た むつ か し い問 題
を 提起 し て い る 。 家族が必ず し も ふ さ わ し い と は 限
ら な い か ら であ る 。

一方， わが国で は こ れ ま で こ の 問題が真剣 に論 じ
ら れて き た こ と は な か っ た 。 医療 に お け る 意思決定
は 本人 を 除外 し て ， 家族 と 医 師の 間 で な さ れ る こ と
が多か っ た た め に ， 患者が判 断能力 を 喪失 し た場合
も ほ と ん ど問題 に な ら な か っ た の で あ ろ う 。 し か し
患者本 人 の 意思が重視 さ れ る 現代， こ の 問題 も 徹 底
的 に 議論 し て詰め て お く 必要があ ろ う 。 意思決定 に
お け る 安易 な 家族 中 心主義は再考 さ れ る 必要があ る 。

5 ） 水分 と 栄養補給の問題
5 番 目 に 考 え て み た い の は ， 末期患者や植物状 態

患者 の 延命治療 の 停 止 に 水分や栄養補給の停止 も 含
め る か否 か と い っ た 問題であ る 。 わが国 で は ， こ の
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問 題 も ほ と ん ど議論 さ れて こ な か っ たが， ア メ リ カ
で は ク ル ー ザ ン 裁判 を 契機 に 活 発 に論議 さ れ る よ う
に な っ た 。

ナ ン シ ー ・ ク ル ー ザ ン の 裁判 で は ， 交通事故で植
物状態 に な っ て し ま っ た娘 の水分， 栄養補給器の取
り 外 し を め ぐ っ て ， 両親側 と 病 院が争 っ た の で あ っ
た が， 連邦最高裁 に ま で行 っ た こ の裁判 は 結 局 両 親
側 の勝訴 に 終 わ っ て ， 栄 養補給器 は 除去 さ れ， ナ ン
シ ー は 死 ん だ の であ っ た 。 植 物 状態 に な っ て 8年 目
の こ と であ っ た 。 本事件 は植物状態患者の死ぬ権利
を め ぐ っ て全米中 に大論争 を 引 き 起 こ し ， 人 々 の 眼
差 し を むつ か し い事例 に お け る 生死の問題へ と 向 け
る の に貢献 し た 。 そ れ ま で 自 然死法 を 持つ ア メ リ カ
の 州 の 多 く は ， 治療停止の 内 容 か ら 水 分 と 栄養補給
の停止 を 除外 し て き たが， ナ ン シ ー 事件 を 契 機 に そ
こ に そ れ ら を 加 え る 州 も 増加 し た と 言 わ れて い る 。
わが国の学術会議の声明 も ， 栄養補給の停止 を 許容
し て い る 。

し か し こ う し た 見解 は は た し て倫理的 に 適切 な の
であ ろ う か。 癌 の 末期患者 に 人工栄養 を 続 け る こ と
が苦痛 に な る 場合 に 限 り ， 栄 養停止 も 許 さ れ る か も
し れ な い。 し か し植物状態 の患者 に栄 養 を 与 え 続 け
る こ と が当 人達 の 苦痛 を 増 強 さ せ る と は と う て い考
え ら れ な い の で あ る 。 そ れ に ， 水分， 栄養補 給 の 停
止 は既述 し た 法外 な 治療手段で も な い。 む し ろ こ れ
ら は最後 ま で続け ら れね ば な ら な い ケ ア の範轄 に 入
る も の であ る と 考 え ら れ る 。 少 な く と も 植物状態 の
患者 に は 最後 ま で水分や栄 養補給 を 断つべ き で は な
い と い う のが筆者の立場であ る 。

6 ） 植物状態患者の 尊厳死 に 関 し て
ナ ン シ ー ・ ク ル ー ザ ン の事例 で は ， 両親 は娘が植

物状態で生 き 続 け る こ と が娘 の 尊厳 に 反す る と 考 え
て ， 裁判 に 訴 え て死 な せ る 道 を 選択 し た の で あ っ た
が， は た し て 本当 に植物状態で生 き 続け る こ と が 人
間 と し て の 尊厳 に 反す る 生 き 方 に な る の だ ろ う か。
中 に は植物状態 を 事前の意思で運命 と 受 け 留 め ， そ
の よ う な状態 に な っ た 時最後 ま で生 き 抜 く 道 を 選ぶ
人 々 も い る 。 た と え 日 常生 活 のすべて に援助が必要
で， 他者 と 言語 に よ る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が と れ な
く て も ， そ う し て 生 き 続 け る 人 々 の存 在 に励 ま さ れ
る 人間 は 多 い し ， ま た愛す る 肉 親 に と っ て み た ら ，

言 葉 は 喋 れ な く て も ， 体 を 通 し て気持 ち の交流だ っ
て で き る こ と も あ る の で あ る 。

生命倫理学の領域 に はパ ー ソ ン （ 人格） 論 と 呼 ば
れ る 独特の学説があ り ， そ れ に よ れば， 認識力 や理
性能力 の あ る 人 間 だけが生 き る 権利 を 所有 し て い る
の であ る と い う 。 こ と に ， フ レ ッ チ ャ ー （ Fletcher,
J ） は 子宮 内 の 人 間 以 下 の生命 を 終 わ ら せ る こ と は
倫理的 であ る と し て 中 絶 を 問題外 と し ， 同 様 に 認識
や理性 を 喪失 し た植物状態患者 の生命 を 終わ ら せ る
こ と も 倫理的 に 許 さ れ ね ば な ら な い と 述べ て い る 4 ） 。
エ ン ゲルハ ー ト （ Engelhardt , H .  T. ） の場 合 に は
も う 少 し ト ー ン が柔 ら か く な る が， そ れ で も ， 自 分
が 自 分の 生命 の 質 （QOL） を 低 く 判 断 し た 場 合 に
は 自 殺 は 自 由 で あ り ， 我 々 の 関心 は厳密 な 意味で の
パ ー ソ ン に 向 け ら れ る べ き で あ っ て ， 治療 に 関す る
コ ス ト は恩 恵 （ beneficence） の 義務 に 勝 る も の で
あ る と 断 じ て い る 。 し た が っ て ， QOL の 決定 の た
め の算術 と は ， 治療の成功 の機会 と 結果 の 質 と 生命
の長 さ を 掛 け た も の を コ ス ト で割 る こ と であ る が，
そ の答 え に よ っ て恩恵 を 施す強 さ も 決 ま っ て く る の
で あ る と い う 5 ） 。 つ ま り はQOLの低い状態で生 き て
い て も ， か え っ て 人 間 の 尊厳 に 反す る こ と に な る と
い う のが彼等の考 え 方で あ る 。 QOL と い う 用 語 は ，
概念規定 も な さ れ な い ま ま ， 現在 さ ま ざ ま な 意味 で
用 い ら れて い る が， 時 に は生命の値ぶみ と 結 び付 く
毒 を 含 んだ言葉であ る こ と を 心 し な け れ ばな る ま い 。

理性の存在 は確か に重要で あ る が， そ れだ け が 人
格 を 特徴づけ る も の で も な かろ う 。 人間の存在は も っ
と 神秘の ヴ ェ ー ル に 包 ま れ て い る 。 どの よ う な 生命
で あ れ ， 人 間 の生命 に は 質の 高低等あ る はず も な い 。
治療停止の理由 に ， 生命 の 質が 人 間 以下 に な っ て し
ま っ た と い う 理由が決 し て上 げ ら れで は な ら な い 。
治療停止が倫理的 に 許 さ れ る の は ， 不治の末期患者
だ け で あ り ， 植物状態患者 は 末期 で は な い た め に 決
し て そ の範時 に は 入 ら な い だ ろ う 。 そ れ に ， 人 間 の
脳の機能 に 関 し て は 未 だ不 明 の 点 も 多 く ， 将来 ど ん
な 奇跡が起 こ ら ぬ と も 隈 ら な い の だ 。

以上 の理 由 に よ り ， 筆者は植物状態 の 人 々 の安易
な 尊厳死 に は 反対で あ る 。 た と え 本人の意思が事前
に 明示 さ れて い る 場合で も そ れ は慎重 に 扱 わ れ る
べ き だ ろ う 。 植物状態 の 人 々 に 安易 に 尊厳死が許 さ
れ る よ う に な れば， そ の論理 は 容 易 に 拡大解釈 さ れ，
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痴呆老人等 も そ の対象 と さ れ る 日 がや っ て く る か も
し れ な い。 し か し そ れ は絶対 に 避 け ね ば な ら ぬ線 で
あ ろ う 。 危 険 な 滑 り 坂 を 我 々 は防がねばな ら な い 。

延命治揮の停止が許容 さ れ る た めの倫理的条件

植物状態の患者への 延命治療の停止は容易 に は許
さ れ な い と い う のが筆者の 考 え 方 で あ る が， 末期癌
等の患者の場合 に は ， 以上上 げた問題点が よ く 論 議
さ れ次の条件が守 ら れ る の で あ れ ば， 許 き れ な く も
な い と い う のが筆者 の立場であ る 。 以 下 に 筆 者 の 考
え る 末期患者の延命治療停止 の た め の条件 を 私案 と
し て提示 し よ う 。

1 ま ず， い か な る 手段 を 講 じ て も ， 現代の 医学
で は 回 復 の 見込 み の 無い こ と が医 学 的 に 証 明 さ れ な
け れ ば な ら な い 。 こ れが第 1 条件であ る 。 こ の場 合 ，
既述 し た よ う に ， 回復の不能期 を め ぐ っ て 医学 界 で
共通の基準 を 作成 し て お く こ と が望 ま し い と 思 わ れ
る 。 そ し て 判 定 に は複数の 医 師が当 た る も の と す る 。

2 次 に は ， 延命の た め の 治療 を 続 け れば， 患者
の心身 の苦痛がい っ そ う 増す こ と が予測 さ れ な け れ
ば な ら な い 。 こ れが第 2 条件であ る が， こ の場 合 に
も 複数 の 医 師の判 断が必要で あ る 。

3 第 3 条件 は ， 治療 を 停止す る の は ， 患者 の 人
間性 に 尊敬の念 を 抱 き ど う す れ ばそ の 人 の生命 を 最
も 大切 に扱 う こ と に な る か を 考 え た結果であ っ て ，
間 違 っ て も そ の 人 の QOLが低 く な っ た か ら で あ る
と か， 生 き る に値 し な く な っ たか ら と い う 理由であ っ
て は な ら ぬ と い う こ と で あ る 。

4 第 4 条件 は ， 治療停止 と い っ て も ， 一切 を や
め る こ と であ っ て は な ら ぬ と い う こ と で あ る 。 こ こ
で停止で き る の は積極的 な手段であ っ て， 最期の 日 々
を 充実 さ せ る の に 必 要 な 処置はすべて講 じ ら れ な け
れ ばな ら な い。

5 第 5 条件 は 第 4 条件 と 同 一線上 に あ り ， 治療
が停止 さ れて も 一切 の ケ ア は最期 ま で手厚 く 続 け ら
れ る べ き で あ る と い う こ と であ る 。 こ の 中 に は 当 然 ，
水分 と 栄養補給 も 含 ま れ る 。 最期 の 時 に静脈栄養が
肉 体的苦痛 を 増 す 時 に 限 っ て ， そ の 除去は倫理的 に
許容 さ れ る だ ろ う 。

6 第 6 条件 は ． 意思 決定の前提 と な る 情報が患
者の家族 に は も ち ろ んの こ と ， 何 よ り も 本人 に 与 え

ら れ る べ き であ る と い う こ と で あ る 。 病名告知等 の
困 難 な 問題 も 存在す る が， 可能 な 限 り の情報は こ の
種の決定 に は必須で あ ろ う 。

7 そ し て 最 後 は き わめ て重要な 意思決定 に 関 す
る 条件 で あ る 。 患者本 人 の 明確 な 意思 の存在が前提
と さ れ る 。 そ れ に は リ ビ ン グ ・ ウ ィ ル を 改良 し て ，
実際末期状態 に 入 っ た 時の 意思が最 も 反映 さ れ る よ
う にす る べ き で あ ろ う 。 そ し て で き れ ば， 家族 と 医
療 ス タ ッ フ も そ れ に 同意す る こ と が望 ま し い 。 わ が
国 の精神風土 に あ っ て は ， 合意の形成が重要であ る
か ら で あ る 。 た だ し ， 関 係 者 は 本 人 の 意思 を 最 も 大
切 にすべ き であ る 。

本人が判 断能力 を 喪失 し た場合 に は ， ふだんの 患
者 の 意 思 を 最 も よ く 知 る 人 （ 本 人 と 遺産相続等の 利
害関係が直接無 い 人 が望 ま し い ） を 中心 に ， 関 係者
で話 し 合い合意 を 形成 し た ら よ い 。 た だ し ， そ の よ
う な 人 が得 ら れ な い 時 に は 治療 の停止 を 決め な い
ほ う が患者 の 利益 に か な う だ ろ う 6 ） 。

以上 の 7 つ の 条件が満た さ れ る 場合 に 限 っ て ， 末
期患者 の延命治療 の 停止 は 倫理的 に 認め ら れ る も の
と な ろ う 。 現在， 医療 の現場で家族 と 医師 の 話 合 い
で何 と な く 決 ま っ て し ま う よ う に 思 わ れ る 延命治療
の停止が， 今後 は 以上 の よ う な 条件 下 で慎重 に 進 め
ら れて ゆ く こ と を 希望 し て や ま な い。

お わ り に

以上 主 と し て 尊厳死の概念が生 じ て き た背景 を 安
楽死 と の 関 わ り の 中 で概観 し ， さ ら に そ れが包含 す
る 主 な 倫理問題 と 延命治療 の停止が許容 さ れ る 条件
等 に つ い て 考察 し て み た 。 最後にぜひ と も 一言 だ け
付言 し て お き た い こ と があ る 。 そ れ は ， 「尊厳死J
と い う 呼称 に 関す る 問題 で あ る 。 筆者 は かね て よ り ，
末期患者等 に 治療 を や め て 楽 に 死 な せ る 意味でのみ
こ の 呼称 を 用 い る こ と がは た し て 適切 であ ろ う か と
疑問 に 思 っ て き た 。 な ぜ な ら そ れ以外の死 に 方 は ，
自 ら の 選択 に よ る も の で あ れ， 「 尊 厳 死 J で は な く
な っ て し ま う か ら で あ る 。 筆者 は 人間 の死 は あ る 意
味で， み な 尊厳 に 満 ち た も の と 考 え る 。 かけが え の
無い一個の生命 の終末で あ る 。 そ れが尊厳 に 満 ち て
い な い はずが無 い 。 欧米諸国 で は も は や こ の呼称 は
用 い ら れ な く な り つ つ あ る 。 延命治療の停止 を 中 心
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に 据 え る の で あ れ ば， こ れ も 問題 は あ る が， む し ろ
「 自 然死」 と 呼んだ方が ま だ 良 いの か も し れ な い 。

真 に 「尊厳 に 満 ち た死」 と は ， 死 に 至 る ま で の 生
き 方が む し ろ 問 われ る 事柄 で は な か ろ う か。 良 き 死
の準備 の た め に そ の 人 ら し く 最期 ま で生 き 切 る こ と
こ そ ， 真 の尊厳死への道で は な い の か 。 た と え 延命
治療の 道 を 選 ん で も ， 植物状態で生 き 続 け る こ と を
望 ん だ と し て も ， そ の 人 に与 え ら れた 使命 を 尽 く し
て 生 き 切 り 最期 を 迎 え る の で あ れ ば， こ れ ら は み な
尊厳死 に 値す る も の であ る と 筆者 は 考 え る 。 大切 な
点 は ， 各 自 が 自 分 な り の 生の頂点 （ 即 ち 死 ） を ど う
迎 え る かで あ り ， 自 分の 生命 を 大切 に 人生 の 歩み を
完成 さ せ る こ と こ そ 尊厳 あ る 死への 第 一 の 道で あ る 。
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I . は じ めに

A お よ び B 型 イ ン フ ルエ ン ザ ウ イ ル ス は 直 径 約
lOOnm の球形の エ ン ベ ロ ー プ ウ イ ル ス で あ り ， 表
面 に 赤 血 球 凝 集 素 （HA） と ノ イ ラ ミ ニ ダ ー ゼ
( NA ） の 2 種類の糖蛋 白 がス パ イ ク 状 に存在す る 。
内部 の コ ア は ， 一 鎖 R N A であ る 遺伝子 （ 8 本 に 分
節 さ れ て い る ） ， 3 種の R N A 合成 酵 素 お よ び N p 
蛋 白 か ら な る 複合体がラ セ ン 状 に 配列 さ れて い る 。
エ ン ベ ロ ー プ を 裏 う ち し て い る 蛋 白 がM l 蛋 白 で あ
り ， A 型 に お いて はM 2 蛋 白 がエ ン ベ ロ ー プに埋 ま
る よ う に し て イ オ ン チ ャ ン ネ ル を 形成 し て い る 。 N
P 蛋 白 と M蛋 白 の抗原性 に よ り A と B 型 に 区別 さ れ
て い る 。 さ ら に ， A 型 の H A は 13種類， N A は 9 種
類 に分かれ， そ の 組み 合 わ せ に よ り 亜型 に 区分 さ れ
る 。 現 在 流行 を 起 こ し て い る A 亜 型 は ， 香 港 型
( H 3 N 2 ） と ソ 連型 （ H 1 N 1 ） で あ る 。 も う l
つ C 型 イ ン フ ルエ ン ザ ウ イ ル ス があ る が， 表面蛋 白
が著 し く 異 な り ， 遺伝子 も 7 分節 で あ る 。

増 殖過程 を 概観す る と ， ま ず H A で細胞表 面 の レ
セ プ タ ー （ シ ア ル酸含有糖蛋 白 あ る い は糖脂 質 ） に
吸着後， 細胞のエ ン ド サ イ ト ー シ ス に よ り 膜 に 包 ま
れ た状態 （ エ ン ド ソ ー ム ） で侵入す る 。 細胞 内 に 侵
入後， そ ばに 存在す る 酸性環境で あ る リ ソ ソ ー ム と
融 合 し 二次 リ ソ ソ ー ム が形成 さ れ る ， と 同 時 に脱殻
が起 こ り ， 遺伝子複合体 は細胞質 に 放 出 さ れ る 。 さ
ら に核へ移動 し た 遺伝子 か ら 初期転写 を 経 て 初 期
蛋 白 が合成 さ れ る 。 以後遺伝子複製， 後期蛋 白 合成
が連続的 に 起 こ り ， 最終的 に は ， H A と N A が存 在
し て い る 細胞膜 の 直 下で子孫粒子が形成 さ れ， 出 芽
の 形 でそ れ ら は放 出 さ れ る 。 実験 に頻用 さ れて い る

MDCK 細胞で は ， こ の全過程 に は A 型 で は 5 ～ 8
時 間 ， B 型で は 12時 間程度 を 要す る I ） 。

今 回 看護学科 人 間科学講座教授就任 に あ た り ， 富
山医科薬科大学 医学会主催 に よ る 講演会が企画 さ れ
た 。 筆 者 は 上記 し た イ ン フ ルエ ン ザ ウ イ ル ス を 中 心
と し て研究 を し て き たが， こ の機会 に 今迄の研究の
中 か ら ， イ ン フ ルエ ン ザ ウ イ ル ス 感染 に伴 う ケ モ カ
イ ン 応 答 に 焦点 を あ て て ま と め て み た 。

II . イ ンフ ル ヱ ンザ ウ イ ルスの ラ ッ ト ケ モ カ イ ン

( C I N C ） の産生誘発

好 中 球浸潤 を 誘発 す る 走化 因 子 と し て ， 従来 よ り
補体 フ ラ グ メ ン ト C 5 a ， 細菌代謝産物 フ ォ ル ミ ル
メ チ オ ニ ルペ プ タ イ ド， 脂質代謝 産物 で あ る ロ イ コ
ト リ エ ン B 4 や 血 小板活性化 因 子 （ PAF） な どが

知 ら れて い る 。 こ れ ら は ， 既存物 質 あ る い は そ れ ら
が活性化 さ れ た も の で あ り ， 即効性で は あ る が効果
持続 時 間 は極め て短い と さ れて い る 。 一方好 中 球 の
走化能 を 調節す る サ イ ト カ イ ン であ る ケ モ カ イ ン は ，
な ん ら かの刺激 （ ケ モ カ イ ン 産生誘発物 質 と し て は ，
LPS, IL-1 ,  TNF や poly I :  C 等が知 ら れ て い る ）
に よ り は じ め て 種 々 の細胞か ら 産生 さ れ る 強力 な好
中 球走化 因 子 で あ り ， そ の ぶ ん即効性に は 欠 け る が
持続時 間 は 長 い 2 ） 。 ケ モ カ イ ン は ， ヒ ト IL-8 ， ラ ッ
ト CINC あ る い は マ ウ ス M IP-2 な ど研究者 に よ り

固 有 の 名称が付 け ら れ て い たが， そ の遺伝子の相 向
性 と 遺伝子 産物が70数個 の ア ミ ノ 酸か ら な る 塩基性
のへパ リ ン 結合性ペ プチ ド で あ る と い う 共通 な性状
を 有す る こ と か ら 現在で は ケ モ カ イ ン と 総称 さ れて
い る 3 ） 。

Smith ら は ， ヒ ト お よ び動物モ デル （ フ ェ レ ッ ト
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お よ びマ ウ ス ） の イ ン フ ルエ ン ザ感染の検討か ら ，
感染初 期 の 局 所浸潤細胞の90% は好中球であ る こ と
を 見い だ し ， こ の よ う な 著 明 な好中球浸潤が イ ン フ
ルエ ン ザ感染の特徴であ る と 述べ て い る 4 . 5 ） 。 筆 者
ら は ， イ ン フ ルエ ン ザ ウ イ ル ス 感染 に 伴 う 局 所 の 著
明 な好 中 球浸潤 に ， ケ モ カ イ ン の 関与 を 考 え ， ま ず
既 に 本学 薬 学 部 中 川 研 究 室 で 確 立 さ れ た ラ ッ ト
CINC の ELISA に よ る 測 定 系 を 用 い て ベ イ ン フ
ルエ ン ザ ウ イ ル ス の ケ モ カ イ ン 誘発能 を 検討 し た 1 ） 。
こ の実験 に 用 い た細胞は ラ ッ ト 腎臓 由 来 NRK-52E
細胞であ り ， ウ イ ル ス 液 と し て ， A 型 イ ン フ ル エ ン
ザ ウ イ ル ス NW S 株感染発育鶏卵紫尿液 を 用 い た 。
感 染 紫 尿 液 を 適宜希釈 し 種 々 の 感染価 （0.01 - 10
PFU/cell） で感染 さ せ ， 24時 間 後 の培 養 上 清 中 の
CINC 濃度 を 測定す る と ， 非感染細胞あ る い は 非 感
染紫尿液接種対照細胞の 4 ng/ml に 比 べ ， 感 染 価
依存性 に 濃 度 は 増 加 し 3 PFU/cell 相 当 の 感染
価で＇70ng/ml と 対照細胞の18倍 に 増 加 し て い た 。
但 し ， 紫外線不活化 ウ イ ルス お よ びエ ー テ ル 処理 ウ
イ ル ス 感染 細 胞 で は 有 意 の CINC 産生 は 認 め ら な
か っ た 。 さ ら に ， ウ イ ル ス を 感染 中 和 活性 を 示 す抗
H A 単 ク ロ ー ン 抗体8） で処理す る ， 完全 に 感染 を 中
和 し た 高 抗体 濃 度域 で は CINC 産 生 誘 発 能 も 中 和
さ れて お り ， 低濃度域で は ， 残存感染価 に 比 例 し て
誘発が認め ら た 。 即 ち ， 感染紫尿液 中 の ウ イ ル ス 以
外の な ん ら か の 因 子 の CINC 産 生 誘 発 の 関 与 は 否
定 さ れ， 活性 ウ イ ル ス の 感染 に よ り は じ め て CINC
産生が誘発 さ れ る こ と が in vitro の 実験系 で 立証
で き た 。 他 ウ イ ル ス 株 と し て A 型 ア ジ ア 風邪型 （ H
2 N 2 ） 足 立株， 香港型愛知株あ る い は B 型 Lee 株
の いず れ に お い て も ， 強弱 は あ る が CINC 産生 を 誘
発す る こ と を 認め た 。 こ の こ と か ら ， Smith ら 4 . 5 )  
が観察 し た イ ン フ ルエ ン ザ ウ イ ル ス 感染局所への著
名 な好中球浸潤 に 本 ウ イ ル ス の ケ モ カ イ ン 誘発能の
関与が強 く 示唆 さ れ た 。 こ の こ と を 立証す る た め に
は ， in vivo の 実験系 で検討が必要 で あ る が ， ラ ッ
ト は 従来 よ り 本 ウ イ ル ス に 感受性が低 い こ と が指摘
さ れて い る 9）。 実際 ラ ッ ト に 経鼻感染 し ， 経 目 的 に
肺胞洗浄液 （ BAL） 中 の CINC 濃 度 を 測 定 し た と
こ ろ ， 4 日 目 に CINC 濃度の ピ ー ク を 認め た が， そ
の濃度 は pg の オ ー ダ ー で あ っ た 。
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皿 ． イ ンフ ル ヱ ンザ ウ イ ル スの マ ウ ス ケ モ カ イ ン

( M I P-2） の産生誘発

上記の よ う に ラ ッ ト 細胞 を 用 い た in vitro の 実
験系 で本 ウ イ ル ス の ケ モ カ イ ン 産生 誘 発 を 立証 で
き た が， さ ら に in vivo での ケ モ カ イ ン 誘発 能 あ る
い は好中球の発症病理への 関与の検討に は 本 ウ イ ル
ス に 感受性の 高 いマ ウ ス を 用 い る 必要性 を 強 く 感 じ ，
マ ウ ス ケ モ カ イ ン の 代 表 的 存 在 で あ る MIP-2 の
ELISA 測定系 の作製 を 始め た 。 元 来 ケ モ カ イ ン の
分子量 は7,000程度 と 小 さ く ， ヒ ト IL - 8 や ラ ッ ト
CINC に お い て も キ ャ リ ア ー 蛋 白 と 結合 さ せ て 免疫
し抗体 を 得 て い る 。 著者 ら も ， 基本的 に は こ れ に な
ら っ たが， 少 し 工夫 を 加 え プ ロ テ イ ン A-MIP-1 融
合蛋 白 と し て 大腸菌 に 発現 さ せ た 。 そ の結果， 大腸
菌溶解液 を IgG カ ラ ム に 1 回 通 す こ と に よ り ， 溶
出 分画 の 蛋 白 は 電気泳動 的 に 完全 に プ ロ テ イ ン A
MIP-1 融合蛋 白 と し て 精製 さ れ て い る こ と が確認
で き た 。 そ の 蛋 白 を 抗原 と し て ウ サ ギに 免疫 し て 得
た抗血清 よ り 常法 に 従 い IgG を 精 製 し ， 一 部 は ピ
オ チ ン を 標識 し ， 酵素標識ス ト レ プ ト ア ピ ジ ン で検
出 す る 抗体サ ン ド イ ツ チ ELISA 法 を 確 立 し たIO） 。
こ れ を 利用 し て ， マ ウ ス 感染 モ デルでの検討 を 行 っ
た 。 こ の 実験で は ， マ ウ ス は ICR 系 4 週令雌 を 用
い， ウ イ ル ス と し て肺馴 化A 型 PR 8 株 を 用 い た 。

最初 に 摘 出 し た マ ウ ス 気管 に ， in vitro で ウ イ ル
ス を 感染 さ せ， 24時間後気管上皮細胞の ス タ ン プ標
本 を 作製 し ， 免疫組織染色 を 行 っ た 。 そ の結果 ， 表
面 に線毛 を 有す る 気 管 上 皮 細 胞 が MIP-2 を 産 生 し
て い る こ と が確認で き た 。 次 い でマ ウ ス に エ ー テ ル
麻酔下で＇4,000PFU/25 µ 1 の ウ イ ル ス を 経鼻感染 さ
せ， 経 目 的 に B A L を採取 し ， ウ イ ル ス 量 と 好 中 球
数 を 測定 し た 。 ま た 肺組織 ホ モ ジ ネ ー ト を 用 い て
ELISA に よ り MIP-2 濃度 を 測定 し た 。 ウ イ ル ス 量
は MDCK 細胞 を 用 い た プ ラ ッ ク 法， ま た 好 中 球 数
はサ イ ト ス ピ ン に よ り ス ラ イ ド グ ラ ス 上 に 集 め た細
胞のギム ザ染色標本 を 鏡検 し ， 求め た好中球数 の 割
合 と 血球計算盤 に よ り 求め た総細胞数 を 基 に 計算 し
た 。 ウ イ ル ス 量 は 感染後 1 日 日 よ り 急激に増加 し ，
2 日 目 に は 3.2 - 7.0 × l08 PFU/BAL と ピ ー ク に
達 し ， 以後次 第 に 7 日 目 に かけ て 減少 し た 。 細 胞 を
み る と ， 感染直後お よ び感染 1 日 目 で は ， 総細 胞数



イ ン フ ルエ ン ザ ウ イ ル ス と ケ モ カ イ ン 応答

は 103 個／BAL 以下であ り ， そ の ほ と ん どが単球 で
あ っ た 。 し か し な が ら 感染 2 日 後 に な る と 急激 に 増
加 し ， 106 個／BAL の オ ー ダ ー に 達 し ， そ の う ち 好
中 球が70-90% を 占 め て い た 。 3 日 目 も ほ ぼ 同 程 度
の 好 中球数が維持 さ れ て い たが， 以後急激 に 減少 し
た 。 感染 4 日 以降 で は ， BAL 中 の 好 中 球 は 20 - 50
% で あ っ た 。 肺組織 中 の MIP-2 i農度 の消 長 を み る
と ， 感染直後 に お い て 700pg/tissue が検出 さ れ た
が， 感染後 2 日 目 で 1 ,200pg/tissue と 増 加 し ， さ
ら に 3 日 目 に 1,700pg /tissue と ピ ー ク に 達 し ， 4 
日 目 に は 感染直後の レ ベ ル に戻 っ た 。 こ の こ と か ら ，
こ れ ら 3 種 のパ ラ メ ー タ ー が互 い に平行 し て消 長 し
て い く 傾向が確認で き た 。 感染後 3 日 目 の肺病理組
織標本 を 観察す る と ， 所 々 に 肺胞 ス ペ ー ス へ の好 中
球 を 主体 と す る 著明 な 細胞浸潤像が認め ら れた 。 一
方感染マ ウ ス は 感染 6 日 目 頃 よ り 死 に 始 め る が， そ
の 頃 の肺病理組織標本で は ， 細胞浸潤 の 主 体 は 好 中
球か ら リ ン パ球へ と 換 わ っ て い た 。

次 ぎ に ， MIP-2 抗体投与が感 染 マ ウ ス の B A L  
中 の細胞数や細胞種お よ びウ イ ル ス 量 に 及 ぼす影響
を 検討 し た 。 抗体投与 は 感染直後 お よ び感染後 1 日
目 と 2 回 に わ た り 抗体10 µ gあ る い は 100 µ g を 皮 肉
接種 を 行 っ た 。 抗体 を 得 る に あ た っ て ， 抗原 と し て
プ ロ テ イ ン A-MIP-2 融合蛋 白 を 用 い て い る こ と か
ら ， 抗 プ ロ テ イ ン A 抗体100µ gを 同様 に投与 し た 感
染マ ウ ス を 対照群 と し た 。 感染 2 日 目 に お い て ， 対
照群 よ り 得 た B A L 中 の総細胞数， マ ク ロ フ ァ ー ジ
お よ び好 中球数 は ， そ れぞれ 9 × 105 , 1 . 5 × 10s お
よ び 7 × 10s 個 で あ り ， 好中球が78% を 占 め て い た 。
一方抗 MIP-2 抗体投与群 に お け る こ れ ら の 値 は ，
そ れぞれ6. 2 - 6.8 × 105 , 2 .7 -3.0 × 10 5 お よ び3.6-
3.7 × 10s であ っ た 。 い ず れ の 抗 体 濃 度 で も ， 総細
胞数で対照群の70% に ， ま た好 中 球数 は 47 - 49% に
減少 し ， そ の ぶ ん相対 的 に マ ク ロ フ ァ ー ジの 占 め る
割 合が増加 し て い た 。

別 に ， 著者 ら は和漢薬の分野で抗炎症剤 と し て 用
い ら れ て い る 升麻 に着 目 し その主要成分であ る フ ェ
ル ラ 酸の MIP-2 産 生 に 及 ぼす 影 響 を マ ウ ス 由 来 マ
ク ロ フ ァ ー ジ 細 胞 RAW264.7 細 胞 を 用 い た in
vitro の実験系 で検討 し た II. へ そ の結果， L p S 刺
激細胞， あ る い は イ ン フ ルエ ン ザ ウ イ ル ス 感染細胞
を フ ェ ル ラ 酸 （ 100 µ g/ml） 添 加 培 地 で24 時 間 培
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養 し た 時 の MIP-2 i1農度 は ， L p S 刺 激 で、 薬 剤 非添
加対照お よ びウ イ ル ス 刺激薬剤非添加対照 の濃度の
そ れぞれ39% お よ び56% に 減少 し て い た 。 フ ェ ル ラ
酸 に MIP-2 産生抑制作用 があ る こ と を 認 め た こ と
か ら ， イ ン フ ルエ ン ザ ウ イ ル ス 感染マ ウ ス に ， フ ェ
ル ラ 酸0.5mg/0.5ml PBS を 感 染 直 前 と 1 日 目 の
2 回経口投与 し ， BAL 中 の 好 中 球 数 を み る と ， 非

投与群の13% に 減少 し て い た 。 こ れ ら の結果 を 総 合
す る と ， イ ン フ ルエ ン ザ ウ イ ル ス 感染初期 に 認め ら
れ る 著 名 な 好 中 球浸潤 は イ ン フ ルエ ン ザ ウ イ ル ス
感染が刺激 と な っ て 産 生 さ れ た M IP-2 に よ る こ と
が強 く 示唆 さ れ る 。 MIP-2 産生細胞 と し て は ， 上記
し た よ う な気管上皮細胞の所見 か ら も ， そ の 主体 は
感染 を 受 け た気管上皮ー 肺胞細胞 と 考 え て い る が，
マ ク ロ フ ァ ー ジ等 の 関与 も 考 え ら れ今後の検討課題
であ る 。

好 中 球 は ， 細胞あ る い は組織障害的 に 作 用 す る 活
性酸素 や N O の 代 表 的 産 生細 胞 で あ る 。 抗 MIP-2
抗体の投与 に よ り ， イ ン フ ルエ ン ザ ウ イ ル ス 感染 マ
ウ ス B A L 中 の好中球数が減少す る こ と か ら ， さ ら
に ， 抗体投与 を 感染直後の O 日 か ら 5 日 目 の計 6 回
投与 し て ， 浸潤好中球数の減少が生残率 に どの よ う
に影響 を 与 え る か を 検討 し た 。 抗 プロ テ イ ン A 抗体
投与 し た対照群 で は ， 感染 6 日 目 よ り 死 に は じ め ，
8 日 目 で生残率は30% , 10 日 目 で10 % で最 終 的 に は
12 日 目 で全 て の マ ウ ス が死 亡 し た 。 一 方 抗 MIP-2
抗体投与群で は ， 8 日 目 で生残率は印－60% で あ り ，
以 後 14 日 以 降 も そ の 生 残 率 は 保 持 さ れ て い た 。
Smith ら は ， 種 々 の イ ン フ ル エ ン ザ ウ イ ル ス 株 を
用 い て比較検討 し て ， 好 中 球浸潤 を 強 く 誘導す る ウ
イ ル ス 株 ほ ど マ ウ ス 致死 作 用 が強 い と 結 論 し て い
る .. 5 ） 。 こ の こ と は ， 著者 ら の抗 MIP-2 抗体の 投与
に よ る 生残率の改善 と 一致す る も の と 考 え て い る 。

イ ン フ ルエ ン ザ ウ イ ル ス 感染 は ， 健康 な 成 人 に は
急性気道感染症 と し て終憶 は す る が， 若年者や高齢
者 に は 高 い頻度で肺炎 （ イ ン フ ル エ ン ザ ウ イ ル ス 性
と 続発す る 細菌性肺炎） を 起 こ す。 イ ン フ ル エ ン ザ
の大流行年 に み ら れ る 超過死亡率は ， イ ン フ ルエ ン
ザ擢患高齢者の 肺炎 に よ る こ と が示 さ れ て い る ω 。
超高齢化社会 に 向 か っ て い る 現在， 老 人 の 肺 炎予 防
の観点か ら も ， イ ン フ ル エ ン ザ感染の 発症病理の研
究 は 益 々 重要 と な っ て き て い る も の と 考 え て い る 。
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IV. おわ り に

W H  O の 1995年の統計に よ る と ， 世 界 的 に み て 感
染症死 は全死亡数の約 1/3 に あ た る と い う 。 感 染
症死の 内訳 を み る と ， 急性呼吸器感染症が最 も 多 く
25% ， 次 い で下痢 と 結核 で そ れぞれ18% で ， さ ら
に マ ラ リ ア ， B 型肝炎， H I V 感染が同程度で 続 い
て い る 。 ま た ， がん患 者 の 15% は 感 染症 さ え 防 せ
げれ ば延命で き た と 報告 し て い る I�） 。 エ マ ー ジ ン グ
感染症， 院 内 感染症， 新た な 病原体の発 見 （ 細 菌 に
限 っ て み れ ば， 4 種の新 し い病原体が発見 さ れて い
る ） と 感染症 と 取 り ま く 環境 は ， ま さ に 激動の 一 途
を た とず っ て い る 。 著者 は看護学科 人 間科学の教授 の
就任以来， 本学 附属病院M R S  A ワ ー キ ン グ グ ル ー
プの一員 と し て 院内 感染 に 関 す る 調査研究 に加 え て
い た だ いて き た 。 こ う し た活 動 を 通 じ て ， 見近 に 未
解決の問題がま だ ま だ 山積 さ れて い る こ と ， そ し て
そ の解決 に あ っ て は 看護婦， 検査技師 ， 薬剤部等 と
の共同研究が非常 に重要であ る こ と を 痛感 し て き た 。
幸 い本学 に お い て は ， 既存の ウ イ ル ス 学 と 免疫学 に
加 え寄生虫学 を も 含め た感染予 防学講座が発足 し ，
厳 し い状況に あ る 感染症 に対 し て総合的 に取 り 組 む
教育お よ び研究の基盤がで き た 。 看護学科 に あ る 私
も ， 一 人で も 多 く の看護学科 の学生が在学 中 の み な
ら ず卒業後 も 感染看護 ・ 感染管理 に 興 味 を 持 ち ， さ
ら に こ う し た 分野の専 門 職 を 目 指 し て も ら え る よ う
に 教育研究 を 継続 し て い く 所存 であ る 。 関 係諸先生
方 の ご指導 ご鞭撞 を 切 に お 願 い す る 次 第 で あ る 。
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就任講演
大学 に お け る 地域看護教育 の 課題

村 山 正 子
富 山 医科薬科大学 医学部看護学科地域 ・ 老人看護学教室

は じ め に

看護 の大学教育の歴 史 は 浅 く ， 平成 5 年 に 開設 さ
れ た 富 山 医科薬科大学医学部看護学科 よ り 以前 に 設
置 さ れた大学 は 表 1 の 12校 で あ る 。 平成 5 年 か ら の
大学化の動 き は急速で平成 8 年 度 に は44校が設置 さ
れ て い る 。 他分野で大学の新設等が制約 き れて い る
時代 に 看護 の大学化が進 ん で い る こ と は ， 社会の 看
護 ニ ー ズ の 高度 化 に 対応す る 教育が必要 と さ れて い
る と 認識 し な け れ ば な ら な い 。 大学 の量的拡大は 質
的 な 問題 を も た ら す可能性があ り ， と も す る と 形 は
大学 で も 内容 は ど う な の か… と 懸念す る 声 も 聞 かれ
る 。 形 に ふ さ わ し い教育内容 を 備 え る 努力 が私た ち
教員 に課せ ら れ て い る と 思 っ て い る 。

地域看護 を 担 当 す る 者 と し て ， 大学教育 に お け る
地域看護教育の現状 を振 り 返 り ， 検討課題 を 整理 し
た い 。

表 1 当 大学 医学部看護学科開設以前 の看護大学

1952 （ 昭 27 ） 年 高知女子大学家政学部看護学科
1953 （昭 28）年 東京大学医 学部衛生看護学科
1964（ 昭39）年 聖路加看護大学
1968（ 昭43 ） 年 名 古屋保健衛生大学看護学科

同 琉球大学 医学部保健学科
1975 （ 昭50 ）年 千葉大学看護学部
19邸（ 昭60）年 北里大学看護学部
1986 （ 昭61 ）年 日 本赤十字看護大学
1989（平 1 ） 年 東京医科歯科大学医学部保健衛生学科

看護学専攻
1卯2 （ 平 4 ） 年 東 京慈恵会医科大学医学部看護学科

同 聖隷 ク リ ス ト フ ァ ー 看護大学
同 広 島大学医学部保健学科看護学専攻

地域看護 （com m un i ty hea l t h  nurs i 「ig ） の動 き

地域看護教育 を 考 え る 前 に 地域看護活動の 動 向 を
み て お き た い。

「地域看護」 と い う 言葉 は ， 昭和40年 頃 か ら 使用
さ れ る よ う に な っ た が， 最近で も そ の概念は か な り
抽象的で様々 に 使 わ れて い る 。 昭和50年 頃か ら 大学
の講座名 な どに 地域看護学が使 わ れ る よ う に な り ，
平成 8 年 に 改正 さ れた保健婦教育課程 に お い て 公衆
衛生看護学 の用語 に 代わ っ て 地域看護学が登場 し た 。
「地域看護J の イ メ ー ジや そ の 内 容 が ， 看 護 関 係者
の み な ら ず一般 に コ ン セ ン サ ス を 得て 定着 し て い く
の は こ れか ら であ る 。

こ こ で は ， 地域看護 を こ れ ま で保健婦が活動 し て
き た領域 と ， 最近拡大 し て き た 在 宅 ケ ア に 関連す る
看護職の活動 の 領域 を 包含す る も の と し て捉 え て い
こ う と 思 う 。

地域看護 は ， 19世紀の イ ギ リ ス で貧 し い病 人 へ の
訪問看護活動 に 端 を 発 し た も ので， 我が国で も 明治 ・
大正時代の訪問看護 か ら 始 ま り ， そ の 後広 く 一般住
民 を 対象 と し た保健活動へ と 発展 し 公衆衛生看護活
動 （ 保健婦活動 ） と 呼 ばれて き た。 高齢化社会に な っ
て 在宅療養者の ケ ア が社会問題 と な り ， 改め て 訪 問
看護が脚 光 を 浴 び る よ う に な っ たが， 在宅療養者 も
当 然地域看護の対 象 で あ る 。

地域看護の対象 は ， 地域で生活 し て い る 様 々 な 健
康 レ ベ ル の 人 々 で あ る 。 そ の 活動 は 個 人 ・ 家族 ・ 特
定 グ ル ー プ或 い は 地域 （ コ ミ ュ ニ テ イ ） そ の も の に
働 き か け て ， ニ ー ズ の 充足 を 図 り ， そ れぞれの 健 康
レ ベ ル と 生活 の 質 （QOL） を 高め る こ と を 目 標 に 行
う 支援活動であ る 。

現在 は 地域で の保健 ・ 医療 ・ 福祉 シ ス テ ム の変革
期であ り ， 地域看 護 に対 し て も 表 2 の よ う な 意識変
革や活動が求め ら れて い る 。
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表 2 最 近 の 地域保健の動 向 と 保健婦活動への期待

1 . 地域保健 法 に よ る ヘ ル ス ケ ア シ ス テ ム の 変 更
①地域保健 の視点 の 変更 ＝ サ ー ビ ス 提供機関 の 立

場か ら で な く ， 保健所 ， 市 町村， 民間 団体， 個 々 の
住民 を 個 々 の シ ス テ ム と 捉 え よ り 高次の地域保健
の 立場 か ら

②保健施策 の 策定 ・ 実施 レ ベ ル の 変更 ＝ 専 門家等
に よ る ト ッ プ ダ ウ ン か ら ， 住民主体， 市 町村主体 と
し て ボ ト ム ア ッ プ施策へ

①保健所 の 役割 の 変 更 ＝ 地域保健の 第一線機関 か
ら 地域保健 の専 門 的 ・ 技術的拠点へ
2 . 地域の保健婦 に求め ら れ る 活動

市 町村 ： ①すべ て の ラ イ フ ス テ ー ジ に あ る 住民 に
対す る 保健 ・ 福祉の一元的 な 対 人保健
サ ー ビ ス

②住民一 人 ひ と り の ニ ー ズ把握 と 適切 な
ケ ア ・ コ ー デ イ ネ ー シ ョ ン

③住民の保健 ・ 医療 ・ 福祉行政への参画
の保障

④地域ニ ー ズ の把握 と 地域保健計画 ・ 施
策化

保健所 ： ①新 し い課題への先駆的活動 に よ る 問題
解決 ・ 評価方法の確立への取 り 組み

②広域的保健 ・ 医療 ・ 福祉の ケ ア シ ス テ
ム 構築への取 り 組み

③感染症 ・ 精神保健 ・ 難病対策の特定領
域で機能す る 専 門 保健婦活動

④在宅医療 を 担 う 看護技術 の提供 と 在宅
ケ ア シ ス テ ム 構築への取 り 組み

大学 に お け る 地域看護教育 の現状 と 課題

1 . 地域看護の理論的基盤 に つ い て
学生か ら 地域看護学 に理論 は あ る の か と 問 わ れ る

こ と があ る 。 看護教育の場 に 身 を 置 く よ う に な っ て ，
地域看護学の フ レ ー ム と そ のエ ッ セ ン ス は何 か を 学
生 に 十分伝 え き れ な い も どか し さ を 感 じ続け て い る
私 に と っ て は ， 最 も 困 る 質問 で あ る 。 地域看護 活動
の実践は厳然 と し て あ り ， し か も 日 々 前進 し て い る
と い う の に であ る 。 そ ん な 時 に は ， 看護学 自 体 が ま
だ学問 的体系化の途上で混沌 と し た状況に あ り ， 地
域看護学 は 看護学の一分野 な の だか ら ， 看護学理論

- 46 -

があ る な ら そ れが地域看護学の理論で も あ る 等 と ，
逃げ口 上 を う つ こ と に な る 。

保健婦教育 に お い て 一般的 に 受 け 入 れ ら れて い る
地域看護学の理論的基盤 は ， 公衆衛生学 と 看護学 の
2 領域 を 統合 し た専 門領域であ る と い う 捉 え 方 で あ
る 。 つ ま り ， 地域看護学 （ 公衆衛生看護学 ） は ， 公
衆衛生活動 の理念 ・ 目 標 ・ 方法及 び看護学の理論，
援助技術等 を 統合 し て ， 対象で あ る 地域 （ コ ミ ュ ニ
テ イ ） に 働 き か け て い く 活動の知識体系 と す る （ 図
1 ） 。

図 1 地域看護学の位置づけ

し か し ， 地域看護の活動の全体 を み る と ， 公衆衛
生学 と 看護学 （ 狭義 ） の み で な く ， 他分野 （ 社 会 学 ，
心理学， 教育学等） の知識 を 導入 し て展 開 し て い る
と 恩 われ る 。

地域看護で援用 し て い る 他分野の知識 ・ 理論 ・ 援
助 モ デル等の 例 を あ げる と ， 地域看護活動論 に 関 し
て は ， 地区診断技術， 計画論， 調査技術 ， ソ ー シ ャ
ル サ ポ ー ト 論， グ ル ー プ ワ ー ク 論， シ ス テ ム 論 ， コ
ミ ュ ニ テ イ ワ ー ク 論 な どがあ り ， 地域看護ケ ア に 関
し て は ， セ ル フ ケ ア 論， 学習理論， 危機理論 ， 家 族
シ ス テ ム 理論， 発達理論， 家族機能論， 家族周 期 論 ，
ケ ー ス ワ ー ク ， カ ウ ン セ リ ン グ， 看護過程 な どがあ
る 。

地域看護学独 自 の理論 を 構築す る こ と ， 個 々 の 場
面で活用 し て い る 理論の体系化 を 図 る こ と な どが今
後の研究課題 と な っ て い る 。

2 . カ リ キ ュ ラ ム に つ い て
大学教育 に 保健婦教育課程が導入 さ れ た の は昭和

32年 で あ る が， そ の後 も 長 い 間 ， 保健婦教育 は 都 道
府 県立専門学校や短大専攻科が担 っ て き て お り ， 看
護婦教育課程修了 後 に 1 年 間 の 公衆衛生看護 （ 地域
看護 ） の学習 を 補充す る 教育 と し て位置づけ ら れ て
き た 。



大学 に お け る 地域看護教育の課題

4 年制大学 に お い て は看護婦 と 保健婦の 教育 を 統
合 し て 行 う 必要があ る が 国家試験や活動の 場 な ど
で別個の職種 と し て扱われて い る 看護制度上の制約
等 も 影響 し て い る と 考 え ら れ る が， 真 に 臨床看護 と
地域看護 を 統合 し たユニ ー ク な カ リ キ ュ ラ ム に な っ
て い る 大学 は 殆 どな い と 思 わ れ る 。 単 に看護婦課程
と 保健婦課程 を 合わせた形で な く ， 幅広い実践活動
や視点 を 網羅 し た看護学の カ リ キ ュ ラ ム 開 発 も 今後
の課題であ る 。

ま た ， カ リ キ ユ ラ ム の 運営 と い う 点 に お い て は ，
短大専攻科で の教育経験， 大学での僅かな教育経験
か ら 「看護婦課程 を 修了 し た 学生 に対す る 教育 は 楽
だ， 大学で の 教育 は 難 し いj と い う 印象 を も っ て い
る 。

大学での教育の難 し さ は ， 地域看護の教育 を 3 年
次か ら 4 年次 に か け て 臨床医学 ・ 臨床看護 関 係の教
育 と 同 時進行で実施 し て い る こ と ， 総体的 に授業 時
間が少 な い こ と ， 学生 の 地域看護 に対す る 学習 動 機
が不十分であ る こ と な どに 起 因 し て い る と 考 え ら れ
る 。

看護 に つ い て の基本的 な 理解 が ま だ不十分 な 状態
で は ， 活動領域 の 広 い地域看 護 の イ メ ー ジ を 持 た せ
る こ と ， 学習 意 欲 を 持 た せ る こ と な どが ま ず必要 に
な る 。 短時間 での教育で効果 を あ げる た め に は ， 何
を ， どの よ う に し て 伝 え る の か， 教育内容 の 精 選 と
教育方法の 工夫 を 重 ね て 行 か ね ば な ら な い 。
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3 . 保健婦 の 基礎教育 に つ い て
前述 の地域看護 の 動 き で述べ た， こ れか ら の保健

婦 に 期待 さ れ る 役割 を 果た す た め に ， 保健婦が備 え
な け れ ばな ら な い能力 は何か， そ の た め に保健婦 教
育 は ど う あ れば よ い か を 明確 に し て い く こ と が， 地
域看護教育 の も う 一 つ の 課題で あ る 。

今後， 保健婦 に よ る 地域看護活動 の 展 開 過程 で 求
め ら れ る 能力 ， 教育で強化すべ き 能力 と し て は ， ①
保健計画 ②情報収集 ・ 分析 ③施策化 ④保健活
動展 開 ①在宅 ケ ア コ ー デ イ ネ ー シ ョ ン ⑥教育 ・
研修企画 ⑦実践研究があ げ ら れ る 。

ま た ， こ れ ら の能力 は 実践業務 を 通 し て 実施 さ れ
る 現任教育が効果的であ ろ う が， 大学での基礎教 育
に お い て も ， 地域看護の基本 と 関 係づけて教育 し て
い く 必要があ る 。 基礎教育 を 修了 し た だけ で は 自 立
し て 保健婦活動 を 実践す る こ と は 困 難で り ， 体系 的
な 現任教育の必要性が指摘 さ れ て いる 。 現任教育 プ
ロ グ ラ ム に継続で き る 基礎教育 と い う 観点 か ら の地
域看護教育 の 見 直 し も し て い かね ば な ら な い。

お わ り に

地域看護学 は ， 様々 な 健康 問題 を も っ 人 々 や健康
問 題 に 起 因 す る 生活上の障害 を も っ 人 々 を 対 象 に ，
よ り よ い状態 に な る こ と を 目 指 し て 実践す る こ と に
直結す る 科学で あ る 。 他分野の知識 な どの応用 に 留
ま ら ず， 地域看護学独 自 の理論を 持 ち た い 。 そ の た
め に は実践 か ら の理論化を 目 指 し て研究 し て い く こ
と が近 道 で は な い か と 考 え て い る 。
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は じ め に

当研究室 で は ， ラ ッ ト 肝臓の メ チ オ ニ ン 代謝 に 関
与す る 幾つ かの酵素 の構造 と 機能 を 解析 し て き た ．
そ の う ち ， グ リ シ ン N- メ チ ル ト ラ ン ス フ エ ラ ー
ゼ I , 2 ） は葉酸結合 タ ン パ ク と 同一 で あ る こ と が報告
さ れた 3 ）。 さ ら に そ の 後， 本酵素 は PAH11 ' （ メ チ ル
コ ラ ン ト レ ン や ベ ン ゾ ［a］ ピ レ ン な ど の 多環芳 香
族炭化水素 を も っ 発癌物質 ） 結合 タ ン パ ク と も 同 ー
で あ る と さ れ た 4 ） 。 即 ち ， 酵素が触媒 作 用 以外 に ，
二つ の リ ガ ン ド の レ セ プ タ ー と し て も 働 く 。 ま た ，
ア デ ノ シ ル ホ モ シ ス テ イ ン を 分解す る ア デ ノ シ ル ホ
モ シ ス テ イ ナ ー ゼ は s > Cu 結 合 タ ン パ ク と 同 ー で
あ る こ と が最近報告 さ れた へ こ れ ら の 結 果 に は 非
常 に驚か さ れ た 。 な ぜ な ら ， 筆者 ら の研究方法で は ，
絶対 に こ の よ う な 発見 に は至 ら な か っ た か ら で あ る 。
即 ち ， 筆者 ら は ま ず 目 的 の酵素 を 動物の肝臓か ら 完
全精製 し た 。 次 に ， こ の酵素 を 抗原 と し て抗体 を 作
製 し た 。 さ ら に ， こ の抗体 を 用 い て 発現ベ ク タ ー を
も っ cDNA library か ら cDNA を ク ロ ー ニ ン グ し ，
塩基配列 か ら 全ア ミ ノ 酸配列 を 推定 し た 。 タ ン パ ク
の 部分構造が推 定 ア ミ ノ 酸配列 と 一致 し て い た の で ，
得 ら れた cDNA の identity が証 明 さ れ た 。 一 方 ，
そ れぞれの結合 タ ン パ ク を 研究 し て い た グ ル ー プは ，
そ の タ ン パ ク の 部分構造 を 決定 し そ の配列 を デ ー
タ ベ ー ス に 照合 し た と こ ろ ， 我々 の酵素 に一致す る
こ と を 見い だ し た 。 こ の よ う に ， 遺伝子工学の 発 展
やデー タ ベ ー ス の 充 実 に よ り ， 従来酵素 で あ る と 思
わ れ て い た も の が ま っ た く 予想外の リ ガ ン ド結合能
を も つ こ と が分 か る よ う に な っ て き た 。

一種 の ポ リ ペ プチ ド か ら な り 二 つ 以上 の酵素 活性
を も っ酵素 を ， multifunctional enzyme （ 多 機能
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酵素 ） と 呼ぶ こ と があ る 。 MEDLINE の デー タ ベー
ス に multifunctional enzyme を 照 合 す る と ，
multienzyme complex に 置 き 換わ っ て 多 く の 例 を
挙げて く れ る 。 し か し ， こ れ は 明 ら かに筆者の 要 求
し た も の で は な い 。 恐 ら く ， multifunctional en
zyme の キ ー ワ ー ドがな いせいで あ ろ う 。 生 化学辞
典 （ 第 2 版 ） 7 ） で も multienzyme complex の項 目
は あ る が， multifunctional enzyme は な い 。 し か
し ， 例 え ば， Voet 8 ＞ や Rawn9 ＞ の 生 化学 の 教科書
で は両 者 は 区別 さ れ て い る 。 本稿 で は便宜的 に ， 一
つ の ポ リ ペ プチ ド ま た は そ の オ リ ゴマ ー が複数の酵
素活性 を も っ て い た り ， 或 い は 全 く 別 の 機能 を 有 す
る 場合 を multifunctional enzyme， 異種 の ポ リ ペ
プチ ド か ら 構成 さ れて 複数の酵素反応 を 行 う タ ン
パ ク を multienzyme complex と 呼 ぶ こ と に す る 。
multifunctional enzyme に つ い て も う 少 し 説 明 を
加 え る 。 図 1 に お い て ， 1 は 狭 義 の い わ ゆ る
multifunctional enzyme の例であ る 。 一 つ の ポ リ
ペ プチ ド， 或 い は そ の オ リ ゴマ ー が二つ 以上 の 酵 素
活性 を も っ 。 こ の タ イ プは動物酵素 に 多 く の例が見
ら れ る 。 こ れ は 進化の途上で 種 々 遺伝子が重 複 し
た 結 果生 じ た と 考 え ら れて い る 9 ） 。 10段 階 以 上 の 反
応経路 を も っ プ リ ン 生合成や， 6 段階の過程 を も っ
ピ リ ミ ジ ン 生合成 に お い て ， 一つ の酵素が幾つ か の
連続 し た 反応 を 行 う こ と は極め て 合理的 な 仕組みで
あ る 。 こ の 代表的 な 例 は カ ルパモ イ ル リ ン 酸 シ ン テ
タ ー ゼ （ CPSII） で あ る 。 こ の酵素 は ， ア ス パ ラ ギ
ン 酸 ト ラ ン ス カ ルパ モ イ ラ ー ゼ と ジ ヒ ド ロ オ ロ タ ー
ゼの酵素活性 も 合わせ も つ の で ， 三つ の酵素 の頭 文
字 を 取 っ て CAD と も よ ばれ る 。 分子量23万 の 単 一
ポ リ ペ プチ ド に 三 つ の活性中心があ る 。 2 は 酵素 の
基 質特異性が厳密 で な い た め に 起 こ る 類似反応 で あ
る 。 例 え ば， プ リ ン 生合成系 の酵素 で あ る ア デ ニ ロ
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多機能酵素
（ モ ノ マ ー
ま た は ホ モ
オ リ ゴマ ー ）

I . 多 触媒活性 を 有 す る 例
Carbamoylphosphate synthetase I aspartate car 

bamoyltransferase/ dihydroorotase ( CAD：，動物）
Orotate phosphoribosyltransfera田 I orotidine 5’ 

monophospha te d町arboxylase （動物）
Phosphoribosylglycinamide synthetase I phosphon

bosylglycinamide formyltransferase / phosphori 
bosyl-aminoirnidazole synthetase（動物）

Phosphoribosyl-arninoirnidazole carboxylase I phos
phoribosyl-aminoirnidazole-succinocarboxamide syn

thetase （動物 ）
Phosphoribosyl aminoirnidazole carboxamide for-

myltransferase/I MP cyclohydrolase （動物）
G!utathione S-transferase/peroxidase 
Fatty acid synthase （ 動物）
Fructo田・2,6 bisphosphatase/ phosphofructokinase-2 
R配 A
DNA polymerase I ( polymerase/exonuclease) 
Acetyl CoA carboxylase （動物）
4重 々 Cytochrome P450 他

2 類似反応 を 触媒す る 例
Adenylosuccinase 
Serine dehydratase ( = threonine dehydratase) 
Serine hydroxymethyltransferase ( = threonine 

aldolase) fl也

3 核酸 と 結合 す る 例
Lactate dehydrogenase-5 
Glyceraldehyde phosphate dehydrogenase 
Phosphoglycerate kinase 
Fructose bisphosphatase aldolase 
Glycine methyltransfera田
Aconitase 

4 低分子物質 と 結合 す る 例
Glycine methyltransferase ( = folate binding pro 

tein) 
Glycine methyltransferase ( = PAH-binding protein) 
Adenosylhomocysteinase ( = Cu_-binding protein ) 

5 タ ン パ ク と 結合 す る 例
種々 Protein kinases (SH2 domain ) 
GTP結合 タ ン パ ク
AMP dearninase ( myosin と 結合 ）
Adenylosuccinate synthetase (actin と 結合 ）
G!yceraldehyde phosphate dehydrogenase ( Band 3 

と 結 合 ） 他

6 その他
Lactate dehydrogenase-1 （ ＝ ε crystallin) 
Argininosuccinase ( = o 2 crystallin） 他

Fatty acid synthase （ 大腸 菌 ）
Carbamoylphosphate synthetase II （ 大腸 菌 ）
Glycine synthase 

多酵素複合体 1 Ketoacid dehydrogenases 
（ へ テ ロ I Tryptophan synthase 
オ リ ゴマ ー ） I DNA/RNA polymeras田

RN A replicase 
Adrenergic receptor/ adenylate cyclase 
A四tvl CoA carboxvlase （ 大腸菌）
Proteasome, Spliceosome 他

図 l 多機能酵素 と 多酵素複合体の分類
多機能酵素 （ multifunctional enzvme） は． モ ノ マ ー ま た は ホ モ オ リ ゴ
マ ー がこつ 以上の触媒機能 を 持 っ て い た り ， 或 い は 触媒 機 能 以 外 の 役 割
があ る も の， 多酵素複合体 （ multienzyme complex ） は ． ヘ テ ロ オ リ ゴ
マ ー が復数の触 媒 機 能 を 有 す る も の と 定 義 し た 。 i は 狭 義 の い わ ゆ る
multifunctional enzyme で あ る 。 今 回 ， 新 た に 2-5 を 追 加 し て multi
functional enzyme の 枠 を 広 げた 。
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ス ク シ ナ ー ゼ は ， ア デニ ロ コ ハ ク 酸 と ア ミ ノ イ ミ ダ
ゾー ル ス ク シ ニ ル カ ル ボ キ サ ミ ド リ ボ シ ル ーか リ ン
酸 を 基 質 と す る 。 同 じ 活性中心で反応が起 こ り ， そ
の 反 応 機 構 も 似 か よ っ て い る の で ， 厳 密 に は
multifunctional enzyme に は 当 た ら な い か も 知 れ
な い。 3 ' 4 は 酵素が細胞内の 局在 を 変 え ， 種 々 物
質 と 結合 し て酵素以外の役割 を 演 じ る 場合であ る 。
補酵素や金属 ， 或 い はヘム な ど， 活性に必須な コ フ ァ
ク タ ー を 結 合す る 酵素 は こ の 中 に 入 れ な い 。 5 は 酵
素が他の タ ン パ ク と 相互作用 を す る 場合であ る 。 例
え ば， 情報伝達系 に お け る 種 々 プ ロ テ イ ン キ ナ ー ゼ
の SH-2 ド メ イ ン が他の タ ン パ ク と 結合 す る ， ア ク
ト ミ オ シ ン に は 多 く の タ ン パ ク が付着 し て い る ， な
どであ る 。

こ の 小論で は ， 多機能酵素 の う ち で も 比較的馴 染
みが薄 い と 思 わ れ る 3 ' 4 の例 ， 即 ち 酵素 の 第 二 の
働 き が リ ガ ン ド結合であ る 場合 を 取 り 上 げ， そ の 意
義 を 考察す る 。

I . 核に存在 し て核酸 に 結合す る酵素

1 . 乳酸 デ ヒ ド 口 ゲ ナ ー ゼ

乳酸 デ ヒ ド ロ ゲナ ー ゼ （ LDH） は ， 補酵素 NAD
( H ） の存在下 に ピ ル ビ ン 酸 と 乳 酸 の 相 互 変 換 を 行
う （ 図 2 ） 。 筋 肉 型 （LDH-5, A 4 ） と 心筋 型 （ LD
H-1,  B 4 ） の サ ブユ ニ ッ ト の構 成 に よ り 5 タ イ プ
と ， 精巣型 （ C4 ） の ア イ ソ ザ イ ム が存在す る 。 酵素
学 の立場か ら 最 も よ く 研究 さ れ て き た 。 LDH は 細
胞分画法 に よ り サ イ ト ゾー ル の ほ か， 核 に も 存在 す
る こ と が 30 年 も 前 か ら 示 唆 さ れ て い た10） 。
Calissano ら は ， PC12細胞 （ 副 腎 髄 質 由 来 の ガ ン
細胞） に お い て ， 神経 成 長 因 子 が一 本鎖DNA に 結
合す る 分子量34,000の タ ン パ ク の 合成 を 抑 制 す る こ
と を 見 い 出 し た 11 ）。 こ の も の は ， ペ プチ ド マ ッ ピ ン

COOR 

HOCH + NAD+ 

CH3 

L－乳酸

COOH 

C = 0 + NADH 

CH 3 

ピ ル ビ ン 酸

図 2 乳酸 デ ヒ ド ロ ゲナ ー ゼ （ Lactate dehydrogenase ) 
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グ や 抗体 と の 反 応性 か ら ， LDH-5 と 同 ー で あ る
( 1985年 ） 。 さ ら に ， 免疫電顕 に よ り ， 核 内 で は ク ロ
マ チ ン に 結 合 し て い る こ と を 明 ら か に し たlヘ と こ
ろ で， 原核生物 で は DNA 複製 に SSB （大腸菌一 本
鎖 DNA に結合す る タ ン パ ク ， helix destabilizing 
protein と も 呼ばれる ） や gene 32タ ン パ ク （ T4フ ァ ー
ジ ） が必要 で あ る 。 Patel ら は ， eukaryotes に こ
れ と 似 た働 き を す る タ ン パ ク が な い か検討 し たiヘ
ラ ッ ト 肝臓 か ら 一本鎖 DNA を リ ガ ン ド と す る ク ロ
マ ト グ ラ フ ィ ー で精製 さ れた タ ン パ ク は ， 種 々 の 基
準 か ら LDH-5 と 同一であ っ た 。 似 た 報 告 は 他 の 研
究室 か ら も 相次いだ祉 へ LDH-5 以外の ア イ ソ ザ イ
ム も ， LDH-5 よ り 弱いが一本鎖 DNA に 結 合 す る 。
Tyr-238 を 化学修飾す る と 結合が起 こ ら な い 。 こ の
残基 は ， い わ ゆ る Rossmann fold 8 ＇ の ル ー プ の 近
く に存在す る 。 あ ら か じ め酵素 に NADH を 結 合 さ
せ て お く と ， 一本鎖 DNA への結合 は 阻害 さ れ る の
で， 結合部位 は 補酵素 と 競 合 す る と 考 え ら れ る 。
Zhong と Howard に よ る と ， PC12細 胞 で は LDH
の約 1 % く ら いが核 に存在 し ， Tyr-238が リ ン 酸化
さ れて い る 附。 ま た ， 線維芽細 胞 を Rous sarcoma 
virus で形質転換 し た 細 胞 で は LDH-5 の 1 % が リ
ン 酸化 さ れ る 川。 こ の リ ン 酸化 と ， ガ ン 化 ・ 複 製 ・
転写 な ど と の 関連性 は不明であ る 。 ア フ リ カ ツ メ ガ
エ ル 卵 の一本鎖 DNA 結合 タ ン パ ク も LDH 活 性 を
も っ 1ヘ こ の SSB は ， DNA の Tm を 下 げ た り ，
DNA ポ リ メ ラ ー ゼ α プ ラ イ マ ー ゼ に よ る
DNA 合成 を 促進す る 。 た だ し LDH の サ ブユ ニ ッ
ト 構成 は A 4 (LDH-5） で は な い 。 Grosse ら は 子

牛胸腺 か ら 一本鎖 DNA に結合す る タ ン パ ク を 精 製
し た 1ヘ サ ブユ ニ ッ ト 分子量 は35，α犯 と 37,000で、 あ っ
た 。 分子 量 35,000 の 方 は LDH-5 で ， in vitro で
DNA ポ リ メ ラ ー ゼ α プ ラ イ マ ー ゼ複 合 体 の DNA
合成活性 を 2 倍 ほ ど促進 し た 。 分子量37 ,000の 方 は ，
次 に 述 べ る グ リ セ ル アルデヒ ド リ ン 酸デヒ ド ロ ゲナ ー
ゼ で ， こ ち ら の方 は DNA 合成 に 阻害的であ っ た 。
以上の結 果 を 総合 す る と ， LDH-5 は DNA の lag
ging 鎖 に結合 し て 複製 に 関 与 し て い る こ と が考 え
ら れ る 。

2 . グ リ セ ル ア ル デ ヒ ド リ ン 酸 デ ヒ ド 口 ゲナ ー ゼ

グ リ セ ル ア ル デ ヒ ド リ ン 酸 デ ヒ ド ロ ゲ ナ ー ゼ
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HCOH + NAD+ + H a P0 4 → H COH + N A DH 

CH 2 0POa H 2  C H 2 0PO a H 2  

D－ホ グ リ セ ル ア ル デ ヒ ド

3－ リ ン 酸

1 ,3－ ジ ホ ス ホ グ リ セ リ ン 酸

図 3 グ リ セ ル ア ル デ ヒ ド 3－ リ ン 酸デ ヒ ド ロ ゲナ ー ゼ

( Glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase) 

( GAPDH） は ， 解糖系 の 酵素 の う ち で最 も 多 量 に
存在す る 酵素 であ る （細胞に よ っ て は 最大20% を 占
め る ） （ 図 3 ） 。 通常， 補酵素 NAD を 結 合 し た ホ ロ
酵素 と し て 精製 さ れ る 。 Perucho は P8 と 呼 ばれ て
い た ハ ム ス タ ー ・ フ ァ イ ブ ロ ブ ラ ス ト の核： タ ン ノf ク
が， GAPDH と 同一で あ る こ と を 初め て示 し た則 。
GAP DH は 二 本鎖 の DNA よ り 一 本鎖 DNA に よ
く 結合す る 。 結 合 は補酵素 NAD があ る と 阻害 さ れ
た 。 一方， DNA 修復 を 研究 し て い た Sirover ら は ，
ヒ ト 胎盤の ウ ラ シ ル DNA グ リ コ シ ラ ー ゼ （ UDG)
の ア ミ ノ 酸配列が， ヒ ト 胎盤 GAPDH の 配列 と 同
ーで あ る こ と を 示 し た則 。 UDG は 間 違 っ て 取 り 込
ま れた dUTP や， シ ト シ ン か ら 脱 ア ミ ノ さ れ た 残
基 を 除去す る 修 復 酵素 で あ る 。 市 販 の ヒ ト 赤血球
GAPDH （ テ ト ラ マ ー ） は UDG 活 性 を 示 さ な か っ
た が ， UDG の 抗体 と は 交 叉 し た 。 と こ ろ が ，
SDS/PAGE で分離抽出 し た分子量37,000の ポ リ ペ
プチ ド は UDG 活 性 を 示 し た 。 こ の こ と か ら ，
GAP DH の モ ノ マ ー は UDG で あ る こ と が分 か っ
た 。 （ GAPDH は モ ノ マ ー ， ダ イ マ ー ， お よ び テ ト
ラ マ ー の平衡状態で存在す る ） 。 さ ら に 興味 あ る こ
と に は ， GAPDH は tRNA に 結 合 し て 核 か ら 細胞
質への輸送 に も 関 係する ら し い21 ） 。 tRNAMet の 57番
の G がU に 変 わ る と ， 核 か ら 細胞 質へ移行で き な い
こ と が知 ら れ て い た 。 HeLa 細 胞 核抽 出 液 か ら ，
RNA 結合 タ ン パ ク を 精 製 す る と ， 分子量37 ,000 の
ポ リ ペ プ チ ド が 得 ら れ た 。 ア ミ ノ 酸 配 列 は
GAP DH に 一致 し て い た 。 こ の も の は 予 想 通 り
tRNA Met G57U に は 結 合 し な か っ た 。 市 販 の ヒ ト
GAP DH も 正常 tRNAMet に は 結 合 す る が， G57U
の変異 tRNA に結合 し な か っ た 。 GAPDH は 大腸
菌 のtRNATyr や酵母 tRNASer に も 結 合 し た （Kd =
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1.8 × 10- s M ） 。 NAD が存在す る と 結 合 は 阻 害 さ れ
た 。 し か し ， NAD の 50% 阻 害 濃 度 は ， 上 記 品 よ
り 100倍 も 大 き い 。 ま た ， LDH は tRNA と 結 合 し
な い。 こ の よ う な こ と か ら ， NAD 結 合 に 関 係す る
Rossmann 構 造 は ， tRNA の結合 に部分的 に 関 わ っ
て い る と 思 わ れ る 。 前述 の よ う に ， 子牛胸腺 か ら 得
ら れ る 一本鎖 DNA 結合 タ ン パク の う ち ， サ ブユニ ッ
ト 分 子 量 37 ,000 の も の は GADPH で あ っ た15) 0 

GAD PH は DNA ボ リ メ ラ ー ゼ α プ ラ イ マ ー ゼ複
合体の DNA 合成活性 を 阻害 し た 。 こ こ で得 ら れ た
タ ン パ ク の 未変性分子量は80,000であ る か ら ダ イ マー
と し て 作用 す る 。 ウ シ大脳 皮 質 の 一本鎖 DNA 結 合
タ ン パ ク も GADPH の 活性 を も っ て い る 2ヘ 酵素
と し て は脱水素 反応 の ほ か， ト ラ ン ス フ エ ラ ー ゼ ，
ホ ス フ ァ タ ー ゼ， エ ス テ ラ ー ゼ な どの 反応 も 行 う 。
さ ら に ， GADPH は 赤血 球 膜 の バ ン ド 3 と 特異 的
に結合す る が， そ の生理的役割 は不 明 で あ る 8 ） 。 こ
の よ う に GADPH は ， 種 々 の 細胞 の 細 胞 質 ・ 核 ・
膜に 存在 し て 非常 に 多彩 な 役割 を 演 じ て い る 。

3 . アル ド ラ ー ゼ

フ ル ク ト ー ス ビ ス リ ン 酸 ア ル ド ラ ー ゼ （ D
fructose-1 ,6-bisphosphate aldolase） は 解 糖系 の
酵素で あ る （ 図 4 ） 。 骨格 筋 ， 肝 臓 ， 脳 に 局 在 す る
三つ の ア イ ソ ザ イ ム があ る 。 反応 中 間体は リ ジ ン 残
基 と シ ッ フ 塩基 を 形成す る の で NaBH， 処 理 で 失 活
す る 。 Ronai は ， ア イ ソ ザ イ ム A （ 筋 肉 型 ） は核 に
存在 し て DNA と 結合す る と 主張 し て い る 2ヘ A.S.
w.系マ ウ ス に ポ リ オ ー マ ウ イ ル ス を 感染 さ せ て 得
ら れ た骨肉腫 （SEWA 細胞） か ら核液 を 調 製 し た 。
ウ イ ル ス の long terminal repeat ( LTR） に 結 合
す る タ ン パ ク を 解析 し た と こ ろ ， 幾つ かのバ ン ド が
検出 さ れ た が， そ の う ち 分子量40,000 の ペ プ チ ド の

1 2 03 POH 2 C  
＇�，OPO ,H , 

フ ル ク ト ー ス 1 ,6－ ピ ス リ ン

酸

CH,OPO ,H , CHO 

c = 0 十 日COH

CH,OH CH ,OPO,H , 

ジ ヒ ド ロ キ シ グ リ セ ル ア ル
ア セ ト リ ン 酸 デ ヒ ド 3－ リ ン

酸

図 4 ア ル ド ラ ー ゼ （ Aldolase)
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ア ミ ノ 酸配列 ( 19残基 ） は， ラ ッ ト 骨格筋ア ル ド ラ ー
ゼ A の 配列 と 一致 し て い た 。 し か し ， ア ル ド ラ ー ゼ
が LTR に結合す る 意義 は 不 明 で あ る 。 ま た 他 の 細
胞核 に も あ る か ど う か 明 ら かで は な い。

4 . ホ ス ホ グ リ セ リ ン酸 キ ナ ー ゼ

ホ ス ホ グ リ セ リ ン 酸 キ ナ ー ゼ （ PGK） は ， 1 ,3－ ピ
ス ホ ス ホ グ リ セ リ ン 酸 と 3－ホ ス ホ グ リ セ リ ン 酸 の 可
逆的変換 を 触媒す る （ 図 5 ） 。 解 糖系 で は 珍 し い モ

H 2 PO a O  0 
......_ // 

c 

HCOH + ADP 

CH 20PO a H 2  
1 , 3－ホ ス ホ グ リ セ リ ン 酸

COOH 

HCOH + ATP 

CH 2 0PO a H 2  
3ー ホ ス ホ グ リ セ リ ン 酸

図 5 ホ ス ホ グ リ セ リ ン 酸キ ナ ー ゼ
( Phosphoglycerate kinase) 

ノ マ ー 酵素 であ る （ 他 に は グ ル コ キ ナ ー ゼがあ る ） 。
PGK は ， 動物の DNA ポ リ メ ラ ー ゼ、 α の 複製 を 促
進 さ せ る 付属 タ ン パ ク ， primer recognition pro
tein ( PRP） と 同一 で あ る 2ヘ 現 在 ， DNA ポ リ メ
ラ ー ゼ α は DNA 複製の ラ ッ ギ ン グ 鎖 ， DNA ポ リ
メ ラ ー ゼ δ は リ ー デ イ ン グ鎖 の 複製 に 関与す る と 考
え ら れて い る 。 DNA ポ リ メ ラ ー ゼ α そ れ 自 身 は 一
本鎖 の 合成活性 は低いが， PRPが あ る と 促進 さ れ
る 。 胎 盤 や HeLa 細 胞 か ら 精 製 さ れ た PRP は ，
SDS/PAGE で分子量41,000 と 36,000の ポ リ ペ プチ
ド よ り な っ て い た 。 分子量41，似旧日の ポ リ ペ プチ ド の
ア ミ ノ 酸配列 は PGK の そ れ と 一致 し て い た 。 分子
量36,000 の ポ リ ペ プチ ド は ， カ ル シ ウ ム 存 在 下 に リ
ン 脂 質お よ びア ク チ ン と 結合 す る タ ン パ ク ， カ ル パ
ク チ ン ー I ( calpactin; annexin II , p36 と も 呼 ば
れ る ） と 同 ー で あ る こ と が判 明 し た2ヘ PRP 活性
を 50% 阻害す る ホ ス ホ グ リ セ リ ン 酸濃度 は lOmM で
あ っ た 。 He La 細 胞 に PGK や calpactin E の ア
ン チ セ ン ス オ リ ゴヌ ク レ オ チ ド を 導入す る と ， 増 殖
が抑制 さ れた2ヘ

5 . ク リ シ ンN－ メ チ ル ト ラ ン ス フ エ ラ ー ゼ

グ リ シ ン N－ メ チ ル ト ラ ン ス フ エ ラ ー ゼ （ GNMT)
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く 似て い る こ と を 確認 し て い る 。 そAden ne CH, S-CH, - I 
I ; ·  / 0 -....._ I れ ゆ え ， マ ウ ス の PAH 結 合 タ ン パ

Adenine て ツ
グ － CH,' ,..0, 1 + CH ,COOH －→ CH ,  '\. / + CH,COOH ク も 分子量 は32,500で な け れ ば な ら
CH, 又 ノ �H , CH 2 I I HNCH , な い 。 実際， マ …ま 4 s 相 当 の
！ ？ー「 I PAH 結合 タ ン パ ク が存在 し て い るCH,  . ’ HCNH ,  

（ 未発表デー タ ） 。 こ れ ら を 総合す る
HCNH,  COOH 

COOH 
S ア デ ノ シ ル メ チ オ ニ ン グ リ シ ン ふ ア デ ノ シ ル ホ モ シ ス テ イ ン サ ル コ シ ン

と ， ど ち ら か， 或い は両方の結 果 が
誤 り で あ る 可能性があ る 。 現在筆者

図 6 グ リ シ ン N－ メ チ ル ト ラ ン ス フ エ ラ ー ゼ （ Glycine N-methyltransferase ) 

は， GNMT の cDNA を 発現す る 大
腸菌 や ， 培 養 細 胞 の COS-7 を 用 い
て こ の 矛盾 を 解析 中 であ る 。

は ， グ リ シ ン と ア デ ノ シ ル メ チ オ ニ ン か ら サ ル コ シ
ン と ア デ ノ シ ル ホ モ シ ス テ イ ン を つ く る 27) （ 図 6 ） 。
主 と し て 晴乳動物 の肝臓の細胞 質 に 存在 し ， メ チ ル
基供与体であ る ア デ ノ シ ル メ チ オ ニ ン の濃度調 節 に
重要で、 あ る と 考 え ら れて き た 2 ）。 サ ブユ ニ ッ ト 分子
量32 ,500の テ ト ラ マ ー であ る 則。 ブ タ ， ウ サ ギ， ラ ッ
ト ， ヒ ト で は ア ミ ノ 酸配列がよ く 保存 さ れ て い る 2 ） 。

最近本酵素 は既述 の通 り ， 発癌物 質 の PAH を 結 合
す る 4 s タ ン パ ク 却I 却） と 同 ー で あ る と さ れ た り 。 そ
の根拠 は ， DNA－セ ル ロ ー ス カ ラ ム やア フ イ ニテ ィ ー
カ ラ ム で精製 さ れ た 4 s タ ン パ ク の ア ミ ノ 酸配列が
GNMT に 一 致 し て い た こ と ， GNMT の 抗体 と 交
叉す る こ と な どで あ る 。 た だ し ， 4 s タ ン パ ク の 分
子量 は40,000位で あ る の で ， GNMT の モ ノ マ ー に
相 当す る 。 GNM T は ， 細胞分 画 法 お よ び免疫化学
的 手 法 に よ り 核 に も 存 在 す る こ と が 知 ら れ て い
た31, 3九 PAH は in vivo や in vitro で チ ト ク ロ ム
P4501Al を 誘導 す る 。 チ ト ク ロ ム P4回lAl は 生 体
異物 （xenobiotics） を 水 酸化す る 。 4 s タ ン パ ク
は P4501Al遺伝子 の 5’上流域 に結合す る 。 こ の 遺 伝
子 の 発現 は ， GNMT の ア ン チ セ ン ス オ リ ゴ ヌ ク レ
オ チ ドや， GNMT の 抗体 を へパ ト ー マ 細 胞 に 導 入
す る こ と で抑 制 さ れ た 。 こ の こ と か ら GNMT は
PAH 結合 タ ン パ ク であ り ま た P4501Al 遺 伝 子 発
現 の 介在役 と な る と い う 3ヘ

GNMT が PAH 結合 タ ン パ ク で あ る こ と を 主張
し て い る の は Bresnick 一 派 で あ る ι 刻 。 一 方
Marletta ら は マ ウ ス の 同 タ ン パ ク を 精製 し た副 団｝。
分子量 は 29，側で ラ ッ ト よ り 幾分小 さ い 。 し か も 表
1 に あ る よ う に 組織分布がかな り 異 な っ て い る 。 筆

者 は ， マ ウ ス の GNMT も ラ ッ ト の そ れ と 非常 に よ

表 1 ラ ッ ト と マ ウ ス のベ ン ゾ ［ a ］ ピ レ ン 結 合 タ
ン パ ク の組織分布の比較

ラ ッ ト マ ウ ス

肝， 心， 腎． 肺多 い組織
少な い組織
全 く な い

肝， 腎， 隣
小腸. fl嘩， 胸腺． 精巣. R尚

目卑， 脳． 心， 肺 l血清

ラ ッ ト の デー タ は 文 献 4 . 3 1 .  32な ど に よ る
マ ウ ス の デ ー タ は 文 献55 に よ る ．

II . 細胞質に存在 し て 二つの機能 を も っ酵素

1 . ア コ ニ タ ー ゼ

ミ ト コ ン ド リ ア に 存 在 す る ア コ ニ タ ー ゼ （m
Aco） は ， TCA サ イ ク ル の メ ン バ ー と し て ク エ ン
酸 と イ ソ ク エ ン 酸 の可逆的 な 反応 を 触媒する （図 7 ）。
Aco は活性中心 に シ ス テ イ ン 残基 で 配位 さ れ た 不
安定 な ［ Fe-SJ 群 を も ち ， 生 体 ラ ジ カ ル ( 0－ ， や O
Noo－ ） の 主 要 な 標 的 の一つ と 考 え ら れ て い る 36’ 37)
m-Aco は結晶構造が解析 さ れ た祖＇ 3ヘ 細胞質 に Ac0 

COOH COOH 

CH , CH , 

HOC- COOH H C - COOH 

C H ,  HOCH 

COOH COOH 
ク エ ン 酸 イ ソ ク エ ン 酸

図 7 ア コ ニ タ ー ゼ（ Aconitase )
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の ア イ ソ ザ イ ム が存 在 す る （ c-Aco） 。 脂肪 酸 の 合
成 に ク エ ン 酸が活性化剤 と し て働 く の で ， c-Aco の
役割 は ， 細胞質 に お い て イ ソ ク エ ン 酸 か ら ク エ ン 酸
を 合成す る こ と に あ る と 考 え ら れて い た則 。 最 近 ，
c-Aco は IRE-BP ( iron-responsive element bind
ing protein， 或 い は フ ェ リ チ ン レ セ プ タ ー と も い
う ） と 同一 で あ る と さ れ た41， 制 。 フ ェ リ チ ン や ト ラ
ン ス フ ェ リ ン は 鉄代謝 に 関 与す る タ ン パ ク で あ る 。
フ ェ リ チ ン の H サ ブユ ニ ッ ト の mRNA の翻訳阻害 ，
或 い は フ ェ リ チ ン や ト ラ ン ス フ ェ リ ン レ セ プ タ ー の
mRNA の分解阻止 に は こ れ ら の mRNA の 非翻
訳領域 に 存 在 す る stem-loop の 構 造 ， す な わ ち
IRE と そ こ に 結 合す る IRE-BP が 関 与す る こ と が
分かつ た叫。 細胞質 か ら 単離 ， ク ロ ー ニ ン グ さ れ た
IRE-BP の ア ミ ノ 酸配列 は ， ブ タ 心臓， 酵 母 ， 大腸
菌の Aco と 高い ホ モ ロ ジ ー があ っ た叫。 リ コ ン ビ ナ
ン ト IRE-BP は 予 想 通 り Aco の 活 性 を 示 し た 。
Aco は in vitro で は容易 に ［4Fe-48] （ 活性 型 ） と
[3Fe-4S] （ 不活性型 ） に 変換 さ れ る 。 一 方 ， Fe の
あ る 培地で生育 し た 細 胞 の IRE-BP は Aco 活性 を
も つが IRE 結合 を 欠 く 。 Fe の な い培 地 で 生 育 し た
細胞の IRE-BP は ， Aco 活性 を も た な い が IRE に
高い親和性 を 示す。 こ の こ と か ら ， 活性発現 と IRE
結合は Fe-8 の 酸化還元状態 で 決 ま り ， そ れ は 相 互
排 除 （mutually exclusive） の 関 係 に あ る と 考 え
ら れ た刷。 と こ ろ が， m-Aco は IRE BP と ホ モ ロ
ジ ー があ る に も かかわ ら ず IRE に は 結 合 し な い 。
そ こ で ， Beinert ら の グ ル ー プは ウ シ 肝臓 の サ イ ト
ゾー ル か ら c-Aco を 精製 し て 再検討 し た川。 未 変 性 ，
変性分子量 と も 97,000で あ る 。 得 ら れ た ペ プチ ド の
ア ミ ノ 酸配列 は ， IRE-BP と 一致 し た 。 酵 素 活 性 を
持た な い ［3Fe-4S］ 型 と ア ポ酵素 ， お よ び酵素 活性
を も っ ホ ロ 酵素 の RNA 結合 を み る と ，
基質存在下 に RNA 結 合 を 示す の は ア ポ
酵素の み で あ っ た制。 以上 の こ と よ り ，
c-Aco ( = IRE-BP） カ｛ �失 の セ ン サ ー
（鉄の細 胞 内 取 り 込 み ， IRE-BP へ の 結
合， 放 出 ） と し て 機能 し て い る こ と が解
明 さ れ たO
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2 . グ リ シ ンN－ メ チ ル ト ラ ン ス フ 工 ラ ー ゼ

Wagner ら は ラ ッ ト に 放射性葉 酸 を 投与 し て ， 肝
臓か ら 葉酸結合 タ ン パ ク （FBP） を 精 製 し た46） 。 そ
の う ち ， FBP-II と 名付け ら れ た ア イ ソ フ ォ ー ム が
グ リ シ ン N－ メ チ ル ト ラ ン ス フ エ ラ ー ゼ （ GNMT)
と 同一 で あ る と し た 3 ） 。 そ の 根 拠 は FBP-II の ア ミ
ノ 酸組成が GNMT の そ れ と 極め て似て い る こ と ，
FBP-II の抗体が GNMT と 交 叉す る こ と な ど で あ
る 。 葉酸 （5-CHa ・H. PteGlu5 ） は GNMT の活性 を
阻害す る （50% 阻 害 濃 度 ， 5.1 × 10 1 M ）日） ） 。 葉 酸
結合や， 葉酸結合 に よ る GNMT の 阻害 な ど の 詳細
な 様式 は 不 明 で あ る 。 葉酸結 合 タ ン パ ク が GNMT
と 同一であ る と し て も ， 肝臓 に存在す る こ と が どの
く ら い 重 要 で あ る か 分 か ら な い 。 と い う の は
GNMT の肝臓 に お け る 分布 は 種 に よ っ て 異 な る か
ら であ る 。 ウ サ ギで は サ イ ト ゾー ル タ ン パ ク の 1 -
3 % を 占 め る カf， ラ ッ ト で は0.1% く ら い ， ヒ ト や
ブ タ で は も っ と 少 な く 0.05%以下， ウ シ で は ほ と ん
ど検出 で き な い ヘ

3 . ア デ ノ シ ル ホ モ シ ス テ イ ナ ー ゼ

ア デノ シ ル ホ モ シ ス テ イ ナ ー ゼ （SAHase） は ，
ア デ ノ シ ル ホ モ シ ス テ イ ン を 分解 し て ア デ ノ シ ン と
ホ モ シ ス テ イ ン を つ く る （ 図 8 ） 。 反 応 平 衡 は 合成
方 向 に 傾 い て い る が， 生体内 で は メ チ ル化反応 の 強
力 な 阻害剤 と な る ア デノ シ ル ホ モ シ ス テ イ ン を 取 り
除 き ， シ ス テ イ ン を 非必須ア ミ ノ 酸 と す る た め の 重
要酵素 で あ る 。 ち な み に ， 人 工 的 に SAHase の 遺
伝子 を 破壊 し た マ ウ ス は生育で き な い こ と か ら 岨＞ ，
そ の 重要性が窺 わ れ る 。 SAHase は ， 分子量47,000
の サ ブユ ニ ッ ト 4 個 よ り な り そ の ア ミ ノ 酸配列 は
粘菌， 酵母， 植物， 動物 で よ く 保存 さ れ て い る 。 j舌

S - CH ,  0 Adenine HOCH , _o_ Adenine SH 

CH , ＼一一一／ � / + C H ,  

CH 2 C H , 

C H N H 2  

COOH 

C H N H 2  

COOH 
S－ ア デ ノ シ ル ホ モ シ ス テ イ ン ア デ ノ シ ン ホ モ シ ス テ イ ン
図 8 ア デ ノ シ ル ホ モ シ ス テ イ ナ ー ゼ （ Adenosy lhomocysteinase) 
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多機能酵素の最近の話題

性 中 心 に NAD が補酵素 と し て 強固 に結合 し て い る 。
そ れ ゆ え ， NAD を 除去す る と 酵素 は 失 活 す る 。 予
想 さ れた 通 り ， Gly219-Xaa-Gly-Xaa-Xaa-Gly22＇ と
い う Rossmann fold に 必須 な モ チ ー フ を も ち ， 三
つ の Gly の 一 つ を Val に 変 え る と 酵素 活 性 は 消 失
す る ‘9）。 Petvich ＇ま ，

まとめと今後の展望

序 で 述 べ た よ う に ， 多 く の 成 書 で は multi
enzyme complex と multifunctional enzyme が
明確 に 区別 さ れて い な い。 本稿で は ， 単一 ポ リ ペ プ
チ ド ま た は そ の 集 合 体 が 多 機 能 を 有 す る 場 合 を
multifunctional enzyme と 定義 し ， 酵素 の 第 二 の
働 き が リ ガ ン ド結合， 或 い は レ セ プ タ ー であ る 場合
に つ い て紙面 を 割 い た 。 表 2 は ， こ れ ら の酵素 の 諸
性質 を ま と め た も の で あ る 。 ホ ス ホ グ リ セ リ ン 酸 キ
ナ ー ゼ と ア コ ニ タ ー ゼ を 除い て ， そ の形状 は テ ト ラ
マ ー で あ る 。 Traut に よ れ ば， 生物界 に知 ら れ て い
る 全酵素の う ち 70か ら 80% は オ リ ゴマ ー と し て 存 在
し て い る と い う sヘ 従 っ て ， multifunctional en
zyme に テ ト ラ マ ー が多 く て も 不思 議で は な い 。 し
か し ， グ リ シ ン N－ メ チ ル ト ラ ン ス フ エ ラ ー ゼ や グ
リ セ ル ア ル デ ヒ ド リ ン 酸デ ヒ ド ロ ゲナ ー ゼ な どの よ
う に ， 酵素の プ ロ ト マ ー が特別 な 役割 を 果たす場合
も あ る の で多機能であ る た め に は ， テ ト ラ マ ー構 造
が必須 と い う 訳で は な い 。 ま た ， multifunctional
enzyme が コ フ ァ ク タ ー と し て NAD や ［Fe-SJ を
結 合 し て い る 例があ る 。 こ の コ フ ァ ク タ ー 結合部位
が第二 の リ ガ ン ド結合 と 競合す る こ と も あ る （乳酸

ら 銅 結 合 夕 ン パ ク （CuBP） を 精 製 し た田） 。 CuBP
は モ ノ マ 一 ， ダ イ マ ー ， テ ト ラ マ ー に分かれ， こ れ
ら は平衡関 係 に あ っ た 。 cDNA の ク ロ ー ニ ン グ の
結果， CuBP は ラ ッ ト 肝臓や ヒ ト 胎盤 SAHase と 95
% 以上 の ア ミ ノ 酸 配 列 の ホ モ ロ ジ ー が あ っ た 。
Cu BP の SAHase 活性は極め て低いが， NAD を 加
え る と 活性が顕著 に 上昇 し た 6 ）。 サ ブユ ニ ッ ト 1 モ
ル に l モ ル の銅が結 合 し う る 。 K」 は3.9 × 10-1s M で
あ っ た 4 )。 銅 結 合 は 酵素活性 に 影響 を 与 え な い 。 先
天 的 に 銅 代 謝 に 異 常 が あ る マ ウ ス (brindled 
mouse, Menkes 病 の動物 モ デ ル ） の SAHase は ，
ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー で異常 な挙動 を 示 し ， そ の 含 量
も 40%以上減少 し て いた51 ） 。 ま た こ の 減少 は ， セ ル
ロ プ ラ ス ミ ン （ フ エ ロ オ キ シ ダー ゼ と も 呼ばれ る 銅
結 合 血 紫 タ ン パ ク ） の 減 少 と 一 致 し て い た 。
SAHase は細胞 質 タ ン パ ク の0.5% く ら い を 占 め て
い る の で， 銅 の リ ザー パ ー と し て 銅代謝に も 重要 な
寄与があ る と 思 わ れ る 5幻。

表 2 本文で取 り 上げた酵素 の 諸性 質

醇素 所在 従来の役割
サプユニ ッ ト 酵素活性を コ フ ァ ク 新たな所在（略ill) 分子量 示す形状 タ ー

乳酸デヒ ド ロ ゲナーゼ 細胞質 解擁 34,000 テ ト ラ マ ー NAO t裏
(LDH〕

アル ド ラ ー ゼ A 細胞質 解擁 40,000 テ ト ラ マ ー 核
グ リ セ ル ア ルデ ヒ ド リ ン酸 細胞質 解絡 37,000 テ ト ラ マー NAO t事
デヒ ド ロ ゲナ ー ゼ
(GAPD問

ホ ス ホ グ リ セ リ ン 酸 キ ナ ー ゼ 細胞質 解締 41 ,αm モ ノ 7 - 核
(PGK) 

グ リ 戸 ン メ チ ／レ ト ラ ノ ス 細胞質 サ ル コ ン ン 合 32,500 テ ト ラ マ ー 核
フ エ ラ ー ゼ 成， ア デ ノ シ
(GNM1) ルメ チ オ ニ ン 細胞質

の プ ー ル調節

ア コ ニ タ ー ゼ 細胞質 脂肪殴合成を 97,000 モ ノ マー Fe4-S4 細胞質
(c-Aco) 促進
ア デ ノ シルホ モ ゾ ス テ イ 細胞質 ア デ ノ シルホ 47,000 テ ト ラ マ ー NAO 細胞質
ナ ー ゼ モ シ ス テ イ ン
(SAH蹴） の分解

-54-

新たな役割

一本鎖DNAに結合
DNA合成促進 （DNAポ リ メ ラ ー ゼ α プ

ラ イ マ ー ゼ複合体促進 因子）
long terminal 陀戸at DNA結合タ ンパク
一本鎖DNAに結合
プ ロ ト マ ー は ウ ラ シルDNAグ リ

tRN
コ

Aシ
結ラ合

ー
タ

ゼ
ン

と
，

同－
守 ク と 同一 （ tRNA

の細胞質繍i是に 関与）
一本鎖DNAに結合
DNAポ リ メ ラ ー ゼ α に よ る 復 製

を促進 さ せ る primer r田ognition
protein と 同一

二本鎖DNAに結合
チ ト ク ロ ム P4501Al遺伝子の調 節
プロ ト マ ー は xenobiotic (P AH)結合タ ン

パ ク と 同一
葉酸結合 タ ンパク と 同一

細胞質の ア コ ニ タ ー ゼは鉄応答
配列結合タ ン パ ク と 同一 （鉄代謝）

Cu結合 タ ンパ ク と 同一 （銅代謝）



小 川 宏 文

デ ヒ ド ロ ゲナ ー ゼ＼ グ リ セ ル ア ル デ ヒ ド リ ン 酸デ ヒ
ド ロ ゲナ ー ゼ＼ ホ ス ホ グ リ セ リ ン 酸キ ナ ー ゼ， ア コ
ニ タ ー ゼ な ど ） 。 し か し ， グ リ シ ン N- メ チ ル ト ラ ン
ス フ エ ラ ー ゼや ア デノ シ ル ホ モ シ ス テ イ ナ ー ゼの ，
PAH や Cu 結 合の領域 は 明 ら か に な っ て い な い 。
と も あ れ冒 頭 で も 述べ た 通 り ， あ る 酵素が別 の機能
を も つ こ と が分 か る の は か な り 偶然であ る 。 解糖系
の 多 く の酵素 は核 に も存在す る が， こ れは偶然そ う
な の か必然性があ る の か よ く 分か ら な い。 と こ ろ
で， 核 の可溶性画分 に は 沢 山 の タ ン パ ク が存在す る
こ と が SDS/PAGE で認め ら れ る 。 各 バ ン ド か ら
タ ン パ ク を 抽 出 し て ア ミ ノ 酸配列 の決定 を 行 う と ，
既知の サ イ ト ゾー ル タ ン パ ク と 一致す る も の が か な
り あ る よ う な気がす る 。 今後 こ の よ う な シ ャ ト ル
酵素 を 明 ら か に す る 必要があ る 思 わ れる 。 ま た ， 核
移行 シ グナ ル の 同 定 や ， ど の よ う な 割合で核 と 細胞
質 に 分配 さ れ る かの機構 を 解明 す る こ と も 重要 で、 あ
ろ う 。 こ れは ， 核 のみ な ら ず他の細胞内小器官 に も
あ て は ま る ア プ ロ ー チ であ る 。

最後 に ， 解 糖 系 の 酵 素 に 関 す る 知 見 は ， 一 部
Ronai の総説刊 に 負 う て い る 。 ま た ， GNMT 全般
に つ い て は既 に 詳述 し た則。 こ の稿 を 作 成 中 に ， 本
研究室 と ア メ リ カ Kansas 大学の 田 草川博士 と の協
同研究に よ り GNMT の 立体構 造が解 明 さ れ た刷。
こ の結果か ら ， 多様能酵素 の構造 と 機能の研究が さ
ら に深化す る こ と を 期待 し た い。
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要 旨

富 山 県 内 の 6 つ の 国 ・ 公立病 院 に 勤務す る 看護職
を 132名 を 対象 に ， 和 田 ら の 社 会 的 ス キ ル 尺 度 を 用
い， 看護婦の社会 的 ス キ ル の勤労意欲うの影 響 を 検
討 し た 。 そ の結 果 ， 以下 の こ と が明 ら か に な っ た 。

社会的 ス キ ル の下位概念 の 関 係維持は勤労意欲の
下位概念の業績規範 と 正の 相 関 を 示 し た 。 ま た ， 社
会 的 ス キ ル の 自 己主張 は勤労意欲の会合評価， コ ミ ュ
ニ ケ ー シ ョ ン ， メ ン タ ル ハ イ ジ ー ン 等 と 正の 相 関 を
示 し た 。 婦長群 に お い て は勤労意欲のチ ー ム ワ ー ク
と 社会的 ス キ ル の 自 己主張 と は 負 の 相 関 を 示 し た 。
ま た ， 自 己主張は看護婦経験 3 年未満群 に お い て 勤
労意欲のモ チベ ー タ ー モ ラ ー ル ， メ ン タ ルハ イ ジ ー
ン と 正の 相 関 を 示 し た 。 き ら に未婚群で は 勤労意欲

の モ チ ベ ー タ ー モ ラ ー ル， チ ー ム ワ ー ク ， 業 績 規 範
等 と 正の 相 闘 を 示 し た 。 以上 の こ と か ら ， 看 護 婦 の
社会的 ス キ ル は 勤労意欲 に 影響 し ， 職階 ， 経験年数，
婚姻の違い に よ り 勤労意欲への影響が異 な る こ と が
示 唆 さ れた 。

は じ め に

勤労意欲は就労環境や報酬等の外的条件だ け で な
く ， 集団 に お け る 対 人関係お よ び能力 ・ そ の 人 の 内
的属性が影響す る こ と が報告 さ れ て き て い る し 2 ） 。
対 人 関 係を 円滑 にす る た め の技能 と し て の社会的 ス
キ ル の定義は複雑多岐 に わ た っ て い る が3 ） ， 概 ね 個
人 の社会的遂行 に影響 を 与 え る 基本的能力 で あ る 4 )
と か， 特定の社会 的課題 を 上 手 に 遂行す る こ と を 可
能 に す る 特定の 能力 5 ） と さ れ て い る が， 人 と の 相 互
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作用 に 不可 欠 な 基本的能力 と み な さ れて い る 。 こ の
能力 に つ いて は Goldstein6 ＇ を は じめ菊池 ら 7 ） に よ っ
て リ ス ト 化 し て い る が， 和 田 ら 8 ） の研 究 で は ， 人 間
関 係 に お い て 関 係 開始が容易 に で き ， 関 係維 持 が で
き ， 自 己主張で き る こ と 等が対 人技能 と し て の 社 会
的 ス キ ル と し て い る 。 本研究 で は 和 田 ら の社会的 ス
キ ル ス ケ ー ル を 使用 し て看護婦 の 社会 的 ス キ ル を 測
定 し ， 勤労意欲に ど の よ う に 影響 し て い る か を 調 べ
た 。

対象およ び方法

対 象 は 富 山 県 内 の 6 つ の 国 ・ 公立病 院 に 就労す る
看護婦 か ら 200名 を 無作 為 抽 出 し ， 調 査 を 行 い 有 効
回 答 の 得 ら れた 132名 と し た 。 そ の 内訳 は 婦長39 名 ，
看護婦93名 ， 経験年数 3 年未満 8 名 ， 3 年 以 上 5 年
未満13名 ， 5 年以上111名 であ っ た 。 方 法 は 看護 婦
の 勤労意欲 を 従属 変数 と し ， 社会 的 ス キ ル を 独立 変
数 と し て ， こ れ ら の 関 係 を 調べ た 。 ま た ， こ れ ら の
関 係が職階 ・ 看護経験年数 ・ 婚姻等 よ っ て どの よ う
に 異 な る か を 調べ た 。 測定用 具 に は ， 対 人 関 係 に お
け る 関 係維持， 関 係 開始， 自 己主張の 3 つ の 下 位 概
念で構成 さ れ， 信頼性係数 α が0.877 の 社 会 的 ス キ
ル 尺 度 8 ） を 使 用 し た 。 勤 労意 欲 の 測 定 に は ， 三 隅
ら 9 ） の勤労意欲測定の た め の 尺度 を 使用 し た 。

調査方法 は 留 置法 と し た 。 偏 相 関 係数， 信頼性係
数 α の 算 出 に はSPSSの統計 ソ フ ト を 使用 し た 。

結 果

Table l に は 看 護 婦 132 名 の 勤 労 意 欲 と 社 会 的 ス
キ ル と の 関 係 を 示 し た 。 社会的 ス キ ル の 下位概念 の
「 関係維持J と 勤労意欲 の 下 位 概 念 の 「 業 績 規 範 J
と は ， r=0.202の正 の 相 関 を ， 「 自 己主張j と 勤 労 意
欲 の 「会合評価」 「 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン J 等 と の 間
で ， そ れぞれ， r=0.208, r=0.179の正 の 相 関 を 示 し
た 。

Table 2 に は 職階別 に社会的 ス キ ル と 勤 労 意 欲 と
の 関 係 を 示 し た 。 看護婦群で は 「関 係維持」 と 「業
績規範j と の 間 で r=0.244， 「 自 己 主 張 j と 「会 合
評価J ， 「 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン J ， 「 メ ン タ ル ハ イ ジ ー
ン J と の 間 で ， そ れ ぞ れ ， r=0.237 , r= 0.307, r= 
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Table 1 Relat ionship between Nurses' Morale 
and Their Social Skill 

n =J 3 2 
Social Ski l l  

Sub Concepts 
Maintenance ol Start or Sell-

Human Relation Human Relation Assertion 

Motivate Morale 0.065 
Hygiene Morale 0.025 
Teamwork 0 .088 
Meeting Evaluation -0.060 
Communication 0.092 
Mental Hygiene ・0.063
Business Criterion 0.202 · 

Partial correlation coelfiαent • p <0.05 

0.052 
-0.009 
0. 064 
0 . 1 04 
0. 084 
0 . 1 37 

-0 .024 

0.046 
0.022 

・0.043
o.2os · 
0. 1 79 ・
0 . 1 59 
0.039 

Table 2 Relationship between Nurses' Morale 
and Their social Skill by Career 
Ladder 

n = 1 32 
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Social Skill 

Career Main. Start of Sell-
Ladder Hu. Rela Hu. Rela. Asser. 

Manager -0 . 2 1 8  0. 206 ・0. 1 45

Nurse 0. 1 59 -0.002 ・0. 1 24

Manager -0. 1 71 ・0.220 0. 1 1 7  Hygiene Morale 

Nurse 0.088 0.053 ・0.0 1 6

0. 1 84 0.273 ・0.4 1 9 • ・

0. 1 00 -0.031 0.090 
-0. 1 41 0. 1 49 0. 1 49 

-0.021 0.073 0.237 ・

0. 1 35 0.076 -0. 034 
0. 1 28 0.025 0.307 ” 

・0. 1 03' 0. 1 1 4  0.026 

-0. 0 1 9  0 . 1 06 0.220 ・
0.060 0.21 6 0.056 

0.244・ －0. 097- 0.062 

T earn work Manager 
Nurse 

Meeting Eval. Manager 
Nurse 

Com munication Manager 
Nurse 

Mental Hygiene Manager 
Nurse 

Business Criterion Manager 
Nurse 

Partial correlation coefficient ’ p  < 0.05， 苛 . p < 0.01 
Main. Hu. Rela. : Mainte問nee of Human Relation , Start ol Hu 

Rela. · Sta目 of Huma円 Relat旧n , Self-Asser. : Se�－Asser世on

0.220の正の相関 を 示 し た 。 婦長群 で は ， 「 自 己主張」
と 「チ ー ム ワ ー ク 」 と の 間 で r=0.419の負 の 相 聞 を
示 し た 。

経験年数別 に み る と ， 3 年未 満群 に お い て の み ，
「 自 己主張j と 「モ チ ベ ー タ ー モ ラ ル J ， 「 メ ン タ ル
ハ イ ジ ー ン J 等 と の 間 で， そ れ ぞ れ ， r= 0.876, r= 
0.845 の 高 い正 の 相 聞 を 示 し た （ Table 3 ） 。

婚姻別 に み る と ， 未婚群 の社会 的 ス キ ル の 「 関 係
維持j は 「モ チ ベ ー タ ー モ ラ ー ルj 「チ ー ム ワ ー ク j
「業績規範」 等 と ， それぞれ， r= 0.253, r=0.254, r= 
0.327の正の相関 を 示 し た 。 既 婚群 に お い て は 社 会
的 ス キ ル の 「 関 係開始」 と 勤労意欲の 「会合評価 J
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Table 3 Relationship between Nurses' Morale 
and Their Social Skill by Working 
Experience 

n= 1 32 
Se ll-Working Main. Start ol 

Expe. Hu. Rela. Hu. Rela. 

O～3 

3～5 

5 ～ 

Hygiene Morale O ～3 
3 ～ 5 
5 ～ 

Sub Concepts 

Motivate Morale 

Teamwork O ～3 
3 ～5 
5 ～ 

Meeting Eval. 0～ 3  
3 ～5 
5 ～ 

Communication O ～3 
5

3
5
 

～
～
～
～

 

3
5
0
3
 

e
 

n
 

e
 9

 

vy

 

H

 

a
 

n
 

e
 

M
 

5 ～ 

Business Criterion O ～3 
3 ～ 5 
5 ～ 

Social Ski l l  

Asser. 

0.731 -0.605 0.876 淑

-0. 1  ()() -0.025 0 . 1 42 

0.079 0.069 0.0 1 6 

0.373 ・0.408 0. 1 38 
-0.246 0.027 -0.4 1 4  
0.01 8 ・0.0 1 4 0.052 

0.327 ・ ・0. 406 0.650 

-0. 1 48 0.243 -0.234 
-0. 1 1 9 0.054 -0.054 
-0. 2 1 1 0.03 1  0.757 
0. 1 02 0.2'72 0.477 

-0.046 0.1 1 8  0. 1 42 

-0.369 0. 1 64 0.385 
0. 1 65 -0. 250 0.5 1 4  

0. 1 1 3  0. 1 1 0 0. 1 1 9  

0.481 -0.335 0.845 ホ

ー0 075 0.052 0.099 

-0 . 074 0. 1 52 0. 1 28 

0 . 506 0.189 -0.575 
0. 255 ・0. 1 5 1 0 .258 

0. 1 84 -0.01 1 0. 037 

Partial correlation coefficient ’ P  < o.os. • • p く 0.01

Working Expe . .  Working Experience . Main. Hu. Rela. 
Maintenance ol H uman Relation , Start of Hu. Rela. Start ol 

Human Relation , SeH-Asser. : SeH-Asse『tlon

Table 4 Relationship between Nurses' Morale 
and Their Social Skill by M arital 
Status 

n = 1 32 

Social S k i ll 

Mar�al Main. Sta同 of Sell-
Sub Concepts Status Hu. Rela. Hu. Rela. Asser. 

Motivate Morale Unmarried 0.253* 0.046 0.031 

Married -0. 1 02 0. 1 89 0. 1 23 

Hygiene Morale Unmarried 0. 1 8 1 ・0082 ・0. 1 3 1

Married ー0. 1 06 -0.01 9 0.099 

Teamwork Unmarried 0.254’ －0.042 ・0. 1 59

Married -0 054 0 1 48 0.033 

M田ting Eval Unmarried 0:020 ・0083 0.302 

Married ー0. 1 52 0.288* 0.050 

Communication Unmarried 0.086 ・0 081 0 . 1 36 

Married 0.084 0. 1 44 0. 1 38 

Mental Hygiene Unmarried -0. 1 24 0.038 0.204 

Married ー00 1 0 ‘ 0.235 0.092 

Business Criterion Unmarried ci.327* * 0.099 ・0009 

Married 0. 1 27 ・0.095 0. 1 44 

Partial correlation coefficient • P < o.os. ・ . p く 0.01

Main. Hu. Rela. : Maintenance of Human Relation , Sta『t of Hu. 
Rela. · Start of Hurr旧n Relat剛i , Sell-Asser. ー se n-Assertion
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と は r=0.288の有意 な 正 の 相 聞 が み ら れ た （ Table
4 ） 。

考 察

勤労意欲の下位概念の 「業績規範」 は仕事 ・ 目 標
の達成 に 関 し て 仲 間 間 で 実現 を め ざす雰囲気 ・ 規範
が どの程度 あ る か を 測定 し て お り ， こ の規範 は 集 団
内での安定 し た 人 間 関係の維持 に よ っ て 成立す る と
云 わ れ て い る 則。 し た がっ て ， 社会 的 ス キ ル の 「 関
係維持」 と 勤労意欲の 「業績規範」 と の正 の 相 関 は
こ の こ と か ら き て い る も の と 考 え る 。 ま た ， 職 場 の
上 司 ・ 同 僚 に 自 分の 考 え を は っ き り 主張す る こ と で
意志疎通の体験がで き ， そ れ は組織の意志疎 通 の 場
で あ る 会合 に 対す る 評価 を も 可能 に し ， こ の こ と が
「 自 己主張」 と 「会合評価J， 「 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 」
等 と の 間 での 正 の 相 関 に繋がっ た も の と 考 え る 。 婦
長群で は 「 自 己主張」 と 「チ ー ム ワ ー ク （ グ ル ー プ
内 で の 一体感 ）J と の 問 で負 の 相 闘 がみ ら れ た 。 集
団 内 で 自 己主張が強い と 他者 と の意見の差が大 き く
な り ， 車し蝶が生 じ 一体感が薄 れ る 。 こ れ は 管 理 者 は
自 己主張が強い と 部下 と の一体感が う す れ る こ と か
ら き て い る も の と 考 え る 。

看護婦経験 3 年未満群で は 「 自 己主張J と 「モ チ
ベ ー タ ー モ ラ ー ル J （仕事 に 対す る 意欲 ） ， 「 メ ン タ
ル ハ イ ジ ー ン 」 （ 組織で の ス ト レ ス 感 ）等 と 正の 相 関
を 示 し た 。 「 自 己主張j は 相 手 の 欠 点 を 大 目 に み た
り ， 話かけ ら れた ら 話 を 続 け た り ， う れ し か っ た ら
そ れ を 少 し 大げ さ に 表現 し た り ， ま た ， 相 手 と は 別
の意見であ る こ と を ハ ツ キ リ 云 い， 理由 の な い要求
は キ チ リ と 断る こ と の で き る 傾 向 と し て い る 川 。 初
心者の 多 く は組織集 団への適応 の た め に組織の方針
や職務内容の理解 に 意欲 を 燃や し lぺ 自 分 の 望 や 意
見 を は っ き り と 表出 す る 。 つ ま り 自 己 を 主張で き る
初心者 ほ ど仕事 に対す る 意欲 に燃 え て い る と い う こ
と に な り ， 「モ チ ベ ー タ ー モ ラ ー ル」 と の相関 に な っ
た も の と 考 え る 。 し か し ， 経験 3 年未満の 初 心 者 は
一方で は学 ん だ こ と と 現実 と の 問 の ギ ャ ッ プか ら 自
己主張が高 ま り ， そ れが ス ト レ ス と な り ， メ ン タ ル
ハ イ ジ ー ン と の 正 の 相 聞 に な っ た も の と 考 え る 。

婚姻別 に み る と ， 未婚群 の 「 関 係維持」 と 勤労 意欲
の 「モ チ ベ ー タ ー モ ラ ー ルJ ， 「チ ー ム ワ ー ク J ， 「業
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績規範」 等 と 高 い 正 の 相 関 を 示 し た 。 本研究 に お け
る 未 婚 群 ， 既婚 群 の 平 均 年 齢 は そ れ ぞ れ 29.6 歳 ，
36.9歳で， 未婚者 は既婚者 に 比べ若 年 層 が 多 い 。 ま
た， 未婚者は既婚者の よ う に 家庭 の雑事 に注意 を 向
け な く て も すむ 。 若年未婚看護婦 の 最大 の 関 心 は ，
看護 に 自 信 を つ け る た め の知識 ・ 技術の修得 に あ り ，
仕事 よ り も 仲 間 集 団 と の 関 係 を 重要 と 考 え て い る た
め に1ぺ 仕事仲間 と の 円 滑 な 関 係 を も ち 団 結 力 高 め
て い こ う と す る 。 そ の結果， 集 団 内 で安定 し た 人 間
関 係がで き る 。 つ ま り 「関係維持J がで き る こ と に
よ り 「モ チ ベ ー タ ー モ ラ ー ルJ （仕事 に 対す る 意 欲 ） ，
Iチ ー ム ワ ー ク 」 （ グ ル ー プの 団結力 ， 一体感 ） ， 業績
規範 （仕事 ・ 目 標 に対す る 仲 間 間 での 実現 を め ざす
雰囲気） 等がた か ま り ， こ の結 果 に な っ た も の と 考
え る 。 一方， 既婚群で は 「 関 係 開 始」 と 「会合評価j
と の 問 で正 の 相 関 がみ ら れた 。 他者 と の 関 係 を 開 始
す る に は ， 先ず相手に 受容 さ れ る 関 わ り 方の 手順 を
踏 む必要があ る 。 既婚者 は 未婚者 に 比べ年齢 も 高 く ，
結婚生活 を 通 し て 関 わ り 方 の手順に も 熟達 し ， 会 合
を も ち 話合 う こ と の意義 に つ い て の 理解 も 高い こ と
が予想で き る 。 し た がっ て ， 既婚群の 職場 に お け る
「会合評価」 と 「関 係 開 始 J と の 相 関 は ， こ の よ う
な 根拠か ら き て い る も の と 考 え る 。

以上の こ と か ら 職場での 人 間 関 係の維持 は ， 業 績
を あ げ る 職場 の 雰 囲気 づ く り に ， 対 人技能 で あ る
「 自 己主張J は ， 非管理者群 に お い て は 集 団 内 で の
意志疎通 に つ な が る 。 し か し ， 管理者 に と っ て は ，
「 自 己主張」 は職場集団 内 で の 一 体感 を 弱 め ， 孤独
感 の 惹起 に つ な が る 。 ま た ， 経験が少 な い と 看 護 に
対す る 理想、 と 現実 と の ギ ャ ッ プが大 き く ， 理想 に 近
づ き た い と の思 いが 「 自 己主張」 と な り ， 職場 ス ト
レ ス を 大 き く し ， 離職や移動の原 因 と な っ て い る 可
能性があ る 。
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Summary 

The influence of nurses’ social skill on 
their morale was examined. The subjects were 
132 nurses working in six public hospitals in 
Toyama. The instruments used were Morale 
Measurement Scale and Social Skill Scale. 

The results were as follows : The scores of 
nurses’ maintenance of human relation of sub-
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concepts of social skills showed partial corre
lation coefficient to those of business criterion 
of sub-concepts of morale. The scores of their 
self-assertion of sub-concepts of social skill 
was positively correlated with those of meet
ing evaluation, communication, and mental 
hygiene . The scores of self-assertion of man
ager group was negatively correlated with 
those of teamwork of sub-concepts of morale. 

- 63 -

The scores of motivate morale, mental hy
giene of sub-concepts of morale in the nurses 
over 5 years experience was positively corre
lated with those of self-assertion. These re
sults suggested that nurses’ social skill 
influences on their morale varied with such 
factors as the difference of their career ladder, 
experience and marital status. 
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要 旨

富 山 県 内 の 国 立病 院 に 勤 務 す る 看 護 婦 122 名 を 対
象 に 質問紙留 置法で， 勤労意欲測定尺度， 充実 感 尺
度 を 用 い て 看護婦の充実感の勤労意欲への影響 を 検
討 し た 。 そ の結果， 1 ） 看護婦群で は 充実感 尺 度 の
下位概念で あ る 第 4 因子 （ 信 頼 ・ 時 間 的 展 望 因 子 ）
と ， 勤労意欲の下位概念 の モ チベ ー タ ー モ ラ ー ル と
業績規範 と の 間 に 有意 な 正 の相 関 を 示 し た 。 2 ） 第
1 因子 （ 充実感気分因子 ） と ハ イ ジ ー ン モ ラ ー ル で

有 意 な 正 の 相 闘 があ っ た 。 3 ） 第 2 因子 （ 自 立 ・ 自
信 因 子 ） と モ チ ベ ー タ ー モ ラ ー ル で有意 な 正 の 相 闘
があ っ た 。 4 ） 第 3 因子 （連帯 因 子 ） と ハ イ ジ ー ン
モ ラ ー ルで有意 な 負 の相 関 があ っ た 。 以上 よ り ， 充
実 感 の 高 い 看護婦 は 勤労意欲が高 い こ と が判 明 し た 。
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は じ め に

仕 事 に 対す る や る 気 は勤労意欲 I ） と さ れ， 労働者
が意欲 を 持つ こ と で職場 を 活性化 さ せ る こ と や離職
を 防 ぐ た め の 多 く の研究 2 7 ） が行わ れ て い る 。 一 方 ，
看護職の離職理由 と し て 「仕事内容への不満」 があ
げ ら れ， も っ と 充実感の得 ら れ る 職場で働 き た い 8)
と い っ た希望があ る こ と も 明 ら か に な っ て い る 。 大
野 9 ） は充実感 と は 自 己肯定的 な 感情であ る と し ， 自
己肯定 的 な 感情 は 勤労意欲へつ な がる と 考 え ら れ る 。
そ こ で ， 充実感の あ る 人 は ， 勤労意欲が高 い と い う
仮説 を 立て ， 看護婦 の充実感の勤労意欲への影響 に
つ い て 調 べ た 。

研 究 方 法

調査対象 ： 富 山 県 内 の 6 つ の 国公立病院の看護部
長 の協力 を 得て ， 看護婦 の職員 名 簿 か ら 無作為抽 出
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し た看護婦150人で， 有効 回 答 の 得 ら れた 122 名 を 母
集 団 と し た 。 対象者の背景は Table l に示 し た 。

Table 1 Subjects' Background 
n = 1 22 

Characteristics n o/c。

Career ladder: 
Manager 
Nurse 

1 4  1 1 .5 
1 08 88.5 

Exp���nce: 
than 3y陪． 22 1 8.0 

3・Sy陪． 28 23.0 
Syrs.or more 72 59.0 

Marital Status: 
Married 37 30.3 
Not married 85 69.7 

調査内容及 び測定道具 ： 看護婦の勤労意欲 と 充実
感 に つ い て 調 査 し ， 充実感の 勤労意欲への 影響 に つ
い て 調 べ る と 同 時 に ， 職階 ・ 経験年数等 の 変 数が ど
の よ う に影響す る か調 べ た 。 勤労意欲の測定 に は ，
三隅等10） の 勤労意欲測定尺度 を 用 い た 。 こ れ は ， モ
チベ ー タ ー モ ラ ー ル （仕事 に 対 す る 意 欲 ） ， ハ イ ジ
ン モ ラ ー ル （ 昇進， 昇給， 福 利厚生 な ど に 対 す る 満
足 ） ， チ ー ム ワ ー ク （ グ ル ー プ と の 一 体感 ） ， 会 合 評
価 （ 組織 の会 合 に 対す る 評価 ） ， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ
ン （ 職場 で の 意志疎通 の 度合 い ） ， メ ン タ ルハ イ ジー
ン （ 組織内 で の ス ト レ ス 感 ） ， 業績規範 （ 業 績 を あ
げ る 職場の雰囲気 ） の 7 つ の下 位概 念 で 構 成 さ れ て
い る 。 充実感の測定 に は 大野等 9 ） の充実感尺度 を 用
い た 。 こ れ は ， 第 1 因子が充実感気分 一 退屈 ・ 空 虚
感 因 子 ， 第 2 因 子が 自 立 ・ 自 信 ー 甘 え ・ 自 信 の な さ
因 子 ， 第 3 因子が連帯一孤立因子， 第 4 因子が信頼 ・
時間 的展望 ー 不信 ・ 時 間 的展望 の拡散 因 子 と い う 4
つ の 因子で構成 さ れて い る 。

調査方法お よ び分析 ： 質問紙留置法で調査者が配
布 し ， 1 週間 後 に 回収 し た 。 デー タ 解析 に は 「SPS
SJ を 使用 し ， 偏 相 関 係数 を 求め ， p < 0.05 の 場 合 を
統計的 に 有意 と し た 。

結 果

看護婦 の充実感 と 勤労意欲 と の 関 係 を Table 2 に
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示 し た 。 充実感尺度 の 下位概念で あ る 第 4 因 子 と モ
チ ベ ー タ ー モ ラ ルお よ び業績規範 と の 間 に 有意 な 正
の 相 関 があ っ た 。 一方 第 3 因子 と ハ イ ジー ン モ ラ ー
ル と の 間 で は 有意 な 負 の 相闘があ っ た 。

経験年 数 別 に み た 充 実 感 と 勤 労 意 欲 の 関 係 を
Table 3 に示 し た 。 3 年未満の看護婦 に お い て 第 2
因 子 と モ チ ベ ー タ ー モ ラ ー ル， 第 3 因子 と 会合評価
と の 聞 に 有 意 な 正 の 相 闘 があ っ た 。 3 ～ 5 年未 満 の
看護婦 で は充実感尺度の いずれ と も 有意 な 相 関 を 示

Table 2 Relationship between Nurses ' Morale 
and Their Fulfillment 

n= 1 22 
Fulfillment 

Morale 1 st factor 2nd factor 3rd factor 4th factor 
Motivate Morale 0.071 0.200’ -0. 1 16 0.31 7" 

��；�ne Mαale 0.21 2 ・ -0.054 ー0. 1 98 ・ 0.083 
附rk 0. 1 27 -0 099 0回1 0.167 

�o
的

m
t��nT;:i＼�n

0.071 ー00 1 9  0.023 0. 130 
0 . 1 28 0.028 0.039 0. 1 34 

Men��5�yc3��：�on 
0.048 0.046 0 . 1 77 -0.042 

Busi 0.059 ー0.077 ー0033 0.201 ・

Pa内al correlation coeffiαent ・ p<0.05, ・ ・ p<0.01
the I st factor; fulfillment・boredom. the 2nd factor . self-reliance. 
con lid en田 － lack of confidence. the 3rd factor; solidarity - isolation. 
the 4th factor; reliance. perspective - faithlessness,nonperspective 

Table 3 Relationship between Nurses' Morale 
and Fulfillment by Working Ex
perience 

n=1 22 
Fulfillment 

Morale Expe 1 st  2nd 3rd 4th 

Motivate Morale O～3 ・0. 1 80 0.536事 ・0091 0 056 

3～5 0.032 0 . 1 89 0.029 0.358 

5 ～  0. 1 07 0 . 1 68 -0. 1 85 0 33 1 ’ ・

Hygiene Morale O ～3 0.048 0.053 -0.334 0 . 1 31 

3～5 0. 1 92 ・00 1 5  -0. 1 82 -0.055 

5 ～  0 . 1 5 1  0.031 -0.099 0.028 

Teamwork O～3 

3～5 0 . 1 8 1 ・0063 0. 1 57 -0.092 

5 ～  0. 1 1 0 心089 0.000 0.250 ・

Meeting Eval O～3 ・0.252 0 . 1 08 0.554・ －0 044 

3～5 0.354 0.062 -0. 1 79 -0. 2 1 4  

5 ～  0.073＇ ・0076 -0.082 0.283 ・

Communication O～3 -0.092 0.205 0 061 0.078 

3～5 ・0.229 0 . 1 63 ー0087 -0.049 
5 ～  0.084 0.031 0.099 0. 1 53 

Mental Hygiene O～3 0 . 1 88 -0.052 0.093 -0 1 44 

3～5 0. 1 1 5  0.305 0. 188 ー0 260

5 ～  -0. 1 07 0.050 0.223 0 047 

Business Criterion O～3 0.叩8 ・0. 1 78 -0.008 ー0034 

3～5 0.031 0.01 3 0.002 0.078 

5 ～  0 . 1 0 1 ・0053 ー0058 0.280 ・

Partial correlation coefficient • p<0.05， 口 p<0.01
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さ な か っ た こ と が特徴的 で あ っ た。 5 年以上 の看 護
婦 で は ， 第 4 因子 と モ チ ベ ー タ ー モ ラ ー ル等 と の 間
に 有 意 な 正 の 相 関 があ っ た 。

婚姻別 に み た 充実感 と 勤労意欲の 関 係 を Table 4 
に 示 し た 。 未婚 ・ 既婚の両群 と も に ， 第 4 因子 は モ
チ ベ ー タ ー モ ラ ー ル と の 聞 に 有意 な 正 の 相 関 があ っ
た 。

Table 4 Relationship between Nurses' Morale 
and Their Fulfi l lment by Marital 
Status 

n =1 22 

Morale 

Motivate Morale 

Marital 
Status 

Fulfillment 

1 st 2nd 3rd 4th 

Not married 0.061 0.251奪 ー0.074 0.338 . .  

Married 0.060 0.1 1 7 ・0.232 0.347 ・

Not married 0.247・ －0.01 2

Married 0 . 1 66 -0.096 

Not married 0.259 ・ －0. 1 20
Married -0. 1 75 ・0. 1 83

Not married 0.056 ・0.043

Married 0. 1 51 ・0.070 

Not married 0.204 0α）9 

Married 0.020 0 . 1 56 

Hygiene Morale -0.222 ・ 0.053 

ー0.267 0.240 
-0.089 0.白5

0.296 0.321 

0.042 0 . 1 3 1  

-0.096 0. 1 55 

-0.003 0 . 1 62 

0.099 0.045 

0. 1 59 -0.040 

Teamwork 

Meeting Eval 

Communication 

Mental Hygiene· Not married 0.058 0. 1 1 5  

Married 0.027 -0.009 0 . 1 53 0.01 1 

Business Criterion Not married 0.021 0. 1 21 0.003 0. 1 92 

Married 0 . 1 97 0.01 1 ・0. 1 97 0.247 

Partial correlation c閣情。白川 ・ p<0.05, •• p<0.01 

考 繋

看護婦の充実感 の 勤労意欲への影響 に つ い て み る
と ， 充実感気分の度合 を 測定 し て い る 第 l 因子 と ，
勤労意欲の下位概念のハ イ ジ ー ン モ ラ ー ル と の 聞 の
有意 な 正 の 相 関 は ， 充実感気分が高い看護婦は昇進 ・
昇給 に 対す る 満足 の た め の意欲が高い こ と を 意味 し
て い る 。 こ れ は 自 己肯定的 な 人 間川 は 自 己の環境 ，
能力 ， 未来等 に対 し て も 積極 的 な 人生観 を 持 っ て い
る こ と よ り ， 充実 し て い る と 感 じ て い る 人 は 昇給や
昇進等の仕事 に対す る 満足 の意欲が高い と い う 結果
に つ な が っ た も の と 考 え る 。

次 に 自 己 に対す る 信頼 と 将来 に対す る 展望 に つ い
て の傾 向 を み る ための第 4 因子 と モチベー タ ー モ ラ ー
ル， 業績規範 と の 聞 に 有 意 な 正 の 相 関 を 示 し た 。 第
4 因子 は 目 標， 希望， 使命感， 夢等 を 意味す る 9 ） こ
と か ら ， こ れ ら の 高 い 人 は成就欲求12） が高い と い う
こ と で あ る 。 成就欲求 と は物 事 を 成 し 遂げ， 成 功 し

た い と い う 欲求， 課題 を 遂行 し 成就 し よ う と す る 欲
求等の こ と であ る 。 こ れ ら の 欲求 は 人 間 の あ ら ゆ る
行動 を 支 え ， 原動力 と な り ， 方向づけ を す る （動機）。
以上の こ と よ り ， 第 4 因 子 の 高 い 人がモ チ ベ ー タ ー
モ ラ ー ルが高い の は ， こ の欲求が働 く 意欲 を 支 え て
い る と い う こ と を 表 わ し て い る と 考 え る 。 ま た ， 意
欲は常 に 未 来 に拠 り ど こ ろ を 持つ こ と 1 1 ） が明 ら か な
の で 第 4 因子 と 相 関 を 示 し た と 思 わ れ る 。

次 に 集 団 の 中 での連帯 一 孤立 の 傾 向 を 測定 し て い
る 第 3 因子 と ハ イ ジ ー ン モ ラ ー ル と の 聞 に有意 な 負
の 相 闘 があ っ た こ と は ， 連帯意識が高 く な る と 昇進，
昇給へ の 満足 の た め の意欲が低 く な る こ と を 示 し て
い る 。 こ れ は ， 集団凝集性 と 課題の重要性が同 調 に
影響す る 日｝ こ と か ら ， 組織 の 中 で連帯が感 じ ら れ た
な ら ば， 給与等 に対す る 満足 の た め の 勤労意欲 は 意
識化 さ れ な く な り ， 第3因子 の 高 い 人 で ハ イ ジ ー ン
モ ラ ー ル が低下 し た も の と 考 え る 。

経験年数別 に 勤労意欲 と 充実感 と の 関 係 を み る と ．
3 年未満の看護婦 で 第 2 因子 と モ チ ベ ー タ ー モ ラ ー
ル と の 間 に 有 意 な 正 の 相 関 を 示 し た 。 こ れ は ， 林
ら 14） が新 し い職務 に つ い た 個 人 は ， 職務の遂行方法
を 学習 す る だけ で な く ， 職場内 の規範， 新た な 同 僚
や上司 と の 人 間 関 係等 も 学習 し な く て は な ら な い の
で意欲 に燃 え て い る と 述べ て い る こ と か ら 説明 で き
る 。 ま た ， 第 3 因子 と 会合評価 に お いて有意な 正 の
相 聞 があ っ た 。 こ れ は ， 集団活動で は 集 団 の成 員 に
よ る 協力がそ の 目 標 を 達成す る た め に 不可欠15） で あ
り ， 先 に 述べ た 集 団 の 同調性 に よ り ， 連帯意識 の 高
い看護婦 で は ， 同 じ 目 標 を 持 っ た 成 員 内 で葛藤が生
じ に く い関 係 に あ り ， 会合評価 と の正 の相関が表 わ
れ た も の と 考 え る 。

3 年以上 5 年未満の看護婦で は ど の 因子 と も 有意
な 相 関 を 示 さ な か っ た 。 3 ～ 5 年経つ こ と で仕事 に
慣れ， 慣れる こ と で緊張 も と れ， 張 り 合いが少 な く
な り ， 満足 を 感 じ る こ と も 動機づ け を 感 じ る こ と も
少 な く な る 4 ） と の報告があ る こ と か ら ， 3 ～ 5 年 の
経験年数の結果 と し て表われた の で あ ろ う 。

5 年 以上の看護婦で第 4 因子 と モチベー タ ーモ ラ ー
ル と の 間 に 有 意 な 正 の相 関 を 示 し た 。 前述 し た よ う
に 時 間 的展望の 高 い 人 は成就欲求 も 高い と い え る の
で， こ の欲求 に よ り 動機づけが程 こ り ， モチベー タ ー
モ ラ ー ルが高 く な る と 考 え る 。 ま た ， 5 年以上 の 経
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験があ る こ と で組織方針や職務内容 に つ い て も あ る
程度理解で き る よ う に な っ た り ， 経験に伴 な っ て 看
護 の 力 が発揮 さ れ成熟す る と い う 研究日） があ る よ う
に 周 囲 か ら の期 待 も 得 ら れ る た め ， さ ら に こ れが強
ま る と 考 え ら れ る 。

婚姻別 に 勤 労意欲 と 充実感 と の 関係 を み る と ， 未
婚者で は ， ハ イ ジ ー ン モ ラ ー ル と 第 1 因子 と の 聞 に
有意 な 正 の相 関 を 示 し た 。 未婚者 の特徴 と し て ， 時
間 や ， 転職 ・ 転居が自 由 で あ る こ と 等 の 他 に 生 活 ，
精神 の 自 立があ る 17） 。 中 で も 経済的 自 由 や ， 時 間 の
自 由 があ る た め ， 未婚者 で は ， ハ イ ジ ー ン モ ラ ー ル
に つ い て 充実感気分が得やすい と 予測 で き る 。 第 2
因 子 で は ， モ チ ベ ー タ ー モ ラ ー ル と の 聞 に 有意 な 正
の 相 関 を 示 し た 。 性別 よ り も 能力 に よ っ て 人材 を 登
用 し て ， 女性 に責任あ る 仕事 を 任せて い る 職場で は ，
未婚者 は フ ル タ イ ム で働 け る の で役職 に 就 き ， キ ャ
リ ア ウ ー マ ン コ ー ス を 進 ん で い る 人 も 多 い川 。 未 婚
者で 自 立 し て い る 看護婦 は仕事に対する 意欲が高い
と い う 結果 は こ れが表わ れ た も の と 考 え る 。 ま た ，
第 4 因 子 と モ チ ベー タ ー モ ラ ー ル と の 間 も 有意 な 正
の 相関 を 示 し た 。 労働者の新規学卒者 の労働観， 余
暇観に 関 す る 意識調査凶 』こ よ る と ， 女性の約 7 割 が
自 分 を 成長 さ せ る た め と し て い る 。 つ ま り ， 自 己実
現の場 と み な し て い る こ と か ら ， 時 間 的展望が高 い
と モ チ ベ ー タ ー モ ラ ー ル も 高 く な る こ と がい え る 。
ま た ， 未婚者 で は ， 仕事以外 に も 余裕があ り ， 既婚
者 よ り 仕事 に 打 ち 込みゃす い の で ， こ れ ら の 高 い 人
で は モ チ ベ ー タ ー モ ラ ー ルが高 く な る と も 考 え ら れ
る 。

一方， 未婚者で第 3 因 子 と ハ イ ジ ー ン モ ラ ー ル の
有意 な 負 の相 関 は ， 連帯意識が高 い程昇進 ・ 昇給へ
の満足が低い と い う こ と を 示 し て い る 。 連帯意識が
高 い と い う こ と は ， 関 係維持がで き て い る と い う こ
と であ り ， 他者 と 比較 し て 自 己 を 評価 で き る と い う
こ と が表 わ れ た も の と 解釈す る 。

ま た既婚者で は ， 第4因子 と モ チ ベ ー タ ー モ ラ ー
ル と の 聞 に 有意 な 正の 相 関 を 示 し た 。 こ の こ と は ，
既婚者 は 将 来 の 見通 し を 持 っ て い る 人 ほ ど仕事の必
要性 を 実感 し た り あ る い は 仕事が生 き がい と な り ，
時 間 的 展 望 の 高 い 人 で仕事への意欲が高 く 表 わ れ た
も の と 考 え る 。

こ れ ま で， 充実感の勤労意欲への影響 は 明 ら か に
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さ れて い な か っ たが， 以上の よ う に 仮説は肯定 さ れ ，
充実感の高い看護婦 は 勤労意欲が高 い こ と が判 明 し
た 。
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Summary 

The influence of fulfillment sentiment on 
the nurses’ morale was examined using mo・
rale scale and fulfillment sentiment scale in 

no

 

po

 

the study. A sample consisted of 122 nurses 
working in six public hospitals of Toyama 
prefecture. 

The multivariate statistical analyses as 
follows; 1 )  nurses’ morale (motivate morale 
and business criterion) was positively corre
lated with the 4th factor ( perspective ) ,  2 )  
nurses’ morale ( hygiene morale) was posi
tively correlated with the 1st factor ( fulfill
ment sentiment ) ,  3) nurses’ morale (motivate 
morale) was positively correlated with the 2nd 
factor ( self-reliance, confidence ) ,  and 4 )  
nurses’ morale ( hygiene morale) was nega
tively correlated with the 3rd factor ( solidar
ity ) .  

The results suggested that nurses ’ morale 
is positively correlated to their fulfillment 
sentiment . 
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要 旨

富 山 県 内 の 公立病 院 に 働 く 看 護 婦 122 名 を 対 象 に
創造的構 え と 勤労意欲 と の 関 係 に つ い て調べた 。 調
査測定 は創 造 的構 え テ ス ト と 勤労意欲測定の た め の
尺度 を 用 い た 。 そ の結果， 婦長群 に お い て ， 創 造 的
構 え の 下位概念の 「持久力j と 勤労意欲の 下 位 概 念
の 「ハ イ ジ ー ン モ ラ ー ルJ と の あ い だ に は 負 の 有 意
な 相 関 があ っ た 。 ま た ， 経験年数 3 年 以上 5 年 未 満
の看護婦群 に お い て ， 創 造 的構 え の 「探究心」 と 勤
労意欲の 「 メ ン タ ルハ イ ジ ー ン j と の あ い だ に は 正
の有意 な 相 闘 があ っ た 。 一方， 婚姻別 に み る と ， 未
婚群 に お い て ， 創造的構 え の下位概念の 「 細 心 さ J
と 勤労意欲の 下位概念の 「チ ー ム ワ ー ク J と の あ い
だ に は 負 の 有 意 な 相 闘 があ っ た 。 以上の こ と か ら ，
看護婦 の創造的構 え と 勤労意欲 は 相 関す る こ と が示
唆 さ れ たO
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は じ め に

勤労意欲 は ， 欠 勤 ， 離職， 組織の活性化， 看 護 の
質 の 向 上 や 個 人 の成長 に と っ て も 影響 を 及 ぼす と 考
え ら れ る こ と か ら 管理上重要 な 要素であ る 。 勤労意
欲 と は ， 仕事 に対す る 達成 動 機 の こ と で あ り ！ ） ， 人
間 の行動は動機が前提 と さ れ る 。 動機があ っ て初 め
て 行動が生 じ る 。 仕事の達成感 は ， 仕事へ の 自 信 と
満足感 を 生 じ さ せ， 次の仕事へ の 意欲へ と つ な が る 。
一方， 創造性 と は ， 既成の概念 を 越 え た 新 し い も の
を 創 り 出 そ う と す る こ と を さ す ヘ 企業 に と っ て は ，
新 し い も の を 作 ろ う と す る 創造性の有無 は ， 企 業 の
利益や そ の 企業 の 将来 を 考 え る 時， 非常 に重要 な 要
素 と な っ て い る 3 ） 。 看護 に お い て も ， 勤労意欲 を 持
ち ， 創造性 を 持 っ て ケ ア に従事す る こ と は ， 看護婦
個 人の満足度や結果 的 に ， 離 職 の 防止や患者へ の 質
の高い看護が可 能 と な る 。 ま た ， 創造性の あ る 人 は
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自 発的 で あ り ， 創造活動 は よ り よ く し て い こ う と す
る 行動傾向 を 特徴 と す る 自 己実現の メ カ ニ ズ ム と 同
じ であ る と 報告 さ れて い る こ と か ら 4 ) ＇ 創 造性 の 高
い 人 は ， 達成動機が高 く ， よ り よ い看護 を 提 供 で き
る と 考 え ら れ る 。 一方， 創 造性 の あ る 人 は ， 自 己主
張が強 く ， 独立性が高 く ， 支配性があ る な どの 特 徴
も 報告 さ れて お り へ こ れ ら の特性 は 対 人 関 係 に 影
響 を 与 え ， ひ い て は勤労意欲 に 関 連 し て く る こ と が
予想 さ れ る 。 本研究では 創造的構え テ ス ト 6 ） と 勤
労意欲測定 の た め の 尺 度 7 ） を 使用 し ， 個 人 の 創 造性
と 勤労意欲 と の 関 係 に つ い て調べた 。

対象およ び方法

対象者 ： 富 山 県 下 の 国立病 院 に 勤 務 す る 看 護 婦 200
名 を 無作 為 抽 出 し ， 有効 回 答 の 得 ら れ た 122 名 を 母
集 団 と し た 。 そ の 内訳 は ， 職階別 で は ， 婦 長 14名 ，
看護婦108名 ， 経験年数別 で は ， 3 年未満22 名 ， 3 年
以上 5 年未満28名 ， 5 年 以上72 名 ， 学歴 別 で は ， 専
修学校76名 ， 短大以上46名 ， 婚姻別 で は ， 未 婚&5 名 ，
既婚37 名 であ っ た 。
調査内容お よ び測 定 用 具 ： 調 査 内 容 は ， 創 造 的 構
え 6 ） を 独立変数 に ， 看護婦の勤労意欲7 ） を 従 属 変 数
に し ， こ れ ら の 関 係 を 調べ た 。 勤労意欲の測定 に は ，
三 隅 ら 12） の勤労意欲測定の た め の尺度 を 使用 し （ 本
研究での Cronbach の α 係数は0.&57であ っ た ） 。 創
造性の測定 に は ， 青柳 ら 6 ） が開 発 し た創 造 的 構 え テ
ス ト を 用 い た （ 本研 究 で の Cronbach の α 係 数 は
0.763であ っ た ） 。 創造的態度 は ， 新 し い も の を 作 る
こ と に 関 わ る 構 え ， 態度 を さ す。 こ
の 尺 度 は ， 自 己信頼感 （ 自 分 に 自 信
を 持 ち ， 考 え を は っ き り と 主 張 す る
こ と ） ， 客 観性 （ 1 つ の 考 え に と ら
わ れず に ， さ ま ざ ま な 角 度 か ら 物 事
を 考 え る こ と ） ， 細 心 さ （ 詳細 に 物
事 を 考 え る こ と ） ， 挑戦性 （ 困 難 な
課題 に 対 し て も ， 興味 を 持 っ て 挑 戦
す る こ と ） ， 持 久 力 （ 課題 を あ き ら
め ず に や り と げ る こ と ） ， 探 求 心
（ さ ま ざ ま な も の に 対 し て 興味 を 持
つ こ と ） 6 つ の 下位概念 よ り な る 。
勤労意欲測定の た め の尺度 7 ） は ， モ

チ ベ ー タ ー モ ラ ー ル （仕事に対す る 意欲 ） ， ハ イ ジー
ン モ ラ ー ル （ 昇進， 昇給， 福利厚生 な ど に 対 す る 満
足 度 ） ， チ ー ム ワ ー ク （ グ ル ー プ の 団 結 力 ， グ ル ー
プ と の一体感 ） ， 会 合評価 （ 職場 な ど の 会議 ， 話 し
合 い な どの会合 に 対 す る 考 え 方 ） ， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ
ン （会社 な どで上司や他の職場 と どの程度， 円 滑 に
意志の疎通がで き る か） ， メ ン タ ル ハ イ ジ ー ン （ 組
織内で感 じ る ス ト レ ス ） ， 業 績 規 範 （ 仕事 や 目 標 の
実現 を 目 指す雰囲気， 規範） の 7 つ の 下位概念 よ り
な る 。 調査方法 は ， 調 査対象 で あ る 看護婦 に 調査表
と 秘密厳守の文書 を 送付 し ， 1 週 間 後 に 回収 し た 。
デー タ の解析， Cronbach の信頼性 係 数 α の 算 出 に
は S P S  S 杜 の統計パ ッ ケ ー ジ S P S  S を 使用 し た 。

結 果

Table I に は ， 看護婦の創造的構 え と 勤労意欲 と
の 相 関 を 示 し た 。 婦長 群 に お い て ， 創 造 的 構 え の

下位概念の 「持久力j と 勤労意欲 の下位概念の 「ハ
イ ジ ー ン モ ラ ー ル」 と の 間 に は 1 % 有意水準 で r=
0.831 の 負 の相 関 が あ っ た 。 看 護 婦 群 に お い て は ，
「探求心J と 「 メ ン タ ル ハ イ ジ ー ン j ， 「業績規範j
と の あ い だ に は そ れぞれ 1 % 有意水準で， r=0.280,
r=0.286の 正 の 相闘があ っ た 。

Table 2 に は ， 経験年数別 に み た 創 造 的構 え と 勤
労意欲 と の相 関 を 示 し た 。 経験年数 3 年未満群 に お
い て ， 創造的構 え の 下位概念の 「持久力 」 と 勤労意
欲の 下位概念の 「 メ ン タ ルハ イ ジ ー ン 」 と の 間 に は
r=0.674の正 の 相 闘 があ っ た 。 経験年 数 3 ～ 5 年 群

Table 1 The relationships between nurses’ creativity and their 
morale by career ladder 
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Table 2 The relat ionship between nurses’ creativity and their morale 
by working experience 
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Table 3 The relationships between nurses’ creativity and their morale 
by school career 
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に お い て は 「探求心J と 「 メ ン タ ル ハ イ ジ ー ン j
と の 問 に 1 % 有意水準で r= 0.655の正 の 相 闘があ っ
た 。 経験年数 5 年以上の 群 で は ， 「 探 求 心 」 と 「業
績規範j と の 聞 に 1 % 有意水準で r = O.お6の 正 の 相
聞があ っ た 。

Table 3 に は ， 学歴別 に み た創造的構 え と 勤 労 意
欲 と の相 関 を 示 し た 。 専 修 学 校 群 に お い て は ， 創

造的構 え の下位概念の 「探求心j と 勤労意欲の 下 位
概念の 「モ チ ベ ー タ ー モ ラ ー ルj と の 聞 に 1 % 有 意
水 準 で r=0.307 の 正 の 相 闘 が あ り ， 「 細 心 さ 」 と
「チ ー ム ワ ー ク J と の 間 で は 1 % 有意水準 で r=0.36
6の 負 の相 聞 があ っ た 。 ま た ， 「業績規範J と 「探 求

心j と の 聞 に は 1 %有意水準 で r=0.324の 正の 相 関
があ っ た 。

Table 4 に は ， 婚姻別 に み た創造的構 え と 勤 労 意
欲 と の 相 聞 を 示 し た 。 未婚群 に お い て は ， 創 造 的構
え の下位概念の 「細心 さ 」 と 勤労意欲の下位概 念 の
「チ ー ム ワ ー ク j と の 間 に は ， 1 %有意水 準 で r=O.
399の負 の 相 関 があ っ た 。 「探求心J と 「 メ ン タ ル ハ
イ ジ ー ン j と の 間 に は 1 % 有 意 水 準 で r=0.352 の
正 の 相 闘 があ っ た 。 さ ら に ， 「探 求心」 と 「 業 績規
範」 と の 聞 に は 1 % 有意水準 で r= 0.364の正の 相 関
ヵτあ っ た 。

唱Eム円I
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Table 4 The relationships between nurses’ creativity and their morale by 
marital status 
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考 察

婦長群 に お い て ， 創造的構 え の下位概念の 「 持 久
力」 と 勤労意欲の 下 位概念の 「ハ イ ジ ー ン モ ラ ー ルJ
と の 間 に 負 の相 闘 があ っ た 。 こ の結果 は ， 課 題 を あ
き ら めず に や り 遂 げ よ う と す れ ばす る ほ ど ， 昇 進 ，
昇給の勤労意欲が下がる こ と を 意味 し て お り ， 婦 長
は管理職であ り ， 目 標達成志向が強い傾 向 に あ る 事
か ら 考 え る と B ） ， 課題達成 に対す る 意欲 が 強 す ぎ る
と ， 自 分の仕事 に 対す る 評価 と し て の給与や 昇 級 に
対 し て 公正 に 評価 さ れて い な い ， つ ま り 不満 が 生 じ
る た め に 「ハ イ ジ ー ン モ ラ ー ル」 が低下 し た と 考 え
る 。

看護婦 群 に お い て は ， 創 造 的構 え の 下 位 概 念 の
「探求心j と 勤労意欲の下位概念 の 「 メ ン タ ル ハ イ
ジ ー ン j と の 聞 に 正 の相闘があ っ た 。 探究心が あ る
と い う こ と は ， 様 々 な も の に対 し て興味を も つ こ と
で あ る 。 婦長の場合 は業務 に対 し て職務上， イ ニ シ
ア テ イ ブ を と れ る 立場 に あ る が， 看護婦の場合 は 興
味 を 持 っ て も 自 分 のや り た い こ と が容易 に 出 来 な い
た め に 組織 に対す る ス ト レ ス が高 ま る と 考 え る 。 ま
た ， 看護婦群 の創造的構 え の 「探求心J と 勤 労 意 欲
の 「業績規範」 と の 間 に正 の 相 闘 があ っ た こ と は ，
探究心が旺盛 で あ れ ばあ る ほ ど業績規範 の勤労意欲
が上がる こ と を 意味す る 。 こ れ は ， 仕事 に 対 す る 興
味 を 持っ と ， や る 気 を 起 こ さ せ ， 組織 の 目 標 に そ っ
て働 こ う と す る 雰 囲気が上昇す る た め と 考 え る 。

経験年数別 に み る と ， 3 年未満群の創造的構 え の

下位概念の 「持久力 」 と 勤労意欲の 「 メ ン タ ル ハ イ
ジ ー ン J と の 聞 に 正 の 相 闘 があ っ た 。 こ の こ と は ，
3 年未 満 の群 は ， 仕事 を 覚 え よ う と 必死 に努 力 す る
時期 で あ る が9 ＞ ， あ き ら めず に 目 標 に 向 か つ て や り
遂 げ よ う と すれ ばす る ほ ど， 組織の し く みや 方 針 と
衝突 し ， ス ト レ ス が高 ま る こ と か ら き て い る も の と
考 え る 。

経験年数 3 年以上 8 年未満群 の 創 造 的構 え の 下位
概念の 「探求心」 と 仕事意欲の 下位概念の 「 メ ン タ
ルハ イ ジ ー ン j と の 聞 に 正 の 相 関 があ っ た こ と は ，
3 年以上 に も な る と 仕事 に対 し て ， か な り 慣 れ て き
て ， 様 々 な も の に 興 味 を 示 し ， 組織の 目 標 あ る い は
価値観 に つ い て も 理解度が深 ま る が， 個 人の 価 値 観
と の 問 に 不協和認知が生 じ る た め に 組織 に対す る ス
ト レ ス が高 ま っ た も の と 考 え る 。

経験年数 5 年以上 の群 に お い て ， 創造的構 え の 下
位概念 の 「探求心」 と 勤労意欲の下位概念の 「 業 績
規範j と の 聞 に 正 の 相 闘 があ っ た 。 5 年以上 の 看 護
婦 は ， 指導力 ， 判 断力 ， 調整能力 な どの リ ー ダー シ ッ
プの能力がかな り 高 ま っ て お り 1ぺ ま た ， 5 年以 上 の
経験者 は ， 5 年未満の 看 護婦 群 に 比 べ て ， 組織 の 課
題 に対 す る 技能 （知識や情報） を 持 っ て い る 。 特 別
の技能 を 持つ 人 は 集 団 内 で よ り 積極的で あ り ， 課題
達 成 に よ り 多 く 貢献す る と 報告 に も あ る よ う に 川 ，
経験年数 5 年以上 の 看護婦 は， 組織内 の こ と や 目 標
を か な り の程度理解で き ， 探究心が旺盛 に な れ ば，
目 標 に 対す る 達成意欲が上昇 し 集 団 の凝集性が高 ま
り ， そ の結果， 業績規範の得点が高 く な っ て い く も
の と 考 え る 。

円ノ臼円，，
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学歴別 に み る と ， 専修学校群 に お い て ， 創 造 的 構
え の 「細心 さ J と 「チ ー ム ワ ー ク 」 と の 聞 に 負 の 相
関があ っ た 。 こ れは創造的 な仕事を し て い る 人 の チ ー
ム ワ ー ク が と れ な い， つ ま り 親和 欲求が低 い と い う
研究結果日） と 一致す る 。 こ れ は ， 詳細 に 物 事 を 考 え
れ ば考 え る 程， チ ー ム ワ ー ク は 悪 く な る と い う こ と
を 意味す る 。 つ ま り 各個 人 が物事 を 詳細 に 考 え る た
め に ， か え っ て意見が ま と ま り に く く な り ， そ の 結
果 と し て 集 団 の凝集性が低 く な り ， チ ー ム ワ ー ク の
得点が低 く な る も の と 考 え る 。

婚姻別 に み た 場 合 ， 未婚群 に お い て ， 創 造 的構 え
の 「細心 さ j と 勤労意欲の 「チ ー ム ワ ー ク j と の あ
い だ に 負 の相 聞 があ っ た と い う こ と は ， 独 身 の 女 性
は 自 我が強 く 個性的で あ る と 吉麿日｝ が い う よ う に ，
詳細 に 物事 を 考 え過 ぎ る と ， 逆 に メ ン バ ー 聞 の 意 見
が ま と ま り に く く な り チ ー ム ワ ー ク の凝集性が低 く
な る も の と 考 え る 。 ま た ， 未 婚 群 の 「 探 求 心 J と
「 メ ン タ ル ハ イ ジ ー ン 」 と の あ い だ に正の相闘があ っ
た と い う こ と は ， 未婚者 は仕 事 に 興味 を 持 ち ， 探 求
心が広 く ， 組織に対 し て ス ト レ ス を 感 じ や す い こ と
か ら き て い る も の と 考 え る 。 つ ま り ， 組織 の 目 標 や
価値観 に ギ ャ ッ プを 感 じ る た め に ， 組織への ス ト レ
ス 得点が高 く な っ た も の と 考 え る 。

次 に ， 未婚群の 「探求心J と 「業績規範J と の あ
い だ に 正 の 相 関 があ っ た 。 こ れ は ， 未婚群 は 既 婚群
よ り も 目 標達成 に 向 け て の 行動計画 を 持 ち やす い こ
と やぺ 未婚者 は 時間 的 ゆ と り があ る た め に 仕事に
専念で き る こ と か ら き て い る も の と 考 え る 。 仕事 に
対す る 興味 を 持つ こ と は ， ま す ま す仕事意欲 を 高 め
る 動機 と な り ，業績規範が高 く な っ た も の と 考 え る 。

以上 の こ と を 総括す る と ， 個 人が創造性 を 持 つ こ
と は ， 勤労意欲 を 高 め る 一つ の要素 と な っ て い る が ，
組織が個 人 の価値観 を ど こ ま で認め る かが創造性 を
生 かすーっ の ポ イ ン ト と な っ て い る と 考 え ら れ る 。
個 と 組織 （ 集団 ） と の かかわ り の な かで い か に 創 造
性 を 高め ， 価値 あ る も の を 生 み 出 し て い く か は ， 今
後の病 院 の 中 で の管理 を 考 え る 場合， 患者への ケ ア
の 質 の 向 上 や組織の凝集性 を 高め る た め に も 非常 に
重要 な こ と であ り ， 管理者 は 個 人 の創造性 を 高 め る
た め の 手 だ て が必要 と 考 え る 。
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Summary 

One hundred and twenty-two registered 
nurses working at public hospitals in Toyama 
Prefecture were examined on their posture for 
creativity and motivation for work by ques
tionnaire. The instruments used for this study 
were the test for mental set for creativity and 
the scale for morale. As a result , the scores of 
managers’ endurance of the sub司concepts in 
test of mental set for creativity were nega-

A吐司I

tively correlated with the hygiene morale of 
the sub-concepts in the scale of morale. Also, 
in the group of nurses whose working experi
ence is over 3 years under 5 years, the scores 
of the spirit of quiry of the sub-concepts in 
test of mental set for creativity were posi
tively correlated with the mental hygiene of 
the sub-concepts in the scale of morale by 
working experience. On the other hand, the 
scores of the attention of the sub-concepts in 
test of mental set for creativity in unmarried 
nurses were negatively correlated with the 
teamwork of the sub-concepts in the scale of 
morale by marriage. It was suggested that the 
degree of nurses’ creativity was related to 
their morale. 
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第44～46 回 富 山 医科薬科大学医学会学術集会
第44回 就任講演 平成 8 年 6 月 19 日 （水） （ 大講義室 ）

医療 と 情報科学

男 子不妊症 の 臨 床

第45回 最終講義 平成 9 年 2 月 14 日 （封 （ 大講義室 ）

食道癌 ・ 胃 癌 に 対 す る 私 の 手術

第46回 就任講演 平成 9 年 3 月 21 日 幽 （ 第 1 臨床講義室）

機能画像診断 一 病変識別 と 治療応用 一

医療情報部 教授 林 隆
司会 医学部長 辻 陽 雄

泌尿器科学 教授

司会 医学部長

布 施 秀 樹
辻 陽 雄

外科学第 2 教授 藤 巻 雅 夫
司会 医学部長 辻 陽 雄

放射線医学 教授 瀬 戸 光
司会 医 学部長 辻 陽 雄

心の病 と 看護 の ア プ ロ ー チ ー 訴 え の意味の理解 と 応用 につ い て 一
臨床看護学 教授 神 郡 博

司会 医学部長 辻 陽 雄

終末期患者の倫理問題 一 延命治療停止 を め ぐ っ て 一
臨床看護学 教授 津 田 愛 子

イ ン フ ル エ ン ザ ウ イ ル ス に 関す る 研究 ー ケ モ カ イ ン 応答 を 中心 に 一

大学 に お け る 地域看護教育
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人 間科学 ・ 基礎看護学 教授 落 合 宏

地域 ・ 老 人看護学 教授 村 山 正 子
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第 8 回 富 山 医薬大国際保健医療 セ ミ ナ ー
日 時 ： 平成 8 年11 月 27 日 （水）
会場 ： 富 山 医科薬科大学 大講義室

1 . 輸入感染症 に つ い て

2 . 東南 ア ジ ア の新型マ ラ リ ア

3 . ラ オ ス の デ ン グ熱 と マ ラ リ ア

4 . 海外での健康管理の問題点

5 . 国際協力事業 団 に お け る 医学教育援助 の課題

杏林大 ・ 医 ・ 寄生虫 辻 守 康

名古屋大 ・ 医 ・ 医動物 川 本 文 彦

ピエ ン チ ャ ン 特 別 区 ・ 衛生部 Bounlay Phommasack 

お お り 医院 大 利 昌 久

ー ブ ラ ジ ル ・ カ ン ピ ー ナ ス 大学消化器病診断 ・ 研究 プ ロ ジ、 ェ ク ト （ 1990 - 96） か ら の考察

6 . フ イ ラ リ ア 症 の 日 本 に お け る 撲滅
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元富 山医薬大 ・ 第 1 外科 山 本 恵

元富 山 医 薬大学長 佐 々 木 兵以与すー
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第 1 2回 富山肝臓 セ ミ ナ ー
日 時 ： 平成 8 年10月 25 日 幽
会場 ： 名鉄 ト ヤ マ ホ テ ル

パネルテ・ イ ス カ ッ シ ョ ン 『C 型肝炎の イ ン タ ー フ ェ ロ ン療法』

1 . 富 山 県 に お け る C 型肝炎 ウ イ ル ス 感染状況

厚生連滑 川 病 院 内科 小 栗 光

農協検診で の H c V 抗体ス ク リ ー ニ ン グの成績 を も と に 富 山 県 に お け る H c V 感染状況 を 考察す る 。 対 象 は
平成 7 年 1 年 間 の 農協検診受診者10,818名 で 富 山 県の総人 口 の約 1 % に 相 当 す る 。 全受診者の う ち H c V 抗体
陽性者 は285名 で陽性率 は2.6% で あ っ た 。 50代以上 の 中 高年層 で の 陽性率が高 く ま た抗体陽性者 の30% が G
p T 異常 を 示 し た 。 年代別 陽性率 を も と に推定 し た富 山 県 の H c V 抗体陽性者数は20,000人 ， 陽性率 は 1 .8% で
あ っ た 。 さ ら に 肝機能異常者 の 2 / 3 ， 肝機能正常者で も 1 / 3 が組織学 的 に 慢性活動性肝炎であ る こ と から ，
富 山県 の C 型慢性活動性肝炎患者数 は9,000人， そ の う ち I F N の適応 と 考 え ら れ る 65歳 以 下 の 患者 数 は 7,000
人 と 推定 さ れ た 。 I F N 治療 を 受け た 富 山 県内 の C 型慢性肝 炎患者数 は 約 1 ,600 人 で あ り ， 潜在 的 な I F N 適
応患者 は 相 当 数 に の ぼる も の と 考 え ら れ， こ れ ら の 人 を 掘 り 起 こ し て い く こ と が重要であ る と 考 え ら れ た 。

2 .  c 型肝炎 の診察

富 山市民病院 内科 樋 上 義 伸

C 型肝炎 ウ イ ル ス は成 人初感染の場合で も 高率 に キ ャ リ ア 化 し ， 慢性肝 炎へ と 移行す る 。 さ ら に ， C 型慢性
肝炎は 自 然治癒がほ と ん ど な く 極め て ゆ っ く り と で は あ る が一歩ずつ確実 に 肝硬変 ・ 肝癌へ と 向 か つ て 進展
す る 。 し た が っ て ， C 型肝炎患者の診療 に お い て は ， 彼 ら が肝硬変 ・ 肝 癌 の high risk group で あ る こ と を
忘れて は な ら な い 。 中 で も 以 下 の 3 点 は 特 に 重要であ る 。

① H  C V - R N  A 陽性者で は初診時の肝機能が正常であ っ て も ， 定期的経過観察 は 欠 かせ な い。 2 ～ 3 年 以
内 に40% 以上の症例で肝機能異常が認め ら れ る よ う に な る か ら で あ る 。

②肝機能異常の あ る C 型慢性活動性肝炎 で は ， そ れが比較的軽症 （CAH2A） であ っ て も ， 肝 癌 発 生 危 険 率
は 1 年 に 1 .5% と 推定 さ れ る 。 例 え ば30歳の患者 な ら ， 70歳 ま で の40年 間 の 発癌率はω% と 高率であ る 。

①肝癌 発生危険率 は肝病 変 の 進展 と と も に 上昇 し ， 肝硬変患者で は7.0% ／年 と 極め て 高率 と な る 。
な お ， 一般的 な 血液検査の う ち で も 肝病 変 の 進展度 を 推測す る の に 最 も 有用 な も の は血小板数の減少であ り ，

血小板数10万以下 で は 肝硬変 を 疑 う べ き で あ る 。

- 7 7 -
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3 .  c 型慢性肝炎 に対す る I F N療法 一 対象患者の選び方 －

富 山労災病院 内科 野 田 八 嗣

C 型慢性肝炎 に 対 す る I F N 療 法 は ， こ れ ま で は ， H c V ウ イ ル ス を 排除す る こ と を 目 的 と し た 原 因 療法 で
あ る と す る 考 え 方が強か っ た 。 し か し ， 本療法 の 治療効果は ， I F  N 投 与 に て一時的に も 血清 ト ラ ン ス ア ミ ナ ー
ゼが正常化す る 例 は70% を 越 え る も の も ， そ の 後 H C V R N  A が持続陰性化す る 著効例 と な る と 30～ 40% 以 下
と 決 し て 良 い成績 と は 言 え な い のが現状であ る 。 I F N投与 に て H C V R N  A の持続陰性化が期待で き る 条件
と し て は ， Serogroup E ， ウ イ ル ス 量が少 な い （ HCVRNA 量 と し て PCR で105 コ ピ ー ／ ml 以 下 ） ， 肝組織進
展度が軽 い な どが指摘 さ れて い る 。 し た がっ て ， I F N療法 を 原 因療法 と し て と ら え た場合， 対象患者 は 限 ら
れ て く る こ と に な る 。

一方， 最近， C 型慢性肝炎 に対す る I F N投与後の肝癌発生 に 関 わ る 多施設多数例 で の検討で， I F N 投 与
に よ る H C V R N  A の持続陰性化の有無 に かか わ ら ず， I F N 投与 に て 一時的 に も 血清 ト ラ ン ス ア ミ ナ ー ゼが
正常化 し た 例 は I F N 無効例 に 比 し 肝癌 の 発 生 率 を 有意 に低下 し た と の報告がみ ら れ る 。 し た がっ て ， C 型慢
性肝炎 に対す る I F N 療 法 を 対症療法的 な 考 え 方で と ら え た場合， I F N療法の対象患者 は ， I F N投与が好
ま し く な い条件， す な わ ち ， 進展 し た肝硬変， 年齢が65才以上 ， 合併症 と し て糖尿病， 精神障害， 甲状腺障害，
自 己免疫疾患な ど を も っ患者以外 は すべて と い う こ と に な る 。 も ち ろ ん， H C V R N  A 陽性 で も 肝機能検査が
全 く 正常 と い う 例 は ， そ の時点で は ， 対症療法 は 必要 な い わ け で ， 十 分 に 経過 を み て ， 肝機能検査の な ん ら か
の異常 を 確認で き た 時点 で の対応 と い う こ と に な る 。

現時点 で は ， I F N の投与期 間 ， 投与方法， 再投与 な どの問題 は あ る も の の ， 後者の考 え 方で I F N 療 法 の
対象患者 を 選ん でい っ て も よ い の で は な い か と 思 われ る 。

4 . イ ン タ ー フ エ ロ ン 療法の実際 と 治療 成績

黒部市民病 院 内科 森 岡 健
C 型慢性活動肝 炎 に 適応 の あ る イ ン タ ー フ エ ロ ン （ 以下 I F N ） に は α 型 と F 型があ り ， そ の投与方法 は α

型 で は 2 - 4 週間 の 連 日 筋注投与の後， 3 回／週 と し て24週， β 型で は 8 週 間 の連 日 静注 ま た は 点滴静注 で あ
る 。 I F N の投与手順 は C 型慢性活動性肝炎が疑 わ れ た場合， 入 院 の上肝生検 を 含 む精査 を 行 い投与 を 開始 し ，
そ の後外来で継続投与す る のが一般的で あ る 。 効果判定は終了後 6 カ 月 の時点で行 な い ， 厚 生 省 の判定基準 に
基 づ き 投与終了後， 6 カ 月 以 内 に G p T が正常化 し ， そ の 後 6 カ 月 以上正常化が持続 し た例 を 著効， G p T が
正常の 2 倍以下 を 持続 し た例 を 有効 と し ， 著効の う ち H C V R N  A が陰性化 し た も の を 完全著効 と し た 。 治療
成績 に つ い て富 山 県主要 7 施設519例 の 集計 で は著効率は39% ， 完全著効率 は 29% ， 有効率 は 19% で あ っ た 。
背 景 因子の検討で は H c V の遺伝子型が 2 a ,  H C V R N  A 量が少 な い ， 肝病変の進展度が軽度， I F N の 投
与量が多い も の ほ ど治療効果が良好であ っ た 。 C 型慢性活動肝 炎 の イ ン タ ー フ エ ロ ン 療 法 は 極 め て 有用 な 治療
法 で あ り ， 患者の ス ク リ ー ニ ン グ か ら ， 適応の決定， 投与開 始 と 継続， 治療効果判定， 長期経過観察 ま で患者
さ ん の利便性 を 考 え 病診連携 を 活用 し て 行 っ て い く 必要があ る 。

QU

 

円，．
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5 . イ ン タ ー フ エ ロ ン 療法の副作用 と そ の対策

砺波総合病 院 内科 太 田 英 樹

当科で イ ン タ ー フ エ ロ ン （ I F N ） 治療 し た C 型慢性活動性肝炎100例 に お い て み ら れ た 副 作 用 と そ の 対 策
に つ い て検討 し た 。 全例 ， I F N  a 600 ～ 1  （）（）（）万 I U ／ 日 を 2 週 間 連 日 投与後 週 3 日 22週 間 投 与 し た 。 I F 
N 投与 開始後 1 週間 以内 に は ， ほ ぼ全例で発熱 を 主体 と す る イ ン フ ルエ ン ザ様症状がみ ら れた が解熱剤 の投与
で軽快 し た 。 血小板数が S 万／mnl以下 に な り ， I F N 投与量 を 軽量 し た症例が l 例 あ っ た 。 う つ状態， 間 質性
肺炎， 甲状腺機能充進症， 甲状腺機能低下症， 糖尿病 の悪化 を 呈 し た症例がそ れぞれ l 例 ずつ み ら れた が ， I 
F N 投与 を 中止 し た の は 間 質性肺炎の l 例 の み であ っ た 。 間 質性肺炎 は副腎皮質 ス テ ロ イ ド ホ ルモ ン の投与に
よ っ て 速 や か に 改 善 し た 。 I F N 治療 中 は労作時息切 れ， 咳 な どの 間 質性肺炎の初発症状 や ， 不眠や不安 な ど
の抑 う つ症状 に 注意が必要 と 考 え ら れた 。 ま た ， 精神神経疾患の既往歴や家族歴 の あ る 患者， 自 己免疫性疾患
や糖尿病患者 に対 し て は I F N を慎重 に投与すべ き であ ろ う 。

6 - 1 . c 型慢性肝 炎 に 対す る I F N 再治療の成績

厚生連高 岡 病 院 第一内科 寺 田 光 宏

初 回 500MU以上 の I F N 治療が施行 さ れ， 治療終了 12 カ 月 以内 に A L T の 再 上 昇 を 認 め た 30例 に 対 し ， I 
F N l 回 6 MU を 3 回／週， 24週 （ 17例 ） 及 び48週 （ 13例 ） の再治療 を 施行 し ， そ の 治 療 成 績 を 検討 し た 。 完
全著効率 は24週， 48週及 び全体で， そ れぞれ11 . 1 % ,  7 .7% , 10% で あ っ た 。 ま た ， 完全著効 を 呈 し た 3 例 中 2
例 は血 中 H C V - R N  A量が＋ 3 と 高 ウ イ ル ス 量で あ り ， セ ロ タ イ プは全例 I 型で あ っ た 。 さ ら に ， 初 回 治療
と 再治療時の反応パ タ ー ン の検討で は ， 完全著効例 は いず れ も 初 回治療中 に A L T の持続正常化 と 治療終了時
に血中 H C V - R N  A の 陰性化 を 認 め た 症例 で あ っ た 。 し か し ， 初 回 治療 中 に A L T の持続正常化 と 治療終了
時 に血中 H C V - R N  A の 陰性化 を 認め た症 例 の み を 再治療 の対象 に選 ん で も ， 完全著効が得 ら れ る の は 18.8
% ( 3 /16） と 低率であ っ た 。

6 - 2 . イ ン タ ー フ エ ロ ン 無効例 ， 難治例 の対策

富 山赤十字病 院 内科 宮 際 幹

平成 2 年 4 月 よ り 平成 6 年 8 月 ま で当 院で イ ン タ ー フ エ ロ ン 療法 を 施行 さ れた C 型肝炎49例 の 内 ， 無効例 ，
難治例 （33例 ） を 対象 に検討 し た 。 無効例 ， 難治例 と さ れた33例 は いずれ も ウ イ ル ス 未消失例であ り ， 男 女 比
23 ; 10， 再投与例 （ 1 1例 ） ， 再 々 投与例 （ 4 例 ） さ ら に 初 回投与 時 よ り の病悩期 間 は平均 5 年 2 ヶ 月 で あ っ た 。
イ ン タ ー フ エ ロ ン 療法前 と 現在 の血液生化学値 を 比較検討 し た 。 約 5 年 を 経緯 し て20% 以上の増悪 を み と め た
症例 は ， 血小板 （ 5 例／33例 ， 15% ) , Z T T ( 2 例／お例， 6 % ) , r-gl ( 1 例 ／33例 ， 3 % ） で あ り ， Alb
( 1 例／33例 ， 3 % ) , A / G ( 0 例／33例 ， 0 % ） で あ り ， 血小板数が判 定 に 有用 で、あ っ た 。 血小板数が減少 し
た 14例 の イ ン タ ー フ エ ロ ン 療法後の治療 は U D C  A ( 8 例 ） ， S N M C  ( 1 例 ） ， U D C A + S N M C  ( 2 例 ） ，
無治療 （ 3 例 ） で あ り ， 血小板数減少例の約60% は お お むね コ ン ト ロ ー ル さ れて い た 。
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7 - 1 . c 型慢性肝炎 に対す る I F N 治療後の組織学的長期予後の検討

厚生連高岡病院 第 一 内科 寺 田 光 宏

I F  N 治療前後で組織学的検索 を 施行 し え た72例 を 対象 に ， 治療終了 6 カ 月 の 時点で， A L T 正常， 血 中 H
C V - R N  A 陰性 の 著効群51例， A L T 正常， 血 中 H C V - R N  A 陰性の有効群12例 及 び著効， 有効 以 外 の 無
効群 9 例 の 3 群 問 で ， 肝組織所 見 の 変動 を 検討 し た 。 著効群で は ， Grading は 治療終了 6 カ 月 よ り ， Staging
は 治療終了12 カ 月 よ り 有意 な 改善 を 認め ， 一部の症例で は 4 - 5 年以降で組織学的治癒 を 確認 し た 。 有効群 で
は ， Grading 及 び Staging と も 治療前後で有意 な 変 化 を 認め な か っ たが， 長期無再発例 で は ， Grading 及 び
Staging と も に改善す る 症例が認め ら れた 。 無効群 で は ， Grading 及 び Staging 左 も 治療 前 後 で 有 意 な 変化
を 認め な か っ た 。

7 - 2 . 肝細胞癌合併例 を 中 心 に

富 山県立中央病院 内科 荻 野 英 朗

イ ン タ ー フ エ ロ ン 療法 に よ り 肝細胞癌 （肝癌 ） の 発生が抑制 さ れ る か ど う か を 明 ら か に す る 目 的で， 当 院 な
ら びに 関東逓信病 院 に お い て イ ン タ ー フ エ ロ ン 治療終了後 2 年 以上経過観察 （ 平均 観 察 期 間 38 カ 月 ） さ れ た
449例 を対象 と し て 検討 し た 。 著効群124例 中 2 例 ， 非著効群325例 中 9 例 に肝 癌 の 発生が み ら れ ， 肝 癌 発生率
は そ れぞれ0.62% , 1 . 1  % で あ っ た 。 組織学的進行度で比較す る と 肝組織が進展す る に 従 い ， 肝癌 発生 率 は 増 加
し て い た 。 小俣 ら に よ る 肝癌 の 自 然発生率 と 比較す る と ， stage の低 い症例で肝癌発生率が抑制 さ れ て い た 。
イ ン タ ー フ エ ロ ン 療法後 に 発見 さ れ た肝癌の特徴 で は ， 発見時の最大腫虜径が 2 cm以下が 5 例 ， 7 例 で は 2 cm 
を 越 え て い た 。 肝 癌 に対す る 治療 で は ， T A E が1 1 例 中 5 例， 手術が 4 例， P E I T が 2 例 で選択 さ れていた。
予 後 に つ い て は ， 肝癌の再発 は 1 1例 中 4 例 でみ ら れ， う ち l 例 で肝癌発見後32か月 で肝不全死 し て い た 。

イ ン タ ー フ エ ロ ン 治療 を 行 っ た449例 を 対象 に検討 し た結果11例 （2.4% ） に 肝癌 の 発生 を 認め， イ ン タ ー フ エ
ロ ン 治療後 に も 画像診断等 に よ る 経過観察が必要 と 考 え ら れた 。 ま た ， イ ン タ ー フ エ ロ ン 治療 に よ り 肝癌発生
率 は抑制 さ れ る 可 能性が示唆 さ れ た 。

8 . 今後の イ ン タ ー フ エ ロ ン 療法のあ り 方

富 山 県立 中 央 病 院 内科 鵜 浦 雅 志

C 型肝 炎 の イ ン タ ー フ エ ロ ン 療法 は 1992年 よ り 開始 さ れ， 1995年12月 ま での イ ン タ ー フ エ ロ ン 使 用 額 は 全 国
で約5,500億円 に 達 し て い る 。 こ の 間 ， 富 山 県 （ 人 口 112万 人 ） で の使用額 は40.3億 円 で， 石 川 県 （ 1 17万 人 ） の
47 .8億 円 ， 福井県 （82万 人 ） の50.6億 円 に 比 し て 20-30%程度少 な く ， 富 山 県 で は C 型 肝 炎 の イ ン タ ー フ エ ロ
ン 療法 は 未 だ十分 に は理解 さ れて い な い と 考 え ら れ る 。

各演者か ら 報告 さ れた よ う に ， イ ン タ ー フ エ ロ ン 療法の登場 に よ り ， C 型肝 炎 は不治の病では な く ， 肝癌へ
の 進展 も 阻止 さ れ る 事が明 ら か と な っ て き て い る 。

今後 は ， よ り 一層 の病診連携 を すす め ， 未 だ 多 く 残 さ れ て い る ， 未治療 の C 型肝炎患者 に対 し て積極的 に イ
ン タ ー フ エ ロ ン 療法 を 行 う 必要があ る と 考 え ら れ る 。
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雑 幸震

学 位 授 与

平成 8 年度大学院医学研究科博士課程
学 位 記
番 号 氏 名 博 士 論 文 名

お国
力

み
美

と由ロ固
た
固な演甲

号朗唱EA

医
第

輸液剤 に 含 ま れ る D－乳酸， L－乳 酸 お よ び酢酸 の 血 中 動態 に 関 麻 酔 科
す る 臨床的研究

う え だ てつ ゆ き
医 甲 上 田 哲 之 迷走神経洞結節枝刺 激 に よ る 洞性頻拍抑制 に 関す る 研究
第169号

第 一 外 科

い け だ ひ ろ あ き

医 甲 池 田 宏 明 Generators of v isual evoked potentials investigated by 脳神経外科
第 170号 dipole tracing in the human occipital cortex 

（頭皮， 頭蓋骨 ， 脳脊髄液， 脳 の 困 層 実 形 状 モ デ ル を 用 い た 双
極子追跡法 に よ る 視覚誘発電位の解析）

う え U ら

医 甲 上 原

第171号

たかし
隆 Neonatal lesion of the left entorhinal cortex affects do- 精神神経科

pamine metabolism in the adolescent rat brain 
（幼若期 ラ ッ ト の左側 内嘆皮 質障害は成長期 の 脳 内 ド ー パ ミ ン
神経 に影響す る ）

川
王因。

口
万円J白門i

医
第

ち ゅ いあん し ん全i 新 Distribution and ultrastructure of the stomata connect- 第 一 解 剖
ing the pleural cavity with lymphatics in the rat costal 
pleura 
（ ラ ッ ト 肋骨胸膜 に お け る 胸膜腔 と リ ン パ管 を 連絡す る 小 孔 の
微細構造 と 分布 ）

も り かず お
医 甲 大 森 一 生 Regulation of gelatinase production and invasiveness by 整 形 外 科
第173号 organ specific fibroblasts in high- and low-metastatic 

clones from murine RCT sarcoma 
（ マ ウ ス R c T 肉腫高肺転移株お よ び低肺転 移株 に お け る 異 な
る 臓器 由 来 の線維芽細胞 に よ る ゼ ラ チ ナ ー ゼ 産 生 能 と 浸 潤 能
の調節 ）

4ιよno
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か ど い ち U る

医 甲 門 井 千 春 Disruption of blood-aqueous barrier after topical appli－ 眼 科
第 174号 cation of prostaglandin E 2  in pigmented rabbits. 

Aqueous flare levels , morphologic sites , and inhibit10n 

by nilvadipine 

（ 有 色家 兎 に プ ロ ス タ グ ラ ン ジ ン E2 局所投与後 の 血 液房水柵 の

破綻前房内 フ レ ア 値 ， 形態学 的 部位お よ びニ ル パ ジ ピ ン に よ る

抑制 ）

』 ばや し た か し

医 甲 小 林 隆 司 Transcriptional re巴ilation of the mouse glutamic acid 脳 神経外科

第 175号 decarboxylase 67 gene: structural and functional charac・

terization of the promoter using transgenic mice 

（ マ ウ ス グ ル タ ミ ン 酸脱炭酸酵素67遺伝子の 発現調節 ）

医 甲

第 176号

た か ぱ み ち や す高 羽 道 康 Vasa v asorum of the intracranial arteries 

（頭蓋内動脈 に お け る Vasa vasorum) 

脳神経外科

医 甲

第 177号

高 村 雄 策 Place and behavioral correlates of lateral septal neurons 

during performance of spatial tasks in rats 

（ 空 間 課題遂行 中 の ラ ッ ト 外側 中 隔核ニ ュ ー ロ ン の 空 間 応 答特

性 ）
Postlaminectomy adhesion of the cauda equina 整 形 外 科

l : Postoperative changes of vascular permeability of the 

cauda equina in rats 

2 : Inhibitory effects of anti-inflammatory drugs on 

第 二 生 理

な か の ま さ と
医 甲 中 野 正 人

第 178号

cauda equina adhesion in rats 

（腰椎椎弓切除後の 馬尾癒着

1 ： ラ ッ ト 腰椎後方浸襲 に よ る 馬 尾血管透過性元進 と 癒着

2 ： ラ ッ ト 腰椎 後方浸襲 後 に 発生す る 馬尾癒着の抑制 ）

ら
41
む
4f

付
中甲・

口
十ワnwd

 

司i

医

第

ひろ し

宏 Intracortical inhibition and facilitation after 整 形 外 科

transcranial magnetic stimulation in humans 

（ ヒ ト の経頭蓋磁気刺激 に よ る 大脳 皮 質 内 抑制 お よ び促進 ）

札
木
は
44因。

口
方nu

 

口δ1A

 

医

第

ぐで き秀 樹 Different effects of class le and III antiarr、｝

on vagotonic atr、ial fibrillation in the canine heart 

（ 迷走神経刺 激 に よ る 心房細動 に対す る 抗不整脈 薬 の 効 果 ： le

群 薬 と III 群薬 の 比較）

U ん だ た だ し

医 甲 飯 田 唯 史 Effects of hydrostatic pressure on matrix synthesis and 整 形 外 科

第 181号 matrix metalloproteinase production in the human lum-

bar intervertebral disc 

（ 静水圧 が ヒ ト 腰椎椎 間板基質合成お よ び分 解 酵素 産 生 に 及 ぼ

す影響 ）

円FUOO
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か し い よ し ろ う
医 甲 菓子井 良 部 Analysis of T-cell receptor V (3 repertoire in liver- 第 三 内 科
第 182号 infiltrating lymphocytes in chronic hepatitis C 

( C 型慢性肝 炎 例 の 肝内浸潤 リ ン パ球 に お け る T 細胞 受 容 体 V
F レ パ ト ア の解析 ）

みや も と め ぐ み
医 甲 宮 元 芽久美 Effect of interleukin 8 on production of tumor- 第 三 内 科
第18.3号 associated substances and autocrine growth of human 

liver and pancreatic cancer cells 
（ ヒ ト 培養肝癌細胞 と 騨癌細胞の オ ー ト ク ラ イ ン 増 殖 と 腫蕩 関
連物 質 の 産生 に 及 ぼす IL-8 の影響 ）

う回
天甲

号但

医
第

主 語、 Sequential subtraction scintigraphy with 吋c-RBC for 放 射 線 科
the early detection of gastrointestinal bleeding and cal-
culation of bleeding rates : phantom and animal studies 
( 99mTc-RBC 減算 シ ン チ に よ る 消化管出 血 の 早期 診 断お よ び出
血速度 の 算 出 ： フ ァ ン ト ム 模擬 出 血 な ら び に 動物 モ デ ル に よ
る 検討 ）

き い と う も と 」
医 申 膏 藤 素 子 Experimental study of an artificial esophagus using a 第 二 外 科
第185号 collagen sponge and split thickness skin 

( Collagen-sponge と 分層 皮 膚 を 用 い た 人工食道 に 関 す る 実験
的研究）

医 甲 ナ ツ イ ールロスディ アナ A novel venom protein in an Asian bee ( Apis cerana 第 一 病 理
第186号 indica) with an affinity to human alpha 1-microglobulin 

（ ア ジ ア パチ の ハチ毒中 に 認め ら れた新 し い 蛋 白 成 分 に 関 す る
研究 ）

ふる た ひで と し
医 甲 古 田 豪 記 Double cardiomyoplasty の基礎的研究
第 187号

第 一 外 科

お雄き刀臼
凶
下

村
山甲

号ω山

医
第

心表面高周波 ア プ レ ー シ ョ ン 法 を 用 い た 迷 走神 経心臓枝 の 選
択的遮断 に 関す る 研究

第 一 外 科

ょ こ や ま よ し の ぶ

医 甲 横 山 義 信
第189号

ヒ ト 食道癌培養細胞 に お け る 企12-prostaglandin J 2 ( l:.12-PGJ 2 ) 
と 温熱処理 の 併 用効果の検討

第 二 外 科

医 甲 挑
第190号

立 Clinicopathological significance of bcl-2 and p53 expres- 歯科口 腔外科
sions in tongue squamous cell carcinomas 
（舌扇平上皮癌 に お け る bcl-2 と p53発現の 臨床病理学的意義）

円台Uno
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日
曜啓

村
一敬甲

号nwu

 

医

第
嘆 抗原頻 回投与 に よ る 所属 リ ン パ節内抗原提示細胞

FDC （ 漉胞樹状細胞） お よ び IDC （ 指状献入細胞） の変化
第 二 病 理

医 甲 奨
第 192号

ち い え ん ち ゅ いん

建 軍 富 山 県神通川流域 カ ド ミ ウ ム 環 境 汚 染 地域住 民 の 尿 細 管 障 害 公 衆 衛 生
に 関す る 追跡研究

内
山

村
中乙

口
方po

 

qb

 

円ノ臼

医
第

ばや し つね ゆき
医 乙 小 林 恒 之

第227号

日
郎

恥
圭

対一抗
鬼乙

号n6

 

nJ山円ノUM

医
第

い が ら し よ し か ず

医 乙 五十嵐 良 和

第229号

さ か い し ん や

医 乙 酒 井 伸 也

第230号

平成 8 年度医学博士 （論文博士）
喬 発癌過程 に対す る 石綿の作用 に 関す る 実験的研究 保 健 医 学

Context-dependent representation in rat hippocampal 
place neurons 
（ ラ ッ ト 海馬体場所 ニ ュ ー ロ ン に お け る 文脈依存 的表現）

第 二 生 理

Early cytopathic features in rat ischemia model and re・
construction by neural graft 
（ ラ ッ ト 脳 虚血 モ デ ル の急性期細胞損傷像お よ び神 経 移植 に よ
る 機能の再建）

脳神経外科

Glycoconjugates in the vestibular organs as revealed by 
the silver methenamine method 
（ メ テ ナ ミ ン 銀染色法 に よ る 内耳前庭複合糖質の観察）

耳 鼻 科

マ ウ ス マ ク ロ フ ァ ー ジ 細胞株 RAW264.7 に よ る Macrophage 和漢診療部
Inflammatory Protein-2 産生 に 対す る フ ェ ル ラ 酸の抑制効果
に 関す る 研究

第231号

や ま か わ よ し ひろ
医 乙 山 川 義 寛 Detection of the BC24 transforming fragment of the her- 産 婦 人 科

u
h
m
 

日
宏

は
島

川
飯乙

号円ノU円。n，山

医

第

ゆ か わ と も よ

医 乙 湯 川 倫 代

第233号

pes simplex virus type 2 ( HSV-2) DNA in cervical carci
noma tissue by polymerase chain reaction ( PCR) 
（ 子宮頚癌組織 に お け る 単純 へ ルベ ス ウ イ ル ス 2 型 DNA BC24 
transforming fragment の検 出 ）

Effects of Toki寸iakuyaku-san on the expression of Fe 和漢診療部
receptors and CR3 on macrophages in mice 
（ マ ウ ス マ ク ロ フ ァ ー ジの Fc レ セ プ タ ー お よ び CR3 発現 に 対
す る 当 帰埼薬散 の影響 ）

Prophylactic treatment of cytomegalovirus infection 脳神経外科
with traditional herbs 
（ 和 漢薬 に よ る サ イ ト メ ガ ロ ウ イ ル ス 感染症 に 対 す る 予 防 的 治
療効果）

- 84 -
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医 乙 野 田 佐知子
第234号

わ き

医 乙 脇
第235号

日 本人小児の流涙 を 訴 え る 疾患の研究 H艮 科

博 樹 悪性匹細胞腫蕩 に 用 い ら れ る 抗癌剤の卵巣毒性 に 関す る 研究 産 婦 人 科

す ぎ や ま えい じ
医 乙 杉 山 英 一
第236号

か
佳

ち
千

日ハ〈口
μ
園乙

号円i円。。ム
医
第

つつみ
医 乙 堤
第238号

Interleukin-4 inhibits prostaglandin E 2 production by 第 一 内 科
freshly prepared adherent rheumatoid synovial cells via 
inhibition of biosynthesis and gene expression of cyclo-
oxygenase II but not of cyclo-oxygenase I 
（ イ ン タ ー ロ イ キ ン 4 は シ ク ロ オ キ シ ゲナ ー ゼ I で な く シ ク ロ
オ キ シ ゲナ ー ゼ、 E の遺伝子 発現お よ び蛋 白 合成 の 抑 制 を 介 し
て慢性関節 リ ウ マ チ滑膜細胞 の プ ロ ス タ グ ラ ン ジ ン E2 の 産生
を 抑制す る ）

Effect of a novel immunosuppressant , FK506, on sponta
neous lupus nephritis in MRL/MpJ-lpr/lpr mice 
( M RL/MpJ-lpr /lpr マ ウ ス の ル ー プス 腎病 変 に 対す る 新 し
い免疫抑制剤FK回6の効果 ）

第 二 内 科

学 糖尿病患者 に お け る 睡 眠時呼吸障害 と 脳 波 と の 関連 精神神経科

か わ に し ち え み
医 乙 川 西 千恵美 Effects of SART (repeated cold) stress on feeding, 脳神経外科
第239号 avoidance behavior and pain related nerve fiber activity 

（ 摂 食 ， 回 避 行 動 お よ び痛 覚 に 関 連 し た 神 経 応 答 に 対 す る
SART （ 反復寒冷） ス ト レ ス の影響 ）

4よ か と う し ん い ち
医 乙 中 藤 真 一 Effects of coil orientation and magnetic field shield on 整 形 外 科
第240号 transcranial magnetic stimulation in cats 

（ ネ コ 経頭蓋磁気刺 激に対す る コ イ ル角 お よ び磁気 シ ー ル ド の
効果 ）
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ゆたか
裕 ラ ッ ト 肝 の セ リ ン デ ヒ ド ラ タ ー ゼ 転 写 因 子 DBP お よ び 第 二 外 科

HMG-CoA レ ダ ク タ ー ゼ mRNA レ ベ ル の 日 内 リ ズ ム に 関 す
る 研究

も り た かっ 」
医 乙 盛 田 克 子 Cutaneous ultrastructural features of the flaky skin 皮 膚 科
第242号 mouse mutation 

（乾癖モ デルマ ウ ス の皮膚微細構造 ）
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富山 医科薬科大学医学会誌投稿規定

1 投 稿 資 格 原則 と し て 富 山 医科薬科大学 医学
会会員 に 限 る 。

2 投稿の種類 総説， 原著， 症例報告， 短報， お
よ び当 地方 で 開催 さ れ， 編 集委員 会が適 当 と
認め た学会 な どの記録お よ び抄録 な ど， 原 稿
表紙 に 明記す る 。

3 執 筆 規 定 以下の規定 に 従 う 。
A 和 文 論 文

a ） 原稿の形式 表紙， 和 文要 旨， 本文， 文 献 ，
英文抄録， 表， 図 の順 と し ， コ ピ ー 2 部 と と
も に提出 す る 。

b ） 要 旨 と 長 さ 用 紙 は A 4 ワ ー プ ロ の原稿 と す
る 。 ダ ブル ス ペ ー ス で 1 頁25行程度 と し ， 原
則 と し て 図表 5 枚 以 内 。

c ） 表紙の記載順序 投稿 の種類， 和文題名 ， 著
者 名 ， 所属 名 ． 英文題 名 ， ロ ー マ字の 著 者 名
（ 例 Tadashi KAWASAKI ） ， 英文所属 名 ，
Key words （ 英文， 5 語以 内 ） ' 20字 以 内 の
ラ ン ニ ン グ タ イ ト ル ， 本文総枚数， 表， 図 の
各枚数， 別刷希望数 （50部単位， 朱書） と し ，
編集部への希望事項 は 別 紙 に 記入添付す る 。

d ） 和文要 旨 と 英文要 旨 和 文 要 旨 は 400字 以 内
と す る 。 英 文要 旨 は英文校 閲者 に よ る 校 閲 を
受 け ， 200語 以内 で 夕、 プ ル ス ペ ー ス で タ イ プ
す る 。

e ） 本文形式 原著の項 目 は は じ め に 司 材料 お よ
ぴ方法， 結果， 考察の順 と す る か こ れ に 準 じ
た形式がの ぞ ま し い 。 各項 目 の細分は次の よ
う に す る 。 I , II ， … … ， A , B ， … … ，  1 ' 
2 , … … ，  a ,  b , … ・ ・ ・ ， ( 1 ) , ( 2 ) ,  … … ，  図
表の説明 は 原則 と し て英文 と す る 。 謝辞 ま た
は こ れ に 準 じ る も の は 本文末尾 に記載す る 。

f ） 書体 と 用語 現代 か な づか い の ひ ら が な ， 当
用 漢字 を 用 い ， 十分に推敵 し た 原稿 と す る 。
乱雑 な 原稿 は受 け付 け な い 。 句読点， 括 弧 は
正確 に つ け 1 字分 と し て あ け る 。 本文 中 の 英
文単語は原則 と し て 語 尾 は 文 中 で は 小文字，
文頭での み大文字。 学 名 は ア ン ダ ー ラ イ ン を
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付す 。 術語は 日 本医学会用語委員会制定の 用
語 を 用 い る 。

g ） 度量 衡 の 単位 お よ び略号 単 位 は 国 際 単 位
( S. I ） を 用 い ， ピ リ オ ド を つ け な い 。 次 の 例
に 準ず る 。 ［ 長 さ ］ m,  cm, mm, µ m, nm, 
A 。 ［重 さ ］ kg, g, mg, µ g 。 ［ 面積 ］ m2 , 
mm2 。 ［体積］ mヘ cm3 , mm3 o ［ 容 積 ］ 1 ,  
ml, µ 1。 ［ モ ル 数 ・ 濃 度 等 ］ mol, mmol, 
µ mol ,  nmol, pmol, M ( mol/ liter ) ,  Eq, 
N( normal ) ,  % , ［ 時 間 ］ d （ 日 ） ' h （ 時 ） ， min 
（ 分 ） ' s （ 秒 ） ， ms, µ s。 ［ 濃 度 ］ ℃ 。 ［ 圧 力 ］
mmHg, mbar。 ［ 電 気 ］ V (volt ) ,  A (am
pere ) ,  Hz ( cycles/ sec ） 。 ［放射線］ Ci, cpm, 
r (rontgen) ,  ［ そ の 他 ］ g ( gravity ) ,  LDs o ,  

ED s o (median doses ） 。 ［ 光学異性体］ d- , 1- ,  
dll。 ［投与法 ］ iv , ip, im, sc, po。 ［ 統 計 ］
SD, SEM o 

h ） 文 献 引 用 順 に 本文 中 の引 用箇所右 肩
に 片括弧 （ 例……Sase ' l ） で番号 を 付 し ， 次
の例 の記載法で末尾 に 番号 順 に ま と め る 。 著
者が 5 名 以上 の場合 は 最 初 の 3 名 を 記 し ， あ
と は 「 ほ か」 （ 本文 で は et al . ） と す る 。 と
く に 句読点 に注意す る 。
和 文原著文献
1 ） 久世照五， 八木欲一郎， 伊藤祐輔 ほ か ・

[ 1  " C］－酢酸 ・ Na投与 後 の 呼 気 1 ' C0 2
排 出 と ＇ ＇ C 体 内 分布 ． 麻酔 34 ： 担9 -

655, 1985. 
和 文単行本
2 ） 田沢賢次 ： ス ト ーマの合併症 と その対策一

皮 膚 傷 害 一 ． ス 卜 ー マ ケ ア 基礎 と 実 際
（ ス ト ー マ リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 講 習 会 実
行委員 会 編 ） : 209 - 225 . 金 原 出 版 ，
東京， 1986.

英文原著文献
3 ) Kamimura K. , Takasu T. and Ahmed 

A. : Asurvey of mosquitoes in Karachi 
area, Pakistan. J. Pakistan Med. Ass. 
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36 : 181 - 188, 1986. 
英文単行本
4 ) Nakata T. and Katayama T. : Changes 

in human adrenal catecholamines 
with age. In : Urology(Jardan A. ed. ) :  
404 406. International B’Urologie, 
Paris, 1986. 

引 用雑誌の略称は 「 日 本 自 然科学雑誌総覧J
お よ び “ INDEX MEDICUS” に準ずる 。

i ） 表司 図 大 き さ の 限度は刷 り 上が り 1 頁 以 内
に お さ ま る も の と し ， 本文 と は 別 に ま と め ，
Table 1 か表 1 , Fig. 1 か 図 1 と し て ， 本 文
中 に挿入すべ き 場所 を 明記す る 。 図 は 白紙 ま
た は薄青色方眼紙 に 図 中 の 文 字 を 含み黒で原
則 と し て そ の ま ま 凸版原図 と な る よ う 清書す
る 。 図表お よ びそ の説 明 は 英文 ま た は和 文 に
統一す る 。

B 欧 文 論 文
a ） 原稿の形式 表紙， 英文抄録， 本文， 文 献 ，

和 文要 旨， 表， 図の順 と し ， コ ピ ー 2 部 と と
も に提 出す る 。 原稿 は英文校閲者の校聞 を 受
け る こ と 。 不完全 な も の は校閲科 （ 添削 料 ）
を 請求す る こ と があ る 。

b ） 用紙 と 長 さ A 4 版 タ イ プ用 紙 に ワ ー プロ で
打つ 。 ダ ブ ル ス ペ ー ス で l 頁25行 と し ， 原 則
と し て 図表 5 枚以 内 。

c ） 表紙の記載順序 欧文題名 ， 欧文著者 名 ， 欧
文所属 名 ， Key words 5 語 （ 英 文 ） , 40字 以
内 の 欧文 ラ ン ニ ン グ タ イ ト ル ， 本文総枚数，
和 文題 目 ， 和 文著者 名 ， 和文要 旨 ， 表 ， 図 の
各枚数， 別刷希望数 （50部単位， 朱書） と し，
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編集部への希望事項 は 別 紙 に 記入添付す る 。
d ） 英文要 旨 と 和文要旨 英文要旨は ダブルスベ←

ス で タ イ プ し200語以内 。 和訳原稿 を つ け る 。
和 文要 旨 は400字以 内 と す る 。

e ） 本文の形式 度量衡の 単位お よ び略号， 図表
は和文原稿 e ) g ) i ） に そ れぞれ準拠す る 。

f ） 文 献 和文原稿 h ） の 欧文原著文献 と
欧文単行本に準拠す る 。

4 原稿の依頼， 採否司 掲載順序 編集委員会 が決
定す る 。 編集委員 会 は 富 山医科薬科大学医学会
編 集理事 と 他の編集委員 で構成す る 。 論文は 2
名 以上 の 編 集委員 ま た は 編 集協力者 に よ り 査読
さ れ る 。

掲載決定後， 最終原稿 と ， MS-DOSテ キ ス ト
文 ， ま た はマ ッ キ ン ト ッ シ ュ を 使 っ て 作成 し た
フ ロ ッ ピ デ ィ ス ク を提 出 す る こ と 。

5 校 正 初校 を 著者 の 責任 に お い て行 う 。
原 則 と し て 原 文 の変更追加 は認め な い 。

6 掲載料， 別刷費用 本文 ・ 図 表 を 含め刷 り 上 り
6 頁 ま で は 1 頁 当 り 5刈ゆ 円 ， 7 頁 以 上 10頁 ま
で は 1 頁 に つ き 9，αm円 ， 1 1 頁 を 越 え る も の は
実 費 を 請求す る 。 特別 な 費用 を 要す図表 な ど は
実 費 を 申 し 受け る 。 ア ー ト 紙 、 カ ラ ー 写真 な ど
の 印刷で， と く に 別刷は50部 ま で無料， そ れ 以
上 の 別刷 費 用 は 送料 を 含め ， 著者負担 と す る 。

7 原稿の送 り 先 干 930- 01 富 山市杉谷2630
富 山医科薬科大学附属 図書館内

Toyama Medical Journal 編集委員会
19.鴎年 1 月 5 日 制 定
1994年 3 月 22 日 改訂
1悌6年 2 月 9 日 改訂
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編 集 後 記
桜 の 開 花が西国 の あ ち こ ち か ら 報 じ ら れ て

お り ま す。 大学で は ， 退官 さ れ る 教授の 最 終
講義や記念会 な どの諸行事が開催 さ れ る 時期
で も あ り ま す。 本号 に は先 日 行 わ れ ま し た 第
二外科学講座藤巻雅夫教授の最終講義 で の ご
講演要 旨 が掲載 さ れて い ま す 。 先生がラ イ フ
ワ ー ク と さ れ た 食道癌の 治療 に 関 し て な さ れ
た ご業績， と り わ け手術療 法 に お い て ， い わ
ゆ る 発想の転換か ら 生み 出 さ れた ， 素晴 ら し
い新術式への大変革 に は ， 同 じ く メ ス を も っ
て 治療 を 行 っ て い る 一 人 と し て あ ら た め て敬
意 を 表す る 次第です。 先生 の 益 々 の ご活躍 と
ご健康 を 祈念 し ， 開学以来の長年 に わ た る

ご貢献 に こ の 場 を お 借 り し て 御 礼 を 申 し 上 げ
ま す。

ま た ， 去 る 3 月 21 日 に 行 わ れ ま し た 医 学 科
の 3 名 の新教授 と こ れ ま で の びの び に な っ て
い ま し た看護学 科 の 4 名 の 教授 の 就任講演 の
要 旨 も 掲載 さ れ て お り ま す 。 所 用 に て 残 念 な
が ら 拝聴で き な か っ た 私 に は ， 本 号 を 通 し て
諸先生 の こ れ ま で の ご研 究 の 経 緯 を 伺 い 知 る
こ と がで き る も の と 今 か ら 楽 し み に し て お り
ま す 。 皆 さ ん の 今 後 の さ ら な る ご発 展 を 祈 念
し ， 本医学会へ の 一 層 の ご尽 力 を い た だ け ま
す よ う お願いす る 次第です。

（ 泉 隆一）

編 集 委 員
渡 辺 明 治 （ 委員 長 ， 内科学 ）

泉 陸 一 （ 産科婦人科学） 古 谷 田 裕 久 （ 生化学 ）
加須屋 賓 （公衆衛生 学 ） 高 田 正 信 （ 内科学 ）
上 村 清 （寄生虫学） 高 間 静 子 （ 基礎看護学）
倉 知 正 佳 （ 神経精神 医 学 ） 田 j畢 賢 次 （ 成 人看護学， 外科学 ）
小 泉 富美朝 （ 病理学） 村 口 篤 （ 免疫学）

（ ア イ ウ エ オ 川買 ）
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