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肺
の
仕
組
み
と
働
き

　

肺
は
図
１
に
示
す
よ
う
に
、
気
管
、
気

管
支
か
ら
細
気
管
支
、肺
胞
道
と
続
く
「
気

道
」
と
、「
肺
胞
」
と
呼
ば
れ
る
ブ
ド
ウ
の

房
状
の
ち
密
な
膜
か
ら
で
き
て
い
ま
す
。

口
か
ら
吸
い
こ
ま
れ
た
空
気
は
気
道
を
通

り
肺
胞
に
至
り
、
酸
素
が
血
液
に
取
り
込

ま
れ
、
血
流
を
介
し
全
身
に
運
ば
れ
ま
す
。

肺
は
通
常
、
１
２
０
歳
ま
で
日
常
生
活
に

支
障
の
な
い
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
タ
バ
コ
の
煙
や
粉
じ
ん
な
ど
の

吸
入
や
、
後
で
説
明
す
る
様
々
な
病
気
に

よ
っ
て
肺
が
傷
害
を
受
け
る
と
、
中
高
年
、

場
合
に
よ
っ
て
は
小
児
期
か
ら
日
常
生
活

に
支
障
を
き
た
す
よ
う
に
な
り
ま
す
の
で

注
意
が
必
要
で
す
。
特
に
、
タ
バ
コ
の
煙

は
肺
の
直
接
的
な
傷
害
に
加
え
、
妊
婦
さ

ん
の
喫
煙
は
、
自
分
の
喫
煙
に
加
え
受
動

喫
煙
も
、
低
体
重
児
の
原
因
と
な
っ
て
お

子
さ
ん
の
将
来
の
肺
疾
患
の
発
症
の
原
因

と
な
り
ま
す
（
図
２
）。

　
肺
は
私
た
ち
の
生
命
の
維
持
に
必
要
な
酸
素
を
取
り
込
ん
で
、
体
で
で
き
た
不
要
な
二
酸
化
炭
素
を
排
泄
す
る
大
切
な
臓
器
で
す
。

誰
で
も
健
康
な
時
に
は
肺
の
働
き
を
意
識
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、最
近
流
行
し
て
い
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
肺
炎
や
、

様
々
な
肺
の
病
気
で
日
常
生
活
に
支
障
を
き
た
し
、
ひ
ど
い
場
合
に
は
生
命
の
危
機
に
も
お
ち
い
り
ま
す
。

　
肺
を
健
や
か
に
保
ち
、
健
康
寿
命
を
維
持
す
る
た
め
に
、
肺
の
仕
組
み
や
病
気
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

肺
を
健
や
か
に

保
つ
に
は
？

　

タ
バ
コ
の
煙
や
粉
じ
ん
な
ど
、
肺
に
傷

害
を
与
え
る
物
質
の
吸
入
を
避
け
る
こ
と

が
一
番
重
要
で
す
。
二
番
目
に
重
要
な
の

は
、
次
に
述
べ
る「
肺
の
異
常
を
知
ら
せ

る
サ
イ
ン
」を
見
逃
さ
な
い
こ
と
で
す
。

肺
の
異
常
を

知
ら
せ
る
サ
イ
ン

　

せ
き
、
た
ん
、
息
切
れ
、
こ
の
３
つ
が

肺
の
異
常
を
知
ら
せ
る
主
な
サ
イ
ン
で
す
。

　

一
つ
目
の
サ
イ
ン
で
あ
る
せ
き
は
、
気

管
や
気
管
支
の
粘
膜
表
面
に
分
布
す
る
知

覚
神
経
の
刺
激
で
起
こ
り
ま
す（
図
３
）。

健
康
な
人
で
も
ホ
コ
リ
を
吸
っ
た
り
、
飲

み
物
を
飲
ん
で
む
せ
た
り
す
る
と
せ
き
が

咽喉

異物を探知

ほこり、
ウイルスなど
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出
ま
す
。
か
ぜ
を
ひ
け
ば
、
の
ど
の
粘
膜

が
炎
症
を
起
こ
し
せ
き
が
出
ま
す
が
、
こ

の
場
合
、
ほ
と
ん
ど
は
２
週
間
以
内
で
咳

は
収
ま
り
ま
す
。
３
週
間
を
超
え
て
せ
き

が
続
く
場
合
は
、
気
管
支
や
肺
の
炎
症
、

具
体
的
に
は
後
で
説
明
す
る
喘ぜ

ん

息そ
く

、
慢ま

ん

性せ
い

閉へ
い

塞そ
く

性せ
い

肺は
い

疾し
っ

患か
ん

、
肺
炎
、
が
ん
な
ど
が
考

え
ら
れ
ま
す
。

　

二
つ
目
の
サ
イ
ン
で
あ
る
た
ん
は
、
気

道
か
ら
出
る
分
泌
物
で
す（
図
４
）。
健
康

な
人
で
も
常
に
少
し
ず
つ
出
て
い
ま
す

が
、
普
段
は
気
道
表
面
か
ら
再
吸
収
さ
れ

た
り
、
の
ど
ま
で
上
が
っ
て
か
ら
無
意
識

に
飲
み
込
ま
れ
た
り
し
て
い
る
の
で
、
あ

ま
り
意
識
さ
れ
ま
せ
ん
。
風
邪
を
ひ
い
た

場
合
も
粘
膜
の
炎
症
か
ら
た
ん
が
出
ま
す

が
、
長
引
く
場
合
は
気
管
支
や
肺
の
病
気

が
疑
わ
れ
ま
す
。
黄
色
や
緑
色
の
た
ん
は

膿の
う

性せ
い

の
た
ん
と
呼
ば
れ
、
細
菌
と
白
血
球

と
粘
液
の
混
ざ
っ
た
も
の
で
す
。
急
性
気

管
支
炎
や
肺
炎
な
ど
の
発
熱
を
伴
う
感
染

症
で
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
た
ん
に
血
液
が

混
じ
っ
た
り
す
る
場
合
は
肺
が
ん
の
可
能

性
も
あ
り
ま
す
。

　

三
つ
目
の
サ
イ
ン
で
あ
る
息
切
れ
は
、

呼
吸
が
苦
し
い
感
じ
を
言
い
ま
す
。
夜
間

や
朝
方
に
感
じ
、
ゼ
ー
ゼ
ー
、
ヒ
ュ
ー

ヒ
ュ
ー
す
る
場
合
は
喘
息
が
、
階
段
を

上
っ
た
り
速
足
の
と
き
に
感
じ
る
場
合
は

慢ま
ん

性せ
い

閉へ
い

塞そ
く

性せ
い

肺は
い

疾し
っ

患か
ん

や
間か

ん

質し
つ

性せ
い

肺は
い

炎え
ん

が
考

え
ら
れ
ま
す
。

　

先
に
も
説
明
し
ま
し
た
よ
う
に
、
健
康

な
肺
で
あ
れ
ば
１
２
０
歳
ま
で
日
常
生
活

に
支
障
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
、
せ
き
や

た
ん
が
続
い
た
り
、
同
年
代
の
人
と
比
べ

息
切
れ
が
あ
る
場
合
は
、
肺
の
健
康
を
損

な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
呼

吸
器
内
科
医
を
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

　

次
に
、
肺
の
代
表
的
な
病
気
に
関
し
解

説
し
ま
す
。

気管 細気管支

肺胞裏

肺胞

気管支

肺胞道

図 3　咳反射

図 4　たんが分泌される仕組み

図 1　肺の構造

呼吸器内科医師

図 2  妊婦の喫煙・受動喫煙と出生児体重
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ダ
ス
ト
、
ペ
ッ
ト
の
フ
ケ
、
カ
ビ
な
ど
の

ア
レ
ル
ギ
ー
に
よ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す

が
、
そ
の
原
因
物
質
が
特
定
で
き
な
い
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
定
期
的
な
抗
炎
症
薬
の

吸
入
治
療
で
、
ほ
と
ん
ど
の
喘
息
患
者
さ

ん
は
通
常
の
生
活
が
可
能
で
す
。

肺
の
病
気
を
知
って

早
め
に
受
診
し
ま
し
ょ
う

喘ぜ
ん

息そ
く

　

喘
息
は
気
道（
気
管
や
気
管
支
）に
炎
症

が
起
こ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
刺
激
に
気
道
が

敏
感
に
な
っ
て
発
作
的
に
気
道
が
狭
く
な

る
こ
と
を
繰
り
返
す
病
気
で
す（
図
５
）。

日
本
で
は
子
供
で
８
〜
14
％
、
大
人
で
９

〜
10
％
が
喘
息
に
か
か
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
て
お
り
、
高
年
齢
で
発
症
す
る
方
も

い
ま
す
。
炎
症
の
原
因
は
ダ
ニ
や
ハ
ウ
ス

と
が
多
く
、
あ
る
程
度
進
行
す
る
と
動
い

た
時
の
息
切
れ
や
た
ん
を
伴
わ
な
い
せ
き

が
み
ら
れ
ま
す
。

肺
が
ん

　

肺
に
発
生
す
る
悪
性
腫
瘍
で
、
肺
そ
の

も
の
か
ら
発
生
し
た
も
の
を
原
発
性
肺
が

ん
と
い
い
、通
常
肺
が
ん
と
呼
ば
れ
ま
す
。

肺
が
ん
の
原
因
の
70
％
は
タ
バ
コ
で
す

が
、そ
の
他
に
受
動
喫
煙
、環
境
、食
生
活
、

放
射
線
、薬
品
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
一
方
、

他
の
臓
器
か
ら
発
生
し
、
肺
に
転
移
し
た

も
の
を
転
移
性
肺
が
ん
と
呼
び
ま
す
。
が

ん
の
性
質
は
ど
の
臓
器
か
ら
発
生
し
た
か

で
決
ま
り
ま
す
。
肺
が
ん
は
、
早
期
で
あ

れ
ば
手
術
が
最
も
治
癒
の
期
待
で
き
る
治

療
法
で
す
が
、
発
見
さ
れ
た
時
に
は
進
行

し
て
い
る
場
合
が
多
く
、
手
術
の
ほ
か
に

放
射
線
治
療
や
抗
が
ん
剤
治
療
、
さ
ら
に

い
る
方
は
肺
炎
に
な
り
や
す
い
の
で
注
意

が
必
要
で
す
。

　

せ
き
、
た
ん
、
息
切
れ
、
胸
の
痛
み
、
発

熱
な
ど
の
症
状
が
み
ら
れ
ま
す
。
疲
れ
や
す

い
、
発
汗
、
頭
痛
、
吐
き
気
、
筋
肉
の
痛
み
、

さ
ら
に
は
、
お
腹
の
痛
み
や
下
痢
と
い
っ
た

症
状
が
み
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
高
齢

な
人
で
は
、
肺
炎
を
起
し
て
も
、
こ
の
よ
う

な
症
状
を
は
っ
き
り
と
示
さ
な
い
こ
と
が
あ

り
、
注
意
を
要
し
ま
す
。

慢ま
ん

性せ
い

閉へ
い

塞そ
く

性せ
い

肺は
い

疾し
っ

患か
ん

（
Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ｄ
）

　

慢
性
閉
塞
性
肺
疾
患（
Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ｄ
）と

は
、
こ
れ
ま
で
慢
性
気
管
支
炎
や
肺
気
腫

と
呼
ば
れ
て
き
た
病
気
の
総
称
で
す（
図

６
）。
タ
バ
コ
の
煙
を
主
と
す
る
有
害
物

質
を
長
期
に
わ
た
り
吸
い
込
む
こ
と
で
生

じ
た
肺
の
炎
症
性
疾
患
で
あ
り
、
喫
煙
習

慣
を
背
景
に
中
高
年
に
発
症
す
る
生
活
習

慣
病
と
い
え
ま
す
。
40
歳
以
上
の
人
口
の

８
・
６
％
、
約
５
３
０
万
人
の
患
者
が
存

在
す
る
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

歩
行
時
や
階
段
を
上
っ
た
と
き
な
ど
、

身
体
を
動
か
し
た
時
に
息
切
れ
を
感
じ
る

労
作
時
呼
吸
困
難
や
慢
性
の
せ
き
や
た
ん

が
特
徴
的
な
症
状
で
す
。

　

治
療
の
第
一
歩
は
禁
煙
で
す
が
、
気
管

支
拡
張
薬
の
吸
入
で
せ
き
、
た
ん
、
息
切

れ
が
改
善
し
、
寿
命
も
延
び
る
こ
と
が
わ

か
っ
て
い
ま
す
。

肺
炎

　

肺
炎
は
、
細
菌
や
ウ
イ
ル
ス
な
ど
の
病

原
微
生
物
が
感
染
し
て
、
肺
に
炎
症
を
起

こ
す
病
気
で
す
。
平
成
26
年
の
厚
生
労
働

省
の
統
計
に
よ
る
と
、
わ
が
国
に
お
け
る

肺
炎
に
よ
る
死
亡
数
は
、
が
ん
、
心
疾
患

に
続
く
第
３
位
と
な
っ
て
い
ま
す
。
図
７

に
示
す
よ
う
な
、
慢
性
疾
患
に
か
か
っ
て

間か
ん

質し
つ

性せ
い

肺は
い

炎え
ん

　

間
質
性
肺
炎
は
、
肺
胞
の
壁
に
炎
症
や

損
傷
が
起
こ
り
、
壁
が
厚
く
硬
く
な
る
た

め（
線せ

ん

維い

化か

）、
酸
素
を
取
り
込
み
に
く
く

な
る
病
気
で
す（
図
９
）。
原
因
は
、
リ
ウ

マ
チ
な
ど
の
膠こ

う

原げ
ん

病び
ょ
う

、
薬
剤
に
よ
る
副
作

用
、
放
射
線
照
射
に
よ
る
も
の
、
不
明
な

も
の
な
ど
多
彩
で
す
。

　

症
状
は
、
初
期
段
階
に
は
無
症
状
の
こ

図 9　繊維化した肺の CT
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図 7　肺炎になりやすい慢性疾患の例
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図 5　正常時の気管支と喘息発作時の気管支
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図 8　《胸部 CT》

入院時 退院時

こ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
た
治
療
が
選
択
さ

れ
ま
す
。
近
年
で
は
、
遺
伝
子
検
査
や
が

ん
表
面
の
タ
ン
パ
ク
な
ど
、
個
々
の
肺
が

ん
の
性
質
を
調
べ
て
、
患
者
さ
ん
ご
と
に

効
果
が
高
い
と
さ
れ
る
治
療
薬（
分
子
標

的
薬
や
免
疫
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
阻
害
薬

な
ど
）を
選
ん
で
行
う
個
別
化
治
療
が
進

ん
で
い
ま
す
。

最
後
に

　

以
上
、
肺
の
仕
組
み
と
働
き
、
肺
の
病

気
の
サ
イ
ン
、
個
々
の
肺
の
病
気
に
つ
い

て
解
説
し
ま
し
た
。
肺
を
健
や
か
に
保
つ

こ
と
は
、
健
康
寿
命
の
延
伸
に
つ
な
が
り

ま
す
。
肺
の
病
気
に
関
す
る
診
断
法
や
治

療
法
は
こ
の
20
年
で
大
き
く
進
歩
し
て
い

ま
す
。「
お
か
し
い
な
」と
思
っ
た
ら
早
め

に
呼
吸
器
内
科
医
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

軽
症
で
あ
れ
ば
、
抗
菌
薬
を
飲
ん
で
も

ら
い
、
通
院
で
治
療
し
ま
す
。
年
齢
や
呼

吸
状
態
な
ど
か
ら
重
症
と
判
断
し
た
場
合

に
は
、
入
院
し
て
も
ら
い
、
抗
菌
薬
を
注

射
し
ま
す
。
普
段
か
ら
栄
養
バ
ラ
ン
ス
に

心
掛
け
、
よ
く
体
を
動
か
し
禁
煙
に
努
め

る
こ
と
と
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン

や
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
し
て
お
く

こ
と
が
、
肺
炎
予
防
に
つ
な
が
り
ま
す
。

過
敏
性
肺
炎

　

有
機
物
の
粉
じ
ん
や
化
学
物
質（
こ
れ

ら
を
抗
原
と
呼
び
ま
す
）を
繰
り
返
し
吸

い
込
ん
だ
こ
と
に
よ
る
ア
レ
ル
ギ
ー
反
応

が
原
因
の
肺
炎
で
す
。
抗
原
と
し
て
頻
度

が
高
い
も
の
に
、
カ
ビ（
中
で
も
ト
リ
コ

ス
ポ
ロ
ン
と
い
う
カ
ビ
が
原
因
の
こ
と
が

多
い
）が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
の
ほ
か
に
、

細
菌
の
一
種
、
鳥
類
の
排
泄
物
に
含
ま
れ

る
タ
ン
パ
ク
質
、
キ
ノ
コ
の
胞
子
、
ポ
リ

ウ
レ
タ
ン
の
原
料
と
な
る
イ
ソ
シ
ア
ネ
ー

ト
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

症
状
は
、
乾
い
た
せ
き（
た
ん
を
伴
わ

な
い
こ
と
が
多
い
）、
息
切
れ
、
発
熱
で

す
。
ま
た
抗
原
を
回
避
し
た
場
合（
入
院

し
た
り
、
仕
事
を
休
む
）に
症
状
が
改
善

し
ま
す
。

　

胸
部
Ｃ
Ｔ
で
の
淡
い
陰
影（
ス
リ
ガ
ラ

ス
陰
影
）が
認
め
ら
れ
ま
す（
図
８
）。
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令
和
２
年
４
月
１
日
、

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー

監
理
官
に
着
任
し
ま
し
た
。

　

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
セ
ン

タ
ー
は
、
東
北
大
学
医
学

系
研
究
科
・
医
学
部
と
の

共
同
研
究
・
試
験
等
の
連

携
強
化
と
、
職
員
の
研
究
・

学
術
論
文
発
表
等
の
ア
カ

デ
ミ
ッ
ク
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ

の
向
上
を
図
り
、
積
極
的

に
発
表
を
推
進
す
る
と
と

も
に
、
各
職
員
の
業
績
・

資
格
の
管
理
も
行
っ
て
い

く
こ
と
を
目
的
と
し
て
設

置
さ
れ
ま
し
た
。

　

東
北
大
学
で
の
経
験
を
活

か
し
、
大
崎
市
民
病
院
の
診

療
、
看
護
、
薬
剤
、
検
査
、

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
栄

　

本
年
４
月
よ
り
ア
カ
デ

ミ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
部
長
を

拝
命
い
た
し
ま
し
た
吉
田

龍
一
と
申
し
ま
す
。「
ア
カ

デ
ミ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
っ
て

何
？
」と
思
わ
れ
る
方
が
ほ

と
ん
ど
だ
と
思
い
ま
す
が
、

大
崎
市
民
病
院
に
新
た
に

で
き
た
部
門
で
あ
り
、
そ

の
名
の
と
お
り
、
主
に
学

術
的
な
業
務
を
行
う
部
門

と
し
て
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

業
務
内
容
は
、
従
来
の
教

育
研
修
、
す
な
わ
ち「
職
員

研
修
部
門
」、「
臨
床
研
修
部

門
」、「
東
北
大
学
連
携
大
学

院
」を
統
括
し
、
さ
ら
に
こ

れ
ま
で
各
科
各
医
師
で
行

わ
れ
て
き
た
治
験
や
臨
床

研
究
な
ど
の
学
術
研
究
も

養
な
ど
各
部
門
の
学
術
面
の

充
実
に
向
け
支
援
し
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
特

に
、
研
修
医
の
キ
ャ
リ
ア
形

成
に
あ
た
っ
て
は
、
将
来
の

専
門
性
に
と
ら
わ
れ
ず
、
患

者
さ
ん
を
診
療
す
る
た
め
の

臨
床
能
力
を
身
に
つ
け
る
た

め
、
早
い
時
期
か
ら
実
臨
床

と
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
、

ま
と
め
る
能
力
や
プ
レ
ゼ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
身
に
つ

け
る
べ
く
学
会
発
表
や
論
文

作
成
の
サ
ポ
ー
ト
を
行
っ
て

い
き
ま
す
。

　

ま
た
、
呼
吸
器
内
科
長

と
し
て
、
地
域
の
呼
吸
器

医
療
の
充
実
に
も
注
力
い

た
し
ま
す
。

　

宮
城
県
北
の
地
域
医
療

の
拠
点
と
し
て
、
非
常
に

活
気
の
あ
る
大
崎
市
民
病

院
の
さ
ら
な
る
飛
躍
の
た

め
に
尽
く
し
た
い
と
思
い

ま
す
の
で
ご
協
力
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

統
括
す
る
と
共
に
、
新
た
に

職
員
の
学
会
発
表
や
学
術
論

文
作
成
の
支
援
等
を
主
な
業

務
と
す
る
も
の
で
す
。

　

全
国
的
に
見
て
も
一
般
病

院
に
こ
の
よ
う
な
部
門
を
設

置
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
少
な

い
と
思
い
ま
す
。
患
者
さ
ん

や
市
民
の
方
々
に
直
接
関
わ

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
医
療
の
基
礎
と
な
る
学

術
的
部
分
を
強
化
・
発
展
さ

せ
る
こ
と
が
、
病
院
の
理
念

で
あ
る「
市
民
が
安
心
で
き

る
医
療
の
提
供
」の
た
め
に

必
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

ま
だ
、
試
行
錯
誤
の
点
も

多
々
あ
り
ま
す
が
、
一
ノ
瀬

正
和
東
北
大
学
名
誉
教
授

を
お
招
き
し
、
臨
床
の
み

な
ら
ず
学
術
的
側
面
に
も

力
を
入
れ
、
病
院
の
実
力
、

ス
テ
ー
タ
ス
を
向
上
さ
せ

る
べ
く
邁
進
す
る
所
存
で

す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

I N F O R M AT I O N

今号の表紙

　我々が常に目指している
もの、それは目の前の患者
さんに 最 善 の医 療 を提 供
することにほかなりません。
救 急 医 療 においては多 職
種の力を最大限に生かした
チーム作りが大切です。そし
て、救急医は、専門性のあ
る各診療科とも連携し、協
力しながらより高いレベル

の医療を患者さんに提供するための調整役として機
能しなければならないと考えています。
　当院は、大崎地域以外にも登米や仙台地域の診
療に携わっています。センターの設備投資とスタッフ
の充足に力を入れ、救急車搬送数は年間5,000 台、
救急車応需率は95％に届くまでとなりました。
　救急医療における県北の要として、これからも皆
さんが安心して過ごせるように誠心誠意努力してまい
ります。

　アカデミックセンターは、医師や研修医、看護師、医療技術職員等の病院を構成する各部門の学術面の充
実と支援を目的に、東北大学名誉教授の一ノ瀬正和氏を監理官として迎え、令和２年４月１日に設置しました。
　多くの知識や技術の習得を進めることができるよう、総合的な研修計画を立て、病院として必要とされる職員
の育成を行っています。
　研修医のキャリア形成にあたっては、自らの専門分野にとらわれずに、患者さんを診療するための臨床能力
の指導に加え、学会発表や論文作成の支援など、教育体制の充実を図り、市民の皆さんに信頼される医師を育
成していきます。

　７月１日（水）から、本院の診察・検査等の再来受
付を「予約時間の９０分前から」に変更しました。
　９０分より前の受付はできなくなります。皆様の
ご理解ご協力をお願いいたします。
※早く来院することによって、診察時間（予約時間）

が早くなることはありせん。
※抗がん剤治療、放射線治療等の再来受付機での受

付をしない方は、従来どおりの運用となります。

　当院がんサロンにおいて、がん関連の専門・認定
看護師によるがん相談会を実施しています。
　当院かかりつけでなくとも、がんに関する疑問や
不安をお持ちの方であれば、患者さん、ご家族、ど
なたでもご利用頂けます。

当日直接がんサロンに来室し、「がん相談会に来ました」とお声がけください。日時は急きょ変更となる可能性があ
りますので、ご了承ください。不明な点は、がんサロンまでお尋ねください。 大崎市民病院　がんセンター

令和2年 7月 13日（月） 30日（木）
 8月  6日（木） 18日（火）
 9月 11日（金） 25日（金）

10：00 〜 12：30

開催日

時　間

（例）午前10時予約の場合受付機での受付は
 90分前の午前8時30分から可能となります。

申込
不要

1回
20〜30分

相談料
無料

アカデミックセンターアカデミックセンター
Debut!
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７月１日（水）から本院の再来受付は
「予約時間の９０分前から」

に変更しました

専門・認定看護師による

がん相談会



地 域 の
医 療 機 関 の ご 紹 介

I n t r o d u c t i o n  l o c a l  m e d i c a l  i n s t i t u t i o n s

当院は、身近な医療機関と役割分担を図り、地域全体で切れ目のない医療を提供することを目指しています。
こちらでは、当院の登録医療機関（かかりつけ医）をご紹介します。

　加美町中新田地区にある内科医院です。1926 年開業で、私が４代目に
なります。心臓病、高血圧症、糖尿病、脂質異常症など生活習慣病を中心
に内科全般の診療をおこなっています。手術など専門的治療が必要な際に
は大崎市民病院へ紹介することが多く、今後も市民病院と緊密に連携を取
りながら、地域の患者さんが健康で安心に過ごせるよう健康管理のお手伝
いをしていきたいと思います。

　当科は涌谷町で開業している整形外科専門のクリニックです。主に運動器
（骨、関節、筋、神経など）の疾患を扱う診療科で骨折や捻挫などの外傷
から腰痛や関節痛、リウマチなどの慢性疾患まで幅広く診療しています。ま
た骨粗鬆症の検診や治療も行っており骨折予防に取り組んでいます。さらに
地域密着型の通所リハビリを併設しており介護保険を利用したリハビリテー
ションにも力を入れています。当科で対応できない疾患や手術が必要な場
合は大崎市民病院をはじめ各専門施設に紹介し治療をお願いしています。
　今後とも患者さんには満足度の高い診療を提供できるように努力してまい
りたいと思います。

循環器科、内科

整形外科、リハビリテーション科、
リウマチ科、巻き爪・陥入爪治療

〒981-4234
加美郡加美町字旧舘一番 80-2
TEL：0229-63-2025

〒 987-0147
遠田郡涌谷町字下道 2-1
TEL：0229-43-5553

【月・火・水・金】
8：00 〜12：00
14：00 〜17：00

【土】
8：00 〜12：00

【月・火・木・金】
9：00 〜12：00
14：00 〜18：00
【水・土】
9：00 〜12：30

木曜・土曜午後・日曜・祝日

水曜午後・土曜午後・日曜・祝日

診療科目

診療科目

診療時間

診療時間

休診日

休診日

	 月　火　水　木　金　土　日
午前	 ◯　◯　◯　ー　◯　◯　ー
午後	 ◯　◯　◯　ー　◯　ー　ー

	 月　火　水　木　金　土　日
午前	 ◯　◯　◯　◯　◯　◯　ー
午後	 ◯　◯　ー　◯　◯　ー　ー

医療法人社団  伊 藤 医 院

わ く や 整 形 外 科

地　域　の　皆　さ　ん　へ

地　域　の　皆　さ　ん　へ

院長　伊藤	健太先生

大崎市民病院 検索

大崎市民病院　〒989-6183  大崎市古川穂波三丁目8番1号
TEL 0229-23-3311　FAX 0229-23-5380
URL https://www.h-osaki.jp
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