
8:50-

10:10

10:20-

11:40

12:50-

14:10

14:20-

15:40

15:50-

17:10

8:50-

10:10

10:20-

11:40

12:50-

14:10

14:20-

15:40

15:50-

17:10

8:50-

10:10

10:20-

11:40

12:50-

14:10

14:20-

15:40

15:50-

17:10

8:50-

10:10

10:20-

11:40

12:50-

14:10

14:20-

15:40

15:50-

17:10

8:50-

10:10

10:20-

11:40

12:50-

14:10

14:20-

15:40

15:50-

17:10

1 4/8-12

2 4/15-19

3 4/22-26

4 4/29-5/3

5 5/6-10

6 5/13-17

7 5/20-24

8 5/27-31

9 6/3-7

10 6/10-14

11 6/17-21

12 6/24-28

13 7/1-5

14 7/8-12

～ ～

23 10/7-11

～ ～

昭和の日

振替休日

人の死・
死と法

精神

人の死・
死と法

人の死・
死と法

精神

精神

人の死・
死と法

精神

試験期間（予定）

統一試験　7月19日（金）
CBT　8月20日（火）及び8月21日（水）

OSCE　8月31日（土）

※各試験の追再試日程は別途通知する
※臨床実習生（医学）証授与式の日程等は別途連絡する

臨床実習（10月7日～3月7日）　※詳細は4年次臨床実習計画表を参照

毎週金曜日4・5コマ目（7･8･9･10時限）は医学医療総合講義

麻酔

臨床医学アドバンストコース 臨床医学アドバンストコース 臨床医学アドバンストコース 臨床医学アドバンストコース 臨床医学アドバンストコース

総合診療・
臨床検査

基本的診療技能

人の死・
死と法

診療情報

憲法記念日

診療情報

物理・化学的因子
による疾患

救急疾患

基本的診療技能

総合診療・
臨床検査

基本的診療技能皮膚 眼・視覚
薬物治療の基本原理

外科治療と周術期管理 麻酔 外科治療と周術期管理 麻酔

医療における
安全性確保

基本的診療技能

外科治療と周術期管理

令令和和66年年度度44年年次次授授業業時時間間割割表表

週 日付
月 火 水 木 金
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期　間

前半 後半

整形外科学 リハビリテーション

救急・集中治療医学 麻酔・蘇生・疼痛管理学

眼科学 代謝・内分泌内科学

心臓血管外科学 循環器内科

総合診療・検査診断学 精神科学

胸部外科学Ⅰ（呼吸器） 呼吸器内科学

脳神経外科学 放射線医学

消化器外科学・消化器内科学・食道外科学 消化器外科学・消化器内科学・食道外科学

産婦人科学 胸部外科学Ⅱ（乳腺）

血液・腎臓・膠原病内科学 腎泌尿器科学

臨床腫瘍学 皮膚科学・形成外科学

小児外科学 小児科学

耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 歯科口腔外科学

授業科目

7月1日
(月)

～

7月5日
(金)

（13週）

令和6年度4年次臨床医学アドバンストコース
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学 III

授 業 科 目 名： 皮膚 （ Dermatology and Plastic Surgery） －皮膚の特性と 病態－

対 象 学 年： 4年次必修

時間割コード ： 71633021

開 設 学 期 等： 第 7 週 ～第 10週 （ 毎週月曜日 1-10時限）

単 位 数： 1

1. 主任教員

河野　 通浩 (教授、 皮膚科学・ 形成外科学講座、 6153、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

2. 担当教員

河野　 通浩 (教授、 皮膚科学・ 形成外科学講座、 6153、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

三川　 信之 (非常勤講師、 千葉大学医学部 形成外科　 教授、 043-222-7171)

今井　 啓道 (非常勤講師、 東北大学医学部 形成外科　 教授、 022-717-7332)

橋田　 直久 (非常勤講師、 元町形成外科　 院長、 018-829-3003)

渡邊　 理子 (非常勤講師、 秋田赤十字病院　 形成外科部長、 018-829-5000)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

【 授業の概要】

・ 以下の皮膚疾患の病因， 病理生態， 症候， 診断と 治療を解説する。

　 １ ． 湿疹， 皮膚炎群

　 ２ ． 蕁麻疹， 痒疹， 皮膚そう 痒症

　 ３ ． 膠原病と 類縁疾患

　 ４ ． 紅斑症， 薬疹， 血管炎， 紫斑病

　 ５ ． 末梢循環障害， 物理化学的障害

　 ６ ． 水疱症， 膿疱症

　 ７ ． 色素異常症

　 ８ ． 結合織疾患， 肉芽腫症， 皮膚萎縮症， 代謝異常症， 早老症

　 ９ ． 遺伝性角化症と 炎症性角化症

１ ０ .感染症と 付属器疾患

１ １ .母斑と 母斑症

１ ２ .良性および悪性腫瘍

【 ねらい】

・ 皮膚の構造と 機能を理解する。【 ３ －１ ）、 ３ －２ ）】

・ 主な皮膚疾患の病因， 病態生理， 症候， 診断と 治療を学ぶ。【 １ －１ ）、 １ －２ ）、 ３ －３ ）、 ３ －４ ）、 ３ －５ ）、 ３ －

６ ）、 ３ －７ ）】

・ 関連するプロフェッ ショ ナリ ズム， 医の倫理， EBM について学ぶ。【 １ －１ ）、 １ －２ ）、 ４ －２ ）、 ４ －３ ）、 ４ －４ ）】

・ 皮膚疾患における最新知識を織り 交ぜて、 リ サーチマインド の醸成を目指す。【 ５ －２ ）、 ５ －３ ）】

4. 教科書・ 参考書

・ あたらしい皮膚科学（ 清水宏， 中山書店）

・ シンプル皮膚科学（ 眞鍋 求/梅林芳弘， 南江堂）

5. 成績評価の方法

・ 出席状況、 試験など

1
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6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

・ 担当教員の予定により 、 講義日程と 担当教官が若干変更する場合がある。

・ 予習復習を適宜行う こ と が望ましい。

2
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

1
5月 20日

(月)
1-2時限 講義

テーマ： 皮膚の構造と 機能

・ 皮膚の組織構造を図示して説明できる。

・ 皮膚の細胞動態と 角化の機構を説明できる。

・ 皮膚の免疫防御能を説明できる。

【 ３ －１ ）、 ３ －２ ）】

河野　 通浩
附属病院第
二病棟２ 階
多目的室

2
5月 20日

(月)
3-4時限 講義

テーマ： 皮膚科の診断と 検査、 治療の基本

・ 皮膚検査法（ 硝子圧法、 皮膚描記法（ Darier徴候）、

Nikolsky 現象、 Tzanck 試験、 光線テスト ） を概説で

きる。

・ 皮膚アレルギー検査法（ プリ ッ ク テスト 、 皮内テス

ト 、 パッ チテスト ） を説明できる。

・ 微生物検査法（ 検体採取法、 苛性カリ KOH 直接検

鏡法） を概説できる。

・ 軟膏と ク リ ームの違いについて説明できる。

【 ３ －１ ）、 ３ －２ ）、 ３ －３ ）、 ３ －４ ）、 ４ －２ ）】

河野　 通浩
附属病院第
二病棟２ 階
多目的室

3
5月 20日

(月)
5-6時限 講義

テーマ： 蕁麻疹・ 痒疹・ 皮膚そう 痒症

・ 蕁麻疹の臨床と その治療法について学ぶ。

・ 蕁麻疹の原因と その発症メ カニズムを説明できる。

【 １ －１ ）、 １ －２ ）、 ３ －１ ）、 ３ －２ ）、 ３ －３ ）、

３ －４ ） 、 ３ －５ ） 、 ３ －６ ） 、 ３ －７ ） 、 ５ －２ ） 、

５ －３ ）】

河野　 通浩
附属病院第
二病棟２ 階
多目的室

4
5月 20日

(月)
7-8時限 講義

テーマ： 膠原病と 類縁疾患

・ 膠原病と 類縁疾患を概説し 、 その種類を列挙でき

る。

・ 膠原病に特徴的な皮疹を説明し、 関連する疾患を列

挙できる。

【 １ －１ ）、 １ －２ ）、 ３ －１ ）、 ３ －２ ）、 ３ －３ ）、

３ －４ ） 、 ３ －５ ） 、 ３ －６ ） 、 ３ －７ ） 、 ５ －２ ） 、

５ －３ ）】

河野　 通浩
附属病院第
二病棟２ 階
多目的室

5
5月 20日

(月)
9-10時限 講義

テーマ： 末梢循環障害・ 物理化学的障害・ 付属器疾患

・ 末梢循環障害の病因、 症候と 病態を説明できる。

・ 物理化学的障害の病因、症候と 病態を説明できる。

・ 毛の疾患の病態、 症状と 治療を説明できる。

・ 爪の疾患の病態、 症状と 治療を説明できる。

【 １ －１ ）、 １ －２ ）、 ３ －１ ）、 ３ －２ ）、 ３ －３ ）、

３ －４ ） 、 ３ －５ ） 、 ３ －６ ） 、 ３ －７ ） 、 ５ －２ ） 、

５ －３ ）】

河野　 通浩
附属病院第
二病棟２ 階
多目的室

6
5月 27日

(月)
1-2時限 講義

テーマ： 湿疹・ 皮膚炎

・ 湿疹の分類について列挙・ 説明できる。

・ 湿疹三角に示される臨床的な皮疹の多様性を学び、

その組織学的特徴を説明できる。

【 １ －１ ）、 １ －２ ）、 ３ －１ ）、 ３ －２ ）、 ３ －３ ）、

３ －４ ） 、 ３ －５ ） 、 ３ －６ ） 、 ３ －７ ） 、 ５ －２ ） 、

５ －３ ）】

河野　 通浩
附属病院第
二病棟２ 階
多目的室

7
5月 27日

(月)
3-4時限 講義

テーマ： 形成外科 1
・ レーザー治療の対象疾患、 治療内容について説明で

きる。

・ 血管腫のレーザー治療の開始時期、 レーザー治療施

設への紹介のタイ ミ ングを説明できる。

・ レーザー治療の原理、 性質、 限界を説明できる。

【 １ －１ ）、 １ －２ ）、 ３ －１ ）、 ３ －２ ）、 ３ －３ ）、

３ －４ ） 、 ３ －５ ） 、 ３ －６ ） 、 ３ －７ ） 、 ５ －２ ） 、

５ －３ ）】

橋田　 直久
附属病院第
二病棟２ 階
多目的室

3
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

8
5月 27日

(月)
5-6時限 講義

テーマ： 形成外科 2
・ 局所皮弁の対象疾患、 治療内容について説明でき

る。

・ 顔面の局所皮弁の種類、 選択を列挙できる。

・ 局所皮弁の原理、 限界を説明できる。

【 １ －１ ）、 １ －２ ）、 ３ －１ ）、 ３ －２ ）、 ３ －３ ）、

３ －４ ） 、 ３ －５ ） 、 ３ －６ ） 、 ３ －７ ） 、 ５ －２ ） 、

５ －３ ）】

渡邊　 理子
附属病院第
二病棟２ 階
多目的室

9
5月 27日

(月)
7-8時限 講義

テーマ： 再建外科１

・ 再建外科について説明できる。

・ 口唇口蓋裂の治療について説明できる。

・ 顔面外傷の治療について説明できる。

【 １ －１ ）、 １ －２ ）、 ３ －１ ）、 ３ －２ ）、 ３ －３ ）、

３ －４ ） 、 ３ －５ ） 、 ３ －６ ） 、 ３ －７ ） 、 ５ －２ ） 、

５ －３ ）】

今井　 啓道
附属病院第
二病棟２ 階
多目的室

10
5月 27日

(月)
9-10時限 講義

テーマ： 再建外科２

・ 唇裂口蓋裂、 頭蓋骨異常の対象疾患、 治療内容につ

いて説明できる。

・ 唇裂口蓋裂、 頭蓋骨異常の治療の開始時期、 それに

よる骨への発育への影響を説明できる。

・ 骨延長の原理、 臨床内容を説明できる。

【 １ －１ ）、 １ －２ ）、 ３ －１ ）、 ３ －２ ）、 ３ －３ ）、

３ －４ ） 、 ３ －５ ） 、 ３ －６ ） 、 ３ －７ ） 、 ５ －２ ） 、

５ －３ ）】

三川　 信之
附属病院第
二病棟２ 階
多目的室

11
6月 3日

(月)
1-2時限 講義

テーマ： 紅斑症・ 薬疹・ 血管炎・ 紫斑病

・ 多形滲出性紅斑、 環状紅斑と 紅皮症の病因と 病態を

説明できる。

・ 血管炎の病因、 症候と 病態を説明できる。

・ 薬疹や薬物障害の発生機序、 症候と 治療を説明でき

る。

【 １ －１ ）、 １ －２ ）、 ３ －１ ）、 ３ －２ ）、 ３ －３ ）、

３ －４ ） 、 ３ －５ ） 、 ３ －６ ） 、 ３ －７ ） 、 ５ －２ ） 、

５ －３ ）】

河野　 通浩
附属病院第
二病棟２ 階
多目的室

12
6月 3日

(月)
3-4時限 講義

テーマ： ウィ ルス感染症・ 真菌症・ 節足動物・ 寄生虫

による疾患

・ 皮膚ウイルス感染症（ 単純ヘルペス、 帯状疱疹、 伝

染性軟属腫、 麻疹、 風疹、 水痘） を列挙し、 概説でき

る。

・ 皮膚真菌症（ 表在性、 深在性） の症候と 病型を説明

できる。

・ 疥癬、 しらみの臨床と 治療法について説明できる。

【 １ －１ ）、 １ －２ ）、 ３ －１ ）、 ３ －２ ）、 ３ －３ ）、

３ －４ ） 、 ３ －５ ） 、 ３ －６ ） 、 ３ －７ ） 、 ５ －２ ） 、

５ －３ ）】

河野　 通浩
附属病院第
二病棟２ 階
多目的室

4
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

13
6月 3日

(月)
5-6時限 講義

テーマ： 細菌感染症・ 抗酸菌感染症・ 性感染症

・ 皮膚細菌感染症（ 伝染性膿痂疹、せつ、癰、毛嚢炎、

丹毒、 ブド ウ球菌性熱傷様皮膚症候群） を列挙し、 概

説できる。

・ 皮膚の結核病および非定型抗酸菌症の症候、 病型と

病因菌を説明できる。

・ 梅毒の症候、 病期と 合併症を説明できる。

・ 後天性免疫不全症候群 AIDS に伴う 皮膚症状（ 梅毒、

難治性ヘルペス、伝染性軟属腫、カポジ肉腫等） を列

挙し、 概説できる。

【 １ －１ ）、 １ －２ ）、 ３ －１ ）、 ３ －２ ）、 ３ －３ ）、

３ －４ ） 、 ３ －５ ） 、 ３ －６ ） 、 ３ －７ ） 、 ５ －２ ） 、

５ －３ ）】

河野　 通浩
附属病院第
二病棟２ 階
多目的室

14
6月 3日

(月)
7-8時限 講義

テーマ： 良性腫瘍

・ 皮膚良性腫瘍、 前癌状態と 悪性腫瘍の種類と 見分け

る方法を説明できる。

【 １ －１ ）、 １ －２ ）、 ３ －１ ）、 ３ －２ ）、 ３ －３ ）、

３ －４ ） 、 ３ －５ ） 、 ３ －６ ） 、 ３ －７ ） 、 ５ －２ ） 、

５ －３ ）】

河野　 通浩
附属病院第
二病棟２ 階
多目的室

15
6月 3日

(月)
9-10時限 講義

テーマ： 遺伝性角化症・ 炎症性角化症

遺伝性角化症と 炎症性角化症の分類について学ぶ

・ 乾癬をはじめと した炎症性角化症の臨床・ 病理・ 治

療法を説明できる。

・ 遺伝性角化症の原因遺伝子と 角化過程へのかかわり

を理解する。

【 １ －１ ）、 １ －２ ）、 ３ －１ ）、 ３ －２ ）、 ３ －３ ）、

３ －４ ） 、 ３ －５ ） 、 ３ －６ ） 、 ３ －７ ） 、 ５ －２ ） 、

５ －３ ）】

河野　 通浩
附属病院第
二病棟２ 階
多目的室

16
6月 10日

(月)
1-2時限 講義

テーマ： 母斑・ 母斑症

・ 母斑・ 母斑症の種類を列挙できる。

・ 母斑・ 母斑症の遺伝子異常、 病態について説明でき

る。

【 １ －１ ）、 １ －２ ）、 ３ －１ ）、 ３ －２ ）、 ３ －３ ）、

３ －４ ） 、 ３ －５ ） 、 ３ －６ ） 、 ３ －７ ） 、 ５ －２ ） 、

５ －３ ）】

河野　 通浩
附属病院第
二病棟２ 階
多目的室

17
6月 10日

(月)
3-4時限 講義

テーマ： 悪性腫瘍

・ 基底細胞上皮腫 (癌) の定義と 病態、 症候、 皮疹と

ダーモスコピー像の所見、 病理所見や診断、 治療法を

説明できる。

・ 有棘細胞癌の定義と 病態、 症候、 皮疹と ダーモスコ

ピー像の所見、 病理所見や診断、 治療法を説明でき

る。

・ 悪性黒色腫の定義と 病態、 症候、 皮疹と ダーモスコ

ピー像の所見、 病理所見や診断、 治療法を説明でき

る。

・ 皮膚悪性リ ンパ腫、 血管肉腫を説明できる。

【 １ －１ ）、 １ －２ ）、 ３ －１ ）、 ３ －２ ）、 ３ －３ ）、

３ －４ ） 、 ３ －５ ） 、 ３ －６ ） 、 ３ －７ ） 、 ５ －２ ） 、

５ －３ ）】

河野　 通浩
附属病院第
二病棟２ 階
多目的室

5
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

18
6月 10日

(月)
5-6時限 講義

テーマ： 結合織疾患・ 肉芽腫症・ 皮膚萎縮症・ 代謝異

常症・ 早老症

テーマ：

・ 結合織疾患の臨床と 病態を説明できる。

・ 肉芽腫症の臨床と 病態を説明できる。

・ 皮膚萎縮症の臨床と 病態を説明できる。

・ 代謝異常症の臨床と 病態を説明できる。

・ 早老症の臨床と 病態を説明できる。

【 １ －１ ）、 １ －２ ）、 ３ －１ ）、 ３ －２ ）、 ３ －３ ）、

３ －４ ） 、 ３ －５ ） 、 ３ －６ ） 、 ３ －７ ） 、 ５ －２ ） 、

５ －３ ）】

河野　 通浩
附属病院第
二病棟２ 階
多目的室

19
6月 10日

(月)
7-8時限 講義

テーマ： 水疱症・ 膿疱症

・ 自己免疫性水疱症の病因、 病態と 分類を説明でき

る。

・ 膿疱症の種類と 病態を説明できる。

・ 水疱症鑑別のための検査法を説明できる。

【 １ －１ ）、 １ －２ ）、 ３ －１ ）、 ３ －２ ）、 ３ －３ ）、

３ －４ ） 、 ３ －５ ） 、 ３ －６ ） 、 ３ －７ ） 、 ５ －２ ） 、

５ －３ ）】

河野　 通浩
附属病院第
二病棟２ 階
多目的室

20
6月 10日

(月)
9-10時限 講義

テーマ： 色素異常症

・ 遺伝性色素異常症の病態と 分類について説明でき

る。

・ 後天性色素異常症の病態と 分類について説明でき

る。

【 １ －１ ）、 １ －２ ）、 ３ －１ ）、 ３ －２ ）、 ３ －３ ）、

３ －４ ） 、 ３ －５ ） 、 ３ －６ ） 、 ３ －７ ） 、 ５ －２ ） 、

５ －３ ）】

河野　 通浩
附属病院第
二病棟２ 階
多目的室

6
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学 III

授 業 科 目 名： 眼・ 視覚 （ ophthalmology）

対 象 学 年： 4年次必修

時間割コード ： 71633022

開 設 学 期 等： 第 7 週～ 第 10週 （ 毎週木曜日 1-10時限）

単 位 数： 1

1. 主任教員

岩 瀬 剛 (教授、 眼科学講座、 6164)

2. 担当教員

岩 瀬 剛 (教授、 眼科学講座、 6164)

向後二郎 (准教授、 眼科学講座、 6167)

西山俊吾 (医員、 眼科学講座、 6167)

阿部早苗 (非常勤講師、 市立秋田総合病院　 科長)

岩川雅哉 (非常勤講師、 南秋田眼科医院　 院長)

岩瀬千絵 (非常勤講師、 名古屋大学眼科学教室)

内山博之 (非常勤講師、 医療法人う ちやま眼科医院　 理事長)

兼子裕規 (非常勤講師、 名古屋大学医学部　 准教授)

鎌田竜馬 (非常勤講師、 真生会富山病院)

木村和博 (非常勤講師、 山口大学眼科学講座　 教授)

後関利明 (非常勤講師、 国際医療福祉大学熱海病院　 准教授)

佐藤徳子 (非常勤講師、 なべしま眼科ク リ ニッ ク 　 副院長)

早川宏一 (非常勤講師、 秋田厚生連秋田厚生医療センター　 診療部長)

藤原聡之 (非常勤講師、 いと う 眼科　 副院長)

安 川 力 (非常勤講師、 名古屋市立大学大学院医学系研究科視覚科学　 教授)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

（ ねらい）

眼・ 視覚系の構造と 機能を理解し、 眼・ 視覚系疾患の症候、 病態、 診断と 治療を理解する。

（ 1） 眼球と 付属器の構造と 機能の説明。

（ 2） 視覚情報の受容のしく みと 伝導路の説明。

（ 3） 眼球運動のし く みの説明。

（ 4） 対光反射、 輻輳反射、 角膜反射の機能の説明。

（ 5） 基本的眼科検査（ 視覚検査、 視野検査、 細隙灯顕微鏡検査、 眼圧検査、 眼底検査）

（ 6） 屈折異常（ 近視、 遠視、 乱視） と 調節障害の病態生理の説明。

（ 7） 感染性角結膜疾患の症候、 診断と 治療の説明。

（ 8） 白内障の病因、 症候、 診断と 治療の説明。

（ 9） 緑内障の病院を列挙し、 それらの発症機序、 症候と 治療の説明。

（ 10） 裂孔原性網膜剥離の症候、 診断と 治療の説明。

（ 11） 糖尿病、 高血圧・ 動脈硬化による眼底変化の説明。

（ 12） ぶどう 膜炎の病因、 症候、 診断と 治療の説明。

（ 13） 視神経炎（ 症）・ う っ血乳頭の病因、 症候と 診断の説明。

（ 14） アルカリ 、 酸による化学損傷の症候と 救急処置の説明。

（ 15） 網膜静脈閉塞症と 動脈閉塞症の症候、 診断と 治療の説明。

（ 16） 網膜芽細胞腫の症候、 診断と 治療の説明。

1
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4. 教科書・ 参考書

現代の眼科学（ 改訂第 13版　 所敬監修　 吉田晃敏/谷原秀信　 編） 金原出版

標準眼科学（ 第 12版　 木下茂/中澤満/天野史郎　 編） 医学書院

5. 成績評価の方法

出席率並びに小テスト の結果より 評価する。

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

列記した講義内容にのっと って参考図書で予習。

講義後、 小テスト に向けて各自復習を行う こ と 。

2
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

1
5月 23日

(木)
1-2時限 講義

テーマ： 網膜疾患から目を守る 1
講演タイ ト ル： 網膜疾患から目を守る！(目のサイエ

ンスと AI 時代の眼科医療)

冒頭で、 眼科学の重要性、 特に、 視覚における身体障

害の主要原因疾患の多く が網膜疾患であること を解説

し、 次に、 網膜の生理機能と 加齢黄斑変性などの代表

疾患の病態について、 各論ではなく 視野を広げて概説

する。 次に、 実臨床における問題点（ アンメ ッ ト ニー

ズ） について学生と と もに考え、 そこからさ らなる病

態解明と 新規治療法開発の必要性について考える。 そ

して、 現在の基礎研究から臨床研究のト ピッ クについ

て紹介する。 最後に、 最近、 人工知能（ AI） が第３ 次

ブームと なり 、医療業界においても画像認識による自

動診断の試みや、 電子カルテのビッ グデータの解析、

音声認識によるコミ ュニケーショ ンロボッ ト を活用し

た医療業務のサポート などで実用化されつつある。 今

後の医療人は AI が行う 単純作業のみでは精度や処理

速度で存在価値がなく なるため、ますます人間らしい

AI にない Creativity や Hospitality の育成が求めら れ

る。 医学生にこれらについて考える機会を与え、 未来

型の医師育成に役立つこ と を目標に講義を行う 。

安川力
病院多目
的室

2
5月 23日

(木)
3-4時限 講義

テーマ： 網膜疾患から目を守る 2
講演タイ ト ル： 網膜疾患から目を守る！(目のサイエ

ンスと AI 時代の眼科医療)

冒頭で、 眼科学の重要性、 特に、 視覚における身体障

害の主要原因疾患の多く が網膜疾患であること を解説

し、 次に、 網膜の生理機能と 加齢黄斑変性などの代表

疾患の病態について、 各論ではなく 視野を広げて概説

する。 次に、 実臨床における問題点（ アンメ ッ ト ニー

ズ） について学生と と もに考え、 そこからさ らなる病

態解明と 新規治療法開発の必要性について考える。 そ

して、 現在の基礎研究から臨床研究のト ピッ クについ

て紹介する。 最後に、 最近、 人工知能（ AI） が第３ 次

ブームと なり 、医療業界においても画像認識による自

動診断の試みや、 電子カルテのビッ グデータの解析、

音声認識によるコミ ュニケーショ ンロボッ ト を活用し

た医療業務のサポート などで実用化されつつある。 今

後の医療人は AI が行う 単純作業のみでは精度や処理

速度で存在価値がなく なるため、ますます人間らしい

AI にない Creativity や Hospitality の育成が求めら れ

る。 医学生にこれらについて考える機会を与え、 未来

型の医師育成に役立つこ と を目標に講義を行う 。

安川力
病院多目
的室

3
5月 23日

(木)
5-6時限 講義

テーマ： 後眼部疾患の病態各論

後眼部疾患は眼球の後部にあたる網膜、 脈絡膜、 強膜

の疾患であり 、 糖尿病網膜症、 黄斑上膜、 網膜静脈閉

塞症などの網膜疾患から加齢黄斑変性、 原田病、 脈絡

膜腫瘍などの脈絡膜疾患のこと を指す。 各疾患につい

て病態生理から治療方法までも 網羅的に解説する。

向後二郎
病院多目
的室

3
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

4
5月 23日

(木)
7-8時限 講義

テーマ： 結膜疾患、 角膜・ 強膜疾患

結膜と 角膜は眼球表面の重要な構成要素である 、 細

菌やウィ ルス、 抗原などに対する生体防御機能を有す

る。 この防御機能が破綻すれば感染症やアレルギー性

疾患の原因と なり 、 多彩な症候、 検査所見を呈するこ

と になる。 本講義では、 主に角結膜の感染症、アレル

ギー性疾患治療を取り 上げ、 重点的に取り 上げて解説

する。

鎌田竜馬
病院多目
的室

5
5月 23日

(木)
9-10時限 講義

テーマ： 神経眼科・ 視神経・ 視路疾患、 外眼筋疾患

眼は中枢神経系、 自立神経系、 および脳神経機能の表

現器である、 と 言われている。

講義では、 眼球自体の診察や検査だけではなく 、 その

結果から直接目にすること の出来ない眼球より 後方の

眼窩内疾患や頭蓋内疾患について常に意識する大切さ

や、 緊急に対処しなければならない疾患についても紹

介する。

「 小さな臓器である眼球から何を考えなければいけな

いのか？」 今後に役立つ知識の習得を目的と する。

岩川雅哉
病院多目
的室

6
5月 30日

(木)
1-2時限 講義

テーマ： 視機能と その検査

視機能は視力のみならず、 様々な眼科検査で評価され

る。 本講義では、 各種ある視機能検査の中から視野、

色覚、 光覚の検査方法と その評価方法について学習す

る。

また、 近年パソコンやスマート フォン、 タブレッ ト な

どのデジタル機器が私たちの生活に広く 浸透したこと

により 、 眼精疲労や“ スマホ老眼”などの症状を訴え

る患者が増加している。 眼精疲労の原因や、 調節に影

響する瞳孔の生理と 観察方法、瞳孔に異常をきたす疾

患についても講義する。

・ 視野

・ 色覚

・ 光覚

・ 眼性疲労

・ 瞳孔

佐藤徳子
病院多目
的室

4
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

7
5月 30日

(木)
3-4時限 講義

テーマ： 複視・ 大人の斜視

正常な両眼視機能を有する人は、両眼からの視覚情報

が脳で統合され、 立体視を得る。 しかし、 斜視を発症

すると 中枢での視覚情報の統合が崩れ、両眼視機能に

支障をきたし、 複視を訴える。 また、 生後３ 歳までに

発症した斜視は正常な両眼視の発育を妨げる可能性

がある。 加えて、 斜視は整容面での影響により 、 社会

的不利益および精神発達への影響を及ぼす可能性があ

る。

斜視の有病率を、 日本人では 3.6％、 米国では 4％と

報告されており 、 その数は決して少なく はない。 2021
年の斜視治療の全国実態調査の結果、 1 年間で総数

10767例の斜視患者の治療（ 斜視手術＋ボツリ ヌス毒

素療法） が行われていた。

成人の斜視の原因の鑑別では、頭蓋内疾患や甲状腺眼

症・ 重症筋無力症など全身疾患も重要と なる。 中には

脳動脈瘤など、 生死に関わる疾患も潜んでいる。 本講

義では、 複視・ 大人斜視の原因鑑別そして治療に関し

説明する。

また、 アメ リ カで眼科医と して働いた経験を元に、 ア

メ リ カの眼科医療についてもふれること ができればと

思っている。

後関利明
病院多目
的室

8
5月 30日

(木)
5-6時限 講義

テーマ： 網膜硝子体内視鏡手術

硝子体手術は、 通常、 手術顕微鏡を用いて瞳孔を通し

て眼内を観察しながら行う 。 しかしながら、 瞳孔から

の観察が不可能な場合、 いろいろな手技、 器具さらに

は機器を駆使して硝子体手術が可能と なる。 水晶体切

除や摘出、 角膜上皮剥離、 角膜移植、 人工角膜装着な

どを行い、 硝子体手術が可能と なり ます。 さ らに、 眼

内視鏡を使用すること により 従来不可能と されていた

条件下の硝子体手術が可能と なる。 本講義では、 経瞳

孔的な硝子体手術が困難である難治性網膜硝子体疾患

への実践的なアプローチを眼内視鏡手術を中心に解説

する。

・ 眼外傷

・ 角膜混濁

・ 網膜剥離

・ 増殖性硝子体網膜症

・ 糖尿病網膜症

・ 未熟児網膜症

木村和博
病院多目
的室

9
5月 30日

(木)
7-8時限 講義

テーマ： アルカリ 、 酸による化学損傷の症候と 救急処

置

化学外傷により 引き起こされる眼部における組織変化

や深達度は、 化学薬品の種類や濃度によって異なる。

眼科学外傷の重症度や予後、 緊急時の対応について

学ぶ。

西山俊吾
病院多目
的室

5
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

10
5月 30日

(木)
9-10時限 講義

テーマ： ぶどう 膜疾患

ぶどう 膜の疾患ではぶどう 膜炎が重要である。ぶどう

膜炎を起こ す疾患で重要なサルコイド ーシス， Vogt-
小柳-原田病， ベーチェッ ト 病を中心に， ぶどう 膜炎

の総論， 各ぶどう 膜炎の病名の由来， 原因や疫学， 自

覚症状， 眼科所見， 眼外所見， 診断法， 治療（ 局所治

療・ 全身治療） について学ぶ。 また秋田大学にゆかり

のある急性網膜壊死（ 桐沢型ぶどう 膜炎） についても

学ぶ。

早川宏一
病院多目
的室

11
6月 6日

(木)
1-2時限 講義

テーマ： 網膜硝子体疾患 1
日本における失明の半数以上を網膜硝子体疾患が占め

ており ， 網膜硝子体疾患の理解は良好な視機能の保持

において重要である．

代表的な疾患と しては， 網膜に裂孔を生じ る網膜剥

離， 夜盲を来し難治性である網膜色素変性， 糖尿病の

合併症である糖尿病網膜症， 動脈硬化等が原因で出血

をきたす網膜静脈閉塞症， 網膜血管が閉塞して発症す

る網膜動脈閉塞症， ウイルスが原因で発症し急激な視

力低下を生じるウイルス性網膜疾患，未熟児に発症し

早急に加療を行わないと 失明に至る未熟児網膜症など

がある． また， 網膜の中でも一番視力に大きな影響を

及ぼすのは黄斑部であり ， この部位が障害されると 病

変の大きさは小さいが大きく 視力が低下する．その黄

斑部に円孔を生じる黄斑円孔，黄斑部に薄い膜が張っ

てしまう 黄斑上膜， 食事の欧米化に伴い日本でも増加

傾向にある加齢黄斑変性， またその類似疾患などがあ

る． それら種々の網膜硝子体疾患の病態について解説

する．

・ 網膜剥離

・ 網膜色素変性

・ 糖尿病網膜症

・ 網膜静脈閉塞症

・ 網膜動脈閉塞症

・ ウイルス性網膜疾患

・ 未熟児網膜症

・ 黄斑円孔

・ 黄斑前膜

・ 加齢黄斑変性およびその類似疾患

・ 視野

・ 色覚

・ 光覚

・ 眼性疲労

・ 瞳孔

岩瀬剛
病院多目
的室

6
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

12
6月 6日

(木)
3-4時限 講義

テーマ： 網膜硝子体疾患 2
様々な網膜硝子体疾患が存在すること を網膜硝子体疾

患１ で解説した． 現代では， 疾患の病態生理の理解が

深まってきている背景により ， 手術加療も含めて新し

い治療法が登場してきている． 下記の疾患における加

療の変遷や現代の加療法について解説する．

・ 網膜剥離

・ 網膜色素変性

・ 糖尿病網膜症

・ 網膜静脈閉塞症

・ 網膜動脈閉塞症

・ ウイルス性網膜疾患

・ 未熟児網膜症

・ 黄斑円孔

・ 黄斑前膜

・ 加齢黄斑変性およびその類似疾患

岩瀬剛
病院多目

的室

13
6月 6日

(木)
5-6時限 講義

テーマ： 小児斜視・ 斜視

「 小児眼科」

生直後の視力は光覚程度と 言われている。 その後、 視

力は徐々に発達し 8歳頃までに完成する。視覚の発達

時期に、 眼疾患があると 視機能は十分に発達しない。

そのため、 早期に眼疾患を見つけ、 早期に治療するこ

と が重要である。 また、 小児は胎生期の問題や遺伝子

の異常で、成人にはない特有の眼疾患を来すこと があ

る。 本講義では小児の視機能の発達、 小児特有の眼

疾患、 成人と の違いなどについてお話をしたい。

「 複視」

ものが二つに見えること を複視と いう 。 複視には単眼

性と 両眼性複視に分けら れる 。 本講義では両眼性複

視 をさ らに、 核・ 核下性、 核上性、 視神経筋接合部

性、 筋原性及び機会的眼球運動制限にわけ解説する。

更 に、 アメ リ カで小児・ 斜視の専門医と して働いた

経験 を元に、 眼科医療についても ふれるこ と ができ

ればと 思っている。

岩瀬千絵
病院多目

的室

14
6月 6日

(木)
7-8時限 講義

テーマ： 屈折異常と 調節異常の病態生理

屈折って何のこと？近視は遠く が見えなく て、 遠視は

近く が見えないの？視力のこ と 、 白内障のこ と 、 そし

て研修医が救急外来で注意すべき疾患についてもお話

します。

キーワード ： 白内障、 屈折、 視力、 救急

兼子裕規
病院多目

的室

7
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

15
6月 6日

(木)
9-10時限 講義

テーマ： 網膜治療の cutting edge と future
近年の科学技術の進歩に伴い、 再生医療・ AI・ VR 等

の技術が網膜の治療にも どんどん応用さ れてきてい

る。

1. 網膜疾患の手術治療の cutting edge
最初に現在の網膜硝子体手術の基本的な流れを供覧

し、 さらに最新の網膜疾患の手術治療のト ピックを手

術動画を交えながら紹介する。

2. 人工視覚

次に重篤な視覚障害者のために開発された人工視覚シ

ステムのしく みと 将来の可能性について解説し、そこ

からあらためて感覚器と しての眼と その中の網膜の役

割について理解を深めたい。

3. Heads up Surgery と Robotics
最後に、顕微鏡の鏡筒を覗かずにゴーグルを装着して

３ D モニターを見ながら行う 硝子体手術、 いわゆる

Heads up Surgery を紹介し 、 現代の VR ワールド の根

幹をなす立体覚について再考し、 こ の手術の可能性

と 、 Roboticsと 組み合わせた眼科VR 手術の近未来に

ついて語り たい。

藤原聡之
病院多目
的室

16
6月 13日

(木)
1-2時限 講義

テーマ： 眼瞼疾患、 涙器疾患

眼瞼は眼球の上下を覆っているだけでなく 、 顔面の一

部と して表情の形成に関与するなど重要な役割を果た

す。 さ らに眼瞼は、 内部にはマイボーム腺を含み、 涙

液に油層を供給する。 涙器は、 涙腺と 涙道からなる。

涙腺は涙液の主成分である液相を供給する。 涙液は眼

瞼の瞬目によって、 角結膜表面を潤した後、 涙小管か

ら涙嚢、 鼻涙管へと 排泄される。 このよう に、眼瞼と

涙器は互いに関わって、 眼表面を保護している。 本講

義では、 眼瞼と 涙器の構造と 機能、 さ らに先天・ 後天

疾患に関して、 症候、 検査所権、 治療を解説する。

鎌田竜馬
病院多目
的室

8
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

17
6月 13日

(木)
3-4時限 講義

テーマ： 緑内障

日本における失明原因の第１ 位は緑内障であり 、 重要

な疾患である。 この疾患の有病率は年齢と と もに増加

するので、高齢化と と もに今後ますます患者数は増加

し、 この疾患の診断治療は社会的にも重要である。

緑内障の分類と しては下記のよう になっている。

１ ． 原発緑内障

原発開放隅角緑内障 (広義)
正常眼圧緑内障

原発閉塞隅角緑内障

２ ． 続発緑内障

３ ． 小児緑内障

緑内障の症状には、 眼痛、 頭痛、 霧視、 視野欠損があ

り 、 診断に必要な検査と して細隙灯顕微鏡で行う 検

査、 眼圧検査、 隅角鏡検査、 眼底検査、 視野検査（ 動

的、 静的視野検査） などがあり 、 その詳細について解

説する。

緑内障の治療は眼圧下降治療が主なものであり 、 薬物

治療（ 点眼薬）、 レーザー治療、 手術治療があり 、 そ

の詳細についても解説する。

緑内障治療薬の分類（ 点眼薬）

1. コリ ン作動薬

2. アド レナリ ン作動薬

3. β遮断剤

4. プロスタグランディ ン製剤

5. 炭酸脱水酵素阻害剤

6. α遮断薬

7. α 2作動薬

阿部早苗
病院多目
的室

18
6月 13日

(木)
5-6時限 講義

テーマ： 水晶体疾患

白内障は高齢者の視力低下の原因と なる最も ポピュ

ラーかつ重大な疾患である。

本講義では、 水晶体の解剖・ 生理をはじめと して、 特

殊な白内障を含めた多様な水晶体疾患を解説し、 診察

の仕方や治療方法を学ぶ。

阿部早苗
病院多目
的室

19
6月 13日

(木)
7-8時限 講義

テーマ： 検査学

診断には検査が必要である。 内科からオーダーされる

採血、 採尿、 心電図は臨床検査部で検査を行う 。 糖尿

病による眼筋麻痺を発症した場合、 採血、 採尿、 CT
も し く は MRI と いった画像検査が必要になる。

眼科検査は臨床検査部等に依頼すること は非常に少な

く 、 眼科外来内で行われるためあまり 目にすること が

ないが検査数にすると 50種類以上の検査がある。 こ

の講義では検査結果からどのよう に検査が行われ、 そ

の結果がどう であるか臨床配属で役に立つよう 要点を

絞って解説する。

・ 視力検査（ 裸眼視力検査・ 矯正視力検査）

・ 屈折検査（ 他覚的屈折検査・ 自覚的屈折検査）

・ 涙液検査

・ 眼圧検査

・ 眼底検査（ 写真・ OCT）
・ 視野検査、 色覚検査、 光覚検査

・ 調節検査、 瞳孔検査

・ 眼位検査

・ 眼球運動検査

・ 両眼視機能検査

岩瀬千絵
病院多目
的室

9
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

20
6月 13日

(木)
9-10時限 講義

テーマ： 眼形成

眼瞼下垂や眼瞼内反症などの治療について解説します。 内山博之
病院多目

的室

10
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令和 6 年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学 I I I

授 業 科 目 名： 麻酔 （ Anesthesia and Intensive Care Medicine）

対 象 学 年： 4 年次 必修

時間割コード ： 71633024

開 設 学 期 等： 第 11 週 ～ 第 12 週

単 位 数： 0.5

1. 主任教員

新山　 幸俊 (教授、 麻酔・ 蘇生・ 疼痛管理学講座、 6172、 オフィ スアワー： 8:30 -17:00)

2. 担当教員

新山　 幸俊 (教授、 麻酔・ 蘇生・ 疼痛管理学講座、 6172、 オフィ スアワー： 8:30 -17:00)

木村　 　 哲 (准教授、 医療安全管理部、 6173、 オフィ スアワー： 8:30 -17:00)

根本　 　 晃 (講師、 麻酔・ 蘇生・ 疼痛管理学講座、 6175、 オフィ スアワー： 8:30 -17:00)

佐藤　 浩司 (助教、 麻酔・ 蘇生・ 疼痛管理学講座、 6175、 オフィ スアワー： 8:30 -17:00)

山本　 夏子 (助教、 麻酔・ 蘇生・ 疼痛管理学講座、 6175、 オフィ スアワー： 8:30 -17:00)

堀越　 雄太 (助教、 救急・ 集中治療医学講座、 6175、 オフィ スアワー： 8:30 -17:00)

関川　 綾乃 (医員、 麻酔・ 蘇生・ 疼痛管理学講座、 6175、 オフィ スアワー： 8:30 -17:00)

厨川　 千香 (医員、 麻酔・ 蘇生・ 疼痛管理学講座、 6175、 オフィ スアワー： 8:30 -17:00)

越村　 裕美 (非常勤講師、 市立秋田総合病院麻酔科、 6175、 オフィ スアワー： 8:30 -17:00)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

ねらい： 全身麻酔， 局所麻酔の基本を学ぶ． 麻酔管理に必要な知識， 技術は広く 医療全般に有用であるこ と を理解し ， 生

涯にわたり 自己研鑽を続ける意欲と 態度を獲得する．（ 1-1～1-2， 2-1～2-3， 2-6～2-7， 3-1～3-7， 4-1～4-8， 5-1～5-5， 6-1

～6-2）

概要： 以下の項目を習得するこ と を目標と する ．

1. 麻酔の概念， 種類， 麻酔・ 手術に伴う 生体反応を説明できる．（ 3-1～3-7， 2-1～2-8）

2. 吸入麻酔と 静脈麻酔の適応， 禁忌， 方法， 合併症を概説できる ．（ 3-1～3-2， 4-1～4-4）

3. 筋弛緩薬の種類と 使用上の原則を説明できる ．（ 3-1～3-2， 4-1～4-4）

4. 気管挿管を含む各種の気道確保法を概説できる．（ 3-1～3-2， 4-1～4-4）

5. 安全な麻酔のためのモニタ リ ングの方法， 重要な異常所見と 対処法を概説できる ．（ 3-1～3-2， 3-5， 4-1～4-7）

6. 麻酔管理を安全に行う ための呼吸・ 循環管理を概説できる ．（ 3-1～3-2， 4-1～4-4）

7. 動脈血液ガス分析と 酸塩基平衡について概説できる．（ 3-1～3-2， 4-1～4-4）

8. 周術期の輸液， 輸血療法について概説できる ．（ 3-1～3-2， 4-1～4-4）

9. 痛みの特徴と その対処法について概説できる ．（ 3-1～3-4， 4-1～4-4， 5-1～5-3）

10. 妊産婦の特性と 麻酔管理について概説できる．（ 3-1～3-4， 4-1～4-4）

11. 無痛分娩について概説できる ．（ 3-1～3-4， 4-1～4-4）

12. 小児の特性と 麻酔管理について概説できる ．（ 3-1～3-4， 4-1～4-4）

13. 患者の意識が消失し， 意思疎通ができない環境において医師と して必要な倫理， 医療行動を学ぶ．（ 1-1～1-2， 2-1～2-8）

14. 麻酔関連の合併症が生じた場合の対応を医療安全の概念を踏まえて， 概説できる．（ 3-4～3-7， 4-5～4-7）

15. 最近の麻酔および周術期管理に関するエビデンスやガイ ド ラ インについて概説できる．（ 3-3， 4-3）

16. 緩和医療について概説できる ． (1-1～1-2, 3-1～3-4, 4-1～4-4)

17. 関連するプロフェッ ショ ナリ ズムを学ぶ．（ 1-1～1-2， 2-1～2-8）

4. 教科書・ 参考書

臨床麻酔科学書（ 中山書店）

1



標準麻酔科学 第 7 版（ 医学書院）

M iller ’ s Anesthesia 9th edition（ Elsevier）

5. 成績評価の方法

統一試験， 客観試験， レポート ， 出席など

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

1. 事前に授業内容を教科書で予習し ， 授業後には理解できなかった点を復習してく ださ い．

2. 疑問点はいつでも 担当教員に質問してく ださ い．

3. 講義資料は後日， 当教室の HPに掲載する予定です．

2



講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

1
6 月 17 日

(月)
7-8時限 講義

テーマ： オリ エンテーショ ン ～麻酔学総論

学修目標

1. 麻酔と は何かを概説できる ．

2. 麻酔にはどのよ う な種類があるかを概説できる．

3. 麻酔・ 手術に伴う 生体反応を概説できる ．

新山　 幸俊
附属病院
第二病棟 2
階多目的室

2
6 月 17 日

(月)
9-10時限 講義

テーマ： 全身麻酔薬と 筋弛緩薬

学修目標

1. 静脈麻酔薬および吸入麻酔薬の特徴， 適応， 禁忌，

合併症を概説できる ．

2. 筋弛緩薬の特徴，適応，禁忌，合併症を概説できる．

堀越　 雄太
附属病院
第二病棟 2
階多目的室

3
6 月 18 日

(火)
7-8時限 講義

テーマ： 神経ブロッ ク と オピオイ ド

学修目標

1. 神経ブロッ ク の特徴， 適応， 禁忌， 合併症を概説で

きる．

2. オピオイ ド の特徴、 適応、 禁忌、 合併症を概説で

きる．

山本　 夏子
附属病院
第二病棟 2
階多目的室

4
6 月 18 日

(火)
9-10時限 講義

テーマ： 気道確保と 呼吸管理

学修目標

1. 気管挿管を含む気道確保の意義， 方法を概説でき

る ．

2. 麻酔管理を安全に行う ための呼吸管理を概説できる．

佐藤　 浩司
附属病院
第二病棟 2
階多目的室

5
6 月 20 日

(木)
7-8時限 講義

テーマ： モニタ リ ングと 循環管理

学修目標

1. 安全な麻酔のためのモニタ リ ングの方法， 重要な

異常所見と 対処法を概説できる．
2. 麻酔管理を安全に行う ための循環管理を概説できる．

根本　 　 晃
附属病院
第二病棟 2
階多目的室

6
6 月 20 日

(木)
9-10時限 講義

テーマ： 妊産婦の麻酔管理と 無痛分娩

学修目標

1. 妊産婦の生理学的特徴と （ 帝王切開の） 麻酔管理

を概説できる．
2. 無痛分娩について概説できる．

3. 無痛分娩における麻酔科医の立ち位置について概

説できる．

厨川　 千香
附属病院
第二病棟 2
階多目的室

7
6 月 24 日

(月)
7-8時限 講義

テーマ： 小児の麻酔管理

学修目標

1. 小児の生理学的特徴と 麻酔管理を概説できる ．

関川　 綾乃
附属病院
第二病棟 2
階多目的室

8
6 月 24 日

(月)
9-10時限 講義

テーマ： 動脈血液ガス分析と 酸塩基平衡

学修目標

1. 動脈血液ガス分析について概説できる．

2. 酸塩基平衡について概説できる ．

木村　 　 哲
附属病院
第二病棟 2
階多目的室

9
6 月 25 日

(火)
7-8時限 講義

テーマ： 周術期の輸液、 輸血療法

学修目標
1. 周術期の輸液， 輸血療法の基本を概説できる ．

木村　 　 哲
附属病院
第二病棟 2
階多目的室

10
6 月 25 日

(火)
9-10時限 講義

テーマ： ペインク リ ニッ ク

学修目標

1. 急性痛の診断・ 治療について概説できる ．

2. 慢性痛の診断・ 治療について概説できる ．

木村　 　 哲
附属病院
第二病棟 2
階多目的室

3



講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

11
6 月 27 日

(木)
7-8時限 講義

テーマ： 緩和医療概論

学修目標

1. 緩和医療について概説できる．

越村　 裕美
附属病院
第二病棟 2
階多目的室

12
6 月 27 日

(木)
9-10時限 講義

テーマ： 総括 ～麻酔科医の矜持～

学修目標

1. 手術および周術期管理における麻酔科医の役割を

概説できる ．

2. 地域医療における麻酔科医の役割を概説できる．

3. 医師と して必要な倫理， 医療行動を概説できる．

新山　 幸俊
附属病院
第二病棟 2
階多目的室

4



令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学 III

授 業 科 目 名： 薬物治療の基本原理 （ Knowledge for basic medical care）

対 象 学 年： 4年次必修

時間割コード ： 71633025

開 設 学 期 等： 第 8 週～ 第 10週 （ 毎週火曜日 1-10時限）

単 位 数： 1

1. 主任教員

三浦　 昌朋 (教授、 薬物動態学講座、 6439)

2. 担当教員

三浦　 昌朋 (教授、 薬物動態学講座、 6439)

柴田　 浩行 (教授、 臨床腫瘍学講座、 6262)

中永士師明 (教授、 救急・ 集中治療医学講座、 6183)

菊地　 正史 (教授、 薬剤部、 6310)

菅原　 正伯 (講師、 消化器内科学・ 脳神経内科学講座、 6101)

森井　 　 宰 (講師、 代謝・ 内分泌内科学講座、 6118)

赤嶺由美子 (講師、 薬剤部、 6462)

藤山　 信弘 (講師、 臨床研究支援センター、 6259)

能登　 　 舞 (助教、 皮膚科学・ 形成外科学講座、 6153)

杉本　 侑孝 (助教、 緩和ケアセンター、 6223)

白崎　 聖子 (非常勤講師、 薬剤部、 6309)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

【 ねらい】

診療に必要な薬物治療の基本（ 薬理作用、 有害事象、 投与時の注意事項） を学ぶ。

また、 関連するプロフェッ ショ ナリ ズム、 倫理、 医療行動科学、 医療安全、 医療法（ 薬機法）、 EBM について学ぶ。

【 概要】

1) 薬物（ オピオイド を含む） の蓄積、 耐性、 タキフィ ラキシー、 依存、 習慣性や嗜癖を説明できる。 (3-1～3-7, 4-1～4-8,

5-1～5-5, 6-1～6-2)

2) 主な薬物アレルギーの症候、 診察、 診断を列挙し、 予防策と 対処法を説明できる。 (3-1～3-7, 4-1～4-8, 5-1～5-5, 6-1～

6-2)

3) 薬物によるアナフィ ラキシーショッ クの症候、 診断、 対処法を説明できる。 (3-1～3-7, 4-1～4-8, 5-1～5-5, 6-1～6-2)

4) 各臓器系統（ 中枢・ 末梢神経、 循環器、 呼吸器、 消化器、 腎泌尿器、 血液、 内分泌等） に作用する薬の薬理作用、 適応、

有害事象、 投与時の注意事項を説明できる。 (3-1～3-7, 4-1～4-8, 5-1～5-5, 6-1～6-2)

5) 抗微生物薬の薬理作用、 適応、 有害事象、 投与時の注意事項を説明できる。 (3-1～3-7, 4-1～4-8, 5-1～5-5, 6-1～6-2)

6) 抗腫瘍薬の適応、 有害事象、 投与時の注意事項を説明できる。 (3-1～3-7, 4-1～4-8, 5-1～5-5, 6-1～6-2)

7) 麻薬性鎮痛薬・ 鎮静薬の適応、 有害事象、 投与時の注意事項を説明できる。 (3-1～3-7, 4-1～4-8, 5-1～5-5, 6-1～6-2)

8) 主な薬物の有害事象を概説できる。 (3-1～3-7, 4-1～4-8, 5-1～5-5, 6-1～6-2)

9) 年齢や臓器障害に応じた薬物動態の特徴を考慮して薬剤投与の注意点を説明できる。 (3-1～3-7, 4-1～4-8, 5-1～5-5, 6-1

～6-2)

10) 薬物動態的相互作用について例を挙げて説明できる。 (3-1～3-7, 4-1～4-8, 5-1～5-5, 6-1～6-2)

11) 処方箋の書き方、 服薬の基本・ アド ヒ アランスを説明できる。 (2-1～2-8, 3-7, 4-6～4-8)

12) 分子標的薬の薬理作用と 有害事象を説明できる。 (3-1～3-7, 4-1～4-8, 5-1～5-5, 6-1～6-2)

13) 漢方医学の特徴や、 主な和漢薬（ 漢方薬） の適応、 薬理作用を概説できる。 (3-1～3-7, 4-1～4-8, 5-1～5-5, 6-1～6-2)

1
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14) ポリ ファーマシー、 使用禁忌、 特定条件下での薬物使用（ アンチ・ ド ーピング等） を説明できる。 (3-1～3-7, 4-1～4-8,

5-1～5-5, 6-1～6-2)

15) 関連するプロフェッショ ナリ ズム、 医の倫理、 医療安全、 医療法（ 薬機法）、 EBM について説明できる。 (1-1～1-2, 3-3,

3-5, 3-7, 4-4)

4. 教科書・ 参考書

基本がわかる漢方医学講義、 羊土社、 日本漢方医学教育協議会編集

5. 成績評価の方法

統一試験、 出席

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

授業時間外の学習内容： 到達目標や授業内容に応じた準備学習を行う こ と が望ましい。

2
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

1
5月 28日

(火)
1-2時限 講義

テーマ： 薬作用・ 薬物動態

薬物（ オピオイド を含む） の蓄積、 耐性、 タキフィ ラ

キシー、 依存、 習慣性や嗜癖を説明できる。

年齢や臓器障害に応じた薬物動態の特徴を考慮して薬

剤投与の注意点を説明できる。

三浦　 昌朋
第二病棟２
階・ 多目
的室

2
5月 28日

(火)
3-4時限 講義

テーマ： 服薬アド ヒ アランスと DDS 製剤

服薬の基本・ アド ヒ アランスを説明できる。
三浦　 昌朋

第二病棟２
階・ 多目
的室

3
5月 28日

(火)
5-6時限 講義

テーマ： 消化器疾患と 漢方

漢方医学の特徴や、 主な和漢薬（ 漢方薬） の適応、 薬

理作用を概説できる。

白崎　 聖子
第二病棟２
階・ 多目
的室

4
5月 28日

(火)
7-8時限 講義

テーマ： 副作用の種類・ 機序・ 対策

主な薬物の有害事象を概説できる。

薬物によるアナフィ ラキシーショッ ク の症候、 診断、

対処法を説明できる。

赤嶺由美子
第二病棟２
階・ 多目
的室

5
5月 28日

(火)
9-10時限 講義

テーマ： 抗微生物薬

抗微生物薬の薬理作用、 適応、 有害事象、 投与時の注

意事項を説明できる。

赤嶺由美子
第二病棟２
階・ 多目
的室

6
6月 4日

(火)
1-2時限 講義

テーマ： 漢方総論・ 急性期の漢方

漢方医学の特徴や、 主な和漢薬（ 漢方薬） の適応、 薬

理作用を概説できる。

中永士師明
第二病棟２
階・ 多目
的室

7
6月 4日

(火)
3-4時限 講義

テーマ： 疼痛薬物治療

麻薬性鎮痛薬・ 鎮静薬の適応、 有害事象、 投与時の注

意事項を説明できる。

薬物（ オピオイド を含む） の蓄積、 耐性、 タキフィ ラ

キシー、 依存、 習慣性や嗜癖を説明できる。

杉本　 侑孝
第二病棟２
階・ 多目
的室

8
6月 4日

(火)
5-6時限 講義

テーマ： 免疫抑制薬

各臓器系統（ 腎泌尿器等） に作用する薬の薬理作用、

適応、 有害事象、 投与時の注意事項を説明できる。

藤山　 信弘
第二病棟２
階・ 多目
的室

9
6月 4日

(火)
7-8時限 講義

テーマ： 薬剤アレルギーと 予防

主な薬物アレルギーの症候、 診察、 診断を列挙し、 予

防策と 対処法を説明できる。

能登　 　 舞
第二病棟２
階・ 多目
的室

10
6月 4日

(火)
9-10時限 講義

テーマ： 処方箋の書き方と ポリ ファ ーマシー

処方箋の書き方を説明できる。

ポリ ファーマシー、 特定条件下での薬物使用を説明で

きる。

菊地　 正史
第二病棟２
階・ 多目
的室

11
6月 11日

(火)
1-2時限 講義

テーマ： 薬物相互作用

薬物動態的相互作用について例を挙げて説明できる。 三浦　 昌朋
第二病棟２
階・ 多目
的室

12
6月 11日

(火)
3-4時限 講義

テーマ： ファーマコゲノ ミ ク ス

各臓器系統に作用する薬の薬理作用、 適応、 有害事

象、 投与時の注意事項を説明できる。

ポリ ファーマシー、 使用禁忌、 特定条件下での薬物使

用を説明できる。

三浦　 昌朋
第二病棟２
階・ 多目
的室

13
6月 11日

(火)
5-6時限 講義

テーマ： 神経内科疾患の治療薬

各臓器系統（ 中枢・ 末梢神経等） に作用する薬の薬理

作用、 適応、 有害事象、 投与時の注意事項を説明で

きる。

菅原　 正伯
第二病棟２
階・ 多目
的室

3
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

14
6月 11日

(火)
7-8時限 講義

テーマ： 抗腫瘍薬

抗腫瘍薬の適応、 有害事象、 投与時の注意事項を説明

できる。

分子標的薬の薬理作用と 有害事象を説明できる。

柴田　 浩行
第二病棟２
階・ 多目
的室

15
6月 11日

(火)
9-10時限 講義

テーマ： 糖尿病治療薬

各臓器系統（ 内分泌等） に作用する薬の薬理作用、 適

応、 有害事象、 投与時の注意事項を説明できる。

森井　 　 宰
第二病棟２
階・ 多目
的室

4
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学 III

授 業 科 目 名： 外科治療と 周術期管理 （ Surgery and Perioperative management）

対 象 学 年： 4年次 必修

時間割コード ： 71633026

開 設 学 期 等： 第 11週 ～ 第 12 週

単 位 数： 0.5

1. 主任教員

今 井 一 博 (准教授、 胸部外科学講座　 ・ 内 6132)

2. 担当教員

今 井 一 博 (准教授、 胸部外科学講座　 ・ 内 6132)

有 田 淳 一 (教授、 消化器外科学講座・ 内 6213)

中 嶋 博 之 (教授、 心臓血管外科学講座・ 内 6135)

佐 藤 雄 亮 (病院准教授、 胸部外科学講座・ 内 6132)

矢 野 道 広 (講師、 小児科・ 内 6273)

奈 良 美 保 (講師、 輸血細胞治療・ 移植再生医療センター・ 内 6116)

渡 邊 　 剛 (講師、 消化器外科 ・ 　 内 6215)

中 川 康 彦 (助教、 消化器外科 ・ 　 内 6126)

桐生健太郎 (助教、 心臓血管外科・ 内 6135)

面 川 　 進 (非常勤講師、 秋田県赤十字血液センター　 所長)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

1. 一般目標 (GIO)

・ 外科的治療と 周術期管理の基本を学ぶ。

・ 食事と 輸液療法の基本を学ぶ。

・ 医療機器と 人工臓器の基本を学ぶ。

・ 輸血と 移植の基本を学ぶ。

・ 基本的臨床手技の目的、 適応、 禁忌、 合併症と 実施法を学ぶ。

2. 到達目標 (SBOs)

1) 手術の危険因子を列挙し、 その対応の基本を説明できる。

2) 主な術後合併症を列挙し、 その予防の基本を説明できる。

3) 創傷治癒機転と それに影響する因子を説明できる。

4) 補液、 経静脈栄養と 経腸栄養の適応、 方法と 合併症を説明できる。

5) 主な医用機器と 人工臓器の種類と 原理を概説できる。

6) 輸血の適応と 合併症、 交差適合試験、 血液製剤の種類と 適応を説明できる。

7) 同種輸血、 自己輸血、 成分輸血と 交換輸血を説明できる。

8) 臓器移植の種類と 適応を説明できる。

9) 採血の手順、 部位と 合併症を説明できる。

10) 清潔と 不潔の区別を説明できる。

4. 教科書・ 参考書

標準外科学（ 医学書院） 参考、 WEB ク ラスで講義資料を配信します。

5. 成績評価の方法

出席状況および授業態度、 統一試験の成績により 評価します。

1

－ 301 －



6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

「 標準外科学」、 配布資料で予習・ 復習をしてく ださい。
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

1
6月 17日

(月)
1-2時限 講義

テーマ： 肝臓手術

学修目標： 肝臓の手術の方法と 工夫について学ぶ。

到達目標： 肝切除の手順と 術後の注意点について説明

出来る。

有田淳一 多目的室

2
6月 17日

(月)
3-4時限 講義

テーマ： 膵臓手術

学修目標： 膵臓腫瘍に対する術式と 臓器の特性につい

て学ぶ。

到達目標： 膵頭十二指腸切除と膵体尾部切除の手順と

術後の注意点について説明出来る。

有田淳一 多目的室

3
6月 17日

(月)
5-6時限 自主学習

テーマ： 　

　
　 多目的室

4
6月 18日

(火)
1-2時限 講義

テーマ： 外科と 免疫、 外科的基本手技・ 外科的感染症

（ 学修・ 到達目標）

１ ） 手術の危険因子を列挙し、 その対応の基本を説明

できる。

２ ） 基本的バイタルサインの意義と モニターの方法を

説明できる。

３ ） 主な術後合併症を列挙し、 その予防の基本を説明

できる。

今井一博 多目的室

5
6月 18日

(火)
3-4時限 講義

テーマ： 周術期管理

（ 学修・ 到達目標）

外科的治療と 周術期管理の基本を学ぶ。

渡邊　 剛 多目的室

6
6月 18日

(火)
5-6時限 講義

テーマ： 動脈硬化と 外科

（ 学修・ 到達目標）

1)動脈硬化に起因する脈管疾患の診断法・ 病態生理を

理解し、 鑑別するこ と ができる。

2） 予防医学の重要性と 内科的・ 外科的治療について

の理解を深める。

中嶋博之 多目的室

7
6月 20日

(木)
1-2時限 講義

テーマ： 輸血療法の概要と 検査

(学修目標)自分に必要な課題を発見し、 重要性に照ら

して解決できる。

(到達目標) 血液型検査、 不規則抗体検査、 交差適合試

験を説明できる。

奈良美保 多目的室

8
6月 20日

(木)
3-4時限 講義

テーマ： 血液製剤の種類と 輸血

(学修目標)自分に必要な課題を発見し、 重要性に照ら

して解決できる。

(到達目標)血液製剤・ 血漿分画製剤の種類と 適応を説

明できる。

奈良美保 多目的室

9
6月 20日

(木)
5-6時限 講義

テーマ： 輸血副作用と 対策

(学修目標)自分に必要な課題を発見し、 重要性に照ら

して解決できる。

(到達目標)輸血副反応、 不適合輸血の防止手順を説明

できる。

奈良美保 多目的室

10
6月 24日

(月)
1-2時限 自主学習

テーマ： 　

　
　 多目的室
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

11
6月 24日

(月)
3-4時限 講義

テーマ： 食道癌手術と 合併症、 外科と 栄養・ 免疫

（ 学修・ 到達目標）

1) 食道癌術後合併症を列挙し 、 その予防の基本を説

明できる。

2) 補液、経静脈栄養と 経腸栄養の適応、方法と 合併症

を説明できる。

佐藤雄亮 多目的室

12
6月 24日

(月)
5-6時限 講義

テーマ： 腹部術後合併症・ 周術期管理

（ 学修・ 到達目標）

主な術後合併症を学び、その予防の基本を説明できる。
中川康彦 多目的室

13
6月 25日

(火)
1-2時限 講義

テーマ： 呼吸器外科のガイド ライン

（ 学修・ 到達目標）

呼吸器外科の基本的臨床の目的および最新の診療と 適

応、 禁忌、 合併症を学び、 考え方を理解できるよう に

する。

今井一博 多目的室

14
6月 25日

(火)
3-4時限 講義

テーマ： 大動脈疾患

（ 学修・ 到達目標）

1) 循環器疾患の病態生理を説明できる。

2) 循環器疾患の症候と 診断を概説できる。

3) 循環器疾患の治療と 予後の要点を説明できる。

桐生健太郎 多目的室

15
6月 25日

(火)
5-6時限 講義

テーマ： 人工臓器

（ 学修・ 到達目標）

1) 医用機器と 人工臓器の基本を学ぶ。

2) 主な医用機器および人工臓器の種類と 原理を概説

できる。

桐生健太郎 多目的室

16
6月 27日

(木)
1-2時限 講義

テーマ： 血液に係わる法規、 輸血と 移植

(学修目標)自分に必要な課題を発見し、 重要性に照ら

して解決できる。

(到達目標) 献血の理念と 仕組みを説明できる。

1) 血液事業の概要を学ぶ。

2) 献血の種類を説明できる。

3) 輸血療法関連法規の概要を理解する。

面川　 進 多目的室

17
6月 27日

(木)
3-4時限 講義

テーマ： 輸血の実際と 自己血輸血

(学修目標)自分に必要な課題を発見し、 重要性に照ら

して解決できる。

(到達目標)
1) 自己血輸血の種類と 適応を説明できる。

2) 各種自己血輸血法の利点、 欠点を理解できる。

3) 輸血療法の実際を学ぶ。

面川　 進 多目的室

18
6月 27日

(木)
5-6時限 講義

テーマ： 小児への輸血

(学修・ 到達目標)
1) 輸血治療に関する小児の生理的特性を理解する。

2)小児への輸血実施について、 インフォームド ・ アセ

ント の意義を理解する。

矢野道広 多目的室
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学 III

授 業 科 目 名： 救急疾患， 物理・ 化学的因子による疾患 （ Emergency Medicine）

対 象 学 年： 4年次必修

時間割コード ： 71633028

開 設 学 期 等： 第 1 週～ 第 6週 （ 毎週火曜日 5-10時限）

単 位 数： 0.5+0.5

1. 主任教員

中永士師明 (教授、 救急・ 集中治療医学講座、 6183、 オフィ スアワー： 8： 30-17： 00)

2. 担当教員

中永士師明 (教授、 救急・ 集中治療医学講座、 6183、 オフィ スアワー： 8： 30-17： 00)

奥 山 　 学 (准教授、 救急・ 集中治療医学講座、 6184、 オフィ スアワー： 8： 30-17： 00)

佐藤　 佳澄 (助教、 救急・ 集中治療医学講座)

白幡　 毅士 (助教、 高度救命救急センター)

北村　 俊晴 (特任助教、 総合診療医センター)

平澤　 暢史 (特任助教、 総合診療医センター)

亀山　 孔明 (特任教授、 総合診療医センター)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

1) 救急・ 災害医療の病態を理解し、 その診断・ 治療を学ぶ。

2) 医師の義務や医療倫理を遵守すると と も に患者の安全と 心身の健康を最優先し、 常に患者中心の立場で行動できる 。

（ 1-1,2, 2-1,）

3) わかり やすく 正確な説明、 プレゼンテーショ ンができ、 カンファレンスを充実するこ と ができる。（ 2-4, 4-5,7）

4) チームの一員と して患者・ 家族・ 医療者に敬意を持ち、 信頼・ 協調して診療に従事すること ができる。（ 1-1, 2-1,5, 4-5,7）

5) 困難な状況下における患者・ 家族・ 医療者と のコミ ュニケーショ ンができる。 (2-7)

6) 重症救急疾患の病態生理を説明できる。 (3-2)

7) 救急現場における医療安全・ 医療倫理を説明できる。 (3-5)

8) 病院前救急診療医学を説明できる。 (3-5,6,7, 4-7,8)

9) 検査結果を含めて総合的に診断し、 適切な治療方針を計画できる。 (3-1,2,3,4,5, 4-1,2,3,4)

10) 効果的に文献検索ができ、 批判的に吟味して適切に EBM を実践できる。 (3-3, 4-4, 5-1,2,3,4,)

11) 適切に診療記録を記載し、 プレゼンテーショ ンやコンサルテーショ ンができる。 (4-5)

12) 医療安全に配慮した基本的な手技が実践できる。 (3-5,6, 4-2,6)

13) 地域医療・ 地域包括ケアを理解して、 適切な医療連携と 初期対応を実践できる。 (3-7, 4-8)

14) 課題解決のための基礎と なる科学的理論と 方法論、 研究倫理を理解し、 実践するこ と ができる。 (5-1,2,3,4,)

15) 絶えず進歩する医学・ 医療について適切な情報収集能力と 解析力を持ち、 生涯にわたり 自ら学び、 自己研鑽を続ける

こ と ができる。 (5-1,2,3,4,5, 6-1,2)

4. 教科書・ 参考書

1.Up to Date

2.救急診療指針

3.BLS ヘルスケアプロバイダーマニュアル

4.ACLS プロバイダーマニュアル

5.外傷初期診療ガイド ライン

5. 成績評価の方法

出席状況、 受講態度、 統一試験などに基づいて総合的に評価する。
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6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

1.講義日程は変更になる場合があり ます。

2.教科書・ 参考書をも と に予習しておく こ と 。 また、 配布資料をも と に繰り 返し復習してお

　 く こ と 。

2

－ 306 －



講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

1
4月 9日

(火)
5-6時限 講義

テーマ： 熱傷

1) チームの一員と して患者・ 家族・ 医療者に敬意を

持ち、 信頼・ 協調して診療に従事するこ と ができる。

（ 1-1, 2-1,5, 4-5,7）
2) 熱傷の病態生理を概説できる。 (3-1,2)
3) 緊急性や重篤性を考慮して鑑別すべき疾患を列挙

できる。 (3-1,2,3,4, 4-1,2)
4) 検査結果を含めて総合的に診断し、 適切な治療方

針を計画できる。 (3-3, 4-1,2,3,4)
5) 効果的に文献検索ができ、 批判的に吟味して適切

に EBM を実践できる。 (4-4, 5-1,2,3,4)
6)医療安全に配慮した基本的な手技を理解できる。 (3-
5, 4-6)
7)地域医療・ 地域包括ケアを理解して、 適切な医療連

携と 初期対応を理解できる。 (2-5,6,7, 3-7, 4-8)

中永 士師
明

第二病棟 2
階多目的室

2
4月 9日

(火)
7-8時限 講義

テーマ： 病院前救護と 救急医療体制

1) 病院前救急診療医学を概説できる。 (3-5,6,7, 4-7,8)
2) ド ク ターヘリ について理解できる。 (3-5,6,7, 4-7,8)
3) ド ク ターカーについて理解できる。 (3-5,6,7, 4-7,8)
4)クラッシュ症候群の診断と 治療を理解する（ 3-2,3,4,
4-7,8）
課題解決のための基礎と なる科学的理論と 方法論、研

究倫理を理解できる。 (5-1,2,3,4)

平澤　 暢史
第二病棟 2
階多目的室

3
4月 9日

(火)
9-10時限 講義

テーマ： ショッ ク

1)ショッ クの定義と 診断について理解できる。 (3-2,3)
2) ショッ ク の原因分類を理解できる。 (3-2,3)
3)ショッ クの初期対応と 原因に応じた治療について理

解できる。 (3-3,4,5,6,7, 4-2,3,4,5,6,7,8)
4) 課題解決のための基礎と なる科学的理論と 方法論、

研究倫理を理解できる。 (5-1,2,3,4)

平澤　 暢史
第二病棟 2
階多目的室

4
4月 16日

(火)
5-6時限 講義

テーマ： 薬物中毒、 熱中症と 低体温症

1) 薬物中毒の病態生理を概説できる。 (3-1,2)
2) 熱中症の病態生理を概説できる。 (3-1,2)
3) 低体温症の病態生理を概説できる。 (3-1,2)
4) 緊急性や重篤性を考慮して鑑別すべき疾患を列挙

できる。 (3-1,2,3,4, 4-1)
5) 検査結果を含めて総合的に診断し、 適切な治療方

針を計画できる。 (3-3, 4-1,2,3,4)

中永 士師
明

第二病棟 2
階多目的室

5
4月 16日

(火)
7-8時限 講義

テーマ： 外傷 1
1) 外傷の病態と 診断の要点について理解できる。 (3-
1,2,3,4,)
2) 緊急性や重篤性を考慮して鑑別すべき疾患を列挙

できる。 (3-1,2,)
3) 外傷による原因分類を理解できる (3-1,2,3)
検査結果を含めて総合的に診断し、適切な治療方針を

計画できる。 (3-1,2,3,4,5, 4-1,2,3,4)

奥山　 学
第二病棟 2
階多目的室
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

6
4月 16日

(火)
9-10時限 講義

テーマ： 外傷 2
1) 外傷の病態と 診断の要点について理解できる。 (3-
1,2,3,4,)
2) 緊急性や重篤性を考慮して鑑別すべき疾患を列挙

できる。 (3-1,2,)
3) 外傷による原因分類を理解できる (3-1,2,3)
検査結果を含めて総合的に診断し、適切な治療方針を

計画できる。 (3-1,2,3,4,5, 4-1,2,3,4)

奥山　 学
第二病棟 2
階多目的室

7
4月 23日

(火)
5-6時限 講義

テーマ： 臨床に即した救急 1
1) 救急初期対応について説明できる。 (1-1,2, 3-1,2,3,
4-1,2,3,4,)
2) 救急初期対応時に付随する家族対応の注意点をあ

げるこ と ができる。

(2-1,2,3,)
3) 適切な治療方針を計画できる。 (3-1,2,3, 4-2,3,4,5)
4) 効果的に文献検索ができ、 批判的に吟味して適切

に EBM を実践できる。

(4-4, 5-1,2,3,4)
5)適切に診療記録を記載し、プレゼンテーショ ンやコ

ンサルテーショ ン

ができる。 (2-4,3,6, 4-5,7)
6) 医療安全に配慮した基本的な手技を理解できる 。

(3-5,6, 4-2,6)

佐藤　 佳澄
第二病棟 2
階多目的室

8
4月 23日

(火)
7-8時限 講義

テーマ： 臨床に即した救急 2
1) 救急初期対応について説明できる。 (1-1,2, 3-1,2,3,
4-1,2,3,4,)
2) 適切な治療方針を計画できる。 (3-1,2,3, 4-2,3,4,5)
3) 効果的に文献検索ができ、 批判的に吟味して適切

に EBM を実践できる。

(4-4, 5-1,2,3,4)
4) ベイズの定理が理解できる (3-3,4, 5-1,2,3,)
5) 医療安全に配慮した基本的な手技を理解できる 。

(3-5,6, 4-2,6)

佐藤　 佳澄
第二病棟 2
階多目的室

9
4月 23日

(火)
9-10時限 自主学習

テーマ： 　

　
　

10
4月 30日

(火)
5-6時限 講義

テーマ： 多職種連携

1) 効果的に文献検索ができ、 批判的に吟味して適切

に EBM を実践できる。 (4-4, 5-1,2,3,4)
2)適切に診療記録を記載し、プレゼンテーショ ンやコ

ンサルテーショ ンができる。 (2-4,3,6, 4-5,7)
3)地域医療・ 地域包括ケアを理解して、 適切な医療連

携と 初期対応を理解できる。 (2-5,6,7, 3-7, 4-8)
4) 課題解決のための基礎と なる科学的理論と 方法論、

研究倫理を理解できる。 (5-1,2,3)

北村　 俊晴
第二病棟 2
階多目的室

4
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

11
4月 30日

(火)
7-8時限 講義

テーマ： BPS モデル

1) 医師の義務や医療倫理を遵守すると と も に患者の

安全と 心身の健康を最優先し， 常に患者中心の立場で

行動するこ と を理解する。 (1-1,2, 2-1,2,3,4,5,)
2) 総合診療における医療安全・ 医療倫理を説明でき

る。 (3-5)
検査結果を含めて総合的に診断し、適切な治療方針を

計画できる。 (3-3, 4-1,2,3,4)
3) 医師の義務や医療倫理を遵守すると と も に患者の

安全と 心身の健康を最優先し， 常に患者中心の立場で

行動できる。 (1-1,2)
4)わかり やすく 正確な説明、プレゼンテーショ ンがで

き、カンファレンスを充実すること ができる。 (2-5,6)
5) チームの一員と して患者・ 家族・ 医療者に敬意を

持ち， 信頼・ 協調して診療に従事するこ と ができる。

(2-5)
6) 困難な状況下における患者・ 家族・ 医療者と のコ

ミ ュニケーショ ンができる。 (2-8)

北村　 俊晴
第二病棟 2
階多目的室

12
4月 30日

(火)
9-10時限 自主学習

テーマ： 　

　
　

13
5月 7日

(火)
5-6時限 講義

テーマ： 集中治療総論

1) 集中治療及び集中治療室の概要を理解できる。 (3-
1,2,)
2) 臓器不全 (多臓器不全、 サイ ト カインスト ーム、 播

種性血管内凝固症候群) について理解している 。 (3-
1,2,3,4,5)
3) 侵襲 (手術， 外傷， 熱傷) で生じる生体侵襲と 生体

反応を理解できる。 (3-1,2,3,4,5)
4) 重症患者に対する体温管理 (体温維持療法を含む)
及び栄養管理を理解できる。 (3-1,2,3,4,5)
5) 集中治療後症候群について概念を理解できる。 (5-
1,2,3,4,5)

奥山　 学
第二病棟 2
階多目的室

14
5月 7日

(火)
7-8時限 講義

テーマ： 集中治療各論１

1)各種臓器障害患者の病態生理を概説できる。 (3-1,2,)
2) 人工呼吸管理が必要な病態と その意義を理解でき

る。。 (3-1,2,3,4,5)
3)ECMOが必要な病態と その意義を理解できる。 (3-
1,2,3,4,5)
課題解決のための基礎と なる科学的理論と 方法論、研

究倫理を理解できる。 (5-1,2,3,4,5)

亀山　 孔明
第二病棟 2
階多目的室

15
5月 7日

(火)
9-10時限 講義

テーマ： 集中治療各論２

1)各種臓器障害患者の病態生理を概説できる。 (3-1,2,)
2) 急性血液浄化療法が必要な病態と その意義を理解

できる。 (3-1,2,3,4,5)
3) 重症患者に対する体温管理 (体温維持療法を含む)
及び栄養管理を理解できる。 (3-1,2,3,4,5)
4) 課題解決のための基礎と なる科学的理論と 方法論、

研究倫理を理解できる。 (5-1,2,3,4,5)

亀山　 孔明
第二病棟 2
階多目的室

5
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

16
5月 14日

(火)
5-6時限 講義

テーマ： 再接着

1) 重度四肢外傷の初期治療について説明できる。（ 3-
1,2,3,4）
2)切断肢・ 指の治療について説明できる（ 3-1,2,3,4）。
3)切断肢・ 指の再接着後の機能回復を目指して総合的

な治療を計画できる。（ 3-1,2,3,4, 4-2,3,）

白幡　 毅士
第二病棟 2
階多目的室

17
5月 14日

(火)
7-8時限 講義

テーマ： 災害医療

1) 災害医療供給体制を概説できる。 (3-6,7)
2) 災害医療における ト リ アージを理解でき る 。 (4-
1,2,3,4,5,6)
3)地域医療・ 地域包括ケアを理解して、 適切な医療連

携と 初期対応を理解できる。 (2-5,6,7, 3-7, 4-8)
4) 課題解決のための基礎と なる科学的理論と 方法論、

研究倫理を理解できる。 (5-1,2,3,4,5)

奥山　 学
第二病棟 2
階多目的室

18
5月 14日

(火)
9-10時限 自主学習

テーマ： 　

　
　

6
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学 III

授 業 科 目 名： 基本的診療技能 （ Basic Clinical Skill） －主治医チームの一員と して診療に参加するための医療面接、 身体診
察、 臨床推論、 基本的臨床技能についての実践力を質保証する－

対 象 学 年： 4年次必修

時間割コード ： 71633031

開 設 学 期 等： 第 1週 ～第 12週

単 位 数： 4

1. 主任教員

長 谷 川 仁 志 (教授、 医学教育学講座、 6097、 オフィ スアワー： 要アポイント )

2. 担当教員

長 谷 川 仁 志 (教授、 医学教育学講座、 6097、 オフィ スアワー： 要アポイント )

各講座　 担当教員 ()

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

ねらい

　 6 年間の医学教育の集大成である各分野の診療参加型臨床実習を始めるための重要な実践演習期間と して位置づけら

れる。

スチューデント ド ク ターと して医師法上の違法性が阻却される診療参加型臨床実習に参加するために、 基本診療に関する

知識・ 技術・ 態度を演習し、 一定のレベルで修得する。 レクチャーおよび学生同士のロールプレイ、 シミ ュレーショ ン教

育等の演習やデジタル教材の活用により 、 将来、 どの分野の医師にも必要と なる主要 41症候や主な病態に対しての詳細な

病歴聴取、 身体診察、 検査による臨床推論力を向上すると と もに、 カルテ記載、 基本手技等を修得する。 さ らに、 医療行

動科学を理解し、 患者・ 家族、 医療者と 良好な人間関係を築く 技術を演習すると と もに、 プロフェッ ショ ナリ ズム、 医の

倫理、 医療安全、 EBM、 医療法（ 制度） を意識してチームの一員と して安全に診療参加するための実践力を身につける。

学修目標

1. 医師法上の違法性が阻却される医学生の診療参加型臨床実習について理解し、 どのよう な準備が必要か説明できる。 さ

らに、 それに向かっての下記 2～7の実践演習を実施できる。

（ 1-1～1-2、 2-1～2-8、 3-1～3-6、 4-1～4-8、 5-1～5-3、 5-5、 6-1～6-2）

【 臨床参加型臨床実習の到達目標】

　 　 1) 正確な医療面接ができる。

　 　 2) 十分な身体診察・ 精神的診察ができる。

　 　 3) 一般的な検査計画、 一般的な対応ができる。

　 　 4) 正確で系統だった臨床推論を行った上に、 様々な患者背景を総合的に判断して、 その後の方針が提案できる。 　

　 　 5)POMR に沿った実際のカルテ記載ができる （ 主治医のサインが必須）。

　 　 6) 患者さん、 家族と ラポールを形成するよう な人間関係が構築できる。

　 　 7)EBM の意義を正確に理解して問題解決のために実践できる。

　 　 8) 治療計画の立案、 予防・ 健康教育ができる。

　 　 9) チーム医療を理解し実践できる。

　 　 10)ICTを活用して、 日々の臨床に必要な事項の検索や生涯学習の技術を修得し実践できる。

　

すなわち、 検査や処方の最終指示は出せない以外は、 指導医の責任のも と 、 ほぼ研修医に近い業務を行う こ と ができる。

　 　 1) 新入院・ 新患患者の医療面接、 身体診察、 臨床推論（ clinical reasoning)

　 　 2) 診療記録記載（ 指導医のカウンターサイン必要）

　 　 3) 検査計画立案、 検査に参加
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　 　 4) 治療計画立案、 治療に参加

　 　 5) 患者・ 家族への説明会 同席（ 指導医の指導・ 責任監視の下、 説明するこ と もある ）

　 　 6) 許容されている手技を指導医の責任のも と 行う

　 　 7) プレゼンテーショ ン、 日々の指導医への報告、 入院・ 外来カンファ 、 科長回診など

2. 問題志向型システムと 臨床推論 (3-1～3-6、 4-1～4-6、 5-1～5-3）

　 　 1) 基本的診療知識に基づき、 主要症候や病態を呈する症例に関する情報を十分に収集し、 常に一般的なピッ ト フォー

ルに留意しながら分析できる。

　 　 2) 得られた情報を基に、 その症例の問題点を抽出できる。

　 　 3) 病歴と 身体所見等の情報を統合して、 鑑別診断ができる。

　 　 4) 主な症候・ 病態・ 疾患の症例に関して、 臨床推論・ 診断・ 治療計画を立案できる。

3. 医療面接　 （ 1-1～1-2、 2-1～2-8、 4-1～4-6、 5-1～5-3）

　 　 1) 適切な身だしなみ、 表情、 言葉遣いなどを含め、 共感的で思いやり のある態度で患者に接するこ と ができる。

　 　 2) 医療行動科学を理解し、 医療面接における基本的コミ ュニケーショ ン技法を用いるこ と ができる。

　 　 3) 病歴（ 主訴、 現病歴（ ＯＰ ＱＲ Ｓ Ｔ ＵＶ ）、 常用薬、 アレルギー歴、 既往歴、 家族歴、 嗜好、 生活習慣、 社会歴・

職業歴、 生活環境、 家庭環境、 海外渡航歴、 システムレビュー） を聴き取り 、 情報を整理して臨床推論できる。

　 　 4) 適切な体位でしっかり と 診察できる。

　 　 5) 診察で得た所見、 臨床推論、 必要な検査について、 様々な患者背景を含めて総合的に判断するこ と の重要性を理解

できる。

　 　 6） 一般的なピッ ト フォールに留意しながら上級医に説明、 報告できる。

4. 診療録（ カルテ）（ 1-1～1-2、 3-5、 4-5、 5-3）

　 　 1) 適切に患者の情報を収集し、 問題志向型医療記録 POMR を作成できる。

　 　 2) 診療経過を主観的所見・ 客観的所見・ 評価・ 計画 SOAP で記載できる。

　 　 3) 症例を適切に要約する習慣を身に付け、 状況に応じて提示できる。

　 　 4) プライバシー保護と セキュリ ティ ーに充分配慮できる。

5. 臨床判断　 （ 3-1～3-4、 4-1～4-6、 5-1～5-3）

　 　 1) 臨床疫学的指標（ 感度・ 特異度、 尤度比等） を考慮して、 必要十分な検査を挙げ、 症例における検査結果の臨床的

意義を解釈できる。

　 　 2) 科学的根拠を検索して、 それ基づいた診断、 検査、 治療と 、 その解釈についての総合的な判断を述べるこ と がで

きる。

　 　 3) エビデンスを批判的に吟味して、 個々の患者に適切に適応できる。

　 　 4) 常に一般的なピッ ト フォールに留意して判断できる。

　 　 5） 様々な視点で総合的に判断するこ と の意義を理解できる。

6. 身体診察　 （ 1-1～1-2、 2-1～2-8、 3-1～3-5、 4-1～4-7、 5-1～5-3、 6-1～6-2）

　 1) 基本事項

　 　 (1) 患者を尊重し、 共感と 思いやり をも って対応するこ と によ り 、 信頼を得るこ と ができる。

　 　 　 (2) 患者の安全を重視し、 有害事象が生じた場合は適切に対応ができる。

　 　 　 (3) 患者のプライバシー、 羞恥心、 苦痛に配慮し、 個人情報等を守秘できる。

　 　 　 (4) 感染を予防するため、 診察前後の標準予防策 (standard precautions) ができる。

　 　 　 (5) 身だしなみ、 言葉遣い及び態度等に気を配るこ と ができる。

　 　 　 (6) 患者の状態から診察が可能かどう かを判断し、 状態に応じた診察ができる。

　 　 　

　 　 2) 全身状態と バイタルサイン： 以下が実施でき、 主な基本的異常所見を説明できる。

　 　 　 (1) 身長・ 体重を測定し、 body mass index BMI の算出、 栄養状態を評価できる。
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　 　 　 (2) 上腕で触診、 聴診法により 血圧を測定できる。

　 　 　 (3) 経皮的酸素飽和度（ SPO2） を測定できる

　 　 　 (4) 両側の橈骨動脈で脈拍を診察できる。

　 　 　 (5) 呼吸数を測定し、 呼吸の異常の有無を確認できる。

　 　 　 (6) 腋窩で体温を測定できる。

　 　 　 (7) 下肢の動脈の触診等、 下腿の血圧測定（ 触診法）、 大腿の血圧測定（ 聴診法） を実施できる。

　 　 　 (8) 全身の外観（ 体型、 栄養、 姿勢、 歩行、 顔貌、 皮膚、 発声） を評価できる。

　

　 　 3) 頭頸部:以下の診察が実施でき、 主な基本的異常所見を説明できる。

　 　 　 (1) 頭部（ 顔貌、 頭髪、 頭皮、 頭蓋） の診察ができる。

　 　 　 (2) 眼（ 視野、 瞳孔、 対光反射、 眼球運動・ 突出、 結膜） の診察ができる。

　 　 　 (3) 耳（ 耳介、 聴力） の診察ができる。

　 　 　 (4) 耳鏡で外耳道、 鼓膜を観察できる。

　 　 　 (5) 音叉を用いて聴力試験を実施できる。

　 　 　 (6) 口唇、 口腔、 咽頭、 扁桃の診察ができる。

　 　 　 (7) 鼻腔、 副鼻腔の診察ができる。

　 　 　 (8) 鼻鏡を用いて前鼻腔を観察できる。

　 　 　 (9) 甲状腺、 頸部血管、 気管、 唾液腺の診察ができる。

　 　 　 (10) 頭頸部リ ンパ節の診察ができる。

　 　

　 　 4) 胸部:以下の診察が実施でき、 主な異常所見を説明できる。

　 　 　 (1) 胸部の視診、 触診、 打診ができる。

　 　 　 (2) 呼吸音と 副雑音の聴診ができる。

　 　 　 (3) 心音と 心雑音の聴診ができる。

　 　 　 (4) 背部の叩打痛を確認できる。

　 　 　 (5) 乳房の診察を実施できる （ シミ ュレータでも可と する）。

　

　 　 5) 腹部:以下の診察が実施でき、 主な基本的異常所見を説明できる。

　 　 　 (1) 腹部の視診、 聴診ができる。

　 　 　 (2) 区分に応じて腹部の打診、 触診ができる。

　 　 　 (3) 圧痛、 腹膜刺激徴候、 筋性防御の有無を判断できる。

　 　 　 (4) 腹水の有無を判断できる。

　 　 　 (5) 腸雑音、 血管雑音の聴診ができる。

　 　 　 (6) 直腸（ 前立腺を含む） 指診を実施できる （ シミ ュレータでも可と する）。

　

　 　 6) 神経:以下の診察が実施でき、 主な基本的異常所見を説明できる。

　 　 　 (1) 意識レベルを判定できる。

　 　 　 (2) 脳神経系の診察ができる （ 眼底検査を含む）。

　 　 　 (3) 腱反射の診察ができる。

　 　 　 (4) 小脳機能・ 運動系の診察ができる。

　 　 　 (5) 感覚系（ 痛覚、 温度覚、 触覚、 深部感覚） の診察ができる。

　 　 　 (6) 髄膜刺激所見（ 項部硬直、 Kernig 徴候） を確認できる。

　 　 7) 四肢と 脊柱:以下の診察が実施でき、 主な基本的異常所見を説明できる。

　 　 　 (1) 四肢と 脊柱（ 弯曲、 疼痛） の診察ができる。

　 　 　 (2) 関節（ 可動域、 腫脹、 疼痛、 変形） の診察ができる。

　 　 　 (3) 筋骨格系の診察（ 徒手筋力テスト ） ができる。

　

3
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　 　 8) 小児の診察:以下の診察が実施でき、 主な基本的異常所見を説明できる。

　 　 　 (1) 主訴からの診断推論を組み立てられる、 又はたどるこ と ができる。

　 　 　 (2) 疾患の病態や疫学を理解する。

　 　 　 (3) 治療の立案・ 実施に可能な範囲で参加できる。

　 　 　 (4) 保護者から必要な情報を得たり 対応したり するこ と に可能な範囲で参加できる。

　 　 　 (5) 小児の成長・ 発達の評価に可能な範囲で参加できる。

　 　 　 (6) 基本的な小児科診察ができる。

　 　 　 (7) どのよ う に小児科にコンサルテーショ ンすればよいか説明できる。

7. 基本的臨床手技： 以下の手技を安全に実施できる。（ 1-1～1-2、 2-1～2-7、 3-1～3-6、 4-1～4-7、 5-1～5-3）

　 　 1) 一般手技

　 　 　 (1) 皮膚消毒を実施できる。

　 　 　 (2) 合併症に配慮して、 静脈採血をシミ ュレータで安全に実施できる。

　 　 　 (3) 手指衛生等の標準予防策 (standard precautions) を実施できる。

　 　 2) 検査手技

　 　 　 (1) 尿検査（ 尿沈渣を含む） を実施できる。

　 　 　 (2) 末梢血塗抹標本を作成し、 観察できる。

　 　 　 (3) 微生物学検査（ Gram 染色を含む） を実施できる。

　 　 　 (4)12誘導心電図を記録できる。

　 　 　 (5) 経皮的酸素飽和度（ SPO2） を測定できる。

　 　 　 　 　 　 　 　 （ 近年は、 上記バイタルの一つと と らえられてきている。）

　

　 　 3) 外科手技

　 　 　 (1) 無菌操作を実施できる。

　 　 　 (2) 手術や手技のための手洗いができる。

　 　 　 (3) 手術室におけるガウンテクニッ クができる。

　

　 　 4) 救命処置

　 　 　 (1) 緊急性の高い状況かどう かをある程度判断できるよう になる。

　 　 　 (2) 一次救命処置を実施できる。

　 　 　 (3) 一般的なピッ ト フォールに留意できる。

4. 教科書・ 参考書

（ 参考文献）

診療参加型臨床実習実技テキスト （ OSCE・ ク リ ク ラガイ ド ブッ ク ： 本学作成： PDF)

秋田大学医学部附属病院　 医療安全対策マニュアル　 PDF

秋田大学医学部附属病院　 感染制御マニュアル　 PDF

5. 成績評価の方法

出席、 実習・ 演習態度

4年次共用試験機構 OSCE、 4年次統一試験

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

この基本的診療技能の授業は、 安全で充実した各分野診療参加型臨床実習に必須の内容であり 、 ５ 年次卒業中間統一試験、

６ 年次卒業統一試験および卒業時 PCC-OSCE の範囲にもなる重要な事項なので、 しっかり 学修・ 演習するこ と 。

4

詳細な授業日程は初回授業時までに配布予定。

事前に聴診器を準備するこ と 。
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学 III

授業 科 目 名： 総合診療・ 臨床検査 （ Clinical Laboratory Medicine and Medical Diagnosis） －病態診断学と 総合診療－

対 象 学 年： 4年次 必修

時間割コード ： 71633030

開設 学 期 等： 第 1 週～ 第 9週 （ 毎週金曜日 1-4時限）

単 位 数： 1

1. 主任教員

植 木 重 治 (教授、 総合診療・ 検査診断学講座、 6209、 オフィ スアワー： 8： 30～17： 00)

2. 担当教員

植 木 重 治 (教授、 総合診療・ 検査診断学講座、 6209、 オフィ スアワー： 8： 30～17： 00)

嵯 峨 知 生 (病院教授、 附属病院感染制御部、 6248、 オフィ スアワー： 8： 30～17： 00)

守 時 由 起 (准教授、 総合診療・ 検査診断学講座、 6209、 オフィ スアワー： 8： 30～17： 00)

嵯峨亜希子 (助教、 総合診療・ 検査診断学講座、 6209、 オフィ スアワー： 8： 30～17： 00)

藤 岡 優 樹 (助教、 附属病院中央検査部、 6209、 オフィ スアワー： 8： 30～17： 00)

北 村 俊 晴 (特任助教、 総合診療医センター、 6428、 オフィ スアワー： 8： 30～17： 00)

平 澤 暢 史 (特任助教、 総合診療医センター、 6428、 オフィ スアワー： 8： 30～17： 00)

亀 山 孔 明 (特任助教、 総合診療医センター、 6428、 オフィ スアワー： 8： 30～17： 00)

佐々木智子 (特任助教、 総合診療医センター、 6428)

高 橋 琴 乃 (医員、 男鹿なまはげ地域医療・ 総合診療連携講座、 6428、 オフィ スアワー： 8： 30～17： 00)

岡 田 唯 男 (非常勤講師、 亀田ファ ミ リ ーク リ ニッ ク館山)

萱 場 広 之 (非常勤講師、 秋田赤十字病院)

伊 藤 亘 (非常勤講師、 流山東部診療所)

玉 木 真 実 (非常勤講師、 玉木内科ク リ ニッ ク )

面 川 歩 (非常勤講師、 協和病院)

本 郷 舞 依 (非常勤講師、 坂総合病院)

特 別 講 師 (非常勤講師)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

総合内科的な症状に対する診断アプローチと 基本的な臨床検査データを解釈するこ と ができる。（ 3-2～3-4, 4-1～4-4）

１ ） 発熱、 体重減少、 浮腫、 発疹、 頭痛、 めまい、 意識障害などの主要症候の鑑別診断ができる。（ 3-2～3-3, 4-1～4-4）

２ ） 検査の基準値・ カッ ト オフ値、 感度・ 特異度、 偽陽性・ 偽陰性など検査の特性を説明できる。（ 3-3, 4-2～4-4）

３ ） 検査の正常・ 異常が何を意味するのか説明できる。（ 3-2～3-3, 4-1～4-2）

４ ） 末梢血液検査の目的・ 適応および所見を説明し、 結果を解釈できる。（ 3-2～3-3, 4-1～4-4）

５ ） 血液生化学検査の目的・ 適応および所見を説明し、 結果を解釈できる。（ 3-2～3-3, 4-1～4-4）

６ ） 炎症マーカー（ 血清・ 免疫学的検査） の目的・ 適応および所見を説明し、 結果を解釈できる。（ 3-2～3-3, 4-1～4-4）

７ ） 腫瘍マーカー（ 血清・ 免疫学的検査） の目的・ 適応および所見を説明し、 結果を解釈できる。（ 3-2～3-3, 4-1～4-4）

８ ) 特殊抗体（ 血清・ 免疫学的検査） の目的・ 適応および所見を説明し、 結果を解釈できる。（ 3-2～3-3, 4-1～4-4）

９ ） 血液凝固系検査の目的・ 適応および所見を説明し、 結果を解釈できる。（ 3-2～3-3, 4-1～4-4）

１ ０ ） 一般検査（ 尿・ 便・ 髄液検査） の目的・ 適応および所見を説明し、 結果を解釈できる。（ 3-2～3-3, 4-1～4-4）

１ １ ） 微生物学的検査の目的・ 適応および所見を説明し、 結果を解釈できる。（ 3-2～3-4, 4-1～4-4）

１ ２ ） 肺機能検査の目的・ 適応および所見を説明し、 結果を解釈できる。（ 3-2～3-3, 4-1～4-4）

１ ３ ） 動脈血液ガス分析検査の目的・ 適応および所見を説明し、 結果を解釈できる。（ 3-2～3-3, 4-1～4-4）

4. 教科書・ 参考書

新臨床内科学、 ハリ ソン内科学書、 新・ 総合診療医学家庭医療学編、 新・ 総合診療医学病院総合診療医学編、 異常値の出

るメ カニズム、 病気の成り 立ちと 臨床検査、 標準臨床検査医学、 臨床検査法提要

1
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5. 成績評価の方法

統一試験、 出席

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

関連分野の復習を行っておく と よい。 検査の解釈は実習を含むので主体的に参加してく ださい。

2

－ 317 －



講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

1
4月 12日

(金)
1-2時限 講義

テーマ： 臨床検査医学総論・ 統計学

臨床検査医学の概要と 診断学に必要な統計学の基礎を

説明できる。

植木重治
第二病棟
2F・ 多目

的室

2
4月 12日

(金)
3-4時限 講義

テーマ： 血液・ 凝固・ 線溶系検査と 臨床

末梢血液・ 凝固・ 線溶系検査検査によって得られる情

報を理解・ 解釈し 、 臨床的な意義を説明できる。

藤岡優樹
第二病棟
2F・ 多目

的室

3
4月 19日

(金)
1-2時限 講義

テーマ： 一般検査と 臨床

一般検査によって得られる情報を理解・ 解釈し、 臨床

的な意義を説明できる。

植木重治
第二病棟
2F・ 多目

的室

4
4月 19日

(金)
3-4時限 講義

テーマ： 生化学と 炎症の評価

生化学検査によって得られる情報を理解し 、 解釈で

きる。

植木重治
第二病棟
2F・ 多目

的室

5
4月 26日

(金)
1-2時限 講義

テーマ： 生理機能検査と 遺伝子検査のエッ センス

検査を中心にした臨床的な意義を説明できる。
藤岡優樹

第二病棟
2F・ 多目

的室

6
4月 26日

(金)
3-4時限 講義

テーマ： 診断学入門

検査結果から得られる情報を理解・ 解釈し、 臨床的な

意義を説明できる。

高橋琴乃
第二病棟
2F・ 多目

的室

7
5月 10日

(金)
1-2時限 講義

テーマ： 免疫・ 腫瘍マーカーのエッ センス

腫瘍マーカー検査によって得られる情報を理解・ 解釈

し、 臨床的な意義を説明できる。

守時由起
第二病棟
2F・ 多目

的室

8
5月 10日

(金)
3-4時限 講義

テーマ： 臨床検査医学の魅力

臨床検査値の変化を統合して理解し、 解釈できる。
萱場広之

第二病棟
2F・ 多目

的室

9
5月 17日

(金)
1-2時限 講義

テーマ： 検体採取の実際と その解釈総論

検体採取の実際・ 検査値解釈におけるピッ ト フォール

を説明できる。

植木重治
第二病棟
2F・ 多目

的室

10
5月 17日

(金)
3-4時限 講義

テーマ： 統計利用と 尤度比

統計利用と 尤度比を理解・ 解釈し、 臨床的な意義を説

明できる。

面川歩
第二病棟
2F・ 多目

的室

11
5月 24日

(金)
1-2時限 講義

テーマ： 家庭医療の実際

総合診療の実際を理解し説明できる。
北村俊晴

第二病棟
2F・ 多目

的室

12
5月 24日

(金)
3-4時限 講義

テーマ： RCPCで学ぶ検査診断学・ オーバービュー

臨床検査データ のみから 症状や診察所見を推定し 、

データを総合的に解釈するこ と ができる。

植木重治
第二病棟
2F・ 多目

的室

13
5月 31日

(金)
1-2時限 講義

テーマ： 渡航医学と ワクチン活用

渡航医学と ワクチンを理解・ 解釈し、 臨床的な意義を

説明できる。

嵯峨知生
第二病棟
2F・ 多目

的室

14
5月 31日

(金)
3-4時限 講義

テーマ： 特殊抗体検査・ 蛋白分画

自己抗体検査・ 蛋白分画検査によって得られる情報を

理解・ 解釈し、 臨床的な意義を説明できる。

面川歩
第二病棟
2F・ 多目

的室

15
6月 7日

(金)
1-2時限 講義

テーマ： 症例から学ぶ検査と 診断

臨床検査値の変化を統合して理解し、 解釈できる。
嵯峨亜希子

第二病棟
2F・ 多目

的室

16
6月 7日

(金)
3-4時限 講義

テーマ： 特別講義・ 総合診療概論

総合診療の実態を理解し、 説明できる。
岡田唯男

第二病棟２
F・ 多目
的室

3
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学 III

授 業 科 目 名： 精神 （ Psychiatry）

対 象 学 年： 4年次 必修

時間割コード ： 71633011

開 設 学 期 等： 第 1週 ～第 6 週

単 位 数： 2

1. 主任教員

三島　 和夫 (教授、 精神科学講座 北臨床棟 4階、 6122、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

2. 担当教員

三島　 和夫 (教授、 精神科学講座 北臨床棟 4階、 6122、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

竹島　 正浩 (准教授、 精神科学講座北臨床棟 4階、 6122、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

石川　 勇仁 (医員、 精神科学講座 北臨床棟 4階、 6122、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

伊藤　 結生 (助教、 精神科学講座 北臨床棟 4階、 6122、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

吉沢　 和久 (助教、 精神科学講座 北臨床棟 4階、 6122、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

馬越　 秋瀬 (助教、 精神科学講座 北臨床棟 4階、 6122、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

小笠原正弥 (助教、 精神科学講座 北臨床棟 4階、 6122、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

渡邉真由美 (、 精神科学講座 北臨床棟 4階、 6122、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

伏見　 雅人 (非常勤講師、 秋田大学保健管理センター　 教授)

綾部　 直子 (非常勤講師、 秋田大学教育文化学部地域文化学科　 講師)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

1. ねらい

精神障害は児童思春期から老年期に至る全てのライフステージにおいて発症し う る、 心理-社会-生物学的疾患である。 脳

の機能障害や遺伝子異常などの生物学的要因だけではなく 、 心理的要因や社会的要因が相互に作用して発症する。 精神障

害の治療においても薬物療法やニューロモデュレーショ ンなどの生物学的介入のほか、 精神療法や精神分析などの心理的

介入や、 作業療法や認知リ ハビリ テーショ ンなどの社会療法が有効である。 そのため、 精神障害の患者の診療を行う 際に

は生物・ 心理・ 社会的要因について多面的に評価を行い、 適切な治療介入を行う こ と が重要である。

本講義では様々な精神障害の病態生理、 疫学、 診断、 治療（ 薬物療法、 心理療法、 修正電気けいれん療法など）、 予防、 医

療行動科学、 EBM を学習する。 加えて、 総合的に患者をみる姿勢、 つまり 精神障害そのものだけではなく 患者の抱える問

題を包括的、 全人的に捉えた上で、 個々の患者の心理社会的背景やニーズに応じて柔軟に診療を行う 姿勢の重要性につい

ても 学ぶ。 本講義ではコミ ュニケーショ ン能力についても学習する。 なぜなら全人的医療を行う 上で、 コミ ュニケーショ

ン能力は重要であり 、 良好な医師－患者間の治療関係を確立するだけではなく 、 多職種連携において医師がチーム医療の

一員と して他の職種と 協調し、 良好な関係を構築するために必要なスキルだからである。 精神障害患者は理解力や判断力

が低下しているこ と があるため、 日本では患者の人権や健康を守るために様々な法律や医療制度、 福祉制度が定められて

いる。 こ の講義ではこれらについての知識を習得する。 その他、 リ サーチマインド や問題解決能力、 自己研鑽・ 生涯学習

のため、 オンラ インでの文献検索など ICT 教育も 行う 。 (1-1、 2-1～2-3、 2-5～2-7、 3-1～3-4、 3-7、 4-1～4-4、 4-7～4-8、

5-1～5-3、 6-1)

2.概要 (学修目標)

以下の精神疾患の概念と 診断、 治療に関する基本的知識を習得する。

(1) 患者―医師の良好な信頼関係に基づく 精神科面接の基本を説明できる。 (1-2、 2-1～2-3)

(2) 診察・ 検査を通じて精神障害の診断・ 治療の流れを理解できる。 (4-1～4-4)

(3) 精神障害の診断基準である DSM-5や ICD-10、 睡眠障害国際分類について説明できる。 (3-3)

(4) 精神保健福祉法に基づく 入院形態の区分と 適応について理解できる。 (3-7)

(5) 以下の精神疾患の主要症状、 診断、 治療について理解できる。 (3-2～3-3) 　 　

1
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a. 統合失調症 b. う つ病 c. 双極性障害 (躁う つ病) d. 症状精神病 e. 認知症 f. 物質使用障害 g. 不安障害群と 心的外傷及びス

ト レス因関連障害群 h. 身体症状症及び関連症群、 食行動障害及び摂食障害群 i.睡眠-覚醒障害 j. 解離性障害 k. パーソナリ

ティ 障害 l. 知的能力障害 m. 自閉症スペク ト ラ ム障害、 注意欠如・ 多動障害、 運動障害群

(6) 精神療法 (心理社会的治療法) と 薬物療法を主と した身体療法について、 適応、 方法、 問題点について理解できる。 (3-3、

4-3)

(7) 睡眠脳波や睡眠潜時反復検査などを含む脳波検査について理解できる。 (3-2～3-3)

(8) 精神科医療の法と 倫理に関する必須項目 (精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、 心神喪失者等医療観察法、 イン

フォームド ・ コンセント 、 共同意思決定) について習得する。 (1-2、 2-1、 2-3、 2-7、 3-7)

(9) コンサルテーショ ン・ リ エゾン精神医学を説明できる。 (2-4～2-7、 4-7)

(10) 精神科医にならない場合にも必要な精神科領域の診療能力について習得し、 必要に応じて精神科へコンサルテーショ

ンする技法について理解する。 (3-3、 4-1～4-3、 4-7 )

(11) 本領域が関連するプロ フェッ ショ ナリ ズム、 医の倫理、 医療安全、 医療法 (制度)、 EBM について説明・ 実践できる。

(1-1～1-2、 3-5、 3-7、 4-4)

4. 教科書・ 参考書

・ 標準精神医学 (尾崎紀夫他編　 医学書院)

・ カプラン臨床精神医学テキスト (井上令一 監修　 メ ディ カル・ サイエンス・ インターナショ ナル社)

・ DSM-5精神疾患の診断・ 統計マニュアル (高橋三郎、 尾崎紀夫他訳　 医学書院)

・ ICD-10 精神及び行動の障害　 臨床記述と 診断ガイド ライン (融　 道男 他訳　 医学書院)

・ ICD-11「 精神， 行動， 神経発達の疾患」 分類と 病名の解説シリ ーズ（ 日本精神神経学会）

https://www.jspn.or.jp/modules/advocacy/index.php?content id=90

5. 成績評価の方法

統一試験の成績および授業への出席率により 評価する。

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

・ 指定教科書は事前に指示するので、 講義初日までに用意し、 予習して受講するこ と 。

・ 指定教科書に授業の重要ポイント を記載するなどして学修すると 、 講義後の復習に役立つ。

・ 配布された資料を繰り 返し復習するこ と 。

・ 担当教員の予定などにより 、 講義内容、 講義時間を若干変更する場合がある。

・ 疑問点はいつでも担当教員に質問するこ と ができる。
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

1
4月 8日

(月)
5-6時限 講義

テーマ： 精神疾患の概念と 精神医療

精神疾患の概念、 精神医療の歴史、 今後の課題につい

て理解し、 説明できる。 精神疾患患者が虐げられてき

た歴史やその背景にある偏見、 社会状況を学ぶ。 脳科

学の発展と と もに精神現象や精神疾患に関する理解、

診断学、 治療学がどのよう に変遷したか理解する。 国

の医療計画で 5疾病の一つに位置づけられる現代の精

神医療の状況、 自殺や長期入院、 入院医療から在宅医

療への転換などの課題について理解する。（ 1-1～1-2、
3-5、 3-7）

三島　 和夫
第二病棟 2
階多目的室

2
4月 8日

(月)
7-8時限 講義

テーマ： 精神症候学 1
患者に生じている異常体験を心理学的所見と して取り

出し、 診断のために再構成する精神症候学について理

解し、 説明できる。 精神症状の基本スペク ト ラムであ

る、 自我意識、 人格・ 性格、知覚、思考、感情、意思・

欲動、 記憶、 知能について理解し、精神疾患の症候を

正しく 記載できる。 各精神症候を呈しう る代表的な精

神疾患を説明できる。（ 3-2～3-3、 4-6）

三島　 和夫
第二病棟 2
階多目的室

3
4月 8日

(月)
9-10時限 講義

テーマ： 精神症候学 2
患者に生じている異常体験を心理学的所見と して取り

出し、 診断のために再構成する精神症候学について理

解し、 説明できる。 精神症状の基本スペク ト ラムであ

る、 自我意識、 人格・ 性格、知覚、思考、感情、意思・

欲動、 記憶、 知能について理解し、精神疾患の症候を

正しく 記載できる。 各精神症候を呈しう る代表的な精

神疾患を説明できる。（ 3-2～3-3、 4-6）

三島　 和夫
第二病棟 2
階多目的室

4
4月 11日

(木)
5-6時限 講義

テーマ： 精神症候学 3
患者に生じている異常体験を心理学的所見と して取り

出し、 診断のために再構成する精神症候学について理

解し、 説明できる。 精神症状の基本スペク ト ラムであ

る、 自我意識、 人格・ 性格、知覚、思考、感情、意思・

欲動、 記憶、 知能について理解し、精神疾患の症候を

正しく 記載できる。 各精神症候を呈しう る代表的な精

神疾患を説明できる。（ 3-2～3-3、 4-6）

三島　 和夫
第二病棟 2
階多目的室

5
4月 11日

(木)
7-8時限 講義

テーマ： 精神科診断学

外因・ 内因・ 心因論的診断体系から現在主流と なった

操作型診断基準への精神科診断分類法の変遷を学び、

その利点と 欠点を説明できる 。 代表的な操作型診断

基準である精神障害の診断・ 統計マニュアル第 5 版

(DSM-5)および国際疾病分類の第 11回改訂版（ ICD-
11） における精神疾患の分類構造を理解し、 診断手法

を説明できる。（ 3-3～3-4、 4-1、 4-6）

三島　 和夫
第二病棟 2
階多目的室

3
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

6
4月 11日

(木)
9-10時限 講義

テーマ： 精神科面接・ 構造化面接法／家族・ 生活歴・

社会機能評価の重要性

患者-医師の良好な信頼関係に基づく 精神科面接の基

本を理解する。（ 2-1～2-2、 2-7、 4-1～4-2） また言語

表現のみならず非言語表現を用いて、困難な状況下に

おける患者・ 家族と のコミ ュニケーショ ンを大切にし

て患者-医師と の良好な信頼関係の構築について説明

できる。（ 2-3、 2-7、 4-1～4-2） 家族歴、生活歴、 社会

機能の評価の重要性について説明できる。 (4-1、 4-8)
他職種と のコミ ュニケーショ ンも大切にし、 精神科臨

床がチーム医療であること 、それに伴う チームの組織

化と リ ーダーシップの遂行が重要であること を概説で

きる。（ 2-6、 4-7～4-8）

伊藤　 結生
第二病棟 2
階多目的室

7
4月 15日

(月)
5-6時限 講義

テーマ： 統合失調症 1
統合失調症および関連障害群について、 症候（ 陰性

症状、 陽性症状）、 病型、 診断、 疫学的事項、 遺伝負

因、 病態仮説、 治療（ 薬物療法、 電気けいれん療法、

精神療法、 リ ハビリ テーショ ン等のその他の治療） を

説明できる。 ケーススタディ を通じて、 統合失調症の

診断と 治療の経過について理解する。（ 3-1～3-4、 4-1
～4-4）

三島　 和夫
第二病棟 2
階多目的室

8
4月 15日

(月)
7-8時限 講義

テーマ： 統合失調症 2
統合失調症および関連障害群について、 症候（ 陰性

症状、 陽性症状）、 病型、 診断、 疫学的事項、 遺伝負

因、 病態仮説、 治療（ 薬物療法、 電気けいれん療法、

精神療法、 リ ハビリ テーショ ン等のその他の治療） を

説明できる。 ケーススタディ を通じて、 統合失調症の

診断と 治療の経過について理解する。（ 3-1～3-4、 4-1
～4-4）

三島　 和夫
第二病棟 2
階多目的室

9
4月 15日

(月)
9-10時限 講義

テーマ： 公衆衛生・ 精神保健、 地域精神医療

公衆衛生における予防の概念（ 一次予防、 二次予防、

三次予防） や日本の健康施策、精神疾患の疫学、 精神

保健、 地域での精神医療および公衆衛生上の課題につ

いて理解し、 説明できる。（ 3-4、 3-7）

伏見　 雅人
第二病棟 2
階多目的室

10
4月 18日

(木)
5-6時限 講義

テーマ： う つ病 1
大う つ病および関連障害群について、 症候、 診断、 疫

学的事項、 治療（ 精神療法、 薬物療法、 電気けいれん

療法等のその他の治療） を説明できる。（ 2-1、 2-3～
2-4、 3-1～3-4、 4-1～4-4） 精神疾患に関連する自殺に

ついて、 リ スク因子の評価、 対応上の注意点を説明で

きる。（ 2-1、 2-3～2-4、 3-5～3-6）

吉沢　 和久
第二病棟 2
階多目的室

11
4月 18日

(木)
7-8時限 講義

テーマ： う つ病 2
大う つ病および関連障害群について、 症候、 診断、 疫

学的事項、 治療（ 精神療法、 薬物療法、 電気けいれん

療法等のその他の治療） を説明できる。（ 2-1、 2-3～
2-4、 3-1～3-4、 4-1～4-4） 精神疾患に関連する自殺に

ついて、 リ スク因子の評価、 対応上の注意点を説明で

きる。（ 2-1、 2-3～2-4、 3-5～3-6）

吉沢　 和久
第二病棟 2
階多目的室
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

12
4月 18日

(木)
9-10時限 講義

テーマ： 双極性障害・ 気分変調症（ 産褥期う つ病、 月

経前不快気分障害を含む）

双極性障害 (躁う つ病)、 気分変調症および関連障害群

（ 産褥期う つ病、 月経前不快気分障害） について、 症

候、 診断、 疫学的事項、 治療（ 精神療法、 薬物療法）

を説明できる。（ 2-1、 2-3～2-4、 3-1～3-4、 4-1～4-4）

吉沢　 和久
第二病棟 2
階多目的室

13
4月 22日

(月)
5-6時限 講義

テーマ： 認知行動療法／精神分析学／精神療法

精神療法、心理療法（ 精神分析療法、来談者中心療法、

認知行動療法） の分類、 基本理論と 適用疾患、有効性

について説明できる 。（ 3-3、 3-6） 特に認知行動療法

については、 認知行動論的スト レスマネジメ ント 、 不

眠症に対する認知行動療法（ CBT-I）、 アク セプタン

ス＆コミ ッ ト メ ント ・ セラピー（ ACT） のそれぞれに

ついて、 理論と 構成、 実施上の留意点を概説すること

ができる。（ 2-1～2-3）

綾部　 直子
第二病棟 2
階多目的室

14
4月 22日

(月)
7-8時限 講義

テーマ： 不安症（ パニッ ク症・ 社交不安症、 過換気症

候群など）

不安症/不安症群（ パニッ ク 症、 社交不安症、 全般不

安症など）、 過換気症候群について、 症候、 診断、 疫

学的事項、 治療（ 精神療法、 薬物療法）、 医療行動科

学を説明できる。（ 2-1、 2-3～2-4、 3-1～3-4、 3-6、 4-1
～4-4）

竹島　 正浩
第二病棟 2
階多目的室

15
4月 22日

(月)
9-10時限 講義

テーマ： 強迫症/解離症

強迫症および関連症群と 解離症群（ 解離性同一症、 解

離性健忘、 離人感・ 現実感消失症など） について、 症

候、診断、疫学、治療（ 精神療法、薬物療法）、医療行

動科学を説明できる。（ 2-1、 2-3～2-4、 3-1～3-4、 3-6、
4-1～4-4）

竹島　 正浩
第二病棟 2
階多目的室

16
4月 25日

(木)
5-6時限 講義

テーマ： 神経発達症 1
児童思春期の精神発達と 診察上の留意点について概説

できる （ 2-1～2-3）。 児童思春期の心理的発達の障害

（ アスペルガー症候群・ レッ ト 症候群を含む広汎性発

達障害、 学習障害） と 行動および情緒の障害（ 注意欠

如・ 多動障害、 素行障害、 愛着障害、 分離不安障害、

社交不安障害、 選択性緘黙、 チッ ク 障害） について、

症候、診断、疫学的事項、治療（ 精神療法、薬物療法）

を説明できる。（ 3-1～3-4、 4-1～4-4） 児童思春期の診

療における多職種、 地域と の連携について概説でき

る。（ 2-6、 4-8）

馬越　 秋瀬
第二病棟 2
階多目的室

17
4月 25日

(木)
7-8時限 講義

テーマ： 神経発達症 2
児童思春期の精神発達と 診察上の留意点について概説

できる。（ 2-1～2-3） 児童思春期の心理的発達の障害

（ アスペルガー症候群・ レッ ト 症候群を含む広汎性発

達障害、 学習障害） と 行動および情緒の障害（ 注意欠

如・ 多動障害、 素行障害、 愛着障害、 分離不安障害、

社交不安障害、 選択性緘黙、 チッ ク 障害） について、

症候、診断、疫学的事項、治療（ 精神療法、薬物療法）

を説明できる。（ 3-1～3-4、 4-1～4-4） 児童思春期の診

療における多職種、 地域と の連携について概説でき

る。（ 2-6、 4-8）

馬越　 秋瀬
第二病棟 2
階多目的室

5
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

18
4月 25日

(木)
9-10時限 講義

テーマ： 心的外傷およびスト レス因関連障害 (PTSD・
適応障害)
心的外傷およびスト レス因関連障害 (PTSD・ 適応障

害) について、 症候、 診断、 疫学的事項、 治療（ 精神

療法、 薬物療法）、 医療行動科学を説明できる。（ 2-1、
2-3～2-4、 3-1～3-4、 3-6、 4-1～4-4）

馬越　 秋瀬
第二病棟 2
階多目的室

19
5月 1日

(水)
5-6時限 講義

テーマ： リ エゾン精神医学・ せん妄

コンサルテーショ ン・ リ エゾン精神医学を理解し、 せ

ん妄や抑う つ反応などリ エゾン精神医学の対象にな

る精神疾患について、 症候、 診断、 疫学的事項、 治療

（ 精神療法、薬物療法など） を説明できる。 (3-1～3-4、
4-1～4-4) リ エゾン精神医学の診療においてチーム医

療の重要性を理解し、 他職種、 地域と の連携について

概説できる。 (2-6、 4-7～4-8)

伊藤　 結生
第二病棟 2
階多目的室

20
5月 1日

(水)
7-8時限 講義

テーマ： 症状性精神障害（ 化学物質中毒を含む）

主要な症状性精神障害の症候、 身体所見、 鑑別診断と

治療法を説明できる。 (3-1～3-3) 症状性精神障害の病

因と なり う る、 感染症や内分泌疾患、 代謝性障害、 膠

原病、 化学物質中毒、医原性精神障害について、臨床

特徴や診断方法、 治療法について説明できる。 (4-2～
4-4)

小笠原正弥
第二病棟 2
階多目的室

21
5月 1日

(水)
9-10時限 講義

テーマ： 身体症状症、 病気不安症（ 心身症を含む）

身体症状症およ び関連症群（ 身体症状症、 病気不安

症）、 心身症について、 症候、 診断、 疫学的事項、 治

療（ 精神療法、 薬物療法）、 医療行動科学を説明でき

る。（ 2-1、 2-3～2-4、 3-1～3-4、 3-6、 4-1～4-4）

竹島　 正浩
第二病棟 2
階多目的室

22
5月 2日

(木)
5-6時限 講義

テーマ： 認知症／器質性精神障害 1
認知症／器質性精神障害の疾患概念、 特徴について説

明できる。 (3-1～3-3)主な認知症疾患 (アルツハイマー

型認知症、 脳血管性認知症、 レビー小体型認知症、 前

頭側頭型認知症) について、 症状 (中核症状・ 周辺症

状)、 疫学、 病理学的特徴、 検査所見 (HDS-R・ MMSE
などの心理検査、 頭部 CT・ MRI・ SPECTなどの画像

検査)、 治療 (薬物療法、 非薬物療法) について説明で

きる。 (3-1～3-4) 認知症を取り 巻く 社会の現状、 我が

国の認知症施策、他職種連携による地域での支援の枠

組みについて説明できる。 (1-2、 2-2、 2-6、 3-7)

石川　 勇仁
第二病棟 2
階多目的室

23
5月 2日

(木)
7-8時限 講義

テーマ： 認知症／器質性精神障害 2
認知症／器質性精神障害の疾患概念、 特徴について説

明できる。 (3-1～3-3)主な認知症疾患 (アルツハイマー

型認知症、 脳血管性認知症、 レビー小体型認知症、 前

頭側頭型認知症) について、 症状 (中核症状・ 周辺症

状)、 疫学、 病理学的特徴、 検査所見 (HDS-R・ MMSE
などの心理検査、 頭部 CT・ MRI・ SPECTなどの画像

検査)、 治療 (薬物療法、 非薬物療法) について説明で

きる。 (3-1～3-4) 認知症を取り 巻く 社会の現状、 我が

国の認知症施策、他職種連携による地域での支援の枠

組みについて説明できる。 (1-2、 2-2、 2-6、 3-7)

石川　 勇仁
第二病棟 2
階多目的室

6
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

24
5月 2日

(木)
9-10時限 講義

テーマ： 物質関連障害および嗜癖性障害（ 物質使用、

アルコール、 ギャンブル、 ゲーム）

アルコール使用障害などの物質関連障害および嗜癖性

障害、ギャンブル障害などの非物質関連障害について、

症候、 診断、 疫学、 治療（ 精神療法、 薬物療法）、 医

療行動科学を説明できる。（ 2-1、 2-3～2-4、 3-1～3-4、
3-6、 4-1～4-4）

小笠原正弥
第二病棟 2
階多目的室

25
5月 9日

(木)
5-6時限 講義

テーマ： 摂食障害

摂食障害の症候、 各病型 (摂食制限型、 過食・ 排出型)
の特徴、 器質的疾患の除外を含めた診断、 疫学的事

項、 治療（ 栄養療法、 精神療法、 薬物療法） を説明で

きる。（ 3-1～3-4、 4-1～4-4） またその心理的背景と 診

察上の留意点を概説できる。（ 2-1～2-3）

馬越　 秋瀬
第二病棟 2
階多目的室

26
5月 9日

(木)
7-8時限 講義

テーマ： 精神保健福祉法・ 司法精神医学 （ 心神喪失

者等医療観察法の適用場面）

精神保健福祉法の目的、 定めら れた経緯や歴史的背

景、 精神保健福祉法で定めら れた入院形態（ 任意入

院、 医療保護入院、 応急入院、 措置入院、 緊急措置入

院） や行動制限（ 隔離、身体的拘束）、人権を守る枠組

み（ 精神医療審査会） を説明できる。（ 1-1、 3-5、 3-7、
4-3） 心神喪失者等医療観察法の目的や仕組み、 対象

と なる重大な他害行為を説明できる。（ 3-5、 3-7、 4-3）
成年後見法の目的、 3類型（ 後見、 保佐、 補助） を説

明できる。（ 3-5、 3-7、 4-3） 同意能力の判断基準やイ

ンフォームド ・ コンセント 、 共同意思決定について説

明できる。 　 （ 1-1～1-2、 2-1～2-2、 2-4、 2-7、 3-5）

竹島　 正浩
第二病棟 2
階多目的室

27
5月 9日

(木)
9-10時限 講義

テーマ： 精神腫瘍学・ 緩和ケア

精神腫瘍学 (サイコオンコロジー) と 緩和ケアについ

て、 症候、 診断、 疫学的事項、 治療（ 精神療法、 薬物

療法など） を説明できる。 (3-1～3-4、 4-1～4-4) がん

患者・ 家族と 良好な信頼関係を構築し、 患者・ 家族の

適切な心のケアについて説明できる。 (2-1～2-3、 2-7、
3-3～3-4、 4-1～4-4) 緩和ケアの診療においてチーム

医療の重要性を理解し、 他職種、 地域と の連携につい

て概説できる。 (2-6、 4-7～4-8)

伊藤　 結生
第二病棟 2
階多目的室

28
5月 13日

(月)
5-6時限 講義

テーマ： 睡眠・ 覚醒障害

日本における睡眠習慣の問題（ 睡眠不足、 夜型生活、

交代勤務および社会に与える影響） を理解する。 各種

の睡眠-覚醒障害（ 不眠症、 睡眠関連呼吸障害、 過眠

症、 レム睡眠行動障害など） について症候、 診断、 疫

学的事項、 治療（ 薬物療法および非薬物療法など） を

説明できる。 主な睡眠薬、 覚醒刺激薬の作用機序、 依

存性、 適正使用について説明できる。 (3-1～3-4、 3-7、
4-1～4-4)

三島　 和夫
第二病棟 2
階多目的室

29
5月 13日

(月)
7-8時限 講義

テーマ： 人格障害／性別違和

人格の基本類型を説明できる。 人格障害について、 症

候、 類型化（ 古典的分類、 ク ラ スター分類）、 診断、

疫学、 治療（ 精神療法、 薬物療法） を理解する。 性別

違和について、 症候、 診断、 疫学、 治療（ 精神療法、

薬物療法、 性別適合手術） を理解する。 性同一性障害

者の性別の取扱いの特例に関する法律について理解す

る。 (3-1～3-4、 3-7、 4-1～4-4)

三島　 和夫
第二病棟 2
階多目的室

7
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

30
5月 13日

(月)
9-10時限 講義

テーマ： 精神科薬物療法・ 身体療法

主要な向精神薬（ 抗精神病薬、抗う つ薬、気分安定薬、

抗不安薬・ 睡眠薬、 ADHD 治療薬、 抗認知症薬、 抗

てんかん薬など） の適応疾患と 薬理学的特性（ 作用機

序、 効果、 副作用など） を理解し、 精神科薬物療法の

基本を説明できる。 修正型電気けいれん療法、 高照度

光療法、 経頭蓋磁気刺激療法の適応疾患と 作用機序、

効果、 副作用について理解する。（ 3-1～3-3、 4-6）

三島　 和夫
第二病棟 2
階多目的室

31
5月 16日

(木)
5-6時限 講義

テーマ： 精神機能評価法・ 心理検査法

知能検査（ Wechsler 式） 、 人格検査における質問紙

法（ Minnesota多面人格目録） および投映法（ ロール

シャッハ・ テスト ）、 神経心理検査（ 記憶検査、 前頭葉

機能検査） 等の心理検査法を説明できる。 神経発達症

のアセスメ ント に用いられる心理検査法を理解する。

（ 3-3、 4-2～4-3、 4-7）

渡邉真由美
第二病棟 2
階多目的室

32
5月 16日

(木)
7-8時限 講義

テーマ： てんかん及び関連精神障害

てんかんおよび関連障害群について、 疫学、 症候、 発

作型（ 全般発作、 単純部分発作、 複雑部分発作、 二次

性全般化発作） を説明できる。（ 3-1～3-4、 4-1）

竹島　 正浩
第二病棟 2
階多目的室

33
5月 16日

(木)
9-10時限 形成評価

テーマ： 医師国家試験問題解説

講義内容を振り 返り 、 医師国家試験の問題解説を通し

て医学知識を定着さ せるこ と を目的と する 。 (3-1～
3-4、 4-1～4-4)

小笠原正弥
第二病棟 2
階多目的室

8
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 医療・ 社会・ 行動科学 IV

授 業 科 目 名： 診療情報 （ Medical Informatics）

対 象 学 年： 4年次 必修

時間割コード ： 71583009

開 設 学 期 等： 第 1週 ～ 第 3 週 （ 毎週火曜日 1-4時限）

単 位 数： 0.5

1. 主任教員

大坪　 徹也 (教授、 医療情報学講座（ 附属病院第１ 病棟 B1F）、 6049)

2. 担当教員

大坪　 徹也 (教授、 医療情報学講座（ 附属病院第１ 病棟 B1F）、 6049)

片平　 昌幸 (准教授、 医療情報学講座（ 基礎棟 1F）、 6095、 オフィ スアワー： 17:00-18:00)

近藤　 克幸 (非常勤講師、 奥州市国民健康保険 衣川診療所)

向井　 まさみ (非常勤講師、 国立がん研究センター)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

情報科学の基礎， 情報管理と プライバシー保護に関する必要な知識を学ぶと と も に， 診療記録の作成・ 利活用， 医療記録

の電子化についての理解を深める． また， 関連するプロフェッ ショ ナリ ズム， 倫理， 医療行動科学， 医療安全， 医療法制

度， Ｅ Ｂ Ｍについて学ぶ．

１ ） 情報科学の基本的事項と セキュリ ティ に関する技術的事項を説明できる． (1-1)

２ ） 社会における情報インシデント を事例を通じて理解し， 自らが注意すべき事項を説明できる． (1-1～1-2, 3-5, 3-7)

３ ） 診療録について， 法的背景を含め理解しておく べき事項を説明できる． (1-1～1-2, 3-5, 3-7)

４ ） 医療現場における記録の重要性， および診療録改竄の違法性を説明できる． (1-1～1-2, 2-4, 2-6～2-7, 3-5, 3-7, 4-5, 4-7

～4-8)

５ ） 診療録の記載内容， 管理・ 保存， 診療情報開示を説明できる． (1-1～1-2, 2-5, 3-5, 3-7, 4-5)

６ ） 問題志向型医療記録を説明でき， 実際に作成できる． (1-1～1-2, 2-5, 3-3, 3-5, 4-5)

７ ） SOAP形式による経過記録を説明でき， 実際に記載できる． (1-1～1-2, 3-5, 4-5)

８ ） 診療に関する諸記録（ 処方箋， 入院診療計画書， 検査・ 画像・ 手術の記録， 退院時要約， 等） を説明できる． (1-1～

1-2, 2-6～2-7, 3-5, 3-7, 4-5)

９ ） 必要に応じて医療文書を作成できる． (1-1～1-2, 4-5)

１ ０ ） 診療情報の電子化に関する社会背景や現状， 諸制度について説明できる． (1-1～1-2, 3-3, 3-5, 3-7, 4-4, 4-7～4-8, 5-3)

１ １ ） 電子化された診療情報の作成ができ， 法的要件も含めた管理を説明できる． (1-1～1-2, 3-7, 4-5, 4-8)

１ ２ ） 情報システムを利用する際に留意すべき事項を理解し， 情報の授受を適切に行う こ と ができる． (1-1～1-2, 2-5～2-7,

3-5, 3-7, 4-5, 4-7～4-8, 5-3)

１ ３ ） 医療における個人情報保護の重要性や留意点を説明でき， プライバシー保護と セキュリ ティ に十分配慮できる． (1-1

～1-2, 2-4, 3-5, 3-7)

１ ４ ） 患者情報の守秘義務と 患者等への情報提供の重要性を理解し， 適切な取扱いができる． (1-1～1-2, 2-4, 3-5, 3-7)

１ ５ ） 電子化された診療情報の管理に必要な事項を説明できる． (1-1～1-2, 3-5, 3-7, 4-4～4-5, 4-8, 5-3)

１ ６ ） 症例を適切に要約する習慣を身に付け， 状況に応じて提示できる． (1-1～1-2, 2-4, 2-6～2-7, 4-5, 4-7)

１ ７ ） 医療情報に関連する標準化の必要性や， 規格・ 規約を説明できる． (1-1～1-2, 3-3, 3-7, 4-8, 5-3, 5-5)

１ ８ ） 本領域が関連する， 医療倫理， 医療安全， 法的制度について説明できる． (1-1～1-2, 2-4～2-5, 3-3, 3-5, 3-7, 4-4, 4-8)

4. 教科書・ 参考書

医療情報第７ 版　 医療情報システム編　 篠原出版新社
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5. 成績評価の方法

統一試験， 形成試験， レポート により ， 総合的に評価します．

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

　 本授業では， 講義資料の提示やレポート 提出に Webclassを利用します． WebClassにアップロード する資料を用いて， 授

業時間外の学習を行ってく ださい．

　 また， 本道 PC実習室利用の都合上， 本授業の 3週目のみ水曜日になり ますので， 注意してく ださ い．

2
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

1
4月 9日

(火)
1-2時限 講義

テーマ： 情報セキュリ ティ

講義内容

情報システムを利用する医師と して知っておく べき情

報科学の基本的事項， およびセキュリ ティ について総

括的に解説し，医学生および医療者と して注意すべき

点について詳説する．

具体的到達目標・ 学修目標

１ ） 情報科学の基本的事項と セキュリ ティ に関する技

術的事項を説明できる． (1-1)
２ ） 社会における情報インシデント を事例を通じて

理解し， 自らが注意すべき事項を説明できる． (1-1～
1-2, 3-5, 3-7)

片平　 昌幸
第二病棟 2
階多目的室

2
4月 9日

(火)
3-4時限 講義

テーマ： 診療記録をめぐる諸制度

講義内容

診療情報の電子化に関する社会背景や現状・ 諸制度に

ついて解説し，電子カルテに代表される病院情報シス

テムの診療場面における利活用について詳説する．

具体的到達目標・ 学修目標

１ ） 診療情報の電子化に関する社会背景や現状， 諸制

度について説明できる． (1-1～1-2, 3-3, 3-5, 3-7, 4-4,
4-7～4-8, 5-3)
２ ） 電子化された診療情報の作成ができ， 法的要件も

含めた管理を説明できる． (1-1～1-2, 3-7, 4-5, 4-8)

大坪　 徹也
第二病棟 2
階多目的室

3
4月 16日

(火)
1-2時限 講義

テーマ： 診療における診療記録

講義内容

医療機関で取り 扱う 診療録等の各種記録について，関

連法規をはじめと する法的背景および医療者と して注

意すべき点について解説する． それを踏まえ， 診療録

に関する基礎知識， 問題指向型医療記録， SOAP形式

による診療録の記載について詳説する．

具体的到達目標・ 学修目標

１ ） 診療録について，法的背景を含め説明できる． (1-1
～1-2, 3-5, 3-7)
２ ） 医療現場における記録の重要性， および診療録

改竄の違法性を説明できる． (1-1～1-2, 2-4, 2-6～2-7,
3-5, 3-7, 4-5, 4-7～4-8)
３ ） 診療録の記載内容， 管理・ 保存， 診療情報開示を

説明できる． (1-1～1-2, 2-5, 3-5, 3-7, 4-5)
４ ） 問題志向型医療記録 (POMR)を説明でき，実際に

作成できる． (1-1～1-2, 2-5, 3-3, 3-5, 4-5)
５ ） SOAP形式による経過記録を説明でき， 実際に記

載できる． (1-1～1-2, 3-5, 4-5)
６ ） 診療に関する諸記録（ 処方箋， 入院診療計画書，

検査・ 画像・ 手術の記録， 退院時要約， 等） を説明で

きる．． (1-1～1-2, 2-6～2-7, 3-5, 3-7, 4-5)
７ ） 必要に応じて医療文書を作成できる． (1-1～1-2,4-
5)

向井　 ま
さみ

第二病棟 2
階多目的室

3
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

4
4月 16日

(火)
3-4時限 講義

テーマ： 情報システムの適切な利用， 医療と 個人情報

保護

講義内容

情報システムの利用に際して留意すべき点について，

社会の動向も踏まえて詳説する． また， 医療における

個人情報の保護と 患者プライバシー保護について， 法

や公的ガイド ラインを踏まえつつ，診療現場での留意

点を説明する．

具体的到達目標・ 学修目標

１ ） 情報システムを利用する際に留意すべき事項を理

解し， 情報の授受を適切に行う こ と ができる． (1-1～
1-2, 2-5～2-7, 3-5, 3-7, 4-5, 4-7～4-8, 5-3)
２ ） 医療における個人情報保護の重要性や留意点を説

明でき， プライバシー保護と セキュリ ティ に十分配慮

できる． (1-1～1-2, 2-4, 3-5, 3-7)
３ ） 患者情報の守秘義務と 患者等への情報提供の重要

性を理解し， 適切な取扱いができる． (1-1～1-2, 2-4,
3-5, 3-7)

近藤　 克幸
第二病棟 2
階多目的室

5
4月 24日

(水)
1-2時限 講義

テーマ： 電子化された診療情報の活用・ 管理と 標準化

講義内容

病院情報システムによる診療記録の管理， 医療機関に

おける情報システムの導入や地域医療連携で重要と な

る「 標準化」 について，その概念および代表的な標準

規格について講義する．

具体的到達目標・ 学修目標

１ ） 電子化された診療情報の管理に必要な事項を説明

できる． (1-1～1-2, 3-5, 3-7, 4-4～4-5, 4-8, 5-3)
２ ） 症例を適切に要約する習慣を身に付け， 状況に応

じて提示できる． (1-1～1-2, 2-4, 2-6～2-7, 4-5, 4-7)
３ ） 医療情報に関連する標準化の必要性や， 規格・ 規

約を説明できる． (1-1～1-2, 3-3, 3-7, 4-8, 5-3, 5-5)

向井　 ま
さみ

第二病棟 2
階多目的室

6
4月 24日

(水)
3-4時限 講義

テーマ： 大学病院における病院情報システム

臨床実習で使用する附属病院の病院情報管理システム

（ 電子カルテ） の操作方法を概説する．

大坪　 徹也
第二病棟 2
階多目的室

4
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令和 6 年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 医療・ 社会・ 行動科学 IV

授 業 科 目 名： 医療における安全性確保 （ Safety M anagement in Healthcare） －ヒ ューマンエラーと システム構築－

対 象 学 年： 4 年次 必修

時間割コード ： 71583011

開 設 学 期 等： 第 5 週 ～ 第 7 週 （ 毎週火曜日 1-10 時限）

単 位 数： 0.5

1. 主任教員

木 村 　 哲 (准教授、 医療安全管理部、 6222、 オフィ スアワー： 8:30-17:00)

2. 担当教員

木 村 　 哲 (准教授、 医療安全管理部、 6222、 オフィ スアワー： 8:30-17:00)

早 川 　 輝 (教授、 法医科学講座、 6094、 オフィ スアワー： 随時（ 要アポイント ） )

長谷川仁志 (教授、 医学教育学講座、 6096、 オフィ スアワー： 随時（ 要アポイント ） )

奈 良 美 保 (講師、 輸血細胞治療・ 移植再生医療センター、 6312、 オフィ スアワー： 8:30-17:00)

笹 渕 航 平 (非常勤講師、 医療安全管理部、 6222、 オフィ スアワー： 8:30-17:00)

小 林 育 子 (非常勤講師、 医療安全管理部、 6222、 オフィ スアワー： 8:30-17:00)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

ねらい（ 大まかな全体目標）

　 医療現場で安全で質の高い診療を実践していく ために、 医療上の事故等（ インシデント を含む） は日常的に起こ る可能

性があるこ と を認識し 、 過去の事例に学び、 事故を防止して患者の安全性確保を最優先するこ と によ り 、 信頼さ れる医療

を提供しなければならないこ と を理解する 。（ 3 － 5）

　 また、 関連するプロフェッ ショ ナリ ズム、 医療倫理、 医療行動学、 医療法（ 制度）、 EBM について学ぶ。（ 1 － 1～1 －

2、 4 － 4）

概要（ 大まかな学修目標・ 項目）

１ ） 医療上の事故等を防止するためには、 個人の注意（ ヒ ューマンエラーの防止） はも と よ り 、 組織的なリ スク 管理 （ 制

度・ 組織エラーの防止） が重要である こ と を説明できる 。（ 3 － 5）

２ ） 医療機関における医療安全管理体制の在り 方（ イ ンシデント レポート 、 医療事故防止マニュアル、 医療廃棄物処理、

医療安全管理者（ リ スク マネージャー）、 安全管理委員会、 事故調査委員会、 医療事故調査制度） を概説できる。（ 3－ 5）

３ ） 医療上の事故等（ イ ンシデント を含む） と 合併症の違いを説明できる 。（ 3－ 5）

４ ） 実際の医療には、 多職種が多段階の医療業務内容に関与しているこ と を具体的に説明できる 。（ 2 － 6、 3 － 5）

５ ） 医療現場における報告・ 連絡・ 相談と 記録の重要性や、 診療録（ カルテ） 改竄の違法性を説明できる 。（ 2 － 4、 3 －

5、 4 － 5）

６ ） 医療の安全性確保のため、 職種・ 段階に応じた能力向上の必要性を説明できる 。（ 3 － 5、 6 － 1）

７ ） 医療の安全性に関する情報（ 薬剤等の副作用、 薬害、 医療過誤（ 事例や経緯を含む）、 やってはいけないこ と 、 優れた

取組事例等） を共有し 、 事後に役立てるための分析の重要性を説明できる 。（ 3－ 5、 5 － 3）

８ ） 医療上の事故等（ インシデント を含む） が発生したと きの緊急処置や記録、 報告を説明し 、 実践できる。（ 3－ 5、 4－

5）

９ ） 真摯に疑義に応じるこ と ができる 。（ 1 － 1～1 － 2、 2 － 7）

１ ０ ） 医療過誤に関連した刑事・ 民事責任や医師法に基づく 行政処分を説明できる 。（ 3 － 5）

１ １ ） 医療事故における異状死と 司法解剖について概説できる。（ 3 － 5）

１ ２ ） 基本的予防策（ ダブルチェッ ク、 チェッ ク リ スト 法、 薬品名称の改善、 フェイルセイフ・ フールプルーフの考え方等）

を概説し 、 指導医の指導の下に実践できる 。（ 3 － 5）

１ ３ ） 血液・ 血液製剤の副作用や有害事象と その対策について説明できる 。（ 3－ 3、 3 － 5）

1



１ ４ ） 医療チームの構成や各構成員（ 医師、 歯科医師、 薬剤師、 看護師、 その他の医療職） の役割分担と 連携・ 責任体制

を説明し 、 チームの一員と して参加できる 。（ 2 － 3～2－ 6、 3 － 5）

１ ５ ） コ ミ ュニケーショ ンを通じて良好な人間関係を築く こ と ができる。（ 2 － 1～2 － 8）

１ ６ ） 本領域が関連するプロフェッ ショ ナリ ズム、 医療倫理、 医療法（ 制度）、 EBM について説明できる 。（ 1 － 1～1 －

2、 3 － 3、 3 － 5、 4 － 4）

4. 教科書・ 参考書

医療におけるヒ ューマンエラ ー（ 医学書院）

医療安全と リ スク マネジメ ント （ ヌーヴェルヒ ロカワ ）

診療科目別正しい診療録の書き方（ 朝倉書店）

診療録の記載と プレゼンテーショ ンのコツ（ メ ジカルビュー社）

5. 成績評価の方法

統一試験、 出席、 その他（ 全体討論でのプレゼンテーショ ン）

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

・ 日本医療安全調査機構が随時提示し ている 「 医療事故の再発防止に向けた提言」 を閲覧

　 し 、 内容を把握しておいてく ださ い。

・ 講義日程と 担当教官が変更になるこ と があり ます。
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

1
5 月 7 日

(火)
1-2時限 講義

テーマ： 医療安全管理の概要

１ ） 医療上の事故等を防止するためには、 個人の注意

（ ヒ ューマンエラーの防止） はも と よ り 、 組織的なリ

スク 管理 （ 制度・ 組織エラ ーの防止） が重要である

こ と を説明できる。（ 3 － 5）
２ ） 医療機関における医療安全管理体制の在り 方（ イ

ンシデント レポート 、 医療事故防止マニュアル、 医療

廃棄物処理、 医療安全管理者（ リ スク マネージャー）、

安全管理委員会、 事故調査委員会、 医療事故調査制
度） を概説できる。（ 3 － 5）

木村　 哲
附属病院第
二病棟 2階
多目的室

2
5 月 7 日

(火)
3-4時限

チュート
リ アル

テーマ： イ ンシデント 事例検討

医療上の事故等（ インシデント を含む） と 合併症の違

いを説明できる 。（ 3 － 5）
木村　 哲

実習棟 2階
チュート リ

アル室

3
5 月 14 日

(火)
1-2時限 講義

テーマ： 医療安全のためのコ ミ ュニケーショ ン

１ ） 実際の医療には、 多職種が多段階の医療業務内容

に関与しているこ と を具体的に説明できる。（ 2 － 6、
3 － 5）
２ ） 医療現場における報告・ 連絡・ 相談と 記録の重要

性や、 診療録（ カルテ） 改竄の違法性を説明できる。

（ 2 － 4、 3 － 5、 4 － 5）
３ ） 医療の安全性確保のため、 職種・ 段階に応じた能

力向上の必要性を説明できる 。（ 3 － 5、 6 － 1）

長谷川仁志
附属病院第
二病棟 2階
多目的室

4
5 月 14 日

(火)
3-4時限 講義

テーマ： 医薬品の安全管理

医療の安全性に関する情報（ 薬剤等の副作用、 薬害、

医療過誤（ 事例や経緯を含む）、 やってはいけないこ

と 、 優れた取組事例等） を共有し、 事後に役立てるた

めの分析の重要性を説明できる。（ 3－ 5、 5 － 3）

笹渕航平
附属病院第
二病棟 2階
多目的室

5
5 月 21 日

(火)
1-2時限 全体討議

テーマ： イ ンシデント 事例検討

１ ） 医療上の事故等（ インシデント を含む） が発生し

たと き の緊急処置や記録、 報告を説明し 、 実践でき

る 。（ 3 － 5、 4 － 5）
２ ） 真摯に疑義に応じるこ と ができる。（ 1－ 1～1－

2、 2 － 7）

木村　 哲
附属病院第
二病棟 2階
多目的室

6
5 月 21 日

(火)
3-4時限 講義

テーマ： 法医学から みた医療事故と 医療過誤

１ ） 医療過誤に関連した刑事・ 民事責任や医師法に基

づく 行政処分を説明できる。（ 3－ 5）
２ ） 医療事故における異状死と 司法解剖について概説

できる 。（ 3 － 5）

早川　 輝
附属病院第
二病棟 2階
多目的室

7
5 月 21 日

(火)
5-6時限 講義

テーマ： 患者誤認防止対策

基本的予防策（ ダブルチェッ ク、チェッ ク リ スト 法、薬

品名称の改善、 フェイルセイフ・ フールプルーフの考

え方等） を概説し 、 指導医の指導の下に実践できる。

（ 3 － 5）

小林育子
附属病院第
二病棟 2階
多目的室

8
5 月 21 日

(火)
7-8時限 講義

テーマ： 血液製剤の安全管理

血液・ 血液製剤の副作用や有害事象と その対策につい

て説明できる。（ 3 － 3、 3 － 5）
奈良美保

附属病院第
二病棟 2階
多目的室
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

9
5 月 21 日

(火)
9-10時限 講義

テーマ： ノ ンテク ニカルスキル

１ ） 医療チームの構成や各構成員（ 医師、 歯科医師、

薬剤師、看護師、その他の医療職） の役割分担と 連携・

責任体制を説明し 、 チームの一員と して参加できる。

（ 2 － 3～2 － 6、 3 － 5）
２ ） コ ミ ュニケーショ ンを通じて良好な人間関係を築

く こ と ができる 。（ 2 － 1～2 － 8）
３ ） 本領域が関連するプロフェッショ ナリ ズム、医療倫

理、 医療法（ 制度）、 EBM について説明できる。（ 1－
1～1 － 2、 3 － 3、 3 － 5、 4－ 4）

木村　 哲
附属病院第
二病棟 2階
多目的室
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 医療・ 社会・ 行動科学 IV

授 業 科 目 名： 人の死・ 死と 法 （ Forensic Medicine） －法医学・ 法医学実習－

対 象 学 年： 4年次 必修

時間割コード ： 71583010

開 設 学 期 等： 第 1週 ～第 6週

単 位 数： 1

1. 主任教員

早 川 　 輝 (教授、 法医科学講座、 6092、 オフィ スアワー： 随時（ 要アポイント ） )

2. 担当教員

早 川 　 輝 (教授、 法医科学講座、 6092、 オフィ スアワー： 随時（ 要アポイント ） )

大 谷 真 紀 (助教、 法医科学講座、 6093、 オフィ スアワー： 随時（ 要アポイント ） )

美 作 宗 太 郎 (非常勤講師、 東北大学大学院医学系研究科法医学分野)

小 湊 慶 彦 (非常勤講師、 群馬大学大学院医学系研究科法医学講座)

高 橋 識 志 (非常勤講師、 弘前大学大学院医学研究科法医学講座)

佐 野 利 恵 (非常勤講師、 熊本大学大学院生命科学研究部法医学講座)

高 橋 遥 一 郎 (非常勤講師、 筑波大学医学医療系法医学)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

ねらい

　 個体の死について理解し、 異状死体の取り 扱いについて理解する。 また、 死体検案について理解し、 死亡診断書と 死体

検案書を作成できる。 さ らに、 関連するプロフェッ ショ ナリ ズム（ 信頼、 誠実、 思いやり 、 省察、 倫理）、 医療行動科学、

医療安全、 医療法（ 制度）、 EBM について学ぶ。

概要

1) 死の判定、 植物状態、 脳死、 心臓死及び脳死判定について理解している。（ 1-1、 2-1、 2-7、 3-1～3-4、 3-7)

2) 異状死・ 異状死体の取扱いと 死体検案について理解している。（ 1-1、 3-2、 3-3、 3-4、 4-2、 4-5、 4-6)

3) 死亡診断書と 死体検案書を作成できる。（ 1-1、 3-2、 3-3、 3-4、 4-2、 4-5、 4-6)

4) 個人識別の方法を理解している。（ 1-1、 1-2、 4-3、 5-1～5-4)

5) 病理解剖、 法医解剖（ 司法解剖、 行政解剖、 死因・ 身元調査法解剖、 承諾解剖） を理解している。（ 3-2～3-4、 4-2、 4-5、

4-6)

6) 関連するプロフェッ ショ ナリ ズム、 倫理、 医療行動科学、 医療安全、 医療法（ 制度）、 EBM について説明・ 実践できる。

（ 1-1、 2-1～2-4、 2-7、 3-5～3-7、 4-4、 4-5、 4-7、 6-1、 6-2)

4. 教科書・ 参考書

1) 池田典昭・ 木下博之編「 標準法医学　 第 8版」 医学書院（ 2022 年）

2) 福島弘文監修「 法医学 改訂 4版」 南山堂（ 2022 年）

3) 高取健彦監修「 NEW エッ センシャル法医学 第 6版」 医歯薬出版（ 2019年）

4) 美作宗太郎監修「 臨床法医学入門」 明石書店（ 2017年）

5. 成績評価の方法

統一試験、 その他（ 提出課題、 死亡診断書・ 死体検案書作成実習で作成する書類） などにより 、 成績を評価する。

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

1) 講義では、 実際の解剖事例・ 検案事例などを提示する。 講義に使用された事例の口外、 内容の撮影・ 録画、 SNS を用い

た Webアッ プロード 等は厳禁と する。
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2) 初回の講義には必ず参加するこ と 。 講義はおおよそ指定教科書に沿って進める。

3) 予習は特に必要ない。 事前に、 配布資料を用意するこ と がある。 講義に積極的な参加を求む。

4) 各講義後は配布資料で知識を整理し、 教科書・ 参考書を確認するなどして、 理解を深めるこ と 。

5) 担当教員の予定により 、 若干変更する場合がある。

2
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

1
4月 8日

(月)
1-2時限 講義

テーマ： 法医学総論

・ 病理解剖、 法医解剖（ 司法解剖、 行政解剖、 死因身

元調査法解剖、 承諾解剖） を説明できる。

・ 死の概念と 定義を説明できる。

・ 植物状態、 脳死、 心臓死及を説明できる。

・ 医師の法的義務を列挙し、 例示できる。

早 川　 輝
第 2病棟多
目的室

2
4月 8日

(月)
3-4時限 講義

テーマ： 死体現象

・ 死体現象の種類を説明できる。
早 川　 輝

第 2病棟多
目的室

3
4月 11日

(木)
1-2時限 講義

テーマ： 損傷（ 1）
・ 外因死のう ち損傷死について説明できる。

早 川　 輝
第 2病棟多
目的室

4
4月 11日

(木)
3-4時限 講義

テーマ： 損傷（ 2）
・ 外因死のう ち損傷死について説明できる。

早 川　 輝
第 2病棟多
目的室

5
4月 15日

(月)
1-2時限 講義

テーマ： 損傷（ 3）
・ 外因死のう ち損傷死について説明できる。

早 川　 輝
第 2病棟多
目的室

6
4月 15日

(月)
3-4時限 講義

テーマ： 損傷（ 4）
・ 外因死のう ち損傷死について説明できる。

早 川　 輝
第 2病棟多
目的室

7
4月 18日

(木)
1-2時限 講義

テーマ： 窒息（ 1）
・ 外因死のう ち窒息について説明できる。

早 川　 輝
第 2病棟多
目的室

8
4月 18日

(木)
3-4時限 講義

テーマ： 窒息（ 2）
・ 外因死のう ち窒息について説明できる。

早 川　 輝
第 2病棟多
目的室

9
4月 22日

(月)
1-2時限 講義

テーマ： 内因性急死

・ 内因死について説明できる。

・ 突然死の定義を説明でき、 突然死を来しう る疾患を

列挙できる。

早 川　 輝
第 2病棟多
目的室

10
4月 22日

(月)
3-4時限 講義

テーマ： 異常環境

・ 外因死のう ち異常環境について説明できる。
早 川　 輝

第 2病棟多
目的室

11
4月 23日

(火)
1-2時限 講義

テーマ： 法中毒学（ 1）
・ 外因死のう ち中毒について説明できる。

早 川　 輝
第 2病棟多
目的室

12
4月 23日

(火)
3-4時限 講義

テーマ： 法中毒学（ 2）
・ 外因死のう ち中毒について説明できる。

早 川　 輝
第 2病棟多
目的室

13
4月 25日

(木)
1-2時限 講義

テーマ： 個人識別（ 1）
・ 個人識別の方法を説明できる．

大谷 真 紀
第 2病棟多
目的室

14
4月 25日

(木)
3-4時限 講義

テーマ： 個人識別（ 2）
・ 個人識別の方法を説明できる．

大谷 真 紀
第 2病棟多
目的室

15
4月 30日

(火)
1-2時限 講義

テーマ： 死体検案・ 死後画像診断学

・ 異状死の取扱いと 死体検案を説明できる。

・ 死後 CT検査の概要・ 所見を説明できる。

早 川　 輝
第 2病棟多
目的室

16
4月 30日

(火)
3-4時限 講義

テーマ： 死亡診断書・ 死体検案書

・ 死亡診断書と 死体検案書を作成できる。

・ 診断書、 検案書、 証明書（ 診断書、 出生証明書、 死

産証書、 死胎検案書、 死亡診断書、 死体検案書） を説

明できる。

早 川　 輝
第 2病棟多
目的室

17
5月 1日

(水)
1-2時限 実習

テーマ： 死亡診断書・ 死体検案書作成実習（ 1）
・ 死亡診断書と 死体検案書を作成できる。

早 川　 輝
第 2病棟多
目的室

18
5月 1日

(水)
3-4時限 実習

テーマ： 死亡診断書・ 死体検案書作成実習（ 2）
・ 死亡診断書と 死体検案書を作成できる。

早 川　 輝
第 2病棟多
目的室

3
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

19
5月 2日

(木)
1-2時限 講義

テーマ： ＡＢ Ｏ式血液型

・ 個人識別で用いられるＡＢ Ｏ式血液型に関して、

分子生物学的な機序を理解する。

・ ト ピッ ク ス（ 輸血医学への応用）

佐 野 利恵
第 2病棟多
目的室

20
5月 2日

(木)
3-4時限 講義

テーマ： 死後画像検査

・ 死後 CT検査について、 実際の事例紹介を通じて、

理解を深める。

小 湊 慶彦
第 2病棟多
目的室

21
5月 9日

(木)
1-2時限 講義

テーマ： 検案時の死体のみかた

・ 死体検案時に注意すべき死体所見について、 実際の

事例の紹介を通じて、 理解を深める。

高 橋 識志
第 2病棟多
目的室

22
5月 9日

(木)
3-4時限 その他

テーマ： 予備日

講義・ 実習の進捗状況により 調整する。
早川　 輝

第 2病棟多
目的室

23
5月 13日

(月)
1-2時限 講義

テーマ： 小児法医学

・ 乳幼児突然死症候群（ sudden infant death syndrome
〈 SIDS〉） を説明できる。

・ 患者の死後の家族ケア（ 悲嘆のケア（ グリ ーフケ

ア）） を説明できる。

美作宗太郎
第 2病棟多
目的室

24
5月 13日

(月)
3-4時限 講義

テーマ： 虐待

・ 児童虐待を概説できる。

・ 高齢者虐待を概説できる。

・ DV（ Domestic Violence） を概説できる。

美作宗太郎
第 2病棟多
目的室

25
5月 16日

(木)
1-2時限 講義

テーマ： 死後遺伝子解析の法医診断への応用

・ 死後の遺伝子解析の紹介を通じて、 遺伝子解析が

法医学にどのよう に利用されているかを理解する。

高橋遥一郎
第 2病棟多
目的室

26
5月 16日

(木)
3-4時限 その他

テーマ： 予備日

講義・ 実習の進捗状況により 調整する。
早川　 輝

第 2病棟多
目的室

4
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学アド バンスコース

授 業 科 目 名： 整形外科学 （ Orthopedics） －整形外科アド バンスコース－

対 象 学 年： 4年次選択

時間割コード ： 71604002

開 設 学 期 等： 第 13 週～ 第 13週

単 位 数： 0.5

1. 主任教員

宮腰尚久 (教授、 整形外科学講座、 6148、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

2. 担当教員

宮腰尚久 (教授、 整形外科学講座、 6148、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

本郷道生 (教授、 保健学科　 理学療法学専攻、 6532)

粕川雄司 (准教授、 リ ハビリ テーショ ン科、 6148、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

野坂光司 (准教授、 整形外科学講座、 6148、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

土江博幸 (講師、 整形外科学講座、 6148、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

永澤博幸 (医学部講師、 整形外科学講座、 6148、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

齊藤英知 (医学部講師、 整形外科学講座、 6148、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

木島泰明 (医学部講師、 整形外科学講座、 6148、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

白幡毅士 (助教、 高度救命救急センター、 6148、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

工藤大輔 (助教、 リ ハビリ テーショ ン科、 6148、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

木村竜太 (助教、 整形外科学講座、 6148、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

尾野祐一 (助教、 整形外科学講座、 6148、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

斉藤公男 (医員、 リ ハビリ テーショ ン科、 6148、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

木下隼人 (医員、 整形外科学講座、 6148、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

三田基樹 (医員、 高度救命救急センター、 6148、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

【 授業のねらい】

3年次運動器コアカリ キュラムで講義で学んだ重要事項の確認を行い、 さ らに最新の知識を学び、 整形外科学に対する理

解を深める。 運動器エコー実習ならびにギプス巻き実習を通して、 整形外科診療の基本的手技を理解し実践する。 また、

関連するプロフェッ ショ ナリ ズム、 倫理、 医療行動科学、 医療安全、 医療法 (制度)、 EBM について学ぶ。

【 概要】

A-1-1 医の倫理と 生命倫理

・ 医学・ 医療の歴史的な流れと その意味を概説できる。 (5-1～5-5)

A-2-2 学修の在り 方

・ 講義、 国内外の教科書・ 論文、 検索情報等の内容について、 重要事項や問題点を抽出できる。 (5-1～5-5)

A-6-1 安全性の確保

・ 医療の安全性に関する情報を共有し、 事後に役立てるための分析の重要性を説明できる。 (3-5,3-6,4-3,4-6)

A-8-1 医学研究への志向の涵養

・ 患者や疾患の分析を基に、 教科書・ 論文等から最新の情報を検索・ 整理統合し、 疾患の理解・ 診断・ 治療の深化につな

げるこ と ができる。 (5-1～5-5)

1
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B-1-8 保健・ 医療・ 福祉・ 介護の制度

・ 障害者福祉の現状と 制度を説明できる。 (3-6,3-7,4-8)

D-4-1 　 構造と 機能

・ 骨・ 軟骨・ 関節・ 靭帯の構成と 機能を説明できる。 (3-1)

・ 脊柱の構成と 機能を説明できる。 (3-1)

・ 四肢の骨格、 主要筋群の運動と 神経支配を説明できる。 (3-1)

・ 骨盤の構成と 性差を説明できる。 (3-1)

・ 骨の成長と 骨形成・ 吸収の機序を説明できる。 (3-1,3-2)

・ 姿勢と 体幹の運動にかかわる筋群を概説できる。 (3-1)

・ 抗重力筋を説明できる。 (3-1)

D-4-2 　 診断と 検査の基本

・ 筋骨格系画像診断 (エッ ク ス線撮影、 コンピュータ断層撮影 (CT)、 磁気共鳴画像法 (MRI)、 超音波検査、 骨塩定量) の適

応を概説できる。 (3-3,5-3)

D-4-3 　 症候

・ 運動麻痺・ 筋力低下 (3-2,4-2)

・ 関節痛・ 関節腫脹 (3-2,4-2)

・ 腰背部痛 (3-2,4-2)

D-4-4-(1) 　 運動器系の一般的疾患

・ 四肢・ 脊椎外傷の診断と 初期治療を説明できる。 (3-3,4-2,4-3,4-6)

・ 関節の脱臼、 靭帯損傷の定義、 重症度分類、 診断と 治療を説明できる。 (3-2,3-3,4-2,4-3,4-6)

・ コンパート メ ント 症候群の病態、 症候、 診断と 治療を説明できる。 (3-2,3-3,3-5,4-2,4-3,4-6)

・ 骨粗鬆症の病因と 病態を説明し、 骨折の好発部位を列挙できる。 (3-2～3-4,3-7,4-2～4-4,4-8)

・ 関節炎、 腱鞘炎の病態、 診断と 治療を説明できる。 (3-2,3-3,4-1～4-3,4-6)

・ 変形性関節症の症候、 診断と 治療を説明できる。 (3-2,3-3,4-2,4-3,4-6)

・ 絞扼性末梢神経障害 (手根管症候群、 肘部管症候群等) を列挙し、 その症候を説明できる。 (3-2,3-3,4-2,4-3)

・ 頸椎症性脊髄症 (脊柱靭帯骨化症を含む)・ 頸椎症性神経根症の神経症候を説明できる。 (3-1～3-3,4-1～4-3)

・ 脊髄損傷の診断・ 治療を説明できる。 (3-1～3-7,4-1～4-4)

・ 腰椎椎間板ヘルニアの症候、 診断と 治療を説明できる。 (3-2～3-4,4-1～4-3)

・ 腰部脊柱管狭窄症の病態、 症候、 診断と 治療を説明できる。 (3-2～3-4,4-1～4-3)

・ 腰椎分離・ すべり 症の症候、 診断と 治療を説明できる。 (3-2～3-4,4-1～4-3)

・ 運動器慢性疼痛 (腰背部痛、 頸部痛、 肩こ り ) の病態、 診断と 治療を説明できる。 (3-2～3-4,4-1～4-4)

・ 運動器疾患のリ ハビリ テーショ ンを概説できる。 (3-3,3-4,4-3,4-4)

D-4-4-(2) 　 感染性疾患

・ 化膿性関節炎の症候、 診断と 治療を説明できる。 (3-2,3-3,4-1～4-3,4-6)

・ 椎間板炎、 化膿性脊椎炎、 脊椎カリ エスの症候、 診断と 治療を説明できる。 (3-2,3-3,4-1～4-3,4-6)

D-4-4-(3) 　 腫瘍性疾患

・ 原発性骨腫瘍 (骨肉腫、 Ewing肉腫)の臨床所見、画像所見、病理所見、初期治療を説明できる。 (3-2～3-4, 3-7,4-2～4-4,4-7)

・ 転移性骨腫瘍の臨床所見、 画像所見、 検査所見を説明できる。 (3-2～3-4,4-1～4-4)

・ 悪性軟部腫瘍 (脂肪肉腫) の診断、 病理所見、 治療を概説できる。 (3-3,3-4,4-1～4-4)

F-2-7 超音波を用いる診断と 治療

・ 超音波を用いる治療を概説できる。 (3-1～3-3,4-3,4-6)

2

－ 340 －



F-2-14 リ ハビリ テーショ ン

・ リ ハビリ テーショ ンの概念と 適応を説明できる。 (3-3,3-7)

・ リ ハビリ テーショ ン・ チームの構成を理解し、 医師の役割を説明できる。 (4-7,4-8)

・ 理学療法、 作業療法を概説できる。 (3-3,3-7)

関連するプロフェッショ ナリ ズム、 倫理、 医療行動科学、 医療安全、医療法 (制度)、 EBM について説明できる。 (1-1,1-2,2-1

～2-8,3-6,4-8,5-1～5.5,6-1,6-2)

4. 教科書・ 参考書

特に指定しないが、 3年次運動器コアカリ キュラムと 同じものを参照するこ と 。

5. 成績評価の方法

口頭試問を行い、 60 点以上を合格と する。

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

8時 50分までに集合。 場所は別途通知。

受入人数： 10名程度

授業を受ける前に指定された教科書、 参考書を読んでく るこ と 。

授業が終わった後、 配布資料を見ながら復習するこ と 。

3
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

1
7月 1日

(月)
1-2時限 講義

テーマ： 関節疾患の重要事項と ト ピッ ク ス

関節疾患に対する治療法、特に最近の手術療法につい

て理解を深める。

A-1-1医学・ 医療の歴史的な流れと その意味を概説で

きる。

A-2-2講義、 国内外の教科書・ 論文、 検索情報等の内

容について、 重要事項や問題点を抽出できる。

A-8-1患者や疾患の分析を基に、 教科書・ 論文等から

最新の情報を検索・ 整理統合し、 疾患の理解・ 診断・

治療の深化につなげるこ と ができる。

D-4-4-(1) 四肢外傷の診断と 初期治療を説明できる。

D-4-4-(1) 関節炎、 腱鞘炎の病態、 診断と 治療を説明

できる。

D-4-4-(1) 変形性関節症の症候、 診断と 治療を説明で

きる。

D-4-4-(2) 化膿性関節炎の症候、 診断と 治療を説明で

きる

野坂光司 遠隔講義室

2
7月 1日

(月)
3-4時限 講義

テーマ： 創外固定法

創外固定法の進歩と 、四肢変形矯正に対する創外固定

を用いた手術療法について理解を深める。

A-1-1医学・ 医療の歴史的な流れと その意味を概説で

きる。

A-2-2講義、 国内外の教科書・ 論文、 検索情報等の内

容について、 重要事項や問題点を抽出できる。

A-8-1患者や疾患の分析を基に、教科書・ 論文等から

最新の情報を検索・ 整理統合し、 疾患の理解・ 診断・

治療の深化につなげるこ と ができる。

D-4-4-(1) 四肢外傷の診断と 初期治療を説明できる。

D-4-4-(2) 化膿性関節炎の症候、 診断と 治療を説明で

きる。

野坂光司 遠隔講義室

3
7月 1日

(月)
5-6時限 講義

テーマ： 骨軟部腫瘍手術の最前線

骨軟部腫瘍に対する手術療法について、特に近年開発

された新たな手術療法や補助療法について解説する。

A-1-1医学・ 医療の歴史的な流れと その意味を概説で

きる。

A-2-2講義、 国内外の教科書・ 論文、 検索情報等の内

容について、 重要事項や問題点を抽出できる。

A-8-1患者や疾患の分析を基に、教科書・ 論文等から

最新の情報を検索・ 整理統合し、 疾患の理解・ 診断・

治療の深化につなげるこ と ができる。

C-4-6腫瘍の分類、 分化度、 グレード、 ステージを概

説できる。

D-4-2筋骨格系画像診断の適応を概説できる。

D-4-4-(3) 原発性骨腫瘍の臨床所見、 画像所見、 病理

所見、 初期治療を説明できる。

土江博幸 遠隔講義室

4
7月 1日

(月)
7-8時限 実習

テーマ： 運動器エコー

D-4-1骨・ 軟骨・ 関節・ 靭帯の構成と 機能を説明でき

る。

D-4-2筋骨格系画像診断の適応を概説できる。

木村竜太
附属病院整
形外科外来

4
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

5
7月 1日

(月)
9-10時限 講義

テーマ： 骨折の重要事項

四肢骨折の分類、 治療法、手術適応、手術療法、内固

定金属に関する重要事項の復習を行い理解を深める。

A-1-1医学・ 医療の歴史的な流れと その意味を概説で

きる。

A-2-2講義、 国内外の教科書・ 論文、 検索情報等の内

容について、 重要事項や問題点を抽出できる。

A-8-1患者や疾患の分析を基に、教科書・ 論文等から

最新の情報を検索・ 整理統合し、 疾患の理解・ 診断・

治療の深化につなげるこ と ができる。

D-4-4-(1) 関節の脱臼、靭帯損傷の定義、重症度分類、

診断と 治療を説明できる。

F-2-14 理学療法・ 作業療法を概説できる。

齊藤英知 遠隔講義室

6
7月 2日

(火)
1-2時限 講義

テーマ： 骨粗鬆症の病態・ 椎体骨折の鑑別診断と 骨折

治療

D-4-4-(1) 脊椎外傷の診断と 初期治療を説明できる。

D-4-4-(1) 骨粗鬆症の病因と 病態を説明し、 骨折の好

発部位を列挙できる。

D-12-1 副甲状腺 (上皮小体) から分泌さ れるホルモン

の作用と 分泌調整機構を説明できる。

D-12-4-(3) カルシウム代謝の異常を疾患と 関連付けて

説明できる。

D-12-4-(3) 副甲状腺機能亢進症と 副甲状腺機能低下症

の病因、 病態、 症候と 診断を説明できる。

宮腰尚久 ZOOM

7
7月 2日

(火)
3-4時限 講義

テーマ： 全国と 秋田の外傷性脊髄損傷

A-1-1医学・ 医療の歴史的な流れと その意味を概説で

きる。

A-2-2講義、 国内外の教科書・ 論文、 検索情報等の内

容について、 重要事項や問題点を抽出できる。

A-8-1患者や疾患の分析を基に、 教科書・ 論文等から

最新の情報を検索・ 整理統合し、 疾患の理解・ 診断・

治療の深化につなげるこ と ができる。

D-4-1脊柱の構成と 機能を説明できる。

D-4-4-(1) 脊椎外傷の診断と 初期治療を説明できる。

宮腰尚久 ZOOM

8
7月 2日

(火)
5-6時限 自主学習

テーマ： 自主学習

　
　

9
7月 2日

(火)
7-8時限 実習

テーマ： ギプス巻実習

ギプスによる外固定の適応および、実際のギプス固定

法 (手技、 注意すべきポイント ) について学習する。

A-6-1医療の安全性に関する情報を共有し、事後に役

立てるための分析の重要性を説明できる。

D-4-4-(1) 四肢外傷の診断と 初期治療を説明できる。

D-4-4-(1) コンパート メ ント 症候群の病態、 症候、 診

断と 治療を説明できる。

D-4-4-(1) 運動器疾患のリ ハビリ テーショ ンを概説で

きる。

F-2-14 リ ハビリ テーショ ンの概念と 適応を説明できる。

木下隼人
附属病院整
形外科外来
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

10
7月 2日

(火)
9-10時限 講義

テーマ： 小児脊柱変形

小児脊柱変形の診断、装具療法および手術療法につい

て、歴史的経緯を踏まえて近年のト ピックスを学習す

る。

A-1-1医学・ 医療の歴史的な流れと その意味を概説で

きる。

A-2-2講義、 国内外の教科書・ 論文、 検索情報等の内

容について、 重要事項や問題点を抽出できる。

A-8-1患者や疾患の分析を基に、教科書・ 論文等から

最新の情報を検索・ 整理統合し、 疾患の理解・ 診断・

治療の深化につなげるこ と ができる。

D-4-1 脊柱の構成と 機能を説明できる。

D-4-1 姿勢と 体幹の運動にかかわる筋群を概説でき

る。

D-4-2 筋骨格系画像診断の適応を概説できる。

本郷道生 遠隔講義室

11
7月 3日

(水)
1-2時限 講義

テーマ： 膝関節バイオメ カニク ス

骨・ 軟骨・ 靭帯・ 半月板等で構成される膝関節のバイ

オメ カニクスを学び、力学特性に応じた治療方針につ

いて理解する。

A-2-2 講義、 国内外の教科書・ 論文、 検索情報等の内

容について、 重要事項や問題点を抽出できる。

A-8-1 患者や疾患の分析を基に、 教科書・ 論文等から

最新の情報を検索・ 整理統合し、 疾患の理解・ 診断・

治療の深化につなげるこ と ができる。

D-4-1 骨・ 軟骨・ 関節・ 靭帯の構成と 機能を説明でき

る。

D-4-2 筋骨格系画像診断の適応を概説できる。

D-4-4-(1) 関節の脱臼、 靭帯損傷の定義、 重症度分類、

診断と 治療を説明できる。

D-4-4-(1) 変形性関節症の症候、 診断と 治療を説明で

きる。

D-4-4-(1) 運動器疾患のリ ハビリ テーショ ンを概説で

きる。

F-2-14 リ ハビリ テーショ ンの概念と適応を説明できる。

斉藤公男 遠隔講義室

12
7月 3日

(水)
3-4時限 講義

テーマ： 四肢再建

手指を含む四肢の外傷や悪性腫瘍切除後の、骨や軟部

組織欠損に対する再建方法の実際を学ぶ。

A-1-1医学・ 医療の歴史的な流れと その意味を概説で

きる。

A-2-2講義、 国内外の教科書・ 論文、 検索情報等の内

容について、 重要事項や問題点を抽出できる。

A-8-1患者や疾患の分析を基に、教科書・ 論文等から

最新の情報を検索・ 整理統合し、 疾患の理解・ 診断・

治療の深化につなげるこ と ができる。

D-4-4-(1) 四肢外傷の診断と 初期治療を説明できる。

白幡毅士 遠隔講義室

6

－ 344 －



講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

13
7月 3日

(水)
5-6時限 講義

テーマ： 脊椎内視鏡手術の実際

脊椎低侵襲手術の種類および、内視鏡手術の進歩と 適

応を学習する。

A-1-1医学・ 医療の歴史的な流れと その意味を概説で

きる。

A-2-2講義、 国内外の教科書・ 論文、 検索情報等の内

容について、 重要事項や問題点を抽出できる。

A-8-1患者や疾患の分析を基に、教科書・ 論文等から

最新の情報を検索・ 整理統合し、 疾患の理解・ 診断・

治療の深化につなげるこ と ができる。

D-4-1 脊柱の構成と 機能を説明できる。

D-4-1 姿勢と 体幹の運動にかかわる筋群を概説でき

る。

D-4-2 筋骨格系画像診断の適応を概説できる。

D-4-4-(1) 腰椎椎間板ヘルニアの症候、 診断と 治療を

説明できる。

工藤大輔

北臨床棟 2
階カンファ
ランス
ルーム

14
7月 3日

(水)
7-8時限 講義

テーマ： 成人脊柱変形

成人脊柱変形の手術療法について、 脊椎アライメ ント

を考慮した手術適応について学習する。

A-2-2 講義、 国内外の教科書・ 論文、 検索情報等の内

容について、 重要事項や問題点を抽出できる。

A-8-1 患者や疾患の分析を基に、 教科書・ 論文等から

最新の情報を検索・ 整理統合し、 疾患の理解・ 診断・

治療の深化につなげるこ と ができる。

D-4-1 脊柱の構成と 機能を説明できる。

D-4-1 姿勢と 体幹の運動にかかわる筋群を概説でき

る。

D-4-2 筋骨格系画像診断の適応を概説できる。

D-4-4-(1) 腰部脊柱管狭窄症の病態、 症候、 診断と 治

療を説明できる。

D-4-4-(1) 腰椎分離・ すべり 症の症候、 診断と 治療を

説明できる。

工藤大輔

北臨床棟 2
階カンファ
ランス
ルーム

15
7月 3日

(水)
9-10時限 講義

テーマ： 脊椎の重要事項と ト ピッ ク ス

脊柱疾患全般にわたる項目について、 コアカリ キュラ

ムの復習および近年のト ピッ ク スを学習する。

A-2-2 講義、 国内外の教科書・ 論文、 検索情報等の内

容について、 重要事項や問題点を抽出できる。

A-8-1 患者や疾患の分析を基に、 教科書・ 論文等から

最新の情報を検索・ 整理統合し、 疾患の理解・ 診断・

治療の深化につなげるこ と ができる。

D-4-1 脊柱の構成と 機能を説明できる。

D-4-1 姿勢と 体幹の運動にかかわる筋群を概説でき

る。

D-4-2 筋骨格系画像診断の適応を概説できる。

粕川雄司

北臨床棟 2
階カンファ
ランス
ルーム

7
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

16
7月 4日

(木)
1-2時限 講義

テーマ： 外傷治療学

A-2-2 講義、 国内外の教科書・ 論文、 検索情報等の内

容について、 重要事項や問題点を抽出できる。

A-8-1 患者や疾患の分析を基に、 教科書・ 論文等から

最新の情報を検索・ 整理統合し、 疾患の理解・ 診断・

治療の深化につなげるこ と ができる。

D-4-2 筋骨格系画像診断の適応を概説できる。

D-4-4-(1) 関節の脱臼、 靭帯損傷の定義、 重症度分類、

診断と 治療を説明できる。

F-2-14 理学療法・ 作業療法を概説できる。

三田基樹

北臨床棟 2
階カンファ
ランス
ルーム

17
7月 4日

(木)
3-4時限 講義

テーマ： 骨軟部腫瘍の重要事項

骨軟部腫瘍の重要事項、 基本的手術療法、 新しい手術

手技について学習する。

A-1-1 医学・ 医療の歴史的な流れと その意味を概説で

きる。

A-2-2 講義、 国内外の教科書・ 論文、 検索情報等の内

容について、 重要事項や問題点を抽出できる。

A-8-1 患者や疾患の分析を基に、 教科書・ 論文等から

最新の情報を検索・ 整理統合し、 疾患の理解・ 診断・

治療の深化につなげるこ と ができる。

C-4-6腫瘍の分類、 分化度、 グレード、 ステージを概

説できる。

D-4-2 筋骨格系画像診断の適応を概説できる。

D-4-4-(3) 原発性骨腫瘍の臨床所見、 画像所見、 病理

所見、 初期治療を説明できる。

D-4-4-(3) 転移性骨腫瘍の臨床所見、 画像所見、 検査

所見を説明できる。

D-4-4-(3) 悪性軟部腫瘍の診断、 病理所見、 治療を概

説できる。

永澤博幸

北臨床棟 2
階カンファ
ランス
ルーム

18
7月 4日

(木)
5-6時限 講義

テーマ： 運動器疾患手術法

代表的運動器疾患の手術療法について手術ビデオにて

手技の学習を行う 。

　 遠隔講義室

8
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

19
7月 4日

(木)
7-8時限 講義

テーマ： 運動器リ ハビリ テーショ ン

運動器疾患に対するリ ハビリ テーショ ンの概説と 、 装

具療法や障害者福祉制度について学習する。

A-2-2講義、 国内外の教科書・ 論文、 検索情報等の内

容について、 重要事項や問題点を抽出できる。

A-8-1患者や疾患の分析を基に、 教科書・ 論文等から

最新の情報を検索・ 整理統合し、 疾患の理解・ 診断・

治療の深化につなげるこ と ができる。

B-1-8 障害者福祉の現状と 制度を説明できる。

D-4-1骨・ 軟骨・ 関節・ 靭帯の構成と 機能を説明でき

る。

D-4-1 姿勢と 体幹の運動にかかわる筋群を概説でき

る。

D-4-1 抗重力筋を説明できる。

D-4-4-(1) 運動器疾患のリ ハビリ テーショ ンを概説で

きる。

F-2-14 リ ハビリ テーショ ンの概念と 適応を説明でき

る。

F-2-14 リ ハビリ テーショ ン・ チームの構成を理解し、

医師の役割を説明できる。

F-2-14理学療法、 作業療法を概説できる。

斉藤公男

北臨床棟 2
階カンファ
ランス
ルーム

20
7月 4日

(木)
9-10時限 試験

テーマ： 口頭試問

　
木島泰明

北臨床棟 2
階カンファ
ランス
ルーム

9
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学アド バンスト コース

授 業 科 目 名： リ ハビリ テーショ ン （ Rehabilitation medicine）

対 象 学 年： 4年次 選択

時間割コード ： 71604017

開 設 学 期 等： 第 13週 ～ 第 13 週

単 位 数： 0.5

1. 主任教員

粕川雄司 (准教授、 リ ハビリ テーショ ン科、 6213、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

2. 担当教員

粕川雄司 (准教授、 リ ハビリ テーショ ン科、 6213、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

工藤大輔 (助教、 リ ハビリ テーショ ン科、 6148、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

斉藤公男 (医員、 リ ハビリ テーショ ン科、 6148、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

【 授業のねらい】

3年次コアカリ キュラムで学んだリ ハビリ テーショ ン医学に関する重要事項を確認し， さ らに最新の知識を学び， ロボッ

ト の活用など先進的な取り 組み対する理解を深める． また， 関連するプロフェッ ショ ナリ ズム， 多職種連携， 倫理， 医療

行動科学， 医療安全， 医療法 (制度)， EBM について学ぶ．

【 概要】

A-1-1 医の倫理と 生命倫理

・ 医学・ 医療の歴史的な流れと その意味を概説できる． (5-1～5-5)

A-2-2 学修の在り 方

・ 講義， 国内外の教科書・ 論文， 検索情報等の内容について， 重要事項や問題点を抽出できる． (5-1～5-5)

A-6-1 安全性の確保

・ 医療の安全性に関する情報を共有し， 事後に役立てるための分析の重要性を説明できる． (3-5,3-6,4-3,4-6)

A-6-1 医療の安全性の確保　 多職種が多段階の医療業務内容に関与しているこ と が具体的に説明できる．（ 2-5～2-6, 4-7）

A-7-1 　 地域医療への貢献　 地域における医療・ 福祉・ 介護の分野間および多職種間の連携の必要性を説明できる．（ 2-5～

2-7、 3-7、 4-7～4-8）

A-8-1 医学研究への志向の涵養

・ 患者や疾患の分析を基に， 教科書・ 論文等から最新の情報を検索・ 整理統合し， 疾患の理解・ 診断・ 治療の深化につな

げるこ と ができる． (5-1～5-5)

B-1-8 保健・ 医療・ 福祉・ 介護の制度

・ 障害者福祉の現状と 制度を説明できる． (3-6,3-7,4-8)

D-4-4-(1) 　 運動器系の一般的疾患

・ 運動器疾患のリ ハビリ テーショ ンを概説できる． (3-3,3-4,4-3,4-4)

F-2-14 リ ハビリ テーショ ン

・ リ ハビリ テーショ ンの概念と 適応を説明できる． (3-3,3-7)

・ リ ハビリ テーショ ン・ チームの構成を理解し， 医師の役割を説明できる． (4-7,4-8)

・ 理学療法、 作業療法を概説できる． (3-3,3-7)

関連するプロフェッショ ナリ ズム， 多職種連携， 倫理， 医療行動科学， 医療安全， 医療法 (制度)， EBM について説明でき

る． (1-1,1-2,2-1～2-8,3-6,4-8,5-1～5.5,6-1,6-2)

1
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4. 教科書・ 参考書

リ ハビリ テーショ ン医学・ 医療コアテキスト 第 2版（ 公益社団法人日本リ ハビリ テーショ ン医学会　 監修， 医学書院発行，

定価 4,400円（ 本体 4,000円+税 10％）

整形外科　 術後理学療法プログラム 第 3版 (メ ジカルビュー社)

5. 成績評価の方法

口頭試問を行い, 60 点以上を合格と する .

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

8時 50 分までに集合． 場所は別途通知．

受入人数： 10名程度

授業を受ける前に指定された教科書， 参考書を読んでく るこ と ．

授業が終わった後， 配布資料を見ながら復習するこ と ．

2
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

1
7月 5日

(金)
1-2時限 講義

テーマ： ロボッ ト リ ハビリ テーショ ン

【 学習目標】 新たに開発されているリ ハビリ テーショ

ンロボッ ト など、 最先端のリ ハビリ テーショ ン医療に

ついて学習する．（ 1-1～1-2、 2-5～2-6、 3-5～3-7、 4-3
～4-4、 4-6～4-7、 5-1～5-5）

A-1-1 医学・ 医療の歴史的な流れと その意味を概説で

きる．

A-2-2 講義， 国内外の教科書・ 論文， 検索情報等の内

容について， 重要事項や問題点を抽出できる．

粕川雄司

北臨床棟 2
階カンファ
ランス
ルーム

2
7月 5日

(金)
3-4時限 講義

テーマ： 脳血管障害リ ハビリ テーショ ン

【 学習目標】

脳血管障害の急性期・ 回復期・ 維持期（ 生活期） のリ

ハビリ テーショ ン医療を概説できる．（ 2-1～2-8, 3-1～
3-7、 4-2～4-8）

A-1-1 医学・ 医療の歴史的な流れと その意味を概説で

きる．

A-2-2 講義， 国内外の教科書・ 論文， 検索情報等の内

容について， 重要事項や問題点を抽出できる .
A-8-1 患者や疾患の分析を基に， 教科書・ 論文等から

最新の情報を検索・ 整理統合し， 疾患の理解・ 診断・

治療の深化につなげるこ と ができる．

F-2-14 リ ハビリ テーショ ンの概念と 適応を説明でき

る．

F-2-14 リ ハビリ テーショ ン・ チームの構成を理解し，

医師の役割を説明できる．

F-2-14 理学療法、 作業療法を概説できる．

粕川雄司

北臨床棟 2
階カンファ
ランス
ルーム

3
7月 5日

(金)
5-6時限 自主学習

テーマ： 自主学習

　
　

北臨床棟 2
階カンファ
ランス
ルーム

4
7月 5日

(金)
7-8時限 講義

テーマ： 内部障害リ ハビリ テーショ ン

【 学習目標】

内部障害に対するリ ハビリ テーショ ンの概念と 適応を

説明できる．（ 2-1～2-8, 3-1～3-7、 4-2～4-8）

A-1-1 医学・ 医療の歴史的な流れと その意味を概説で

きる．

A-2-2 講義， 国内外の教科書・ 論文， 検索情報等の内

容について， 重要事項や問題点を抽出できる．

A-8-1 患者や疾患の分析を基に， 教科書・ 論文等から

最新の情報を検索・ 整理統合し， 疾患の理解・ 診断・

治療の深化につなげるこ と ができる．

F-2-14 リ ハビリ テーショ ンの概念と 適応を説明でき

る．

F-2-14 リ ハビリ テーショ ン・ チームの構成を理解し，

医師の役割を説明できる．

F-2-14 理学療法、 作業療法を概説できる．

粕川雄司

北臨床棟 2
階カンファ
ランス
ルーム

3
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

5
7月 5日

(金)
9-10時限 講義

テーマ： 脊髄損傷リ ハビリ テーショ ン

【 学習目標】

脊髄損傷のリ ハビリ テーショ ンを概説できる．（ 2-1～
2-8, 3-1～3-7、 4-2～4-8）

A-1-1 医学・ 医療の歴史的な流れと その意味を概説で

きる．

A-2-2 講義， 国内外の教科書・ 論文， 検索情報等の内

容について， 重要事項や問題点を抽出できる．

A-8-1患者や疾患の分析を基に， 教科書・ 論文等から

最新の情報を検索・ 整理統合し， 疾患の理解・ 診断・

治療の深化につなげるこ と ができる．

F-2-14 リ ハビリ テーショ ンの概念と 適応を説明でき

る．

F-2-14 リ ハビリ テーショ ン・ チームの構成を理解し，

医師の役割を説明できる．

F-2-14理学療法・ 作業療法を概説できる．

工藤大輔

北臨床棟 2
階カンファ
ランス
ルーム

4
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学アド バンスト コース

授 業 科 目 名： 歯科口腔外科学 (Oral Surgery) （ Oral Surgery）

対 象 学 年： 4年次 選択

時間割コード ： 71614001

開 設 学 期 等： 第 13週 ～第 13 週

単 位 数： 0.5

1. 主任教員

福 田 雅 幸 (病院教授、 歯科口腔外科、 6188、 オフィ スアワー： 月～金／ 16:00～17:00)

2. 担当教員

福 田 雅 幸 (病院教授、 歯科口腔外科、 6188、 オフィ スアワー： 月～金／ 16:00～17:00)

高 野 裕 史 (病院准教授、 歯科口腔外科、 6188、 オフィ スアワー： 月～金／ 16:00～17:00)

五十嵐秀光 (助教、 歯科口腔外科、 6188、 オフィ スアワー： 月～金／ 16:00～17:00)

今 野 泰 典 (助教、 歯科口腔外科、 6188、 オフィ スアワー： 月～金／ 16:00～17:00)

福 地 峰 世 (助教、 歯科口腔外科、 6188、 オフィ スアワー： 月～金／ 16:00～17:00)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

１ ． 目的 (GIO)

　 将来医師と して必要な種々の口腔外科的疾患に対する検査、 診断、 処置の基本を修得すると と も に、 それらの知識を使

用して患者に適切な情報提供ができる能力を身につける。 また、 医療に応用されている生体材料および再生医療の特性を

理解する。 さ らに、 関連するプロフェッ ショ ナリ ズム、 倫理、 医療行動科学、 医療安全、 医療法（ 制度）、 EBM 等につい

て学ぶ。

２ ． 到達目標 (SBOs)

1） 歯および口腔の診察ができる。（ 4-1～4-2， 4-5）

2） 顎・ 口腔の炎症性疾患の原因、 診断、 治療法を説明できる。（ 3-1～3-3， 4-2～4-4）

3） 顎・ 顔面の外傷の症状、 治療法を説明できる。（ 3-1～3-3， 4-2～4-4）

4） 顎・ 口腔に発生する嚢胞性疾患の種類、 診断、 治療法を説明できる。（ 3-1～3-3， 4-2～4-4）

5） 顎・ 口腔に発生する腫瘍の種類、 診断、 治療法を説明できる。（ 3-1～3-3， 4-2～4-4）

6） 顎・ 口腔に発生する奇形、 症候群の種類、 発現頻度、 診断、 治療法を説明できる。（ 3-1～3-3， 4-2～4-4）

7） 口腔粘膜疾患の発生機序、 症状、 治療を説明できる。（ 3-1～3-3， 4-2～4-4）

8） 顎変形症の疾患特性、 診断、 手術法を説明できる。（ 3-1～3-4， 4-2～4-4）

9） 歯科疾患（ う 蝕、 歯周病等） と その全身への影響や口腔機能管理を概説できる。（ 3-1～3-5）

10） 歯科的救急疾患の診断法と 処置を説明できる。（ 3-1～3-3， 4-2～4-4）

11） 生体材料の物理的、 化学的および生物学的所要性質を列挙できる。（ 5-2～5-3）

12） 生体材料の種類（ 高分子材料、 セラ ミ ッ ク ス材料、 金属材料） と その特性、 用途を説明できる。（ 5-2～5-3）

13） 再生医療の三要素を列挙し、 それぞれの要素について説明できる。（ 5-2～5-3）

4. 教科書・ 参考書

教科書： 指定しない

参考書：「 口の中が分かる ビジュアル 歯科口腔科学読本」

　 　 　 　 全国医学部附属病院歯科口腔外科科長会議 監修、 ク インテッ センス出版 2017.

　 　 　 「 医師・ 歯科医師のための口腔診療必携」 高戸毅 編、 金原出版 2010.

1
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5. 成績評価の方法

講義・ 実習終了後のレポート と 出席点で評価する。

レポート （ 60点） ＋出席点（ 40点） を合わせた 100点満点で、 60点以上を合格と する。

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

受講受入人数： 6名

7/3（ 水） 14:00 より 開始します。

（ その時間までに医局に集合して下さ い）

実習に歯ブラシを使用します。 各自、 自分の歯ブラシ・ 手鏡を持参して下さい。

外来実習時には白衣・ 内履きを着用して下さい。

＊手術の内容により 、 講義内容が変更になる事があり ます。

・ 予め参考書等で歯科口腔外科の診療内容について目を通しておく 。

・ 講義・ 実習終了後は内容を参考書等で復習のこ と 。

2
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

1
7月 3日

(水)
7-8時限 講義

テーマ： 　

歯と 歯周組織の疾患
今野泰典 医局

2
7月 3日

(水)
9-10時限 実習

テーマ： 　

う 蝕リ スクテスト
今野泰典 医局

3
7月 4日

(木)
1-4時限 その他

テーマ： 手術見学

＊ 9時に口腔外科の医局に集合
今野泰典 手術場

4
7月 4日

(木)
5-6時限 講義

テーマ： 　

上顎骨と 下顎骨再建

歯科インプラント

五十嵐秀光 医局

5
7月 4日

(木)
7-10時限 実習

テーマ： 　

歯垢染め出しと ブラッ シング指導

歯型の印象

五十嵐秀光 外来

6
7月 5日

(金)
1-2時限 講義

テーマ： 　

顎顔面の外傷　

顔面先天奇形と 顎変形症

高野裕史
福地峰世

医局

7
7月 5日

(金)
3-4時限 実習

テーマ： 　

歯型模型の評価　

う 蝕リ スクテスト の判定

高野裕史
福地峰世

医局

8
7月 5日

(金)
5-6時限 形成評価

テーマ： 　

形成的評価
福田雅幸 医局

3
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学アド バンスト コース

授 業 科 目 名： 心臓血管外科学 （ Cardiovascular surgery Analysis of 　 Aortic Dissection ） －急性大動脈解離を紐解く －

対 象 学 年： 4年次 選択

時間割コード ： 71604003

開 設 学 期 等： 第 13週 （ 毎週月曜日 1-10時限）

単 位 数： 0.5

1. 主任教員

中 嶋 博 之 (教授、 心臓血管外科、 6135)

2. 担当教員

中 嶋 博 之 (教授、 心臓血管外科、 6135)

高 木 大 地 (講師、 心臓血管外科、 6135)

山 浦 玄 武 (助教、 心臓血管外科、 6135)

桐生健太郎 (助教、 心臓血管外科、 6135)

板 垣 吉 典 (医員、 心臓血管外科、 6135)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

1. ねらい

救急診療と して重要な「 急性大動脈解離」 と いう 疾患を通して， 診療を実践していく ために必要な， 構造と 機能， 診断と

検査の基本をについて統合的に理解する． また， 関連する医学行動科学， 医療倫理， 医療安全， 医療法（ 医療制度）， EBM

について実践的に学ぶ．

2. 概要（ 大まかな学習目標・ 項目）

様々な症状を呈しう る 「 急性大動脈解離」 と いう 疾患を通して， 症候から鑑別診断を考え， 心臓超音波検査やコンピュー

ター断層撮影（ CT） などの基本的な画像検査の読み方を学び， ガイド ラインを用いた治療方針の決定を行い， 診断から治

療までに必要な診療を経験するこ と を目標と する．

１ ） 症候・ 病態　 臨床推論

(1) 意識障害・ 失神

(2) ショッ ク

(3) 胸痛

(4) 腹痛

(5) 腰背部痛

(6) 心停止

２ ） 診断と 検査の基本

(1) 胸部単純エッ ク ス線撮影写真の主な所見を説明できる

(2) 心臓超音波検査の主な所見を説明できる

(3) コンピューター断層像 (CT) の主な所見を説明できる

3） 医療行動学， 医療倫理， 医療安全， 医療法， EBM について

(1) データベースや二次文献からのエビデンス， 診療ガイド ラインを検索するこ と ができる

(2) 得られた情報の批判的吟味ができる

(3) 診療ガイド ラインの種類と 使用上の注意を列挙できる

(4) 診療ガイド ラインの推奨の強さについて違いを述べるこ と ができる

4. 教科書・ 参考書

2020年改訂版 大動脈瘤・ 大動脈解離診療ガイド ラ イン（ 日本循環器学会）
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5. 成績評価の方法

プレゼンテーショ ンおよび口頭試問により ， 学習目標・ 項目に対する理解度を評価する．

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

事前に，「 2020年度改訂版　 大動脈瘤・ 大動脈解離診療ガイド ライン」 をダウンロード し， 大動脈解離に関する項目に目を

通しておく と 良い． 時間が限られている場合は，「 定義・ 病態・ 疫学」 および「 症状・ 検査・ 診断」 の章を読んでく るこ と

が好ましい（ 10ページ程度） ．
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

1
7月 1日

(月)
1-2時限

チュート
リ アル

テーマ： オリ エンテーショ ン・ プレテスト

国家試験の過去問題を中心に自己の振り 返り を行う ． 高木大地

心臓血管外
科医局カン
ファレン
ス室

2
7月 1日

(月)
3-4時限 講義

テーマ： 急性大動脈解離～症候・ 診断・ 治療～

診断に必要な症候， 診察， 画像診断などについて網羅

する．

高木大地

心臓血管外
科医局カン
ファレン
ス室

3
7月 1日

(月)
5-6時限 講義

テーマ： 画像総論

急性大動脈解離の初期対応に必要な知識と して、 CT・
心臓超音波検査を実技を含め学ぶ。

桐生健太郎

心臓血管外
科医局カン
ファレン
ス室

4
7月 1日

(月)
7-8時限 講義

テーマ： 画像総論

急性大動脈解離の初期対応に必要な知識と して、 CT・
心臓超音波検査を実技を含め学ぶ。

桐生健太郎

心臓血管外
科医局カン
ファレン
ス室

5
7月 1日

(月)
9-10時限 講義

テーマ： Case発表 オリ エンテーショ ン

2-3人１ 組で症例（ 1-2例） を担当し、最終日にプレゼ

ンテーショ ンを行ってもら う 。 ガイド ラインの使用方

法など、 最終日の発表に必要な知識について概説し、

残り 時間は準備時間と する。

高木大地

心臓血管外
科医局カン
ファレン
ス室

6
7月 2日

(火)
1-2時限 実習

テーマ： 手術練習： 結紮と 縫合

医師全般に必要な結紮・ 縫合の練習を行う ．
高木大地

心臓血管外
科医局カン
ファレン
ス室

7
7月 2日

(火)
3-4時限 実習

テーマ： 手術練習： 人工血管吻合

人工血管吻合にチャレンジする．
高木大地

心臓血管外
科医局カン
ファレン
ス室

8
7月 2日

(火)
5-6時限 全体討議

テーマ： 発表準備

準備時間
高木大地

心臓血管外
科医局カン
ファレン
ス室

9
7月 2日

(火)
7-8時限 全体討議

テーマ： 発表準備

準備時間
高木大地

心臓血管外
科医局カン
ファレン
ス室

10
7月 2日

(火)
9-10時限 全体討議

テーマ： 発表準備

準備時間
高木大地

心臓血管外
科医局カン
ファレン
ス室

11
7月 3日

(水)
1-2時限 全体討議

テーマ： Case presentation
実際の症例の経過・ 画像・ 治療について討議を行う ．

プレゼンテーショ ンは、 病歴・ 身体所見・ 画像所見を

概説してもらい、 初期対応、 治療方法をガイド ライン

などに照らし合わせながら、担当教官および他の学生

に対して行ってもら う 。

高木大地

心臓血管外
科医局カン
ファレン
ス室

12
7月 3日

(水)
3-4時限 形成評価

テーマ： 口頭試問

コースを通して得た知識について確認を行う ．
高木大地

心臓血管外
科医局カン
ファレン
ス室
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学アド バンスト コース

授 業 科 目 名： 救急・ 集中治療医学 （ Prehospital care and triage in emergency medical system）

対 象 学 年： 4年次選択

時間割コード ： 71604004

開 設 学 期 等： 第 13週

単 位 数： 0.5

1. 主任教員

中永士師明 (教授、 救急・ 集中治療医学講座、 6183、 オフィ スアワー： 8： 30-17： 00)

2. 担当教員

中永士師明 (教授、 救急・ 集中治療医学講座、 6183、 オフィ スアワー： 8： 30-17： 00)

奥 山 　 学 (准教授、 救急・ 集中治療医学講座、 6184、 オフィ スアワー： 8： 30-17： 00)

佐藤　 佳澄 (助教、 救急・ 集中治療医学講座)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

１ ． 授業の概要及びねらい

１ ） シミ ュレーショ ンを通して救急初期対応を学ぶ

　 　 シミ ュレーショ ンセンターで講義と シミ ュレーショ ンを行う

２ ． 学習目標

１ ） 救急外来での初期評価（ ABCDE サーベイ ） ができる

２ ） 一次救命処置ができる

３ ） 二次救命処置を説明できる

４ ） START法ト リ アージと PAT法ト リ アージができる

4. 教科書・ 参考書

外傷初期診療ガイド ライン JATEC

JRC蘇生ガイド ライン 2020

BLS プロバイダーマニュアル AHA ガイド ライン 2020

AHA 心肺蘇生と 救急心血管治療のためのガイド ライン 2020

5. 成績評価の方法

出席、 シミ ュレーショ ンの実技評価

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

1） 受け入れ人数　 6名

2） 9： 00 シミ ュレーショ ンセンター　 集合
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

1
7月 1日

(月)
1-2時限 講義

テーマ： オリ エンテーショ ン

　
奥山　 学

シミ ュレー
ショ ンセ
ンター

2
7月 1日

(月)
3-4時限 講義

テーマ： 救急対応ＡＢ ＣＤ E サーベイ

　
奥山　 学

シミ ュレー
ショ ンセ
ンター

3
7月 1日

(月)
5-6時限 講義

テーマ： 救急対応ＡＢ ＣＤ E サーベイ

　
奥山　 学

シミ ュレー
ショ ンセ
ンター

4
7月 1日

(月)
7-8時限 講義

テーマ： ト リ アージ

　
奥山　 学

シミ ュレー
ショ ンセ
ンター

5
7月 1日

(月)
9-10時限 講義

テーマ： ト リ アージ

　
奥山　 学

シミ ュレー
ショ ンセ
ンター

6
7月 2日

(火)
1-2時限 講義

テーマ： 外傷初期診療ＡＢ Ｃ Ｄ E サーベイ

　
奥山　 学

シミ ュレー
ショ ンセ
ンター

7
7月 2日

(火)
3-4時限 講義

テーマ： 外傷初期診療ＡＢ Ｃ Ｄ E サーベイ

　
奥山　 学

シミ ュレー
ショ ンセ
ンター

8
7月 2日

(火)
5-6時限 講義

テーマ： 外傷初期診療ＡＢ Ｃ Ｄ E サーベイ

　
奥山　 学

シミ ュレー
ショ ンセ
ンター

9
7月 2日

(火)
7-8時限 講義

テーマ： 外傷初期診療ＡＢ Ｃ Ｄ E サーベイ

　
奥山　 学

シミ ュレー
ショ ンセ
ンター

10
7月 2日

(火)
9-10時限 講義

テーマ： 外傷初期診療ＡＢ Ｃ Ｄ E サーベイ

　
奥山　 学

シミ ュレー
ショ ンセ
ンター

11
7月 3日

(水)
1-2時限 講義

テーマ： 一次救命処置・ 二次救命処置

　
佐藤　 佳澄

シミ ュレー
ショ ンセ
ンター

12
7月 3日

(水)
3-4時限 講義

テーマ： 一次救命処置・ 二次救命処置

　
佐藤　 佳澄

シミ ュレー
ショ ンセ
ンター
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学アド バンスト コース

授 業 科 目 名： 消化器外科学・ 消化器内科学・ 腫瘍内科学・ 放射線科学・ 食道外科学 （ Advanced cources in Gastroenterology）
－アド バンスト コース消化器病学－

対 象 学 年： 4年次選択

時間割コード ： 71604005

開 設 学 期 等： 第 13 週～ 第 13週

単 位 数： 1

1. 主任教員

有田淳一 (教授、 消化器外科、 6123、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

2. 担当教員

有田淳一 (教授、 消化器外科、 6123、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

飯島克則 (教授、 消化器内科、 6573、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

柴田浩行 (教授、 腫瘍内科、 6262、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

森菜緒子 (教授、 放射線科、 6302、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

後 藤 隆 (准教授、 消化器内科、 6102、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

佐藤雄亮 (病院准教授、 食道外科、 6132、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

渡 辺 剛 (講師、 消化器外科、 6215、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

高橋健一 (助教、 消化器内科、 6104、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

下平陽介 (助教、 消化器内科、 6104、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

中川康彦 (助教、 消化器外科、 6215、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

石山公一 (非常勤講師、 市立秋田総合病院)

大嶋重敏 (非常勤講師、 大曲厚生医療センター)

堀川洋平 (非常勤講師、 平鹿総合病院)

道免孝洋 (非常勤講師、 由利組合総合病院)

宮澤秀彰 (非常勤講師、 秋田赤十字病院)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

ねらい

消化器病学のト ピッ ク ス、 up-to-dateの診断や治療法を学ぶと と もに、 基礎医学的知識と 研究成果が臨床にどう 生かされて

いるのかを理解する

概要

1) functional dyspepsia と irritable bowel syndromeの対処法について説明できる (3-1～3-3）

2) 肝胆膵疾患の超音波による鑑別診断の要点を説明できる (3-1～3-3）

3) 炎症性腸疾患の病因、 最新治療について説明できる (3-1～3-3）

4) ウィ ルス性肝炎についての整理さ れた知識を持ち説明できる (3-1～3-3）

5) 遺伝子異常による消化器疾患の研究手法、 現況を理解し説明できる (3-1～3-3）

6) 治療内視鏡の意義について説明できる (3-1～3-3）

7) 肝胆膵疾患の画像診断について整理された知識を持ち説明できる (3-1～3-3）

8) 消化器疾患に対する IVR について正しい知識を持ち説明できる (3-1～3-3）

9) 肝癌治療の実際的な選択法を理解し説明できる (3-1～3-3）

10) 周術期栄養療法の現況を理解し説明できる (3-1～3-3）

11) 主な消化器癌手術の要点について正しい知識を持ち説明できる (3-1～3-3）

12) 消化器癌の非手術的治療法の適応と 限界について説明できる (3-1～3-3）

13) 消化器癌の化学療法について正し く 理解し説明できる (3-1～3-3）

1
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14) 一般的な消化器疾患に対する治療方針の策定、 およびプレゼンテーショ ンができる (2-4， 3-1～3-4， 4-3～4-5、 5-1～

5-3)

4. 教科書・ 参考書

特に指定なし

5. 成績評価の方法

講義やディ ベート アワーにおける発表内容・ 質疑応答等で評価する

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

◎受入人数　 30－ 40人

◎ 7月 5日（ 金） の 14:20から、 ディ ベート アワーと して、 各班より 発表してもらいます。

◎ディ ベート アワーのグループ指定や症例の配布などは、 7月 1日（ 月） 10:20から行います。 症例データを CD-R で渡し

ますので、 パソコンがあると 便利と 思います。

◎ディ ベート アワーの発表のため、 授業時間外の学習などが必須です。

2

－ 361 －



講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

1
7月 1日

(月)
1-2時限 講義

テーマ： 解剖から腹部画像診断を理解する

腹部の画像診断を、 解剖の知識から理解できる
渡辺剛

附属病院第
二病棟 2階
　 多目的室

2
7月 1日

(月)
3-4時限 講義

テーマ： ディ ベート アワーの症例配布

　
渡辺剛

附属病院第
二病棟 2階
　 多目的室

3
7月 1日

(月)
5-6時限 講義

テーマ： 食道外科の最先端

食道外科領域の最先端の知識を説明できる
佐藤雄亮

附属病院第
二病棟 2階
　 多目的室

4
7月 1日

(月)
7-8時限 講義

テーマ： ビデオで見る消化管外科

消化管外科手術の動画から 、 消化管外科手術を理解

する

宮澤秀彰
附属病院第
二病棟 2階
　 多目的室

5
7月 1日

(月)
9-10時限 講義

テーマ： ウイルス性肝炎の総まと め

ウイルス性肝炎に関して説明できる
後藤隆

附属病院第
二病棟 2階
　 多目的室

6
7月 2日

(火)
1-2時限 講義

テーマ： 腹腔鏡手術の最先端

腹腔鏡手術の最先端の知識を説明できる
中川康彦

附属病院第
二病棟 2階
　 多目的室

7
7月 2日

(火)
3-4時限

グループ
学習

テーマ： ディ べート アワーの発表準備

　
　

附属病院第
二病棟 2階
　 多目的室

8
7月 2日

(火)
5-6時限 講義

テーマ： ERCPを応用してできるこ と /診断から治療ま

で

ERCP検査の応用的手技・ 治療に関して説明できる

高橋健一
附属病院第
二病棟 2階
　 多目的室

9
7月 2日

(火)
7-8時限 講義

テーマ： 肝癌外科治療の総まと め

肝癌の外科治療を説明できる
有田淳一

附属病院第
二病棟 2階
　 多目的室

10
7月 2日

(火)
9-10時限 講義

テーマ： 消化器癌化学療法の意義

消化器癌に対する化学療法に関して説明できる
柴田浩行

附属病院第
二病棟 2階
　 多目的室

11
7月 3日

(水)
1-2時限

グループ
学習

テーマ： ディ べート アワーの発表準備

　
　

附属病院第
二病棟 2階
　 多目的室

12
7月 3日

(水)
3-4時限

グループ
学習

テーマ： ディ べート アワーの発表準備

　
　

附属病院第
二病棟 2階
　 多目的室

13
7月 3日

(水)
5-6時限 講義

テーマ： 腸閉塞の CT診断 (interactive)
実際の CT画像を見て腸閉塞の診断が出来る

石山公一
附属病院第
二病棟 2階
　 多目的室

14
7月 3日

(水)
7-8時限 講義

テーマ： 上部消化管疾患の画像診断

上部消化管疾患の画像診断に関して説明できる
飯島克則

附属病院第
二病棟 2階
　 多目的室

15
7月 3日

(水)
9-10時限 講義

テーマ： 治療内視鏡

内視鏡を用いた治療に関して説明できる
堀川洋平

附属病院第
二病棟 2階
　 多目的室

16
7月 4日

(木)
1-2時限 講義

テーマ： 肝癌内科治療の総まと め

肝癌の内科的治療に関して説明できる
道免孝洋

附属病院第
二病棟 2階
　 多目的室

17
7月 4日

(木)
3-4時限

グループ
学習

テーマ： ディ べート アワーの発表準備

　
　

附属病院第
二病棟 2階
　 多目的室

18
7月 4日

(木)
5-6時限

グループ
学習

テーマ： ディ べート アワーの発表準備

　
　

附属病院第
二病棟 2階
　 多目的室

19
7月 4日

(木)
7-8時限 講義

テーマ： ビデオで見る肝胆膵外科

肝胆膵外科手術の動画から 、 肝胆膵外科手術を理解

する

有田淳一
附属病院第
二病棟 2階
　 多目的室

20
7月 4日

(木)
9-10時限 講義

テーマ： 下部消化管疾患の画像診断

下部消化管疾患の画像診断に関して説明できる
下平陽介

附属病院第
二病棟 2階
　 多目的室

3
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

21
7月 5日

(金)
1-2時限 講義

テーマ： 肝胆膵領域における超音波診断

肝胆膵領域の疾患の超音波診断に関して説明できる
大嶋重敏

附属病院第
二病棟 2階
　 多目的室

22
7月 5日

(金)
3-4時限

グループ
学習

テーマ： ディ べート アワーの発表準備

　
　

附属病院第
二病棟 2階
　 多目的室

23
7月 5日

(金)
5-6時限

グループ
学習

テーマ： ディ べート アワーの発表準備

　
　

附属病院第
二病棟 2階
　 多目的室

24
7月 5日

(金)
7-8時限 全体討議

テーマ： ディ べート アワー/消化器癌治療に何を選ぶ

か

与えられた消化器癌患者さんの情報をもと に、適切な

治療に関して議論できる。

有田淳一
飯島克則
柴田浩行
森菜緒子
佐藤雄亮
渡辺剛

中川康彦

附属病院第
二病棟 2階
　 多目的室

25
7月 5日

(金)
9-10時限 全体討議

テーマ： ディ べート アワー/消化器癌治療に何を選ぶ

か

与えられた消化器癌患者さんの情報をもと に、適切な

治療に関して議論できる。

有田淳一
飯島克則
柴田浩行
森菜緒子
佐藤雄亮
渡辺剛

中川康彦

附属病院第
二病棟 2階
　 多目的室

4
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学アド バンスト コース

授 業 科 目 名： 眼科学　 (ophthalmology)

対 象 学 年： 4年次選択

時間割コード ： 71604006

開 設 学 期 等： 第 13 週～ 第 13週 （ 毎週月曜日 1-10時限）

単 位 数： 0.5

1. 主任教員

岩 瀬 剛 (教授、 眼科学講座、 6164)

2. 担当教員

岩 瀬 剛 (教授、 眼科学講座、 6164)

佐藤真理子 (助教、 眼科学講座、 6167)

西 山 俊 吾 (医員、 眼科学講座、 6167)

鎌 田 竜 馬 (非常勤講師、 真生会富山病院)

佐 藤 徳 子 (非常勤講師、 なべしま眼科ク リ ニッ ク 　 副院長)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

緑内障の病態、 治療に関する知識深める。

4. 教科書・ 参考書

現代の眼科学（ 改訂第 13版　 所敬　 監修　 吉田晃敏/谷原秀信　 編） 金原出版

標準眼科学（ 第 12版　 木下茂/中澤満/天野史郎　 編） 医学書院

5. 成績評価の方法

出席状況、 授業態度により 評価する。

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

教科書・ 参考書などを利用した予習・ 復習を心がけてく ださ い。

1
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

1
7月 1日

(月)
1-2時限 講義

テーマ： 眼科手術

眼科の代表的な手術について、実際の手術動画を用い

て詳しく 解説する。

・ 白内障手術

・ 緑内障手術

・ 網膜剥離手術

・ 糖尿病網膜症手術

・ 斜視手術

西山俊吾
医学部第二

会議室

2
7月 1日

(月)
3-4時限 講義

テーマ： 眼科手術

眼科の代表的な手術について、実際の手術動画を用い

て詳しく 解説する。

・ 白内障手術

・ 緑内障手術

・ 網膜剥離手術

・ 糖尿病網膜症手術

・ 斜視手術

西山俊吾
医学部第二

会議室

3
7月 1日

(月)
5-6時限 講義

テーマ： 薬物・ 薬物治療

薬の種類（ 薬効や剤形による分類） を学び、病気の原

因に効く 薬、 または病状の改善・ コント ロールする薬

を理解し処方するこ と が出来る。

鎌田竜馬
医学部第二

会議室

4
7月 1日

(月)
7-8時限 講義

テーマ： 治療・ 総論

網膜疾患における治療・ 総論について， 理解できるよ

う にする．

岩瀬剛
医学部第二

会議室

5
7月 1日

(月)
9-10時限 講義

テーマ： 治療・ 総論

網膜疾患における治療・ 総論について， 理解できるよ

う にする．

岩瀬剛
医学部第二

会議室

6
7月 2日

(火)
1-2時限 講義

テーマ： 画像診断

緑内障の発症と 病期進行の診断に必要な画像検査と そ

の所見について理解し、 説明するこ と ができる。

佐藤真理子
医学部第二

会議室

7
7月 2日

(火)
3-4時限 講義

テーマ： 視野検査

緑内障における視野検査の方法と その所見について理

解し、 説明するこ と ができる。

佐藤真理子
医学部第二

会議室

8
7月 2日

(火)
5-6時限 講義

テーマ： スク リ ーニング

弱視の原因と なる屈折異常（ 遠視、 乱視、 近視）、 眼

位異常（ 斜視） について理解し、 それを発見すること

が出来る。

佐藤徳子
医学部第二

会議室

9
7月 2日

(火)
7-8時限 自主学習

テーマ： 休講

　
　

医学部第二
会議室

10
7月 2日

(火)
9-10時限 自主学習

テーマ： 休講

　
　

医学部第二
会議室

2
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

11
7月 3日

(水)
1-2時限 講義

テーマ： 視神経・ 視野所見

緑内障は、 視神経と 視野に特徴的変化を有する疾患

である。 診断には、 視神経乳頭や網膜神経線維層の形

態学的変化や、それに伴う 視野障害の検出が重要であ

る。

　 本講義では、緑内障による視神経の機能的構造的異

常、 視野の検査方法、視野の評価方法、 緑内障性視野

障害の特徴、 視野障害の進行判定、 極早期の緑内障性

視野障害を検出する特殊視野検査について学習する。

・ 緑内障性視神経障害

・ 視野を読む基本

・ 緑内障と 視野検査

・ 緑内障性視野障害進行の評価

・ 特殊視野検査

佐藤徳子
医学部第二
会議室

12
7月 3日

(水)
3-4時限 講義

テーマ： 前房・ 隅角の観察

緑内障は、他の疾患に原因を求めるこ と のできない原

発緑内障、他の疾患あるいは薬物使用が原因で眼圧上

昇を生じる続発緑内障、 胎生期の隅角発育異常や他の

疾患・ 要因により 小児期に眼圧上昇を来す小児緑内障

の 3病型に分類される。 原発緑内障はその眼圧上昇機

序から、 さらに開放隅角緑内障と 閉塞隅角緑内障に分

類されるが、 いずれも診断には前房・ 隅角の観察が必

要不可欠である。

本講義では、 隅角の正常な所見、 緑内障眼の特徴的な

所見、 隅角の観察方法について学習する。

・ 前房・ 隅角の構造と 役割

・ 前房・ 隅角の観察方法

佐藤徳子
医学部第二
会議室

3

－ 366 －



令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学アド バンスト コース

授 業 科 目 名： 放射線医学 （ Medical Imaging and Anatomy）

対 象 学 年： 4年次 選択

時間割コード ： 71594002

開 設 学 期 等： 第 13週 ～ 第 13 週 （ 毎週木曜日 1-10時限）

単 位 数： 0.5

1. 主任教員

森　 菜緒子 (教授、 北臨床棟 1階放射線医学、 6179、 オフィ スアワー： 北臨床棟 1階放射線科カンファレンスルーム、 12
時～13時)

2. 担当教員

森　 菜緒子 (教授、 北臨床棟 1階放射線医学、 6179、 オフィ スアワー： 北臨床棟 1階放射線科カンファレンスルーム、 12
時～13時)

大谷　 隆浩 (助教、 北臨床棟 1階放射線医学、 6179)

松田　 雅純 (助教、 北臨床棟 1階放射線医学、 6179)

今野　 素子 (助教、 北臨床棟 1階放射線医学、 6179)

畠山　 賢仁 (医員、 北臨床棟 1階放射線医学、 6179)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

授業の概要

放射線を用いる画像検査の知識の整理

1） 核医学　 診断と 治療　 （ 3-3）

2） よ く 見る疾患の画像診断（ 3-3）

3） 腹部画像診断（ 3-3）

4） 法医 CT（ 3-2）

5） 胸部・ 骨盤の画像診断（ 3-3）

6） 血管造影（ 3-3）

7） 脳・ 頭頸部の画像診断（ 3-3）

ねらい

よく 見る疾患の画像所見の基本を知る

4. 教科書・ 参考書

標準放射線医学（ 医学書院）、 必修放射線医学（ 南江堂）、 新臨床 X 線診断学（ 医学書院）

5. 成績評価の方法

出席、 レポート によ り 評価する

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

若干の授業変更の可能性があるので、 掲示板で確認するこ と

指定教科書や事前配布資料などで、 予習・ 復習をしておく こ と

1

－ 367 －



講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

1
7月 4日

(木)
1-2時限 講義

テーマ： 核医学　 診断と 治療

核医学検査特に FDG PETーCTの目的、 原理、 方法、

放射性医薬品の物理的・ 化学的性質等を理解し、 これ

らから得られる核医学画像について臨床的観点から説

明できる。

松田　 雅純

中央放射線
部カンファ
レンス
ルーム

2
7月 4日

(木)
3-4時限 講義

テーマ： よ く 見る疾患の画像診断

遭遇頻度が高く 、画像診断が臨床的判断決定において

重要な救急疾患を理解し， 説明できる．

松田　 雅純

中央放射線
部カンファ
レンス
ルーム

3
7月 4日

(木)
5-6時限 演習

テーマ： 小テスト （ 予習も含め）

・ 核医学　 診断と 治療

・ よく 見る疾患の画像診断

・ 脳頭頚部の画像診断

大谷　 隆浩
松田　 雅純

中央放射線
部カンファ
レンス
ルーム

4
7月 4日

(木)
7-8時限 講義

テーマ： 腹部画像診断

実際の病院の画像読影システムビューアーを用い，CT
画像MRI 画像の解剖学的構造， 病変部を同定できる．

今野　 素子

中央放射線
部カンファ
レンス
ルーム

5
7月 4日

(木)
9-10時限 講義

テーマ： 法医 CT
死後 CTの死因診断における位置づけ、 生体と 死体と

では CT検査の正常・ 異常の差異を理解できる．

森　 菜緒子

中央放射線
部カンファ
レンス
ルーム

6
7月 5日

(金)
1-2時限 講義

テーマ： 胸部・ 骨盤の画像診断

胸部， 骨盤特に乳腺と 婦人科疾患の画像所見を理解

し， 説明できる．

森　 菜緒子

中央放射線
部カンファ
レンス
ルーム

7
7月 5日

(金)
3-4時限 講義

テーマ： 血管造影

血管造影検査および血管内治療の種類，手法と 頻度の

高い具体例について理解できる．

畠山　 賢仁

中央放射線
部カンファ
レンス
ルーム

8
7月 5日

(金)
5-6時限 演習

テーマ： 小テスト

・ 胸部・ 骨盤の画像診断

・ 血管造影

森　 菜緒子
畠山　 賢仁

中央放射線
部カンファ
レンス
ルーム

9
7月 5日

(金)
7-8時限 講義

テーマ： 脳・ 頭頚部の画像診断

脳・ 頭頚部で頻度の高い疾患の画像所見を説明できる． 大谷　 隆浩

中央放射線
部カンファ
レンス
ルーム

10
7月 5日

(金)
9-10時限 演習

テーマ： 小テスト

・ 法医 CT
・ 腹部画像診断

森　 菜緒子
今野　 素子

中央放射線
部カンファ
レンス
ルーム

2
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学アド バンスト コース

授 業 科 目 名： 胸部外科学 I （ How do We Overcome Lung Cancer?） －呼吸器外科疾患の手術適応と 最近の治療法－

対 象 学 年： 4年次選択

時間割コード ： 71604007

開 設 学 期 等： 第 13週 ～第 13週

単 位 数： 0.5

1. 主任教員

今 井 一 博 (准教授、 胸部外科学講座、 6132)

2. 担当教員

今 井 一 博 (准教授、 胸部外科学講座、 6132)

高嶋祉之具 (講師、 胸部外科学講座、 6132)

松 尾 　 翼 (医員、 呼吸器外科、 6132)

戸 沢 香 澄 (非常勤講師、 由利組合総合病院　 呼吸器外科)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

主な呼吸器外科疾患の原因、 症候、 診断、 治療を整理する。

4. 教科書・ 参考書

標準外科学（ 医学書院） など、 他

5. 成績評価の方法

出席、 学習態度より 評価します。

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

初日にオリ エンテーショ ンを行います。

3年次必修講義「 呼吸器」 の資料（ WEB ク ラ ス） を再読してく ださ い。

1
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

1
7月 1日

(月)
1-2時限 講義

テーマ： オリ エンテーショ ン

　
今井一博

臨床棟 3F
外科カン

ファレンス
ルーム

2
7月 1日

(月)
3-6時限 講義

テーマ： 呼吸器外科手術見学・ 解説

　
高嶋祉之具

臨床棟 3F
外科カン

ファレンス
ルーム

3
7月 1日

(月)
7-8時限 講義

テーマ： 由利組合総合病院の医療

　
戸沢香澄

臨床棟 3F
外科カン

ファレンス
ルーム

4
7月 1日

(月)
9-10時限 講義

テーマ： 呼吸器外科診療における最新のト ピッ ク ス

　
今井一博

臨床棟 3F
外科カン

ファレンス
ルーム

5
7月 2日

(火)
1-4時限 実習

テーマ： 病棟回診実習・ カンファレンスの参加

　
今井一博

臨床棟 3F
外科カン

ファレンス
ルーム

6
7月 2日

(火)
5-10時限 演習

テーマ： 症例検討、 画像診断

　
今井一博

臨床棟 3F
外科カン

ファレンス
ルーム

7
7月 3日

(水)
1-2時限 演習

テーマ： 縫合実習

人工皮膚と 器具を使っての縫合体験を行う 。
高嶋祉之具
松尾　 翼

臨床棟 3F
外科カン

ファレンス
ルーム

8
7月 3日

(水)
3-4時限 演習

テーマ： 症例発表、 総括

　
高嶋祉之具
松尾　 翼

臨床棟 3F
外科カン

ファレンス
ルーム
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学アド バンスト コース

授 業 科 目 名： 代謝・ 内分泌内科学 （ Advance Course of Metabolism and Endocrinology） －内分泌・ 栄養・ 代謝疾患の診断技術演習－

対 象 学 年： 4年次選択

時間割コード ： 71594007

開 設 学 期 等： 第 13週 ～第 13週

単 位 数： 0.5

1. 主任教員

脇裕典 (教授、 代謝・ 内分泌内科学、 6769、 オフィ スアワー： 12:00-13:00)

2. 担当教員

脇裕典 (教授、 代謝・ 内分泌内科学、 6769、 オフィ スアワー： 12:00-13:00)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

糖尿病の病態を理解し、 原因、 症候、 診断と 治療を学び画像診断技術を演習し習得する。（ 3-1～3-4）

4. 教科書・ 参考書

内科学（ 朝倉書店）

糖尿病専門医研修ガイド ブッ ク （ 診断と 治療社）

内分泌代謝科専門医研修ガイド ブッ ク （ 診断と 治療社）

5. 成績評価の方法

レポート 、 出席

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

3年次臨床医学 II（ 加齢と 老化、 内分泌・ 栄養・ 代謝） の講義プリ ント の内容を復習してきて下さい。

1
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

1
7月 3日

(水)
5-6時限 講義

テーマ： オリ エンテーショ ン

　
脇裕典

カンファレ
ンスルーム

（ 2）

2
7月 3日

(水)
7-8時限 講義

テーマ： 耐糖能

　
脇裕典

カンファレ
ンスルーム

（ 2）

3
7月 3日

(水)
9-10時限 講義

テーマ： 耐糖能

　
脇裕典

カンファレ
ンスルーム

（ 2）

4
7月 4日

(木)
1-2時限 講義

テーマ： 耐糖能

　
脇裕典

カンファレ
ンスルーム

（ 2）

5
7月 4日

(木)
3-4時限 講義

テーマ： 耐糖能

　
脇裕典

カンファレ
ンスルーム

（ 2）

6
7月 4日

(木)
5-6時限 講義

テーマ： 耐糖能

　
脇裕典

カンファレ
ンスルーム

（ 2）

7
7月 4日

(木)
7-8時限 講義

テーマ： 耐糖能

　
脇裕典

カンファレ
ンスルーム

（ 2）

8
7月 4日

(木)
9-10時限 講義

テーマ： 耐糖能

　
脇裕典

カンファレ
ンスルーム

（ 2）

9
7月 5日

(金)
1-2時限 講義

テーマ： 耐糖能

　
脇裕典

カンファレ
ンスルーム

（ 2）

10
7月 5日

(金)
3-4時限 講義

テーマ： 耐糖能

　
脇裕典

カンファレ
ンスルーム

（ 2）

11
7月 5日

(金)
5-6時限 講義

テーマ： 耐糖能

　
脇裕典

カンファレ
ンスルーム

（ 2）

12
7月 5日

(金)
7-8時限 講義

テーマ： 耐糖能

　
脇裕典

カンファレ
ンスルーム

（ 2）

13
7月 5日

(金)
9-10時限 講義

テーマ： 耐糖能

　
脇裕典

カンファレ
ンスルーム

（ 2）

2

－ 372 －



令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学アド バンスト コース

授 業 科 目 名： 小児科学 （ Clinical genetics） －臨床遺伝学－

対 象 学 年： 4年次 選択

時間割コード ： 71594008

開 設 学 期 等： 第 13週 ～ 第 13 週

単 位 数： 0.5

1. 主任教員

高 橋 　 勉 (教授、 小児科学、 6157)

2. 担当教員

高 橋 　 勉 (教授、 小児科学、 6157)

高 橋 郁 子 (講師、 小児科学、 6159)

野 口 篤 子 (講師、 小児科学、 6159)

小野寺洋平 (助教、 産婦人科学、 6163)

高 橋 ま や (非常勤講師、 市立秋田総合病院　 小児科)

納 富 理 絵 (非常勤講師、 附属病院　 看護部)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

ねらい

　 臨床現場で必要と なる遺伝学の基本的知識を習得する。 遺伝学における分子生物学的側面のみならず、 倫理的配慮、 ヒ

ト の多様性についても多角的に理解し、 将来ゲノ ム医療を実施するに必要な知識と 姿勢を身につける。

　 また、 関連するプロフェッ ショ ナリ ズム、 医の倫理、 医療安全、 医療法（ 制度）、 EBM について学ぶ。

概要（ 学習目標）

1) 染色体異常、 メ ンデル遺伝の様式と 代表疾患を説明できる。（ 3-2， 3-3）

2) ミ ト コンド リ ア遺伝、 ト リ プレッ ト リ ピート 病、 エピジェネティッ ク スについてその病態を理解し、 代表的疾患を説明

できる。（ 3-2， 3-3）

3) 遺伝学的検査の種類と 目的について把握する。（ 4-2）

4) 遺伝学における倫理指針、 社会的配慮の必要性を理解する。（ 3-5）

5) 生殖細胞変異と 体細胞変異の違いを説明できる。（ 3-2）

6) 遺伝カウンセリ ングの概要を把握する、 標準的なルールに準じた家系図を作成できる。（ 2-1～2-8）

7) ゲノ ムの多様性および多因子遺伝の代表疾患、 遺伝要因と 環境要因について理解する。 代表的な薬理遺伝学における代

表的な疾患や薬剤を説明できる。（ 3-2， 3-3）

8) 関連するプロフェッ ショ ナリ ズム、 医の倫理、 医療安全、 医療法（ 制度）、 EBM について説明できる。（ 1-1～1-2， 3-1

～3-7， 4-1～4-6， 5-1～5-5）

4. 教科書・ 参考書

・ ト ンプソ ン＆ト ンプソン遺伝医学　 福嶋義光　 メ ディ カルサイエンスインターナショ ナル

・ 遺伝医学への招待改訂第 5版新川詔夫南江堂

・ 一般外来で遺伝の相談を受けたと き藤田　 潤　 医学書院

・ 遺伝カウンセラーのための臨床遺伝学講義ノ ート 千代豪昭オーム社

5. 成績評価の方法

出席， レポート
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6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

・ 受入人数 7～8人

・ 予習や復習などの準備学習

・ カリ キュラム・ 場所・ 担当教員は、 変更するこ と があり ます。

2
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

1
7月 3日

(水)
5-6時限 講義

テーマ： 遺伝学 1
出生前診断、 NIPT

野口篤子
南臨床棟 1
階小児科共

用室

2
7月 3日

(水)
7-8時限 講義

テーマ： 遺伝学 2
ミ ト コンド リ ア・ エピジェネティッ ク ス

高橋　 勉
南臨床棟 1
階小児科共

用室

3
7月 3日

(水)
9-10時限 講義

テーマ： 遺伝学 3
知っておく と 役立つ遺伝ガイド ライン、 指針

高橋　 勉
南臨床棟 1
階小児科共

用室

4
7月 4日

(木)
1-2時限 講義

テーマ： 遺伝学 4
遺伝カウンセリ ング

納富理絵

5
7月 4日

(木)
3-4時限 講義

テーマ： 遺伝学 5
産科外来で経験する、 出生前診断から分娩までの実際 小野寺洋平

南臨床棟 1
階小児科共

用室

6
7月 4日

(木)
5-6時限 講義

テーマ： 遺伝学 6
がんゲノ ム診療

野口篤子
南臨床棟 1
階小児科共

用室

7
7月 4日

(木)
7-8時限 講義

テーマ： 遺伝学 7
家系図の書き方、 ベイズの定理

高橋郁子
南臨床棟 1
階小児科共

用室

8
7月 4日

(木)
9-10時限 講義

テーマ： 遺伝学 8
集団遺伝学、 Hardy weinberg の法則

高橋郁子
南臨床棟 1
階小児科共

用室

9
7月 5日

(金)
1-2時限 実習

テーマ： 遺伝学 9
ロールプレイ

高橋まや
南臨床棟 1
階小児科共

用室

10
7月 5日

(金)
3-4時限 実習

テーマ： 遺伝学 10
ロールプレイ

高橋まや
南臨床棟 1
階小児科共

用室

11
7月 5日

(金)
5-6時限 自主学習

テーマ： 　

　
　

12
7月 5日

(金)
7-8時限 自主学習

テーマ： 　

　
　

13
7月 5日

(金)
9-10時限 自主学習

テーマ： 　
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学アド バンスト コース

授 業 科 目 名： 精神科学 （ Psychiatry）

対 象 学 年： 4年次 選択

時間割コード ： 71594003

開 設 学 期 等： 第 13週 ～第 13週

単 位 数： 0.5

1. 主任教員

三島　 和夫 (教授、 精神科学講座 北臨床棟 4階、 6122、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

2. 担当教員

三島　 和夫 (教授、 精神科学講座 北臨床棟 4階、 6122、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

竹島　 正浩 (准教授、 精神科学講座北臨床棟 4階、 6122、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

石川　 勇仁 (医員、 精神科学講座 北臨床棟 4階、 6122、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

今 西 　 彩 (助教、 精神科学講座 北臨床棟 4階、 6122、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

伊藤　 結生 (助教、 精神科学講座 北臨床棟 4階、 6122、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

馬越　 秋瀬 (助教、 精神科学講座 北臨床棟 4階、 6122、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

小笠原正弥 (助教、 精神科学講座 北臨床棟 4階、 6122、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

渡邉真由美 (、 精神科学講座 北臨床棟 4階、 6122、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

北島　 正人 (非常勤講師、 秋田大学教育文化学部地域文化学科　 教授)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

1. ねらい

精神障害は児童思春期から老年期に至る全てのライフステージにおいて発症し う る、 心理-社会-生物学的疾患である。 脳

の機能障害や遺伝子異常などの生物学的要因だけではなく 、 心理的要因や社会的要因が相互に作用して発症する。 精神障

害の治療においても薬物療法やニューロモデュレーショ ンなどの生物学的介入のほか、 精神療法や精神分析などの心理的

介入や、 作業療法や認知リ ハビリ テーショ ンなどの社会療法が有効である。 そのため、 精神障害の患者の診療を行う 際に

は生物・ 心理・ 社会的要因について多面的に評価を行い、 適切な治療介入を行う こ と が重要である。

治療効果を判定するために精神症状の重症度を評価する必要があるが、 精神症状の重症度は身体疾患のよう に血液検査や

脳画像検査では評価ができない。 そのため、 精神医療では妥当性と 信頼性が証明された評価尺度を用いて精神症状を評価

する。 代表的なも のと して、 統合失調症では陽性・ 陰性症状評価尺度、 気分障害ではヤング躁病評価尺度 (YMRS) やハミ

ルト ンう つ病評価尺度 (HAM-D) などがある。 睡眠・ 覚醒・ 意識については脳波検査で症状を評価する。 これまで睡眠検査

のゴールド スタンダード である終夜睡眠ポリ グラフは入院下で専門技師のアテンド 下でしか実施できなかったが、 近年の

AI/IoTおよびそれを活用したク ラ ウド コンピューティ ングの技術革新により ， 睡眠・ 活動・ 生理パラ メ ータを同時かつ非

侵襲的， 安価に連続測定し、 検査結果を短時間で解析して研究や臨床にフィ ード バッ クするこ と が可能と なっている。 本

講義では、 精神疾患や睡眠・ 覚醒障害の診断・ 評価に必要な診察方法・ 評価尺度を習得する。 (1-1～1-2、 2-1～2-3、 2-7、

3-1～3-3、 3-7、 4-1～4-4、 4-6、 5-1～5-3、 6-1)

2. 概要 (学修目標)

4・ 5年次必修講義、 臨床実習で学んだ精神科学の内容を基礎にして、 精神現象のスペク ト ラムをより 実践的に理解し、 そ

の評価法の理論と 実際について症例検討・ 実習等にて習得する。 特に、 以下の精神疾患の症状評価法と それに用いる臨床

評価尺度を説明できるよ う にする。 (2-1、 2-3、 3-1～3-3、 4-1～4-2、 4-4)

(1) 統合失調症 　

簡易精神症状評価尺度 (Brief Psychiatric Rating Scale; BPRS)

(2) う つ病 　

ハミ ルト ンう つ病評価尺度（ Hamilton Depression Rating Scale for mood disorders; HAM-D)、 ベッ ク う つ病評価尺度（ Beck

Depression Inventory; BDI）
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(3) 認知症Mini-Mental State Examination(MMSE)、 改訂長谷川式簡易知能評価スケール (Revised Hasegawa Dementia Scale;

HDS-R)

(4) 睡眠-覚醒障害 　

睡眠表、 ピッ ツバーグ睡眠質問票 (Pittsburgh Sleep Quality Index: PSQI)、 Morningness-Eveningness Questionnaire (MEQ)、

アクチグラフ、 終夜脳波、 反復睡眠潜時検査（ Multiple Sleep Latency Test(MSLT)

(5) 神経発達障害

Wechsler Intelligence Scale for Children(WISC)、 親面接式自閉スペク ト ラム症評定尺度テキスト 改訂版 (PARS-TR)、 自閉症

スペク ト ラム指数（ Autism-Spectrum Quotient ; AQ)、 ADHD-Rating Scale (ADHD-RS)、 The Conners ’ Adult ADHD Rating

Scales (CAARS)

(6) 臨床心理学的検査法

Rorschach テスト 、 Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS)、 Baum-treeテスト

4. 教科書・ 参考書

４ 年次精神科講義資料、 診察実習時の資料（ 神経疾患診察法）、 OSCE ク リ ニカルクラークシップガイド を常に参照できる

よう にするこ と 。 必要に応じて、 診断・ 治療ガイド ラインを参照、 活用するこ と 。

・ 標準精神医学 (尾崎紀夫他編　 医学書院)

・ カプラン臨床精神医学テキスト (井上令一 監修メ ディ カル・ サイエンス・ インターナショ ナル社)

・ 医学専門雑誌、 医学文献の活用を奨励する。

5. 成績評価の方法

実習中の服装、 参加意欲、 態度、 理解度も含めて総合的に評価する。

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

・ 指定教科書は事前に提示するので、 予習して受講するこ と 。

・ 指定教科書に授業の重要なポイント を記載するなどして学修すると 、 講義後の復習に役立つ。

・ 担当教員の予定などにより 、 講義内容、 講義時間を若干変更する場合がある。
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

1
7月 3日

(水)
5-6時限 講義

テーマ： 睡眠-覚醒障害の病態と 診断／デバイス設定

と 装着

睡眠-覚醒の神経基盤を理解し、 睡眠-覚醒障害の病態

を説明できる。 また、 デバイスを用いた睡眠-覚醒の

評価技法を理解する。（ 3-1～3-3、 4-1～4-2）

三島　 和夫
精神科医
局２

2
7月 3日

(水)
7-8時限 講義

テーマ： 精神疾患の認知・ 社会機能評価法

精神疾患が与える認知・ 社会機能への影響を理解し、

またその評価方法と 用い方を説明できる。（ 2-1、 3-2
～3-3）

三島　 和夫
精神科医
局２

3
7月 3日

(水)
9-10時限 実習

テーマ： BACS ／ Cognitrax
精神疾患の病態生理を理解し、 認知機能の評価尺度で

ある BACS/Cognitrax の用い方を説明でき、 それらを

用いて患者の症状を評価できる。（ 2-1、 3-2～3-3）

三島　 和夫
精神科医
局２

4
7月 4日

(木)
1-2時限 実習

テーマ： 睡眠覚醒・ 意識レベルの評価

睡眠-覚醒の神経基盤を理解し、 睡眠構造と 覚醒度の

評価法を説明できる。（ 3-1～3-3、 4-1～4-2）
今西　 彩 外来脳波室

5
7月 4日

(木)
3-4時限 実習

テーマ： 睡眠覚醒・ 意識レベルの評価

睡眠-覚醒の神経基盤を理解し、 睡眠構造と 覚醒度の

評価法を説明できる。（ 3-1～3-3、 4-1～4-2）
今西　 彩 外来脳波室

6
7月 4日

(木)
5-6時限 実習

テーマ： 知能検査・ 人格検査

心理検査法のう ち、Wechsler式知能検査およびロール

シャッハ・ テスト について、 検査内容の実習を通じて

実践的理解を深める。（ 3-3、 4-2、 4-3、 4-7）

渡邉真由美
精神科医
局２

7
7月 4日

(木)
7-8時限 講義

テーマ： 統合失調症・ 気分・ 不安の評価法

統合失調症・ 気分障害・ 不安症の病態生理を理解し、

臨床評価尺度（ 陽性・ 陰性症状評価尺度、 ハミ ルト ン

う つ病評価尺度、 GAD-7など） の用い方を説明でき、

それらを用いて患者の症状を評価できる。（ 2-1、 3-2
～3-3）

竹島　 正浩
精神科医
局２

8
7月 4日

(木)
9-10時限 講義

テーマ： 摂食障害の診療と 認知行動療法

摂食障害の症状、病態、 診断法を理解し、 認知行動療

法の概略を説明できる。 (1-2、 2-1～2-3、 2-7、 3-2～
3-3、 3-6、 4-1～4-4)

馬越　 秋瀬
精神科医
局２

9
7月 5日

(金)
1-2時限 講義

テーマ： 認知症の評価法

記憶の神経基盤および認知症の病態生理を理解し、 認

知症の評価尺度 (HDS-R、 MMSE、 時計描画テスト な

ど ) の特徴および用い方について説明できる。 (3-2～
3-3、 4-1～4-3)

石川　 勇仁
精神科医
局２

10
7月 5日

(金)
3-4時限 講義

テーマ： 記憶・ 記銘力検査

記憶の神経基盤を理解し、 記憶力、 記銘力の評価尺度

と 用い方を説明できる。（ 3-2、 4-1～4-2）
北島　 正人

精神科医
局２

11
7月 5日

(金)
5-6時限 講義

テーマ： 緩和ケア医療における精神科の役割

緩和ケア医療において必要な知識・ 技術・ 態度を理解

し、 患者・ 家族と 良好な関係を構築するための必要な

コ ミ ュニケーショ ン能力について概説できる。 (2-1、
2-3～2-4、 2-7、 3-1～3-4、 4-1～4-3)緩和ケアにおける

チーム医療の重要性を理解し、 精神的支援や他職種と

の連携等について説明できる。 (2-6～2-7、 4-7～4-8)

伊藤　 結生
精神科医
局２
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

12
7月 5日

(金)
7-8時限 講義

テーマ： 児童・ 思春期の臨床・ 評価法

神経発達障害の病態生理を理解し 、 その臨床評価尺

度と その用い方を説明できる。 (2-1～2-3、 3-2～3-3、
4-1～4-4)

馬越　 秋瀬
精神科医
局２

13
7月 5日

(金)
9-10時限 実習

テーマ： 睡眠-覚醒障害の病態と 診断／データマイニ

ングと 解釈

睡眠-覚醒特性の評価デバイスの使用法と データ解析

法について説明できる。（ 3-1～3-2、 5-1、 5-3、 6-1～
6-2）

小笠原正弥
精神科医
局２
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学アド バンスト コース

授 業 科 目 名： 産婦人科学 （ Obstetrics and Gynecology） －産婦人科における実地臨床の考え方－

対 象 学 年： 4年次 選択

時間割コード ： 71604014

開 設 学 期 等： 第 13週

単 位 数： 0.5

1. 主任教員

寺田　 幸弘 (教授、 産婦人科学講座、 6160)

2. 担当教員

寺田　 幸弘 (教授、 産婦人科学講座、 6160)

熊澤由紀代 (准教授、 産婦人科学講座、 6163)

三浦　 広志 (講師、 産婦人科学講座、 6163)

白澤　 弘光 (講師、 産婦人科学講座、 6163)

牧野　 健一 (助教、 産婦人科学講座、 6163)

菅原　 多恵 (助教、 産婦人科学講座、 6163)

小野寺洋平 (助教、 産婦人科学講座、 6163)

藤嶋　 明子 (助教、 産婦人科学講座、 6163)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

一般目標

産婦人科診療において、 実践的な知識を身につけるこ と ができる。

到達目標

講義の知識を臨床に応用できる。

(2-1～2-7、 3-1～3-6、 4-1～4-7、 5-1～5-4、 6-1～6-2）

4. 教科書・ 参考書

特になし

5. 成績評価の方法

チュート リ アルでの評価

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

授業に関連するキーワード

周産期医学、 婦人科腫瘍学、 生殖内分泌学
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

1
7月 1日

(月)
1-2時限

チュート
リ アル

テーマ： 産科 Dr.によるチュート リ アル方式の授業

　
　

第二病棟 5
階カンファ
ランス
ルーム

2
7月 1日

(月)
3-4時限

チュート
リ アル

テーマ： 生殖内分泌 Dr. によるチュート リ アル方式の

授業

　

　

第二病棟 5
階カンファ
ランス
ルーム

3
7月 1日

(月)
5-6時限

チュート
リ アル

テーマ： 婦人科 Dr. によるチュート リ アル方式の授業

　
　

第二病棟 5
階カンファ
ランス
ルーム

4
7月 2日

(火)
1-2時限

チュート
リ アル

テーマ： 　

　
　

第二病棟 5
階カンファ
ランス
ルーム

5
7月 2日

(火)
3-4時限

チュート
リ アル

テーマ： 　

　
　

第二病棟 5
階カンファ
ランス
ルーム

6
7月 2日

(火)
5-6時限

チュート
リ アル

テーマ： 　

　
　

第二病棟 5
階カンファ
ランス
ルーム

7
7月 3日

(水)
1-2時限

チュート
リ アル

テーマ： 　

　
　

第二病棟 5
階カンファ
ランス
ルーム

8
7月 3日

(水)
3-4時限

チュート
リ アル

テーマ： 　

　
　

第二病棟 5
階カンファ
ランス
ルーム
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学アド バンスト コース

授 業 科 目 名： 脳神経外科学 （ Update On New Technology In Clinical Neruoscience） －臨床神経科学における最新テク ノ ロジーの進歩－

対 象 学 年： 4年次選択

時間割コード ： 71604012

開 設 学 期 等： 第 13 週～ 第 13週

単 位 数： 0.5

1. 主任教員

清 水 宏 明 (教授、 脳神経外科学講座、 6140、 オフィ スアワー： 8:00-17:00)

2. 担当教員

清 水 宏 明 (教授、 脳神経外科学講座、 6140、 オフィ スアワー： 8:00-17:00)

高 橋 佑 介 (講師、 脳神経外科学講座)

小 野 隆 裕 (講師、 脳神経外科学講座)

工藤絵里奈 (助教、 脳神経外科学講座)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

臨床神経科学において、 近年 IT技術の進歩により 、 高度な先端機器が開発されている。

この実習を通して、 実際に体験し、 神経科学への興味を深める。

到達目標 (SBOs)

(1) 脳波の原理と 測定法を理解し、 システムの概略を説明できる。 (3-2～3-3， 4-1～4-3)

(2) 誘発電位の原理と 測定法を理解し、 システムの概略を説明できる。 (3-2～3-3， 4-1～4-3)

(3) 脳磁図の原理を理解し、 測定システムの概略を説明できる。 (3-2～3-3， 4-1～4-3)

(4) fMRI・ fPETの原理を理解し、 測定システムの概略を説明できる。 (3-2～3-3， 4-1～4-3)

(5) 神経機能の術中モニタリ ング法を理解し、 臨床応用について説明できる。 (3-2～3-3， 4-1～4-3)

(6) コンピューターナビゲーショ ン手術システムの原理を理解し、 臨床応用を説明できる。 (3-2～3-3， 4-1～4-3)

(7) 関連するプロフェッ ショ ナリ ズム、 医の倫理、 医療安全、 EBM、 医療法（ 医療制度） について説明できる。 (1-1～1-2，

3-3， 3-5～3-7， 4-4)

4. 教科書・ 参考書

児玉南海雄　 監修： 標準脳神経外科学 (医学書院)

太田　 富雄　 編集： 脳神経外科学 (金芳堂)

田崎　 義昭　 　 著： ベッ ド サイド の神経の診かた (南山堂)

山浦　 昌　 　 編集： 脳神経外科手術アト ラス（ 医学書院）

Albert L. Rhoton著： RHOTON Cranial anatomy and surgical approaches南江堂

宜保浩彦ら　 編集： 臨床のための脳局所解剖学

5. 成績評価の方法

実習の実施状況で評価する。

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

実習開始までに講義内容を復習してく るこ と 。

実習初日は 8:00 までに第 1 病棟 4Fカンファレンスルームに集合するこ と 。

学生の集合を待ってカンファ レンスを開始するこ と はしない。
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

1
7月 1日

(月)
1-2時限 実習

テーマ： オリ エンテーショ ン

　
工藤絵里奈

第 1病棟 4
階カンファ
レンス
ルーム

2
7月 1日

(月)
3-6時限 実習

テーマ： カンファレンス、 手術見学、 病棟実習

　

清水宏明
高橋佑介
小野隆裕

工藤絵里奈

第 1病棟 4
階カンファ
レンスルー
ム/手術室

3
7月 1日

(月)
7-8時限 講義

テーマ： 脳神経外科の実際

　
清水宏明 医局

4
7月 1日

(月)
9-10時限 全体討議

テーマ： 全体討議、 実習の内容確認、 質疑応答

　
工藤絵里奈

第 1病棟 4
階カンファ
レンス
ルーム

5
7月 2日

(火)
1-6時限 実習

テーマ： カンファレンス、 症例検討会、 手術見学

　

清水宏明
高橋佑介
小野隆裕

工藤絵里奈

第 1病棟 4
階カンファ
レンスルー
ム/手術室

6
7月 2日

(火)
7-8時限 実習

テーマ： 定位放射線治療

　
工藤絵里奈 医局

7
7月 2日

(火)
9-10時限 実習

テーマ： 顕微鏡実習、 ハンズオンセミ ナーなど

　

高橋佑介
小野隆裕

工藤絵里奈
医局

8
7月 3日

(水)
1-6時限 実習

テーマ： カンファレンス、 症例検討会、 手術見学

　

清水宏明
高橋佑介
小野隆裕

工藤絵里奈

第 1病棟 4
階カンファ
レンスルー
ム/手術室

9
7月 3日

(水)
7-8時限 実習

テーマ： 血管内治療の実際

　
高橋佑介 医局

10
7月 3日

(水)
9-10時限 全体討議

テーマ： 実習総括

　
高橋佑介 医局
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令和 6 年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学アド バンスト コース

授 業 科 目 名： 腎泌尿器科学 （ Clinical Practice of Urology）

対 象 学 年： 4 年次 選択

時間割コード ： 71604013

開 設 学 期 等： 第 13 週 ～ 第 13 週

単 位 数： 0.5

1. 主任教員

羽 渕 友 則 (教授、 腎泌尿器科学講座、 6154、 オフィ スアワー： 月～金　 8:30-17:00)

2. 担当教員

羽 渕 友 則 (教授、 腎泌尿器科学講座、 6154、 オフィ スアワー： 月～金　 8:30-17:00)

成田伸太郎 (准教授、 腎泌尿器科学講座、 6239、 オフィ スアワー： 月～金　 8:30-17:00)

齋 藤 　 満 (准教授、 血液浄化療法部、 6435、 オフィ スアワー： 月～金　 8:30-17:00)

沼 倉 一 幸 (病院准教授、 腎泌尿器科学講座、 6460、 オフィ スアワー： 月～金　 8:30-17:00)

山 本 竜 平 (助教、 腎泌尿器科学講座、 3464、 オフィ スアワー： 月～金　 8:30-17:00)

小 林 瑞 貴 (助教、 腎泌尿器科学講座、 3404、 オフィ スアワー： 月～金　 8:30-17:00)

佐 藤 博 美 (助教、 腎泌尿器科学講座、 3404、 オフィ スアワー： 月～金　 8:30-17:00)

関 根 悠 哉 (助教、 腎泌尿器科学講座、 3404、 オフィ スアワー： 月～金　 8:30-17:00)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

１ ． 目的 (GIO)

泌尿器科学の臨床における重要な疾患についての症候、 病態、 治療法に関する理解を深める 。

２ ． 到達目標 (SBOs) (3-1～3-7, 4-1～4-8, 5-1～5-5）

泌尿器科診断に必要な画像診断を実践的に理解する 。

主な泌尿器科疾患の診断と 治療に関する decision making を実践的に理解する 。

主な泌尿器科手術の基本を理解する。

主な泌尿器疾患の現在の課題を抽出し 、 科学的手法で解決策を検討する。 さ ら に見出した解決策を国内外で発信するこ と

を目標にする。

4. 教科書・ 参考書

Campbell ’ s Urology 11th ed. A lan J. Wein, et al. (eds), Saunders

ベッ ド サイ ド 泌尿器科学改訂第 4 版吉田修南江堂

講義録泌尿器科学荒井陽一, 小川修メ ジカルビュー社

腎移植のすべて高橋公太メ ジカルビュー社

5. 成績評価の方法

出席や実習態度によ り 総合的に評価する。

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

髪、 服装、 身だしなみに注意するこ と 。 サンダル履きは不可。

水曜日 13:00 に泌尿器科医局に集合。

評価は金曜日外来実習時に行う 。
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

1
7 月 3 日

(水)
5-10時限 講義

テーマ： 泌尿器科講義

泌尿器腫瘍学講義

泌尿器科手術

成田伸太郎 手術室

2
7 月 4 日

(木)
1-4時限 全体討議

テーマ： 泌尿器科カンファ ラ ンス

泌尿器科外来画像カンファ ラ ンス

泌尿器科症例カンファ ラ ンス

リ サーチカンファ ラ ンス

抄読会

成田伸太郎
泌尿器科カ
ンファ ラ ン
スルーム

3
7 月 4 日

(木)
5-10時限 講義

テーマ： 泌尿器科講義

泌尿器腫瘍学講義

泌尿器科手術

沼倉一幸 手術室

4
7 月 5 日

(金)
1-4時限 講義

テーマ： 腎代替療法・ 泌尿器科診療

腎移植、 透析療法について理解を深める

泌尿器科外来診療について理解を深める

齋藤　 満
血液浄化療
法部、 外来

5
7 月 5 日

(金)
5-10時限 演習

テーマ： 泌尿器低侵襲手術

腹腔鏡手術縫合実技

ロボッ ト 手術シミ ュレーター

齋藤　 満
シミ ュレー
ショ ンセ
ンター
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学アド バンスト コース

授 業 科 目 名： 胸部外科学 II （ Recent topics in the breast disease）

対 象 学 年： 4年次 選択

時間割コード ： 71604009

開 設 学 期 等： 第 13週 ～ 第 13 週

単 位 数： 0.5

1. 主任教員

今 井 一 博 (准教授、 胸部外科学講座、 6132)

2. 担当教員

今 井 一 博 (准教授、 胸部外科学講座、 6132)

寺田かおり (講師、 乳腺・ 内分泌外科、 6132)

高橋絵梨子 (助教、 乳腺・ 内分泌外科、 6132)

山 口 歩 子 (医員、 乳腺・ 内分泌外科、 6132)

今野ひかり (医員、 乳腺・ 内分泌外科、 6132)

陰 地 真 晃 (医員、 乳腺・ 内分泌外科、 6132)

伊 藤 亜 樹 (非常勤講師、 秋田赤十字病院　 乳腺外科、 6132)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

乳腺疾患ならびに最近のト ピッ ク スについて知識を深める。

4. 教科書・ 参考書

標準外科学（ 医学書院） など、 その他

5. 成績評価の方法

出席状況、 学習態度、 レポート 等で評価します。

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

初日のオリ エンテーショ ン時に授業の予定を通知します。

3年次必修講義「 乳房」 の資料（ プリ ント 、 ハンド アウト ） を再読してく ださい。

1
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

1
7月 3日

(水)
5-6時限 演習

テーマ： オリ エンテーショ ン

　
寺田かおり

臨床棟 3F
外科カン
ファレンス
ルーム

2
7月 3日

(水)
7-8時限 講義

テーマ： 乳腺の解剖、 生理、 乳腺の画像診断、 検査

1) 乳房の解剖、 腋窩の解剖 (神経・ 血管・ 筋・ 胸壁)を
説明できる。

2） 検査と 診断の基本を復習し、 画像診断について概

説できる。

高橋絵梨子
山口歩子

今野ひかり
陰地真晃

臨床棟 3F
外科カン
ファレンス
ルーム

3
7月 3日

(水)
9-10時限 講義

テーマ： 乳腺疾患

到達・ 学修目標： 乳腺の良性疾患の診断から治療まで、

基礎的知識を習得する。

高橋絵梨子
山口歩子

今野ひかり
陰地真晃

臨床棟 3F
外科カン
ファレンス
ルーム

4
7月 4日

(木)
1-4時限 実習

テーマ： 外来、 病棟見学

実際の診療や病棟回診など実地臨床に参加するこ と

で、 乳腺外科の役割や特性を理解できる。

今野ひかり
陰地真晃

臨床棟 3F
外科カン
ファレンス
ルーム

5
7月 4日

(木)
5-8時限 演習

テーマ： 縫合実習

手術器具と人工皮膚を用いて、実際に縫合を体験する。
今野ひかり
陰地真晃

臨床棟 3F
外科カン
ファレンス
ルーム

6
7月 4日

(木)
9-10時限 実習

テーマ： 秋田赤十字乳腺疾患病院の乳癌診療について

到達目標： 乳腺診療の流れを理解できる。

学修目標： 秋田赤十字病院における乳癌診療の実際を

学び、 考えるこ と ができる。

伊藤亜樹

臨床棟 3F
外科カン
ファレンス
ルーム

7
7月 5日

(金)
1-6時限 講義

テーマ： 手術、 病棟見学

　

高橋絵梨子
山口歩子

今野ひかり
陰地真晃

臨床棟 3F
外科カン
ファレンス
ルーム

8
7月 5日

(金)
7-8時限 講義

テーマ： 乳癌の治療、 乳腺診療の最近のト ピッ ク ス

到達・ 学修目標： 乳癌の診断と 治療法を学び、 手術適

応と その手術法をあげるこ と ができる。

寺田かおり

臨床棟 3F
外科カン
ファレンス
ルーム

9
7月 5日

(金)
9-10時限 講義

テーマ： 総括

　
寺田かおり

臨床棟 3F
外科カン
ファレンス
ルーム
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学アド バンスト コース

授 業 科 目 名： 皮膚科学・ 形成外科学 （ Dermatology・ Plastic surgery） －皮膚科治療学の基本－

対 象 学 年： 4年次 選択

時間割コード ： 71594004

開 設 学 期 等： 第 13週

単 位 数： 0.5

1. 主任教員

河野　 通浩 (教授、 皮膚科学・ 形成外科学講座、 6153、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

2. 担当教員

河野　 通浩 (教授、 皮膚科学・ 形成外科学講座、 6153、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

野口　 奈津子 (助教、 皮膚科学・ 形成外科学講座、 6153、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

加藤　 真紀 (助教、 皮膚科学・ 形成外科学講座、 6153、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

山川　 岳洋 (助教、 皮膚科学・ 形成外科学講座、 6153、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

能 登 　 舞 (助教、 皮膚科学・ 形成外科学講座、 6153、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

豊島　 あ や (助教、 皮膚科学・ 形成外科学講座、 6153、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

（ １ ） 皮膚科にはどう いった疾患があるか、 皮膚科全般の臨床現場を経験する。【 ４ －２ ）、 ４ －６ ）】

（ ２ ） 皮膚科医の役割についてのオリ エンテーショ ンを行い、 理解した上で、 外来・ 病棟・ 手術業務を見学する。【 ４ －

２ ）、 ４ －６ ）】

（ ３ ）（ １ ） ～（ ２ ） を経験しながら 、 EBM， 医の倫理， 医療安全についても学ぶ。【 １ －１ ）、 ３ －５ ）、 ４ －４ ）】

4. 教科書・ 参考書

・ シンプル皮膚科学（ 眞鍋求/梅林芳弘， 南江堂）

・ あたらしい皮膚科学（ 清水 宏， 中山書店）

・ 皮膚外科学（ 日本皮膚外科学会）

5. 成績評価の方法

講義：「 出席」

実習：「 態度、 出席」

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

皮膚科にはどう いった疾患があるか、 また皮膚科医の役割について予習してく るこ と 。

担当教員の予定により 、 若干変更する場合がある。

1

－ 388 －



講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

1
7月 3日

(水)
5-6時限 自主学習

テーマ： 　

　
　

2
7月 3日

(水)
7-8時限 自主学習

テーマ： 　

　
　

3
7月 3日

(水)
9-10時限 自主学習

テーマ： 　

　
　

4
7月 4日

(木)
1-2時限 実習

テーマ： オリ エンテーショ ン

１ ． 皮膚科にはどう いった疾患があるか【 ３ －１ ）、

３ －２ ）】

２ ． 開業医院-総合病院-大学病院での連携がどう なっ

ているか【 ４ －８ ）】

３ ． 大学病院皮膚科で行っている治療について【 ３

－１ ）】

山川　 岳洋
皮膚科外来
カンファ ラ
ンスルーム

5
7月 4日

(木)
3-4時限 実習

テーマ： 外科的治療

手術着に着替え、中央手術室にて手術を見学する。【 ４

－２ ）、 ４ －６ ）、 ４ －７ ）】

能登　 舞 中央手術室

6
7月 4日

(木)
5-6時限 実習

テーマ： 外用療法

皮膚科ではステロイド 外用薬、 抗真菌外用薬、 抗潰瘍

外用薬など、 様々な外用薬を使う ので、 その使い方に

ついて学ぶ。【 ３ －２ ）】

豊島　 あや
皮膚科外来
カンファ ラ
ンスルーム

7
7月 4日

(木)
7-8時限 実習

テーマ： 外用療法

皮膚科ではステロイド 外用薬、 抗真菌外用薬、 抗潰瘍

外用薬など、 様々な外用薬を使う ので、 その使い方に

ついて学ぶ。【 ３ －２ ）】

豊島　 あや
皮膚科外来
カンファ ラ
ンスルーム

8
7月 4日

(木)
9-10時限 実習

テーマ： 外用療法

皮膚科ではステロイド 外用薬、 抗真菌外用薬、 抗潰瘍

外用薬など、 様々な外用薬を使う ので、 その使い方に

ついて学ぶ。【 ３ －２ ）】

豊島　 あや
皮膚科外来
カンファ ラ
ンスルーム

9
7月 5日

(金)
1-2時限 講義

テーマ： 皮膚科外来診療

皮膚科外来担当医について、 様々な皮膚疾患に対する

診療を見学する。【 ４ －２ ）】

山川　 岳洋 皮膚科外来

10
7月 5日

(金)
3-4時限 講義

テーマ： 皮膚科外来診療

皮膚科外来担当医について、 様々な皮膚疾患に対する

診療を見学する。【 ４ －２ ）】

山川　 岳洋 皮膚科外来

11
7月 5日

(金)
5-6時限 講義

テーマ： 皮膚腫瘍

代表的な皮膚腫瘍と その治療について。【 ３ －１ ） 、

３ －２ ）】

加藤　 真紀
皮膚科外来
カンファ ラ
ンスルーム

12
7月 5日

(金)
7-8時限 講義

テーマ： 皮膚腫瘍

代表的な皮膚腫瘍と その治療を学ぶ。【 ３ －１ ） 、 ３

－２ ）】

加藤　 真紀
皮膚科外来
カンファ ラ
ンスルーム

13
7月 5日

(金)
9-10時限 講義

テーマ： 総括

本実習のまと めを行う 。【 ４ －５ ）】
加藤　 真紀 皮膚科医局
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学アド バンスト コース

授 業 科 目 名： 耳鼻咽喉科・ 頭頸部外科学 （ Advanced Course in Rhinology and Head and Neck,Otology）

対 象 学 年： 4年次 選択

時間割コード ： 71604010

開 設 学 期 等： 第 13週

単 位 数： 0.5

1. 主任教員

山田武千代 (教授、 耳鼻咽喉科・ 頭頸部外科学、 6168)

2. 担当教員

山田武千代 (教授、 耳鼻咽喉科・ 頭頸部外科学、 6168)

鈴 木 真 輔 (准教授、 耳鼻咽喉科・ 頭頸部外科学、 6169)

川 嵜 洋 平 (講師、 耳鼻咽喉科・ 頭頸部外科学、 6171)

小 泉 　 洸 (助教、 耳鼻咽喉科・ 頭頸部外科学、 6171)

椎 名 和 弘 (助教、 耳鼻咽喉科・ 頭頸部外科学、 6171)

鈴 木 仁 美 (助教、 耳鼻咽喉科・ 頭頸部外科学、 6171)

山 田 俊 樹 (助教、 耳鼻咽喉科・ 頭頸部外科学、 6171)

宮 部 　 結 (助教、 耳鼻咽喉科・ 頭頸部外科学、 6171)

高 橋 　 辰 (非常勤講師、 高橋耳鼻咽喉科眼科ク リ ニッ ク、 6171)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

1. アレルギー性鼻炎、 鼻・ 副鼻腔、 喉頭、 頭頸部疾患の病態・ 治療に関する知識を深める。（ 3-1,2,3,5,6）（ 4-2,3,4,5,6）

1） 花粉症と アレルギー性鼻炎、 内視鏡下鼻内副鼻腔手術に必要な鼻・ 副鼻腔解剖を理　 解する。

2） 内視鏡を含めた耳鼻咽喉科診察。

3） 音声障害の病態と 治療法を理解する。

4） 頭頸部腫瘍の病態と 治療法の知識を深める。

2.難聴および前庭障害の病態を理解すると と もに、 障害のもたらす社会的影響を把握し、 いろいろな対 応策について説明

できる。

（ 3-1,2,3,5,6）（ 4-2,3,4,5,6）

1) 側頭骨解剖を理解する。

2) 耳疾患の検査法と その特徴について説明できる。

3) 難聴への対応を説明できる。

4) 難聴の遺伝子異常について説明できる。

5) 前庭障害の診断と 対応を理解する。

4. 教科書・ 参考書

新図説耳鼻咽喉科・ 頭頸部外科講座

耳鼻咽喉科頭頸部手術アト ラス

新耳鼻咽喉科学（ 南山堂）

めまい　 改定第 2版　 Thomas Brandt著　 診断と 治療社 2003

きこえと 遺伝子 (改訂第 2版): 難聴の遺伝子診断と その社会的貢献（ 金原出版）

よく わかる聴覚障害　 難聴と 耳鳴のすべて（ 永井書店）
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5. 成績評価の方法

態度、 口頭試問、 自己評価的テスト 、 出席

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

耳鼻咽喉科・ 頭頸部外科学は今や国民病と 云われる花粉症、 2人に 1人と なったアレルギー性鼻炎、 国民の 20～30％が難聴。 ま

た頻度の高い咽頭喉頭頸部などの癌を広く 扱う 科です。 また気道（ 上・ 下と も ） を扱う ため救命にも重要な役割を担っています。

加えて脳神経すべてを扱う ため、 人生の幸福やＱＯＬ と 深く 関係しており 学問的にも、 解剖学、 生理学、 生化学、 癌研究、 薬理

学、 統計学が重要です。 実際の臨床を想定して予習と 復習を行う こ と により 医学への興味が増強します。 2週間必要な実習が 3

日間に短縮されました。 予習復習で補ってく ださい。
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

1
7月 1日

(月)
1-2時限 講義

テーマ： 頭頸部腫瘍と 内視鏡手術

頭頸部腫瘍の病態と 治療法の知識を深める。

内視鏡を含めた耳鼻咽喉科診察。

（ 3-1,2,3,5,6）（ 4-2,3,4,5,6）

川嵜洋平
臨床棟 2階
カンファレ

ンス室

2
7月 1日

(月)
3-4時限 講義

テーマ： アレルギー性鼻炎、 鼻副鼻腔疾患、 内視鏡下

鼻副鼻腔手術

花粉症と アレルギー性鼻炎、内視鏡下鼻内副鼻腔手術

に必要な鼻・ 副鼻腔解剖を理解する。

内視鏡を含めた耳鼻咽喉科診察。

（ 3-1,2,3,5,6）（ 4-2,3,4,5,6）

山田武千代
臨床棟 2階
カンファレ

ンス室

3
7月 1日

(月)
5-6時限 講義

テーマ： 耳科学総論、 各論

側頭骨解剖を理解する。

耳疾患の検査法と その特徴について説明できる。

難聴への対応を説明できる。

難聴の遺伝子異常について説明できる。

（ 3-1,2,3,5,6）（ 4-2,3,4,5,6）

山田武千代
臨床棟 2階
カンファレ

ンス室

4
7月 1日

(月)
7-8時限 講義

テーマ： 頭頸部腫瘍、 顔面外傷

頭頸部腫瘍の病態と 治療法の知識を深める。

（ 3-1,2,3,5,6）（ 4-2,3,4,5,6）
鈴木真輔

臨床棟 2階
カンファレ

ンス室

5
7月 1日

(月)
9-10時限 講義

テーマ： 唾液腺疾患の診断と 治療

頭頸部腫瘍の病態と 治療法の知識を深める。

（ 3-1,2,3,5,6）（ 4-2,3,4,5,6）
山田俊樹

臨床棟 2階
カンファレ

ンス室

6
7月 2日

(火)
1-2時限 講義

テーマ： 前庭検査

前庭障害の診断と 対応を理解する。

（ 3-1,2,3,5,6）（ 4-2,3,4,5,6）
小泉　 洸

臨床棟 2階
カンファレ

ンス室

7
7月 2日

(火)
3-4時限 講義

テーマ： めまいの代表的疾患

前庭障害の診断と 対応を理解する。

（ 3-1,2,3,5,6）
鈴木仁美

臨床棟 2階
カンファレ

ンス室

8
7月 2日

(火)
5-6時限 講義

テーマ： 気道疾患と 睡眠時無呼吸について学ぶ。

　
宮部　 結

臨床棟 2階
カンファレ

ンス室

9
7月 2日

(火)
7-8時限 講義

テーマ： 遺伝子異常と 難聴

難聴の遺伝子異常について説明できる。

（ 3-1,2,3,5,6）（ 4-2,3,4,5,6）
椎名和弘

臨床棟 2階
カンファレ

ンス室

10
7月 2日

(火)
9-10時限 講義

テーマ： 難聴と その対応

耳疾患の検査法と その特徴について説明できる。

難聴への対応を説明できる。

（ 3-1,2,3,5,6）（ 4-2,3,4,5,6）

高橋　 辰
臨床棟 2階
カンファレ

ンス室

11
7月 3日

(水)
1-2時限 講義

テーマ： 音声障害

音声障害の病態と 治療法を理解する。

（ 3-1,2,3,5,6）（ 4-2,3,4,5,6）
鈴木真輔

臨床棟 2階
カンファレ

ンス室

12
7月 3日

(水)
3-4時限 形成評価

テーマ： 形成評価を行う 。

　
鈴木真輔

臨床棟 2階
カンファレ

ンス室
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学アド バンスト コース

授 業 科 目 名： 小児外科学 （ pediatric surgery）

対 象 学 年： 4年次 選択

時間割コード ： 71604011

開 設 学 期 等： 第 13週 ～ 第 13 週

単 位 数： 0.5

1. 主任教員

水 野 　 大 (病院教授、 小児外科学講座、 3447、 オフィ スアワー： 水曜日 15時～16時)

2. 担当教員

水 野 　 大 (病院教授、 小児外科学講座、 3447、 オフィ スアワー： 水曜日 15時～16時)

森井真也子 (医学部講師、 小児外科学講座、 6141、 オフィ スアワー： 火曜日 15時～16 時)

渡 部 　 亮 (助教、 小児外科学講座、 6142、 オフィ スアワー： 火曜日 15時～16 時)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

授業の狙い

臨床現場で必要と なる小児外科疾患の病態を習得して診察を実践していく ために、 症例カンファ ランスを通して小児呼吸

器外科疾患、 消化器外科疾患、 肝胆道疾患、 悪性固形腫瘍について、 基礎医学で学ぶ人体発生学、 解剖学と 関連付けなが

ら 、 疾病の発生過程を理解すると と もにこ れら疾患について診断、 治療法を理解する。

また、 関連するプロフェッ ショ ナリ ズム、 倫理、 医療行動科学、 医療安全、 医療法（ 制度）、 EBM について学ぶ。（ 1-1～

1-2、 2-3～2-7、 3-1～3-7、 4-1～4-4、 6-1～6-2）

概要

1. 医師の職責を十分に自覚するこ と ができる

2. 自分の役割を理解し、 班員と 友好な関係性を築き、 協力して実習を進めるこ と ができる。

3. 班員と の対話や口頭試問において、 相手の話をよく 聞き、 問題点を把握するこ と ができる。

4. 班員と の対話や口頭試問において、 話す相手に内容をわかり やすく 説明するこ と ができる。

5. 消化・ 呼吸器系各器官の形成過程を概説できる

6. 染色体異常による疾患の中で主なものを挙げ、 概説できる。

7. 臓器不全を説明できる。

8. 癌の原因や遺伝子変化を説明できる。

9. 癌の診断と 治療を概説できる。

10. 肺循環と 体循環の違いを説明できる。

11. 胃食道逆流症と 逆流性食道炎の病態生理、 症候と 診断を説明できる。

12. 肥厚性幽門狭窄症を概説できる。

13. 急性虫垂炎の症候、 診断と 治療を説明できる。

14. 大腸の主な先天性疾患を概説できる。

15. 腸重積症を概説できる。

16. 先天性胆道拡張症と 膵・ 胆管合流異常症を概説できる。

17. ヘルニアの概念、 病態と 好発部位を説明できる。

18. 鼠径部ヘルニアの病院、 病態、 診断と 治療を説明できる。

19. 体液の量と 組成・ 浸透圧を小児と 成人を区別して説明できる。

20. 神経芽腫を概説し、 小児腹部固形腫瘍と の鑑別店を説明できる。

21. 腫瘍の集学的治療を概説できる。

22. 胎児の循環・ 呼吸の生理学的特徴と 出生時の変化を説明できる。

23. 主な先天性疾患を列挙できる。
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24. 新生児の生理的特徴を説明できる。

25. 新生児黄疸の鑑別と 治療を説明できる。

26. 新生児の呼吸障害の病因を列挙できる。

27. 低出生体重児固有の疾患を概説できる。

28. 乳幼児の生理機能の発達を説明できる。

29. 小児の診断法と 治療法における特徴を概説できる。

30. 本領域が関連するプロフェッ ショ ナリ ズム、 医の倫理、 医療安全、 医療法（ 制度）、 EBM について説明、 実践できる。

4. 教科書・ 参考書

標準小児外科学（ 医学書院）

スタンダード 小児外科手術（ メ ジカルビュー）

スタンダード 小児内視鏡外科手術（ メ ジカルビュー）

5. 成績評価の方法

態度、 口頭試問（ 実習中随時行われる質疑応答）、 CC-EPOC入力状況、 ミ ニ CEX、 レポート 、 出席で総合評価する。

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

基礎医学で学ぶ人体発生学、 解剖学、 生理学を復習しておく こ と 。

3年時に講義した成長と 発達を復習しておく こ と 。
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

1
7月 1日

(月)
1-2時限 全体討議

テーマ： 小児外科症例カンファレンス１

新生児呼吸器外科疾患について症例カンファランス形

式で学習する。

提示された疾患が関わる臓器の正常発生、構造につい

て概説できる。

提示された疾患の発生、 病態、 症状、 診断、 治療につ

いて概説できる。

水野　 大

臨床研究棟
3階　 外科
カンファ レ
ンスルーム

2
7月 1日

(月)
3-4時限 全体討議

テーマ： 小児外科症例カンファレンス 2
新生児消化器外科疾患について症例カンファランス形

式で学習する。

提示された疾患が関わる臓器の正常発生、構造につい

て概説できる。

提示された疾患の発生、 病態、 症状、 診断、 治療につ

いて概説できる。

森井真也子

臨床研究棟
3階　 外科
カンファ レ
ンスルーム

3
7月 1日

(月)
5-6時限 全体討議

テーマ： 小児外科症例カンファレンス３

新生児消化器外科疾患について症例カンファランス形

式で学習する。

提示された疾患が関わる臓器の正常発生、構造につい

て概説できる。

提示された疾患の発生、 病態、 症状、 診断、 治療につ

いて概説できる。

水野　 大

臨床研究棟
3階　 外科
カンファ レ
ンスルーム

4
7月 1日

(月)
7-8時限 全体討議

テーマ： 小児外科症例カンファレンス 4
新生児消化器外科疾患について症例カンファランス形

式で学習する。

提示された疾患が関わる臓器の正常発生、構造につい

て概説できる。

提示された疾患の発生、 病態、 症状、 診断、 治療につ

いて概説できる。

渡部　 亮

臨床研究棟
3階　 外科
カンファ レ
ンスルーム

5
7月 2日

(火)
1-2時限 全体討議

テーマ： 小児外科症例カンファレンス 5
新生児腹壁異常疾患について症例カンファランス形式

で学習する。

提示された疾患が関わる臓器の正常発生、構造につい

て概説できる。

提示された疾患の発生、 病態、 症状、 診断、 治療につ

いて概説できる。

水野　 大

臨床研究棟
3階　 外科
カンファ レ
ンスルーム

6
7月 2日

(火)
3-4時限 全体討議

テーマ： 小児外科症例カンファレンス 6
小児悪性固形腫瘍疾患について症例カンファランス形

式で学習する。

提示された疾患が関わる臓器の正常発生について概説

できる。

提示された疾患の発生、 病態、 症状、 診断、 治療につ

いて概説できる。

渡部　 亮

臨床研究棟
3階　 外科
カンファ レ
ンスルーム

7
7月 2日

(火)
5-6時限 全体討議

テーマ： 小児外科症例カンファレンス 7
小児胆道外科疾患について症例カンファランス形式で

学習する。

提示された疾患が関わる臓器の正常発生、構造につい

て概説できる。

提示された疾患の発生、 病態、 症状、 診断、 治療につ

いて概説できる。

森井真也子

臨床研究棟
3階　 外科
カンファ レ
ンスルーム
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学アド バンスト コース

授 業 科 目 名： 総合診療・ 検査診断学 （ Clinical Reasoning and Laboratory Medicine） －感染・ 免疫アレルギー・ 総合診療アド バンスト ・ コース－

対 象 学 年： 4年次選択

時間割コード ： 71594005

開 設 学 期 等： 第 13 週

単 位 数： 0.5

1. 主任教員

植 木 重 治 (教授、 総合診療・ 検査診断学講座、 6209、 オフィ スアワー： 8： 30～17： 00)

2. 担当教員

植 木 重 治 (教授、 総合診療・ 検査診断学講座、 6209、 オフィ スアワー： 8： 30～17： 00)

嵯 峨 知 生 (病院教授、 附属病院感染制御部、 6248、 オフィ スアワー： 8： 30～17： 00)

守 時 由 起 (准教授、 総合診療・ 検査診断学講座、 6209、 オフィ スアワー： 8： 30～17： 00)

嵯峨亜希子 (助教、 総合診療・ 検査診断学講座、 6209、 オフィ スアワー： 8： 30～17： 00)

藤 岡 優 樹 (助教、 附属病院中央検査部、 6209、 オフィ スアワー： 8： 30～17： 00)

引 地 悠 (医員、 附属病院総合診療部、 6209、 オフィ スアワー： 8： 30～15： 00)

長 谷 川 諒 (医員、 附属病院総合診療部、 6209、 オフィ スアワー： 8： 30～17： 00)

高 橋 琴 乃 (医員、 男鹿なまはげ地域医療・ 総合診療連携講座、 6428、 オフィ スアワー： 8： 30～17： 00)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

主訴と 病歴および患者背景から臨床的問題点を抽出し、 可能性のある疾患・ 病態を列挙でき、 適切な臨床検査を選択でき

る。 (3-2～3-3, 4-1～4-2)

さ らに、 本領域が関連するプロフェッ ショ ナリ ズム、 医の倫理、 医療安全、 医療法（ 制度） , EBM について説明・ 実践で

きる。 (1-1～1-2, 3-3, 3-5, 3-7, 4-4)

4. 教科書・ 参考書

5. 成績評価の方法

出席、 発表および課題提出

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

受入予定人数： 6 名

診断学、 検査学、 一般内科を予習しておく と よい。

1
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

1
7月 1日

(月)
1-2時限

グループ
学習

テーマ： オリ エンテーショ ン

　
植木重治

南臨床研究
棟４ F

2
7月 1日

(月)
3-4時限

グループ
学習

テーマ： ケース・ スタディ １

　
植木重治

中央検査部
カンファ
ランス室

3
7月 1日

(月)
5-6時限 実習

テーマ： 総合診療

　
植木重治

南臨床研究
棟４ F

4
7月 1日

(月)
7-8時限

グループ
学習

テーマ： ケース・ スタディ ２

　
守時由起

中央検査部
カンファ
ランス室

5
7月 1日

(月)
9-10時限

グループ
学習

テーマ： ケース・ スタディ 3
　

長谷川諒
中央検査部
カンファ
ランス室

6
7月 2日

(火)
1-2時限

グループ
学習

テーマ： ケーススタディ 4
　

引地悠
中央検査部
カンファ
ランス室

7
7月 2日

(火)
3-4時限

グループ
学習

テーマ： ケース・ スタディ 5
　

高橋琴乃
中央検査部
カンファ
ランス室

8
7月 2日

(火)
5-6時限

グループ
学習

テーマ： ケース・ スタディ 6
　

嵯峨亜希子
中央検査部
カンファ
ランス室

9
7月 2日

(火)
7-8時限

グループ
学習

テーマ： ケース・ スタディ 7
　

嵯峨知生
中央検査部
カンファ
ランス室

10
7月 2日

(火)
9-10時限 自主学習

テーマ： プレゼンテーショ ン 準備

　
藤岡優樹

中央検査部
カンファ
ランス室

11
7月 3日

(水)
1-2時限

グループ
学習

テーマ： ポート フォリ オ

　
植木重治

中央検査部
カンファ
ランス室

12
7月 3日

(水)
3-4時限 全体討議

テーマ： フィ ード バッ ク

　
植木重治

南臨床研究
棟 4F

2
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学アド バンスト コース

授業 科 目 名： 麻酔・ 蘇生・ 疼痛管理学　 心肺脳蘇生セミ ナー （ Anesthesia and Intensive Care Medicine）

対 象 学 年： 4年次 選択

時間割コード ： 71594006

開設 学 期 等： 第 13週 ～ 第 13 週

単 位 数： 0.5

1. 主任教員

新山　 幸俊 (教授、 麻酔・ 蘇生・ 疼痛管理学講座、 6172、 オフィ スアワー： 8:30 -17:00)

2. 担当教員

新山　 幸俊 (教授、 麻酔・ 蘇生・ 疼痛管理学講座、 6172、 オフィ スアワー： 8:30 -17:00)

木村　 　 哲 (病院准教授、 医療安全管理部、 6173、 オフィ スアワー： 8:30 -17:00)

根本　 　 晃 (講師、 麻酔・ 蘇生・ 疼痛管理学講座、 6175、 オフィ スアワー： 8:30 -17:00)

今野　 俊宏 (医員、 麻酔・ 蘇生・ 疼痛管理学講座、 6175、 オフィ スアワー： 8:30 -17:00)

鵜沼　 　 篤 (医員、 麻酔・ 蘇生・ 疼痛管理学講座、 6175、 オフィ スアワー： 8:30 -17:00)

石野　 寛和 (医員、 麻酔・ 蘇生・ 疼痛管理学講座、 6175、 オフィ スアワー： 8:30 -17:00)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

ねらい： 全身麻酔、 局所麻酔の基本を学ぶ。 麻酔管理に必要な知識、 技術は広く 医療全般に有用であるこ と を理解し、 生

涯にわたり 自己研鑽を続ける意欲と 態度を獲得する。

概要： 以下の項目を習得するこ と を目標と する．

1. 高齢者の周術期管理について概説できる． (3-1～3-4, 4-1～4-4)

2. 脳死の定義と 脳死判定を概説できる． (1-1～1-2, 3-1～3-4, 4-1～4-4)

3. 新しい教育システムについて学ぶ． (6-1～6-2)

4. 術後疼痛管理について概説できる． (3-1～3-4, 4-1～4-4)

5. ペインク リ ニッ クにおける最近の話題について学ぶ． (3-1～3-4, 4-1～4-4,)

6. 麻酔科領域における基礎研究について学ぶ． (4-4, 5-1～5-5)

7. 麻酔科若手医師の業務について学ぶ． (3-1～3-4, 4-1～4-4)

8. 硬膜外麻酔と 動脈穿刺の手技について学ぶ． (3-1～3-3， 4-1～4-3, 4-6)

9. 麻酔と 麻酔科関連領域について概説できる． (3-7)

10. 最近の麻酔および周術期管理に関するエビデンスやガイド ラインについて概説できる． (3-3， 4-3)

11. 関連するプロフェッ ショ ナリ ズムを学ぶ． (2-1～2-8)

4. 教科書・ 参考書

臨床麻酔科学書（ 中山書店）

標準麻酔科学第 7版（ 医学書院）

Miller ’ s Anesthesia 9th edition（ Elsevier）

5. 成績評価の方法

統一試験， 客観試験， レポート ， 出席など

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

1. 事前に授業内容を教科書で予習し， 授業後には理解できなかった点を復習してく ださい．

2. 疑問点はいつでも担当教員に質問してく ださい．
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

1
7月 3日

(水)
5-6時限 講義

テーマ： オリ エンテーショ ン

学修目標

1. 麻酔と 麻酔科関連領域について概説できる． (3-7)
新山　 幸俊

総合研究棟
4講義室

2
7月 3日

(水)
7-8時限 講義

テーマ： 高齢者の周術期管理

学修目標

1. 高齢者の周術期管理について概説できる． (3-1～
3-4, 4-1～4-4)

新山　 幸俊
総合研究棟
4講義室

3
7月 3日

(水)
9-10時限 講義

テーマ： 脳死と 脳死判定

学修目標

1.脳死の定義と 脳死判定を概説できる． (1-1～1-2, 3-1
～3-4, 4-1～4-4)

木村　 　 哲
総合研究棟
4講義室

4
7月 4日

(木)
1-2時限 講義

テーマ： ペインク リ ニッ ク 【 各論】

学修目標

1. ペインク リ ニッ ク における最近の話題について学

ぶ． (3-1～3-4, 4-1～4-4 )

根本　 　 晃
総合研究棟
5講義室

5
7月 4日

(木)
3-4時限 講義

テーマ： 麻酔科領域における基礎研究

学修目標

1. 麻酔科領域における基礎研究について学ぶ． (4-4,
5-1～5-5)

根本　 　 晃
総合研究棟
5講義室

6
7月 4日

(木)
5-6時限 講義

テーマ： 術後疼痛管理

学修目標

1. 術後疼痛管理について概説できる． (3-1～3-4, 4-1
～4-4)

今野　 俊宏
総合研究棟
5講義室

7
7月 4日

(木)
7-8時限 講義

テーマ： 若手麻酔科医のキャリ ア

学修目標

1.麻酔科若手医師の業務について学ぶ． (3-1～3-4, 4-1
～4-4)

石野　 寛和
総合研究棟
5講義室

8
7月 4日

(木)
9-10時限 自主学習

テーマ： 論文抄読

学修目標

1. 過去のエポッ ク メ イキングな論文を読み， グルー

プ討議を経た後， 解説を受けて麻酔に関する理解を深

める． (3-1～3-4, 4-1～4-4)

新山　 幸俊
総合研究棟
5講義室

9
7月 5日

(金)
1-2時限 講義

テーマ： 新しい教育システム

学修目標

1. われわれが導入を検討している新しい教育システ

ムについて学ぶ． (6-1～6-2)

鵜沼　 　 篤
総合研究棟
5講義室

10
7月 5日

(金)
3-4時限 講義

テーマ： 新しい教育システム～生成 AI と 麻酔科教育

～

学修目標

1. われわれが導入を検討している新しい教育システ

ムについて学ぶ． (6-1～6-2)

鵜沼　 　 篤
総合研究棟
5講義室

11
7月 5日

(金)
5-6時限 実習

テーマ： 新しい教育システム～VRを用いた教育シミ ュ

レーショ ン～

学修目標

1. われわれが導入を検討している新しい教育システ

ムについて学ぶ． (6-1～6-2)

新山　 幸俊

シミ ュレー
ショ ン教育
センター
2F　 基礎
手技室
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

12
7月 5日

(金)
7-8時限 実習

テーマ： 実技～硬膜外麻酔と 動脈穿刺

学修目標

1硬膜外麻酔と 動脈穿刺の手技について学ぶ． (3-1～
3-3， 4-1～4-3, 4-6)

新山　 幸俊

シミ ュレー
ショ ン教育
センター
2F　 基礎
手技室

13
7月 5日

(金)
9-10時限 講義

テーマ： 総括

学修目標

1. 麻酔科関連領域について概説できる． (3-7)
新山　 幸俊

シミ ュレー
ショ ン教育
センター
2F　 基礎
手技室

3
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学アド バンスト コース

授 業 科 目 名： 血液・ 腎臓・ 膠原病内科学 （ Hematology, Nephrology, and Rheumatology）

対 象 学 年： 4年次 選択

時間割コード ： 71594001

開 設 学 期 等： 第 13週 ～第 13週

単 位 数： 0.5

1. 主任教員

高 橋 直 人 (教授、 血液・ 腎臓・ 膠原病内科学講座 (第三内科)、 6111、 オフィ スアワー： 8:30-17:00)

2. 担当教員

高 橋 直 人 (教授、 血液・ 腎臓・ 膠原病内科学講座 (第三内科)、 6111、 オフィ スアワー： 8:30-17:00)

奈 良 美 保 (講師、 輸血細胞治療・ 移植再生医療センター、 6313、 オフィ スアワー： 8:30-17:00)

池 田 　 翔 (講師、 血液・ 腎臓・ 膠原病内科学講座 (第三内科)、 6116、 オフィ スアワー： 8:30-17:00)

北 舘 明 宏 (講師、 血液・ 腎臓・ 膠原病内科学講座 (第三内科)、 6116、 オフィ スアワー： 8:30-17:00)

山 下 鷹 也 (助教、 血液・ 腎臓・ 膠原病内科学講座 (第三内科)、 6116、 オフィ スアワー： 8:30-17:00)

小林五十鈴 (特任助教、 総合臨床教育研修センター、 6116、 オフィ スアワー： 8:30-17:00)

齋 藤 雅 也 (助教、 臨床研究支援センター、 6116、 オフィ スアワー： 8:30-17:00)

阿 部 史 人 (助教、 血液・ 腎臓・ 膠原病内科学講座 (第三内科)、 6116、 オフィ スアワー： 8:30-17:00)

齋 藤 綾 乃 (助教、 血液・ 腎臓・ 膠原病内科学講座 (第三内科)、 6116、 オフィ スアワー： 8:30-17:00)

金 澤 達 郎 (医員、 血液・ 腎臓・ 膠原病内科学講座 (第三内科)、 6116、 オフィ スアワー： 8:30-17:00)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

血液疾患、 腎臓疾患、 および膠原病における主要症候を理解し、 症候から診断へ結びつけられる基礎的能力を習得する。

（ 3-1～3-4）

ク リ ニカルク ラークシッ プに向けて、 臨床的な思考能力を習得する。（ 4-1， 5-1～5-5）

4. 教科書・ 参考書

１ ） ハリ ソ ン内科学

２ ） 朝倉内科学

３ ） 症状から診る内科疾患、 メ ジカルビュー社

5. 成績評価の方法

統一試験、 形成試験、 出席

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

授業で使用するスライド はすべて授業開始前に WebClassに upload します。 予習復習を行って下さ い。

このコースを通じて、 血液、 腎臓、 膠原病のもっと 深い部分を感じていただけると 思います。 この内容は、 担当者が変更

になるこ と があり ます。

（ 定員: 20名）
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

1
7月 1日

(月)
1-2時限 講義

テーマ： オリ エンテーショ ン

　
高橋直人

基礎棟 1階
第一会議室

2
7月 1日

(月)
3-4時限 講義

テーマ： ケーススタディ

骨髄腫
池田　 翔

基礎棟 1階
第一会議室

3
7月 1日

(月)
5-6時限 講義

テーマ： ケーススタディ

貧血
小林五十鈴

基礎棟 1階
第一会議室

4
7月 1日

(月)
7-8時限 講義

テーマ： ケーススタディ

白血病/移植
山下鷹也

基礎棟 1階
第一会議室

5
7月 1日

(月)
9-10時限 講義

テーマ： ケーススタディ

出血/凝固疾患
奈良美保

基礎棟 1階
第一会議室

6
7月 2日

(火)
1-2時限 講義

テーマ： ケーススタディ

膠原病
阿部史人

基礎棟 1階
第一会議室

7
7月 2日

(火)
3-4時限 講義

テーマ： ケーススタディ

腎
金澤 達郎

基礎棟 1階
第一会議室

8
7月 2日

(火)
5-6時限 講義

テーマ： ケーススタディ

リ ンパ腫
北舘明宏

基礎棟 1階
第一会議室

9
7月 2日

(火)
7-8時限 講義

テーマ： ケーススタディ

膠原病
齋藤綾乃

基礎棟 1階
第一会議室

10
7月 2日

(火)
9-10時限 講義

テーマ： ケーススタディ

腎
齋藤雅也

基礎棟 1階
第一会議室

11
7月 3日

(水)
1-2時限 講義

テーマ： ケーススタディ

CML/CMPD
高橋直人

基礎棟 1階
第一会議室

12
7月 3日

(水)
3-4時限 形成評価

テーマ： 形成試験と 総括

　
山下鷹也

基礎棟 1階
第一会議室

2
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学アド バンスト コース

授 業 科 目 名： 循環器内科学 （ Cardiovascular）

対 象 学 年： 4年次選択

時間割コード ： 71594009

開 設 学 期 等： 第 13 週～ 第 13週

単 位 数： 0.5

1. 主任教員

渡邊　 博之 (教授、 南臨床棟 5階、 6110、 オフィ スアワー： 9:00-17:00 　 要アポイント )

2. 担当教員

渡邊　 博之 (教授、 南臨床棟 5階、 6110、 オフィ スアワー： 9:00-17:00 　 要アポイント )

寺 田 　 健 (講師、 南臨床棟 5階、 6110、 オフィ スアワー： 9:00-17:00 　 要アポイント )

鈴木　 智人 (助教、 南臨床棟 5階、 6110、 オフィ スアワー： 9:00-17:00 　 要アポイント )

佐藤　 和奏 (助教、 南臨床棟 5階、 6110、 オフィ スアワー： 9:00-17:00 　 要アポイント )

岩川　 英弘 (助教、 南臨床棟 5階、 6110、 オフィ スアワー： 9:00-17:00 　 要アポイント )

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

循環器疾患の基本的技能である心電図・ 画像所見の読影能力を深め、 代表的な検査手技を実際に体験する。

また循環器カンファランスに参加するこ とでプロフェッショ ナリ ズム、 医療行動科学、 医療安全、 医療倫理、 EBM につい

ても学ぶ。

（ 1-1.2, 2-4, 3-1.2.3.4.5.6.7, 4-3,.4.5）

4. 教科書・ 参考書

内科学（ 朝倉書店）

内科診断学（ 南江堂）

内科診断学（ 医学書院）

Navigate循環器疾患（ 医学書院）

病気が見える循環器（ メ ディッ ク メ ディ ア）

臨床循環器学（ 文光堂）

5. 成績評価の方法

出席状況、 指導医による評価など。

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

授業の前に教科書や参考書で事前に勉強してく ださい。

コース内容や講師については変更と なる場合があり ます。
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

1
7月 3日

(水)
7-8時限 実習

テーマ： カンファレンス聴講

実際の症例から、循環器（ 心血管） 系の構造と 機能を

理解し、 各科日常診療の基本と なる一般的な循環器疾

患の予防、 病因、 病態生理、 症候、 診断と 初期対応を

中心と した治療を学ぶ。

渡邊　 博之
教授室、 医
局、 Web
部屋

2
7月 3日

(水)
9-10時限 実習

テーマ： カンファレンス聴講

実際の症例から、循環器（ 心血管） 系の構造と 機能を

理解し、 各科日常診療の基本と なる一般的な循環器疾

患の予防、 病因、 病態生理、 症候、 診断と 初期対応を

中心と した治療を学ぶ。

渡邊　 博之
教授室、 医
局、 Web
部屋

3
7月 4日

(木)
1-2時限 講義

テーマ： 循環器画像診断 1
実際の症例を通して、 胸部単純エックス線撮影写真の

主な所見を説明できる。

心臓シンチグラフィ －を説明できる。

冠動脈造影、 冠動脈コンピュータ断層撮影CT 及び心

臓磁気共鳴画像法MRI の主な所見を説明できる。

岩川　 英弘

南臨床棟 5
階カンファ
レンス
ルーム

4
7月 4日

(木)
3-4時限 講義

テーマ： 循環器画像診断 2
実際の症例を通して、 胸部単純エックス線撮影写真の

主な所見を説明できる。

心臓シンチグラフィ －を説明できる。

冠動脈造影、 冠動脈コンピュータ断層撮影CT 及び心

臓磁気共鳴画像法MRI の主な所見を説明できる。

岩川　 英弘

南臨床棟 5
階カンファ
レンス
ルーム

5
7月 4日

(木)
7-8時限 講義

テーマ： 心電図 1
実際の症例を通して、心電図の主な所見を説明できる。 寺田　 健

南臨床棟 5
階カンファ
レンス
ルーム

6
7月 4日

(木)
9-10時限 講義

テーマ： 心電図 2
実際の症例を通して、心電図の主な所見を説明できる。 寺田　 健

南臨床棟 5
階カンファ
レンス
ルーム

7
7月 5日

(金)
1-2時限 講義

テーマ： 心エコー検査 1
実際の症例を通して心臓超音波検査の主な所見を説明

できる。

佐藤　 和奏
シミ ュレー
ショ ン教育
センター

8
7月 5日

(金)
3-4時限 講義

テーマ： 心エコー検査 2
実際の症例を通して心臓超音波検査の主な所見を説明

できる。

佐藤　 和奏
シミ ュレー
ショ ン教育
センター

9
7月 5日

(金)
7-8時限 講義

テーマ： 心臓カテーテル実習 1
実際の症例を通して、冠動脈造影の主な所見を説明で

きる。

心カテーテル検査（ 心内圧、 心機能、 シャント 率の測

定） と 結果の解釈を説明できる。

鈴木　 智人
シミ ュレー
ショ ン教育
センター

10
7月 5日

(金)
9-10時限 講義

テーマ： 心臓カテーテル実習 2
実際の症例を通して、冠動脈造影の主な所見を説明で

きる。

心カテーテル検査（ 心内圧、 心機能、 シャント 率の測

定） と 結果の解釈を説明できる。

鈴木　 智人
シミ ュレー
ショ ン教育
センター
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学アド バンスト コース

授 業 科 目 名： 呼吸器内科学 （ Respiratory Medicine）

対 象 学 年： 4年次選択

時間割コード ： 71594018

開 設 学 期 等： 第 13 週～ 第 13週

単 位 数： 0.5

1. 主任教員

中山勝敏 (教授、 呼吸器内科学講座、 7510)

2. 担当教員

中山勝敏 (教授、 呼吸器内科学講座、 7510)

佐藤一洋 (特任准教授、 呼吸器内科学講座、 7510)

竹田正秀 (講師、 呼吸器内科学講座、 7510)

奥田佑道 (特任助教、 高齢者医療先端研究センター、 7510)

坂本　 祥 (特任助教、 高齢者医療先端研究センター、 7510)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

呼吸器疾患の基本的技能である肺機能・ 画像等所見の理解を深め、 代表的な検査手技についてシミ ュレータを通して実際

に体験する。 また、 関連するプロフェッショ ナリ ズム（ 1-1～1-2）、 倫理、 医療行動科学、 医療安全、 医療法（ 制度）、 EBM

などについて学ぶ。（ 1-1～1-2、 2-1～2-8、 3-1～3-7、 4-1～4-8、 5-1～5-5、 6-1～6-2）

4. 教科書・ 参考書

内科学（ 朝倉書店）、 内科診断学（ 南江堂）

5. 成績評価の方法

態度、 ミ ニ CEX、 出席など

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

実習が中心と なるため１ ０ 名以内。

実習内容、 担当については変更と なる場合がある。

実習前・ 実習後に予習・ 復習をするこ と 。

1
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

1
7月 3日

(水)
5-6時限 実習

テーマ： 症例検討

　
中山勝敏

第 2病棟 7
階カンファ
レンス室

2
7月 3日

(水)
7-8時限 実習

テーマ： 病棟回診

　
中山勝敏

第 2病棟 7
階

3
7月 4日

(木)
1-2時限 実習

テーマ： 気管支鏡実習

　
竹田正秀

シミ ュレー
ショ ン教育
センター

4
7月 4日

(木)
3-4時限 実習

テーマ： 気管支鏡実習

　
竹田正秀

シミ ュレー
ショ ン教育
センター

5
7月 4日

(木)
5-6時限 講義

テーマ： 気管支鏡検査

　
佐藤一洋

中央放射線
部透視室

6
7月 4日

(木)
7-8時限 講義

テーマ： 気管支鏡検査

　
佐藤一洋

中央放射線
部透視室

7
7月 5日

(金)
1-2時限 実習

テーマ： 胸腔穿刺実習

　
奥田佑道

シミ ュレー
ショ ン教育
センター

8
7月 5日

(金)
3-4時限 実習

テーマ： 胸腔穿刺実習

　
奥田佑道

シミ ュレー
ショ ン教育
センター
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学アド バンスト コース

授 業 科 目 名： 臨床腫瘍学 （ Recent Progress in Clinical Oncology） －臨床腫瘍学特論 ‐ 最近の話題－

対 象 学 年： 4年次選択

時間割コード ： 71594010

開 設 学 期 等： 第 13 週

単 位 数： 0.5

1. 主任教員

柴 田 浩 行 (教授、 臨床腫瘍学講座、 6262、 オフィ スアワー： 17： 00)

2. 担当教員

柴 田 浩 行 (教授、 臨床腫瘍学講座、 6262、 オフィ スアワー： 17： 00)

羽 渕 友 則 (教授、 腎泌尿器科学講座)

有田　 淳一 (教授、 消化器外科学講座)

菊地　 正史 (教授、 薬剤部)

佐 藤 　 亘 (特任講師、 消化器内科学・ 神経内科学講座)

福田　 耕二 (講師、 臨床腫瘍学講座)

田口　 大樹 (助教、 臨床腫瘍学講座)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

1. 授業の概要

　 医学・ 医療の発展のための医学研究の必要性を十分に理解する (5-1～5-5)。

　 批判的思考を行いながら 、 学術・ 研究活動に関与する (6-1, 6-2)。

　 文献ベースの講義で最新のがん治療の動向について理解する (5-3, 5-4)。

2. 授業のねらい

　 医療行動科学、 医の倫理、 医療安全、 エビデンス、 医療制度を理解し (1-1, 3-5～3-7)

　 医学・ 医療の進歩と 改善に資するために研究を遂行する意欲を涵養する (5-1～5-5)。

　 また、 生涯にわたり 自己研鑽を続ける意欲を涵養する (6-1, 6-2)。

　 1. 臨床試験について理解する (5-1～5-5)。

　 2. 標準治療について理解する (5-1～5-5)。

　 3. 新しい治療法の開発、 新規抗悪性腫瘍薬の作用機序について理解する (5-1～5-5)。

　 4. 現在のがん治療の問題点について考察し、 その打開策を検討する (5-1～5-5)。

　 5. がん遺伝子診断などの個別化治療について考察する (5-1～5-5)。

4. 教科書・ 参考書

新臨床腫瘍学（ 南江堂、 改訂第 6 版、 2021年）

入門腫瘍内科学（ 篠原出版新社、 改訂第 3 版、 2020年）

Cancer: Principles & Practice of Oncology, 9th edition (Wolters Kluwer/LippincottWilliams & Wilkins)

5. 成績評価の方法

出席

ディ スカッ ショ ンやレポート で批判的思考をチェッ クする。

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

授業で配布される最新の論文を基にして臨床試験、 標準治療、 個別化治療、 新規抗悪性腫瘍薬、 がん遺伝子診断、 バイオ

マーカーなど次世代の癌治療の在り 方について考えます。
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

1
7月 1日

(月)
1-2時限 講義

テーマ： オリ エンテーショ ン／医学論文を読む

エビデンスの基になった医学論文２ 編を読む。

1. 研究は医学・ 医療の発展や患者の利益の増進を目

的と して行われるこ と を理解する。

2.生命科学の講義・ 実習で得た知識を基に、 診療で経

験した病態の解析ができる。

3.論文等から最新の情報を検索・ 整理統合し、 疾患の

理解・ 診断・ 治療の深化につなげる。

4. 抽出した医学・ 医療情報から新たな仮説を設定し、

解決に向けた科学的研究に参加する素地を作る。

柴田浩行
基礎棟 2階
第 2会議室

2
7月 1日

(月)
3-4時限 講義

テーマ： 泌尿器科の腫瘍学

1. 泌尿器癌について理解する。

1-1. 前立腺癌の症候、 病理所見、 診断、 治療を説明で

きる。

1-2. 精巣腫瘍の症候、 診断、 治療を説明できる。

1-3. 腎癌の症候、 病理所見、 診断、 治療を説明でき

る。

1-4. 膀胱癌を含む尿路上皮癌の症候、 診断、 治療を説

明できる。

2. さ らに発展し続ける医学の中で必要な知識を身に

付け、 根拠に基づいた医療 (EBM) を基盤に対応する

能力を養う 。

羽渕友則
基礎棟 2階
第 2会議室

3
7月 1日

(月)
5-6時限 講義

テーマ： がん薬物療法のト ピッ ク ス‐ 最近の話題‐

学会で報告されたばかり の最新の抗癌剤治療について

講義をする。 そこ では以下のこ と を学ぶ。

1. 医学研究と 倫理を説明できる。

2. 臨床研究、 臨床試験、 治験と 市販後臨床試験の違

いを概説できる。

3.臨床試験・ 治験と 倫理性 (ヘルシンキ宣言、第 I・ II・
III・ IV 相試験、医薬品の臨床試験の実施の基準 (Good
Clinical Practice GCP)、 治験審査委員会・ 倫理審査委

員会 (institutional review board IRB)) を説明できる。

4. 薬物に関する法令を概説し、 医薬品の適正使用に

関する事項を列挙できる。

5. 副作用と 有害事象の違い、 報告の意義 (医薬品・ 医

療機器等安全性情報報告制度等) を説明できる。

柴田浩行
基礎棟 2階
第 2会議室

4
7月 1日

(月)
7-8時限 講義

テーマ： 肺癌の化学療法‐ 最近の話題‐

1. 肺癌について理解する。

1-1. 肺癌の病理所見、 症候、 診断と 治療を説明でき

る。

1-2. 間質性肺炎 (治療関連性) の病態、 診断と 治療を

説明できる。

2. さ らに発展し続ける医学の中で必要な知識を身に

付け、 EBM を基盤に対応する能力を養う 。

柴田浩行
基礎棟 2階
第 2会議室

5
7月 1日

(月)
9-10時限 講義

テーマ： がんゲノ ム診療-最近の話題-
1. がんゲノ ム診療の基礎を理解する。

1-1. がんゲノ ム診療の実際を知る

2. さ らに発展し続ける医学の中で必要な知識を身に

付け、 EBM を基盤に対応する能力を養う 。

柴田浩行
基礎棟 2階
第 2会議室
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

6
7月 2日

(火)
1-2時限 講義

テーマ： 肝細胞がん‐ 最近の話題‐

1. 原発性肝癌について理解する。

病理所見、 症候、 診断と 治療を説明できる。

2. さ らに発展し続ける医学の中で必要な知識を身に

付け、 EBM を基盤に対応する能力を養う 。

佐藤　 亘
基礎棟 2階
第 2会議室

7
7月 2日

(火)
3-4時限 講義

テーマ： 抗がん剤の薬理と 体内動態

抗癌剤のド ラッグモニタリ ングは次世代の癌薬物療法

にと って極めて重要な研究課題である。

ゲノ ム薬理学と の接点も含めて、プレシジョ ン・ メ ディ

スンの旗手と なる領域について理解する。

1. 薬物・ 毒物の濃度反応曲線を描き、 その決定因子を

説明できる。

2. 薬物の受容体結合と 薬理作用と の定量的関連性及

び活性薬・ 拮抗薬と 分子標的薬を説明できる。

3. 薬物・ 毒物の用量反応曲線を描き、 有効量・ 中毒

量・ 致死量の関係を説明できる。

4. 薬物・ 毒物の吸収、分布、代謝と 排泄を説明できる

5. 年齢や臓器障害に応じた薬物動態の特徴を考慮し

て薬剤投与の注意点を説明できる。

さ ら に発展し続ける医学の中で必要な知識を身に付

け、 EBM を基盤に対応する能力を養う 。

菊地正史
基礎棟 2階
第 2会議室

8
7月 2日

(火)
5-6時限 講義

テーマ： がんゲノ ム診療の実際

臨床に導入さ れた癌ゲノ ムをよ り 深く 理解するため

に

1. Mendel の法則、 ミ ト コンド リ ア遺伝、 インプリ ン

ティ ング及び多因子遺伝を説明できる。

2. 遺伝型と 表現型の関係を説明できる。

3. 染色体の構造を概説し、 ゲノ ムと 染色体及び遺伝

子の構造と 関係性、 体細胞分裂及び減数分裂における

染色体の挙動を説明できる。

4. DNA の複製と 修復を概説できる。

5. DNA から RNA への転写、 タンパク 質合成に至る

翻訳を含む遺伝情報の発現及び調節 (セント ラルド グ

マ) を説明できる。

6. 染色体分析・ DNA 配列決定を含むゲノ ム解析技術

を概説できる。

柴田浩行
基礎棟 2階
第 2会議室

9
7月 2日

(火)
7-8時限 講義

テーマ： 胆道癌の化学療法‐ 最近の話題‐

1. 胆嚢・ 胆管癌・ 乳頭部癌について理解する。

1-1. 胆嚢・ 胆管癌の病理所見、 症候、 診断と 治療を説

明できる。

2. さ らに発展し続ける医学の中で必要な知識を身に

付け、 EBM を基盤に対応する能力を養う 。

福田　 耕二
基礎棟 2階
第 2会議室

10
7月 2日

(火)
9-10時限 講義

テーマ： 消化器外科治療‐ 最近の話題‐

1. 消化器癌について理解する。

1-1. 以下の消化器癌の病理所見、 症候、 診断と 治療を

説明できる。

胃癌、 大腸癌、胆嚢・ 胆管癌・ 乳頭部癌、原発性肝癌、

転移性肝癌、 膵癌などの外科的治療を説明できる。

2. さ らに発展し続ける医学の中で必要な知識を身に

付け、 EBM を基盤に対応する能力を養う 。

有田　 淳一
基礎棟 2階
第 2会議室
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所

11
7月 3日

(水)
1-2時限 講義

テーマ： 骨転移の診療‐ ガイ ド ラインの作成‐

1. 骨転移について理解する。

1-1. 骨転移の病理所見、 症候、 診断と 治療を説明でき

る。

2. さ らに発展し続ける医学の中で必要な知識を身に

付け、 EBM を基盤に対応する能力を養う 。

3. ガイド ラ インの作成方法について知る。

3-1. EBM の 5つのステッ プを列挙できる。

3-2. Patient, population, problem, intervention (expo-
sure), comparison, outcome PICO (PECO) を用いた問

題の定式化ができる。

3-3.研究デザイン (観察研究 (記述研究、横断研究、症

例対照研究、 コホート 研究)、 介入研究 (臨床研究、 ラ

ンダム化比較試験)、 システマティッ クレビュー、 メ タ

分析 (メ タアナリ シス ) を概説できる。

3-4. データベースや二次文献からのエビデンス、診療

ガイド ラ インを検索するこ と ができる。

3-5. 得られた情報の批判的吟味ができる。

3-6.診療ガイド ラインの種類と 使用上の注意を列挙で

きる。

3-7.診療ガイド ラインの推奨の強さについて違いを説

明できる。

田口　 大樹
基礎棟 2階
第 2会議室

12
7月 3日

(水)
3-4時限 講義

テーマ： 最新研究報告ー創薬研究（ 基礎研究から TR
研究へ）

講座の創薬研究（ 基礎研究から TR 研究へ） を紹介し、

抗癌剤開発の開発過程を理解する。

ねらい

1. 医学・ 医療の発展のための医学研究の必要性を十

分に理解する。

2. 医学・ 医療の進歩と 改善に資するために研究を遂

行する意欲を涵養する。

柴田浩行
基礎棟 2階
第 2会議室
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学 IV (CC1)

授 業 科 目 名： 消化器内科学（ 内科学１ ） 臨床実習 （ 消化器内科学（ 内科学１ ） 臨床実習 (Gastroenterology)）

対 象 学 年： 4年次 必修

時間割コード ： 71643002-01

1. 主任教員

飯島克則 (教授、 消化器内科、 6573)

2. 担当教員

飯島克則 (教授、 消化器内科、 6573)

後 藤 隆 (准教授、 消化器内科、 6104)

松 橋 保 (准教授、 消化器内科、 6104)

佐 藤 亘 (特任講師、 消化器内科、 6104)

下平陽介 (助教、 消化器内科、 6104)

千 葉 充 (助教、 消化器内科、 6104)

高橋健一 (助教、 消化器内科、 6104)

南慎一郎 (助教、 消化器内科、 6104)

福 田 翔 (特任助教、 消化器内科、 6104)

渡邊健太 (特任助教、 消化器内科、 6104)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

1.診療参加型臨床実習 CC1の概要・ ねらい

チームの一員と して病棟や外来患者さんへの診療を通して、 将来、 どのよう な分野の医師にも必要な内科領域、 特に消化

器内科を中心と した症候や病態の臨床推論、 鑑別診断、 検査・ 治療方針決定等の実戦力を習得する。 プロフェッ ショ ナリ

ズム、 倫理、 医療行動学、 医療安全、 医療法（ 制度）、 EBM について実践的に学ぶ。 (1-1,1-2,2-1,2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,4-1,4-

2,4-3,4-4,4-5,4-6,4-7)

1) 病棟診療

各学生は各診療チームに２ 週間配属さ れ、 指導医のも と 数名の病棟患者さ んを担当する。 指導医の監督のも と に、 日々、

病棟担当患者さんの回診を行い、 医療面接、 身体診察による課題抽出・ 文献検索による臨床推論、 検査・ 治療方針の提案、

日々の診療内容や他科頼診券、 ウイーク リ ーサマリ ー、 紹介状などカルテへの記載（ 指導医の確認必須）、 カンファレンス

時の各種プレゼンテーショ ン、 患者・ 家族への説明への参加など、 チームの一員と して EBM に基づいた基本的な診療を

実践的に学ぶ。

2) 外来診療、 各種検査、 治療への参加

このよう な病棟の担当患者診療の合間には、 外来の新患、 再来患者さんの診療や各種検査、 治療に参加しながら、 診療チー

ムの一員と して臨床推論・ 検査・ 治療の過程を実践的に学ぶ。

2.学修目標

上記１ の概要・ ねらいを中心に実習を進めるが、本診療科で特に経験保証する症候、病態、各種手技等の内容を下記に示す。

1) 症候・ 病態　 臨床推論 (3-5,4-1,4-2,4-3,4-4,4-5,4-6)

(1) 黄疸 (2) 腹痛 (3) 悪心・ 嘔吐 (4) 食思不振 (5) 便秘・ 下痢・ 血便 (6) 吐血・ 下血 (7) 腹部膨隆（ 腹水を含む）・ 膨満・ 腫瘤

2) 基本的臨床手技 (3-1,3-2,3-3,4-1,4-2,4-3,4-4,4-5,4-6,4-7)

(1) 体位交換、 移送ができる (2) 皮膚消毒ができる (3) 静脈採血を実施できる (4) 胃管の挿入と 抜去ができる (5) 尿道カテー

テルの挿入と 抜去を実施できる (6) 注射（ 皮内、 皮下、 筋肉、 静脈内） を実施できる (7) 末梢静脈の血管確保を実施できる

(8) 診療録（ カルテ） を作成する。

1
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3） 検査手技 (3-1,3-2,3-3,4-1,4-2,4-3)

(1) 腹部の超音波検査を実施できる。

(2) 経皮的酸素飽和度を測定できる。

(3)エックス線撮影、コンピュータ断層撮影（ CT）、 磁気共鳴画像法（ MRI)、核医学検査、内視鏡検査を見学し、介助する。

4) シミ ュレーショ ン教育 (2-1,2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7,4-1,4-2,4-3,4-4,4-5,4-6,4-7）

(1) 腹部エコーシミ ュレータを用いて反復練習をするこ と で、 臨床技能を磨く 。

(2) 腹部内視鏡シミ ュレータを用いて反復練習をするこ と で、 臨床技能を磨く 。

5) 医学行動科学、 医療倫理、 医療安全、 医療法（ 医療制度）、 EBMI について (1-1,1-2,3-1,3-2,3-3,3-4,3-5,3-6,3-7,4-1,4-2,4-

3,4-4,4-5,4-6,5-1,5-2,5-3,5-4,5-5)

(1) 各種検査・ 治療のインフォームド コンセント

(2) 困難な患者　 急変患者・ 家族への説明

(3) 各種侵襲的な検査・ 治療時の安全性への配慮

本科目は実務経験のある教員による授業科目です。

4. 教科書・ 参考書

内科学（ 朝倉書店）、 内科学（ 西村書店）、 標準消化器病学（ 医学書院）

5. 成績評価の方法

実習中の学習態度、 CC-EPOC、 口頭試問、 miniCEX（ 実際の患者さ んへの診療を評価）、 レポート 発表、 レポート 提出、

セミ ナーへの出席状況に基づいて総合的に評価する

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

・ 授業プリ ント を中心に十分復習してから実習に臨むこ と

・ 経験記録、 手帳の記載を行う こ と

・ 若干のスケジュールの可能性があるので医局で確認するこ と
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消化器内科学（ 内科学１ ） 臨床実習

授　 業　 展　 開 授　 業　 内　 容

第 1回 月曜日 ［ 9:00-18:00 ］

副題 　

担当 　

9:00-12:00 　 オリ エンテーショ ン/セミ ナー肝臓／腹部超音波実習
13:00-16:00 　 入院報告・ 総回診
16:00-17:00 　 病棟実習
17:00-18:00 　 内視鏡カンファレンス

第 2回 火曜日 ［ 9:00-17:00 ］

副題 　

担当 　

9:00-12:00 　 　 病棟実習
13:00-17:00 　 病棟実習

第 3回 水曜日 ［ 9:00-17:00 ］

副題 　

担当 　

9:00-12:00 　 A 班　 腹部超音波検査見学
　 　 　 　 　 　 　 B 班　 病棟実習
13:30-15:00 　 セミ ナー画像診断
15:00-17:00 　 病棟実習

第 4回 木曜日 ［ 9:00-17:00 ］

副題 　

担当 　

9:30-12:00 　 A 班： 外来実習
　 　 　 　 　 　 　 B 班： 病棟実習
13:00-14:30 　 胆・ 膵セミ ナー
14:30-17:00 　 病棟実習

第 5回 金曜日 ［ 9:00-17:10 ］

副題 　

担当 　

9:00-12:00 　 A 班　 病棟実習
　 　 　 　 　 　 　 B 班　 腹部超音波検査見学
13:00-14:20 　 病棟実習
14:20-17:10 　 医学医療総合講義

第 6回 月曜日 ［ 9:00-18:00 ］

副題 　

担当 　

9:00-11:30 　 上部消化管内視鏡モデル実習
13:00-15:30 　 入院報告・ 総回診
15:30-17:00 　 下部消化管セミ ナー
17:00-　 　 　 　 内視鏡カンファレンス

第 7回 火曜日 ［ 9:00-17:00 ］

副題 　

担当 　

9:00-12:00 　 病棟実習
13:00-14:30 　 病棟実習
14:30-17:00内視鏡的粘膜下層剥離術見学

第 8回 水曜日 ［ 9:00-17:00 ］

副題 　

担当 　

9:00-11:30 　 下部消化管内視鏡モデル実習
13:30-15:00 　 消化管セミ ナー
15:00-17:00 　 病棟実習

第 9回 木曜日 ［ 9:00-17:00 ］

副題 　

担当 　

9:30-12:00 　 A 班： 病棟実習
　 　 　 　 　 　 　 B 班： 外来実習
13:00-15:00 　 発表会
15:00-17:00 　 病棟実習

第 10回 金曜日 ［ 9:00-17:10 ］

副題 　

担当 　

9:00-11:00 　 消化管造影検査見学
13:00-14:20 　 病棟実習
14:20-17:10 　 医学医療総合講義
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学 IV (CC1)

授 業 科 目 名： 神経内科学（ 内科学１ ） 臨床実習 （ Neurology CC1）

対 象 学 年： 4年次必修

時間割コード ： 71643002-02

1. 主任教員

飯島克則 (教授、 消化器内科学・ 神経内科学講座、 6099)

2. 担当教員

飯島克則 (教授、 消化器内科学・ 神経内科学講座、 6099)

菅原正伯 (医学部講師、 附属病院　 脳神経内科、 6101、 オフィ スアワー： 8： 30-18： 00)

華園　 晃 (助教、 消化器内科学・ 神経内科学講座、 6104、 オフィ スアワー： 8： 30-18： 00)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

1. ねらい（ 大まかな全体目標）

チームの一員と して病棟や外来患者さんへの診療を通して、 将来、 どのよう な分野の医師にも必要な内科領域、 特に神経

内科を中心と した症候や病態の臨床推論、 鑑別診断、 検査・ 治療方針決定等の実戦力を習得する。 また、 関連する医療行

動科学、 医療倫理、 医療安全、 医療法（ 医療制度）、 EBM について実践的に学ぶ。

2. 概要（ 大まかな学修目標（ 項目））

・ 神経内科疾患の診療に関する基本的な知識と 技能を修得するために、 指導医を中心と した医療チームの一員と して能動

的に実習に取り 組む。（ 4-1～4-7）

・ 臨床実習の中で自ら情報を収集し、 患者さ んのニーズ・ 問題点の抽出、 整理、 解釈を行い（ 臨床的推論）、 解決法（ 診

断、 治療） を立案するための基本的訓練を行う （ problem based learning;PBL）。（ 3-3， 4-4， 5-1～5-5， 6-1～6-2）

・ 神経内科疾患の診察、 検査、 治療の実際を体験し、 ポート フォリ オを作成する。 ロールプレイ学習と 組み合わせるこ と

によって疾患を深く 理解し、 受け持ち患者さんの特異性を抽出しやすく する。

・ ロールプレイ学習で患者役と 医師役を演じるこ と によって、 テキスト 上の知識を実体化し、 神経疾患と 神経疾患患者に

ついての理解を深める。

・ 診療チームの日常診療に参加し、 神経内科の診察、 検査、 治療の実際を体験し、 ポート フォリ オを作成する。

・ ロールプレイ学習で得た技能を実際の患者診療に適用できる。

1) 病棟診療

各学生は１ 週間配属され、 指導医のも と 病棟の担当患者さ んを毎日回診して、 診療内容をカルテに記載する。 指導医の監

督のも と に、 医療面接、 身体診察を行って、 問題を抽出し、 作業仮説を立てて EBM に基づいた検証を繰り 返す（ 必要に

応じて文献を検索する）。 臨床推論に基づいて、 診断、 鑑別に必要な検査を立案し、 担当患者さんの重症度、 合併症を勘案

して治療方針の選択を試みる。 他科頼診券、 ウイーク リ ーサマリ ー、 紹介状などのカルテへの記載（ 指導医の確認必須）、

総回診時のプレゼンテーショ ン、 患者・ 家族への説明への参加など、 チームの一員と して基本的な診療を実践的に学び、

医師と してのプロフェッ ショ ナリ ズムを身に付けるために必要な知識、学習プロセスを身に付ける。（ 1-1～1-2， 2-1～2-7，

3-1～3-7， 4-1～4-8， 6-1）

2) 外来診療、 各種検査、 治療への参加

実習期間が５ 日と 短いため、 CC1では半日だけ外来診療への参加機会をつく る。（ CC2では外来新患の、 医療面接、 身体

診察を指導医のも と で行い、 臨床推論に則った検査、 治療立案を行う 。）

ロールプレイ OSCEを行い、 実習最終日に実習の成果を確認する。 指導者からのフィ ード バッ クの他、 動画記録して自己

評価、 振り 返り を行う 。

新型コロナウイルス感染症予防のために対面実習が困難な場合は、 課題学習と する。 質量分析、 iPS 細胞、 オート ファジー

が病態解明や、 治療にどのよ う に応用可能かを検討し、 研究立案を試みる。（ 3-3～3-5， 4-3～4-4， 5-1～5-5， 6-1）
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3) 各種検査・ 手術等の治療への参加

診療チームの一員と して各種検査、 治療に参加しながら 、 臨床推論・ 検査・ 治療の実際を経験し、 検査成績の評価を自ら

試み、 記録する。（ 3-1～3-3， 4-2～4-5）

3. （ 詳細な） 学修目標・ 項目

上記１ の概要・ ねらいを中心に実習を進めるが、本診療科で特に経験保証する症候、病態、各種手技等の内容を下記に示す。

1) 症候・ 病態　 臨床推論（ 3-5， 4-1～4-6）

(1) けいれん (2) 意識障害・ 失神 (3) めまい (4) 頭痛 (5) 運動麻痺・ 筋力低下 (6) 嚥下困難・ 障害 (7) も の忘れ (8) 歩行障害

(9) 複視 (10) しびれ (11) 失語 (12) 構音障害 (13) 運動失調

2) 基本的臨床手技（ 3-1～3-3， 3-5， 4-1～4-7）

(1) 体位交換、 移送ができる (2) 皮膚消毒ができる (3) 静脈採血を実施できる (4) 末梢静脈の血管確保を実施できる (5) 腰椎

穿刺を見学し、 介助する (6) 注射（ 皮内、 皮下、 筋肉、 静脈内） を実施できる (7) 診療録（ カルテ） を作成する (8) 各種診

断書・ 検案書・ 証明書の作成を見学し、 介助する。

3) 検査・ 治療手技（ 3-1～3-3， 4-1～4-3）

(1) 視力、 視野、 聴力、 平衡機能検査を実施できる。

(2) 経皮的酸素飽和度を測定できる。

(3)エックス線撮影、コンピュータ断層撮影（ CT）、磁気共鳴画像法（ MRI)、核医学検査、内視鏡検査を見学し、介助する。

4) シミ ュレーショ ン教育（ ロールプレイ ・ OSCE など）

(1)自分が作成したシナリ オに従って患者を演じ、 ペアになった学生が医師役と して、医療面接、 身体・ 神経診察を行って、

疑わしい疾患、 診断に必要な検査、 治療選択について患者さんにわかり やすい言葉で説明する。 実習のアウト カム評価が

可能になる。（ 1-1～1-2， 2-1～2-4， 3-1～3-4， 4-1～4-3）

(2) 他の実習メ ンバーは演技に矛盾がないか、 医師役の診察手技が正確か、 評価しながら参加する。

(3) 動画による振り 返り によって自己省察能力を高める。（ 6-1）

(4)3 年次のロールプレイ OSCE に加えて、 CC1でロールプレイ OSCE を行い、 臨床実習終了時 OSCE に備える。（ 6-1～

6-2）

5) プロフェッ ショ ナリ ズム、 医学行動科学、 医療倫理、 医療安全、 医療法（ 制度）、 EBM について

(1) 各種検査・ 治療のインフォームド コンセント （ 見学、 ロールプレイ OSCE）。（ 2-1～2-4， 2-7， 3-5）

(2) 困難な患者　 急変患者・ 家族への説明（ 見学）。（ 2-7）

(3) 患者さ んの生活環境（ 家庭、 職場） に配慮した、 診療計画を検討できる。（ 1-2， 3-7）

(4) インペアメ ント 、 ディ スアビリ ティ 、 ハンディ キャッ プを説明できる （ 4-3）

(5) 生活習慣に潜むリ スク を列挙して、 患者指導の在り 方を考えられる。（ 1-2， 3-2～3-4）

(6) 遺伝カウンセリ ングに必要な情報提供ができる。（ 3-4～3-6）

(7) 治癒を見込むこ と が困難な進行性の疾患を持つ患者さんの意思決定支援、 事前指示のタイミ ング、 苦痛の緩和について

理解する。（ 1-1～1-2， 2-1～2-3， 2-7， 3-5）

(8) 各種侵襲的な検査・ 治療時の安全性への配慮ができる。（ 3-5）

(9) 難病法、 介護保険制度、 障害者自立支援法、 障害者差別解消法、 身体障害者福祉法、 認知症基本法を概説できる。（ 3-7，

4-7～4-8）

(10) 各種診療ガイド ラインを適宜参照し、 活用できる。（ 3-3～3-4， 4-3～4-4， 6-1）

(11) 文献から得られた情報の批判的吟味ができる。（ 3-3， 4-4， 5-2）

本科目は実務経験のある教員による授業科目です。

4. 教科書・ 参考書

3年次神経内科講義資料、 診察実習時の資料（ 神経疾患診察法）、 OSCE ク リ ニカルク ラーク シップガイド を常に参照でき

るよう にするこ と 。

必要に応じて、 診断・ 治療ガイド ラインを参照、 活用するこ と 。
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後藤、 天野著： 臨床のための神経機能解剖学　 中外医学社

水野美邦編集： 神経内科ハンド ブッ ク 　 医学書院

鈴木則宏、 荒木信夫編集： 講義録神経内科　 MEDICAL VIEW

Louis, Mayer, Rowland: Merritt’s Neurology 13th Ed. Wolters Kluwer

Kandel, Schwartz, Jessell, Siegelbaum, Hudspeth: カンデル神経科学 5th Ed. メ ディ カル・ サイエンス・ インターナショ ナル

5. 成績評価の方法

態度、 口頭試問、 ミ ニ CEX（ 水曜日のミ ニプレゼンテーショ ン）、 ロールプレイ OSCE、 レポート 、 出席、 その他（ カル

テ記録、 ポート フォリ オ； CC-EPOC） で総合評価する。

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

オリ エンテーショ ンを省略する。 WebClassでスケジュール確認、 予習をして実習に臨んでく ださ い。

ク リ ク ラ概要書をよく 読んで、 WebClassで予習するこ と 。 神経診察手技を動画教材で復習しておく こ と 。 また、 OSCE ク

リ ニカルク ラーク シッ プガイド の　 実習直前に必ず復習してく る事項【 必修（ コア） 事項】 を学習して実習に臨むこ と 。

実習開始前に医師国家試験出題基準に目を通すこ と 。 できれば実習早々に国家試験過去問を解いて、 不得手な領域を明ら

かにして、 実習でそれを克服する工夫をすべきです。

毎日診療録を記載し、 病棟医と discussionをして、 出席簿にサインをもら う こ と 。 診療録のフィ ード バッ ク を確認して追

記・ 訂正を行って承認を得るこ と 。

経験記録、 手帳の記載をポート フォリ オと して、 充実させるこ と 。

金曜のロールプレイ発表後に、 1． ク リ ク ラ自己評価、 2． ロールプレイシナリ オ・ 神経所見・ 鑑別シート ・ チェッ ク リ ス

ト 、 3． ポート フォリ オ（ 経験記録） を医局秘書に提出する。 ポート フォリ オを返却するので、 翌週木曜以降に医局秘書ま

で取り に来てく ださ い（ 代表者でもかまいません）。

講演会、 研究会があると きは、 告知するので、 積極的に参加してく ださ い。

キーワード ： 診療参加型実習、 ロールプレイ、 ポート フォリ オ、 Problem Based Learning; PBL、 Problem-Oriented Medical-

Record; POMR、 自己評価
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神経内科学（ 内科学１ ） 臨床実習

授　 業　 展　 開 授　 業　 内　 容

第 1回 月曜日 ［ 8:30-19:00 ］

副題 神経内科ク リ ニカルク ラークシッ プ

担当 菅原・ 華園

08： 40-09： 00 受け持ち患者ふり わけ、 1-8病棟（ 華園）
09： 00-17： 00 担当患者回診、 病棟実習
18： 00-19： 00 病棟カンファレンス、 1-8病棟カンファ室

第 2回 火曜日 ［ 8:30-18:00 ］

副題 神経内科ク リ ニカルク ラークシッ プ

担当 菅原・ 華園

08： 30-13： 00 担当患者回診、 病棟実習
13： 00-15： 00 ミ ニレク チャー、 1-8病棟カンファ 室（ 菅原）
15： 00-18： 00 ミ ニプレゼンテーショ ンの準備

第 3回 水曜日 ［ 8:30-18:00 ］

副題 神経内科ク リ ニカルク ラークシッ プ

担当 菅原・ 華園

08： 30-09： 00 担当患者回診
09： 00-10： 30神経回診（ ミ ニプレゼンテーショ ン　 mini-CEX）、 1-8病棟
10： 30-11： 30 症例カンファレンス、 1-8病棟（ 菅原）
13： 00-18： 00 担当患者回診、 病棟実習、 ロールプレイシナリ オ作成

第 4回 木曜日 ［ 8:30-18:00 ］

副題 神経内科ク リ ニカルク ラークシッ プ

担当 菅原・ 華園

08： 30-12： 00 担当患者回診、 病棟実習
09： 00-12： 00 ミ ニレク チャー、 1-8病棟カンファ 室（ 華園）
13： 00-18： 00 病棟実習、 ロールプレイブラッ シュアッ プ

第 5回 金曜日 ［ 8:30-18:00 ］

副題 神経内科ク リ ニカルク ラークシッ プ

担当 菅原・ 華園

08： 30-13： 00 ロールプレイ発表、 1-8病棟研修室（ 菅原）
14： 20-17： 10 医学医療総合講義（ 多目的室）
14： 00-18： 00 担当患者回診、 病棟実習
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学 IV (CC1)

授 業 科 目 名： 循環器内科学（ 内科学２ ） 臨床実習 （ Cardiovascular）

対 象 学 年： 4年次 必修

時間割コード ： 71643002-03

1. 主任教員

渡邊　 博之 (教授、 南臨床棟 5階、 6110、 オフィ スアワー： 9:00-17:00 　 要アポイント )

2. 担当教員

渡邊　 博之 (教授、 南臨床棟 5階、 6110、 オフィ スアワー： 9:00-17:00 　 要アポイント )

長谷川仁志 (教授、 基礎棟 3階、 6226、 オフィ スアワー： 9:00-17:00 　 要アポイント )

寺田　 　 健 (講師、 南臨床棟 5階、 6110、 オフィ スアワー： 9:00-17:00 　 要アポイント )

鈴木　 智人 (助教、 南臨床棟 5階、 6110、 オフィ スアワー： 9:00-17:00 　 要アポイント )

高木　 祐介 (助教、 南臨床棟 5階、 6110、 オフィ スアワー： 9:00-17:00 　 要アポイント )

佐藤　 輝紀 (助教、 南臨床棟 5階、 6110、 オフィ スアワー： 9:00-17:00 　 要アポイント )

佐藤　 和奏 (助教、 南臨床棟 5階、 6110、 オフィ スアワー： 9:00-17:00 　 要アポイント )

岩川　 英弘 (助教、 南臨床棟 5階、 6110、 オフィ スアワー： 9:00-17:00 　 要アポイント )

加 藤 　 宗 (特任助教、 南臨床棟 5階、 6110、 オフィ スアワー： 9:00-17:00 　 要アポイント )

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

1.診療参加型臨床実習 CC1の概要・ ねらい

　 チームの一員と して診療に参加し、 病棟や外来の患者さんを通して内科領域、 特に循環器内科を中心と した症候や病態

の臨床推論、 鑑別診断、 検査・ 治療方針決定等の実践力を修得する。 (1, 2, 3, 4, 5, 6)

１ ） 病棟診療 (1, 2, 3, 4, 5, 6)

　 各学生は各診療チームに 2週間配属され、 指導医のも と 病棟患者さんを担当する。 指導医の監督の下に、 日々、 病棟担

当患者さんの回診を行い、 医療面接、 身体診察による課題抽出・ 文献検索による臨床推論、 検査・ 治療方針の提案、 日々

の診療内容や他科来診券、 ウイーク リ ーサマリ ー、 紹介状などカルテへの記載（ 指導医の確認必須）、 カンファレンス時

等の各種プレゼンテーショ ン、 患者家族への説明への参加など、 チームの一員と して EBM に基づいた基本的な診療を実

践的に学ぶ。

２ ） 外来診療、 各種検査、 手術などの治療への参加 (1, 2, 3, 4, 5, 6)

　 このよう な病棟診療の合間には、 外来の新患、 再来患者さんの診療や各種検査・ 治療に参加しながら 、 診療チームの一

員と して臨床推論・ 検査・ 治療の過程を実践的に学ぶ。

　 以上の実習により 、 将来、 何科の医師になっても必要な循環器内科領域の基本的な診療能力（ 医療行動科学、 医療倫理、

医療安全を含む） を実践修得する。

2.学修目標

　 上記１ ） ２ ） を中心に実習を進めるが、この期間に本診療科で特に経験する症候・ 病態、各種手技等の内容を下記に示す。

１ ） 症候・ 病態（ 3-1.2.3.4.5）

　 (1) 発熱、 (2) 全身倦怠感、 (3) 食思 (欲) 不振、 (4) 体重減少・ 体重増加、 (5) ショッ ク、 (6) 意識障害・ 失神、 (7) けいれん、

(8) めまい、 (9) 浮腫、 (10) 咳・ 痰、 (11) 呼吸困難、 (12) 胸痛、 (13) 動悸、 (14) 胸水、 (15) 嚥下困難・ 障害、 (16) 腹痛、 (17)

悪心・ 嘔吐、 (18) 頭痛、 (19) 腰背部痛、 (20) 心停止　
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２ ） 基本的臨床手技（ 4-6）

　 (1) 皮膚消毒ができる。

　 (2) 静脈採血を実施できる。

　 (3) 末梢静脈の血管確保を実施できる。

　 (4) 中心静脈カテーテル挿入を見学し、 介助する。

　 (5) 動脈血採血・ 動脈ラインの確保を見学し、 介助する。

　 (6) 注射（ 皮内、 皮下、 筋肉、 静脈内） を実施できる。

　 (7) 診療録（ カルテ） を作成する。 来診券、 紹介状を記載する。

　 (8) 各種診断書・ 検案書・ 証明書の作成を見学し、 介助する。

３ ） 検査手技（ 4-2, 4-6）

　 (1)12 誘導心電図を記録できる。

　 (2) 心臓の超音波検査を実施できる。

　 (3) 経皮的酸素飽和度を測定できる。

　 (4) 心エコー、 運動負荷心電図、 心筋シンチグラフィ ー、 心臓カテーテルを見学し、 介助する

４ ） 外科手技（ 4-6）

　 (1) 無菌操作を実施できる。

　 (2) 手術や手技のための手洗いができる。

　 (3) 手術室におけるガウンテクニッ クができる。

　 (4) 基本的な縫合と 抜糸ができる。

　 (5) 創の消毒やガーゼ交換ができる。

　 (6) 手術、 術前・ 術中・ 術後管理を見学し、 介助する。

５ ） 救命処置（ 2-1.2.3.4.5.6.7, 4-1.2.3.4.5.6.7）

　 (1) 身体徴候、 バイタルサインから緊急性の高い状況であるこ と を判断できる。

　 (2) 一次救命処置を実施できる。

　 (3) 二次救命処置を含む緊急性の高い患者の初期対応に可能な範囲で参加する。

６ ） シミ ュレーショ ン教育（ 4-2,4-6）

　 (1) 心エコーシミ ュレータを用いて反復練習をするこ と で、 臨床技能を磨く 。

　 (2) シムマン 3G を用いて、 軽症から重症まで約 20例の胸部症状シナリ オを用いたシミ ュレーショ ント レーニングを通

して、 各種胸部症状患者への初期対応の経験をする。

　 (3) 心臓カテーテルシミ ュレーターを用いて、 冠動脈造影中の医療安全に関する様々な意識を実経験する。

　 (4) エコーガイド 下、 中心静脈確保をシミ ュレーターを用いて経験する。 　

７ ） 医療行動科学、 医療倫理、 医療安全、 医療法について（ 2-1.2.3.4.5.6.7.8, 3.5.6）

　 (1) 各種検査・ 治療のインフォームド コンセント

　 (2) 困難な患者　 急変患者・ 家族への説明、

　 (3) 各種検査時の安全への配慮

本科目は実務経験のある教員による授業科目です。 　

4. 教科書・ 参考書

内科診断学（ 医学書院）

内科学（ 朝倉書店）

内科診断学（ 南江堂）
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内科診断学（ 医学書院）

Navigate循環器疾患（ 医学書院）

病気が見える循環器（ メ ディッ ク メ ディ ア）

臨床循環器学（ 文光堂）

集中講義　 胸痛（ メ ジカルビュー社）

ク リ ニカルク ラーク シッ プガイド 等、 講義・ 演習資料

5. 成績評価の方法

CC-EPOC入力状況、 実習評価表、 miniCEX、 最終日の学生カンファ ランスの場で発表・ ディ スカッ ショ ン、

実習中 OSCE（ シミ ュレーショ ン、 模擬画像など） および卒業時の PCC-OSCE

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

・ ク リ ニカルク ラークシッ プガイド の実習直前に必ず復習してく る事項【 必修（ コア） 事項】 を学習してく るこ と 。

・ 経験記録、 手帳の記載を行う こ と
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循環器内科学（ 内科学２ ） 臨床実習

授　 業　 展　 開 授　 業　 内　 容

第 1回 月曜日 ［ 9:00-17:00 ］

副題 　

担当 　

09:00 　 オリ エンテーショ ン（ 渡邊）： 第二病棟４ 階カンファレンスルーム
10:00 　 担当医紹介
11:00 　 病棟実習
13:30 　 身体所見セミ ナー（ 鈴木）： 第二病棟４ 階カンファレンスルーム
14:30 　 病棟実習／心臓カテーテル実習
16:00 　 臨床推論セミ ナー（ 寺田）： オンデマンド

第 2回 火曜日 ［ 8:00-17:00 ］

副題 　

担当 　

08:00　 急変シミ ュレーター実習（ 長谷川）： シミ ュレーショ ン教育センター
11:00 　 病棟実習
13:00 　 病棟実習／心臓カテーテル実習

第 3回 水曜日 ［ 9:00-17:00 ］

副題 　

担当 　

09:00 　 病棟実習
09:30 　 大動脈弁狭窄症のカテーテル治療（ 高木）： 第二病棟４ 階カンファ
レンスルーム
10:30 　 病棟実習
13:00 　 病棟実習／心臓カテーテル実習

第 4回 木曜日 ［ 9:00-17:00 ］

副題 　

担当 　

09:00 　 病棟実習
13:00 　 病棟実習／心臓カテーテル実習

第 5回 金曜日 ［ 9:00-17:00 ］

副題 　

担当 　

09:00 　 病棟実習
14:20 　 医学医療総合講義

第 6回 月曜日 ［ 9:00-17:00 ］

副題 　

担当 　

09:00 　 病棟実習
13:30 　 心臓リ ハビリ セミ ナー（ 鈴木）： 第二病棟４ 階カンファレンスルー
ム
14:30 　 薬物療法（ 佐藤輝紀）： 第二病棟４ 階カンファレンスルーム
16:00 　 心電図セミ ナー（ 寺田）： オンデマンド

第 7回 火曜日 ［ 9:00-17:00 ］

副題 　

担当 　

09:00 　 エコーセミ ナー（ 佐藤和奏）： 南臨床棟 5階カンファレンスルーム
10:00 　 病棟実習
13:00 　 病棟実習／心臓カテーテル実習

第 8回 水曜日 ［ 9:00-17:00 ］

副題 　

担当 　

09:00 　 徐脈性不整脈セミ ナー（ 岩川）： 南臨床棟 5階カンファレンスルー
ム
10:00 　 病棟実習
13:00 　 病棟実習／心臓カテーテル実習　

第 9回 木曜日 ［ 9:00-17:00 ］

副題 　

担当 　

09:00 　 病棟実習
13:00 　 病棟実習／心臓カテーテル実習

第 10回 金曜日 ［ 9:00-17:00 ］

副題 　

担当 　

09:00 　 病棟実習
10:30 　 試問（ 渡邊）： 第二病棟４ 階カンファレンスルーム
14:20 　 医学医療総合講義
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学 IV (CC1)

授 業 科 目 名： 呼吸器内科学　 臨床実習 （ Respiratory Medicine）

対 象 学 年： 4年次 必修

時間割コード ： 71643002-04

1. 主任教員

中山勝敏 (教授、 呼吸器内科学講座、 7510)

2. 担当教員

中山勝敏 (教授、 呼吸器内科学講座、 7510)

佐藤一洋 (特任准教授、 呼吸器内科学講座、 7510)

竹田正秀 (講師、 呼吸器内科学講座、 7510)

奥田佑道 (特任助教、 高齢者医療先端研究センター、 7510)

坂本　 祥 (特任助教、 高齢者医療先端研究センター、 7510)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

１ ． ねらい

病棟や外来患者さんへの診療を通して、 呼吸器領域の症候や病態の臨床推論、 鑑別診断、 検査・ 治療方針決定等の実践力

を修得する。 診療チームの一員と して内科領域、 特に呼吸器を中心と した患者の診断・ 治療の過程を経験し、講義・ ク リ ニ

カルク ラーク シッ プ実習を通じて深く 理解習得する。 また、 関連するプロフェッ ショ ナリ ズム、 倫理、 医療行動科学、 医

療安全、 医療法（ 制度）、 EBM について学ぶ。

２ ． 概要（ 1-1～1-2、 3-1～3-7、 4-1～4-8、 5-1～5-5、 6-1～6-2）

呼吸器内科疾患の診療に関する基本的な知識と 技能を修得するために、 指導医を中心と した医療チームの一員と して能動

的に実習に取り 組む。 臨床実習の中で自ら情報を収集し、 患者さんのニーズ・ 問題点の抽出、 整理、 解釈を行い（ 臨床的

推論）、 解決法（ 診断、 治療） を立案するための基本的訓練を行う （ problem based learning:PBL)

１ ） 病棟診療（ 1-1～1-2、 2-1～2-8、 3-1～3-7、 4-1～4-8）

指導医チームに加わり 、 チーム内の病棟患者さ ん全員の診療を行う 。 日々回診し、 問診、 身体診察を行い、 臨床課題を抽

出し、 臨床推論を行う 。 指導医と と も にカルテ記載、 検査および治療方針の決定を行う 。 病棟カンファ ランスでは担当の

なかから １ 名についてプレゼンテーショ ンと 質疑応答を行い、 エビデンスに基づいた診療を経験する。 さ らに文献的な考

察も含め病態の理解を深める。

２ ） 外来診療（ 1-1～1-2、 2-1～2-8、 3-1～3-7、 4-1～4-8）

外来指導医のも と 、 新患患者さんの問診、 身体診察を行い、 指導医と と もにカルテ記載、 鑑別疾患の検討、 および必要な

検査の提案を行う 。 病態を把握し指導医と と も に治療方針を検討する。

３ ） 検査への参加（ 2-1～2-8、 3-1～3-7、 4-1～4-8）

気管支鏡検査の見学を行う 。 検査前に指導医と と もに当該症例の画像を読影し、 鑑別診断の検討および検査方針を立てる。

検査後の検体の取り 扱いも理解する。

４ ） 臨床実習レポート 発表（ 3-1～3-7、 5-1～5-5、 6-1～6-2）

担当症例について病歴、 検査値、 経過、 治療方針などをまと め、 発表を行う 。 文献的考察も行う こ と で、 エビデンス収集

能力および医学的な分析能力を養う 。

３ ． 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標
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上記のねらい及び概要を中心に実習をすすめるが、 本診療科で特に経験保証する症候、 病態、 各種手技等の内容を下記に

示す。

１ ） 症候・ 病態、 臨床推論（ 3-1～3-7、 4-1～4-8）

(1) 発熱、 (2) 全身倦怠感、 (3) 食思 (欲) 不振、 (4) 体重増加・ 体重減少、 (5) 意識障害・ 失神、 (6) 脱水、 (7) 浮腫、 (8) 咳・

痰、 (9) 血痰・ 喀血、 (10) 呼吸困難、 (11) 胸痛、 (12) 胸水、 (13) 嚥下困難・ 障害、 (14) リ ンパ節腫脹

２ ） 基本的臨床手技（ 1-1～1-2、 2-1～2-8、 3-1～3-7、 4-1～4-8）

(1) 体位交換、 移送ができる。

(2) 皮膚消毒ができる。

(3) 気道内吸引、 ネブライザーを実施できる。

(4) 静脈採血を実施できる。

(5) 末梢静脈の血管確保を実施できる。

(6) 中心静脈カテーテル挿入を見学し、 介助する。

(7) 動脈血採血・ 動脈ラインの確保を見学し、 介助する。

(8) ド レーンの挿入と 抜去を見学し、 介助する。

(9) 診療録（ カルテ） を作成する。

(10) 各種診断書・ 検案書・ 証明書の作成を見学し、 介助する。

３ ） 検査手技（ 2-1～2-8、 3-1～3-7、 4-1～4-8）

(1) 微生物学検査を評価できる。

(2) １ ２ 誘導心電図を記録できる。

(3) 胸部の超音波検査を実施できる。

(4) 経皮的酸素飽和度を測定できる。

(5) エッ ク ス線撮影、 CT、 MRI、 核医学検査、 気管支鏡検査を見学し、 介助する。

４ ） 外科的手技（ 2-1～2-8、 3-1～3-7、 4-1～4-8）

(1) 無菌操作を実施できる。

(2) 基本的な縫合と 抜糸ができる。

(3) 創の消毒やガーゼ交換ができる。

５ ） 救命処置（ 2-1～2-8、 3-1～3-7、 4-1～4-8）

(1) 身体徴候、 バイタルサインから緊急性の高い状況であるこ と を判断できる。

(2) 一次救命処置を実施できる。

(3) 二次救命処置を含む緊急性の高い患者の初期対応に可能な範囲で参加する。

６ ） シミ ュレーショ ン教育（ 3-1～3-7、 6-1～6-2）

(1) 気管支鏡シミ ュレータを用いて反復練習をするこ と で、 検査の意義を学び技術を磨く 。

(2) 胸腔穿刺シミ ュレータを用いて反復練習をするこ と で、 検査の意義を学び技術を磨く 。

本科目は実務経験のある教員による授業科目です。

4. 教科書・ 参考書

内科学（ 朝倉書店）、 内科診断学（ 南江堂）、 呼吸器領域の各種診療ガイド ラインまたは診断と治療の手引き［ 肺癌（ 金原

出版）、 COPD（ メ ディ カルレビュー）、 喘息（ 協和企画）、 特発性肺線維症（ 南江堂）、 成人肺炎（ メ ディ カルレビュー）］

5. 成績評価の方法

態度、 口頭試問、 ミ ニ CEX、 出席、 学生症例プレゼンテーショ ンでの発表など。
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6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

指定の教科書・ 参考書等に則り 予習をし、 同教科書・ 参考書および実習時に指導された内容をも と に復習するこ と 。
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呼吸器内科学　 臨床実習

授　 業　 展　 開 授　 業　 内　 容

第 1回 月曜日 ［ 8:30 -17:00 ］

副題 　

担当 スタッ フ全員

・ 08:30～　 オリ エンテーショ ン (第 2病棟 7階カンファレンス室)
・ 09:30～　 患者紹介 (第 2病棟 7階)/病歴・ 身体所見 (呼吸器内科外来)
・ 15:00～　 病棟カンファレンス (第 2病棟 7階カンファレンス室)

第 2回 火曜日 ［ 8:30 -17:00 ］

副題 　

担当 スタッ フ全員

・ 08:30～　 学生回診 (第 2病棟 7階)
・ 09:00～　 病棟診療 (第 2病棟 7階)
・ 11:00～　 気管支鏡前実習 (シミ ュレーショ ン教育センター) 　
・ 14:00～　 気管支鏡検査 (中央放射線部透視室)/胸部レント ゲン読影セミ
ナー (第 2病棟 7階カンファ レンス室) 　 　 　

第 3回 水曜日 ［ 8:30 -17:00 ］

副題 　

担当 スタッ フ全員

・ 08:30～　 学生回診 (第 2病棟 7階)
・ 09:00～　 病棟診療 (第 2病棟 7階)
・ 11:00～　 酸素投与法セミ ナー (第 2病棟 7階カンファレンス室)
・ 14:00～　 症例検討/教授回診 (第 2病棟 7階カンファレンス室/第 2病棟 7
階) 　

第 4回 木曜日 ［ 8:30 -17:00 ］

副題 　

担当 スタッ フ全員

・ 08:30～　 学生回診 (第 2病棟 7階)
・ 09:00～　 病棟診療 (第 2病棟 7階)
・ 11:00～　 血ガス・ 人工呼吸器セミ ナー (第 2病棟 7階カンファレンス室)
・ 13:30～　 気管支鏡検査 (中央放射線部透視室)
・ 17:30～　 4科合同カンファレンス (放射線科カンファ レンス室)

第 5回 金曜日 ［ 8:30 -17:00 ］

副題 　

担当 スタッ フ全員

・ 08:30～　 学生回診 (第 2病棟 7階)
・ 09:00～　 病棟診療 (第 2病棟 7階)
・ 11:00～　 胸腔穿刺実習 (シミ ュレーショ ン教育センター) 　
・ 14:20～　 医学医療総合講義

第 6回 月曜日 ［ 8:30 -17:00 ］

副題 　

担当 スタッ フ全員

・ 08:30～　 学生回診 (第 2病棟 7階)
・ 09:00～　 受持患者症例検討会 (第 2病棟 7階カンファレンス室)/病歴・ 身
体所見（ 呼吸器内科外来)
・ 14:30～　 COPD・ 喘息セミ ナー (第 2病棟 7階カンファ レンス室)
・ 15:00～　 病棟カンファレンス (第 2病棟 7階カンファレンス室)

第 7回 火曜日 ［ 8:30 -17:00 ］

副題 　

担当 スタッ フ全員

・ 08:30～　 学生回診 (第 2病棟 7階)
・ 09:00～　 病棟診療 (第 2病棟 7階)
・ 11:00～　 咳・ 痰セミ ナー (第 2病棟 7階カンファ レンス室)
・ 14:00～　 気管支鏡検査 (中央放射線部透視室)/肺炎・ 間質性肺炎セミ ナー
(第 2病棟 7階処置室) 　 　 　

第 8回 水曜日 ［ 8:30 -17:00 ］

副題 　

担当 スタッ フ全員

・ 08:30～　 学生回診 (第 2病棟 7階)
・ 09:00～　 病棟診療 (第 2病棟 7階)
・ 14:00～　 症例検討/教授回診 (第 2病棟 7階カンファレンス室/第 2病棟 7
階) 　

第 9回 木曜日 ［ 8:30 -17:00 ］

副題 　

担当 スタッ フ全員

・ 08:30～　 学生回診 (第 2病棟 7階)
・ 09:00～　 病棟診療 (第 2病棟 7階)
・ 11:00～　 肺癌セミ ナー (第 2病棟 7階カンファレンス室)
・ 13:30～　 気管支鏡検査 (中央放射線部透視室)/呼吸器症例プレゼンテー
ショ ン (第 2病棟 7階カンファレンス室)
・ 17:30～　 4科合同カンファレンス (放射線科カンファ レンス室)

第 10回 金曜日 ［ 8:30 -17:00 ］

副題 　

担当 スタッ フ全員

・ 08:30～　 学生回診 (第 2病棟 7階)
・ 09:00～　 病棟診療 (第 2病棟 7階)
・ 10:00～　 臨床実地問題解説セミ ナー (第 2病棟 7階カンファレンス室) 　
・ 14:20～　 医学医療総合講義
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学 IV (CC1)

授 業 科 目 名： 血液・ 腎臓・ 膠原病内科学（ 内科学３ ） 臨床実習 （ Internal Medicine 3 ; Hematology, Nephrology, and Rheumatology － Clinical

対 象 学 年： 4年次 必修

時間割コード ： 71643002-05

1. 主任教員

高 橋 直 人 (教授、 血液・ 腎臓・ 膠原病内科学講座 (第三内科)、 6111、 オフィ スアワー： 8:30-17:00)

2. 担当教員

高 橋 直 人 (教授、 血液・ 腎臓・ 膠原病内科学講座 (第三内科)、 6111、 オフィ スアワー： 8:30-17:00)

奈 良 美 保 (講師、 輸血細胞治療・ 移植再生医療センター、 6313、 オフィ スアワー： 8:30-17:00)

池 田 　 翔 (講師、 血液・ 腎臓・ 膠原病内科学講座 (第三内科)、 6116、 オフィ スアワー： 8:30-17:00)

北 舘 明 宏 (講師、 血液・ 腎臓・ 膠原病内科学講座 (第三内科)、 6116、 オフィ スアワー： 8:30-17:00)

小 林 敬 宏 (講師、 血液・ 腎臓・ 膠原病内科学講座 (第三内科)、 6116、 オフィ スアワー： 8:30-17:00)

山 下 鷹 也 (助教、 血液・ 腎臓・ 膠原病内科学講座 (第三内科)、 6116、 オフィ スアワー： 8:30-17:00)

小林五十鈴 (特任助教、 総合臨床教育研修センター、 6116、 オフィ スアワー： 8:30-17:00)

齋 藤 雅 也 (助教、 臨床研究支援センター、 6116、 オフィ スアワー： 8:30-17:00)

阿 部 史 人 (助教、 血液・ 腎臓・ 膠原病内科学講座 (第三内科)、 6116、 オフィ スアワー： 8:30-17:00)

齋 藤 綾 乃 (助教、 血液・ 腎臓・ 膠原病内科学講座 (第三内科)、 6116、 オフィ スアワー： 8:30-17:00)

藤 岡 優 樹 (助教、 中央検査部、 6116、 オフィ スアワー： 8:30-17:00)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

1.診療参加型臨床実習 CC1の概要・ ねらい

チームの一員と して、 将来どのよう な分野の医師にも必要な血液・ 腎臓・ 膠原病領域に関する症候、 臨床推論、 鑑別診断、

検査、 治療方針決定等を修得する。（ 1-1， 1-2， 2-1～2-8）

１ ） 病棟診療

指導医のも と 、 2名の病棟患者さんを担当する。 日々問診、 身体診察、 カルテ記載、 プレゼンテーショ ンを行い、 文献検

索により 病態理解や治療方針の決定に参加する。（ 4-1～4-8）

２ ） 外来診療

指導医のも と 、 新患患者さ んの病歴聴取、 診察、 カルテ記載、 鑑別疾患の検討、 必要な検査の提案、 治療方針の提案を行

う 。（ 4-1～4-8）

３ ） 臨床実習レポート の作成を行い、 発表する。 症例報告レベルのレポート を作成するこ と で、 医学的知識を深め、 科学

的探究心やエビデンス収集能力、 生涯にわたって学ぶ姿勢を身に付ける。（ 5-1～5-5， 6-1～6-2）

2. 学修目標

１ ） 症候・ 病態　 臨床推論

(1) 発熱、 (2) 全身倦怠感、 (3) 黄疸、 (4) 貧血、 (5) 出血傾向、 (6) リ ンパ節腫脹、 (7) 腹部腫瘤

２ ） 基本的臨床手技

(1) 皮膚消毒、 (2) 静脈採血、 (3) 末梢静脈の血管確保、 (4) 中心静脈カテーテル挿入の見学・ 介助、 (5) 腰椎穿刺の見学・ 介

助、 (6) 局所麻酔、 輸血の見学・ 介助、 (7) カルテ作成、 (8) 診断書・ 検案書・ 証明書の作成見学・ 介助

３ ） 検査手技

(1) 尿検査（ 尿沈査含む） の実施、 (2) 末梢血塗抹標本作成・ 観察、 (3) 微生物学検査（ Gram 染色含む） の実施、 (4) 血液型

判定の実施、 (5) 経皮的酸素飽和度測定、 (6) 骨髄穿刺、 腎生検の見学・ 介助

4） 外科手技

(1) 無菌操作の実施、 (2) 創消毒の実施

５ ） 救命処置

(1) 身体徴候・ バイタルサインから 、 緊急性の高い状況を判断できる、 (2) 二次救命処置を含む緊急性の高い患者の初期対

応に可能な範囲で参加する。

1

－ 427 －



6） 医療行動科学、 医療倫理、 医療安全、 医療法、 EBM について

(1) 各種検査・ 治療のインフォームド コンセント （ 2-4）、 (2) 悪性腫瘍の患者・ 家族への病状説明（ 2-4， 2-7）、 (3) 認知症

や老々介護、 生活困窮者に対する支援センターと の連携（ 2-5， 2-6）、 (4)up to dateや PubMed使用によるエビデンス検索

（ 4-4， 5-3）

詳細については第１ 週目月曜日のオリ エンテーショ ンで解説する。

本科目は実務経験のある教員による授業科目です。

4. 教科書・ 参考書

朝倉内科学、 ハリ ソン内科学、 本学のク リ ニカルク ラーク シッ プガイド、 講義資料

5. 成績評価の方法

態度、 ミ ニ CEX、 レポート 、 出席

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

・ 本学のク リ ニカルクラークシップガイド の、実習直前に必ず復習してく る事項【 必修（ コア） 事項】 を学習してく るこ と 。

・ CC-EPOCの記載を行う こ と 。

・ 予定は変更になるこ と があり ます。
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血液・ 腎臓・ 膠原病内科学（ 内科学３ ） 臨床実習

授　 業　 展　 開 授　 業　 内　 容

第 1回 月曜日 ［ 8:15 -17:00 ］

副題
オリ エンテーショ ン、 確認試験、 ク
ルズス、 血液カンファ 、 病棟実習

担当 各担当教官

08:15-10:00 　 オリ エンテーショ ン
13:00-14:00 　 確認試験
14:00-15:00 　 クルズス
15:00-16:00 　 血液カンファ
　 　 　 　 　 　 カンファでのプレゼン評価

上記外の時間は病棟実習を行う

第 2回 火曜日 ［ 8:30 -17:00 ］

副題 総回診、 病棟実習

担当 各担当教官

13:30-　 　 　 総回診
　 　 　 　 　 　 カンファでのプレゼン評価

上記外の時間は病棟実習を行う

第 3回 水曜日 ［ 8:30 -17:00 ］

副題
腎・ リ ウマチ内科外来実習、 クルズ
ス、 腎カンファ 、 病棟実習

担当 各担当教官

09:30-12:00 　 腎・ リ ウマチ内科外来実習
13:00-14:00 　 クルズス
16:00-16:30 　 腎カンファ
　 　 　 　 　 　 カンファでのプレゼン評価

上記外の時間は病棟実習を行う

第 4回 木曜日 ［ 8:30 -17:00 ］

副題
血液内科外来実習、 クルズス、 病棟
実習

担当 各担当教官

09:30-12:00 　 血液内科外来実習
13:00-14:00 　 クルズス

上記外の時間は病棟実習を行う

第 5回 金曜日 ［ 8:30 -17:00 ］

副題
採血・ フローサイト 実習、 病棟実習、
医学医療総合講義

担当 各担当教官

09:30-12:00 　 採血・ フローサイト 実習
14:20-17:00 　 医学医療総合講義

上記外の時間は病棟実習を行う

第 6回 月曜日 ［ 8:30 -17:00 ］

副題
血液内科外来実習、 クルズス、 血液
カンファ 、 病棟実習

担当 各担当教官

09:30-12:00 　 血液内科外来実習
13:00-14:00 　 クルズス
15:00-16:00 　 血液カンファ
　 　 　 　 　 　 カンファでのプレゼン評価

上記外の時間は病棟実習を行う
病棟実習時　 ミ ニ CEX

第 7回 火曜日 ［ 8:30 -17:00 ］

副題 総回診、 病棟実習

担当 各担当教官

13:30-　 　 　 総回診
　 　 　 　 　 　 カンファでのプレゼン評価

上記外の時間は病棟実習を行う
病棟実習時　 ミ ニ CEX

第 8回 水曜日 ［ 8:30 -17:00 ］

副題
腎・ リ ウマチ内科外来実習、 LTFU外
来実習、 腎カンファ 、 病棟実習

担当 各担当教官

09:30-12:00 　 腎・ リ ウマチ内科外来実習
14:00-14:50 　 LTFU 外来実習
16:00-16:30 　 腎カンファ
　 　 　 　 　 　 カンファでのプレゼン評価

上記外の時間は病棟実習を行う
病棟実習時　 ミ ニ CEX

第 9回 木曜日 ［ 8:30 -17:00 ］

副題
血液内科外来実習、 クルズス、 病棟
実習

担当 各担当教官

09:30-12:00 　 血液内科外来実習
13:00-14:00 　 クルズス

上記外の時間は病棟実習を行う
病棟実習時　 ミ ニ CEX

第 10回 金曜日 ［ 8:30 -17:00 ］

副題
レポート 発表 (質疑応答)、 総括、 医
学医療総合講義

担当 各担当教官

08:30-12:00 　 レポート 発表および質疑応答
13:00-14:00 　 総括
14:20-17:00 　 医学医療総合講義
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学 IV (CC1)

授 業 科 目 名： 精神科学 臨床実習 （ Clinical Clerkship in Psychiatry）

対 象 学 年： 4年次必修

時間割コード ： 71643002-06

1. 主任教員

三島　 和夫 (教授、 精神科学講座 北臨床棟 4階、 6122、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

2. 担当教員

三島　 和夫 (教授、 精神科学講座 北臨床棟 4階、 6122、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

竹島　 正浩 (准教授、 精神科学講座北臨床棟 4階、 6122、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

石川　 勇仁 (医員、 精神科学講座 北臨床棟 4階、 6122、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

今 西 　 彩 (助教、 精神科学講座 北臨床棟 4階、 6122、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

伊藤　 結生 (助教、 精神科学講座 北臨床棟 4階、 6122、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

吉沢　 和久 (助教、 精神科学講座 北臨床棟 4階、 6122、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

馬越　 秋瀬 (助教、 精神科学講座 北臨床棟 4階、 6122、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

小笠原　 正弥 (助教、 精神科学講座 北臨床棟 4階、 6122、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

1. ねらい

本ク リ ニカルク ラークシッ プのねらいは臨床実習を通じて精神障害の病態生理、 診断、 治療に関する知識を深めると と も

に、 精神障害の患者に対して適切な医療面接や臨床推論を行い、 的確な診断やエビデンスに基づく 治療を策定するこ と で

ある。 また、 精神科診療に必須である精神保健福祉法についても 学習し、 個々の患者に対して適切な入院形態や行動制限

を選択できるよう になるこ と である。 それに加え、 医師の倫理や医師の職責などのプロフェッ ショ ナリ ズムを育み、 良好

な患者と 医師の信頼関係に基づく 全人的医療を実践し、 チーム医療に必要なコミ ュニケーショ ン能力を学ぶ。 また、 臨床

実習で実際の患者と 触れ合う こ と によって医学的課題の発見などのリ サーチマインド や問題解決能力を高め、 絶えず進歩

する医学・ 医療に興味を抱いて学習し、 学んだ成果を取り 入れる姿勢を涵養する。 また、 関連する医学行動科学、 医療倫

理、 医療安全、 医療法 (医療制度)、 EBM について実践的に学ぶ。 (1-1～1-2、 2-1～2-3、 2-5～2-7、 3-1～3-3、 3-7、 4-1～

4-5、 4-7、 5-1～5-3)

2. 概要

到達目標

（ １ ） 患者-医師の良好な信頼関係に基づく 精神科面接の基本を説明できる。 (1-2、 2-1～2-3)

（ ２ ） 診察・ 検査を通じて精神障害の診断・ 治療の流れを理解できる。 (4-1～4-3)

（ ３ ） 精神保健福祉法に基づく 入院形態の区分と 適応について理解できる。 (3-7)

（ ４ ） 主な精神疾患の主要症状、 診断、 治療について理解できる。 (3-1～3-3)

・ 精神科疾患の診療に関する基本的な知識と 技能を修得するために、 指導医を中心と した医療チームの一員と して能動的

に実習に取り 組む。 (2-3、 4-7)

・ 臨床実習の中で自ら情報を収集し、 患者さんのニーズ・ 問題点の抽出、 整理、 解釈を行い (臨床的推論)、 解決法 (診断、

治療) を立案するための基本的訓練を行う (problem based learning; PBL)。 (5-1～5-3、 6-1)

・ 診療チームの外来・ 病棟における日常診療に参加し、 精神科の診察、 検査、 治療の実際を体験し、 精神科診療のポート

フォリ オを作成する。 (2-1～2-3、 2-5～2-6、 3-1～3-3、 4-1～4-3、 4-7)

・ 精神科疾患の診察、 検査、 治療の実際を体験し、 精神科の定期カンファレンス・ 総回診に参加し、 診断及び治療過程な

どを学ぶ。 (2-1～2-6、 3-1～3-3、 4-1～4-3、 4-5、 4-7)

・ カンファ レンスなどを通して、 テキスト 上の知識を実体化し、 受け持ち患者さんの精神疾患および個別特性を深く 理解

し、 医療チーム内の情報共有を行う 。 (1-2、 2-2、 2-4～2-5、 4-7)
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・ 精神科の日常診療に参加して得た診察、 検査、 治療技能を実際の患者診療に適用できる。 (4-1～4-3、 4-6)

1) 病棟診療

CC1学生は 2 週間配属され、 指導医のもと 病棟の担当患者さんを毎日回診して、 診療内容をカルテに記載する。 指導医の

監督のも と に、 医療面接、 身体診察を行って、 問題を抽出し、 作業仮説を立てて EBM に基づいた検証を繰り 返す (必要に

応じて文献を検索する )。 臨床推論に基づいて、 診断、 鑑別に必要な検査を立案し、 担当患者さんの重症度、 合併症を勘案

して治療方針の選択を試みる。 他科頼診券、 ウイーク リ ーサマリ ー、 カルテへの記載 (指導医の確認必須)、 患者・ 家族へ

の説明への参加など、 チームの一員と して基本的な診療を実践的に学び、 医師と してのプロフェッ ショ ナリ ズムを身に付

けるために必要な知識、 学習プロセスを身に付ける。 (1-1～1-2、 2-1、 2-3～2-5、 4-1～4-5、 4-7、 5-1～5-3、 6-1)

2) 外来診療

外来新患や再来患者の診察に陪席し、 医療面接、 身体診察を見学し、 臨床推論に則った検査、 治療立案を考える。 診察患者

の診断、 状態像、 病識などを理解し、 入院形態を指導医と と もに考え、 入院時の告知や説明に陪席する。 (3-2～3-3、 3-7、

4-1～4-3)

3) 各種検査や治療への参加

診療チームの一員と して各種検査、 治療に参加しながら 、 臨床推論・ 検査・ 治療の実際を経験し、 検査成績の評価を自ら

試み、 記録する。 (2-5、 4-1～4-7)

3. 学修目標

上記１ のねらい・ 概要を中心に実習を進める。 本診療科で特に経験すべき精神疾患、 各種検査手技等の内容を下記に示す。

（ 3-1～3-4）

1) 症候・ 病態　 臨床推論

a. 統合失調症 　 　 　 　 b. う つ病 　 　 　 　 c. 双極性障害 (躁う つ病)

d. 症状精神病 　 　 　 　 e. 認知症　 　 　 　 f. 物質使用障害 　 　

g. 不安障害群と 心的外傷及びスト レス因関連障害群

h. 身体症状症及び関連症群、 食行動障害及び摂食障害群

i. 睡眠-覚醒障害　 　 　 j. 解離性障害　 　 　 　 k. パーソナリ ティ 障害

l. 神経発達障害群 (知的能力障害、 自閉症スペク ト ラム障害、 注意欠如・ 多動障害、 運動障害群)

2) 基本的臨床手技（ 1-1～1-2、 2-1～2-3、 4-1～4-6）

(1) 医師患者関係の在り 方を理解する。

(2) 精神科面接法、 精神的力動の基本について理解し、 説明できる。

(3) 修正型電気けいれん療法の適応、 装着方法、 判定ができる。

(4) 精神科作業療法の作業内容、 治療目的を説明できる。

(5) 行動制限の種類、 必要性などを理解し、 診療録に正確に記載できる。

(6) 診療録 (カルテ) を作成する。

(7) 各種診断書・ 入退院の届出・ 証明書の作成を見学し、 介助する。

3) 検査・ 治療手技（ 4-1～4-5、 2-5～2-6）

(1) 症状評価尺度を実施し、 結果を説明できる。

(2) 神経学的所見や長谷川式簡易知能評価スケール (HDSR)、 Mini-Mental State Examination (MMSE) をと り 、 カルテへの

記載ができる。

(3) 睡眠脳波 (PSG) や睡眠潜時反復検査 (MSLT) を含む脳波検査を見学し、 結果を指導医と 共に確認し診断及び治療立案

を行う 。

(4) アク チグラフの結果を指導医と 共に確認する。

(5) エッ ク ス線撮影、 コンピュータ断層撮影 (CT)、 磁気共鳴画像法 (MRI)、 核医学検査を見学し、 介助する。 その結果を
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指導医と 共に確認し、 診断及び治療立案を行う 。

(6) 心理検査結果を指導医や心理士と 共に確認し、 診断及び治療立案を行う 。

(7) 腰椎穿刺を見学し、 介助する。

4) プロフェッ ショ ナリ ズム、 医学行動科学、 医療倫理、 医療安全、 医療法 (制度)、 EBM について（ 1-1～1-2、 2-1～2-7、

3-5～3-7、 4-4、 4-7～4-8、 5-1～5-3、 5-5、 6-1）

(1) 各種検査・ 治療のインフォームド コンセント (見学)。

(2) 処遇困難な患者、 急変患者・ 家族への説明 (見学)。

(3) 患者さんの生活環境 (家庭、 職場、 施設など ) やアド ヒ アランスなどに配慮した診療計画を検討できる。

(4) 生活習慣に潜むリ スク を列挙して、 患者指導の在り 方を考えられる。

(5) 緩和ケアのチームの一員と して患者さんの精神的支援、 意思決定支援、 苦痛の緩和について理解する。

(6) 各種侵襲的な検査・ 治療時の安全性への配慮ができる。

(7) 自立支援制度、 介護保険制度、 障害者自立支援法、 精神障害者保健福祉手帳、 障害者差別解消法、 精神保健及び精神障

害者福祉に関する法律、 成年後見制度などを概説できる。

(8) 行動制限について指定医からその必要性及び人権への配慮の仕方について学び、 説明するこ と ができる。

(9) 各種診療ガイド ラインを適宜参照し、 活用できる。

(10) 文献から得られた情報の批判的吟味ができる。

本科目は実務経験のある教員による授業科目です。

4. 教科書・ 参考書

４ 年次精神科講義資料、 診察実習時の資料 (神経疾患診察法)、 OSCE ク リ ニカルク ラーク シッ プガイド を常に参照できる

よう にするこ と 。 必要に応じて、 診断・ 治療ガイド ラインを参照、 活用するこ と 。

・ 標準精神医学 (尾崎紀夫 他編　 医学書院)

・ カプラン臨床精神医学テキスト (井上令一監修　 メ ディ カル・ サイエンス・ インターナショ ナル社)

・ DSM-5精神疾患の診断・ 統計マニュアル (高橋三郎、 尾崎紀夫 他訳　 医学書院)

・ ICD-10精神及び行動の障害　 臨床記述と 診断ガイド ラ イン (融　 道男他訳　 医学書院)

・ 医学専門雑誌、 医学文献・ 活用を奨励する。

5. 成績評価の方法

出席率（ 遅刻厳禁）、 参加意欲、 実習態度を最も重視する。

レポート 発表を行う 。 レポート は受け持ち患者さ んについて指導医から指導を受けながら作成する。

レポート 発表の内容を踏まえ、 当該患者さんの現症、 診断、 治療方針等について試問を行う 。

実習態度に加えて、 レポート 内容及び口頭発表、 理解度を総合的に評価する。

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

・ 指定教科書は事前に提示するので、 予習して受講するこ と 。

・ 指定教科書に授業の重要なポイント を記載するなどして学修すると 、 講義後の復習に役立つ。

・ 担当教員の予定などにより 、 講義内容、 講義時間を若干変更する場合がある。
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精神科学 臨床実習

授　 業　 展　 開 授　 業　 内　 容

第 1回 月曜日 ［ 9:00-17:10 ］

副題
オリ エンテーショ ン・ 外来診察・ 病
棟診察 ・ 小講義

担当 三島　 和夫

・ 9:00-9:30 : オリ エンテーショ ン (外来 7番診察室) ： 指導医と 担当する患
者の紹介と 把握、 レポート の課題を決定。 ※第 1週月曜が祝日で休みの場
合、 オリ エンテーショ ンは第 1週火曜に行います。
・ 9:30-午前 : 新患診察及び再来診察
・ 午後 : 病棟実習（ 指導医と の打ち合わせは事前にメ ールで確認する）
　 　 　 　 小講義【 統合失調症】 (Web class)

第 2回 火曜日 ［ 9:00-17:10 ］

副題
オリ エンテーショ ン予備日・ 外来診
察・ 病棟診察・ 小講義

担当 三島　 和夫

・ 9:00-午前 : 新患診察及び再来診察
・ 午後 : 病棟実習（ 指導医と の打ち合わせは事前にメ ールで確認する）
　 　 　 　 小講義【 気分障害】 (Web class)
　 　 　 　 小講義【 MSLT説明】 (Web class)

第 3回 水曜日 ［ 9:00-17:10 ］

副題
カンファレンス・ MSLT見学・ m-ECT
見学

担当 小笠原　 正弥

・ 9： 30-: 病棟カンファレンス室 カンファレンス (第二病棟 3 階 カンファ
レンスルーム )
・ 11:30-: MSLT見学 (脳波室)
・ 14:00-: m-ECT 見学 (手術室)

第 4回 木曜日 ［ 9:00-17:10 ］

副題
小講義・ 外来診察・ 病棟診察・ m-ECT
見学

担当 馬越　 秋瀬

・ 9:00-9:30 : 小講義【 文献検索の方法】 (外来 7 番診察室)
・ 9:30-午前 : 新患診察及び再来診察
・ 14:00-: m-ECT 見学 (手術室)

第 5回 金曜日 ［ 9:00-17:10 ］

副題 外来診察・ 病棟診察

担当 馬越　 秋瀬

・ 9:00-午前 : 新患診察及び再来診察
・ 14:20-17:10 : 医学医療総合講義 (第二病棟 2 階多目的室)

第 6回 月曜日 ［ 9:00-17:10 ］

副題 小講義・ 外来診察・ 病棟診察

担当 三島　 和夫

・ 9:00-9:30 : 小講義【 三島和夫 : 医師患者関係】 (外来 7 番診察室)
・ 9:30-午前 : 新患診察及び再来診察
・ 午後 : 小講義【 睡眠－覚醒障害】 (Web class)

第 7回 火曜日 ［ 9:00-17:10 ］

副題 小講義・ 外来診察・ 病棟診察

担当 石川　 勇仁

・ 9:00-午前 : 新患診察及び再来診察
・ 午後 : 小講義【 精神科救急・ リ エゾン】 (Web class)
　 　 　 　 小講義【 器質性精神障害、 せん妄】 (Web class)

第 8回 水曜日 ［ 9:00-17:10 ］

副題
カンファレンス・ MSLT見学・ m-ECT
見学

担当 伊藤　 結生

・ 9： 30-: 病棟カンファレンス室 カンファレンス (第二病棟 3 階 カンファ
レンスルーム )
・ 11:30-: MSLT見学 (脳波室)
・ 14:00-: m-ECT 見学 (手術室)

第 9回 木曜日 ［ 9:00-17:10 ］

副題 外来診察・ 病棟診察・ m-ECT見学

担当 馬越　 秋瀬

・ 9:00-午前 : 新患診察及び再来診察
・ 14:00-: m-ECT 見学 (手術室)

第 10回 金曜日 ［ 9:00-17:10 ］

副題 レポート 発表

担当 三島　 和夫

・ 9:00-12:00 : レポート 発表 (医局 2)
・ 14:20-17:10 : 医学医療総合講義 (第二病棟 2 階多目的室)

4

－ 433 －



令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学 IV (CC1)

授 業 科 目 名： 消化器外科学（ 外科学１ ） 臨床実習 （ CC1:Gastroenterological Surgery） －消化器外科臨床実習１ －

対 象 学 年： 4年次 必修

時間割コード ： 71643002-07

1. 主任教員

有 田 淳 一 (教授、 消化器外科、 6123、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

2. 担当教員

有 田 淳 一 (教授、 消化器外科、 6123、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

渡 辺 剛 (講師、 消化器外科、 6215、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

中 川 康 彦 (助教、 消化器外科、 6215、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

渥美振一郎 (助教、 消化器外科、 6215、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

大 塚 直 彦 (助教、 消化器外科、 6215、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

堀 江 美 里 (助教、 消化器外科、 6215、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

１ ， ねらい（ 大まかな全体目標）

　 診療チームの一員と して、 入院中の患者さ んへの診療を通して、 将来どのよう な分野の医師にも必要な外科領域、 特に

消化器外科を中心と した症候や病態の推論、 鑑別診断、 検査・ 治療方針決定などの実践力を習得し、 消化器外科医のイメ ー

ジを獲得する。 また、 関連する医療倫理、 医療安全、 EBM について実践的に学ぶ。

２ ， 概要（ 大まかな学修目標）

・ 診療チームの一員と して入院患者を担当し、 日々の回診、 総回診、 カンファランスでの症例提示を行う 。（ 1-1～1-2、 4-1

～4-7）

・ ガイド ラインを有効に活用する習慣、診療から生じる疑問に対して仮説を立て、それを検証する習慣を身に着ける。（ 3-3、

4-4、 5-1～5-3、 6-1～6-2）

・ 患者さんの年齢、 生活背景、 既往症などを考慮して、 病状、診断に必要な検査、 最適な治療を考えること ができる。（ 1-2、

4-1～4-7）

1） 病棟実習

各学生は診療チームに 2週間配属され、 指導医のも と で数人の患者さ んを担当する。 指導医の監督のも と に、 毎日、 担当

患者さんの回診を行い、 医療面接、 身体診察、 検査・ 治療方針の提案・ 議論、 診療録の記載、 カンファ レンスでのプレゼ

ンテーショ ンなど、 診療チームの一員と して実践的な診療を学ぶ。

２ ） 各種検査・ 手術等の実習

担当する患者さんの検査や手術に参加し、 どのよう に実際の診療・ 治療が行われているのかを学ぶ。

３ ， 学修目標・ 項目

１ ） 症候・ 病態　 臨床推論（ 3-1～3-4）

（ １ ） 黄疸、（ ２ ） 腹痛、（ ３ ） 悪心・ 嘔吐、（ ４ ） 食思不振、（ 5） 便秘・ 下痢、（ ６ ） 腹部膨隆・ 膨満・ 腫瘤

2） 基本的臨床手技（ 4-1～4-7）

（ １ ） 体位変換、 移送ができる

（ ２ ） 胃管の挿入と 抜去ができる

（ ３ ） 尿道カテーテルの挿入と 抜去ができる

（ ４ ） 全身麻酔手術を見学し、 介助ができる
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（ ５ ） 診療録を作成する

３ ） 検査手技（ 4-2～4-4）

（ １ ） 腹部超音波検査を実施できる

（ ２ ） 各種検査の適応や手技について説明でき、 結果の解釈が行える

４ ） 外科手技（ 4-6）

（ １ ） 無菌操作を実施できる

（ ２ ） 手術や処置のために手洗いができる

（ ３ ） 手術室におけるガウンテクニッ ク ができる

（ ４ ） 基本的な縫合と 抜糸ができる

（ ５ ） 創の消毒や包交ができる

（ ６ ） 手術や、 術前・ 術中・ 術後管理を見学し、 介助する

５ ） リ サーチマインド ・ 問題解決能力（ 5-1～5-3、 6-1～6-2）

（ １ ） 担当する患者さんの医学的課題を診療チーム内で共有・ 理解し、 解決する能力を獲得する

（ ２ ） 振り 返り によって、 自己省察能力を高める

６ ） 医療行動科学、 医療倫理、 医療安全（ 1-1～1-2、 2-1～2-5、 3-5～3-6）

（ １ ） 各種の検査や手術のインフォームド コンセント を理解する

（ ２ ） 患者や家族への対応について考えるこ と ができる

（ ３ ） 医師と してのプロフェッ ショ ナリ ズム、 医の倫理について理解する

（ ４ ） 各種の検査や手術などの安全管理に関して説明できる

本科目は実務経験のある教員による授業科目です。

4. 教科書・ 参考書

各担当教官と 相談するこ と

5. 成績評価の方法

態度（ 実習中の学習態度）

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

ク リ ニカルク ラーク シッ プガイド の必修事項を確認してく るこ と

毎日、 振り 返り を行い、 疑問点は学習するこ と

期間中に 1回のセミ ナーを予定しています
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消化器外科学（ 外科学１ ） 臨床実習

授　 業　 展　 開 授　 業　 内　 容

第 1回 月曜日 ［ 8:30-17:00 ］

副題 臨床実習１

担当 各指導教官

8:30-オリ エンテーショ ン　 南臨床棟３ 階医局
病棟回診・ 手術への参加

第 2回 火曜日 ［ 8:30-17:00 ］

副題 臨床実習１

担当 各指導教官

病棟回診・ 手術・ 検査への参加
16:00-外来症例カンファレンス
17:00-消化器合同カンファレンス（ キャンサーボード ）（ 自由参加）

第 3回 水曜日 ［ 8:30-17:00 ］

副題 臨床実習１

担当 各指導教官

病棟回診・ 手術への参加

第 4回 木曜日 ［ 8:00-17:00 ］

副題 臨床実習１

担当 各指導教官

8:00-病棟カンファ レンス、 術前検討会
病棟回診・ 検査への参加

第 5回 金曜日 ［ 8:30-14:00 ］

副題 臨床実習１

担当 各指導教官

病棟回診・ 手術への参加

第 6回 月曜日 ［ 8:30-17:00 ］

副題 臨床実習１

担当 各指導教官

病棟回診・ 手術への参加

第 7回 火曜日 ［ 8:30-17:00 ］

副題 臨床実習１

担当 各指導教官

病棟回診・ 手術・ 検査への参加
16:00-外来症例カンファレンス
17:00-消化器合同カンファレンス（ キャンサーボード ）（ 自由参加）

第 8回 水曜日 ［ 8:30-17:00 ］

副題 臨床実習１

担当 各指導教官

病棟回診・ 手術への参加

第 9回 木曜日 ［ 8:00-17:00 ］

副題 臨床実習１

担当 各指導教官

8:00-病棟カンファ レンス、 術前検討会
病棟回診・ 検査への参加

第 10回 金曜日 ［ 8:30-14:00 ］

副題 臨床実習１

担当 各指導教官

病棟回診・ 手術への参加
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学 IV (CC1)

授 業 科 目 名： 胸部外科学（ 外科学２ ） 臨床実習 （ Thoracic Surgery）

対 象 学 年： 4年次 必修

時間割コード ： 71643002-08

1. 主任教員

今 井 一 博 (准教授、 胸部外科学講座、 6132)

2. 担当教員

今 井 一 博 (准教授、 胸部外科学講座、 6132)

佐 藤 雄 亮 (病院准教授、 胸部外科学講座、 6132)

寺田かおり (講師、 乳腺・ 内分泌外科、 6132)

高嶋祉之具 (講師、 胸部外科学講座、 6132)

脇 田 晃 行 (医学部講師、 胸部外科学講座、 6132)

高橋絵梨子 (助教、 乳腺・ 内分泌外科、 6132)

長 岐 雄 志 (助教、 食道外科、 6132)

松 尾 　 翼 (医員、 呼吸器外科、 6132)

栗 山 章 司 (助教、 呼吸器外科、 6132)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

1. 授業の概要及びねらい

診療参加型臨床実習を通して、 医師と しての知識、 思考法、 技能、 態度の基本を学ぶ。

2. 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

１ ） 患者に対する適切な態度がと れる。

２ ） 身体所見、 カルテ記載が自分でできる。

３ ） 診断にいたる倫理的思考、 それに基づく 適切な治療法を述べるこ と ができる。

3. 医療行動科学、 医療倫理、 医療安全、 EBM、 医療法 (医療制度) について

関連するプロフェッ ショ ナリ ズム、 医の倫理、 医療安全、 EBM、 医療法 (医療制度) について説明できる。

本科目は実務経験のある教員による授業科目です。

4. 教科書・ 参考書

初日のオリ エンテーショ ンで、 実習日誌、 手引き等のプリ ント を配布します。

標準外科学（ 医学書院）、 他

5. 成績評価の方法

呼吸器、 食道、 乳腺・ 内分泌の各グループ毎に症例を割り 当て、

第２ 週の木曜の午後より 症例検討発表会を行い、 その内容や取組みを評価する。

最終日にレポート ・ 日誌を提出する。

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

初日のオリ エンテーショ ンで、 ３ つの領域グループの配属を決定し、 スケジュールを説明します。
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胸部外科学（ 外科学２ ） 臨床実習

授　 業　 展　 開 授　 業　 内　 容

第 1回 月曜日 ［ 8:30-17:00 ］

副題 　

担当 スタッ フ全員

8:30～　 オリ エンテーショ ン
　 　 　 　 （ 臨床研究棟南 3F　 胸部外科学講座医局）
各グループへ分かれて、 外来、 病棟実習
手術室実習（ 見学、 手洗い、 介助等）
症例プレゼンテーショ ンの準備・ 練習

第 2回 火曜日 ［ 8:30-17:00 ］

副題 　

担当 スタッ フ全員

8:00～　 集合
8:30～　 総回診、 カンファレンス、 病棟実習
18:00～ 食道キャンサーボード （ 放射線科カンファ レンス室）
※呼吸器外科と 乳腺・ 内分泌外科の症例検討も火曜の夕方に予定していま
す。（ 曜日の変更もあるため、 指導医に要確認してく ださい）

第 3回 水曜日 ［ 8:30-17:00 ］

副題 　

担当 スタッ フ全員

病棟実習
手術室実習（ 見学、 手洗い、 介助等）
呼吸器合同カンファ レンス

第 4回 木曜日 ［ 8:30-17:00 ］

副題 　

担当 スタッ フ全員

病棟回診・ 実習
検査見学

第 5回 金曜日 ［ 8:30-13:00 ］

副題 　

担当 スタッ フ全員

病棟回診・ 実習
手術室実習（ 見学、 手洗い、 介助等）
※ 14： 20～医学医療総合講義

第 6回 月曜日 ［ 8:30-17:00 ］

副題 　

担当 スタッ フ全員

病棟実習
手術室実習（ 見学、 手洗い、 介助等）
症例プレゼンテーショ ンの準備・ 練習

第 7回 火曜日 ［ 8:30-17:00 ］

副題 　

担当 スタッ フ全員

8:00～　 集合、
8:30～　 総回診、 カンファレンス、 病棟実習
18:00～ 食道キャンサーボード （ 放射線科カンファ レンス室）
※呼吸器外科、 乳腺・ 内分泌外科の症例検討

第 8回 水曜日 ［ 8:30-17:00 ］

副題 　

担当 スタッ フ全員

病棟実習
手術室実習（ 見学、 手洗い、 介助等）
呼吸器合同カンファ レンス

第 9回 木曜日 ［ 8:30-17:00 ］

副題 　

担当 スタッ フ全員

病棟回診・ 実習
検査見学
※午後～： 症例発表（ 臨床棟 3F外科カンファレンスルーム）

第 10回 金曜日 ［ 8:30-13:00 ］

副題 　

担当 スタッ フ全員

病棟回診・ 実習
手術室実習（ 見学、 手洗い、 介助等）
※ 14： 20～医学医療総合講義

最後にブリ ーフレポート を医局へ提出
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学 IV (CC1)

授 業 科 目 名： 心臓血管外科学 臨床実習 （ Clinical Clerkship I Cardiovascular surgery ）

対 象 学 年： 4年次必修

時間割コード ： 71643002-09

1. 主任教員

中 嶋 博 之 (教授、 心臓血管外科、 6135)

2. 担当教員

中 嶋 博 之 (教授、 心臓血管外科、 6135)

高 木 大 地 (講師、 心臓血管外科、 6135)

山 浦 玄 武 (助教、 心臓血管外科、 6135)

桐生健太郎 (助教、 心臓血管外科、 6135)

和 田 卓 也 (助教、 心臓血管外科、 6135)

板 垣 吉 典 (医員、 心臓血管外科、 6135)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

1． 授業の概要及びねらい

チームの一員と して， 手術や入院患者さんへの診療を通して， 将来どの分野の医師にも必要な外科領域， 特に心臓血管外

科を中心と した症候や病態の臨床推論， 鑑別診断， 検査・ 治療方針決定などの実践力を習得する． また， 関連する医学行

動科学， 医療倫理， 医療安全， 医療法（ 医療制度） ， EBM について実践的に学ぶ．

２ ． 概要

・ 心臓血管外科の診療に関する基本的な知識・ 技能を習得するために， 指導医を中心と した医療チームの一員と して能動

的に実習に取り 組む．

・ 集中治療室の重症患者への診療を通し， 自ら情報収拾を行い， 問題点を抽出． 整理， 解釈を行い（ 臨床推論） ， 解決法

（ 診断， 治療） を立案するための訓練を行う ．

１ ） 病棟診療

各学生は， 各診療チームに 1週間配属され， 指導医のも と 1名の病棟（ 主に集中治療室） の術後患者さんを担当する．

指導医の指導の下に， 日 ，々 担当患者さ んの回診を行い， 医療面接・ 身体診察による課題抽出， 臨床推論， 診療内容のカ

ルテへの記載を通して， チームの一員と して基本的な診療を実践的に学ぶ．

特に， 術後患者の診療を通して， 心臓血管外科術後急性期の呼吸・ 循環のダイナミ ク スを学ぶ．

２ ） 術前検討会におけるプレゼンテーショ ン

実習班で一人の手術患者を担当する． 術前検査， 手術適応・ 術式判断， 手術見学， 術後管理について， 診療チームの一員

と して， 実践的に学ぶ．

３ ） 臨床の場で疑問を発し、 調べ、 プレゼンする

１ 週間の臨床実習で、 新たな浮かんだ疑問の一つを学習し、 口頭試問にてアウト プッ ト を行う 。

３ ． 学修目標

上記の概要・ ねらいを中心に実習を進めるが， 本診療科で特に経験する症候・ 病態， 各種手技などの内容を下記に示す．

１ ） 症候・ 病態　 臨床推論 (4-1 4-7 )

（ １ ） 術後循環不全・ 術後呼吸不全

（ ２ ） ショッ ク

（ ３ ） 浮腫

（ ４ ） 胸水

（ ５ ） 胸痛

（ ６ ） 呼吸困難
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（ ７ ） 動悸

２ ） 基本的臨床手技

（ １ ） 診療録（ カルテ） を記載する (4-5)

（ ２ ） ICU フォーマッ ト を理解し， 実際に使用する (4-1 4-5)

（ ３ ） 指導医師による診療録のチェッ ク を通し、 医師と のディ スカッ ショ ンを行う (2-1,2,3,4,5., 4-7)

３ ） 手術前検討・ 外科手技

（ １ ） 術前症例検討を通し， 心臓超音波検査・ 胸腹部骨盤 CTの読影を学ぶ．

（ ２ ） 患者の術前状態を考慮し、 日本循環器学会ガイド ラインを用いて手術適応を判断する． (1-2, 3-3, 4-4, 5-2)

（ ３ ） カンファ レンスで術前プレゼンテーショ ンを行う ． (3-5)

（ ４ ） 上記をチーム内で情報共有・ ディ スカッ ショ ンを行う こ と を通して進める． (2-1,2,3,4,5., 4-7)

４ ） 自己研鑽・ 生涯学習力

（ １ ） 自ら疑問を発し、 学習し、 それを班員と 共有する． (1-1, 5-1,6-1,6-2)

（ ２ ） 自己研鑽の姿勢を身につける． (6-1)

本科目は実務経験のある教員による授業科目です。

4. 教科書・ 参考書

心臓手術の周術期管理 (メ ディ カル・ サイエンス・ インターナショ ナル)

日本循環器学会ガイド ライン

5. 成績評価の方法

（ １ ） 日々の受け持ち患者の診察・ カルテ記載のチェッ ク， カンファレンスのプレゼンテーショ ンを通してコミ ュニケー

ショ ン能力・ 医学分野に関する知識と 応用力・ 実践的臨床能力を評価する

（ ２ ） 最終日のク ロージングにおけるディ スカッ ショ ン（ 自ら疑問を発し、 回答を見出したこ と を共有しても ら う ） を通

して、 医師の職責と 自己研鑽力を評価する

※ 出席状況・ CC-EPOC入力状況も 加味する

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

※ 希望により 当直医と と もに心臓大血管手術後の術後管理を見学するこ と ができる。

※毎日診療録を記載し， 担当医と discussionをし， 記載内容についてフィ ード バッ ク を受け， 必要に応じて追記・ 訂正を

行って承認を得る．
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心臓血管外科学 臨床実習

授　 業　 展　 開 授　 業　 内　 容

第 1回 月曜日 ［ 8:15-17:00 ］

副題 心臓血管外科臨床実習

担当 高木大地

08:00朝カンファレンス（ 医局カンファレンス室）
09:00実習オリ エンテーショ ン
10:00講義・ 実習： 画像診断 CT と 心臓超音波検査（ 担当： 板垣）
13:00講義： カルテの書き方（ 担当： 板垣）

講義外の時間は患者診療・ カルテ記載・ 術前プレゼンの準備を行う

第 2回 火曜日 ［ 8:15-17:00 ］

副題 心臓血管外科臨床実習

担当 　

08:00朝カンファレンス
09:00講義・ 実習： 術後管理 循環（ 担当： 桐生） ※ 血液ガス分析の方法を
紹介・ 読み方を概説

講義外の時間は患者診療・ カルテ記載・ 術前プレゼンの準備を行う

第 3回 水曜日 ［ 8:15-17:00 ］

副題 心臓血管外科臨床実習

担当 　

08:00朝カンファレンス

講義外の時間は患者診療・ カルテ記載・ 術前プレゼンの準備を行う

第 4回 木曜日 ［ 8:15-17:00 ］

副題 心臓血管外科臨床実習

担当 　

08:00朝カンファレンス： 担当患者症例プレゼンテーショ ン
10:00～ 手術見学， 患者診療

手術室で、患者移送の介助を行い、 ICUで心電図検査・ 血液ガス分析を行う

第 5回 金曜日 ［ 8:15-17:00 ］

副題 心臓血管外科臨床実習

担当 高木大地

08:00朝カンファレンス
09:00 ク ロージング

講義外の時間は患者診療・ カルテ記載・ 術前プレゼンの準備を行う

14:20～ 医学医療総合講義
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学 IV (CC1)

授業 科 目 名： 脳神経外科学臨床実習 （ Clinical training of Neurosurgery:Basic）

対 象 学 年： 4年次 必修

時間割コード ： 71643002-10

1. 主任教員

清 水 宏 明 (教授、 脳神経外科学講座、 6140、 オフィ スアワー： 8:00-13:00)

2. 担当教員

清 水 宏 明 (教授、 脳神経外科学講座、 6140、 オフィ スアワー： 8:00-13:00)

高 橋 佑 介 (講師、 脳神経外科学講座)

小 野 隆 裕 (講師、 脳神経外科学講座)

工藤絵里奈 (助教、 脳神経外科学講座)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

1. 一般目標 (GIO)

講義で学んだ知識の理解度を臨床実習を通して更に深める。 (1-1～1-2， 3-1～3-3， 4-1～4-3， 4-5～4-6)

2. 到達目標 (SBOs)

病歴、 神経学的所見が正確に取れ、 神経放射線学読影が正確にでき、 脳神経外科の代表的疾患について説明できる。 (2-4，

3-1～3-3， 4-1～4-2， 4-5～4-6）

関連するプロフェッショ ナリ ズム、 医の倫理、 医療安全、 EBM、 医療法（ 医療制度） について説明できる。 (1-1～1-2， 3-3，

3-5～3-7， 4-4)

本科目は実務経験のある教員による授業科目です。

4. 教科書・ 参考書

児玉南海雄　 監修： 標準脳神経外科学 (医学書院)

太田　 富雄　 編集： 脳神経外科学 (金芳堂)

田崎　 義昭　 　 著： ベッ ド サイ ド の神経の診かた (南山堂)

山浦　 昌　 　 編集： 脳神経外科手術アト ラ ス（ 医学書院）

Albert L. Rhoton著： RHOTON Cranial anatomy and surgical approaches南江堂

宜保浩彦ら　 編集： 臨床のための脳局所解剖学

5. 成績評価の方法

評価表 (出席、 知識、 コミ ュニケーショ ン、 病歴聴取、 神経診察、 カルテ記載、 症例プレゼンテーショ ン、 手術・ 治療参加、

自己学習) に基づき、 評価を行う 。

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

実習開始前に配布する資料がある。 各班の代表者は前週のう ちに、 当科の学生担当に連絡して資料を受け取るこ と 。

実習初日は 8:00 までに第 1 病棟 4Fカンファレンスルームに集合するこ と 。

学生の集合を待ってカンファレンスを始めるこ と はしない。
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脳神経外科学 臨床実習

授　 業　 展　 開 授　 業　 内　 容

第 1回 月曜日 ［ 8:00-17:00 ］

副題 脳神経外科臨床実習

担当 各指導教官

血管撮影読影会
カンファレンス
手術・ 病棟実習
神経内科合同カンファレンス

第 2回 火曜日 ［ 7:55-17:00 ］

副題 脳神経外科臨床実習

担当 各指導教官

カルテ回診
術後カンファレンス
手術・ 血管内治療・ 病棟実習
（ 脳神経セミ ナー月 1回開催）

第 3回 水曜日 ［ 8:20-17:00 ］

副題 脳神経外科臨床実習

担当 各指導教官

カンファレンス
手術・ 病棟実習

第 4回 木曜日 ［ 7:55-17:00 ］

副題 脳神経外科臨床実習

担当 各指導教官

カルテ回診
術前カンファレンス
病棟実習・ 血管内治療

第 5回 金曜日 ［ 8:20-17:00 ］

副題 脳神経外科臨床実習

担当 各指導教官

カンファレンス
午前： 実習報告会
午後： 医学医療総合講義
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学 IV (CC1)

授 業 科 目 名： 整形外科学／リ ハビリ テーショ ン科 臨床実習 （ Orthopedics・ Rehabilitation Medicine）

対 象 学 年： 4年次 必修

時間割コード ： 71643002-11

1. 主任教員

宮腰尚久 (教授、 整形外科学講座、 6148、 オフィ スアワー： 9： 00-17： 00)

2. 担当教員

宮腰尚久 (教授、 整形外科学講座、 6148、 オフィ スアワー： 9： 00-17： 00)

本郷道生 (教授、 保健学科　 理学療法学専攻、 6532)

粕川雄司 (准教授、 リ ハビリ テーショ ン科、 6148、 オフィ スアワー： 9： 00-17： 00)

野坂光司 (准教授、 整形外科学講座、 6148、 オフィ スアワー： 9： 00-17： 00)

土江博幸 (講師、 整形外科学講座、 6148、 オフィ スアワー： 9： 00-17： 00)

永澤博幸 (医学部講師、 整形外科学講座、 6148、 オフィ スアワー： 9： 00-17： 00)

齊藤英知 (医学部講師、 整形外科学講座、 6148、 オフィ スアワー： 9： 00-17： 00)

木島泰明 (医学部講師、 整形外科学講座、 6148、 オフィ スアワー： 9： 00-17： 00)

白幡毅士 (助教、 高度救命救急センター、 6148、 オフィ スアワー： 9： 00-17： 00)

工藤大輔 (助教、 リ ハビリ テーショ ン科、 6148、 オフィ スアワー： 9： 00-17： 00)

木村竜太 (助教、 整形外科学講座、 6148、 オフィ スアワー： 9： 00-17： 00)

尾野祐一 (助教、 整形外科学講座、 6148、 オフィ スアワー： 9： 00-17： 00)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

【 授業のねらい】

医師と して、 整形外科関連疾患や外傷に適切に対応できるよう に、 整形外科の基本的知識、 態度、 そして技能を身につけ

る。 授業では主と して基本的知識および基本的臨床手技を身につけるこ と に主眼をおく 。 また、 リ ハビリ テーショ ン医療

の実際と 種々のテク ノ ロジーの学習を通して全人格的アプローチを理解し、 興味を深める。 また、 関連するプロフェッショ

ナリ ズム、 倫理、 医療行動科学、 医療安全、 医療法 (制度)、 EBM について学ぶ。

【 授業の概要】

医学教育モデル・ コア・ カリ キュラムで示された以下の項目を中心に、 病棟実習、 外来実習、 手術実習、 講義を通じて学

習する。

A-1-1 医の倫理と 生命倫理

・ 臨床倫理や生と 死に関わる倫理的問題を概説できる。 (1-1)

A-1-2 患者中心の視点

・ インフォームド ・ コンセント と インフォームド ・ アセント の意義と 必要性を説明できる。 (1-2)

A-1-3 医師と しての責務と 裁量権

・ 診療参加型臨床実習において患者やその家族と 信頼関係を築く こ と ができる。 (1-1,1-2,2-1～2-7)

A-2-1 課題探求・ 解決能力

・ 課題を解決する具体的な方法を発見し、 課題を解決できる。 (5-1～5-5)

A-2-2 学修の在り 方

・ 講義、 国内外の教科書・ 論文、 検索情報等の内容について、 重要事項や問題点を抽出できる。 (5-1～5.5, 6-1,6-2)

A-3-1 全人的実践的能力

・ 病歴を適切に聴取すると と もに患者と の良好な関係を構築し、 必要に応じて患者教育を行える。 (2-1～2-8, 4-1～4-5)

A-4-1 コミ ュニケーショ ン

・ コ ミ ュニケーショ ンを通じて良好な人間関係を気づく こ と ができる。 (2-1～2-8,4-7)
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A-4-2 患者と 医師の関係

・ 患者情報の守秘義務と 患者等への情報提供の重要性を理解し、 適切な取り 扱いができる。 (1-1,1-2,3-5,4-5)

A-5-1 患者中心のチーム医療

・ 医療チームの構成や各構成員の役割分担と 連携・ 責任体制を説明し、 チームの一員と して参加できる。 (2-5,2-6,3-6,4-7)

A-6-1 安全性の確保

・ 実際の医療には、 多職種が多段階の医療業務内容に関与しているこ と を具体的に説明できる。 (2-5,2-6,3-5,3-6,4-5,4-7)

A-6-2 医療上の事故等への対処と 予防

・ 医療上の事故等と 合併症の違いを説明できる。 (2-5,2-6,3-5,3-6,4-7)

A-6-3 医療従事者の健康と 安全

・ 標準予防策の必要性を説明し、 実行できる。 (3-4,3-5,4-4,4-6)

D-4-2 診断と 検査の基本

・ 筋骨格系の病態に即した徒手検査を説明できる。 (3-3,4-2)

・ 筋骨格系画像診断の適応を概説できる。 (3-3,5-3)

D-4-3 症候

・ 運動麻痺・ 筋力低下 (3-2,4-2)

・ 関節痛・ 関節腫脹 (3-2,4-2)

・ 腰背部痛 (3-2,4-2)

D-4-4-(1) 疾患

・ 四肢・ 脊椎外傷の診断と 初期治療を説明できる。 (3-3,4-2,4-3,4-6)

・ 運動器疾患のリ ハビリ テーショ ンを概説できる。 (3-3,3-4,4-3,4-4)

F-2-14 リ ハビリ テーショ ン

・ リ ハビリ テーショ ンの概念と 適応を説明できる。 (3-3,3-7)

・ リ ハビリ テーショ ン・ チームの構成を理解し、 医師の役割を説明できる。 (4-7,4-8)

・ 理学療法、 作業療法を概説できる。 (3-3,3-7)

関連するプロフェッショ ナリ ズム、 倫理、医療行動科学、 医療安全、 医療法 (制度)、 EBM について説明できる。 (1-1,1-2,2-1

～2-8,3-6,4-8,5-1～5.5,6-1,6-2)

【 授業の進め方】

1. 病棟実習

各自 1～2例の症例検討を通じて上記の目標を達成する。

画像検査所見の検討、 医療面接および身体診察を行い、 文献的考察を加えて発表し、 その後担当教員の指導を受ける。

診断過程や手術適応について考察するが、 その際、 参考書の受け売り にならないよう に注意するこ と 。

実習期間中に当該症例を指導医と と もに診察を行う こ と 。 必要に応じてそれを申し出るこ と 。

2. 外来実習

医療面接および身体診察や画像所見読影の基本、 リ ハビリ テーショ ンの実際などを実習する。 指導医、 療法士の患者への

対応を観察し、 接遇の仕方を学ぶ。

3. 手術実習

手術に参画し、 局所解剖の理解を深めると と もに、 指導医のも と で Student Doctorに認められた医行為 (簡単な縫合など )

を行い、 基本的臨床手技の習得に努める。

本科目は実務経験のある教員による授業科目です。

4. 教科書・ 参考書

【 整形外科】

標準整形外科学（ 医学書院）
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TEXT整形外科学（ 南山堂）

新整形外科学・ 外傷学（ 文光堂）

整形外科MOOK シリ ーズ（ 金原出版）

新図説臨床整形外科講座（ メ ジカルビュー社）

図説整形外科診断治療講座（ メ ジカルビュー社）

最新整形外科学体系（ 中山書店）

【 リ ハビリ テーショ ン科】

リ ハビリ テーショ ン医学・ 医療コアテキスト 第 2版（ 公益社団法人日本リ ハビリ テーショ ン医学会　 監修， 医学書院発行，

定価 4,400円（ 本体 4,000円+税 10％）

整形外科　 術後理学療法プログラム 第 3版 (メ ジカルビュー社)

5. 成績評価の方法

臨床実習に無断欠席した者、 レポート を提出しない者は臨床実習を完了したこ と にはならない。

レポート 提出は、 Word形式または PDF形式の添付ファ イルと してメ ールにて送信する。

提出先メ ールアド レス： seikei@ doc.med.akita-u.ac.jp

CC-EPOCによる成績評価を行う 。 評価項目は、 実習前の学習態度、 医師・ 患者関係、 時間管理・ 服装・ 態度、 職種間の連

携に関するスキル、 診療態度・ 学習意欲に関して、 診療・ スキルへの姿勢、 および総合評価である。

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

【 集合場所】

★： 1病棟 8階カンファ ランスルーム

＊： 整形外科外来

◇： 北臨床棟 2階カンファ ランスルーム

※： 中央放射線部透視室

○： リ ハビリ テーショ ン科外来

【 その他注意事項】

1. 時間厳守

月曜日 朝 8時 00分:北臨床棟 2階カンファ ランスルームに集合

火・ 水・ 木・ 金曜日　 朝 8時 30分:1病棟 8階カンファ ランスルームに集合

症例検討の準備もそれまでに終了のこ と 。

2. レポート

担当した症例のう ち 1症例につきレポート （ 所定のレポート 用紙にまと める ） を作成し、 実習終了後 2週までにメ ールに

て提出するこ と 。

3. 臨床現場における服装に考慮するこ と 。
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整形外科学／リ ハビリ テーショ ン科 臨床実習

授　 業　 展　 開 授　 業　 内　 容

第 1回 月曜日 ［ 8:00-17:00 ］

副題
オリ エンテーショ ン、 病棟実習、 総
回診、 抄読会

担当 宮腰・ 本郷・ 粕川・ 野坂・ 永澤・ 土江

【 朝 8時 00分北臨床棟 2階カンファ ランスルームに集合】
◇症例検討会
◇オリ エンテーショ ン
◇講義： 骨折
　 病棟実習/外来実習
【 午後】
★術前術後カンファ ランス
★総回診
★抄読会

第 2回 火曜日 ［ 8:30-17:00 ］

副題
ミ ニ講義、 病棟実習、 手術実習、 外
来実習

担当 本郷・ 粕川・ 野坂・ 齊藤・ 白幡

【 朝 8時 30分 1病棟 8階カンファ ランスルームに集合】
★講義： 骨・ 関節の単純レント ゲン写真の見方
　 病棟実習/外来実習/手術実習
【 午後】
○リ ハビリ テーショ ン実習
　 外来実習/手術実習

第 3回 水曜日 ［ 8:30-17:00 ］

副題 ミ ニ講義、 病棟実習、 外来実習

担当 宮腰・ 永澤・ 白幡・ 工藤・ 木村

【 朝 8時 30分 1病棟 8階カンファ ランスルームに集合】
★症例発表
◇糸結び実習
　 病棟実習/外来実習
【 午後】
★症例発表の準備
★講義： 手外科疾患
※脊椎検査

第 4回 木曜日 ［ 8:30-17:00 ］

副題
ミ ニ講義、 病棟実習、 手術実習、 外
来実習

担当 宮腰・ 野坂・ 齊藤・ 木島

【 朝 8時 30分 1病棟 8階カンファ ランスルームに集合】
★症例発表
★講義： 骨代謝
　 病棟実習/外来実習/手術実習
【 午後】
　 外来実習/手術実習
★講義： 股関節疾患

第 5回 金曜日 ［ 8:30-12:00 ］

副題
ミ ニ講義、 病棟実習、 手術実習、 外
来実習

担当 永澤・ 木島

【 朝 8時 30分 1病棟 8階カンファ ランスルームに集合】
★症例発表
★講義： スポーツ傷害
　 病棟実習/外来実習/手術実習
＊ギプス巻き実習

第 6回 月曜日 ［ 8:00-17:00 ］

副題
ミ ニ講義、 病棟実習、 外来実習、 総
回診、 抄読会

担当 宮腰・ 本郷・ 粕川・ 野坂・ 永澤・ 工藤

【 朝 8時 00分 1病棟 8階カンファ ランスルームに集合】
★症例検討会
★症例発表
★講義： 脊髄損傷
　 病棟実習/外来実習
【 午後】
★総回診
★抄読会

第 7回 火曜日 ［ 8:30-17:00 ］

副題
ミ ニ講義、 病棟実習、 手術見学、 外
来実習

担当 本郷・ 粕川・ 野坂・ 齊藤・ 白幡

【 朝 8時 30分 1病棟 8階カンファ ランスルームに集合】
★症例発表
　 病棟実習/外来実習/手術実習
【 午後】
○リ ハビリ テーショ ン実習
　 外来実習/手術実習

第 8回 水曜日 ［ 8:30-17:00 ］

副題 ミ ニ講義、 病棟実習、 外来実習

担当 永澤・ 白幡・ 工藤・ 木村

【 朝 8時 30分 1病棟 8階カンファ ランスルームに集合】
★症例発表
★講義： 腕神経叢損傷
　 病棟実習/外来実習
【 午後】
★講義： 整形外科における皮弁
※脊椎検査
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整形外科学／リ ハビリ テーショ ン科 臨床実習

授　 業　 展　 開 授　 業　 内　 容

第 9回 木曜日 ［ 8:30-17:00 ］

副題
ミ ニ講義、 病棟実習、 手術見学、 外
来実習

担当 野坂・ 齊藤・ 木島

【 朝 8時 30分 1病棟 8階カンファ ランスルームに集合】
★症例発表
★講義： 重度四肢外傷
　 病棟実習/外来実習/手術実習
【 午後】
　 外来実習/手術実習
★講義： 下肢機能再建

第 10回 金曜日 ［ 8:30-12:00 ］

副題
ミ ニ講義、 病棟実習、 手術見学、 外
来実習

担当 永澤・ 木島

【 朝 8時 30分 1病棟 8階カンファ ランスルームに集合】
★症例発表
★講義： 小児肘関節外傷
　 病棟実習/外来実習/手術実習
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学 IV (CC1)

授業 科 目 名： 皮膚科学・ 形成外科学 臨床実習 （ Dermatology・ Plastic surgery） －皮膚科治療学の基本－

対 象 学 年： 4年次 必修

時間割コード ： 71643002-12

1. 主任教員

河野　 通浩 (教授、 皮膚科学・ 形成外科学講座、 6153、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

2. 担当教員

河野　 通浩 (教授、 皮膚科学・ 形成外科学講座、 6153、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

手塚　 崇文 (助教、 皮膚科学・ 形成外科学講座、 6153、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

野口　 奈津子 (助教、 皮膚科学・ 形成外科学講座、 6153、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

加藤　 真紀 (助教、 皮膚科学・ 形成外科学講座、 6153、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

山川　 岳洋 (助教、 皮膚科学・ 形成外科学講座、 6153、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

能 登 　 舞 (助教、 皮膚科学・ 形成外科学講座、 6153、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

豊島　 あ や (助教、 皮膚科学・ 形成外科学講座、 6153、 オフィ スアワー： 9:00-17:00)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

●授業の概要及びねらい

午前： 病棟・ 外来実習で様々な皮膚疾患に接すること 。 実習を通して実践的な医療倫理や医療安全， 医療制度を学ぶ。【 １ －

１ ）、 １ －２ ）、 ２ －１ ） から ８ ）、 ３ －１ ） から ７ ）、 ４ －１ ） から ８ ）、 ５ －１ ） から ５ ）】

午後： テーマごと の講義を受けるこ と 。 各テーマでの診断・ 治療についての EBM を学ぶ。【 ３ －１ ） から ７ ）、 ４ －１ ） か

ら ８ ）、 ５ －１ ） から ５ ）】

●講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

【 講義内容】

１ ． 皮疹の診かた・ 記載法， ２ ． 外用治療について， ３ ． 一般的な皮膚疾患， ４ ． アト ピー性皮膚炎・ 蕁麻疹， ５ ． 乾癬，

６ ． 外科的治療， ７ ． 遺伝性皮膚疾患のテーマに分けて講義および実習を行う 。【 ３ －１ ） から ７ ）、 ４ －１ ） から ８ ）、

５ －１ ） から ５ ）】

【 具体的到達目標・ 学修目標】

皮疹を正確に把握し、 記録し 、 診断に至るまでの過程を考えるよ う にできるこ と が到達目標である。【 ３ －１ ） から ７ ）、

４ －１ ） から ８ ）、 ５ －１ ） から ５ ）】

※なお、 本科目は実務経験のある教員による授業科目である。

4. 教科書・ 参考書

・ あたら しい皮膚科学（ 清水 宏， 中山書店）

・ シンプル皮膚科学（ 眞鍋 求/梅林芳弘， 南江堂）

・ 皮膚外科学（ 日本皮膚外科学会）

5. 成績評価の方法

講義：「 出席」

実習：「 態度、 口頭試問、 出席」

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

・ 外来実習では様々な皮膚疾患を診るこ と になるため、 指定教科書で調べながら実習を行う こ と が望ましい。

・ 指定教科書に、 授業の重要ポイント を記載して学習すると 講義後の復習に役立つ。

・ 担当教員の予定により 、 若干変更する場合がある。
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皮膚科学・ 形成外科学 臨床実習

授　 業　 展　 開 授　 業　 内　 容

第 1回 月曜日 ［ 9:00-17:00 ］

副題 臨床実習

担当 各指導教官

9時～　 オリ エンテーショ ン (皮膚科医局)【 ２ －５ ）】
10時～病棟・ 外来実習 (4F・ 皮膚科病棟、 3F・ 皮膚科外来)【 ２ －１ ）、 ２ －
７ ）、 ４ －１ ） から ８ ）、 ５ －１ ） から ５ ）】
13時～手術見学 (3F・ 皮膚科外来）【 ４ －６ ）】
14時～クルズス (Zoom： 豊島)【 ３ －１ ） から ７ ）、 ４ －１ ） から ８ ）、 ５ －
１ ） から ５ ）】
15時～クルズス (Zoom： 山川)【 ３ －１ ） から ７ ）、 ４ －１ ） から ８ ）、 ５ －
１ ） から ５ ）】

第 2回 火曜日 ［ 9:00-17:00 ］

副題 臨床実習

担当 各指導教官

9時～　 病棟・ 外来実習 (4F・ 皮膚科病棟、 3F・ 皮膚科外来)【 ２ －１ ）、 ２ －
７ ）、 ４ －１ ） から ８ ）、 ５ －１ ） から ５ ）】
15時～病棟カンファ レンス・ 教授回診 (4F・ 皮膚科病棟)【 ４ －５ ）】

第 3回 水曜日 ［ 9:00-17:00 ］

副題 臨床実習

担当 各指導教官

9時～　 病棟・ 外来実習 (4F・ 皮膚科病棟、 3F・ 皮膚科外来)【 ２ －１ ）、 ２ －
７ ）、 ４ －１ ） から ８ ）、 ５ －１ ） から ５ ）】
14 時～　 ク ルズス (3F・ 皮膚科外来カンファ： 加藤)【 ３ －１ ） から ７ ） 、
４ －１ ） から ８ ）、 ５ －１ ） から ５ ）】
15時～　 形成外科実習 (3F・ 皮膚科外来カンファ、 担当： 手塚)【 ４ －６ ）】

第 4回 木曜日 ［ 9:00-17:00 ］

副題 臨床実習

担当 各指導教官

9時～　 手術 (手術室)【 ４ －６ ）】

第 5回 金曜日 ［ 9:00-17:00 ］

副題 臨床実習

担当 各指導教官

9時～　 病棟・ 外来実習 (4F・ 皮膚科病棟、 3F・ 皮膚科外来)【 ２ －１ ）、 ２ －
７ ）、 ４ －１ ） から ８ ）、 ５ －１ ） から ５ ）】
13:20～　 ク ルズス (3F・ 皮膚科外来カンファ 、 担当:河野)【 ３ －１ ） から
７ ）、 ４ －１ ） から ８ ）、 ５ －１ ） から ５ ）】
（ 14:20～　 医学医療総合講義が予定されています。）
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学 IV (CC1)

授 業 科 目 名： 腎泌尿器科学臨床実習 （ Clinical Practice of Urology）

対 象 学 年： 4年次必修

時間割コード ： 71643002-13

1. 主任教員

羽 渕 友 則 (教授、 腎泌尿器科学講座、 6154、 オフィ スアワー： 月～金　 8:30-17:00)

2. 担当教員

羽 渕 友 則 (教授、 腎泌尿器科学講座、 6154、 オフィ スアワー： 月～金　 8:30-17:00)

成田伸太郎 (准教授、 腎泌尿器科学講座、 6155、 オフィ スアワー： 月～金　 8:30-17:00)

齋 藤 　 満 (准教授、 血液浄化療法部、 6435、 オフィ スアワー： 月～金　 8:30-17:00)

沼 倉 一 幸 (病院准教授、 腎泌尿器科学講座、 6460、 オフィ スアワー： 月～金　 8:30-17:00)

山 本 竜 平 (助教、 腎泌尿器科学講座、 3404、 オフィ スアワー： 月～金　 8:30-17:00)

小 林 瑞 貴 (助教、 腎泌尿器科学講座、 3404、 オフィ スアワー： 月～金　 8:30-17:00)

佐 藤 博 美 (助教、 腎泌尿器科学講座、 3404、 オフィ スアワー： 月～金　 8:30-17:00)

関 根 悠 哉 (助教、 腎泌尿器科学講座、 3404、 オフィ スアワー： 月～金　 8:30-17:00)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

1. 診療参加型臨床実習 CC1の概要・ ねらい

チームの一員と して病棟や外来患者さんへの診療を通して、 将来どのよう な分野の医師にも必要な泌尿器科領域を中心と

した症候や病態の臨床推論、 鑑別診断、 検査、 治療方針決定等の実践力を修得する。

　 1） 病棟診療

各学生は各診療チームに１ ～２ 週間配属され、 指導医のもと 数名の病棟患者さんを担当する。 指導医の監督の下に、 日々、

病棟担当患者さんの回診を行い、 医療面接、 身体診察による課題抽出・ 文献検索による臨床推論、 検査・ 治療方針の提案、

日々の診療内容や他科頼診券、 ウィ ーク リ ーサマリ ー、 紹介状などカルテへの記載 (指導医の確認必須)、 カンファ レンス

時等の各種プレゼンテーショ ン、 患者・ 家族への説明への参加など、 チームの一員と して EBM に基づいた基本的な診療

を実践的に学ぶ。

　 2） 外来診察、 各種検査、 手術などの治療への参加

このよ う な病棟の担当患者診療の合間には、 外来の新患、 再来患者さんの診療や、 各種の検査・ 治療に参加しながら 、 診

療チームの一員と して臨床推論・ 検査・ 治療の過程を実践的に学ぶ。

2.学修目標

・ 腎・ 尿路系の構造と 機能を理解し、 主な腎・ 尿路系疾患の病因、 病態生理、 症候、 診断と 治療を学ぶ。

・ 生殖系の構造と 機能を理解し、 生殖器に問題を有する患者の診断と 治療に関する知識を学ぶ。

・ 副腎の内分泌・ 代謝系の構成と 機能を理解し、 病態生理、 症候、 診断と 治療を学ぶ。

また、 上記 1の概要・ ねらいを中心に実習を進めるが、 本診療科で特に経験保証する症候・ 病態、 各種手技等の内容を下

記に示す。

　 1） 症候・ 病態・ 臨床推論　 （ 3-1～3-7, 4-1～4-8）

・ 症候

(1) 脱水 (2) 浮腫 (3) 血尿・ タンパク 尿 (4) 尿量・ 排尿の異常 (5) 腹痛 (6) 腹部膨隆 (腹水を含む)・ 膨満・ 腫瘤

・ 病態・ 臨床推論

(1) 腎・ 尿路系の位置・ 形態と 血管分布・ 神経支配を説明できる。

(2) 腎で産生される又は腎に作用するホルモン・ 血管作動性物質（ エリ スロポエチン、 ビタミ ン D、 レニン、 アンギオテン

シン II、 アルド ステロン） の作用を説明できる。

(3) 蓄排尿の機序を説明できる。
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(4) 腎・ 尿路系の画像診断の適応と 異常所見を概説できる。

(5) 糸球体濾過量（ 実測、 推算） を含む腎機能検査法を概説できる。

(6) 腎生検の適応と 禁忌を説明できる。

(7) 尿流動態検査を説明できる。

(8) 高・ 低 K 血症（ 原因疾患、 症候、 治療） を概説できる。

(9) 高・ 低 Ca血症（ 原因疾患、 症候、 治療） を概説できる。

(10) アシド ーシス・ アルカローシス（ 代謝性・ 呼吸性） の定義、 病態生理と 診断を説明できる。

(11) アシド ーシス・ アルカローシス（ 代謝性・ 呼吸性） の治療を概説できる。

(12) 急性腎不全（ 急性腎障害） の病因、 症候、 診断と 治療を説明できる。

(13) 慢性腎不全（ 慢性腎臓病 (chronic kidney disease CKD)） の病因、 症候、 診断と 治療を説明できる。

(14) 慢性腎臓病 CKD 重症度分類を説明できる。

(15) 慢性腎不全の合併症である腎性貧血、 ミ ネラル骨代謝異常を概説できる。

(16) 透析導入基準（ 慢性腎不全） を説明できる。

(17) 腎不全の治療（ 血液透析・ 腹膜透析・ 腎移植） を説明できる。

(18) 高血圧による腎障害（ 腎硬化症） を概説できる。

(19) 腎血管性高血圧症を概説できる。

(20) 腎尿路の主な先天異常（ 多発性嚢胞腎、 膀胱尿管逆流） を概説できる。

(21) 腎外傷の症候、 診断と 治療を説明できる。

(22) 尿路結石の病因、 症候、 診断と 治療を説明できる。

(23) 尿路の炎症（ 膀胱炎・ 前立腺炎・ 尿道炎） の病因、 診断と 治療を説明できる。

(24) 神経因性膀胱を概説できる。

(25) 腎癌の症候、 病理所見、 診断、 治療を説明できる。

(26) 膀胱癌を含む尿路上皮癌の症候、 診断、 治療を説明できる。

(27) 生殖腺の発生と 性分化の過程を説明できる。

(28) 男性生殖器の発育の過程を説明できる。

(29) 男性生殖器の形態と 機能を説明できる。

(30) 精巣の組織構造と 精子形成の過程を説明できる。

(31) 陰茎の組織構造と 勃起・ 射精の機序を説明できる。

(32) 精巣と 前立腺の検査法（ 尿路造影、 超音波検査、 コンピュータ断層撮影 CT、 磁気共鳴画像法MRI） の適応と 異常所

見を説明し、 結果を解釈できる。

(33)血中ホルモン（ 卵胞刺激ホルモン (follicle-stimulating 　 hormone　 FSH)、黄体形成ホルモン (luteinizing hormone LH)、

プロラクチン、 ヒ ト 絨毛性ゴナド ト ロピン (human chorionic gonadotropin hCG、 エスト ロゲン、 プロゲステロン） 測定値

を評価できる。

(34) 勃起不全と 射精障害を概説できる。

(35) 精巣機能障害を概説できる。

(36) 男性不妊症を概説できる。

(37) 前立腺肥大症の診断と 治療を説明できる。

(38) 停留精巣、 陰嚢内腫瘤を概説できる

(39) 前立腺癌の症候、 病理所見、 診断、 治療を説明できる。

(40) 精巣腫瘍の症候、 診断、 治療を説明できる

(41) 副腎の構造と 分泌されるホルモンの作用と 分泌調節機構を説明できる。

(42) 男性ホルモン・ 女性ホルモンの合成・ 代謝経路と 作用を説明できる。

(43) 褐色細胞腫の病態、 症候、 画像所見、 病理所見、 診断、 治療法を説明できる。

(44) 性感染症の原因微生物を説明できる

(45) 梅毒の症候と 診断と 治療を説明できる。

(46) 淋菌感染症の診断と 治療を説明できる。

(47) 性器ク ラ ミ ジア、 性器ヘルペス、 尖圭コンジローマの診断と 治療を説明できる。

(48) 移植と 組織適合性の関係を説明できる。
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(49) 移植後の拒絶反応、 移植片対宿主病の病態生理と 発症時の対応を説明できる。

(50) 免疫抑制薬の種類、 適応と 副作用を説明できる。

　 2） 基本的臨床手技 (4-1～4-8）

(1) 体位交換、 移送ができる。

(2) 皮膚消毒ができる。

(3) 中心静脈カテーテル挿入を見学し、 介助する。

(4) 腰椎穿刺を見学し、 介助する。

(5) 尿道カテーテルの挿入と 抜去を実施できる。

(6) ド レーンの挿入と 抜去を見学し、 介助する。

(7) 全身麻酔、 局所麻酔、 輸血を見学し、 介助する。

(8) 診療録（ カルテ） を作成する。

(9) 各種診断書・ 検案書・ 証明書の作成を見学し、 介助する。

　 3） 検査手技 (4-6）

エッ クス線撮影、 コンピュータ断層撮影CT、 磁気共鳴画像法MRI、 核医学検査、 内視鏡検査、 腹部超音波検査を見学し、

介助する。

　 4） 外科手技 (4-6）

(1) 無菌操作を実施できる。

(2) 手術や手技のための手洗いができる。

(3) 手術室におけるガウンテクニッ クができる。

(4) 基本的な縫合と 抜糸ができる。

(5) 創の消毒やガーゼ交換ができる。

(6) 手術、 術前・ 術中・ 術後管理を見学し、 介助する。

　 5） 救急処置 (4-6）

(1) 身体徴候、 バイタルサインから緊急性の高い状況であるこ と を判断できる。

(2) 一次救命処置を実施できる。

(3) 二次救命処置を含む緊急性の高い患者の初期対応に可能な範囲で参加する。

　 6） シミ ュレーショ ン教育 (4-6）

(1) シミ ュレータを用いて反復練習をするこ と で、 臨床技能を磨く 。

(2) da vinci シミ ュレータを用いて、 ロボッ ト 支援術の仕組みを学び体験する

　 7） 医療行動科学、 医療倫理、 医療安全、 医療法 (医療制度)、 EBMI について

(2-1～2-8, 3-3, 3-5, 3-6）

(1) 各種検査治療のインフォームド コンセント

(2) 困難な患者、 急変患者・ 家族への説明

(3) 各種侵襲的な検査・ 治療時の安全性の配慮

本科目は実務経験のある教員による授業科目です。

4. 教科書・ 参考書

Campbell ’ s Urology 11th ed. Alan J. Wein, et al. (eds), Saunders

ベッ ド サイド 泌尿器科学 改訂第 4版 吉田 修南江堂

講義録泌尿器科学 荒井陽一,小川修 メ ジカルビュー社

腎移植のすべて 高橋公太メ ジカルビュー社
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5. 成績評価の方法

態度、 口頭試問、 ミ ニ CEX、 出席

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

・ 本学のク リ ニカルク ラークシッ プガイド の実習直前に必ず復習してく る事項【 必修 (コア ) 事項】 を学習してく るこ と 。

・ 経験記録、 手帳の記載を行う こ と

・ 髪、 服装、 身だしなみに注意するこ と 。 サンダル履きは不可。

・ 月曜日 (祝祭日の場合は火曜日) は 7:30に泌尿器科カンファ ランスルームに集合する。

・ 月曜日の症例検討会では、 受持患者１ 名の症例提示を行う 。

・ 評価は金曜日外来もしく は病棟実習時に行う 。
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腎泌尿器科学臨床実習

授　 業　 展　 開 授　 業　 内　 容

第 1回 月曜日 ［ 7:30 -18:00 ］

副題
Ｘ 線読影、 カンファ ランス、 血液透
析実習、 検査実習

担当 全教官

07:25 -カンファ ランスルーム (第二病棟二階から第一病棟に向かって渡り
廊下を渡った階段を過ぎたら右に入って右手) 集合
07:30 -09:00 　 Ｘ 線読影、 泌尿器科病棟カンファ ランス
09:00 -09:30 　 オリ エンテーショ ン
09:30 -15:00 　 患者回診、 検査実習、 手術実習、 症例呈示準備
16:00 -17:00 　 総回診　 　
17:10 -18:30 　 症例検討会・ 症例呈示

第 2回 火曜日 ［ 8:00 -17:00 ］

副題 手術実習

担当 全教官

08:00 -08:30 　 腎疾患カンファ ランス
08:30 -09:00 　 小講義
09:15 -17:00 　 回診および手術実習

第 3回 水曜日 ［ 8:00 -17:00 ］

副題
病棟回診、 外来実習、 検査実習、 手
術実習

担当 全教官

08:00 -09:00 　 病棟カンファ ランス、 抄読会
09:15 -17:00 　 回診および検査実習、 手術実習、 外来実習:miniCEX

第 4回 木曜日 ［ 8:00 -17:00 ］

副題 手術実習

担当 全教官

08:00 -09:00 　 病理カンファ ランス（ または病棟カンファ ランス）
09:15 -17:00 　 回診および手術実習

第 5回 金曜日 ［ 8:00 -17:00 ］

副題 外来実習、 病棟実習、 検査実習

担当 全教官

09:00 -12:00 　 外来・ 病棟実習
13:00 -14:00 　 検査実習
14:20 -医学医療総合講義
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学 IV (CC1)

授 業 科 目 名： 小児科学 臨床実習 （ Pediatrics）

対 象 学 年： 4年次 必修

時間割コード ： 71643002-14

1. 主任教員

高橋勉 (教授、 小児科学、 6157)

2. 担当教員

高橋勉 (教授、 小児科学、 6157)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

1. ねらい

　 チームの一員と して病棟や外来患者さんへの診療を通して、 将来、 どのよ う な分野の医師にも必要な小児科領域を中心

と した症候や病態の臨床推論， 鑑別診断， 検査・ 治療方針決定等の実践力を習得する。

　 また、 関連するプロフェッ ショ ナリ ズム、 倫理、 医療行動科学、 医療安全、 医療法（ 制度）、 EBM について学ぶ。

2. 概要（ 大まかな学習目標（ 項目）） 　 　 　 　 　 　

・ 患者および保護者と 良好な人間関係を確立できる。（ 2-1～2-8）

・ 問題解決に必要な情報を適切に収集できる。

　 ＊患者および保護者から必要な身体的・ 精神的・ 社会的情報を得るこ と ができる。（ 2-1～2-8）

　 ＊患者および保護者の立場を考慮しつつ、 視診・ 聴診・ 触診・ 打診等により 必要な情報を得ること ができる。（ 2-1～2-8，

4-1～4-2）

・ 収集した情報を適切に記載し、 問題点を把握できる。（ 2-1～2-8， 3-1～3-7）

・ 問題解決のための診断・ 治療計画を立案できる。（ 4-2）

・ 小児科における特性を理解し、 実践するこ と ができる。

　 ＊年齢による疾患の特殊性を理解する。（ 3-2～3-4）

　 ＊検査結果の年齢による違いを解釈できる。（ 3-3， 4-2）

　 ＊小児における診療技術の特殊性を理解する。（ 4-3）

　 ＊乳幼児健康診査や予防接種への参加を通じ、 正常小児の成長発達および子どもの健康支援と 予防医療の重要性を理解

する。（ 3-4， 4-8）

・ 適切なプレゼンテーショ ンができる。

　 ＊症例を適切に要約し、 場面に応じて提示できる。（ 2-4， 4-5）

　 ＊問題提示に対して、 他者と 適切な討論ができる。（ 2-5）

　 ＊文献検索等を通じ、 問題解決のための資料が作成できる。（ 4-5）

　

1) 病棟実習　

　 各学生は 4つの診療チーム（ 総合、 循環器、 新生児、 血液・ 腫瘍） のいずれかに 2週間配属され、 指導医のも と 数名の

病棟患者さ んを担当する。 指導医の監督の下に、 日々、 病棟担当患者さんの回診を行い、 病状や身体所見をカルテに記載

する（ 指導医の確認必須）。 医療面接や身体診察による課題抽出、 文献検索による臨床推論、 検査・ 治療方針の提案、 カン

ファ ランス時等の各種プレゼンテーショ ン、 患者・ 家族への説明への参加など、 チームの一員と して EBM に基づいた基

本的な診療を実践的に学ぶ。

2) 外来実習・ 各種検査など　 　

　 このよ う な病棟の担当患者診療の合間には、 外来の新患、 再来患者さ んの診療や、 各種の検査・ 治療に参加しながら 、

診療チームの一員と して臨床推論・ 検査・ 治療の過程を実践的に学ぶ。
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3. （ 詳細な） 学修目標　 　

1) 症候・ 病態　 臨床推論（ 3-1～3-2）

　 発熱、 全身倦怠感、 食思（ 欲） 不振、 体重減少・ 体重増加、 ショッ ク、 心停止、 意識障害・ 失神、 けいれん、 めまい、 脱

水、 浮腫、 発疹、 咳・ 痰、 血痰・ 喀血、 呼吸困難、 胸痛、 動悸、 胸水、 嚥下困難・ 障害、 腹痛、 悪心・ 嘔吐、 吐血・ 下血、

便秘・ 下痢、 黄疸、 腹部膨瘤（ 腹水を含む）・ 腫瘤、 貧血、 リ ンパ節腫脹、 尿量・ 排尿の異常、 血尿・ タンパク尿、 月経異

常、 不安・ 抑う つ、 もの忘れ、 頭痛、 運動麻痺・ 筋力低下、 腰背部痛、 関節痛・ 関節腫脹、 外傷・ 熱傷　

2) 基本的臨床手技（ 3-3， 4-2， 4-6） 　 　 　 　

　 体位交換， 移送， 皮膚消毒， 外用薬の貼付・ 塗布， 気道内吸引， ネブライザー， 静脈採

血， 末梢静脈確保， 胃管挿入， 尿道カテーテル挿入・ 抜去， 注射（ 皮内・ 皮下・ 筋肉内・

静脈内） ， 診療記録， 小児からの採血， カニューレ交換， 浣腸　

3) 検査・ 治療手技（ 4-2） 　 　

　 脳波検査（ 判読） ， 筋電図， 眼球に触れる検査， 超音波検査（ 判読） ， Ｘ 線検査， CT・

MRI・ 核医学・ 内視鏡検査， 尿検査， 血液塗抹標本の作製と 観察， 微生物学的検査（ グラム染色を含む） ， 妊娠反応検査，

超音波検査（ 心臓血管・ 腹部） ， 心電図， 経皮的酸素飽和度モニター， 病原体抗原の迅速検査， 簡易血糖測定， アレルギー

検査（ 塗布） ， 発達テスト ， 知能テスト ， 心理テスト 　 ， 処方薬（ 内服薬）・ 注射・ 点滴などのオーダー， 食事指示， 安静

度指示， 定型的な術前・ 術後管理の指示， 酸素投与量の調整， 診療計画の作成， 健康教育　

4) 医学行動科学， 医療倫理， 医療安全， 医療法（ 医療制度） ， EBM（ 3-5～3-7， 4-4） 　

(1) 治療の立案・ 実施に可能な範囲で参加する。 　

(2) 保護者から必要な情報を得たり 対応したり するこ と に可能な範囲で参加する。

(3) 小児の成長・ 発達の評価に可能な範囲で参加する。

(4) どのよう に小児科にコンサルテーショ ンすればよいかわかる。

本科目は実務経験のある教員による授業科目です。

　 　 .

4. 教科書・ 参考書

Nelson Textbook of Pediatrics, Oski’s Essential Pediatrics

5. 成績評価の方法

実習態度、 レポート

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

実習初日は 8時 20分より オリ エンテーショ ン（ 小児科医局横の共用室、 事前に要確認）

アフタヌーンカンファ ランス（ 各実習期間内に 1回） に参加し 、 医師と と もに考え、 学ぶ。
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小児科学 臨床実習

授　 業　 展　 開 授　 業　 内　 容

第 1回 月曜日 ［ 8:30 -17:00 ］

副題 臨床実習

担当 全教員

8:30-12:00病棟実習
13:30-16:00臨床講義及び自習
16:00-17:00病棟実習

第 2回 火曜日 ［ 8:30 -17:00 ］

副題 臨床実習

担当 全教員

8:30-12:00病棟実習
13:30-16:00教授回診、 入退院カンファレンス
16:00-17:00病棟実習
17:00-18:00外科と の合同カンファレンス（ 該当例のある時のみ）

第 3回 水曜日 ［ 8:30 -17:00 ］

副題 臨床実習

担当 全教員

8:30-12:00病棟実習
13:30-16:00臨床講義及び自習
16:00-17:00病棟実習

第 4回 木曜日 ［ 8:30 -17:00 ］

副題 臨床実習

担当 全教員

8:30-12:00病棟実習
13:30-16:00臨床講義及び自習
16:00-17:00病棟実習

第 5回 金曜日 ［ 8:30 -17:00 ］

副題 臨床実習

担当 全教員

8:30-12:00病棟実習
午後は医学医療総合講義

第 6回 月曜日 ［ 8:30 -17:00 ］

副題 臨床実習

担当 全教員

8:30-12:00病棟実習
13:30-16:00臨床講義及び自習
16:00-17:00病棟実習

第 7回 火曜日 ［ 8:30 -17:00 ］

副題 臨床実習

担当 全教員

8:30-12:00病棟実習
13:30-16:00教授回診、 入退院カンファレンス、 アフタヌーンカンファラン
ス
16:00-17:00病棟実習
17:00-18:00外科と の合同カンファレンス（ 該当例のある時のみ）

第 8回 水曜日 ［ 8:30 -17:00 ］

副題 臨床実習

担当 全教員

8:30-12:00病棟実習
13:30-16:00臨床講義及び自習
16:00-17:00病棟実習

第 9回 木曜日 ［ 8:30 -17:00 ］

副題 臨床実習

担当 全教員

8:30-12:00病棟実習
13:30-16:00臨床講義及び自習
16:00-17:00病棟実習

第 10回 金曜日 ［ 8:30 -17:00 ］

副題 臨床実習

担当 全教員

8:30-12:00 レポート 発表及び討論
午後は医学医療総合講義
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学 IV (CC1)

授 業 科 目 名： 産婦人科学臨床実習 （ Obstetrics and Gynecology）

対 象 学 年： 4年次必修

時間割コード ： 71643002-15

1. 主任教員

寺田　 幸弘 (教授、 産婦人科学講座、 6160)

2. 担当教員

寺田　 幸弘 (教授、 産婦人科学講座、 6160)

熊澤由紀代 (准教授、 産婦人科学講座、 6163)

三浦　 広志 (講師、 産婦人科学講座、 6163)

白澤　 弘光 (講師、 産婦人科学講座、 6163)

牧野　 健一 (助教、 産婦人科学講座、 6163)

菅原　 多恵 (助教、 産婦人科学講座、 6163)

小野寺洋平 (助教、 産婦人科学講座、 6163)

藤嶋　 明子 (助教、 産婦人科学講座、 6163)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

1. 授業の概要及びねらい

産婦人科の診療の基本を理解する。

2. 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

講義の知識を臨床に応用できる。

（ 2-1～2-7、 3-1～3-6、 4-1～4-7、 5-1～5-4、 6-1～6-2）

3. 関連するプロフェッ ショ ナリ ズム、 医の倫理、 医療安全、 EBM、

医療法（ 医療制度） について説明できる。

本科目は実務経験のある教員による授業科目です。

4. 教科書・ 参考書

NEW エッ センシャル産科学・ 婦人科学　 第 3版

Williams Obstetrics第 25版

Berek & Novak’s Gynecology 第 15版

5. 成績評価の方法

レポート 発表による評価

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

・ 集合時間　 8： 50

・ 集合場所　 第二病棟 5階

・ 代表者は、 A-netで送られてきた名簿をダウンロード し、 入力の上、 提出するこ と 。 また、 産科グループを希望する者は

WebClass上の資料を熟読し、 テスト を受けておく こ と 。
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産婦人科学 臨床実習

授　 業　 展　 開 授　 業　 内　 容

第 1回 月曜日 ［ 8:30-17:00 ］

副題 　

担当 各担当教官

8： 50～オリ エンテーショ ン
教授回診・ 医局会
病棟実習

第 2回 火曜日 ［ 8:30-17:00 ］

副題 　

担当 各担当教官

病棟実習と 手術見学

第 3回 水曜日 ［ 8:30-17:00 ］

副題 　

担当 各担当教官

病棟実習と 手術見学

第 4回 木曜日 ［ 8:30-17:00 ］

副題 　

担当 各担当教官

病棟実習

第 5回 金曜日 ［ 8:30-14:10 ］

副題 　

担当 各担当教官

病棟実習と 手術見学

14： 20-17： 10 　 医学医療総合講義

第 6回 月曜日 ［ 8:30-17:00 ］

副題 　

担当 各担当教官

教授回診・ 医局会
病棟実習

第 7回 火曜日 ［ 8:30-17:00 ］

副題 　

担当 各担当教官

病棟実習と 手術見学

第 8回 水曜日 ［ 8:30-17:00 ］

副題 　

担当 各担当教官

病棟実習と 手術見学

第 9回 木曜日 ［ 8:30-17:00 ］

副題 　

担当 各担当教官

病棟実習

第 10回 金曜日 ［ 8:30-14:10 ］

副題 　

担当 各担当教官

病棟実習と 手術見学

14： 20-17： 10 　 医学医療総合講義
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学 IV (CC1)

授 業 科 目 名： 眼科学臨床実習　 (ophthalmology)

対 象 学 年： 4年次 必修

時間割コード ： 71643002-16

1. 主任教員

岩 瀬 剛 (教授、 眼科学講座、 6164)

2. 担当教員

岩 瀬 剛 (教授、 眼科学講座、 6164)

佐藤真理子 (助教、 眼科学講座、 6167)

西 山 俊 吾 (医員、 眼科学講座、 6167)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

1. 授業の概要及びねらい

（ 1） 将来、 眼科の医師にならない場合にも 必要な眼科領域の診療能力について学ぶ。

（ 2） 眼科の医師のイメ ージを獲得する。

2. 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

（ 1） 主訴からの診断推論を組み立てる、 又はたどる。

（ 2） 疾患の病態や疫学を理解する。

（ 3） 眼科の治療に可能な範囲で参加する。

（ 4） 眼科の基本的な診察技能について学ぶ。

（ 5） どのよ う に眼科にコンサルテーショ ンすればよいかわかる。

本科目は実務経験のある教員による授業科目です。

4. 教科書・ 参考書

現代の眼科学（ 改訂第 13版　 所敬　 監修　 吉田晃敏/谷原秀信　 編） 金原出版

標準眼科学（ 第 12版　 木下茂/中澤満/天野史郎　 編） 医学書院

5. 成績評価の方法

出欠状況、 実習態度、 レポート 提出

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

実習初日は、 8： 45に第 1病棟 7階カンファレンスルームにてオリ エンテーショ ン

2週目は 8： 45に第 1病棟 7階集合
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眼科学 臨床実習　 (ophthalmology)

授　 業　 展　 開 授　 業　 内　 容

第 1回 月曜日 ［ 8:45-12:00 ］

副題
オリ エンテーショ ン
外来診察

担当 各担当教官

午前： オリ エンテーショ ン (病棟)
　 　 　 病棟入院患者の教授回診の見学 (病棟)
　 　 　 外来診察の見学・ 実習（ 細隙灯顕微鏡による前眼部の観察、 視　 　
　 野データの判読） (外来)

午後： レポート 作成

第 2回 火曜日 ［ 9:00-17:00 ］

副題 手術見学、 眼底検査実習

担当 各担当教官

午前： 網膜硝子体手術、 白内障手術、 緑内障手術などの
　 　 　 眼科手術見学 (手術室)

午後： 学生同士での眼底検査実習 (医局・ 実習室)

第 3回 水曜日 ［ 13:00-17:00 ］

副題 ミ ニレクチャー

担当 各担当教官

午前： レポート 作成

午後： 開放隅角・ 閉塞隅角緑内障の生じる
メ カニズムについて解説する。 (医局)

第 4回 木曜日 ［ 9:00-17:00 ］

副題 手術見学、 双眼倒像実習

担当 各担当教官

午前： 網膜硝子体手術、 白内障手術、 緑内障手術などの
　 　 　 眼科手術見学 (手術室)

午後： シミ ュレーショ ンセンターでの双眼倒像実習

第 5回 金曜日 ［ 8:30-12:00 ］

副題 クルズス

担当 各担当教官

午前：「 白内障について」 患者さんに説明できるよう になろう ！
　 　 　 「 目の疾患ク イズ」 前眼部所見、 眼底写真から
　 　 　 疾患を推理しよう ！(医局)

午後： レポート 作成

第 6回 月曜日 ［ 8:45-12:00 ］

副題
オリ エンテーショ ン
外来診察

担当 各担当教官

午前： オリ エンテーショ ン (病棟)
　 　 　 病棟入院患者の教授回診の見学 (病棟)
　 　 　 外来診察の見学・ 実習（ 細隙灯顕微鏡による前眼部の観察、 視　 　
　 野データの判読） (外来)

午後： レポート 作成

第 7回 火曜日 ［ 9:00-17:00 ］

副題 手術見学、 眼底検査実習

担当 各担当教官

午前： 網膜硝子体手術、 白内障手術、 緑内障手術などの
　 　 　 眼科手術見学 (手術室)

午後： 学生同士での眼底検査実習 (医局・ 実習室)

第 8回 水曜日 ［ 13:00-17:00 ］

副題 ミ ニレクチャー

担当 各担当教官

午前： レポート 作成

午後： 開放隅角・ 閉塞隅角緑内障の生じる
メ カニズムについて解説する。 (医局)

第 9回 木曜日 ［ 9:00-17:00 ］

副題 手術見学、 双眼倒像実習

担当 各担当教官

午前： 網膜硝子体手術、 白内障手術、 緑内障手術などの
　 　 　 眼科手術見学 (手術室)

午後： シミ ュレーショ ンセンターでの双眼倒像実習

第 10回 金曜日 ［ 8:30-12:00 ］

副題 クルズス

担当 各担当教官

午前：「 白内障について」 患者さんに説明できるよう になろう ！
　 　 　 「 目の疾患ク イズ」 前眼部所見、 眼底写真から
　 　 　 疾患を推理しよう ！(医局)

午後： レポート 作成
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学 IV (CC1)

授 業 科 目 名： 耳鼻咽喉科・ 頭頸部外科学 臨床実習 （ Clinical Clerkship of Otorhinoraryngolgy,Head&Neck Surgery）

対 象 学 年： 4年次必修

時間割コード ： 71643002-17

1. 主任教員

山田武千代 (教授、 耳鼻咽喉科・ 頭頸部外科学、 6168)

2. 担当教員

山田武千代 (教授、 耳鼻咽喉科・ 頭頸部外科学、 6168)

鈴 木 真 輔 (准教授、 耳鼻咽喉科・ 頭頸部外科学、 6169)

川 嵜 洋 平 (講師、 耳鼻咽喉科・ 頭頸部外科学、 6171)

小 泉 　 洸 (助教、 耳鼻咽喉科・ 頭頸部外科学、 6171)

椎 名 和 弘 (助教、 耳鼻咽喉科・ 頭頸部外科学、 6171)

鈴 木 仁 美 (助教、 耳鼻咽喉科・ 頭頸部外科学、 6171)

山 田 俊 樹 (助教、 耳鼻咽喉科・ 頭頸部外科学、 6171)

宮 部 　 結 (助教、 耳鼻咽喉科・ 頭頸部外科学、 6171)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

1. 授業の概要及びねらい

外来、 および病棟診療の実際について体験的に学習し、 耳鼻科的疾患に対する診断アプローチ、 治療法の実際、 他科と の

連携について理解を深める。 外来実習では、 担当教員と 一緒に診療を行い、 患者さんにどのよ う に言葉をかけてどのよう

に反応するかを観察して接するべき方法を学ぶ（ 医療行動学）。 実習を通じて、 患者意志決定の尊重、 安全性、 患者の利益

と 負担について理解する（ 医療倫理）。（ 3-1,2,3,5,6）

本科目は実務経験のある教員による授業科目です。

4. 教科書・ 参考書

新耳鼻咽喉科学（ 南山堂）

標準　 耳鼻咽喉科頭頸部外科学（ 医学書院）

耳鼻咽喉科・ 頭頸部外科学（ 南山堂）

5. 成績評価の方法

態度、 口頭試問、 レポート 発表、 出席で総合評価する。

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

初日は 7： 45、 第 2病棟 7階カンファレンス室に集合
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耳鼻咽喉科・ 頭頸部外科学 臨床実習

授　 業　 展　 開 授　 業　 内　 容

第 1回 月曜日 ［ 8:00 ］

副題 耳鼻咽喉科診療の実際、 教授回診

担当 　

オリ エンテーショ ン、 耳鼻咽喉科の実際、 手術実習
（ 3-1,2,3,5,6）（ 4-2,3,5,6）

17： 00～放射線症例検討会
（ 4-2,3,5,6）

第 2回 火曜日 ［ 8:00 ］

副題 治療実習

担当 　

抄読会、 画像読影、 外来、 病棟診療実習
（ 3-1,2,3,5,6）（ 4-2,3,5,6）

第 3回 水曜日 ［ 8:30 ］

副題 手術実習

担当 　

画像読影、 外来、 病棟診療実習、 手術実習
（ 3-1,2,3,5,6）（ 4-2,3,5,6）

第 4回 木曜日 ［ 8:30 ］

副題 治療実習

担当 　

病理検討会、 画像読影、 外来、 病棟診療実習
レポート 発表
（ 3-1,2,3,5,6）（ 4-2,3,4,5,6）

第 5回 金曜日 ［ 8:30 ］

副題 手術実習

担当 　

画像読影、 外来、 病棟診療実習、 手術実習
（ 3-1,2,3,5,6）（ 4-2,3,4,5,6）

14： 20-17： 10医学医療総合講義
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学 IV (CC1)

授 業 科 目 名： 麻酔・ 蘇生・ 疼痛管理学 臨床実習 （ Anesthesia and Intensive Care Medicine）

対 象 学 年： 4年次 必修

時間割コード ： 71643002-18

1. 主任教員

新山　 幸俊 (教授、 麻酔・ 蘇生・ 疼痛管理学講座、 6172、 オフィ スアワー： 8:30 -17:00)

2. 担当教員

新山　 幸俊 (教授、 麻酔・ 蘇生・ 疼痛管理学講座、 6172、 オフィ スアワー： 8:30 -17:00)

木村　 　 哲 (病院准教授、 医療安全管理部、 6173、 オフィ スアワー： 8:30 -17:00)

根本　 　 晃 (講師、 麻酔・ 蘇生・ 疼痛管理学講座、 6175、 オフィ スアワー： 8:30 -17:00)

佐藤　 浩司 (助教、 麻酔・ 蘇生・ 疼痛管理学講座、 6175、 オフィ スアワー： 8:30 -17:00)

山本　 夏子 (助教、 麻酔・ 蘇生・ 疼痛管理学講座、 6175、 オフィ スアワー： 8:30 -17:00)

堀越　 雄太 (助教、 救急・ 集中治療医学講座、 6175、 オフィ スアワー： 8:30 -17:00)

小玉　 早穂子 (助教、 麻酔・ 蘇生・ 疼痛管理学講座、 6175、 オフィ スアワー： 8:30 -17:00)

関川　 綾乃 (医員、 麻酔・ 蘇生・ 疼痛管理学講座、 6175、 オフィ スアワー： 8:30 -17:00)

鵜沼　 　 篤 (医員、 麻酔・ 蘇生・ 疼痛管理学講座、 6175、 オフィ スアワー： 8:30 -17:00)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

1. ねらい

1) 　 将来どのよ う な分野の医師にも 必要な麻酔科領域の診療能力について学ぶ．

2) 麻酔業務のイメ ージを獲得する．

3) チームの一員と して全身麻酔・ 局所麻酔を受ける患者さんへの診療に関与する．

2. 学修目標

1) 　 症候・ 病態， 臨床推論

（ 1） 高血圧・ 低血圧，（ 2） 不整脈，（ 3） 低酸素血症，（ 4） 高二酸化炭素血症，（ 5） ショッ ク，（ 6） 心停止，（ 7） アシド ーシス・

アルカローシス，（ 8） 電解質異常，（ 9） 高血糖・ 低血糖，（ 10） 困難気道，（ 11） 術後痛，（ 12） 急性・ 慢性痛

2) 基本的臨床手技

（ 1） 体位交換， 移送ができる．（ 2） 皮膚消毒ができる．（ 3） 末梢静脈ラインの確保を見学し， 介助できる．（ 4） 動脈血採

血・ 動脈ラインの確保を見学し， 介助できる．（ 5） 動脈血採血・ 検査を実施できる．（ 6） 中心静脈カテーテル挿入を見学す

る．（ 7） 胃管を挿入・ 抜去できる．（ 8） 静脈内注射を実施できる．（ 9） 全身麻酔， 局所麻酔， 輸血を見学し， 介助できる．

（ 10） 診療録（ 麻酔記録） の作成を介助できる．（ 11） 各種診断書・ 検案書・ 証明書の作成を見学し， 介助できる．

3) 検査手技

（ 1） 手術室の標準的バイタルサインモニタ（ 心電図，非観血的動脈圧，経皮的酸素飽和度，カプノ グラム， bispectral Index，

深部温など） を装着できる．（ 2） 動脈血液ガス分析を実施できる．

4) 外科手技

（ 1） 無菌操作を実施できる．（ 2） 手技のための手洗いができる．（ 3） 手術室におけるガウンテクニッ ク を見学し， 介助で

きる．（ 4） 手術， 術前・ 術中・ 術後管理を見学し， 介助できる．（ 5） 神経ブロッ ク を見学し， 介助できる．

5) 救命処置

（ 1） 身体徴候， バイタルサインから緊急性の高い状況であるこ と を判断できる．（ 2） 一次救命処置を実施できる．（ 3） 二

次救命処置を含む緊急性の高い患者の初期対応に可能な範囲で参加する．
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6) 麻酔科診療実習

（ 1） 麻酔管理中に遭遇する種々の症候・ 病態（ 上記 2. 学修目標－ 1）） に対する臨床推論， 対応を指導医の診療を通して

学ぶ．（ 2） 指導医の責任のも と ， 可能な範囲で実際の麻酔管理に参加する．

7) シミ ュレーショ ン教育

（ 1） 高機能麻酔シミ ュレータを用いて反復練習するこ と で， 臨床技能を磨く ．（ 2） シナリ オに沿ったト レーニングを通し

て， 状況判断、 意思決定能力を獲得する．（ 3） シミ ュレータを用いた静脈ライン確保， エコーによる解剖学診断を経験す

る．（ 4） 振り 返り で自己省察能力を磨く ．

8) プレゼンテーショ ン

与えられたテーマに沿ってプレゼンテーショ ンを作成， 発表する．

9) 1-sentence

その日の学びをひと つの文章（ 40-60字） にまと めて記録する．

10) コンピテンシー教育

（ 1） 麻酔と いう 患者の意識が消失してコミ ュニケーショ ンが図れない環境において， 患者の代弁者と してふるまう こ と

で医師と しての矜持（ 倫理， 医療行動） を学ぶ．（ 2） 麻酔関連の合併症が生じた場合の対応を医療安全の概念を踏まえて

理解する．（ 3） 外科医， 看護師， 臨床工学技士など多職種が業務を行う 中でプロフェッ ショ ナリ ズムと チーム医療を学ぶ．

（ 4） 最近の麻酔および周術期管理に関するエビデンスやガイド ラインを学ぶ．

4. 教科書・ 参考書

TEXT 麻酔・ 蘇生学第 4版（ 南山堂）

NEW 麻酔科学第 3版（ 南江堂）

標準麻酔科学第 6版（ 医学書院）

Miller ’ s Anesthesia 9th edition（ Elsevier）

5. 成績評価の方法

態度， 口頭試問， OSCE， プレゼンテーショ ン， レポート （ 感想文） ， 1-sentence， 出席など

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

【 集合時刻】（ 月） 07:45, （ 火， 水， 木， 金） 08:00

【 集合場所】 手術室内カンファレンスルーム

1. 本学のク リ ニカルク ラークシッ プガイド における実習直前事項を学習してきてく ださい．

2. 経験手技， 手帳の記載を行ってく ださい．

3. ペインク リ ニッ ク 外来実習（ 水曜日， 木曜日） に参加しても らいます．

4. 実習内容や日程は変更されるこ と があり ます。 必ず事前に連絡します．

5. 初日は 7時 45分， 手術室内カンファレンスルームに集合してく ださい．

2

－ 466 －



麻酔・ 蘇生・ 疼痛管理学臨床実習

授　 業　 展　 開 授　 業　 内　 容

第 1回 月曜日 ［ 7:45 -17:00 ］

副題
オリ エンテーショ ン
手術麻酔症例実習

担当 新山　 幸俊， 堀越　 雄太 ら

07:45 -08:45 　 カンファレンス
08:45 -10:00 　 手術麻酔症例実習
10:00 -12:00 　 オリ エンテーショ ン
12:00 -13:00 　 昼食
13:00 -17:00 　 手術麻酔症例実習，翌日の手術患者に関する情報収集と 予習

第 2回 火曜日 ［ 8:00 -17:00 ］

副題
手術麻酔症例実習
実技

担当 新山　 幸俊， 佐藤　 浩司 ら

08:00 -08:45 　 カンファレンス
08:45 -12:00 　 手術麻酔症例実習
12:00 -13:00 　 昼食
13:00 -14:30 　 実技
14:30 -17:00 　 手術麻酔症例実習，翌日の手術患者に関する情報収集と 予習

第 3回 水曜日 ［ 08:00 -17:00 ］

副題
手術麻酔症例実習
（ ペインク リ ニッ ク外来実習）

担当 根本　 　 晃， 山本　 夏子　 ら

08:00 -08:45 　 カンファレンス
08:45 -11:00 　 手術麻酔症例実習
（ 09:00 -12:00 　 ペインク リ ニッ ク外来実習）
12:00 -13:00 　 昼食
13:00 -17:00 　 手術麻酔症例実習，翌日の手術患者に関する情報収集と 予習

第 4回 木曜日 ［ 8:00 -17:00 ］

副題
手術麻酔症例実習
（ ペインク リ ニッ ク外来実習）

担当 木村　 　 哲， 根本　 　 晃 ら

08:00 -08:45 　 カンファレンス（ 論文抄読、 症例提示）
08:45 -11:00 　 手術麻酔症例実習
（ 09:00 -12:00 　 ペインク リ ニッ ク外来実習）
12:00 -13:00 　 昼食
13:00 -17:00 　 手術麻酔症例実習、 手術患者の術前評価・ 麻酔計画・ 準備

第 5回 金曜日 ［ 8:00 -12:00 ］

副題 手術麻酔症例実習

担当 堀越　 雄太， 小玉　 早穂子 ら

08:00 -08:45 　 カンファレンス
08:45 -12:00 　 手術麻酔症例実習，翌日の手術患者に関する情報収集と 予習

第 6回 月曜日 ［ 7:45 -17:00 ］

副題 手術麻酔症例実習

担当 新山　 幸俊， 佐藤　 浩司 ら

07:45 -08:45 　 カンファレンス
08:45 -12:00 　 手術麻酔症例実習
12:00 -13:00 　 昼食
13:00 -17:00 　 手術麻酔症例実習，翌日の手術患者に関する情報収集と 予習

第 7回 火曜日 ［ 8:00 -17:00 ］

副題
手術麻酔症例実習
麻酔シミ ュレータ実習（ OSCE）

担当 関川　 綾乃， 鵜沼　 　 篤 ら

08:00 -08:45 　 カンファレンス
08:45 & #8211; 09:30 　 手術麻酔症例実習
09:30 -12:00 　 麻酔シミ ュレータ実習（ OSCE）
12:00 -13:00 　 昼食
13:00 -17:00 　 手術麻酔症例実習，翌日の手術患者に関する情報収集と 予習

第 8回 水曜日 ［ 8:00 -17:00 ］

副題
手術麻酔症例実習
（ ペインク リ ニッ ク外来実習）

担当 根本　 　 晃， 山本 　 夏子　 ら

08:00 -08:45 　 カンファレンス
08:45 -12:00 　 手術麻酔症例実習
（ 09:00 -12:00 　 ペインク リ ニッ ク外来実習）
12:00 -13:00 　 昼食
13:00 -17:00 　 手術麻酔症例実習，翌日の手術患者に関する情報収集と 予習

第 9回 木曜日 ［ 8:00 -17:00 ］

副題
手術麻酔症例実習
（ ペインク リ ニッ ク外来実習）

担当 木村　 　 哲， 根本　 　 晃 ら

08:00 -08:45 　 カンファレンス
08:45 -11:00 　 手術麻酔症例実習
（ 09:00 -12:00 　 ペインク リ ニッ ク外来実習）
12:00 -13:00 　 昼食
13:00 -17:00 　 手術麻酔症例実習， 手術患者の術前評価・ 麻酔計画プレゼ
ンテーショ ンの準備

第 10回 金曜日 ［ 8:00 -12:00 ］

副題
総括
プレゼンテーショ ン

担当 新山　 幸俊， 堀越　 雄太 ら

08:00 -08:45 　 カンファレンス（ 症例提示）
08:45 -10:00 　 手術麻酔実習
10:00 -12:00　 総括，学習内容プレゼンテーショ ン， 1-sentence，感想文提出
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学 IV (CC1)

授 業 科 目 名： 放射線医学 臨床実習 （ Practice of Radiology）

対 象 学 年： 4年次 必修

時間割コード ： 71643002-19

1. 主任教員

森　 菜緒子 (教授、 北臨床棟 1階放射線医学、 6179、 オフィ スアワー： 北臨床棟 1階放射線科カンファレンスルーム、 12
時～13時)

2. 担当教員

森　 菜緒子 (教授、 北臨床棟 1階放射線医学、 6179、 オフィ スアワー： 北臨床棟 1階放射線科カンファレンスルーム、 12
時～13時)

和田　 優貴 (講師、 北臨床棟 1階放射線医学、 6179)

大谷　 隆浩 (助教、 北臨床棟 1階放射線医学、 6179)

松田　 雅純 (助教、 北臨床棟 1階放射線医学、 6179)

高木　 倫子 (助教、 北臨床棟 1階放射線医学、 6179)

戸沢　 智樹 (助教、 北臨床棟 1階放射線医学、 6179)

今野　 素子 (助教、 北臨床棟 1階放射線医学、 6179)

熊 谷 　 聡 (助教、 北臨床棟 1階放射線医学、 6179)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

1. 授業の概要及びねらい

　 将来どの分野の医師にも必要な放射線診断・ 治療に関する基本研修をする （ 3-3）

　 関連するプロフェッ ショ ナリ ズム、 医の倫理、 医療安全、 EBM、 医療法（ 医療制度） に

　 ついて説明できる。（ 2-5）

2. 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

　 CT,MR などの簡単な所見を見つけられる （ 3-3）

　 代表的な放射線治療法を理解できる （ 4-3）

本科目は実務経験のある教員による授業科目です。

4. 教科書・ 参考書

標準放射線医学（ 医学書院）、 臨床放射線腫瘍学（ 南江堂）、 新臨床 X 線診断学（ 医学書院）

5. 成績評価の方法

出席・ 態度・ レポート により 評価する

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

必修コア事項を学習するこ と

経験記録、 手帳の記載をする

週間予定表を確認するこ と

月曜日　 08： 50 　 附属病院 1階中央放射線部カンファレンスルームに集合

小講義・ カンファレンスの開催の有無は、 担当医に確認する

木曜日　 プレゼンテーショ ン後に、 簡単な骨学実習（ 頭蓋底）

祝休日、 各種行事、 学会出張などのため下記予定は随時変更されます。

詳細は実習前の週末に A-netを通じて送付するスケジュールを参照く ださい。
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放射線医学 臨床実習

授　 業　 展　 開 授　 業　 内　 容

第 1回 月曜日 ［ 8:50-］

副題 実習を始めるにあたって

担当 各担当教員

08:50 　 オリ エンテーショ ン（ 病院 1階　 中央放射線部カンファレンスルー
ム）
14:00 　 小講義 (医局)
16:00 　 総回診（ 読影室）
17:00 　 乳腺 CB（ 中放カンファ： 隔週のため、 開催されない場合あり ）

第 2回 火曜日 ［ 8:30-］

副題 個別実習

担当 各担当教員

08:30 　 新患カンファ（ 医局カンファ ）
　 　 　 　 治療実習
14:00 　 治療計画実習（ 医局カンファ ）
17:00 　 消化器カンファ・ 食道 CB（ 1-6カンファ ）

第 3回 水曜日 ［ 8:30-］

副題 個別実習

担当 各担当教員

08:30 　 新患カンファ（ 医局カンファ ）
　 　 　 　 治療実習
12:30 　 治療計画カンファ（ 医局カンファ ）
13:30 　 RALS 小講義（ 小線源治療室）、 密封小線源治療講義
15:30 　 放射線治療概説（ 中放カンファ ）
16:30 　 IVR カンファ（ 読影室）

第 4回 木曜日 ［ 8:50-］

副題 個別実習

担当 各担当教員

08:50 　 ミ ニレク チャー（ 読影室）
　 　 　 　 読影実習
15:30 　 核医学・ 放射線防護小講義（ 核医学検査室）
17:00 　 呼吸器カンファ（ 中放カンファ ）
17:30 　 画像カンファ（ 読影室）
　

第 5回 金曜日 ［ 8:40-］

副題 個別実習

担当 各担当教員

08:40 　 超音波ハンズオン（ 中放カンファ ） 　 　
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学 IV (CC1)

授 業 科 目 名： 救急・ 集中治療医学 臨床実習 （ Emergency&Critical Care Medicine）

対 象 学 年： 4年次必修

時間割コード ： 71643002-20

1. 主任教員

中永士師明 (教授、 救急・ 集中治療医学講座、 6183、 オフィ スアワー： 8： 30-17： 00)

2. 担当教員

中永士師明 (教授、 救急・ 集中治療医学講座、 6183、 オフィ スアワー： 8： 30-17： 00)

奥 山 　 学 (准教授、 救急・ 集中治療医学講座、 6184、 オフィ スアワー： 8： 30-17： 00)

佐藤　 佳澄 (助教、 救急・ 集中治療医学講座)

北 村 俊 晴 (特任助教、 総合診療医センター)

平 澤 暢 史 (特任助教、 総合診療医センター)

亀 山 孔 明 (特任助教、 総合診療医センター)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

１ ． 授業の概要及びねらい

毎朝のカンファレンスに参加し、 軽症から重症まで様々な病態、 かつ様々な社会的背景を持つ患者の症例プレゼンテーショ

ンを聞き、 病態に合わせた問題解決、 総合的に患者・ 生活者を見る姿勢を学ぶ。 また、 一人一症例担当患者を決め指導医

と と もに診療し、 その患者の徴候、 治療、 も し く は臨床的疑問点を調べ最終日に発表する。 これは情報・ 科学技術を用い

て最新の知識を入手し症例プレゼンテーショ ンするこ と に加え、 ピア・ ラーニングで互いの知識を共有する目的で行う 。

また、 小グループディ スカッ ショ ンで家庭医の診療と おして総合的に患者・ 生活者を見る姿勢について学ぶ。 シミ ュレー

ショ ンセンターでのシミ ュレーショ ンでバイタルサインの測定と その評価、 一次救命処置と 二次救命処置を学ぶ

1) 症例カンファ ランス参加 (1-1,2, 3-1,2,3,4,5, 4-1,2,3,4,5,6,7,8, 5-1,2,3,4,5, 6-1,2,)

2) 救急外来での診療 (2-1,2,3,4,5,6,7,8, 3-1,2,3,4,5, 4-1,2,3,4,5,6,7,)

3) 集中治療部での診療 (2-1,2,3,4,5,6,7,8, 3-1,2,3,4,5, 4-1,2,3,4,5,6,7,)

4) 入院患者の診療 (2-1,2,3,4,5,6,7,8, 3-1,2,3,4,5, 4-1,2,3,4,5,6,7,)

5) 救急医・ 集中治療医・ 総合診療医・ 家庭医について学ぶ (1-1,2, 2-1,2,3,4,5,6,7, 3-3,4,5,6,7, )

6) シミ ュレーショ ンでバイタルサインの測定と その評価、 ショッ クへの対応を学（ 4-1,2,3,4,5,6,7）

7) シミ ュレーショ ンで一次救命処置と 二次救命処置を学ぶ (2-3,4,5,6,7, 3-2,3, 4-2,3,4,5,6,7)

8) 症例プレゼンテーショ ン（ ピア・ ラーニング） (3-1,2,3,4,5, 4-1,2,3,4,5,6,7, 5-1,2,3,4,5,6-1,2)

２ ． 学習目標

1) バイタルサインや身体徴候から緊急性の高い状態にある患者を認識できる。

2) ショッ ク の患者の初期対応と 原因に応じた治療について理解する

3) 心停止患者の一次救命処置を実施できる。

4) 心停止患者の二次救命処置を理解する

5) 心停止の原因と 病態及び診断の要点について理解する

6) 集中治療及び集中治療室の概要を理解する

7) 人工呼吸管理・ 体外式膜型肺・ 補助循環・ 急性血液浄化法が必要な病態と その意義を理解する

8) 集中治療後症候群について概念を理解する

9) 症例発表において適切にプレゼンテーショ ンできる

10) プライマリ ケアの基本的概念を理解する

本科目は実務経験のある教員による授業科目です。
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4. 教科書・ 参考書

Up To Date

5. 成績評価の方法

出席、 症例発表、 症例レポート 、 シミ ュレーショ ンの実技評価

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

1) 初日は 8:30 ICU カンファ ランス室 集合

＊月曜日が祝日の場合は翌日 8:30 ICU カンファ ランス集合

2)WebCLassで事前学習、 予習するこ と

3) 紙媒体での資料配布はあり ません。 各自WebCLassから用意し履修するこ と

4) 半袖の白衣を着用するこ と 。 ICU では感染制御の観点から長袖の白衣の着用を禁止しています。

問い合わせ： 医局（ 6185）
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救急・ 集中治療医学臨床実習

授　 業　 展　 開 授　 業　 内　 容

第 1回 月曜日 ［ 8:30～17:00 ］

副題
オリ エンテーショ ン/総合診療セミ
ナー

担当 北村俊晴

１ ） カンファ ランス参加
２ ） 家庭医療のコアコンピテンシーについて学ぶ

第 2回 火曜日 ［ 8:30～17:00 ］

副題 BLS

担当 亀山孔明

１ ） カンファ ランス参加
２ ） BLS、 窒息、 意識障害対応シミ ュレーショ ン

第 3回 水曜日 ［ 8:30～17:00 ］

副題 二次救命処置

担当 佐藤　 佳澄

１ ） カンファ ランス参加
２ ） 心肺蘇生シミ ュレーショ ン

第 4回 木曜日 ［ 8:30～17:00 ］

副題 救急初期対応（ ABCD の評価）

担当 平澤　 暢史

１ ） カンファ ランス参加
２ ） 救急初期対応シミ ュレーショ ン

第 5回 金曜日 ［ 8:30～17:00 ］

副題
まと め・ レポート 発表　 /　 医学医療
総合講義

担当 北村　 俊晴

１ ） カンファ ランス参加
２ ） 症例プレゼンテーショ ン
３ ） 医学医療総合講義（ 14： 20～17： 10多目的室）
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学 IV (CC1)

授業 科 目 名： 総合診療・ 検査診断学 臨床実習 （ General Internal Medicine and Clinical Laboratory Medicine） －臨床検査医学の実際－

対 象 学 年： 4年次 必修

時間割コード ： 71643002-21

1. 主任教員

植 木 重 治 (教授、 総合診療・ 検査診断学講座、 6209、 オフィ スアワー： 8： 30～17： 00)

2. 担当教員

植 木 重 治 (教授、 総合診療・ 検査診断学講座、 6209、 オフィ スアワー： 8： 30～17： 00)

嵯 峨 知 生 (病院教授、 附属病院感染制御部、 6248、 オフィ スアワー： 8： 30～17： 00)

守 時 由 起 (准教授、 総合診療・ 検査診断学講座、 6209、 オフィ スアワー： 8： 30～17： 00)

嵯峨亜希子 (助教、 総合診療・ 検査診断学講座、 6209、 オフィ スアワー： 8： 30～17： 00)

藤 岡 優 樹 (助教、 附属病院中央検査部、 6209、 オフィ スアワー： 8： 30～17： 00)

佐々木智子 (特任助教、 総合診療医センター、 6428)

引 地 悠 (医員、 附属病院総合診療部、 6209、 オフィ スアワー： 8： 30～15： 00)

長 谷 川 諒 (医員、 附属病院総合診療部、 6209、 オフィ スアワー： 8： 30～17： 00)

高 橋 琴 乃 (医員、 男鹿なまはげ地域医療・ 総合診療連携講座、 6428、 オフィ スアワー： 8： 30～17： 00)

石 川 陽 子 (、 附属病院感染制御部、 6248、 オフィ スアワー： 8： 30～17： 00)

高 橋 智 映 (、 附属病院中央検査部、 6197、 オフィ スアワー： 8： 30～17： 00)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

1. 授業の概要及びねらい

臨床推論に基づく 臨床検査を選択するこ と ができ、 結果を解釈できる。 (2-4～2-6, 3-2～3-4, 4-1～4-2)

本領域が関連するプロフェッショ ナリ ズム、 医の倫理、 医療安全、 医療法（ 制度）、 EBM、 基本手技について説明・ 実践で

きる。 (1-1～1-2, 3-3, 3-5, 3-7, 4-4～4-6)

2. 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

１ ） 医師が自ら行う 必要のある基本的な検体検査法および手技を実施できる。 (1-1～1-2, 2-4～2-6, 3-2～3-5, 3-7, 4-1～4-2,

4-4～4-6)

２ ） 静脈採血、 血液形態学的検査、尿一般検査、微生物検査、 呼吸機能検査、心電図検査などを実施できる。 (1-1～1-2, 2-4

～2-6, 3-2～3-5, 4-1～4-2, 4-4～4-6)

３ ） 検体検査の実際と 検体の取扱いに関する注意点について説明できる。 (2-4～2-6, 3-2～3-5, 4-1～4-2)

４ ） 医療関連感染対策の体制について説明できる。 (1-1～1-2, 2-4～2-6, 3-2～3-5, 4-1～4-2)

本科目は実務経験のある教員による授業科目です。

4. 教科書・ 参考書

ハリ ソン内科学書

新・ 総合診療医学家庭医療学編

新・ 総合診療医学病院総合診療医学編

臨床に役立つ検査値の読み方・ 考え方： 河野・ 西崎編、 総合医学社

臨床検査の ABC： 日本医師会編、 医学書院

異常値の出るメ カニズム： 河合・ 尾形・ 伊藤編、 医学書院

標準臨床内科学： 猪狩・ 中原編、 医学書院

新臨床内科学： 阿部他編、 医学書院

臨床検査法提要： 金井編、 金原出版
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5. 成績評価の方法

１ ） 各項目ごと に教員による実習評価と 授業姿勢による評価を行う 。

２ ） さ らに臨床症例を用いた検査診断演習発表によって実習全体の合否を判定する。

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

採血や検査を行う 場合があるので、 朝食や水分をと って体調を整えておく こ と 。

講義内容を復習しておく と よい。

2
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総合診療・ 検査診断学 臨床実習

授　 業　 展　 開 授　 業　 内　 容

第 1回 月曜日 ［ 8:45-17:10 ］

副題
オリ エンテーショ ン、 採血実習、 総
合診療カンファ ランス

担当 植木重治、 各指導教官

実習の概要について説明する。
RCPC（ Reversed Clinico-Pathological Conference) の症例提示。
採血および末梢血塗抹標本作成の実習を行う 。
総合診療の実際について学ぶ。
総合診療部カンファ ランスに参加する。

第 2回 火曜日 ［ 8:50-17:10 ］

副題
細菌学講義、 細菌検査実習、 生化学
実習、 手洗い実習

担当 各指導教官

細菌学・ 適正な抗菌薬使用方法について学ぶ。
微生物学的検査の実習および結果解釈を学ぶ。
血液学的検査、 生化学・ 血清学的検査実習および結果解釈を学ぶ。
手洗い実習を行い、 標準予防策を学ぶ

第 3回 水曜日 ［ 8:50-17:10 ］

副題
肝疾患免疫講義、 気道管理ト レーニ
ング、 尿検査実習

担当 各指導教官

肝疾患の血液生化学、 免疫学的検査と 気道管理について学ぶ。
血液ガス分析検査、 尿検査の実習および結果解釈を学ぶ。

第 4回 木曜日 ［ 8:50-17:10 ］

副題
免疫・ アレルギー講義、 感染制御部
カンファ ランス、 心電図検査実習

担当 各指導教官

免疫・ アレルギー疾患の種類と 特徴について学ぶ。
感染制御部カンファ ランスに参加し、 医療関連感染対策の基本を学
ぶ。
呼吸機能検査、 心電図検査の実習および結果解釈を学ぶ。

第 5回 金曜日 ［ 8:50-17:10 ］

副題 感染症病棟見学、 RCPC症例発表

担当 各指導教官

初日に提示した RCPC症例について発表およびディ スカッ ショ ンを
行う 。
臨床検査成績の総合的解釈と 病態の推論を学ぶ。
実習全体の振り 返り 。
14:20～医学医療総合講義
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学 IV (CC1)

授 業 科 目 名： 代謝・ 内分泌内科学（ 糖尿病・ 内分泌代謝科） 臨床実習 （ Metabolism and Endocrinology） －代謝・ 内分泌内
科学 BSL －

対 象 学 年： 4年次 必修

時間割コード ： 71643002-22

1. 主任教員

脇 裕 典 (教授、 代謝・ 内分泌内科学、 6769、 オフィ スアワー： 12:00-13:00)

2. 担当教員

脇 裕 典 (教授、 代謝・ 内分泌内科学、 6769、 オフィ スアワー： 12:00-13:00)

藤田浩樹 (准教授、 代謝・ 内分泌内科学、 6769、 オフィ スアワー： 12:00-13:00)

森 井 宰 (講師、 代謝・ 内分泌内科学、 6769、 オフィ スアワー： 12:00-13:00)

佐藤雄大 (助教、 代謝・ 内分泌内科学、 6769、 オフィ スアワー： 12:00-13:00)

清水辰徳 (特任講師、 高齢者医療先端研究センター、 6084、 オフィ スアワー： 12:00-13:00)

加藤俊祐 (特任助教、 総合臨床教育研修センター、 6769、 オフィ スアワー： 12:00-13:00)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

1. 診療参加型臨床実習 CC1の概要・ ねらい

　 チームの一員と して病棟や外来患者さんの診療を通して、 将来、 どのよう な分野の医師にも必要な内科領域、 特に糖尿

病・ 内分泌内科を中心と した症候や病態の臨床推論、 鑑別診断、 検査・ 治療方針決定等の実践力を修得する。

1) 病棟診療

　 各学生は 2つの診療チーム（ A、 B） のいずれかに 2週間配属され、 指導医のも と で 1名の病棟患者さんを担当する。 指

導医の監督のも と に、 毎日担当患者さんの診察を行い、 所見を電子カルテに記載する（ 指導医の確認必須）。 また、 ウィ ー

ク リ ーサマリ ーを作成し、 2週目水曜日の病棟カンファレンスでプレゼンテーショ ンする。 診療チームの一員と して、 EBM

および診療ガイド ラインに基づいた基本的な診療を実践的に学ぶ。（ 1～6）

2) 外来診療、 外来検査への参加

　 実習期間中、 1名の外来新患患者さんの初診を行い、 病歴・ 診察所見を電子カルテに記載する（ 指導医の確認必須）。 2

週目水曜日の外来新患カンファレンスで担当した患者さんについてプレゼンテーショ ンする。 また、 毎週水曜日の頸部エ

コー検査に交代で参加する。 診療チームの一員と して、 臨床推論・ 検査・ 治療の過程を実践的に学ぶ。（ 1～6）

　

2. 学習目標

　 上記１ の概要・ ねらいを中心に実習を進めるが、 本診療科で特に経験保証する症候・ 病態、 各種手技等の内容を下記に

示す。

1) 症候・ 病態、 臨床推論（ 3-1～3-5、 4-1～4-6）

(1) 口渇・ 多飲・ 多尿、 (2) 甲状腺腫、 (3) 肥満・ やせ

2) 基本的臨床手技（ 3-1～3-3、 3-5、 4-1～4-7）

(1) 皮膚消毒ができる。

(2) 注射（ 皮内、 皮下、 筋肉、 静脈内） を実施できる。

(3) 診療録（ カルテ） を作成する。

(4) 各種診断書・ 検案書・ 証明書の作成を見学し、 介助する。

3) 検査手技（ 3-1～3-3、 4-1～4-3）
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(1) 尿検査（ 尿沈渣を含む） を実施できる。

(2)POCT器で血糖測定ができる。

(3) 頸部の超音波検査を実施できる。

4) プロフェッ ショ ナリ ズム、 医療行動科学、 医療倫理、 医療安全、 医療法（ 医療制度）、 EBM について（ 2-1～2-8、 3-3、

3-5、 3-7）

(1) 各種検査・ 治療のインフォームド コンセント 。

(2) 困難な患者、 急変患者の家族への説明。

(3) 患者さ んの生活環境（ 家庭、 職場） に配慮した診療計画を検討できる。 総合的にみるこ と ができる。

(4) 各種侵襲的な検査・ 治療時の安全性への配慮。

(5) 各種診療ガイド ラ インを適宜参照し、 活用できる。 ICTを活用して検索できる。

本科目は実務経験のある教員による授業科目です。

4. 教科書・ 参考書

内科学（ 朝倉書店）

糖尿病専門医研修ガイド ブッ ク （ 診断と 治療社）

内分泌代謝科専門医研修ガイド ブッ ク （ 診断と 治療社）

5. 成績評価の方法

態度（ 実習評価票）

口頭試問（ 外来新患・ 病棟カンファレンスで担当患者さんの症例発表・ ディ スカッ ショ ン）

CC-EPOC入力状況

ミ ニ CEX（ 担当患者さんの診察状況を評価）

レポート （ 内分泌疾患に関する課題のレポート と 担当患者さんの病歴要約）

出席

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

実習開始までに、 3年次臨床医学 II（ 加齢と 老化、 内分泌・ 栄養・ 代謝） の講義プリ ント の内容を復習してきて下さ い。
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代謝・ 内分泌内科学（ 糖尿病・ 内分泌代謝科） 臨床実習

授　 業　 展　 開 授　 業　 内　 容

第 1回 月曜日 ［ 9:00-17:00 ］

副題 オリ エンテーショ ン

担当 藤田

オリ エンテーショ ン
病棟実習

第 2回 火曜日 ［ 9:00-17:00 ］

副題 糖尿病・ 内分泌代謝科実習

担当 各指導教官

病棟実習

第 3回 水曜日 ［ 9:00-17:00 ］

副題 糖尿病・ 内分泌代謝科実習

担当 各指導教官

病棟実習

第 4回 木曜日 ［ 9:00-17:00 ］

副題 糖尿病・ 内分泌代謝科実習

担当 各指導教官

病棟実習

第 5回 金曜日 ［ 9:00-17:10 ］

副題 糖尿病・ 内分泌代謝科実習

担当 各指導教官

9： 00～14： 20 　 病棟実習
14： 20～17： 10 　 医学医療総合講義

第 6回 月曜日 ［ 9:00-17:00 ］

副題 糖尿病・ 内分泌代謝科実習

担当 各指導教官

病棟実習

第 7回 火曜日 ［ 9:00-17:00 ］

副題 糖尿病・ 内分泌代謝科実習

担当 各指導教官

病棟実習

第 8回 水曜日 ［ 9:00-17:00 ］

副題 糖尿病・ 内分泌代謝科実習

担当 各指導教官

病棟実習

第 9回 木曜日 ［ 9:00-17:00 ］

副題 糖尿病・ 内分泌代謝科実習

担当 各指導教官

病棟実習

第 10回 金曜日 ［ 9:00-17:10 ］

副題 糖尿病・ 内分泌代謝科実習

担当 各指導教官

9:00～14： 20 　 病棟実習
14： 20～17： 10 　 医学医療総合講義
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学 IV (CC1)

授 業 科 目 名： 小児外科学臨床実習 （ BSL in Pediatric Surgery）

対 象 学 年： 4年次必修

時間割コード ： 71643002-23

1. 主任教員

水 野 　 大 (病院教授、 小児外科学講座、 3447、 オフィ スアワー： 水曜日 15時～16時)

2. 担当教員

水 野 　 大 (病院教授、 小児外科学講座、 3447、 オフィ スアワー： 水曜日 15時～16時)

森井　 真也子 (医学部講師、 小児外科学講座、 6141、 オフィ スアワー： 火曜日 15時～16時)

渡 部 　 亮 (助教、 小児外科学講座、 6142、 オフィ スアワー： 金曜日 15時～16時)

東 　 紗 弥 (医員、 小児外科学講座、 6141、 オフィ スアワー： 木曜日 15時～16時)

山形　 健基 (医員、 小児外科学講座、 6143、 オフィ スアワー： 金曜日 15時～16時)

林 　 海 斗 (医員、 小児外科学講座、 6143、 オフィ スアワー： 木曜日 15時～16時)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

1.授業の狙い（ 大まかな全体目標）

チームの一員と して病棟や外来患者さんへの診療を通して、 将来どのよう な分野の医師にも必要な小児領域、 特に外科疾

患を中心と した症候や病態の臨床推論、 鑑別診断、 検査・ 治療方針決定等の実践力を習得する。 また、 関連するプロフェッ

ショ ナリ ズム、 倫理、 医療行動科学、 医療安全、 医療法（ 制度）、 EBM を活用した総合的な判断、 ICTの適切な活用につ

いて実践的に学ぶ。

2.概要（ 大まかな学習目標）

小児外科疾患の診療に関する基本的な知識と 技能を習得するために、 指導医を中心と した医療チームの一員と して能動的

に実習に取り 組む。 (1-1～1-2、 2-1～2-6、 3-7、 5-1～5-4、 6-1～6-2）

臨床実習の中で自ら情報を収集し、 患者さんと 親御さんのニーズ・ 問題点の抽出、 整理、 解釈を行い（ 臨床的推論）、 解決

法（ 診断、 治療） を立案するための基本的訓練を行う （ problem based learning ; PBL）（ 1-1～6-2）

診療チームの日常診療に参加し、 小児外科疾患の診察、、 検査、 治療の実際を体験し、 ポート フォリ オを作成する。（ 1-1～

1-2、 2-1～2-5、 4-1～4-7）

1） 病棟診療

各学生は 2週間配属され、 指導医の下、 病棟の入院患者さんを毎日回診して、 診療内容をカルテに記載する。 指導医の監

督のも と に医療面接、 身体診察を行う と と も に処置を見学して、 問題を抽出し、 作業仮説を立てて EBM に基づいた検証

を繰り 返す。 臨床推論に基づいて、 診断、 鑑別に必要な検査を立案し、 患者さんの状態を勘案して治療方針の選択を試み

る。 他科頼診券、 紹介状などの作成、 症例検討会でのプレゼンテーショ ン、 患者・ 家族への説明への参加など、 診療チー

ムの一員と して基本的な診療を実践的に学び、 医師と してのプロフェッ ショ ナリ ズムを身につけるために必要な知識、 学

習プロセスを身につける。 (1-1～1-2、 2-1～2-7、 3-1～3-7、 4-1～4-8）

2） 外来診療

外来診療への参加機会は手術や検査のない時間に限られるが、 医療面接、 身体診察を見学し、 小児の特殊性を理解する。

（ 2-1～2-7、 3-1～3-3、 3-5～3-6、 4-1～4-2、 4-6）

3） 各種検査・ 手術など治療への参加

診療チームの一員と して各種検査、 手術をはじめと する治療に参加あるいは見学しながら臨床推論・ 検査・ 手術の実際を

経験し、 検査成績の評価を自ら試みると と も に、 治療（ 手術） の目的、 妥当性について理解する。（ 3-1～3-3、 3-5～3-6、

4-1～4-7）
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3.詳細な学習目標・ 項目

上記 1のねらい・ 概要を中心に実習をすすめるが、 本診療科で経験し得る症候、 病態、 各種手技などの内容を下記に示す。

1） 症候・ 病態　 臨床推論（ 3-5、 4-1～4-6）

（ １ ） 腹痛　 （ 2） 呼吸困難　 （ ３ ） 発熱　 （ ４ ） 悪心・ 嘔吐　 （ ５ ） 食欲不振　 （ ６ ） 嚥下障害　 （ ７ ） 吐血・ 下血　

（ ８ ） 便秘・ 下痢　 （ ９ ） 腹部膨満　 （ 10） 腫瘤　 （ 11） 黄疸　 （ 12） 脱水

2） 基本的臨床手技（ 3-1～3-3、 3-5、 4-1～4-7）

（ １ ） 体位変換、 移送ができる　 （ ２ ） 皮膚消毒ができる　 （ ３ ） 静脈採血を見学する　 （ ４ ） 末梢静脈の血管確保を見

学する　 （ ５ ） 中心静脈カテーテル挿入を見学する　 （ ６ ） 胃管の挿入と 抜去を介助する　 （ ７ ） 尿道カテーテルの挿入

と 抜去を見学し、 介助する　 （ ８ ） ド レーンの挿入と 抜去を見学し、 介助する　 （ ９ ） 全身麻酔、 局所麻酔、 輸血を見学

する　 （ １ ０ ） 診療録を作成する　 （ 11） 各種診断書・ 証明書の作成を見学する

3） 検査・ 治療手技（ 3-1～3-3、 4-1～4-7）

（ １ ） 腹部の超音波検査を見学し、 介助する。

（ ２ ） エッ ク ス線撮影、 コンピューター断層撮影（ CT）、 核磁気共鳴画像検査　

　 　 　 （ MRI）、 核医学検査、 内視鏡検査、 直腸肛門内圧検査を見学し介助する。

（ ３ ） 無菌操作を実施できる。

（ ４ ） 手術や主義のための手洗いができる。

（ ５ ） 手術室におけるガウンテク ニッ クができる。

（ ６ ） 症例によっては抜糸ができる。

（ ７ ） 創の消毒やガーゼ交換の介助ができる。

（ ８ ） 手術、 術前・ 術中・ 術後管理を見学する。

4） プロフェッショ ナリ ズム、 医学行動科学、 医療倫理、 医療安全、 医療法（ 制度）、 EBM について（ 1-1～1-2、 2-1～2-7、

3-1～3-7、 4-1～4-7、 5-1～5-5）

（ １ ） 各種検査・ 治療のインフォームド コンセント を見学する。

（ ２ ） 疾患の病態や疫学を理解する。

（ ３ ） インペアメ ント 、 ディ スアビリ ティ 、 ハンディ キャッ プを説明できる。

（ ４ ） 患児の生活環境などを総合的にみて診療計画を検討できる。

（ ５ ） 感染防止対策を説明できる。

（ ６ ） 身体障害者福祉法を概説できる。

（ ７ ） 各種診療ガイド ラインなど必要な情報を、 ICTを活用して検索できる。

（ ８ ） 文献から得られた情報の批判的吟味ができる。

本科目は実務経験のある教員による授業科目です。

4. 教科書・ 参考書

3年次「 成長と 発達」 講義資料

標準小児外科学（ 医学書院）

スタンダード 小児外科手術（ メ ジカルビュー）

スタンダード 小児内視鏡外科手術（ メ ジカルビュー）

5. 成績評価の方法

態度、 口頭試問（ 実習中随時行われる質疑応答）、 CC-EPOC入力状況、 ミ ニ CEX、 レポート 、 出席で総合評価する。

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

基礎医学で学ぶ人体発生学、 解剖学、 生理学を復習しておく こ と 。
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3年時に講義した成長と 発達を復習しておく こ と 。

適宜、 診療録を記載し、 指導医によるフィ ード バッ ク を確認して追記・ 訂正を行う こ と 。

実習終了後に自己評価表、 臨床実習評価シート 、 レポート を医局秘書に提出する。
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小児外科学臨床実習

授　 業　 展　 開 授　 業　 内　 容

第 1回 月曜日 ［ 8:15-17:30 ］

副題 小児外科学臨床実習

担当 担当指導医

オリ エンテーショ ン (8:15～）
朝回診 (8:20～）
手術　 (9:00～）
夕回診 (16:00～）
抄読会・ 症例検討会（ 16： 30～17： 30）

第 2回 火曜日 ［ 8:15-17:30 ］

副題 小児外科学臨床実習

担当 担当指導医

朝回診 (8:15～）
検査、 定期入院患者の診察
夕回診 (16:00～）
小児科、 産科と の合同カンファ ランス（ 17： 00～17:30）

第 3回 水曜日 ［ 8:15-17:00 ］

副題 小児外科学臨床実習

担当 担当指導医

朝回診 (8:15～）
手術　 (9:00～）
夕回診 (16:00～）

第 4回 木曜日 ［ 8:15-17:00 ］

副題 小児外科学臨床実習

担当 担当指導医

朝回診 (8:15～）
検査
夕回診 (16:00～)

第 5回 金曜日 ［ 8:15-17:00 ］

副題 小児外科学臨床実習

担当 担当指導医

朝回診 (8:15～）
検査
医学医療総合講義（ 14:20～)

第 6回 月曜日 ［ 8:15-17:30 ］

副題 小児外科学臨床実習

担当 担当指導医

朝回診 (8:15～）
手術　 (9:00～）
夕回診 (16:00～）
抄読会・ 症例検討会（ 16： 30～17： 30）

第 7回 火曜日 ［ 8:15-17:30 ］

副題 小児外科学臨床実習

担当 担当指導医

朝回診 (8:15～）
検査、 定期入院患者の診察
夕回診 (16:00～）
小児科、 産科と の合同カンファ ランス（ 17： 00～17:30）

第 8回 水曜日 ［ 8:15-17:00 ］

副題 小児外科学臨床実習

担当 担当指導医

朝回診 (8:15～）
手術　 (9:00～）
夕回診 (16:00～）

第 9回 木曜日 ［ 8:15-17:00 ］

副題 小児外科学臨床実習

担当 担当指導医

朝回診 (8:15～）
検査
夕回診 (16:00～)

第 10回 金曜日 ［ 8:15-17:00 ］

副題 小児外科学臨床実習

担当 担当指導医

朝回診 (8:15～）
検査
医学医療総合講義（ 14:20～)
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学 IV (CC1)

授 業 科 目 名： 病理 臨床実習 （ Diagnostic and Anatomic Pathology）

対 象 学 年： 4年次必修

時間割コード ： 71643002-24

1. 主任教員

大 森 泰 文 (教授、 分子病態学・ 腫瘍病態学講座、 6059)

後 藤 明 輝 (教授、 器官病態学講座、 6062、 オフィ スアワー： 水・ 木曜日全日 (第二病理） )

2. 担当教員

大 森 泰 文 (教授、 分子病態学・ 腫瘍病態学講座、 6059)

後 藤 明 輝 (教授、 器官病態学講座、 6062、 オフィ スアワー： 水・ 木曜日全日 (第二病理） )

南 條 　 博 (病院教授、 病理部、 6182、 オフィ スアワー： 通常は勤務時間帯)

吉 田 　 誠 (講師、 器官病態学講座、 6064、 オフィ スアワー： 火・ 木・ 金曜日 9-17時 (第二病理医局))

廣 嶋 優 子 (助教、 病理部、 6200)

鈴 木 麻 弥 (助教、 分子病態学・ 腫瘍病態学講座、 6061)

小 山 　 慧 (助教、 器官病態学講座、 6064、 オフィ スアワー： 月・ 木・ 金曜日 9-17時 (第二病理医局))

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

1. 授業の概要及びねらい

・ 実習を通じて病理診断学に対する理解を深める。

・ 関連するプロフェッ ショ ナリ ズム、 医の倫理、 医療安全、 EBM、 医療法（ 医療制度）、 ゲノ ム医療に対応する検体の

　 扱い方について説明できる。

2. 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

医師と して最低限身につけるべき病理組織診断学を習得する。

病理示説は,旧第一病理と 第二病理と が交互に担当し ,各グループ毎に剖検例,生検例について検討する。 (3-1～3-4， 4-1～

4-7)

剖検例では臨床（ 主訴,徴候と 症状,臨床検査成績,臨床経過,臨床診断,治療など） と 病理（ 剖検材料の肉眼的所見,病理組

織学的所見,特殊染色や免疫染色の適用など） と の関連から疾病の本態,臨床診断の当否や治療効果の如何などについて検

討を行う 。 (2-1～2-8， 3-1～3-7， 4-1～4-8)

生検例の場合,適格な病理診断に加え ,手術適応や予後と の関連についても検討する。 (3-1～3-4， 4-1～4-8)

病理部においては手術組織における病変の読み方,切り 出し方,術中迅速診の実際などについても習得する。 (3-1～3-4， 4-1

～4-8)

分子診断と 分子標的治療 (臨床腫瘍学の立場から ) について理解する。 (4-1～4-8， 5-1～5-5)

生命科学の講義・ 実習で得た知識を基に、診療で経験した病態の解析ができる。 (1-1～1-2， 3-1～3-8， 4-1～4-8， 5-1～5-5)

患者や疾患の分析を基に、 教科書・ 論文等から最新の情報を検索・ 整理統合し、 疾患の理解・ 診断・ 治療の深化につなげ

るこ と ができる。 (3-1～3-7， 4-1～4-8， 5-1～5-5)

病理解剖、 法医解剖（ 司法解剖、 行政解剖、 死因・ 身元調査法解剖、 承諾解剖） を説明できる。 (1-1～1-2)

病理解剖の医療における位置づけと 法的事項、 手続きを説明できる。 (1-1～1-2)

医学における病理解剖の学術的重要性を理解する。 (1-1～1-2， 6-1～6-2)

病理組織検査、 細胞診検査、 フローサイト メ ト リ の意義を説明できる。 (3-1～3-7， 4-1～4-8)

病理診断、 細胞診の適切な検体の取扱い、 標本作製及び診断過程が説明できる。 (3-1～3-3， 4-1～4-6)

診断に必要な臨床情報の適切な提供法を説明できる。 (2-1～2-8， 4-7～4-8)

疾患の病態や疫学を理解する。 (3-1～3-7)

患者の入院診療録から臨床上の問題点を列挙できる。 (2-1～2-8， 4-1～4-8)
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病理解剖症例の標本から病態の把握、 疾患の診断ができる。 (3-1～3-7， 4-1～4-8， 5-1～5-5)

臨床経過と 病理解剖標本を総合して最終的な死因を類推できる。 (5-1～5-5)

研究は、 医学・ 医療の発展や患者の利益の増進を目的と して行われるべきこ と を説明できる。 (1-1～1-2， 6-1～6-2)

生涯にわたる継続的学習に必要な情報を収集できる。 (1-1～1-2， 6-1～6-2)

本科目は実務経験のある教員による授業科目です。

4. 教科書・ 参考書

5. 成績評価の方法

レポート ,実習態度,出席率,積極性

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

・ 関連するプロフェッ ショ ナリ ズム、 医の倫理、 EBM について説明できる。

奇数グループは分子病態学・ 腫瘍病態学講座 (旧第一病理) が担当する。

偶数グループは器官病態学講座 (旧第二病理) が担当する。

集合時間 分子病態学・ 腫瘍病態学講座-9:00医局 (内線 6061)

　 　 　 　 器官病態学講座-9:00医局 (内線 6064)
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病理 臨床実習

授　 業　 展　 開 授　 業　 内　 容

第 1回 月曜日 ［ 9:00-17:00 ］

副題 病理示説

担当 講座スタッ フ

病院病理部の業務の理解と 診断過程への参加を体験する。

第 2回 火曜日 ［ 9:00-17:00 ］

副題 病理示説

担当 講座スタッ フ

剖検例の供覧,検討。 病理解剖症例の臨床事項や検査データを検討し、 病態
を把握する。

第 3回 水曜日 ［ 9:00-17:00 ］

副題 病理示説

担当 講座スタッ フ

剖検例の供覧,検討。 病理解剖症例の臨床事項や検査データを検討し、 病態
を把握する。

第 4回 木曜日 ［ 9:00-17:00 ］

副題 病理示説

担当 講座スタッ フ

症例の病態についてまと める。

第 5回 金曜日 ［ 9:00-14:00 ］

副題 病理示説

担当 講座スタッ フ

症例の病態についてまと める。 病変についての形成試験を行う 。
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学 IV (CC1)

授 業 科 目 名： 臨床腫瘍学　 臨床実習 （ Clinical Oncology -principles & practice-, face to face） －がん薬物療法の実際－

対 象 学 年： 4年次 必修

時間割コード ： 71643002-25

1. 主任教員

柴田浩行 (教授、 臨床腫瘍学講座、 6262、 オフィ スアワー： 17： 00)

2. 担当教員

柴田浩行 (教授、 臨床腫瘍学講座、 6262、 オフィ スアワー： 17： 00)

福田耕二 (講師、 臨床腫瘍学講座、 6263、 オフィ スアワー： 17： 00)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

1. 授業の概要及びねらい

医療行動科学、 医の倫理、 医療安全、 エビデンス、 医療制度を理解したう えで、 以下の項目について、 進行がん患者に対

する治療の実際を体験し、 必要な知識、 技術を習得する (1-1, 1-2, 3-1～3-7, 4-1～4-8)。

1-1. 主訴からの診断推論を組み立てる、 又はたどる (4-1～4-3)。

1-2. 疾患の病態や疫学を理解する (3-1～3-4)。

1-3. 腫瘍内科的治療の立案・ 実施に可能な範囲で参加する (4-1～4-3)。

1-4. 複数の臓器にまたがる問題を統合する視点を獲得する (3-1～3-3, 4-1～4-7)。

1-5. 基本的な内科的診察技能について学ぶ (4-1～4-7)。

1-6. 他科と の連携、 コンサルテーショ ンについて理解する (4-7, 4-8)。

2. 実習内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

2-1. 基本的臨床手技の目的、 適応、 禁忌、 合併症と 実施法について理解し、 指導医の指導・ 監督の下で自ら実施する (4-1

～4-7)。

2-2. 臨床推論： 症候・ 病態ごと に頻度・ 重症度を考慮し、 想定すべき鑑別診断を行う 。 鑑別診断を想定しながら必要な病

歴聴取・ 身体診察を行う (4-1～4-7)。

2-3. 医師と して求められる基本的な資質・ 能力を常に意識しながら、 臨床実習を行う (1-1, 1-2, 2-1～2-7)。 特に以下の点

について重点的に学ぶ。

2-3-1. がん薬物療法の実施に際してのインフォームド ・ コンセント が取れる (1-1, 1-2, 2-1～2-7)。

2-3-2. 進行がん患者に対するコミ ュニケーショ ン・ スキルを習得する (2-1～2-8, 4-1)。

2-3-3. SPIKES プロト コールに基づく 悪い知らせ（ がんの告知） の伝え方ができるよ う になる (4-1)。

2-3-4. 外来化学療法のシステムについて理解する （ レジメ ン管理、 有害事象の管理） (2-5, 2-6, 4-4, 4-7)。

2-3-5. 化学療法における薬剤師、 看護師と のチーム医療の実際を理解する (4-7)。

本科目は実務経験のある教員による授業科目です。

4. 教科書・ 参考書

新臨床腫瘍学（ 南江堂、 改訂第 6版、 2021 年）

入門腫瘍内科学（ 篠原出版新社、 改訂第 3 版、 2020年）

がん医療におけるコミ ュニケーショ ン・ スキル： 悪い知らせをどう 伝えるか（ 内富庸介・ 藤森麻衣子著、 医学 書院）

Cancer: Principles & Practice of Oncology, 9th edition (Wolters Kluwer/LippincottWilliams & Wilkins)

5. 成績評価の方法

出席、 ミ ニテスト で習熟度を確認する。

学生は個別に入院患者を１ 名以上受け持つ。
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毎朝のカンファ ランスで受け持ち患者の病状の報告を行う 。

その際に、 随時、 口頭試問を課す。

外来新患を受け持ち、 病歴を要約する。 翌日の朝のカンファ ランスで治療方針を含むプレゼンテーショ ンする。

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

午前 8： 30に第二病棟 6階ナースステーショ ン前に集合。

教科書や指定参考書で予習を行い、 授業に臨むこ と をお奨めします。
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臨床腫瘍学　 臨床実習

授　 業　 展　 開 授　 業　 内　 容

第 1回 月曜日 ［ 8:30-17:00 ］

副題 がん薬物療法の現場を体験する

担当 柴田、 福田

1) 進行がん患者の診療（ コミ ュニケーショ ン、 診察、 検査、 治療）
1. 抗腫瘍薬の適応、 有害事象、 投与時の注意事項を説明できる。
2. 分子標的薬の薬理作用と 有害事象を説明できる。
2) 進行がん患者の初診（ 告知、 問診、 病歴聴取、 治療の説明（ IC））
以下のポイント に留意する
1. 問題の同定から治療やマネジメ ント に至るプロセスを列挙できる。
2. 情報収集には医療面接、 身体診察、 検査の 3つの方法があるこ と を理解
する。
3. 診断仮説を想起するためには、 解剖学、 病理学、 生理学、 生化学等の基
礎医学や疾患頻度が重要であるこ と を理解する。
4. 診断仮説を検証するために、 診断仮説に基づいた情報収集を実施でき
る。
5. 状況に応じ、 診断プロセスと 治療やマネジメ ント が並行して行われるこ
と を理解する。
6. 治療やマネジメ ント に関して意思決定するために、 患者側と 情報共有や
摺り 合わせをする。
7. コンサルテーショ ンや紹介の必要な状況を説明できる。
3) 外来患者の診療（ 外来化学療法と エマジェンシー）
1. 血算、 凝固・ 線溶系検査、 尿・ 糞便検査、 生化学検査の目的と 適応を理
解し結果を解釈する。 2. 染色体・ 遺伝子検査の目的と 適応を理解し、 結果
を解釈する。
3. 病理組織検査、 細胞診検査、 フローサイト メ ト リ ーの意義を理解し、 結
果を解釈する。
・ 下記の症状のがある患者の治療の要点を説明し、 専門的治療が必要な状
態を概説できる。
また、 どのよう な病態であるのかの臨床推論を行う 。
1. 発熱、 2. 全身倦怠感、 3. 食思不振、 4. 脱水、 5. 発疹、 6. 咳・ 痰、 7. 血
痰・ 喀血、 8. 呼吸困難、 9. 胸水、 10. 腹痛、 11. 悪心・ 嘔吐、 12. 吐血・ 下
血、 13. 便秘・ 下痢、 14. 黄疸、 15. 腹部膨隆 (腹水)・ 腫瘤、 16. 貧血、 17.
リ ンパ節腫脹、 18. 尿量・ 排尿の異常、 19. 血尿・ タンパク 尿、 20. 頭痛、
21. 運動麻痺・ 筋力低下、 22. 腰背部痛。
4) 進行がん患者の治療に必要な知識と 手技
1. 経静脈栄養と 経管・ 経腸栄養の適応、 方法と 合併症、 長期投与時の注意
事項を説明できる。
2. 血液製剤及び血漿分画製剤の種類と 適応を説明できる。
3. リ ハビリ テーショ ン・ チームの構成を理解し、 がんリ ハにおける医師の
役割を説明できる。
4. 緩和ケアを概説できる。
5. 全人的苦痛を説明できる。
6. 緩和ケアにおいて頻度の高い身体的苦痛、 心理社会的苦痛を列挙するこ
と ができる。
7. 疼痛のアセスメ ント 、疼痛緩和の薬物療法、癌疼痛治療法を説明できる。
8. オピオイド の適応と 課題を説明できる。
9. 緩和ケアにおける患者・ 家族の心理を説明できる。

第 2回 火曜日 ［ 8:30-17:00 ］

副題 がん薬物療法の現場を体験する

担当 柴田、 福田

1) 進行がん患者の診療（ コミ ュニケーショ ン、 診察、 検査、 治療）
2) 進行がん患者の初診（ 告知、 問診、 病歴聴取、 治療の説明（ IC））
3) 外来患者の診療（ 外来化学療法と エマジェンシー）
1. 適切な身だしなみ、 言葉遣い及び態度で患者に接するこ と ができる。
2. 医療面接における基本的コ ミ ュニケーショ ン技法を用いるこ と ができ
る。
3. 病歴 （ 主訴、 現病歴、 常用薬、 アレルギー歴、 既往歴、 家族歴、 嗜好、
生活習慣、 社会歴・ 職業歴、 生活環境、 家庭環境、 海外渡航歴、 システム
レビュー） を聴き取り 、 情報を取捨選択し整理できる。
4. 診察時に患者に適切な体位を説明できる。
5. 診察で得た所見、 診断、 必要な検査を上級医に説明、 報告できる。
適切に患者の情報を収集し、 問題志向型医療記録 POMR を作成できる。
6. 診療経過を主観的所見・ 客観的所見・ 評価・ 計画 SOAP で記載できる。
7. 症例を適切に要約する習慣を身に付け、 状況に応じて提示できる。
8. プライバシー保護と セキュリ ティ ーに充分配慮できる。
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臨床腫瘍学　 臨床実習

授　 業　 展　 開 授　 業　 内　 容

第 3回 水曜日 ［ 8:30-17:00 ］

副題 がん薬物療法の現場を体験する

担当 柴田、 福田

1) 進行がん患者の診療（ コミ ュニケーショ ン、 診察、 検査、 治療）
2) 進行がん患者の初診（ 告知、 問診、 病歴聴取、 治療の説明（ IC））
3) 外来患者の診療（ 外来化学療法と エマジェンシー）
1. 患者の立場を尊重し、 信頼を得るこ と ができる。
2. 患者の安全を重視し、 有害事象が生じた場合は適切に対応ができる。
3. 患者のプライバシー、羞恥心、苦痛に配慮し、個人情報等を守秘できる。
4. 感染を予防するため、 診察前後の標準予防策ができる。
5. 身だしなみ、 言葉遣い及び態度等に気を配るこ と ができる。
6. 患者の状態から診察が可能かどう かを判断し、 状態に応じた診察ができ
る。
7. 身長・ 体重を測定し、 body mass index の算出、 栄養状態を評価できる。
8. 上腕で触診、 聴診法により 血圧を測定できる。
9. 両側の橈骨動脈で脈拍を診察できる。
10. 呼吸数を測定し、 呼吸の異常の有無を確認できる。
11. 腋窩で体温を測定できる。
12. 下肢の動脈の触診等、 下腿の血圧測定 (触診法)、 大腿の血圧測定 (聴診
法) を実施できる。
13. 7全身の外観 (体型、 栄養、 姿勢、 歩行、 顔貌、 皮膚、 発声)を評価でき
る。
14. 眼 (視野、 瞳孔、 対光反射、 眼球運動・ 突出、 結膜) の診察ができる。
15. 頭頸部リ ンパ節の診察ができる。
16. 胸部の視診、 触診、 打診ができる。
17. 呼吸音と 副雑音の聴診ができる。
18. 腹部の視診、 聴診ができる。
19. 圧痛、 腹膜刺激徴候、 筋性防御の有無を判断できる。
20. 腹水の有無を判断できる。
21. 腸雑音、 血管雑音の聴診ができる。

第 4回 木曜日 ［ 8:30-17:00 ］

副題 がん薬物療法の現場を体験する

担当 柴田、 福田

1) 進行がん患者の治療に必要な手技
1. 皮膚消毒を実施できる。
2. 静脈採血をシミ ュレーターで実施できる。
3. 手指衛生等の標準予防策 (standard precautions) を実施できる。
4. 誘導心電図を記録できる。
5. 経皮的酸素飽和度を測定できる。

第 5回 金曜日 ［ 8:30-17:00 ］

副題 がん薬物療法の現場を体験する

担当 柴田、 福田

1) 進行がん患者の治療に必要な手技の実習
1. 血管穿刺のシミ ュレータを用いて反復練習をするこ と で、 臨床技能を磨
く 。
2. 体位交換、 移送ができる。
3. 皮膚消毒ができる。
4. 外用薬の貼付・ 塗布ができる
5.静脈採血を実施
6. 末梢静脈の血管確保を実施できる。
7. 中心静脈カテーテル挿入を見学し、 介助する。
8. ド レーンの挿入と 抜去を見学し、 介助する。
9. 注射 (皮内、 皮下、 筋肉、 静脈内) を実施できる。
10. 診療録 (カルテ ) を作成する。
2) 14： 20～医学医療総合講義
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学 IV (CC1)

授 業 科 目 名： 薬剤部 臨床実習－薬物治療－ （ Clinical Practice in Pharmacy）

対 象 学 年： 4年次 必修

時間割コード ： 71643002-26

1. 主任教員

菊地　 正史 (教授、 薬剤部、 6310)

2. 担当教員

菊地　 正史 (教授、 薬剤部、 6310)

赤嶺由美子 (講師、 薬剤部、 6462)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

1. 授業の概要及びねらい

・ 薬剤部が行っている業務全般を理解すると 共に、 チーム医療の一員と しての医師のあり 方を身につける。

・ 関連するプロフェッ ショ ナリ ズム、 倫理、 医療行動科学、 医療安全、 医療法（ 薬機法）、 EBM について実践的に学ぶ。

2. 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

1) 　 処方箋交付から調剤までの流れおよび調剤過誤防止対策を説明できる。 (3-5～3-7, 4-4～4-8)

2) 　 注射薬処方箋交付から個人別注射セッ ト および監査時の注意点を説明できる。 (3-5～3-7, 4-4～4-8)

3) 　 注射抗がん薬処方のレジメ ン管理におけるメ リ ッ ト と デメ リ ッ ト を説明できる。 (3-5～3-7, 4-4～4-8)

4) 　 麻薬・ 向精神薬の管理方法を説明できる。 (3-5～3-7, 4-4～4-8)

5) 　 高カロ リ ー輸液の調製に必要な知識と 技術および院内製剤の必要性について説明できる。 (3-5～3-7, 4-4～4-8)

6) 　 処方箋の下書きを作成できる。 (3-5～3-7)

7) 　 チーム医療の一員と して良好なコミ ュニケーショ ンを実践できる。 (2-1～2-8)

8) 　 医療チームの構成や各構成員の役割分担と 連携・ 責任体制を説明し、 チームの一員と して参加できる。 (2-1～2-8, 4-1

～4-8, 6-1～6-2)

9) 　 関連するプロフェッ ショ ナリ ズム、 医の倫理、 医療安全、 医療法（ 薬機法）、 EBM について実践修得する。 (1-1～1-2,

3-1～3-7, 4-1～4-6, 5-1～5-5)

本科目は実務経験のある教員による授業科目です。

4. 教科書・ 参考書

なし

5. 成績評価の方法

CC-EPOC入力状況、 態度、 レポート 、 出席

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

授業時間外の学習内容： 到達目標や実習内容に応じた準備学習を行う こ と が望ましい。
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薬剤部臨床実習－薬物治療－

授　 業　 展　 開 授　 業　 内　 容

第 1回 月曜日 ［ 　 ］

副題 　

担当 　

　

第 2回 火曜日 ［ 　 ］

副題 　

担当 　

　

第 3回 水曜日 ［ 　 ］

副題 　

担当 　

　

第 4回 木曜日 ［ 　 ］

副題 　

担当 　

　

第 5回 金曜日 ［ 　 ］

副題 　

担当 　

　

第 6回 月曜日 ［ 　 ］

副題 　

担当 　

　

第 7回 火曜日 ［ 　 ］

副題 　

担当 　

　

第 8回 水曜日 ［ 　 ］

副題 　

担当 　

　

第 9回 木曜日 ［ 　 ］

副題 　

担当 　

　

第 10回 金曜日 ［ 8:30-13:45 ］

副題
薬剤部臨床実習
集合場所： 薬剤部部員室

担当 菊地正史・ 赤嶺由美子

1. 調剤業務の実践
処方オーダリ ングシステム、 散剤、 錠剤、 カプセル剤、 外用剤の調剤を経
験し、 調剤におけるリ スク マネジメ ント を具体的に学習する。 また、 処方
箋の書き方を学ぶ。
2. 薬品管理と 注射薬調剤業務の実際
薬品の受け払い経路、 発注システム、 採用と 削除、 血液製剤管理簿の作成
と 保管、 抗がん薬レジメ ンの運用方法および注射個人別セッ ト の実際を学
ぶ。
3. 麻薬管理業務の実際
麻薬および向精神薬取締法のも と 、 麻薬・ 向精神薬の調剤、 その記録、 麻
薬の廃棄方法、 麻薬の事故届けがどのよう に行われているかを学習する。
4. 製剤・ 高カロリ ー輸液調製業務の実際
各種滅菌法、 院内製剤の種類のその意義、 高カロ リ ー輸液の調製法を実習
し、 体得する。
5. チーム医療の実践
医療チームの構成員と して、 医師・ 薬剤師の役割を把握する。
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学 IV (CC1)

授 業 科 目 名： 医療情報学 臨床実習 （ Medical Informatics） －病院情報システムの理解－

対 象 学 年： 4年次 必修

時間割コード ： 71643002-27

1. 主任教員

大坪　 徹也 (教授、 医療情報学講座（ 附属病院第１ 病棟 B1F）、 6049)

2. 担当教員

大坪　 徹也 (教授、 医療情報学講座（ 附属病院第１ 病棟 B1F）、 6049)

片平　 昌幸 (准教授、 医療情報学講座（ 基礎棟 1F）、 6095)

向井　 まさみ (非常勤講師、 国立がん研究センター)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

1. ねらい（ 大まかな全体目標）

病院情報システムの基本的知識や注意事項， 技術・ 社会・ 法的背景を学ぶと と もに， 診療記録の真正性担保をはじめと す

る電子保存の実現方法を実際の病院情報システム（ 電子カルテ） を操作し， カルテ記載および処方・ 放射線検査等のオー

ダ作成を通して学習するこ と で， 医療情報の電子化や電子カルテをはじめと する病院情報システムに対する理解を深める．

また， 関連する医療倫理， 医療安全， 法的制度について， 実践的に学ぶ．

2. 概要（ 大まかな学修目標（ 項目））

・ 病院情報システムに関する注意事項や技術・ 社会・ 法的背景を踏まえた， 診療情報の取り 扱いができる． (1-1～1-2, 3-5,

3-7, 4-2, 4-5, 5-3)

・ 附属病院の情報システム操作研修環境を用いて， カルテ記載および処方・ 検査等のオーダ作成ができる． (1-1～1-2, 2-4,

3-3, 3-5, 4-2～4-3, 4-5)

・ 電子化された診療記録の管理運営の実際を， 本院病情報システムサーバ室の実設備を元に理解する． (1-1, 3-7, 5-3)

3. （ 詳細な） 学修目標・ 項目

上記 1. ねらい， 2. 概要を中心に実習を行う ． 特に本実習では， 本院病院情報システムと 同機能の操作研修環境を各自が実

際に操作し， カルテ記載に加えて， 処方・ 検査等のオーダの作成を行う こ と で， 記録記載と 同時に情報システムによる各

種チェッ ク機能について体験し， 医療安全に関する理解を深める． (1-1～1-2, 2-4, 3-3, 3-5, 3-7, 4-2～4-3, 4-5, 5-3)

本科目は実務経験のある教員による授業科目です。

4. 教科書・ 参考書

医療情報第７ 版　 医療情報システム編　 篠原出版新社

5. 成績評価の方法

実習態度， レポート ， 出席により 総合的に評価します．

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

実習日は 9:00に附属病院第 1病棟地下 1Fの医療情報部へ集合して下さい．

月曜が休日の場合は， 原則と して火曜に変更と なり ます．（ 都合により 他の曜日に変更と なる場合は， 事前に連絡しますの

で， 指示に従ってく ださい．）

実習後は， 課題レポート の内容を自ら調べて学習し， 実習での内容の理解を深めてく ださい．
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医療情報学臨床実習

授　 業　 展　 開 授　 業　 内　 容

第 1回 月曜日 ［ 9:00 -17:00 ］

副題 病院情報システムの理解

担当 大坪・ 片平・ 向井

講義： 医療現場で利用されている病院情報システムの実際についての講義
演習： 本院病院情報システムの操作研修環境による演習と サーバ室見学・
解説
総括： システムの応用範囲と 課題， 注意点等について
課題： 課題レポート の作成と 評価
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学 IV (CC1)

授 業 科 目 名： 歯科口腔外科学 臨床実習 （ Dentistry & Oral Surgery）

対 象 学 年： 4年次必修

時間割コード ： 71643002-28

1. 主任教員

福 田 雅 幸 (病院教授、 歯科口腔外科、 6188、 オフィ スアワー： 月～金 /16:00～17:00)

2. 担当教員

福 田 雅 幸 (病院教授、 歯科口腔外科、 6188、 オフィ スアワー： 月～金 /16:00～17:00)

高 野 裕 史 (病院准教授、 歯科口腔外科、 6188、 オフィ スアワー： 月～金 /16:00～17:00)

五十嵐秀光 (助教、 歯科口腔外科、 6188、 オフィ スアワー： 月～金 /16:00～17:00)

今 野 泰 典 (助教、 歯科口腔外科、 6188、 オフィ スアワー： 月～金 /16:00～17:00)

福 地 峰 世 (助教、 歯科口腔外科、 6188、 オフィ スアワー： 月～金 /16:00～17:00)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

ねらい

　 将来医師と して必要な歯科口腔外科領域の診療能力について学び、 歯科口腔外科医のイメ ージを獲得する。 また、 関連

するプロフェッ ショ ナリ ズム、 倫理、 医療行動科学、 医療安全、 医療法（ 制度）、 EBM 等について学ぶ。

講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

　 1) 口腔および顎関節を含めた口腔周囲の診察ができる。（ 3-1～3-2）

　 2) 歯科口腔外科領域の画像検査を説明できる。（ 3-3， 3-4）

　 3) 口腔ケアに関するチーム医療の概念を説明できる。（ 3-6， 4-7～4-8）

　 4) 歯や歯周組織に起因する炎症の診断と 治療を説明できる。（ 3-2～3-3， 4-2～4-3）

　 5) 口腔顎顔面外傷の診断と 治療を説明できる。（ 3-2～3-3， 4-2～4-3）

　 6) 顎口腔領域の腫瘍や嚢胞の診断と 治療を説明できる。（ 3-2～3-3， 4-2～4-3）

　 7) 顎関節症の概要を説明できる。（ 3-1～3-3）

　 8) 顎変形症の概要を説明できる。（ 3-1～3-3）

　 9) 睡眠時無呼吸症候群の治療に用いる口腔内装置を説明できる。（ 3-2～3-3）

本科目は実務経験のある教員による授業科目です。

4. 教科書・ 参考書

教科書： 指定しない

参考書：「 口の中がわかる ビジュアル 歯科口腔科学読本」

　 　 　 　 全国医学部附属病院歯科口腔外科科長会議監修、 ク インテッ センス出版 2017.

　 　 　 「 医師・ 歯科医師のための口腔診療必携」 高戸毅 編、 金原出版 2010.

5. 成績評価の方法

講義・ 実習終了後のレポート と 出席点で評価する。

レポート （ 60点） ＋出席点（ 40点） を合わせた 100点満点で、 60点以上を合格と する。

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

基本的な注意事項は他科と 同様である。

＜集合時間＞ 午前 8:45／ 午後 13:30

＜集合場所＞ 歯科口腔外科病棟 (第１ 病棟１ 階) スタッ フステーショ ン前
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歯科口腔外科学 臨床実習

授　 業　 展　 開 授　 業　 内　 容

第 1回 月曜日 ［ 　 ］

副題 　

担当 　

（ 臨床腫瘍学講座）

第 2回 火曜日 ［ 　 ］

副題 　

担当 　

（ 臨床腫瘍学講座）

第 3回 水曜日 ［ 　 ］

副題 　

担当 　

（ 臨床腫瘍学講座）

第 4回 木曜日 ［ 　 ］

副題 　

担当 　

（ 臨床腫瘍学講座）

第 5回 金曜日 ［ 　 ］

副題 　

担当 　

（ 臨床腫瘍学講座）

第 6回 月曜日 ［ 　 ］

副題 　

担当 　

（ 医療情報）

第 7回 火曜日 ［ 　 ］

副題 　

担当 　

（ 予備日）

第 8回 水曜日 ［ 　 ］

副題 　

担当 　

（ 輸血細胞治療・ 移植再生医療センター）

第 9回 木曜日 ［ 8:45 -17:00 ］

副題 歯科口腔外科実習

担当
高野裕史・ 五十嵐秀光・ 今野泰典・ 福
地峰世

午前 (8:45～) 　 病棟オリ エンテーショ ン
　 病棟処置見学
　 本日の手術の説明
　 手術見学

午後 (13:30～) 外来オリ エンテーショ ン
　 周術期口腔機能管理について（ 口腔の診察、 口腔ケア）
　 外来手術見学
　 手術がない場合はミ ニレクチャーや相互実習　 　 　 　 　 　

第 10回 金曜日 ［ 　 ］

副題 　

担当 　

（ 薬剤部）
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学 IV (CC1)

授 業 科 目 名： 輸血学　 臨床実習 （ Transfusion Medicine）

対 象 学 年： 4年次必修

時間割コード ： 71643002-29

1. 主任教員

高 橋 直 人 (教授、 輸血細胞治療・ 移植再生医療センター、 血液・ 腎臓・ 膠原病内科、 6116、 オフィ スアワー： 8： 30-17：
00)

2. 担当教員

高 橋 直 人 (教授、 輸血細胞治療・ 移植再生医療センター、 血液・ 腎臓・ 膠原病内科、 6116、 オフィ スアワー： 8： 30-17：
00)

奈 良 美 保 (講師、 輸血細胞治療・ 移植再生医療センター、 6313、 オフィ スアワー： 8： 30-17： 00)

佐 藤 郁 恵 (、 輸血細胞治療・ 移植再生医療センター、 6313、 オフィ スアワー： 8： 30-17： 00)

熊谷美香子 (、 輸血細胞治療・ 移植再生医療センター、 6313、 オフィ スアワー： 8： 30-17： 00)

佐々木綾子 (、 輸血細胞治療・ 移植再生医療センター、 6313、 オフィ スアワー： 8： 30-17： 00)

能 登 谷 武 (、 輸血細胞治療・ 移植再生医療センター、 6313、 オフィ スアワー： 8： 30-17： 00)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

1. 授業の概要

輸血医療に必要な知識を身に付け、 根拠に基づいた医療を基盤に幅広い病態に対応する。 (1-1)

輸血医療に関わる全ての人々の役割を理解し、 連携する。 (1-2,2-5～6)

医療倫理に則り 、 患者及び医療者にと って良質で医療安全に配慮した輸血医療を提供する。 (4-6～7)

2.ねらい

自分の力で課題を発見し、 自己学習によってそれを解決するための能力を獲得する。 (5-1)

輸血医療チームの構成員と して相互の尊重のも と に適切な行動をと る。 (2-5～7)

輸血医療ではインシデント を含む輸血過誤が日常的に起こる可能性があるこ と を認識し、 過去の事例に学び、 事故を防止

して患者の安全性確保を最優先するこ と により 、 信頼される医療を提供しなければならないこ と を理解する。 (4-3～7)

3. 学修目標

自分に必要な課題を発見し、 重要性に照らして解決できる。 (1-1～2)

医療チームの構成や各構成員（ と く に臨床検査技師） の役割分担と 連携・ 責任体制を説明し、 チームの一員と して参加で

きる。 (1-1～2, 2-4～7)

医療上の事故を防止するためには、 個人の注意（ ヒ ューマンエラーの防止） はも と より 、 組織的なリ スク管理（ 制度・ 組

織エラーの防止） が重要であるこ と を説明できる。 (2-4～7, 4-3～7)

4． 講義内容・ 具体的到達目標 (4-6～7)

静脈採血を実施して、 血液型判定を実施できる。

血液型検査、 不規則抗体検査、 交差適合試験を説明できる。

血液製剤・ 血漿分画製剤の種類と 適応を説明できる。

輸血副反応、 不適合輸血の防止手順を説明できる。

本科目は実務経験のある教員による授業科目です。

4. 教科書・ 参考書

「 輸血療法の実施に関する指針」「 血液製剤の使用指針」（ 厚生労働省）

臨床輸血ガイド （ 文光堂）
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よく わかる輸血学（ 羊土社）

輸血学（ 中外医学社）

5. 成績評価の方法

出席状況、 検査実習の態度、 口頭試問

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

健康な学生は献血を体験してみまし ょ う 。
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輸血学　 臨床実習

授　 業　 展　 開 授　 業　 内　 容

第 1回 月曜日 ［ 　 ］

副題 　

担当 　

　

第 2回 火曜日 ［ 　 ］

副題 　

担当 　

　

第 3回 水曜日 ［ 9:00-17:00 ］

副題 　

担当 奈良美保、 臨床検査技師

オリ エンテーショ ン
演習問題
採血実習
検査実習

第 4回 木曜日 ［ 　 ］

副題 　

担当 　

　

第 5回 金曜日 ［ 　 ］

副題 　

担当 　

　

第 6回 月曜日 ［ 　 ］

副題 　

担当 　

　

第 7回 火曜日 ［ 　 ］

副題 　

担当 　

　

第 8回 水曜日 ［ 9:00-17:00 ］

副題 　

担当 奈良美保、 臨床検査技師

オリ エンテーショ ン
演習問題
採血実習
検査実習

第 9回 木曜日 ［ 　 ］

副題 　

担当 　

　

第 10回 金曜日 ［ 　 ］

副題 　

担当 　
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令和 6年度秋田大学医学部医学科授業計画

分 類： 臨床医学 IV

授 業 科 目 名： 医学医療総合講義 I （ Integrated Clinical Clark ship Conference 1） －ク リ ニカルク ラークシップ統合カンファレ
ンス I： CC2 と 卒後臨床研修に向けて重要症候・ 病態に対する経験値向上のために－

対 象 学 年： 4年次 必修

時間割コード ： 71643001

開 設 学 期 等： 第 23週 ～第 42週 （ 毎週金曜日 7-10時限）

単 位 数： 2

1. 主任教員

長 谷 川 仁 志 (教授、 医学教育学講座、 6097、 オフィ スアワー： 要アポイント )

2. 担当教員

長 谷 川 仁 志 (教授、 医学教育学講座、 6097、 オフィ スアワー： 要アポイント )

各回の担当教員 (、 各講座)

3. 授業のねらい及び概要（ 学修目標）

ねらい

　 CC2および卒後臨床研修の充実に向けて、 医学生時代に経験すべき何科の医師と しても必修の主要症候・ 病態に対する

臨床推論および基本対応、 総合的な判断力の質を、 CC1の期間中に向上するこ と を目標と する。

　 CC1期間中の毎週金曜日 14時 20分から多目的室に集まり 、 臨床実習班ごと に着席して行われるチーム基盤型カンファ

レンス。

　 下記の主要 41 症候のう ち、 その週に割り あてられた症候を有する症例を担当教員が提示し、 その都度、 医療面接、 身

体診察、 一般検査などの臨床推論の過程や基本対応を個人や実習班ごと に考えながら進める。

　 これにより 、 個人および臨床実習班ごと の症例検討に関するモチベーショ ンを高めると と も に、 各科臨床実習中に必ず

しもすべて経験できない主要症候に対する医療面接、 身体診察、 鑑別診断、 各種検査、 結果解釈、 治療選択、 EBM の批判

的吟味、 病状説明（ 医師・ 患者・ 家族と のコミ ュニケーショ ン） 等の他、 下記の 2.基本診療に関連する重要事項について、

CC2や卒後臨床実習の際に知っておく べき一般的なピッ ト フォールを含めて経験保証する。

　 この際、 常にプロフェッ ショ ナリ ズム、 医の倫理、 医療行動科学、 医療安全、 EBM、 医療法（ 制度） についても意識し

て学び経験値を高める。

学修目標

１ ． 主要 41症候の臨床推論（ 医療面接、 身体診察、 各種検査の適応と 解釈） と 、 初期対応・ 基本的対応ができる。（ 1-1～

1-2、 2-1～2-7、 3-1～3-6、 4-1～4-7、 5-1～5-3）

　 1) 頭痛

　 2) 胸痛

　 3) 腹痛

　 4) 背部痛

　 5) 腰痛

　 6) 呼吸困難

　 7) 咳・ 痰・ 血痰・ 喀血

　 8) 動悸

　 9) めまい

　 10) 失神

　 11) 意識障害

　 12) 痙攣

　 13) 運動麻痺・ 筋力低下
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　 14) しびれ

　 15) 構語障害

　 16) 視力障害

　 17) 複視

　 18) 不随運動・ 振戦

　 19) ショッ ク

　 20) 発熱

　 21) 全身倦怠感

　 22) 貧血

　 23) リ ンパ節腫脹

　 24) 関節痛・ 関節腫脹

　 25) 悪心・ 嘔吐・ 食欲不振

　 26) 嚥下障害

　 27) 体重減少・ 体重増加

　 28) 発疹

　 29) 胸水

　 30) 浮腫

　 31) 尿量・ 排尿の異常

　 32) 血尿・ タンパク尿

　 33) 黄疸

　 34) 吐血・ 下血

　 35) 便秘・ 下痢

　 36) 腹部膨隆（ 含・ 腹水）・ 腫瘤

　 37) 月経異常

　 38) 不安・ 抑う つ

　 39) せん妄

　 40) 物忘れ・ 認知能の障害

　 41) 外傷・ 熱傷

　

２ ． 基本診療に関連する重要事項を理解できる。

　 症例ベースの課題を検討・ 解決していく 過程で、 下記の基本診療に関連する重要事項の経験値を高めると と もに、 その

際の医療行動科学、 倫理的な行動について考える。

（ 1-1～1-2、 2-1～2-8、 3-1～3-7、 4-1～4-8、 5-1～5-5、 6-1～6-2）

　 1) 外来診療のポイント 　

　 2) 各科検査について

　 3) 各科手術について

　 4) 医療安全

　 5) 患者・ 家族への説明

　 6) 文献・ 情報ネッ ト 検索

　 7)EBM の適応（ エビデンスの批判的吟味）

　 8) 輸液

　 9) 感染症・ 抗生剤

　 10) 検査・ 術前後リ スク評価・ 管理

　 11) 抗血栓薬

　 12) 緩和ケア、 ターミ ナルケア、 ACP(Advance Care Planning )

　 13) 外来化学療法

　 14) 地域包括ケア、 在宅医療
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　 15) 医療福祉、 関係書類

　 16) ポリ ファーマシー

　 17) フレイル、 サルコペニア

　 18) ト ラベルメ ディ スン

　 19) 外国人患者への対応（ 含・ 疾患の国際化）

　 20) 飛行機内、 乗り 物内等での対応

　 21) 災害医療

　 22) 困難な患者

　 23) 看取り （ 終末期、 予期せぬ急変）

　 24) 病理解剖

　 25) 死亡診断書、 死体検案書

　 26) 法医解剖

本科目は、 各分野専門的な実務経験のある教員による授業科目です。

4. 教科書・ 参考書

参考書

内科診断学（ 医学書院）、 聞く 技術（ 日経 BP社）

5. 成績評価の方法

出席態度、 学習態度（ 個人・ チーム）

CC1終了後の 5年次夏の卒業中間統一試験を中心に、 CC2終了後の 6年次秋の卒業統一試験および卒業時 PCC-OSCE 自

学課題の試験範囲にもなる。

6. 授業時間外の学習内容・ その他・ メ ッ セージ

主要症候や病態への対応について、 初診外来、 外来診療、 救急、 入院中、 検査前後、 手術前・ 後の対応など、 日常的な重

要症例ベースの場面設定で実践的に学習します。 各回の主要症候の臨床推論について復習してく るこ と 。 当日は、 臨床実

習班ごと に指定された席に着席するこ と 。

日程および各回の担当教員等の詳細については後日、 お知らせします。
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講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標

開講月日 時限 授業形式 講義内容・ 具体的到達目標・ 学修目標 担当教員 場所
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