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がん医療の新潮流がん医療の新潮流
これだけは知っておきたい
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青
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岡
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が
ん
が
与
え
る
恩
恵

一
瞬
に
し
て
命
が
奪
わ
れ
て

し
ま
う
病
気
に
比
べ
る
と
、
が

ん
は
診
断
か
ら
治
療
や
病
気
の

進
行
に
年
単
位
の
経
過
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
手
術
、
抗
が
ん

剤
治
療
、
放
射
線
治
療
な
ど
治

療
法
が
複
数
あ
り
、
患
者
さ
ん

は
病
状
に
加
え
自
身
の
生
き
方

を
考
え
な
が
ら
治
療
法
や
対
応

法
を
選
択
す
る
こ
と
に
な
り
ま

多
岐
に
わ
た
る
　
　
　

病
気
の
悩
み

重
い
病
気
に
罹
る
と
、
患
者

さ
ん
や
ご
家
族
は
さ
ま
ざ
ま
な

悩
み
に
襲
わ
れ
ま
す
。
県
立
静

岡
が
ん
セ
ン
タ
ー
で
は
が
ん
患

者
さ
ん
が
ど
の
よ
う
な
悩
み
を

抱
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
調
査

し
ま
し
た
。
２
万
数
千
件
の
事

例
を
分
析
す
る
と
、
悩
み
は
大

き
く
４
つ
に
分
か
れ
ま
し
た
。

一
つ
目
は
診
療
の
進
め
方
に

す
。
若
い
年
齢
で
な
る
場
合
も

あ
り
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
が
人

生
の
後
半
に
か
か
る
病
気
で
あ

り
、
こ
の
病
気
の
た
め
に
行
う

さ
ま
ざ
ま
な
判
断
は
「
自
分
は

ど
の
よ
う
に
生
き
た
い
の
か
」

を
問
う
も
の
に
な
り
ま
す
。

言
い
換
え
る
と
が
ん
は
、
自

分
は
終
焉
ま
で
何
を
大
切
に
生

関
す
る
も
の
で
、
病
院
の
選
択

や
医
師
か
ら
の
治
療
に
つ
い
て

の
説
明
が
分
か
ら
な
い
な
ど
の

悩
み
で
す
。
病
気
や
治
療
に
つ

い
て
の
説
明
を
聞
く
機
会
は
増

え
た
も
の
の
、
聞
け
ば
聞
く
ほ

ど
、
理
解
で
き
な
い
こ
と
が
多

い
よ
う
で
す
。

病
気
に
伴
う
身
体
の
不
調
も

き
て
い
く
の
か
と
い
う
自
己
の

価
値
観
を
問
い
か
け
る
病
気
で

も
あ
る
の
で
す
。日
本
人
は「
ピ

ン
ピ
ン
コ
ロ
リ
（
死
の
直
前
ま

で
元
気
で
、
長
く
病
ま
ず
に
亡

く
な
る
こ
と
）」
を
理
想
と
す

る
傾
向
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん

が
、
私
は
が
ん
が
与
え
る
「
自

己
を
見
つ
め
る
時
間
」
を
こ
の

病
気
が
も
た
ら
す
恩
恵
と
捉
え

て
い
ま
す
。

求
め
ら
れ
る
適
応
支
援
力

静
岡
が
ん
セ
ン
タ
ー
が
創
立

10
年
目
を
迎
え
る
に
当
た
り
、

が
ん
医
療
の
中
で
も
特
に
看
護

の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
調
査

し
た
と
こ
ろ
、
が
ん
関
連
の
病

院
に
は
従
来
の
診
療
能
力
向
上

に
加
え
、
が
ん
患
者
さ
ん
が

個
々
の
状
態
を
理
解
・
納
得
し
、

前
向
き
に
が
ん
と
付
き
合
う
た

め
の
支
援
や
ケ
ア
、
す
な
わ
ち

「
適
応
支
援
」
が
求
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
な
り

ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
も
当
セ
ン
タ
ー
で

患
者
さ
ん
を
苦
し
め
ま
す
。
病

気
が
原
因
の
痛
み
や
そ
の
他
の

症
状
に
加
え
、
治
療
の
副
作
用

や
後
遺
症
な
ど
に
悩
ま
さ
れ
る

こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

日
々
の
暮
ら
し
に
も
さ
ま
ざ

ま
な
影
響
が
及
び
ま
す
。
医
療

費
の
負
担
や
仕
事
を
続
け
ら
れ

な
い
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
家
族

を
は
じ
め
対
人
関
係
で
の
変
化

も
悩
み
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

何
よ
り
も
問
題
な
の
が
心
の

痛
み
で
す
。
悩
み
の
対
象
が
漠

然
と
し
て
い
る
場
合
に
は
不

安
、
死
な
ど
特
定
の
対
象
の
場

合
は
恐
怖
と
し
て
捉
え
ら
れ
ま

す
。
ま
た
人
生
の
意
味
に
疑
問

を
抱
い
た
り
、
生
き
が
い
を
な

く
し
た
と
き
に
辛
さ
が
身
に
し

み
ま
す
。

重
い
病
気
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
こ
の
よ
う
な
悩
み
を
す
べ

て
経
験
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
早
期
が
ん
で
治
療
が
容

易
な
場
合
や
、
家
族
や
周
り
の

支
援
が
十
分
な
ら
、
悩
み
を
ほ

と
ん
ど
感
じ
な
い
で
済
む
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
治
る
病
気
は
も

ち
ろ
ん
、
た
と
え
治
ら
な
い
重

は
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン

ト
、
多
職
種
チ
ー
ム
医
療
体

制
、
冊
子
配
布
な
ど
に
よ
る
情

報
提
供
、
面
談
、
電
話
に
よ
る

相
談
窓
口
の
開
設
な
ど
を
行
っ

て
「
適
応
支
援
」
に
努
力
し
て

き
ま
し
た
が
、
課
題
も
顕
在
化

し
て
い
ま
す
。
そ
の
一
つ
は
充

分
な
支
援
や
ケ
ア
を
受
け
ら
れ

る
患
者
さ
ん
と
、
そ
う
で
な
い

患
者
さ
ん
が
出
て
し
ま
う
こ
と

で
す
。
各
医
療
者
は
全
力
で
医

療
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る

に
も
関
わ
ら
ず
、
ケ
ア
の
偏
り

が
生
じ
て
い
ま
す
。

二
つ
目
は
、
多
職
種
チ
ー
ム

医
療
体
制
の
な
か
で
、
ど
の
職

種
も
未
着
手
の
分
野
が
あ
っ
た

こ
と
で
す
。
何
よ
り
も
大
き
な

課
題
は
部
署
、
職
種
同
士
の
連

携
不
足
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
職

種
は
個
々
に
は
十
分
な
働
き
を

し
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
つ

な
ぐ
機
能
が
不
足
し
て
い
ま
し

た
。
患
者
さ
ん
と
ご
家
族
を
中

心
に
、
多
職
種
の
ス
タ
ッ
フ
が

そ
れ
を
取
り
巻
く
よ
う
に
治
療

に
携
わ
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら

い
病
気
で
あ
っ
て
も
、「
絶
望

の
向
こ
う
に
希
望
を
見
る
こ
と

こ
そ
人
間
の
特
性
で
あ
る
」
と

い
う
言
葉
の
通
り
、
心
構
え
次

第
で
道
が
開
か
れ
る
も
の
で

す
。八

ヵ
条
の
心
構
え 

病
気
に
向
き
合
い
、
自
分
が

抱
え
て
い
る
難
局
を
理
解
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
苦
難
を
乗
り

越
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ

の
た
め
の
心
構
え
を
八
カ
条
に

ま
と
め
て
み
ま
し
た
。

第
一
に
、
重
い
告
知
の
衝
撃

に
悩
ま
さ
れ
て
も
、
冷
静
さ
を

取
り
戻
す
努
力
が
必
要
で
す
。

辛
さ
を
一
人
で
抱
え
込
ま
ず
、

周
り
の
人
に
相
談
す
る
こ
と
が

有
効
で
す
。
体
を
動
か
し
、
睡

眠
を
取
る
こ
と
も
助
け
に
な
り

ま
す
し
、
辛
い
と
き
は
涙
を
流

す
こ
と
も
必
要
で
す
。
さ
ら
に

心
の
専
門
家
か
ら
ア
ド
バ
イ
ス

を
受
け
る
こ
と
も
有
益
で
す
。

第
二
に
、
医
師
や
看
護
師
な

ど
の
指
示
に
納
得
で
き
な
く
て

も
従
う
「
古
い
タ
イ
プ
の
よ
い

ず
、
部
署
や
職
種
の
狭
間
で
患

者
さ
ん
に
悩
み
を
抱
え
さ
せ
る

状
況
が
あ
っ
た
の
で
す
。

新
し
い
が
ん
治
療
体
制

こ
れ
ら
の
課
題
解
決
の
た
め

に
取
り
組
ん
で
い
る
の
が
「
新

外
来
構
想
」
で
あ
り
、
そ
れ
を

「
外
来
・
病
棟
一
体
化
型
ユ
ニ
ッ

ト
」
と
「
外
来
看
護
師
の
受
け

持
ち
患
者
制
度
」が
支
え
ま
す
。

治
療
法
な
ど
の
進
歩
に
よ

り
、
今
後
、
が
ん
医
療
の
中
心

は
外
来
に
な
っ
て
き
ま
す
。「
新

外
来
構
想
」
は
患
者
さ
ん
の
が

ん
の
過
程
に
お
い
て
、
外
来
を

中
心
と
す
る
医
療
体
制
が
「
病

棟
」「
外
来
」「
在
宅
」
の
隔
た

り
な
く
、中
断
な
く
、つ
な
が
っ

て
支
援
を
行
い
、
患
者
さ
ん
の

状
態
に
最
適
な
医
療
を
提
供
す

る
の
が
目
的
で
す
。

が
ん
の
過
程
は
予
防
や
早
期

発
見
・
治
療
に
力
を
入
れ
る「
攻

略
期
」、
完
治
は
見
込
め
な
い

が
、
抗
が
ん
剤
治
療
な
ど
で
が

ん
の
増
殖
を
抑
え
な
が
ら
生
活

患
者
」
に
な
ら
な
い
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。
治
療
に
対
す
る
疑

問
や
希
望
を
は
っ
き
り
伝
え
る

勇
気
を
持
ち
、
医
療
ス
タ
ッ
フ

と
共
に
病
気
と
闘
い
ま
し
ょ

う
。第

三
に
、病
状
を
理
解
し「
正

し
く
恐
れ
る
」
こ
と
が
重
要
で

す
。
最
近
で
は
、
早
期
が
ん
で

も
術
後
に
抗
が
ん
剤
治
療
を
行

う
こ
と
が
あ
り
ま
す
し
、
進
ん

だ
が
ん
で
も
適
切
な
治
療
で
完

治
す
る
患
者
さ
ん
が
増
え
て
い

ま
す
。
医
療
ス
タ
ッ
フ
か
ら
の

正
し
い
知
識
を
積
み
重
ね
、
病

気
を
軽
視
せ
ず
、
ま
た
過
剰
に

反
応
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。

第
四
に
、
治
療
経
過
が
思
わ

し
く
な
い
と
、
人
は
落
ち
込
ん

で
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、「
前

向
き
な
」
気
持
ち
を
持
っ
て
、

「
心
の
ギ
ア
を
入
れ
替
え
る
」、

「
心
を
一
度
リ
セ
ッ
ト
す
る
」

と
い
っ
た
「
開
き
直
り
」
を
心

が
け
ま
し
ょ
う
。

第
五
に
、
自
分
に
と
っ
て
最

も
大
切
な
こ
と
を
念
頭
に
、今
、

「
や
る
べ
き
こ
と
」
を
実
践
し

す
る
「
共
生
期
」、そ
し
て
「
延

命
期
」
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

同
構
想
は
各
期
に
患
者
さ
ん

が
必
要
と
す
る
個
々
の
ケ
ア
を

明
確
に
把
握
し
て
、
病
院
の
持

つ
機
能
を
的
確
に
連
携
さ
せ
て

総
合
的
な
が
ん
医
療
に
取
り
組

む
こ
と
を
狙
っ
て
い
ま
す
。

病
棟
、
外
来
と
勤
務
場
所
が

分
か
れ
て
い
た
の
で
、
こ
れ
ま

で
は
看
護
師
が
外
来
の
患
者
さ

ん
の
が
ん
の
過
程
の
全
体
を
把

握
す
る
こ
と
が
困
難
で
し
た
。

「
外
来
・
病
棟
一
体
型
ユ
ニ
ッ

ト
」
は
外
来
、
病
棟
の
看
護
師

が
相
互
に
持

ち
場
を
行
き

来
す
る
こ
と

で
看
護
師
の

全
体
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
す
る

力
を
高
め
ま
す
。
こ
れ
が
外
来

と
病
棟
間
で
の
情
報
交
換
を
高

密
化
し
、
発
生
す
る
問
題
を
早

期
に
捉
え
て
最
適
な
職
種
の
ス

タ
ッ
フ
が
対
応
、
解
決
す
る
シ

ス
テ
ム
の
基
盤
と
な
り
ま
す
。

「
外
来
看
護
師
の
受
け
持
ち

患
者
制
度
」
は
個
々
の
患
者
さ

ん
に
、
そ
の
患
者
さ
ん
の
全
過

程
を
把
握
し
て
い
る
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
的
な
看
護
師
を
作
り
、

そ
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
を
も
と

ま
し
ょ
う
。

第
六
に
、
謙
虚
な
気
持
ち
を

忘
れ
ず
、
病
気
に
学
ぶ
姿
勢
を

持
ち
ま
し
ょ
う
。
病
気
は
辛
い

も
の
で
す
が
、
闘
病
生
活
の
中

で
、“
当
た
り
前
と
い
う
幸
せ
”、

“
身
の
回
り
の
自
然
の
か
け
が

え
の
な
さ
”、“
周
り
の
人
々
の

思
い
や
り
の
あ
り
が
た
さ
”
あ

る
い
は
“
人
の
命
は
永
遠
の
も

の
で
は
な
い
”
と
い
う
気
付
き

な
ど
、
学
ぶ
こ
と
も
多
い
は
ず

で
す
。

第
七
に
、
家
族
の
役
割
も
大

切
で
す
。
患

者
さ
ん
の
気

持
ち
が
後
ろ

向
き
に
な
っ

て
い
る
場
合
に
は
、
家
族
の
方

は
「
同
悲
同
苦
」、
悲
し
み
も

苦
痛
も
同
じ
よ
う
に
感
じ
、
一

心
同
体
の
よ
う
に
寄
り
添
っ
て

く
だ
さ
い
。

第
八
に
、
病
状
が
軽
く
て
も

重
く
て
も
、
悔
い
な
く
生
き
る

と
い
う
気
持
ち
を
忘
れ
な
い
で

く
だ
さ
い
。
た
と
え
、
最
期
の

時
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
と

し
て
も
、「
悔
い
は
な
い
。
あ

り
が
と
う
」
と
言
え
る
よ
う
な

毎
日
を
過
ご
し
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

に
、
治
療
の
悩
み
や
問
題
を
解

決
し
て
い
く
試
み
で
す
。
が
ん

医
療
に
専
門
性
の
高
い
知
識
と

経
験
を
持
つ
「
が
ん
専
門
看
護

師
」
と
「
認
定
看
護
師
」
を
こ

の
制
度
で
十
分
活
用
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

開
院
当
時
、
１
日
7
０
０
人

ほ
ど
だ
っ
た
当
セ
ン
タ
ー
の
外

来
患
者
数
は
現
在
、
１
０
０
０

人
以
上
に
増
え
て
い
ま
す
。
ど

の
患
者
さ
ん
に
も
個
々
の
ニ
ー

ズ
に
あ
っ
た
、
最
適
な
医
療
を

提
供
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で

の
「
よ
い
パ
ー
ト
を
組
み
合
わ

せ
た
」
医
療
を
一
歩
進
め
、
各

パ
ー
ト
が
有
機
的
に
連
携
、
調

整
、
補
完
し
合
う
、
総
合
力
を

持
っ
た
が
ん
医
療
を
目
指
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

今
を
大
切
に
す
る

こ
こ
で
述
べ
た
心
構
え
は
、

健
康
な
日
々
を
過
ご
し
て
い
る

人
び
と
に
も
あ
て
は
ま
り
ま

す
。
小
学
校
で
「
命
の
学
習
」

と
い
う
講
義
を
し
た
際
、
あ
る

児
童
か
ら
「
命
と
は
今
を
大
切

に
す
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
し

た
」
と
い
う
感
想
文
を
も
ら
い

ま
し
た
。
与
え
ら
れ
た
人
生

を
悔
い
な
く
生
き
る
た
め
に
、

「
今
、
自
分
に
と
っ
て
大
事
な

こ
と
を
知
り
、
一
日
一
日
を
大

切
に
、
自
分
ら
し
く
、
自
分
の

た
め
に
生
き
き
る
こ
と
」
を
目

指
し
て
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青木 和惠（あおき・かずえ）氏山口  建（やまぐち・けん）氏
県立静岡がんセンター副院長県立静岡がんセンター総長

　都立新宿高等看護学院卒。国立がんセンター中央病院入職。1982年昭
和女子大国文科卒。2002 年、静岡がんセンター入職。03年金沢大学大
学院医学系研究科保健学専攻看護学領域修士課程修了。11年 4月より現
職。日本褥瘡学会理事、日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会理事。
日本がん看護学会評議委員。専門はがん患者の創傷・オストミーケア。

1974 年、慶應義塾大医学部卒。99年、国立がんセンター研究所
副所長。同年宮内庁御用掛就任（併任）。2000 年、高松宮妃癌研
究基金学術賞受賞。02年より現職。厚生労働省「地域がん診療拠
点病院の在り方に関する検討会」委員、㈶日本対がん協会評議員な
どを務める。研究領域は乳がん治療、腫瘍マーカー、がんの社会学。

静岡県立静岡がんセンター公開講座第８弾「これだけは知ってお
きたいがん医療の新潮流」（静岡新聞社・静岡放送、三島市民文
化会館主催、県立がんセンター共催、スルガ銀行特別協賛、三
島市、同市教育委員会後援）の最終回が 3月25日、三島市民
文化会館で開かれ、山口 建総長と青木和恵副院長が「病気と向
き合う心構え 八カ条」「新しいがん医療システムの創造」をテー
マに講演しました。その概要をお伝えします。
今年度の公開講座第９弾は９月から３月まで三島市民文化会館で
開催予定です。 ＜企画・制作／静岡新聞社企画事業局＞
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事前や当日寄せられた質問を中心に質疑応答が行
われました。紙面の都合により、本講座の内容に
即した質問事項をまとめました。

Ｑ　　がんの余命を患者に伝えますか。
山口　がんの名前、進行度合い、治療による生存

率など科学的に確実な事柄は開示する方針
ですが、余命については個人差があるので
お伝えしていません。本人の希望がある場

合、参考データをもとに範囲をお伝えする
ことはあります。

Ｑ　　外来治療でも自分を担当する看護師を持つ
ことはできますか。

青木　これまでは外来看護師が担当患者を持つこ
とはできませんでしたが、「外来看護師の
受け持ち患者制」が導入されれば、患者さ
んの治療をトータルでケアする体制が整い
ます。


