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▲騒岬澤・
消翼潮田
証

私
は
、

自
治
医
科
大
学
大
学
院
を
卒
業

し
た
後
、

自
治
医
科
大
学
消
化
器
内
科
助

手
と
し
て
勤
務
し
て
お
り
ま
し
た
が
、

卒

後
十
年
を
契
機
と
し
、

今
年
の
四
月
か
ら

故
郷
の
下
都
賀
総
合
病
院
に
帰

っ
て
来
た

医
師
で
す
。

今
年
の
四
月
、

消
化
器
疾
患

に
つ
い
て
の
研
究

の
成
果
が
認
め
ら
れ
、

日
本
消
化
器
病
学
会
奨
励
賞
を
受
賞

い
た

し
ま
し
た
。

以
下
の
話
の
内
容
は
、

ア
メ

リ
カ
消
化
器
病
学
会
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
消
化

器
病
学
会
、

ボ
ス
ト
ン
ペ
プ
チ
ド
学
会
等

の
海
外
で
行
わ
れ
た
国
際
学
会
に
て
七
回

ほ
ど
発
表
し
て
参
り
ま
し
た
内
容
で
す
が
、

今
回
は
こ
の
新
し
い
医
学
の
進
歩
を
、

愛

す
べ
き
郷
上
の
皆
様
に
説
明
さ
せ
て
頂
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

＊
慢
性
胃
炎
と
は
何
者
？

慢
性
胃
炎
か
ら

胃
癌
ま
で
の
流
れ

内
視
鏡
校
査

含
日
カ
メ
ラ
）
や
バ
リ
ウ
ム

の
検
査
に
て

「慢
性
胃
炎

（ま
ん
せ
い
い
え

ん
と

や

「萎
縮
性
胃
炎

（
い
し
ゅ
く
せ
い

い
え
ん
と

と
言
わ
れ
た
方
は
多

い
と
思
い

ま
す
。
し
か
し
、

こ
れ
が
ど
う

い
う
状
態

な
の
か
、

息
者
さ
ん
が
お
読
み
に
な
る
た

め
に
わ
か
り
や
す
く
説
明
さ
れ
た
も
の
は

有
り
ま
せ
ん
。
胃
の
病
気
に
つ
い
て
正
し

い
知
識
を
持
ち
、

こ
の
故
郷
か
ら
進
行
胃

癌
で
苦
し
む
人
を

一
人
で
も
減
ら
し
て
頂

き
た
い
と
切
に
望
み
ま
す
。

「慢
性
胃
炎
」
と
は
、

胃
の
粘
膜
に
白
血

球
が
集
ま

っ
て
、

常
に
じ
わ
じ
わ
と
し
た

慢
性
的
な
炎
症
を
起
こ
し
て
い
る
状
態
を

言
い
ま
す
。

こ
う
い
っ
た
炎
症
が
長
い
問
続
く
と
、

胃

の
粘
膜
の
、

胃
酸
を
出
す
胃
腺
と

い
う
も

の
が
ど
ん
ど
ん
萎
縮
し
、

縮
小
し
て
、

胃
の

粘
膜
が
う
す
く
ペ
ラ
ペ
ラ
に
な

っ
て
し
ま

い
ま
す
。

す
な
わ
ち
、

慢
性
胃
炎
が
長
く
続

い
た
結
果
、

胃
の
粘
膜
が
萎
縮
し
た
状
態
を

「萎
縮
性
胃
炎
」
と
い
う
訳
で
す
。

内
視
鏡
で
観
察
す
る
と
、

正
常
の
胃
と

い
う
の
は
、

き
れ
い
な
ピ

ン
ク
～
柿
色
を

し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

慢
性
胃
炎
が
長

く
続
き
、

萎
縮
性
胃
炎
に
な

っ
て
く
る
と
、

胃
は
色
あ
せ

（退
色
）
し
、

褐
色
調
に
な

り
、

粘
膜
の
血
管
が
透
け
て
見
え
る
よ
う

に
な

っ
て
き
ま
す
。

最
近
ま
で
の
研
究
で
、

こ
の

「
慢
性
胃

炎
」
や

「
萎
縮
性
胃
炎
」
の
原
因
の
ほ
と

ん
ど
が
、

ヘ
リ
コ
バ
ク
タ
ー

・
ピ

ロ
リ
菌

（ェ
晏
８
ｇ
ｏ一ｑ
寝
】ｏ
ユ
以
下
ピ

ロ
リ
菌
）
と

い
う
細
菌
に
よ

っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か

っ
て
き
ま
し
た
。

実
際
に
、

抗
生
物
質
を

一
週
間
飲
ん
で
こ
の
ピ

ロ
リ

菌
を
除
菌
す
る
と
、

白
血
球
浸
潤
が
取
れ
、

胃
炎
が
す

っ
か
り
消
え
て
し
ま
い
ま
す
。

五
十
歳
以
上
の
日
本
人
は
、

大
多
数
が

こ
の
ピ

ロ
リ
菌
に
感
染
し
て
い
ま
す
が
、

感
染
時
期
は
、

五
歳
未
満
の
幼
少
期
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。

幼
少
期
に
ピ

ロ
リ
菌
に

感
染
し
た
胃
は
、

常
に
じ
わ
じ
わ
と
し
た

炎
症
が
あ
る
た
め
に
、

次
第
に
痛
ん
で
ゆ

き
、

三
十
歳
位
か
ら
萎
縮
性
胃
炎
に
進
行

し
ま
す
。
こ
の
せ

い
で
、

生
ま
れ
た
時
は

き
れ
い
な
柿
色
だ

っ
た
胃
も
、

次
第
に
粘

膜
が
薄
く
な

っ
て
、

色
あ
せ
て
褐
色
調
に

な
る
と

い
う
訳
で
す
。

そ
し
て
、

萎
縮
の

進
行
度
に
応
じ
て
胃
癌
発
生
が
高
く
な
る

こ
と
が
統
計
上
わ
か

っ
て
い
る
の
で
す
。

＊
胃
に
腸
の
粘
膜
が
生
え
て
く
る
―
腸
上

皮
化
生
と
い
う
変
化

こ
の
あ
と

の
胃

の
た
ど
る
道
は
何

で

し
ょ
う
か
。
こ
こ
か
ら
が
胃
癌
に
つ
な
が

る
重
要
な
話
題
に
な
り
ま
す
。

実
は
、

ピ

ロ
リ
菌
に
感
染
し
萎
縮
の
進
行
し
た
胃
を

持

っ
た
人
の
胃
粘
膜
に
は
、

三
十
歳
後
半

か
ら
、

胃
の
粘
膜
に
腸
の
粘
膜
が
生
え
て

く
る
の
で
す
。

本
来
胃
に
は
、

当
然
、

胃

に
特
有
の
形
を
し
た
粘
膜
が
は

っ
て
い
る

の
に
、

そ
こ
に
な
ぜ
か
大
腸
や
小
腸
の
粘

膜
に
似
た
腸
の
粘
膜
が
生
え
て
き
ま
す
。

こ
れ
を

「腸
上
皮
化
生
」
と
呼
び
ま
す
。

内
視
鏡
で
見
る
と
、

乳
白
色
の
白

い
小

さ
な
盛
り
上
が
り
が
、

デ
コ
ボ

コ
と

一
面

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

萎
縮
性
胃
炎

で
血
管
が
透
け
て
見
え
て
い
た
も
の
が
見

え
づ
ら
く
な
り
ま
す
。

こ
の
腸
上
皮
化
生
の
生
え
て
い
る
粘
膜

を
背
景
に
、

分
化
型
の
胃
癌
が
発
生
す
る

と
言
わ
れ
て
い
ま
す

谷
ｏ
澪
い
の
説
）
。

私

は
、

こ
の
腸
上
皮
化
生
の
段
階
の
粘
膜
に
、

す
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
遺
伝
子
異
常
が
見
ら

れ
る
こ
と
を
Ｄ
Ｎ
Ａ
チ
ッ
プ
と

い
う
遺
伝

子
解
析
装
置
を
用

い
て
見

い
だ
し
、

米
国

消
化
器
病
学
会
で
講
演
し
て
参
り
ま
し
た
。

私
は
、

こ
の
腸
上
皮
化
生
の
発
生
メ
カ

ニ
ズ
ム
、

遺
伝
子
異
常
、

胃
ポ
リ
ー
プ
の

遺
伝
子
異
常
解
析
を
テ
ー
マ
に
こ
れ
ま
で

診
療

・
研
究
を
行

っ
て
き
ま
し
た
。

腸
上

皮
化
生
を
発
生
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
れ
ば
、

胃
癌
を
抑
制
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら

で
す
。
こ
う

い
っ
た
胃
癌
に
な
る
前
の
状

能
只

前
癌
病
変
）
を
深
く
研
究
す
る
こ
と

で
、

人
類
が
胃
癌
に
か
か
ら
な

い
よ
う
に

す
る
こ
と
が
何
よ
り
も
大
切
だ
と
考
え
た

か
ら
で
す
。

＊
新
し
い
発
見
Ｃ
Ｄ
Ｘ
２
遺
伝
子
と
の
出

Ａ〓
いい

自
治
医
科
大
学
在
学
中
、

こ
の
慢
性
胃

炎
か
ら
腸
上
皮
化
生
の
発
生
過
程
に
お
い

て
、

Ｃ
Ｄ
Ｘ
２
と

い
う
遺
伝
子
が
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
幸
運
に
も

発
見
し
、

英
文
医
学
誌
の
巻
頭
論
文
と
し

て
報
告
し
ま
し
た
。

本
来
、

ヒ
ト
の
正
常

の
胃
に
は
、

Ｃ
Ｄ
Ｘ
２

は
発
現
が
認
め
ら

れ
な
い
遺
伝
子
で
、

腸
に
し
か
発
現
が
認

め
ら
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

ピ

ロ
リ
菌
に

感
染
し
た
胃
粘
膜
に
は
、

Ｃ
Ｄ
Ｘ
２
と
い

う
、

腸
で
発
現
し
て
い
る
遺
伝
子
が
異
所

性
に
過
剰
発
現
し
て
く
る
の
で
す
。
こ
の

Ｃ
Ｄ
Ｘ
２
を
胃
に
過
剰
発
現
さ
せ
た

マ
ウ

ス
を

つ
く
る
と
、

生
後
し
ば
ら
く
し
て
、

マ
ウ
ス
に
慢
性
胃
炎
が
起
こ
り
、

つ
い
で

腸
上
皮
化
生
が
生
じ
、

最
後
に
は
胃
癌
が

発
生
す
る
こ
と
を
報
告
し
ま
し
た
。
Ｃ
Ｄ

Ｘ
２
遺
伝
子
の
発
現
と

い
う
も
の
が
、

胃

の
粘
膜
か
ら
腸
の
粘
膜

へ
と

い
う

「
分
化

の
変
換
の
分
子
メ
カ

ニ
ズ

ム
」
に
大
き
な

役
割
を
持

つ
遺
伝
子
で
あ
る
こ
と
、

胃
癌

発
生

へ
の
誘
導
因
子
で
は
な

い
か
と

い
う
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こ
と
が
示
唆
さ
れ
ま
し
た
。
自
治
医
科
大

学
の
研
究
室
で
深
夜
ま
で
遺
伝
子
を
分
析

し
、

新
た
な
真
実
を
知

っ
た
時
の
感
動
は

生
涯
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
逆
流
性
食

道
炎
や
バ
レ
ッ
ト
食
道
で
Ｃ
Ｄ
Ｘ
２
の
発

現
を
示
し
た
免
疫
染
色
の
写
真
は
、

世
界

初
の
も
の
と
な
り
ま
し
た
。
ピ

ロ
リ
菌
に

感
染
し
て
い
な

い
胃
に
は
Ｃ
Ｄ
Ｘ
２
は
発

現
し
て
い
ま
せ
ん
。

そ
れ
に
対
し
、

ピ

ロ

リ
菌
に
感
染
し
た
慢
性
胃
炎
の
強

い
胃
に

は
高

い
頻
度
で
Ｃ
Ｄ
Ｘ
２
が
発
現
し
て
い

ま
す
。

た
だ
し
、

ピ

ロ
リ
菌
を
早
い
年
齢

の
う
ち
に
除
菌
す
る
と
Ｃ
Ｄ
Ｘ
２
の
発
現

は
下
が
り
、

腸
上
皮
化
生
、

胃
癌

へ
の
発

生
は
下
が
る
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

＊
結
嬰
調

慢
性
胃
炎
↓
萎
縮
性
胃
炎
↓
腸
上
皮
化

生
↓
分
化
型
胃
癌
と

い
う
胃
癌

へ
い
た
る

道
筋

↑
ン
ー
ク
エ
ン
ス
）
を
断
ち
切
る
た
め

に
は
、

は
や
リ
ピ

ロ
リ
菌
の
除
菌
が
望
ま

し
い
と
考
え
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
。

特
に
、

胃
十
二
指
腸
潰
瘍
の
息
者
さ
ん
は
除
菌
し

ま
し
ょ
う
。

除
菌
に
よ
り
潰
瘍
の
再
発
が

ほ
と
ん
ど
無
く
な
り
ま
す
。

以
前
は
潰
瘍

は
ス
ト
レ
ス
が
原
因
と
言
わ
れ
ま
し
た
が
、

ピ

ロ
リ
菌
の
い
な

い
胃

・
十
二
指
腸
に
は

潰
瘍
は
で
き
に
く
く
、

逆
に
ピ

ロ
リ
菌
が

い
れ
ば
ス
ト
レ
ス
が
か
か
る
と
容
易
に
潰

瘍
が
出
来
や
す

い
と

い
う
こ
と
が
わ
か

っ

て
い
ま
す
。
胃
癌
を
内
視
鏡
で
切
除
し
た

こ
と
の
あ
る
人
は
除
菌
す
る
こ
と
で
、

胃

癌
の
再
発
率
が
有
意
に
下
が
る
こ
と
が
証

明
さ
れ
て
い
ま
す
。
胃
ポ
リ
ー
プ

（そ
の

中
で
も
腺
腫
と

い
う
ポ
リ
ー
プ
）
が
出
て

く
る
よ
う
な
人
も
学
会
で
は
除
菌
が
薦
め

ら
れ
る
と

い
う
流
れ
に
な

っ
て
き
て
お
り

ま
す
。

特
に
近
親
者
に
胃
癌
に
か
か

っ
た

方
が
居
る
人
、

胃
癌
の
家
系
の
人
は
除
菌

に
よ
リ
ピ

ロ
リ
菌
感
染
と

い
う
胃
癌
の
大

き
な
危
険
因
子
を
無
く
す
こ
と
が
必
要
だ

と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
高
齢
に
な

っ
て
か

ら
除
菌
し
た
人
で
、

除
菌
の
時
点
で
腸
上

皮
化
生
の
変
化
が
強

い
人
は
、

こ
れ
ま
で

の
遺
伝
子
変
化
の
蓄
積
が
す
で
に
存
在
す

る
可
能
性
が
高

い
の
で
、

除
菌
に
成
功
し

て
も
完
全
に
は
安
心
し
な

い
で
、

定
期
的

な
内
視
鏡
検
査
を
欠
か
さ
な
い
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

諸
事
情
が
あ
り
、

除
菌
で
き

な

い
人
で
、

慢
性
胃
炎
が
強

い
人
は
、

そ

れ
だ
け
胃
癌
が
出
て
く
る
可
能
性
が
高

い

わ
け
で
す
か
ら
、

消
化
器
を
専
門
と
す
る

医
師
の
目
で
、

年

一
回
の
内
視
鏡
検
査
を

受
け
、

早
期
発
見
、

早
期
治
療
を
心
が
け

ま
し
ょ
う
。

低
塩
分
食
、

ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
、

緑
茶

（カ
テ
キ
ン
）
も
有
効
で
す
。

現
在
ピ

ロ
リ
菌
の
除
菌
療
法
は
、

保
険

適
応
が
胃

・
十
二
指
腸
潰
瘍
を
持

っ
た
息

者
さ
ん
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
か

ら
治
療
適
応
は
変
わ

っ
て
く
る
こ
と
は
確

実
で
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、

こ
れ
か
ら

は
消
化
管
疾
患
の
検
査

・
治
療
は
、

早
期

の
胃
癌
を
発
見
す
る
目
を
持
ち
、

ピ

ロ
リ

菌
の
生
態
、

感
染
像
を
熟
知
し
た
消
化
器

専
門
医
師
に
受
け
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

胃
カ
メ
ラ
が
苦
し
く
て
怖

い
の
で
、

検
査

を
受
け
な

い
で
胃
癌
が
進
行
し
て
し
ま

っ

た
と

い
う
不
幸
な
人
も

い
ま
す
。

私
た
ち

は
苦
痛
の
少
な
い
内
視
鏡
検
査
を
心
が
け

て
お
り
ま
す
。

苦
痛
少
な
く
検
査
す
る
に

は
、

い
く

つ
か
教
科
書
に
は
書

い
て
い
な

い
コ
ツ
が
あ
る
の
で
す
。

そ
う

い
う
方
こ

そ
、

ぜ
ひ
ご
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
ス
ペ
イ
ン
に
か
か
る
虹

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
消
化
器
病
学
会
か
ら
旅
費

つ
き
で
招
待
さ
れ
、

ス
ペ
イ
ン
を
訪
れ
ま

し
た
。

学
会
発
表
を
終
え
、

中
世
の
姿
を

そ
の
ま
ま
残
す
ト
レ
ド
の
町
並
み
を

一
人

で
歩
き
ま
し
た
。

古
城
か
ら
の
帰
り

コ
ー
ル
が
降
り
、

広
大
な
オ
リ
ー
ブ

畑
に
雨
が
降
り
そ
そ
ぎ
ま
し
た
。
ま
も
な

く
上
が

っ
た
雨
の
あ
と
、

雲
の
切
れ
め
か

ら
ぱ
あ

っ
と
柔
ら
か
な
日
が
さ
し
て
、

荒

涼
と
し
た
大
地
に
美
し

い
虹
が
か
か
り

ま
し
た
。

私
は
、

ま
だ
見
た
こ
と
の
な

い

空
や
、

新
し
い
も
の
を
求
め
て
生
き
て
き

た
け
れ
ど
も
、

こ
の
ス
ペ
イ
ン
の
虹
の
か

か

っ
た
美
し
い
空
と
、

下
都
賀
総
合
病
院

の
あ
る
故
郷
の
空
と
は
つ
な
が

っ
て
お
り

私
が
生
き
る
べ
き
道
は
、

私
を
形
作

っ
て

く
れ
た
な

つ
か
し
い
故
郷
に
帰
り
、

地
域

医
療
に
尽
く
す
初
心
を
果
た
す
こ
と
な
の

だ
と
感
得
し
ま
し
た
。

堅
円
春

の
夢

に
忠

実
で
あ
れ
」
と
は
シ
ラ
ー
の
言
葉
で
す
が

地
域
に
根
ざ
し
、

今
ま
で
学
ん
で
き
た
知

識
や
経
験
を
目
の
前
の
息
者
さ
ん
の
診
療

に
生
か
す
努
力
を
し
、

同
時
に
新
し
い
医

学
の
進
歩
を
還
元
す
る
努
力
も
し
て
行
き

た

い
と
思

っ
て
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
ょ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

時 の 人

ソーシャルワーカー (社会福祉士)の 岡泉ゆみ子さ

んがこのたび 「栃木県福祉の集い」において県知事賞

を受賞した。当院に奉職し27年。栃本地区でのケア

マネジメン トに関してtよその草分け的な存在と言って

も過言ではない。現在、在宅介護支援センターで難病

患者支援を始め、社会復帰のための環境整備や地域ボ

ランティア育成、高齢者の生活介護相言茶等のコーデイネイ トやマネジメン

トを他の 3人 のスタッフと共に精力的にこなしている。今回の受賞は長年

のこれらの功績が認められたものである。

今でこそ、ケアマネジメン トや介護はよく耳にする言葉であるが、奉職

当時は周囲の理解が得られず大変な苦労もあったようだ。当初 、精神ソー

シャルワーカーとして精神神経科に勤務。この頃から患者さんの社会復

帰支援に携わり、その後、医療相談や整形タト科患者 リハビリ支援、透析患

者社会復帰支援、脳卒中患者の生活相談 、小児虐待などの相談等々、徐々

に職域を拡大してきた。現在の在宅介護支援センター設立の功労者でもあ

る。

今後取り組もうとしていることに、「他科の医療スタツフや地域の人々

と連携を図り『生きること』『死』について勉強していきたい。」と熱く語つ

てくれた。また、「いつも 『生』『死』を意識して仕事している」と、さらり

と言い切る。死は必ず訪れるもの。『死』を考えることは 『いかに生きる

か』を考えることに他ならない。障害があっても社会生活の営みは、本人

|よ勿論、家族にとっても現実のことであり、いかに高品質の生活がおくれ

るか重要な問題である。これからの高齢者社会に、無くてはならない人の

ように思えた。

いちご通信 (5)


