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新たに

　　医師になられた

　　　　　　　皆さんへ

　今年も１年目の研修医が４名来てくれまし

た。皆さん、医師国家試験合格おめでとうご

ざいます。これから研修に入るわけですが、

よろしくお願いいたします。今は国家試験に合

格した安堵感と今後への不安を少し感じてい

るかもしれませんね。

　私の卒後１年目を振り返ってみますと、母校

の医局に残ったこともあって右も左もよく知っ

た先生方ばかりでした。実習での指導教官も

何人もいましたし、気分的には楽でした。徐々

に研修が進むにつれて学生時の実習と実践は

全く別物だと思うようになったのをよく覚えて

います。病歴の取り方、視診・聴診・打診・

触診の正しい仕方、得られた情報の整理、そ

の情報が十分なのか？　何が足りないのか？

　どうすれば補充できるのか？　得られた情

報を自分の中でどのように考えて結論を導き出

せばよいのか？　その結果をいかにして患者

さんやご家族に説明するのか？　できることも

あればできないことも多かったです。しかし幸

いなことに、良き先輩、コメディカルの方々、

同級生に恵まれていたので、徐々に力がつい

てきたのを実感できた記憶があります。もち

ろん次のステップに行くたびに壁にぶつかるこ

ともよくありました。今振り返ってみて重要だ

なと思うことがいくつかあります。清潔な身だ

しなみ、好感を持たれる立ち居振る舞い、基

本的な知識が身についていること、同僚（医師、

コメディカル）、患者さん、ご家族とのコミュ

ニケーション力、などです。これらは医師のみ

ならず、一人の社会人としても求められると思

います。他にも皆さんが重要だと思っているこ

とがあると思いますので、いつでも気軽に伝

授してあげてください。お互いに刺激しあいな

がら毎日を送れればうれしいです。

　医師としての力量を高めるのに近道はありま

せん。一歩ずつ前に進みましょう。一緒に頑

張りましょう、飲み会ができるのを期待しなが

ら。

（ウクレレ・たぬき）

リレー・エッセー「ナウ・レッツ・ビギン」№380
仁生会の幹部が毎月リレー投稿しているエッセーです。

戦後７７年、日本にも、

とうとうこんな時が来た！

　日本は、つい最近まで本当に幸せだった、
としばらく懐かしんだ後、考え始めよう。ウク
ライナへのロシアの侵攻をどう考えるかを真剣
に。有事の概念も方法論もずっと忘れていた。
　これからまず、
・頭慣らし（予備教育：危機は本当か、有事
とはどんな言葉があるのか）

・歴史の過去（近代）と現代を学び将来を想
像する。

・個人の価値観と民族（国民）の価値観を考え、
その関係性を考える。

　そのうえで、
・自立した国家でいたいなら、どうすべきか、
・従属した国家でよければ、どのように従属
するか、どこまでの忍耐をするか、

を考えることとなる。

〔頭慣らしの言葉〕
❶核について
　核を持つ独裁国家が世界に3つも存在す
る。その3つすべてに囲まれているのは日本
だけ（日本が一番危険）。
❷ＥＵについて
　フィンランド、スウェーデンまでもがＮＡＴ
Ｏに加盟しようとしている。フィンランドの
首相は若干34歳。ドイツは、また強いドイ
ツを目指し始めた（国民総生産額の2％を超
えて軍備を整えると宣言、ロシアからのエネ

ルギー輸入を中止するために25兆円の予算
を2～3日で決断）。第2次世界大戦中、強い
ドイツにさんざんやられたヨーロッパ諸国が
ドイツを最も頼りにしている。
❸国連について
　国連は機能しない。常任理事国は非道な
ことはしないという枠組み、信頼感が崩壊
した。
❹日本について
　日本はいつから考え始めるのか。日本の
若者はいつから考え始めるのか。
❺日本の最大の弱点は
　食料自給率（サツマイモを国土のいたると
ころで栽培すればカロリーは確保できるとい
う）とエネルギー（化石燃料、天然ガスは
ほとんどを輸入しており、原発は安全性、
攻撃からの脆弱性が問題）
❻防衛力について
　自衛隊は憲法違反？　憲法違反のものを
どうして使えるようにするのか。戦争になっ
たら、どの程度持つのか（１週間？　3日と
いう説もある。弾薬もあまりない）。日本を
守る時は日本人が命を懸けて守らない限り、
他国は応援してくれない。自衛隊が守れない
ときはどうするのか。日米安保は機能する
のか。

（アナクロ）

リレー・エッセー「ナウ・レッツ・ビギン」№381
仁生会の幹部が毎月リレー投稿しているエッセーです。
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縄文浪漫
　令和3年7月に「北海道・北東北縄文遺跡群」
がユネスコ世界文化遺産に決定されました。
決定理由は「草創期（16,000年前）から晩期
（3,000年前）までの縄文遺跡が揃っている」
ことらしいです。
　発見された遺跡が縄文時代の何期の遺跡か
を判断するのに、かつては、発見された土器が、
どの時期の土器の形状や紋様と最も似ている
かでなされていましたが、最近は14Ｃ年代測
定法を利用することが多いようです。縄文遺
跡の発掘調査が増加して、縄文時代の様子が
つまびらかになるにつれて、縄文時代と弥生
時代の定義がぼんやりとしてきているらしいで
す。弥生時代の特徴とされる稲作と集団定住
生活の遺構が縄文遺跡から次々と発見されて
きたからです。
　例えば、縄文前期～中期の青森県三内丸山
遺跡は、「狩猟生活に明け暮れて移動生活を
常態とする原始的な縄文時代」という常識を
覆しました。常時、数百人の人々が1,500年間
1カ所に住んでいました。温暖な気候のおかげ
で、山の幸（鹿、猪、栗、団栗）、海の幸（貝、魚）
に恵まれ、農作物（粟、稗、豆）の収穫も豊
かであったので移動生活をする必要がなかっ
たのでしょう。また、高度な建築技術（巨大
木造建築物）や工芸技術（漆器）を持ってい
ました。北海道産黒曜石や新潟産ヒスイの出
土は交易の証拠であり、環状列石や土坑墓、
棺葬、土偶副葬品は、精神的にも成熟した

文化水準だったと想像できます。しかし、水
田稲作跡は発見されていません。
　縄文晩期の佐賀県菜畑遺跡（紀元前10世紀）
で水田遺構、木鍬、石包丁、炭化 が発見さ
れた時は「縄文人が米を作っていた」と大騒
ぎになったらしいです。「水田稲作は、渡来人
が紀元前５世紀頃の弥生時代に北部九州へそ
の技術を持ち込み、九州から四国・本州へと
一気に伝播した」という定説がひっくり返った
からです。
　縄文時代には、世界最古の土器（16,000年
前）や芸術的な火焔土器、世界最古の土偶
（13, 000年前）、世界最古の漆器（12, 500年前）
が創作され、陸稲耕作（8, 000～6, 000年前）、
水田稲作（4,000～3,000年前）も始まってい
ます。縄文時代の日本文化は日本独自のもの
で、同時代の世界から見て文化先進国であっ
たといえます。しかし、縄文時代に不遇の時
代がありました。平成10年から10年間、小学
校社会教科書歴史編から縄文時代の記述が消
えたのです。その理由が「ゆとり学習教育で
学ぶ内容を厳選し、（不要と）判断した結果」
だというではありませんか。
　我々現代人は、縄文時代に対して「未開で
原始的で野蛮な社会」「狩猟漁労採集に頼る
貧しい生活」「弥生人はしょうゆ顔、縄文人は
ソース顔」という偏見を持たない方がいいの
かもしれないですね。

（古今）

リレー・エッセー「ナウ・レッツ・ビギン」№382
仁生会の幹部が毎月リレー投稿しているエッセーです。
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２０２３年１２月１日現在

仁生会年報編集委員

皆様のおかげで、「社会医療法人仁生会年報２０２２（令和４）年度　第２４号」発刊の運びと
なりました。
発刊に際してのご協力に心から深く感謝申し上げます。

細木　信吾
（相談役　細木病院　院長／
仁生会本部　副理事長）

廣田　淳也
（細木病院　在宅部
高知市上街・高知街・

小高坂地域包括支援センター）

安田　貴彦
（仁生会本部　人事総務部

広報課　主任）

松田　　岳
（日高クリニック

事務長）

西田　江見
（細木病院 事務部 人事総務課／
細木病院 図書室司書兼務）

宮地　耕一郎
（仁生会本部
事務局長）

中村　寿宏
（相談役　三愛病院　院長）

細木　秀美
（仁生会本部　理事長）

堂野　純孝
（細木病院　診療部
小児科副部長）

入交　菜央
（三愛病院　看護部
医師事務作業補助）

橋田　千恵子
（細木病院　看護部
北５病棟師長）

大川　美香
（三愛病院　事務部

医事課）

細川　滋俊
（細木病院　診療部　麻酔科・
ペインクリニック部長／

総合診療科長）

楠瀬　さやか
（細木病院　医療技術部
リハビリテーション課
言語療法室係長）

尾原　　団
（細木病院　事務部
人事総務課　課長）

永野　吉昭
（細木病院　看護部

精神科デイ・ケア ショート・ケア
フレンズ師長）

竹永　　恵
（細木病院

ほそぎ入退院サポートセンター
　入退院サポート室）

廣田　任成
（三愛病院　医療技術部
放射線室　主任）

　　　発行　　2023年12月

　　発行所　　社会医療法人　仁生会
　　　　　　　〒780‐0928　高知市越前町1‐10‐17（本部）
　　　　　　細木病院（代表）ＴＥＬ（088）822‐7211

発行責任者　　細　木　秀　美

　　　印刷　　株式会社　高知新聞総合印刷
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