
１
９
９
２
年
に
訪
問
診
療
を
行
う
診
療
所
を
開
業
し
、
在
宅
医

療
の
草
分
け
と
し
て
常
に
業
界
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
。
現
在

は
複
数
の
診
療
所
の
ほ
か
、
介
護
老
人
保
健
施
設
や
訪
問
介

護
な
ど
の
介
護
事
業
な
ど
多
角
的
に
展
開
し
て
患
者
を
支
え

る
実
践
者
で
あ
り
な
が
ら
、
地
域
課
題
の
解
決
に
貢
献
す
る

た
め
の
研
究
者
・
教
育
者
と
し
て
の
顔
も
持
つ
。

撮
影
＝
小
川
拓
洋

太
田
秀
樹

医
療
法
人
ア
ス
ム
ス
理
事
長

H
ideki O

ta

右
手
に
聴
診
器
、左
手
に
算
盤

地
域
で
暮
ら
し
た
い
と
願
う
人
の

希
望
を
叶
え
る
医
療
を
具
現
化
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患
者
ニ
ー
ズ
に
応
え

多
角
的
に
事
業
を
展
開

─
─
お
や
ま
城
北
ク
リ
ニ
ッ
ク
を
は
じ

め
複
数
の
診
療
所
、
老
健
や
訪
問
介
護

な
ど
の
介
護
事
業
も
多
角
的
に
展
開
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
展
開

の
経
緯
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

も
と
も
と
、「
こ
う
い
う
事
業
展
開

に
し
よ
う
」と
思
い
描
い
て
い
た
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

在
宅
医
療
を
始
め
た
の
は
、
病
院
勤

務
時
代
に
歩
い
て
退
院
し
て
い
っ
た
の

に
し
ば
ら
く
し
た
ら
寝
た
き
り
で
入
院

し
て
く
る
患
者
が
少
な
く
な
い
こ
と
に

疑
問
を
感
じ
て
い
た
こ
と
と
、
障
害
者

の
グ
ル
ー
プ
と
の
か
か
わ
り
の
な
か
で

医
療
が
必
要
な
と
き
に
適
切
に
受
診
で

き
な
い
人
が
い
る
と
い
う
事
実
を
知
っ

た
こ
と
で
、「
出
前
医
療
」の
必
要
性

を
感
じ
た
か
ら
で
す
。
バ
ブ
ル
の
名
残

で
、
開
業
す
る
医
師
の
多
く
が〝
大
学

病
院
に
匹
敵
す
る
医
療
〟を
目
指
し
て

高
価
な
医
療
機
器
を
導
入
し
た
り
、
豪

華
な
建
物
を
つ
く
っ
て
い
ま
し
た
が
、

私
は〝
大
学
病
院
に
は
で
き
な
い
医
療
〟

を
聴
診
器
１
本
で
実
践
し
て
い
こ
う
と

決
意
し
ま
し
た
。

「
地
域
で
暮
ら
し
た
い
」と
願
う
人
が

い
る
限
り
、
そ
の
願
い
を
叶
え
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
家
族
の
介
護
力
が
弱

く
、
医
療
依
存
度
が
高
い
患
者
さ
ん
が

利
用
で
き
る
施
設
が
必
要
だ
と
感
じ
た

か
ら
、
老
健
を
つ
く
り
ま
し
た
。
複
数

診
療
所
も
そ
の
ほ
か
の
介
護
事
業
も
、

そ
の
願
い
を
叶
え
る
た
め
に
必
要
だ
っ

た
か
ら
開
設
し
た
の
で
す
。

私
が
在
宅
医
療
に
お
い
て
大
切
に
し

て
い
る
の
は
、「
ど
こ
で
医
療
を
提
供

す
る
か
」で
は
な
く
、
家
族
の
介
護
力

や
療
養
環
境
、
本
人
の
思
い
な
ど
を
総

合
的
に
勘
案
し
た
う
え
で「
そ
の
人
に

と
っ
て
最
も
適
切
な
医
療
を
提
供
す
る

こ
と
」で
す
。
そ
の
た
め
に
必
要
な
環

境
を
つ
く
っ
て
い
く
の
が
在
宅
医
の
役

割
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

─
─
介
護
保
険
も
な
く
、
経
営
は
厳
し

か
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

在
宅
医
療
の
報
酬
も
往
診
料
く
ら
い

し
か
算
定
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
老

健
も
介
護
保
険
ス
タ
ー
ト
前
に
つ
く
っ

た
の
で
、
経
営
は
楽
で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
そ
れ
で
も
、
必
要
と
し
て
く

れ
て
い
る
患
者
さ
ん
が
い
る
か
ら
に
は

継
続
さ
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
イ

ニ
シ
ャ
ル
コ
ス
ト
を
抑
え
る
努
力
も
重

ね
ま
し
た
し
、
私
自
身
の
生
活
費
は
、

友
人
の
病
院
に
出
向
き
行
っ
た
、
週
１

回
の
手
術
の
収
入
で
し
た
。

渋
沢
栄
一
の
論
語
と
算
盤
で
も
な
い

の
で
す
が
、
私
の
場
合
は
聴
診
器
と
算

盤
。
経
営
の
健
全
化
と
は
、
自
ら
の
医

療
理
念
を
貫
く
う
え
で
不
可
欠
だ
と
思

い
ま
す
。

コ
ミ
ュニ
テ
ィ
、文
化
は

変
え
る
こ
と
が
で
き
る

─
─
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
は
じ

め
、「
地
域
」や「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」の

重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
ま
す
か
。

複
数
の
診
療
所
を
展
開
す
る
な
か

で
、
同
じ
医
療
を
提
供
し
て
い
て
も
受

け
入
れ
ら
れ
方
が
ま
っ
た
く
違
う
こ
と

に
気
づ
き
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
最
初

に
開
業
し
た
小
山
市
よ
り
、
２
番
目
に

開
業
し
た
栃
木
市
の
ほ
う
が
、
患
者
数

が
急
激
に
増
え
ま
し
た
。
こ
れ
は
な
ぜ

だ
ろ
う
と
思
い
、
２
０
１
０
年
か
ら
３

年
間
、
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｘ（
社
会
技
術
研

究
開
発
セ
ン
タ
ー
）か
ら
助
成
金
を
い

た
だ
き
、
背
景
を
調
査
し
た
の
で
す
。

そ
の
結
果
、
在
宅
医
療
を
推
進
す
る
に

は
①
在
宅
医
療
を
意
識
し
た
病
院
医

療
、
②
質
の
高
い
在
宅
医
療
、
③
さ
ま

ざ
ま
な
生
活
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
在
宅
介

護
、
④
社
会
資
源
が
有
機
的
に
機
能
す

る
地
域
連
携
、
⑤
生
活
し
て
い
く
う
え

で
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
絆
、
⑥
行
政
の

意
識
や
態
度
、
⑦
住
民
の
在
宅
医
療
へ

の
信
頼
─
─
の
７
つ
の
領
域
に
目
を
向

け
る
べ
き
だ
と
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

専
門
職
が
果
た
す
べ
き
役
割
は
複
数

あ
る
も
の
の
、
住
民
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

も
重
要
度
が
高
い
。
栃
木
市
で
は
患
者

さ
ん
の
具
合
が
悪
く
な
っ
た
ら
隣
に
住

ん
で
い
る
お
ば
さ
ん
が
私
の
と
こ
ろ
に

電
話
を
か
け
て
き
た
り
し
ま
す（
笑
）。

地
域
の
つ
な
が
り
、
結
び
つ
き
が
も
と

も
と
強
い
地
域
だ
か
ら
、
在
宅
医
療
も

推
進
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
ま
し
た
。

た
だ
、
文
化
や
住
民
の
意
識
は
長
年

培
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
変
え
る

の
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。で
す
が
、

諦
め
る
こ
と
も
な
い
と
思
い
ま
す
。
茨

城
県
結
城
市
に
診
療
所
を
開
業
し
た
と

(C) 2018 日本医療企画.
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き
は
、
あ
ま
り
依
頼
が
き
ま
せ
ん
で
し

た
。
小
さ
な
ま
ち
で
す
が
ど
ち
ら
か
と

い
う
と
閉
鎖
的
で
、
家
で
誰
か
が
死
ぬ

な
ん
て
世
間
体
が
悪
い
と
い
う
思
い
が

残
っ
て
い
る
よ
う
で
し
た
。
し
か
し
、

希
望
す
る
方
に
在
宅
医
療
を
展
開
し
て

き
た
結
果
、
今
で
は
在
宅
看
取
り
率
が

大
幅
に
向
上
し
た
の
で
す
。
住
民
の
意

識
が
変
わ
り
、
文
化
が
変
わ
っ
た
の
を

こ
の
目
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

悲
観
的
に
な
る
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。
私
た
ち
に
で
き
る
こ
と
を
、
住
民

と
一
緒
に
実
践
し
て
い
く
こ
と
が
大
切

で
す
。

─
─
今
で
も
週
３
回
は
外
来
と
訪
問
診

療
を
行
う
ほ
か
、
多
く
の
講
演
や
執
筆

活
動
、
研
究
・
学
会
活
動
を
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
原
動
力
や
秘
訣
を
教
え
て

く
だ
さ
い
。

決
し
て
手
を
抜
い
て
い
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が（
笑
）、
楽
し
く
、
深

刻
に
な
り
す
ぎ
ず
に
や
っ
て
い
る
と
思

い
ま
す
。

大
学
医
学
部
の
役
割
は「
臨
床
」「
教

育
」「
研
究
」の
３
つ
で
す
が
、
私
が
実

践
し
て
い
る〝
大
学
病
院
に
は
で
き
な

い
医
療
〟は
大
学
で
は
教
え
て
も
ら
え

ま
せ
ん
し
、
研
究
も
で
き
ま
せ
ん
。
こ

れ
は
、
私
に
し
か
で
き
な
い
こ
と
な
の

で
す
。
そ
の
自
負
が
、
研
修
・
研
究
へ

の
動
機
づ
け
に
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
ね
。

さ
ら
に
今
後
は
、
地
域
づ
く
り
も
重

要
な
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
な
り
ま
す
。
私
の

持
っ
て
い
る
力
を
地
域
に
還
元
し
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
力
を
強
化
す
る
こ
と
で
、

最
終
的
に
は
日
本
を
強
く
し
て
い
く

こ
と
に
貢
献
で
き
た
ら
い
い
で
す
ね
。

1979年　日本大学医学部卒業
同大学医学部附属板橋病院
麻酔科研修医

1986年　自治医科大学大学院修了
1990年　同大学整形外科専任講師
1992年　おやま城北クリニック開業

1994年　医療法人喜望会設立
2000年　法人名を医療法人アスムスに

変更
全国在宅療養支援診療所連絡会事務
局長
日本医師会在宅医療連絡協議会委員

  7時：起床
  8時：通勤、新幹線で原稿執筆
  9時：外来診療
12時：税理士と打ち合わせ
13時：訪問診療
17時：診療所合同会議
20時：帰宅
24時：就寝

  原稿や論文執筆、経営に関する会議、打
ち合わせ、取材対応
 午前中外来、午後訪問診療
 午前中外来、午後訪問診療
  原稿や論文執筆、経営に関する会議、打
ち合わせ、取材対応
 午前中外来、午後訪問診療
 講演・学会、イベント
 講演・学会、イベント

意志あるところに道は通ず

太田秀樹（おおた・ひでき）

(C) 2018 日本医療企画.




