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Step_2 Step_3 

絵本「くませんせいのSOS」を鈴木優
ゆ

杏
あん

さん（小４）、

鈴木至
し

桜
おう

君（小１）、伊藤蓮
れ く

久君（小２）、高橋柊
と あ

碧さ

ん（小２）、渡邉柑
か お

生君（小１）の５人が朗読

医
師
が
不
足
、
病
院
が
不
足
。

何
も
か
も
が
不
足
。
で
は
、

医
師
を
増
や
せ
ば
健
康
な
人
は
増

え
る
の
で
し
ょ
う
か
。
病
院
を
増

や
し
た
ら
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
の

で
し
ょ
う
か
―
―
。

　

目
か
ら
鱗

う
ろ
こ

の
言
葉
の
数
々
は
、

本
気
で
地
域
医
療
を
守
り
、
支
え
、

育
て
て
き
た
藤
本
さ
ん
だ
か
ら
こ

そ
。「
健
康
も
、
安
心
も
、
人
任
せ

で
は
な
く
、
自
分
で
つ
く
る
も
の
。

住
民
、
医
療
、
保
健
、
福
祉
、
行
政

な
ど
が
連
携
し
、
支
え
合
っ
て
暮

ら
せ
る
地
域
を
つ
く
る
べ
き
で
す
」

と
一
人
一
人
の
意
識
を
変
え
な
い
限

り
、
健
康
や
安
心
を
手
に
入
れ
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
訴
え
た
。

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人「
地
域
医
療
を

育
て
る
会
」（
会
員
25
人
）

理
事
長
の
藤
本
晴
枝
さ
ん
。「
対
話

す
る
地
域
医
療
」
を
育
て
よ
う
と

２
０
０
５
年
４
月
に
会
を
立
ち
上

げ
た（
同
年
11
月
に
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

に
）。
住
民
、
医
療
、
保
健
、
福
祉
、

行
政
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
人

た
ち
が
集
ま
り
、
対
等
な
立
場
で

互
い
の
知
恵
と
力
を
出
し
合
う
場

を
創
出
し
て
い
る
。

　

藤
本
さ
ん
が
住
む
東
金
市
は
、

千
葉
県
東
部
の
山
武
地
域（
東
金

市
、
山
武
市
、
大
網
白
里
市
、
横
芝

光
町
、
九
十
九
里
町
、
芝
山
町
）
に

あ
る
。
都
心
に
医
師
が
集
中
す
る

た
め
、
東
京
周
辺
地
域
の
医
師
数

は
全
国
平
均
を
下
回
る
。
そ
の
中

★追跡特集

地域で育む
医療のカタチ
―アサガオの育て方―

で
も
山
武
地
域
の
医
師
数
は
千
葉

県
で
最
も
少
な
く
、
全
国
平
均
の

半
数
だ
。

　

以
前
、
藤
本
さ
ん
が
、
あ
る
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し
た
際
、
住
民

は「
〜
し
て
ほ
し
い
」「
〜
し
て
く

れ
な
い
」
と
言
い
、
行
政
や
医
療
関

係
者
は「
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
」
を
繰
り
返
し
て
い
た
と

い
う
。
住
民
は「
〜
し
て
く
れ
」
と

誰
か
に
依
存
す
る
だ
け
で
い
い
の

か
？　

行
政
や
医
療
関
係
者
だ
け

が
対
策
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
か
？　

医
療
機
関
は
、
必
要

な
情
報
を
住
民
に
伝
え
て
い
る
の

か
？　

こ
う
し
た
疑
問
が
、
藤
本

さ
ん
を
動
か
し
た
。

　
「
地
域
医
療
を
育
て
る
会
」
の
活

動
の
一
つ
は
、
情
報
発
信
。
情
報
紙

や
絵
本
な
ど
を
作
成
し
、
医
療
や

行
政
が
困
っ
て
い
る
こ
と
は
何
か
、

問
題
解
決
の
た
め
に
は
何
が
で
き

る
の
か
を
訴
え
た
。「
自
分
の
都
合

で
病
院
に
か
か
る
と
医
師
の
負
担

は
大
き
く
な
る
。
そ
れ
を
止
め
る

こ
と
が
、
医
師
不
足
の
解
消
に
大

切
な
こ
と
」
と
広
く
知
ら
せ
る
必

要
が
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
情
報
発
信
は
一
方
通

行
。
分
か
ら
な
い
こ
と
や
聞
き
た

い
こ
と
が
あ
る
時
に
、
み
ん
な
で
話

し
合
う
場
が
必
要
だ
っ
た
。

　
「
何
が
問
題
か
を
話
し
合
い
、
ど

う
し
た
ら
い
い
の
か
を
考
え
る
、対

話
の
場
所
が
必
要
で
し
た
」
と
藤

本
理
事
長
は
振
り
返
る
。

今
後
の
課
題
は「
病
気
予
防
」。

検
診
を
受
け
な
い
人
や
健

康
に
気
を
付
け
よ
う
と
し
な
い
人

を
ど
う
す
る
か
だ
。

　

大
切
な
人
の
た
め
に
い
つ
ま
で

も
健
康
で
い
た
い
と
願
い
、健
康
を

気
遣
う
人
が
多
い
地
域
は
、
人
間

関
係
が
良
好
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が

多
い
と
い
う
。

　
「
人
は
一
人
で
は
生
き
て
い
け
ま

せ
ん
。
誰
か
の
た
め
に
生
き
た
い
、

誰
か
の
支
え
に
な
り
た
い
、
そ
う

思
え
る
誰
か
に
出
会
え
る
地
域
づ

く
り
を
し
ま
し
ょ
う
。
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
の
力
が
健
康
を
つ
く
る
の

で
す
」
と
き
っ
ぱ
り
。

　

自
分
が
変
わ
れ
ば
地
域
が
変
わ

る
。
地
域
が
変
わ
れ
ば
医
療
が
変

わ
る
。
も
う
お
客
さ
ま
で
は
い
ら

れ
な
い
。
東
金
の
医
療
を
救
っ
た

信
念
は
、
今
で
も
変
わ
ら
な
い
。

医
師
不
足
を
は
じ
め
、
香
美
町
の

医
療
は
厳
し
い
状
況
だ
。

　

尾
崎
室
長
は「
住
民
と
医
療
者

が
互
い
に
分
か
り
合
お
う
と
し
て

い
る
姿
は
、
す
ご
い
で
す
」と
驚
く
。

さ
ら
に
、「
誰
も
が
生
ま
れ
育
っ
た

古
里
へ
愛
着
が
あ
り
ま
す
。
ず
っ

と
安
心
し
て
暮
ら
す
た
め
に
は
、

何
を
す
べ
き
か
を
医
療
関
係
者
だ

け
で
な
く
、
住
民
が
一
緒
に
考
え
な

け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
実

行
さ
れ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど

地
域
を
動
か
す
力
に
つ
な
が
っ
て

い
る
の
で
す
ね
」
と
も
。

　

香
美
町
も
地
域
医
療
の
フ
ォ
ー

ラ
ム
や
巡
回
講
座
を
開
い
て
、
関

係
を
深
め
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ

を
確
実
に
機
能
さ
せ
る
た
め
に
も
、

「
住
民
組
織
は
不
可
欠
」
と
感
じ
て

い
る
。

藤本晴枝　ふじもと・はるえ
NPO 法人地域医療を育てる会理事長。1996 

年東京から千葉県東金市に移住。ボランティア

活動をしながら04 年、山武地域医療センター

構想策定委員会アドバイザーに就任。05 年４

月、地域医療を育てる会を設立、理事長に就任

1_多くの参加者が講演を熱心に聴いた／２_会場には千厩高校美術部が作成した「地
域医療を守る」をテーマにしたポスターも展示された／３_兵庫県香美町健康課地域
医療対策室の尾崎桂子室長

朝
顔
の
た
ね
を
は
じ
め
、
い
く

つ
も
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団

体
が
活
動
す
る
一
関
市
を
視
察
す

る
人
は
少
な
く
な
い
。

　

兵
庫
県
北
部
の
香か

み美
町ち

ょ
うは
人
口

２
万
人
。
高
齢
化
率
は
県
内
で
最

も
高
い
34
％
だ
。
同
町
地
域
医
療

対
策
室
の
尾
崎
桂け

い

子こ

室
長
は
、
本

市
の
取
り
組
み
を
注
目
す
る
一
人
。

病
気
を
治
す
医
療
の
時
代
、

患
者
は
受
け
身
だ
っ
た
。

だ
が
、
こ
れ
ま
で
と
打
っ
て
変
わ

り
、
自
分
た
ち
の
医
療
と
し
て
考

え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時

代
を
迎
え
て
い
る
。

　

医
師
で
な
い
私
た
ち
が
医
療
を

施
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
、
医

師
が
働
き
や
す
い
ま
ち
、
医
師
が

暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
を
つ
く
る
こ

と
は
で
き
る
。
居
心
地
の
良
い
病

院
、
医
師
と
の
良
好
な
人
間
関
係

を
築
い
て
い
く
こ
と
は
で
き
る
。　

　
「
病
院
は
お
ら
ほ
の
町
の
宝
」
だ
。

宝
を
知
り
、
学
び
、
そ
し
て
多
く
の

人
へ
伝
え
て
い
く
こ
と
は
、
安
心
し

て
暮
ら
せ
る
地
域
を
守
り
、
育
て

る
こ
と
で
も
あ
る
。

　

あ
な
た
に
も
、
き
っ
と
で
き
る
こ

と
が
あ
る
は
ず
。

伝
え
て

　1981年以降、死亡原因の１位は「が

ん」。現在は、２人に１人ががんになる

ともいわれている。
　一関在宅緩和支援ネットワーク

（IZAK）主催の「『がん』を知るフォー

ラムinいちのせき2012」は２月９日、
一関文化センター中ホールで行われ、
がん医療の開拓記などを描くノンフィ

クション作家で評論家の柳田邦男さん

が「豊かな生と死を考える」をテーマ

に講演した。客席は満席。医療に関す

る関心の高さがうかがえた。
　県内の在宅で看取る割合はわずか

７％。一関市内はその半数以下の３％
だ。つまり、ほとんどが病院で亡くな

るという。死ぬ場所として病院はふさ

わしいのだろうか。医師は痛みを和ら

げることはできる。しかし、心のケアや

生活を支えるのは家族や周りの人たち

だ。治す医療から支える医療、全人的
ケアへとウエートは移り始めており、
医師、看護師、ケアマネージャー、介
護員、ボランティアが同じ視点で患者
と向き合っていかなければならない。
　柳田さんは「死を否定的に考えず、
いかに最期まで生き切るかを考えるべ

き」と話し、生き直す力を見つける大
切さを訴えた。
　講演に続き、「自宅で看取るという

こと」と題したシンポジウムが行われ、
訪問看護師や患者の家族などが、それ

ぞれの立場から意見を交換した。参加
者は、治療の進展や緩和ケアの普及
で、がんに対するとらえ方が変わって

きている現実を学んだ。

学んで

「がん」から看取りまで

最期まで自分らしく

生き抜く方法を考える

「がん」を知るフォーラムinいちのせき

一
人
一
人
の
意
識
が
地
域
、
医
療
を
変
え
、

古
里
の
地
域
医
療
を
育
て
る
糧
に
な
る

子供のいざという時の相談窓口

●おかあさんのための救急＆予防サイト「こ

どもの救急」 　夜間や休日など診療時間外
に病院で受診するかどうかの判断の参考に

なるホームページです。子供の状態をクリッ

クして、救急車を呼ぶか、病院に行くか、家
で様子を見るかの判断材料にしてください。
ホームページ　http://kodomo-qq.jp/

●こども救急電話相談　夜間に子どもの具
合が悪くなったとき、まずは相談してくださ

い。看護師が相談に応じます。
☎ 019-605-9000 または☎ #8000 

住民、医療、保健、福祉、行政が対話する場を

「ＮＰＯ法人地域医療を育てる会」に学ぶ
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