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  2）浦島充佳．新型インフルエンザ対策を考える（第３
回） SARS 流行に学ぶ．プレホスピタル・ケア  2009；
22(5)：32-7．

  3）浦島充佳．新型インフルエンザ対策を考える　スペ
イ ン 風 邪 に 学 ぶ． プ レ ホ ス ピ タ ル・ ケ ア  2009；
22(4)：10-5．

  4）浦島充佳．新型インフルエンザ対策を考える　豚由
来新型インフルエンザ（Ａ型 H1N）．プレホスピタル・
ケア  2009；22(3)：38-46．

臨 床 疫 学 研 究 室

室長・准教授：松島　雅人　　 疫学，臨床疫学，内
科学，総合診療医学，
家庭医療学，糖尿病
学

教育・研究概要
臨床疫学研究室は，本年度に新設された新たな研

究室で，日常臨床で生ずるさまざまな疑問を疫学的
手法にて解決する臨床疫学を軸として，研究，教育
を行っている。

研究分野は，臨床疫学がカバーする疾病の診断・
治療を中心であるが，従来の疾病中心型の臨床研究
のトピックにとらわれず，医療コミュニケーション，
医療の質評価，行動科学，質的研究等が含まれてい
る。さらに医療の最前線であるにもかかわらずエビ
デンスが不足しているプライマリケア，家庭医療学
分野でのエビデンス生成を目指している。プライマ
リケアリサーチネットワークの構築は学外医療人と
の共同研究や研究支援によって達成されつつある。

卒前教育では妥当で効率的な医療を行える医師を
養成する一環として Evidence-based Medicine 方法
論教育を行っている。卒後教育は大学院教育として
臨床研究の方法論および生物統計学手法の実践を中
心とした教育活動を行っている。特に地域医療を
担っている医療人を対象に社会人大学院生を積極的
に受け入れている。また文部科学省にて採択された
医療人 GP「プライマリケア現場での臨床研究者の
育成」プログラムをシステムとして継続し，新たに

「プライマリケアのための臨床研究者育成プログラ
ム」を設立し，プライマリケアを担う若手医師を
clinician-researcher として育成している。

Ⅰ．研究課題
１． Assessment of Chronic Illness Care（ACIC）

日本語版作成についての研究およびプライマ
リ・ケアセッティングにおける糖尿病専門医
と非糖尿病専門医の糖尿病診療システム比較
調査

本研究は糖尿病専門医と非糖尿病専門医を対比さ
せつつ，日本におけるプライマリ・ケアセッティン
グでの糖尿病診療システムの現状を明らかにするこ
とを目的としている。具体的には，米国で 1990 年
代に開発された慢性疾患に共通するケアシステムで
ある Chronic Care Model（CCM）に着眼し，その
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評 価 基 準 で あ る Assessment of Chronic Illness 
Care（ACIC）の日本語訳を開発するとともに，そ
れを用いて２群における慢性疾患ケアのシステムの
違いの有無を明らかにする。また，この結果から日
本における慢性疾患ケアの問題点について考察し，
今後の非糖尿病専門医の糖尿病の診療質改善を行う
ための方略を検討する。
２． RIAS を用いた医療面接におけるコミュニ

ケーションスタイルの患者満足度への影響
現在，日本において患者意識の変化（自己決定権

の確立を望む意見の増加）や慢性疾患の増加により
患者－医師コミュニケーションへの関心は高まって
いる。しかし日本におけるコミュニケーションに関
する研究は少なく，日本において効果的なコミュニ
ケーションスタイルは，明らかではない。よって日
本の医療面接における効果的なコミュニケーション
スタイルの特徴を明らかにし，患者満足度への影響
について研究することは，非常に重要である。本研
究は一般外来診療におけるコミュニケーションスタ
イルを明らかにし，患者満足度との関連を評価する
ことを目的としている。
３． PEI（Patient Enablement Instrument）の日

本語翻訳とその信頼性・妥当性の検討
医療のアウトカム指標についてさまざまな質問紙

が開発されてきてはいるが，特にプライマリ・ケア
分野ではその測定指標が不足していると言われてい
る。患者満足度調査用の質問紙は，アウトカムにつ
いての患者の認識を表すものではあるが，実際には
その構造は医療ケアの供給に関連した期待度を測定
していると考えられる。医療による健康度の上昇を
測定しているわけではない。PEI（Patient Enable-
ment Instrument）は，英国において開発された指
標で，患者が自身の健康や“病い”を理解し対処す
る能力を測定するものである。本研究では，これを
原著者の許可を得て翻訳→逆翻訳というプロセスを
経て日本語版を開発し，その妥当性・信頼性を検討
している。
４． 在宅高齢者コホート研究：発熱・感染症実態

調査
わが国では，高齢者数は増加（現在年間死亡者数

108 万人→ 2038 年には 170 万人）しているが，一方，
病院数は減少（現在病院看取り 80 万人）している。
したがって今後ますます在宅医療の必要性が増して
くることが予想される。在宅医療に関する研究は十
分とは言えない。特に在宅医，患者・家族とも判断
に苦慮する在宅高齢患者の発熱・感染症に関する研
究は未知な部分が多い。そこで本研究では，在宅医

療管理中高齢患者（65 歳以上）について，発熱イ
ベントの発生率，診断名，抗菌薬使用の有無，予後

（在宅治癒，入院，死亡）を明らかにすることを目
的に調査を行った。また，生命予後の予測因子とし
て使用される Charlson Comorbidity Index（併存疾
患をスコア化したもの。以下 CCI）が在宅における
発熱発生および生命予後の予測因子として機能する
かについても検討した。

　「点検・評価」
１．教育
１）卒前教育
 　コース医療情報・EBM の４年生ユニット Evi-
dence-based Clinical Practice を担当
２）卒後教育
学内：
 　大学院共通カリキュラム「医療統計学」 90 分
×15 回　４/10～６/12
(1)　 統計学の基礎（推定と検定，変数の尺度，

平均と分散）
(2)　確率変数と確率分布（２項分布，正規分布）
(3)　 推定（中心極限定理，信頼区間）検定，検

定の概念，母平均の検定，母比率の検定，
２群間の平均値の検定

(4)　 比率の検定（ χ2 検定と Fisher 検定，オッズ
比とリスク比）

(5)　 ノンパラメトリック検定（Wilcoxon 符号順
位検定と Wilcoxon 順位和検定），分散分析

(6)　回帰分析と相関係数
(7)　生命表分析，サンプルサイズ
(8)　重回帰分析とロジスティック回帰分析
学外：
 　クリニカルリサーチコース「生物統計コース」　
全 10 回（計 20 時間）
 　医療人 GP「プライマリケア現場の臨床研究者
の育成」：
e-learning コース
(1)　 EBM から始まる臨床研究コース（総講義

時間：321 分）
(2)　疫学・臨床研究コース（総講義時間：390分）
(3)　生物統計学コース（総講義時間：685 分）
(4)　家庭医療学コース（総講義時間：93 分）
(5)　質的研究コース（総講義時間：172 分）
(6)　研究倫理コース（総講義時間：88 分）
(7)　 臨床研究実践コース（各自の研究テーマに

ついての指導）
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ワークショップ
(1)　2009/５/16～17　 ２期生第１回ワークショップ
(2)　2009/９/２　 ２期生第２回ワークショップ

（リサーチクエスチョン発表と
質的研究セミナー）

(3)　2009/10/11　 １期生第４回ワークショップ
（中間研究発表会）

(4)　2010/２/６　 ２期生第３回ワークショップ
（研究プロトコール発表とアン
ケート作成セミナー）

２．研究
課題「内科外来から総合診療外来への改称の受診

理由への影響」については，学会発表終了し，論文
化が行われ日本プラマリ・ケア連合学会誌に原著と
して採択され in press となっている。課題「経皮的
内視鏡的胃瘻造設術（PEG）の長期生命予後－後ろ
向きコホート研究」は現在論文化が進められている。
課題「在宅高齢者コホート研究：発熱・感染症実態
調査」は，日本プライマリ・ケア学会第１回学術集
会の学会賞候補演題となった。
３．進行中の研究課題
１） RIAS を用いた医療面接におけるコミュニ

ケーションスタイルの患者満足度への影響
２） PEI（Patient Enablement Instrument）の日

本語翻訳とその信頼性・妥当性の検討
３） 在宅高齢者コホート研究：発熱・感染症実態

調査
４） IgA 腎症病理研究会ガイドライン作成のため

のケースコントロール研究および前向きコ
ホート研究

５） Assessment of Chronic Illness Care（ACIC）
日本語版作成についての研究およびプライマ
リ・ケアセッティングにおける糖尿病専門医
と非糖尿病専門医の糖尿病診療システム比較
調査

６）Healing に関する質的研究
７） 総合診療外来における身体症状および QOL

と抑うつ，不安との関連

研　究　業　績
Ⅰ．原著論文
  1）Kurita A, Murakami M, Takagi S, Matsushima M, 

Suzuki M. Visual hallucinations and altered visual in-
formation processing  in Parkinson disease and de-
mentia with Lewy bodies. Mov Disord 2010； 25(2) : 
167-71.

  2）川畑奈緒，松島雅人，湯浅　愛，藤山康広，田嶼尚

子．２型糖尿病患者における食行動の偏りと栄養素摂
取量および食品群別摂取量との関連．糖尿病  2009；
52(9)：757-65．
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