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福岡大学（七隈校舎）
福岡大学（医学部）
福 岡 大 学 病 院
福岡大学筑紫病院
福岡大学西新病院
福岡大学博多駅クリニック

福岡大学附属大濠中学校
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福岡大学附属若葉高等学校
福岡大学東京事務所

・
・
・
・
・
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・
・
・

福岡市城南区七隈8ー19ー1
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筑 紫 野 市 俗 明 院1 ー1 ー1
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福岡市博多区博多駅中央街9ー1
 KITTE 博多８階
福岡市中央区六本松1ー12ー1
福岡市中央区六本松1ー12ー1
福岡市中央区荒戸3ー4ー62
東京都港区虎ノ門1ー14ー1
郵政福祉琴平ビル６階
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☎(092)771－1981㈹
☎(03)3501－6629
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ҎԼͷߦಈࢦʹଇΓߦಈ͠·͢ɻ

̍）ɹࣾձਓͱͯ͠๏نΛ९क͠ߦಈ͢Δɻ

̎）ɹଞऀͷجຊతਓݖͱਓ֨Λଚॏ͠ɺෆͳࠩผྗతݴಈΛߦΘͳ͍ɻ

̏）ɹҩֶ෦ɺපӃෑͰҩྍऀͱͯ͠૬Ԡ͍͠ͳΓɺଶͰߦಈ͢Δɻ

̐）ɹපӃෑͰɺ͞ऀױΜͷ҆શΛୈҰʹ༏ઌͯ͠ߦಈ͢Δɻ

�පӃؔݰલपลͷࣗసंߦҠಈதͷΠϠϗϯணɺεϚʔτϑΥϯͷ༻ɺҿ৯͠ͳ͕Βͷ௨

Δɻ͢ࢭېߦ
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ᶅେֶ͔Βͷ௨֤ࣗͰඞͣ֬ೝ͠ɺॻྨͳͲͷఏग़ݶظݫक͢Δɻ

ᶆେֶͷઃඋɺඋେʹ༻͠ඒԽʹΊΔɻ

ᶇΉΛಘͳ͍ཧ༝Ҏ֎Ͱͷࠁɺܽ੮ɺतۀதͷೖୀࣨ͠ͳ͍ɻ

ᶈٛߨɾ࣮शதɺڐՄͳ͘ܞଳిɺ௨৴ثػΛ༻͠ͳ͍ɻ

ᶉٛߨத͓ΑͼֶҠಈதͷҿ৯͠ͳ͍ɻ（ඞཁ͕͋Δ߹ɺஅॻΛఏग़͢Δɻ）

ᶊوॏͷཧࣗݾͷͷͱ͍ߦɺϩοΧʔৣࢪɺ౪ࢭʹΊΔɻ

ᶋࣨڭɺֶशࣨɺθϛࣨɺਤॻؗͳͲɺެڞͷʹࢲΛ์ஔ͠ͳ͍ɻ
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̓）ɹωοτϦςϥγʔΛʹ͚ɺࣗଞΛই͚ͭΔݴಈ৻Ήɻ

̔）ɹපӃ࣮शɺֶ֎࣮श ŊࣨڀݚଐͰɺݱͷϧʔϧΛकΓߦಈ͢Δɻ

Λண͢Δɻ（௺͘Γɺ಄ɺਗ਼ܿʹ͑ΔɻɺखͳԽহɺࡳఆ͞ΕͨͰ໊ࢦ�

͚ᛁໟɺϚχϡΩΞɾωΠϧɺΞΫηαϦʔɺ͍߳ڧਫྨېݫͱ͢Δɻ）

̕）ɹݸਓใͷकൿٛ

ग़͞ͳ͍ɻͪ࣋ྉࢿΕͨྍɾΧϯϑΝϨϯε͞ࡌهਓใͷݸ

ଞऀͷݸਓใʹ͍ͭͯͷकൿٛΛ͢ߦΔɻ
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ΫϦχΧϧΫϥʔΫγοϓᶘʹ ͍ͭͯ

ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹڭҕһɹ∁ɹদɹɹɹହ

ɹୈֶ̒ͷ �݄͔Β �݄ॳ०·Ͱͷ �� िؒɺΫϦχΧϧΫϥʔΫγοϓᶘΛ͍ߦ·͢ɻୈ �ֶʹ͓
͚Δྟচम࿅ᶗΛૅجͱͯ͠ɺࣗΒͷओମੑͱײΛ࣮ͬͯशʹऔΓΈɺࢦಋҩͷࢦಋɾࢹͷԼ
Ͱ͞ΒʹਐΜͩྟচྗΛʹ͚·͠ΐ͏ɻΫϦχΧϧΫϥʔΫγοϓᶘऴྃ1ʹޙPTU�$$�04$&Λ
ຊతྍٕ͓ΑͼղܾྗΛ࣮֬ʹमಘ͢Δඞཁجͱ͍ͬͨɻපྺௌऔ͓Αͼମ͢·͠ࢪ࣮
͕͋Γ·͢ɻ·ͨಉظ࣌ʹྟচम࿅ᶗΛ͏ߦୈ �ֶͷֶੜΛੵۃతʹࢦಋ͍ͯͩ͘͠͞ɻ

Ⅰ．目標
ʲҩֶతࣝʳ
� �ɽૅج�（ਖ਼ৗߏͱػɺൃୡɺɺՃྸɺࢮɺ৺ཧɺߦಈ）ɺྟচ（පҼɺߏͱػͷҟৗɺஅɺ

ͳͲͷ（ࡁܦɺҩྍ੍ࢱҩྍ҆શɺӸֶɺ༧ɺެऺӴੜɺอ݈ɾҩྍɾ）ɺࣾձҩֶ（ྍ࣏
ࣝΛमಘ͠ɺྍʹԠ༻Ͱ͖Δɻ（"��）

ʲՊֶత୳ڀ৺ͱֶࣗमྗʳ
� 2ɽ࠷৽ͷҩֶใΛऩू͠ɺཧతɺ൷తʹධՁ͠ɺਖ਼͘͠Ԡ༻Ͱ͖Δɻ（"�2）
� �ɽະղܾͷҩֶతɺՊֶతΛൃ͠ݟɺղܾʹऔΓΉ͕ࣄͰ͖Δɻ（"��）
� �ɽࣗݾͷ౸ୡඪΛઃఆ͠ɺࣗΒֶͿػձΛͭ࣋͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ（"��）
� �ɽྍɺࡍࠃʹڀݚతࢹΛͪ࣋ɺใऩूͱൃ৴͕Ͱ͖Δɻ（"��）

ʲྍٕज़ɾऀױέΞʳ
� �ɽ͔ऀױΒපྺΛత֬ʹௌऔͰ͖Δɻ（#��）
� �ɽਓɺখࣇͷجຊతͳମͱجຊతྟচखٕΛ࣮ફͰ͖Δɻ（#��）
� �ɽऀױͷපྺɺॴ͔ݟΒྟচਪ͕Ͱ͖Δɻ（#�2）
� �ɽஅʹඞཁͳࠪݕΛબ͠ɺ݁ՌΛղऍͰ͖Δɻ（#�2）
�0ɽ�සͷױ͍࣬ߴʹ͍ͭͯɺ&#.（&WJEFODF�#BTFE�.FEJDJOF
 ʹ͍ͭͯઆํྍ࣏அɺ͍ͨͮجʹ

໌Ͱ͖Δɻ（#��）
��ɽऀױͷ҆શͱײછࢭΛेʹཧղ͠ɺνʔϜͷҰһͱͯ͠ྍʹࢀՃͰ͖Δɻ（#��）
�2ɽ104�	1SPCMFN�0SJFOUFE�4ZTUFN
 Λ༻͍ͯྍΛ͠ࡌهɺదʹϓϨθϯςʔγϣϯ͕Ͱ͖Δɻ（#��）

ʲϓϩϑΣογϣφϦζϜʳ
��ɽੜ໋ྙཧʹ͍ͨͮجҩྍɺڀݚΛߦͰ͖Δɻ（$��）
��ɽଞऀΛଚॏ͠ɺརଞతͳଶͰߦಈͰ͖Δɻ（$�2）
��ɽଟ༷ͳഎܠΛͭऀױͷҙܾࢥఆΛཧղ͠ରԠͰ͖Δɻ（$��）
��ɽҩࢣͱͯ͠ͷࣗଚ৺ͱ্৺Λͪ࣋ଓ͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ（$��）
��ɽऀױͱՈɺޙഐɺಉ྅ Ŋଟ৬छҩྍऀΛଚॏͰ͖Δɻ（$��）

Ⅱ．実習内容
ɹԬେֶපӃɾஜࢵපӃɾ৽පӃͷྟচՊɺӃ֎ҩྍؔػͷத͔Βر͢ΔྍՊͰ �िؒ͘͠
�िؒͷΫϦχΧϧΫϥʔΫγοϓᶘΛ͍ߦ·͢ɻֶ֎࣮शͱͯؖ͠ࠃͷ໌ܒେֶͰͷྟচ࣮शɺ͘͠
ౡ࣮शΛબ͢Δ͜ͱͰ͖·͢ɻଔݚޙम༧ఆපӃͰͷྟচ࣮शΛر͢Δ߹ɺֶ֎࣮शر
ಧ͚Λఏग़͠ڐՄΛಘ্ͨͰ࣮͠ࢪ·͢ɻमྃޙ࣮֬ࢪೝॻͱධՁදΛఏग़͍ͯͩ͘͠͞ɻ
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Ⅲ．一般的心得および実習時の注意事項
� �ɽ�֤ Պͷ࣮श։࢝ʹ͋ͨͬͯɺ࠷ॳʹΦϦΤϯςʔγϣϯ͕ߦΘΕ·͢ɻࣄલʹΫϦχΧϧΫϥʔΫ

γοϓᶘγϥόεΛख़ಡ͠ɺεέδϡʔϧͱ࣮शඪΛΑ͘ཧղͯ͠Լ͍͞ɻ
� 2ɽྍిࢠΧϧς（:BIHFF）ʹຖ͠ࡌه·͢ɻ֤ਓͰ *%ͱύεϫʔυΛཧͯ͠Լ͍͞ɻ
� �ɽ͞ऀױ�Μ๊͕͍͑ͯΔۤ௧ΛഽͰ͡ײɺ͞ऀױΜͷͪ࣋ؾʹྀͯ͠ߦಈ͠·͠ΐ͏ɻපؾྍ࣏ͷ

ӨڹͰɺໟൽෘোɺೕखͷܽଛͳͲ֎ݟʹมԽΛདྷ͍ͯ͠Δ͞ऀױΜ͕͍·͢ɻ·ͨݟ
ͨͰΘ͔Γ·ͤΜ͕ײછʹ͔͔Γ͘͢ͳΓɺ͍ԻɺޫͳͲͷܹʹաහʹͳ͍ͬͯΔױ
ऀ͞Μ͍·͢ɻօ͞Μͷ࣮शதͷଶ͕Ͳ͏͍͏ӨڹΛ༩͑Δ͔ߦͯ͑ߟಈ͠·͠ΐ͏ɻɺ಄ɺ
खࢦɺཤ͖ͳͲৗʹਗ਼ܿʹ͑ͯԼ͍͞ɻϚχΩϡΞ߳ਫېݫͰ͢ɻ·ͨɺߴɺ࣬ͳͲɺ
৻Έ·͠ΐ͏ɻޠࢲͷ࢜Ͱ͢ɻֶੜಉېݫҝߦΛͨΒ͢ݥةΜʹෆ҆͞ऀױ

� �ɽ�ҩࢣҩྍߦҝͷ্ͰΓಘͨ͞ऀױΜͷݸਓతࣄΛଞਓʹ࿙Β͍͚ͯ͠ͳ͍͜ͱ（कൿٛ）
๏ୈܐ͕ ��� ʹఆΊΒΕ͍ͯ·͢ɻ࣮शதʹΓಘͨ͞ऀױΜͷݸਓใΛܾͯ͠ଞͯ͠ݴ͍͚
·ͤΜɻ͞ऀױΜͷݸਓ໊Λͨ͠ࡌهϝϞாͳͲݫॏʹཧͯ͠ɺෆඞཁʹͳͬͨΒݸਓ͕ಛఆͰ
͖ͳ͍ܗʹͯ͠దʹॲͯ͠Լ͍͞ɻ

� �ɽ�4UVEFOU�%PDUPS ͱͯ͠ऀױྍʹܞΘΓ·͢ͷͰɺ͞ऀױΜՈ͔ΒҩྍνʔϜͷҰһͱݟͳ͞
Ε͍ͯ·͢ɻԿؾͳ͍ҰݴɺҰڍखҰ͕ɺ͞ऀױΜՈͷํʹେ͖ͳӨڹΛ༩͑ΔՄੑΛৗ
ಈͯ͠Լ͍͞ɻֶ֎Ͱྟচ࣮शΛʹ͢Δ߹ͳͲߦਖ਼ّ͘͠ྱͯͬ࣋ɺ֮ࣗͱΛͯ͑ߟʹ
ɺपΓʹ͞ऀױΜՈͷํ͕͍Δ͔͠Ε·ͤΜɻձͷ༰ʹॆྀͯ͠Լ͍͞ɻ

� �ɽࠁΛ͢Δɺू߹ॴΛؒҧ͏ɺແஅͰܽ੮͢ΔͳͲҩྍਓͱͯ͠͞ڐΕΔ͜ͱͰ͋Γ·ͤΜɻ
� �ɽ�ੵ తۃಋΛ͚ͭͩͷফࢦһͷڭͷઌੜͰ͢ɻͪͨ܅Μ͞ऀױతʹࣗͰֶͿ͜ͱ͕ॏཁͰ͢ɻۃ

ͳଶͰͳ͘ɺࣗΒੵۃతʹ͞ऀױΜͷΛௌ͖ɺ͠ɺֶशͯ͠ɺେ͖ͳՌΛ্͛ͯԼ͍͞ɻ
4UVEFOU�%PDUPSɺࢦಋҩͷࢦಋɾࢹͷԼͰʮҩࢣཆͷ؍͔Βҩֶੜ͕࣮͢ࢪΔҩߦҝʯ（1��0ʙ��）
ʹྫࣔ͞Ε͍ͯΔΑ͏ͳҩߦҝΛ࣮ફ͢Δ͜ͱ͕ڐ༰͞Ε͍ͯ·͢ɻ༷ʑͳࠪݕྍ࣏ʹੵۃతʹ
ཱͪ߹͍ɺࣗͰ࣮ࢪͰ͖ΔΑ͏Ί·͠ΐ͏ɻͨͩࠪ͠ݕΛ͢Δʹ͞ऀױΜͷঝ͕ඞཁͰ͢ɻ
ͷྍଶʹҼΔͰ͠ΐ͏ɻͪͨ܅Μʹঝͯ͠Β͑Δ͔Ͳ͏͔ɺ͞ऀױ

� �ɽ�ֶ ͼಘͨ͜ͱɺͦͷɺهɾཧɾମܥԽͯ͠ɺੵ͢Δ͜ͱ͕ॏཁͰ͢ɻྍͷ։͕ࣔٻ
ΊΒΕΔதɺ͖ͪΜͱ͕ͨࣗ͠ࡌهવʹग़དྷΔΑ͏ͳ܇࿅͕·Ε·͢ɻ

� �ɽֶੜ૬ޓͰ౼ٞ͠ɺଟ֯తͳࢹΛཆ͍ɺ·ͨཧతʹൃ͑ߟදΛ܇͏ߦ࿅ΛੵΜͰԼ͍͞ɻ
�0ɽ�ΧϯϑΝϨϯεͰৗ༻͞ΕΔӳޠΛ͡Ίͱ͢Δҩֶֶज़༻׳͘ૣʹޠΕͯɺ౼ٞ༰ΛѲ͢ΔΑ

͏ΊͯԼ͍͞ɻ
��ɽ࣮शثͨ͠༺ʹ࣌۩ྨͳͲऴྃޙʹܾΊΒΕͨॴʹඞͣฦؐ͠ɺݩͷঢ়ଶʹ෮ͯ͠Լ͍͞ɻ
�2ɽ�ҩֶ෦ɾපӃෑېԎͰ͢ɻ٤ԎաྔͷҿञͳͲɺපؾΛҾ͖͜͠ىѱͤ͞ΔཁҼΛഉআ͢

ΔΑ͏ઌ࣮ͯ͠ફͯ͠Լ͍͞ɻ
��ɽ�࣮ शதײછʹର͢Δҙ͕ඞཁͰ͢ɻނࣄ͠ͳͲ݂ӷɾମӷʹΑΔԚછͷ͍͕ٙ͋Δ߹ɺ

ͪʹࢦಋҩʹ૬ஊͯ͠Լ͍͞ɻ
��ɽ�ֶ ֎࣮शͰͦͷපӃɾࢪઃͰͷنΛݫकͯ͠Լ͍͞ɻͳֶ͓֎ࢪઃͷҠಈɺࢪઃؒͷҠಈʹ

Λར༻ͯ͠Լ͍͞ɻؔػ௨ަڞެ

Ⅳ．評価
ɹඪʹୡ͔ͨ͠Ͳ͏͔Λ֬ೝ͢ΔͨΊʹɺ֤Պຖʹ࣮शଶͱ౸ୡͷධՁΛ͍ߦ·͢ɻશՊ͔Β߹֨
ͷධՁΛड͚Δ͜ͱ͕ඞཁͰ͢ɻ͞Βʹɺ1PTU�$$�04$&�ʹΑΔධՁ͕ߦΘΕɺଔۀఆʹ༻͍ΒΕ·͢ɻ
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ΫϦχΧϧΫϥʔΫγοϓ（ྍࢀՃྟܕচ࣮श）ͱ

ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹڭҕһɹ∁ɹদɹɹɹହ

ɹօ͞Μୈ �ֶ͔Βୈ �ֶ·ͰͷٛߨΛ௨ͯ͡ɺਖ਼ৗͳମͷߏػʹ͍ͭͯཧղ͠ɺ༷ʑͳ࣬

༧ʹؔ͢ΔࣝΛशಘ͢Δͱͱʹɺҩྍʹ͔͔ΘΔ๏ྙཧྍ࣏ংɺӸֶɺஅɺػͷපଶͱױ

ʹֶ͍ͭͯश͖ͯ͠·ͨ͠ɻ͜Ε͔Β͍Α͍ΑΫϦχΧϧΫϥʔΫγοϓ（ྍࢀՃྟܕচ࣮श）͕࢝·

Γ·͢ɻ͜Ε·Ͱʹʹ͚ͭͨࣝΛ૯ಈһͯ͠ɺ4UVEFOU�%PDUPS ͱͯ͠୲͢Δ͞ऀױΜͷஅྍ࣏

తʹऔΓΜͰ͍ͩ͘͞ɻۃੵʹ

ࣗͰɺମΛ͍ߦɺஅʹඞཁͳࠪݕΛ͑ߟΔɻ

ɹྍɺ͞ऀױΜͷපྺΛௌऔ͢Δ͜ͱ͔Β࢝·Γ·͢ɻ04$&ͷҩྍ໘ͰֶΜٕͩज़Λͯ͠ۦɺ

ͷ͔ͨ͠ݱͷঢ়͕ग़ͦނͳ͜ͱɺԿࣄେʹࡍΔঢ়Λฉ͖ग़͍ͯͩ͘͠͞ɻͦͷ͍ͯͬࠔΜ͕͞ऀױ

աͲ͏͔（ྑ͘ͳ͍ͬͯΔܦͷޙΓɺͦͷ͜ىΒ͔࣌ͳ͕Βฉ͘͜ͱͰ͢ɻঢ়͕Կ͑ߟҼΛࣗͰݪ

ͷ͔ɺѱ͘ͳ͍ͬͯΔͷ͔）ɺঢ়͕ܰݮ͘͠ѱԽ͢ΔཁҼͳ͍͔ɺਵͯͨͬ͜͠ىঢ়ͳ͍͔ɺ

ͳͲৄࡉʹ͠·͠ΐ͏ɻੜྺ׆طԟྺɺՈྺ͕அʹཱͭ͜ͱ͋Γ·͢ɻ

ɹ࣍ʹશͷମΛ͍ߦ·͢ɻ͞ऀױΜͷʹྟΉલʹɺඞͣஅֶ࣮शͷςΩετΛಡΈ͠·

͠ΐ͏ɻ·݂ͣѹɺ຺ഥɺମԹɺٵݺɺҙࣝঢ়ଶͱ͍ͬͨόΠλϧαΠϯΛௐɺଓ͍ͯ಄ܱ෦͔Β

ʹݟମॴͯ͑ߟΜͷঢ়（පଶ）͔Β͞ऀױɺࡍɻͦͷ͢·͍ߦΛͷܥܦɺਆࢶ࢛෦ɺෲ෦ɺڳ

ͲͷΑ͏ͳҟৗ͕ݟΒΕΔ͔༧ͯ͢͠Δ͜ͱ͕ॏཁͰ͢ɻ

ɹපྺௌऔͱମ͕ऴΘͬͨΒɺऩूͨ͠ใͷத͔ΒͱͳΔঢ়ɺମॴݟ（σʔλϕʔε）

Λྻ͠ڍ·͢ɻ࣍ʹͦͷঢ়ମॴݪͨͬ͜ى͕ݟҼ（அ）Λ͑ߟɺϓϩϒϨϜϦετΛ࡞͠·͠ΐ

͏ɻͦͷࡍʹɺީֶ（அֶ）ͷڭՊॻཱ͕ͪ·͢ɻ༷ʑͳঢ়ҟৗͳମॴ͕ݟग़͢ݱΔݪҼɾ

Պֶ͍ͯͭ͠ʹױͷ࣬ͦʹ࣍Λநग़͠·͢ɻױΜʹ֘͢Δ࣬͞ऀױΕ͍ͯ·͢ͷͰɺ͞هྻ͕ױ࣬

͘֎ՊֶɺখࣇՊֶɺ්࢈ਓՊֶͳͲͷڭՊॻΛಡΜͰɺঢ়ͷൃࣜܗܦաɺਵঢ়ɺମॴݟɺ

ෆेͳ߹ɺ͕Μʹ߹க͢Δ͔Ͳ͏͔ௐ·͢ɻපྺௌऔମ͞ऀױྸͳͲͷಛ͕ൃ

͏Ұ͞ऀױΜͷͱ͜Ζʹ֬ͯͬߦೝ͠·͠ΐ͏ɻ͞ऀױΜͷঢ়ɺମॴݟͱ࣬ױͷಛ͕߹க͠ͳ͍

߹ɺީֶͷڭՊॻΛಡΜͰؑผஅΛ͑ߟ͠·͢ɻ

ɹ໊࣬ױͷݟ͕͍ͭͨΒɺڭՊॻͰͦͷ࣬ױʹಛతͳࠪݕҟৗը૾ॴݟɺ͓Αͼஅʹඞཁͳݕ

ࠪ๏Λௐ·͠ΐ͏ɻͦͷ্Ͱ্ڃҩͱ૬ஊͯ͠ܭࠪݕըΛཱͯɺஅΛ໌Β͔ʹ͍͖ͯ͠·͢ɻ

͞ऀױΜͷපؾͷঢ়ଶͱମͷঢ়ଶΛ͋͑ߟΘͤͯదͳྍ࣏๏Λબ͠ɺ࣮ફ͢Δɻ

ɹஅ͕֬ఆͨ͠ޙɺํྍ࣏๏Λ͑ߟ·͢ɻڭՊॻྍΨΠυϥΠϯΛಡΜͰɺ͞ऀױΜͷපؾ（ප

໊ɺྟচපظɺ༧ޙҼࢠͳͲ）ʹରͯ͠ͲͷΑ͏ͳྍ࣏ͷબ͕͋ࢶΔͷ͔ɺ·ͨͦΕͧΕͷྍ࣏ʹΑΓ

ಘΒΕΔޮՌͱ෭࡞༻（߹ซ）Λௐ·͠ΐ͏ɻ1VC.FE ͳͲిࢠഔମΛྍ࣏ͯͬʹؔ͢Δ૯આ࠷

৽ྍ࣏ͷڀݚจΛ୳͢͜ͱେͰ͢ɻྍ࣏๏ͷ֓ཁ͕ཧղͰ͖ͨΒɺ͞ऀױΜͷମͷঢ়ଶ（ྸɺ

ซଘɺશঢ়ଶͳͲ）ΛධՁͯ͠ɺྍ࣏Λ͜͏ߦͱ͕Մ͔Ͳ͏͔ɺྍ࣏Λ͏ߦ߹Ͳͷྍ࣏๏Λબ

͖͔ࣗ͢Ͱ͑ߟ·͠ΐ͏ɻͦͷ্Ͱ্ڃҩͱํྍ࣏ʹ͍ͭͯٞΛ͍ͯͩ͘͠͞ɻ্ڃҩͷબ

ҩʹਘͶ·͠ΐ͏ɻڃ๏͕ࣗͱҟͳΔ߹ɺͦͷཧ༝Λ্ྍ࣏ͨ͠

ɹํྍ࣏͕ܾ·ͬͨΒɺ্ڃҩͱҰॹʹྍ࣏ͷ४උΛ͍ߦ·͢ɻ্ڃҩ͕͞ऀױΜՈʹஅྍ࣏

ʹ͍ͭͯઆ໌͢Δࡍɺඞͣಉ੮͍ͯͩ͘͠͞ɻͲͷΑ͏ʹઆ໌͢Δͷ͔ɺΛฉ͍͍ͯΔ࣌ͷ͞ऀױΜ
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ՈͷදɺԠͲ͏ͳͷ͔ɺ͔ͬ͠Γ͠؍·͠ΐ͏ɻྍ࣏Λܾఆ͢Δࡍɺ͞ऀױΜͷਓੜ؍Λ

Δ͜ͱେมॏཁͰ͢ɻྀ͢ߟ

ɹ࣮ྍ࣏ʹࡍΛࡍ͏ߦɺ͞ऀױΜͷࢹʹཱͬͯ҆શੑͷ͍ߴҩྍΛఏڙͰ͖ΔΑ͏ʹඋ͍͑ͯͩ͘͞ɻ

खज़ॲஔΛ͏ߦ߹ɺ͋ Β͔͡ΊखٕͷϚχϡΞϧΛษ͠ڧ·͠ΐ͏ɻεΩϧεϥϘͷγϛϡϨʔλʔ

Λ׆༻ͯ͠खٕͷ࿅शΛ͢ΔͱɺྍٕΛʹ͚ͭΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻༀྍ๏Λ͏ߦ߹ɺ༩ྔ

༩ํ๏ɺػ༺࡞ংɺ෭࡞༻ͳͲͷༀใΛௐ·͠ΐ͏ɻྍ࣏ɺ্ڃҩ͞ऀױΜͷྃղΛ

ಘ্ͨͰྍ࣏ʹཱͪձ͍·͠ΐ͏ɻޙྍ࣏ຖ͞ऀױΜͷɺΛ͍ߦɺঢ়͕ྑ͘ͳ͔ͬͨͲ͏

ɻ͢·͠؍ͳ͍͔͍ͯͬ͜ى͕（ซ߹）༺࡞ՌΛ֬ೝ͠ɺ෭ޮྍ࣏͔

ҩྍνʔϜͷҰһͱͯ͠ྍʹࢀՃ͢Δɻ

ɹҩྍݱͰɺଞͷྍՊͱ࿈ͯ͠ܞྍΛ͜͏ߦͱ͕Α͋͘Γ·͢ɻଞͷྍՊʹࠪݕྍ࣏ͷґཔ

Λ͢Δ߹ɺ·ͣྍґཔॻΛॻ͖·͢ɻଓ͍ͯ߹ಉΧϯϑΝϨϯεͰ͞ऀױΜͷපঢ়Λհ͠ɺࠪݕ

ྍ࣏ʹ͍ͭͯٞΛ͍ߦ·͢ɻප౩࣮शதʹྍґཔॻΛॻ͍ͨΓɺ߹ಉΧϯϑΝϨϯεͰൃද͢Δ࿅

शΛ͠·͠ΐ͏ɻ·ͨҩࢣʹՃ͑ɺࢣޢɺༀࢣࡎɺཧֶɾྍۀ࡞๏࢜ɺࢣٕࠪݕɺ์ࣹઢٕࢣɺӫཆ࢜

ͳͲଟ৬छͷҩྍؔࢀ͕ऀըɺڠಇͯ͠͞ऀױΜͷྍΛ͍ͯͬߦ·͢ɻকདྷҩࢣͱͯ͠ଟ༷ͳҩྍؔ

Ճ͠·͠ΐ͏ɻࢀʹͰ͖ΔΑ͏ɺଞͷ৬छͱίϛϡχέʔγϣϯΛऔΓͳ͕Βྍܞͱ࿈ऀ

͞ऀױΜͷࢹʹཱͬͨྍΛ͏ߦɻ

ɹྍࢀՃྟܕচ࣮शɺ͞ऀױΜͷ͕ྗڠͳ͚ΕΓཱͪ·ͤΜɻ͠օ͞Μ͕පؾʹͳͬͯԬେ

ֶපӃͰࠪݕྍ࣏Λड͚Δ͜ͱʹͳΓɺֶੜ͕ྍʹࢀՃ͢Δ͜ͱʹͳͬͨΒͲ͏͏ࢥͰ͠ΐ͏͔ɻେ

ֶපӃ͔ͩΒए͍ҩࢣΛҭͯΔͨΊʹ͕ํͳ͍ͱ͑ߟɺֶੜ࣮शΛঝ͞ΕΔ͞ऀױΜ͕େͩͱ͍ࢥ

·͢ɻͩͯ͘͞͠ྗڠΔ͞ऀױΜͷͪ࣋ؾΛͯ͑ߟɺͩ͠ͳΈଶɺݴ༿ؾʹ͍ݣΛ͚͍ͯͩ͘͞ɻ

߹ɺ͏ߦखٕΛਓใͷऔΓѻ͍ʹेҙ͠·͠ΐ͏ɻݸΜͷϓϥΠόγʔʹྀ͠ɺ͞ऀױ

ͦͷલʹεΩϧεϥϘΛར༻ͯ͠ྍٕΛ্ͤ͞ΔΑ͏Ί·͠ΐ͏ɻ

ɹප౩࣮शͷؒɺͳΔ͘සճʹ͞ऀױΜͷͱʹ͖ߦ·͠ΐ͏ɻேͱ༦ํͰපঢ়͕มԽ͢Δ͜ͱ͕͋

Γ·͢ɻ·ͨපؾʹͳͬͯ৺Λ௧Ί͍ͯΔ͞ऀױΜɺֶཱੜͰ͋ͬͯօ͞Μͷসإݴ༿Ͱ৺༊

͞ΕΔ͜ͱ͕͋Δ͔Ε·ͤΜɻேʮ͓Α͏͍͟͝·͢ɻࡢ൩Α͘Ε·͔ͨ͠ʁʯͳͲͱΛ

͔͚ɺ͞ऀױΜͷମௐΛ֬ೝ͠·͠ΐ͏ɻனؒ͞ऀױΜͷࠪݕྍ࣏ͷεέδϡʔϧΛྀͯ͠ߟɺۭ͍

͍Γ·͢ɻ·ͨ໌͓ؼࠓΛ͠·͠ΐ͏ɻ༦ํʮ͓มΘΓͳ͍Ͱ͔͢ʁମʹؒ࣌ͨ

͠·͢ͷͰΑΖ͓͍͘͠͠ئ·͢ɻʯͱѫࡰΛͯ͠ؼΓ·͠ΐ͏ɻ࣮ शͷޙ࠷ʮ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻʯ

ͱँײͷͪ࣋ؾΛ͍͑ͯͩ͘͞ɻ

ɹօ͞Μ͏͙͢ԬେֶΛଔ͠ۀɺࠃՈݧࢼʹ߹֨ͯ͠ҩࢣ（ݚमҩ）ʹͳΓ·͢ɻॳݚظम͕࢝·

Δͱɺ্هͷྍΛຖҰਓͰ͜͏ߦͱʹͳΓ·͢ɻݚमҩʹͳͬͨ࣌ʹ͕ࣗࠔΒͳ͍Α͏ʹɺྍࢀ

Ճྟܕচ࣮शͰ͔ͬ͠ΓྍٕͱྟচਪྗΛʹ͚ͭ·͠ΐ͏ɻྟচ࣮शͷؒظɺୈ �ֶͷ �

݄͔Βୈ �ֶͷ �݄·Ͱͷ �͔͋͠Γ·ͤΜɻؒ࣌Λେʹͯ͠ɺҰਓͰଟ͘ͷ͞ऀױΜͷප

ྺΛฉ͖ɺମΛ͍ߦɺࣗ Ͱஅྍ࣏Λ͑ߟΔ܇࿅Λ͠·͠ΐ͏ɻड͚ͳଶͰྟচ࣮शʹྟΈɺ

͔ͤͬ͘ͷम࿅ͷΛಀ͢ͱɺ͕ࣗࣗଛΛ͢Δ͜ͱʹͳΓ·͢ɻ�ؒͷҩֶ෦ֶੜੜ׆ͷूେͱ

ͯ͠ɺ࣮Γଟ͍ප౩࣮शͱͳΔΑ͏ظ͍ͯ͠·͢ɻ
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○  学位（教育） プログラム（医学） のディプロマ・ポリシー

ʲࣝɾཧղʳ
"��ɹૅج�（ਖ਼ৗߏͱػɺൃୡɺɺՃྸɺࢮɺ৺ཧɺߦಈ）ɺྟচ（පҼɺߏͱ

ɺࣾձҩֶ（ҩྍ҆શɺӸֶɺ༧ɺอ（ྍ࣏ͷҟৗɺஅɺػ ɾ݈ҩ ɾྍ੍ࢱɺ
ҩྍࡁܦ）ͷࣝΛशಘ͠ɺྍʹԠ༻Ͱ͖Δɻ

"�2ɹ࠷�৽ͷҩֶใΛऩू͠ɺཧతɺ൷తʹධՁ͠ɺਖ਼͘͠Ԡ༻Ͱ͖Δɻ
"��ɹ�ະղܾͷҩֶతɺՊֶతΛൃ͠ݟɺղܾʹऔΓΉ͕ࣄͰ͖Δɻ
"��ɹ�ࣗ ͱ͕Ͱ͖Δɻͭ࣋͜ձΛػͷ౸ୡඪΛઃఆ͠ɺࣗΒֶͿݾ
"��ɹ�ྍɺࡍࠃʹڀݚతࢹΛͪ࣋ɺใऩूͱൃ৴͕Ͱ͖Δɻ
ʲٕʳ
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#�2ɹऀױ�ͷපྺɺॴ͔ݟΒྟচਪ͕Ͱ͖ɺஅʹඞཁͳࠪݕΛબ͠ɺ݁ՌΛղऍ

Ͱ͖Δɻ
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ํʹ͍ͭͯઆ໌Ͱ͖Δɻ
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ʹϓϨθϯςʔγϣϯ͕Ͱ͖Δɻ
ʲଶɾੑࢤʳ
$��ɹ�ੜ໋ྙཧʹ͍ͨͮجҩྍɺڀݚΛߦͰ͖Δɻ
$�2ɹ�ଞऀΛଚॏ͠ɺརଞతͳଶͰߦಈͰ͖ɺऀױͷݸਓใอޢΛ९कͰ͖Δɻ
$��ɹ�ଟ༷ͳഎܠΛͭऀױͷҙܾࢥఆΛཧղ͠ରԠͰ͖Δɻ
$��ɹ�ҩࢣͱͯ͠ͷࣗଚ৺ͱ্৺Λͪ࣋ଓ͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
$��ɹऀױ�ͱՈɺޙഐɺಉ྅ Ŋଟ৬छҩྍऀΛଚॏͰ͖Δɻ

○  人材の養成に関する目的

ҩֶՊɺੜ໋ͷଚ͍ͨͮجʹݫશਓڭҭΛج൫ͱͯ͠ɺਓؒੑ๛͔ͳྟচҩ
ͷҭɺҬࣾձͷҩྍไɺॏత૯߹ڀݚମܥͷཱ֬Λڭҭڀݚͷཧ೦
ͱ͢Δɻ͜ͷཧ೦ʹԊͬͯɺ๛͔ͳਓؒੑͱࢦಋྗɾڠௐੑΛඋ͑ɺ૯߹తྟ
চྗΛൃࣾͯ͘͠شձͷҩྍͱݙߩʹࢱͰ͖Δҩٴࢣͼߴͳࣝͱࠃ
Λཆ͢Δ͜ͱΛऀڀݚͰ͖Δҩֶݙߩʹҩֶͷൃలͪ࣋Λࢹతࡍతɾֶࡍ
తͱ͢Δɻ
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福福岡岡大大大大大大大学学学学学学学学学医医医医医医医医医学学学学学学学学学部部部部部部部医医医医医医医医医学学学学学学学学学科科科科科科科ののののののの使使使使使使使使命命命命命命（命（ミミミミミミミミミミミミッッッッッッシショョンンンンンンンンン）
医療のプロフェッショナルとしての誇りと広い視野を持ち、患者に寄り添い、地域社会に貢献する医師の育成

福福岡岡岡岡大大大大大大大学学学学学学学学学医医医医医医医医医医医学学学学学学学学学部部部部部部部医医医医医医医医医学学学学学学学学学科科科科科科科ののののののの学学学学学学学学学修修修修修修修修修成成成成成成成果果果果（果果果果果果（アアアアアアアアアアアウウトトカカカカカカカカカムムムムムムム）

福岡大学医学部医学科の学生は、卒業時に

❶ 自尊心と高い倫理観を有し、他者と信頼関係を築くことができる。

❷ 確かな知識と技能に基づいた、人にやさしい医療を実践できる。

❸ グローバルな視野で地域の健康増進と疾病予防に貢献できる。

❹ 科学的探究心、論理的思考を身に付け、教育的指導ができる。

上記の学修アウトカムは以下のコンピテンスの領域（Ⅰ～Ⅵ）ごとのコンピテンシー（43項目）により達成されます。

Ⅰ プロフェッショナリズム Ⅳ コミュニケーションとチーム医療

福岡大学医学部医学科の学生は、卒業時に医師としての使命と
責任をもって医療を実践するために、高い倫理観と他者を尊重す
る人間性のもとに行動できる。
1.医療者として法的責任、規則を遵守できる。
2.生命倫理に基づいた医療、研究を遂行できる。
3.	他者を尊重し、利他的な態度で行動できる。
4.患者の個人情報保護を遵守できる。
5.	多様な背景をもつ患者の意思決定を理解し対応できる。
6.	患者、社会、医療者に対して説明責任を果たすことができる。
7.	医師としての自尊心と向上心を持ち続けることができる。
8.	患者と家族、後輩、同僚､多職種医療者を尊重できる。

Ⅱ 医学的知識

福岡大学医学部医学科の学生は、卒業時に基礎、臨床、社会医
学等の知識を習得し、診療に応用できる。
1.正常構造と機能
2.発達、成長、加齢、死
3.	心理、行動
4.病因、構造と機能の異常
5.	診断、治療

6.医療安全
7.疫学、予防、公衆衛生
8.保健・医療・福祉制度
9.医療経済

Ⅲ 診療技術・患者ケア

福岡大学医学部医学科の学生は、卒業時に患者の意思を尊重
し、適切な診療を実践できる。
1.	患者から病歴を的確に聴取できる。
2.成人、小児の基本的な身体診察と基本的臨床手技を実践で
きる。

3.患者の病歴、診察所見から臨床推論ができる。
4.診断に必要な検査を選択し、結果を解釈できる。
5.	頻度の高い疾患について、EBM（Evidence-Based Medicine)に
基づいた診断、治療方針について説明できる。

6.患者の安全と感染防止を十分に理解し、チームの一員として
診療に参加できる。

7. POS	(Problem-Oriented	System)を用いて診療録を記載し、適
切にプレゼンテーションができる。

8.患者に必要な病状説明・意思決定の場に参加できる。

福岡大学医学部医学科の学生は、卒業時に患者とその家族、医
療者、関係機関と円滑なコミュニケーションを実践し、患者中心の
チーム医療に貢献できる。
1.患者とその家族の個人的背景、文化、社会的背景を理解し、
良好なコミュニケーションをとることができる。

2.多職種の医療チーム内で信頼関係を築き、患者中心の医療
のために情報を共有し、説明伝達ができる。

3.他の医療者に、手順を守り適切にコンサルテーションできる。
4.患者の医学情報を診療録に的確に記載し、医療チーム内で
情報を共有できる。

5.医療の国際化を認識し、英語で医療面接ができる。

Ⅴ グローバルな視野と地域医療

福岡大学医学部医学科の学生は、卒業時に医療制度を理解して
国際的､社会的な医療問題に関心を持ち、地域の関連機関と連
携し、地域社会に貢献できる。
1.医療制度、社会福祉制度を正しく理解した診療を実践できる。
2.地域の医療機関、保健、福祉、行政等の関連機関と適切な連
携がとれる。

3.行政への届け出や社会福祉制度の必要書類を適切に作成で
きる。

4.	地域医療に参加し、プライマリケアが実践できる。
5.海外からの患者の診療、医療者との交流が行える。
6.	国際保健や医療の社会的問題の情報を収集できる。

Ⅵ 科学的探究心と自律学習能力

福岡大学医学部医学科の学生は、卒業時に科学的探究心を持ち、
生涯にわたり自己研鑽を継続することができる。
1.基礎研究、臨床研究の理論と方法を理解することができる。
2.最新の医学情報を収集し、論理的、批判的に評価し、正しく応
用できる。

3.	ICTを適切に利用し情報セキュリティ管理ができる。
4.未解決の医学的、科学的問題を発見し、解決に取り組む事が
できる。

5.自己の到達目標を設定し、自ら学ぶ機会を持つことができる。
6.診療、研究に国際的視野を持ち、情報収集と発信ができる。
7.学生、後輩、同僚に対し教育者として貢献できる。

（2017.5.10）

Relationship			Intelligence			Gentleness			Health		 Teaching

Fukuoka
University Medicine
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レベル（達成度） Advanced Applied

達成レベル A B C D E F

医師としての使命と責任をもって医療を実
践するために、高い倫理観と他者を尊重
する人間性のもとに行動できる。

診療の場で
医師として
の態度・価
値観を示す
ことができる

医師として
の態度・価
値観を模擬
的に示すこ
とができる

基盤となる
態度・価値
観を示すこ
とができる

基盤となる
知識を示す
ことができる

経験する機
会があるが、
単位認定に
関係ない

経験する機
会がない

達成レベル A B C D E F

基礎、臨床、社会医学等の知識を習得
し、診療に応用できる。

実践の場で
問題解決に
応用できる

問題解決に
応用できる
知識を示す
ことができる

模擬症例の
問題リストを
抽出できる
知識を示す
ことができる

基盤となる
知識を示す
ことができる

修得する機
会があるが、
単位認定に
関係ない

修得する機
会がない

達成レベル A B C D E F

患者の意思を尊重し、適切な診療を実践
できる。

診療の一部
として実践
できる

模擬診療を
実施できる

基盤となる
態度･スキル
を示すこと
ができる

基盤となる
知識を示す
ことができる

経験する機
会があるが、
単位認定に
関係ない

経験する機
会がない

達成レベル A B C D E F

患者とその家族、医療者、関係機関と円
滑なコミュニケーションを実践し、患者中
心のチーム医療に貢献できる。

診療の一部
として実践
できる

模擬診療を
実施できる

基盤となる
態度･スキル
を示すこと
ができる

基盤となる
知識を示す
ことができる

経験する機
会があるが、
単位認定に
関係ない

経験する機
会がない

達成レベル A B C D E F

医療制度を理解して国際的､社会的な医
療問題に関心を持ち、地域の関連機関と
連携し、地域社会に貢献できる。

実践できる 理解と計画
立案ができ
る

基盤となる
態度･スキル
を示すこと
ができる

基盤となる
知識を示す
ことができる

経験する機
会があるが、
単位認定に
関係ない

経験する機
会がない

達成レベル A B C D E F

科学的探究心を持ち、生涯にわたり自己
研鑽を継続することができる。

実践できる 理解と計画
立案ができ
る

計画された
研究の見
学、基盤と
なる技術･態
度を示すこ
とができる

基盤となる
知識を示す
ことができる

経験する機
会があるが、
単位認定に
関係ない

経験する機
会がない

福岡大学医学部医学科 卒業時コンピテンシー達成レベル表

Basic

 Ⅰ．プロフェッショナリズム

 Ⅱ．医学的知識

 Ⅲ．診療技術・患者ケア

 Ⅳ．コミュニケーションとチーム医療

 Ⅴ．グローバルな視野と地域医療

 Ⅵ．科学的探究心と自律学習能力
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㡿
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ู
㞟
中
ㅮ
⩏

䊠
・
䊡
・
䊢

⥲
ྜ
ㅮ
⩏

㻝 医療者としてἲ的責任、つ๎を㑂Ᏺできる。 㻭 㻯㻛㻰 㻯㻛㻰

㻞 生命倫理に基䛵いた医療、研究を㐙行できる。 㻭 㻯㻛㻰 㻯㻛㻰

㻟 他者を尊重し、他的な態度で行動できる。 㻭 㻯㻛㻰 㻯㻛㻰

㻠 患者のಶ人ሗಖㆤを㑂Ᏺできる。 㻭 㻯㻛㻰 㻯㻛㻰

㻡 ከᵝな⫼ᬒをも䛴患者の意思決定を理解しᑐ応できる。 㻭 㻯㻛㻰 㻯㻛㻰

㻢 患者、社会、医療者にᑐしてㄝ᫂責任をᯝたすことができる。 㻭 㻯㻛㻰 㻯㻛㻰

㻣 医師としての自尊心とྥୖ心を持ち続䛡ることができる。 㻭 㻯㻛㻰 㻯㻛㻰

㻤 患者と家族、ᚋ㍮、ྠ、ከ⫋✀医療者を尊重できる。 㻭 㻯㻛㻰 㻯㻛㻰

㻝 ṇᖖᵓ㐀と機⬟ 㻭 㻮 㻮

㻞 Ⓨ㐩、ᡂ㛗、ຍ㱋、Ṛ 㻭 㻮 㻮

㻟 心理、行動 㻭 㻮 㻮

㻠 ᅉ、ᵓ㐀と機⬟の␗ᖖ 㻭 㻮 㻮

㻡 診᩿、療 㻭 㻮 㻮

㻢 医療Ᏻ 㻭 㻮 㻮

㻣 学、ண㜵、බ⾗⾨生 㻭 㻮 㻮

㻤 ಖ・医療・⚟♴制度 㻭 㻮 㻮
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◦ 注意事項

　 資料を保存する場合には、患者の個人情報を含まないようにすること。

　  患者の個人情報を漏洩する行為、守秘義務に違反した場合は、懲罰の対象となり

ます。
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mini-CEX（簡易版臨床能力評価）
学籍番号 MM 学生氏名

診療科 科
外  来 • 入  院 • 救  急 • 当  直 • 往  診 •

その他（ 　　　  ） 

症状または疾患名

日　時 年　　月　　日 時  間 ：　　〜　　：

症例の

複雑さ

易 • 普通 ・ 難

理由：

mini-CEX 

の経験

今回が　初めて•2回目•3回目•  

（　　）回目

1 2 3 4 5 6
評価

不能

1.病歴（病状の把握） □ □ □ □ □ □ □

2.身体診察 □ □ □ □ □ □ □

3. コミュニケーション能力 □ □ □ □ □ □ □

4.臨床判断 □ □ □ □ □ □ □

5. プロフェッショナリズム □ □ □ □ □ □ □

6. マネジメント □ □ □ □ □ □ □

7.総合臨床能力 □ □ □ □ □ □ □

医学生として望まれる能力を満たす場合に4を、それ以上の場合に5(学生としては優秀）、6(研修

医と遜色ない優秀さ）を、ボーダーラインで3を、能力が明らかに劣る場合に2、1を付ける。

「評価不能」は、観察していなくてコメントできない時に付ける。

③ 特に良かった点（観察者記入） ④ 改善すべき点（観察者記入）

⑤ 観察者と合意した学修課題（学生記入）

■ 実習終了後、① ⑤ ⑨ を記入し、担当教員に提出してください。

⑥ 観察時間：　　　　　分   ⑦ フィードバックの時間：　　　　 分

⑧ 評価者サイン：　　　　　　　　  ⑨ 学生サイン：　　　　　　　　　  

①

②
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■ 実習終了後、診療科名・学籍番号・学生氏名・実習期間を記入し、担当教員に提出してください。

ΫϦχΧϧΫϥʔΫγοϓᶘධՁද
（༷ࣜᶗɿڭһ༻）

̍ɽग़੮ͷධՁ

ɹɹɹɹɹ˘ɹਖ਼ͳཧ༝ͷ͋Δܽ੮Λআ͍ͯશఔʹग़੮ͨ͠ɻ

ɹɹɹɹɹ˘ɹແஅܽ੮（ૣୀɾ）ͳͲ͕ �ճ͋ͬͨɻ

ɹɹɹɹɹ˘ɹແஅܽ੮（ૣୀɾ）ͳͲ͕ 2ճҎ্͋ͬͨɻ

̎ɽ࣮शதͷͩ͠ͳΈɾଶɾߦಈɾ͜ͱ͍ݣͳͲ

ɹɹɹɹɹ˘ɹ"ɹɹɹɹ˘ɹ#ɹɹɹɹ˘ɹ$ɹɹɹɹ˘ɹ%ɹɹɹɹɹ˘ɹ'ɹෆՄ

̏ɽૅجࣝͱཧղ

ɹɹɹɹɹ˘ɹ"ɹɹɹɹ˘ɹ#ɹɹɹɹ˘ɹ$ɹɹɹɹ˘ɹ%ɹɹɹɹɹ˘ɹ'ɹෆՄ

̐ɽҩྍ໘（ྱّɺϓϥΠόγʔͷྀɺऀױɾՈͱͷίϛϡχέʔγϣϯ）ɹ

ɹɹɹɹɹ˘ɹ"ɹɹɹɹ˘ɹ#ɹɹɹɹ˘ɹ$ɹɹɹɹ˘ɹ%ɹɹɹɹɹ˘ɹ'ɹෆՄ

̑ɽମ（ඞཁ͔ͭॆͳମॴݟΛͱΔ͜ͱ͕Ͱ͖͔ͨɻ）

ɹɹɹɹɹ˘ɹ"ɹɹɹɹ˘ɹ#ɹɹɹɹ˘ɹ$ɹɹɹɹ˘ɹ%ɹɹɹɹɹ˘ɹ'ɹෆՄ

̒ɽΧϧςࡌه（ਖ਼͔֬ͭॆͳใΛɺܥ౷తʹࡌهͰ͖͔ͨɻ）

ɹɹɹɹɹ˘ɹ"ɹɹɹɹ˘ɹ#ɹɹɹɹ˘ɹ$ɹɹɹɹ˘ɹ%ɹɹɹɹɹ˘ɹ'ɹෆՄ

̓ɽղܾྗ（Λద֬ʹѲ͠ɺదʹධՁɾղܾͰ͖͔ͨɻ）

ɹɹɹɹɹ˘ɹ"ɹɹɹɹ˘ɹ#ɹɹɹɹ˘ɹ$ɹɹɹɹ˘ɹ%ɹɹɹɹɹ˘ɹ'ɹෆՄ

̔ɽϓϨθϯςʔγϣϯ（ใͷใࠂྫఏࣔదʹͰ͖͔ͨɻ）

ɹɹɹɹɹ˘ɹ"ɹɹɹɹ˘ɹ#ɹɹɹɹ˘ɹ$ɹɹɹɹ˘ɹ%ɹɹɹɹɹ˘ɹ'ɹෆՄ

̕ɽੵੑۃɾڠௐੑ（νʔϜҩྍʹੵۃతʹɺڠௐੑΛͬͯࢀՃ͔ͨ͠ɻ）

ɹɹɹɹɹ˘ɹ"ɹɹɹɹ˘ɹ#ɹɹɹɹ˘ɹ$ɹɹɹɹ˘ɹ%ɹɹɹɹɹ˘ɹ'ɹෆՄ

����������������������������������������������������������������������������������������������������

૯߹ධՁɹ͙͢Ε͍ͯΔɹΑ͍ɹɹɹɹ��·͋·͋ɹɹ��ྗ͕͍Δ
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ྩɹɹɹɹɹɹ݄ɹɹɹɹɹɹධՁऀɹɹɹࢦɹಋɹҩɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹҹ

ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹࢦಋऀ（෦）ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ��ҹ

ɹɹྍՊ໊ɹɹɹɹɹɹɹɹ�ֶ੶൪߸ɹɹɹɹɹɹɹɹ�ֶੜ໊ࢯ

ɹɹ࣮शؒظɹɹ݄ɹɹɹʙɹɹɹ݄ɹɹ
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■ 実習終了後、診療科名・学籍番号・学生氏名・実習期間を記入し、担当教員に提出してください。
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学生の医療安全教育参加について	

	 診療参加型臨床実習を行うにあたり、福岡大学病院等で実施され

る医療安全教育を、学生（５・６年生）も下記の要項で職員と同様

に受講することが必須である。	

１．受講が必要な回数（必修）	

５年生	 ６年生	

安全２回以上	 感染２回以上	 安全１回以上	 感染１回以上	

※臨床実習の評価に含めるので、必ず規定回数以上参加すること。

２．受講対象となるもの	

①福岡大学病院医療安全管理部で実施する医療安全・感染対策全体教育

（開講日時等詳細については別途掲示する。）

②福岡大学病院の各診療科等で実施する医療安全セミナー等※

③福岡大学病院以外で実施する医療安全セミナー等※

※	 ②③については、別紙出席確認表（実施責任者の署名・押印）の提出と

受講した医療安全教育の概要がわかるもの（チラシ・開催案内等）の添付

が必要。





②福大病院診療科・③学外病院用　　　　　　　　　　 （別紙）

　　　　　　　　医療安全教育　出席確認表
※この出席確認表は、セミナーを受けた翌日に医学部事務課へ提出してください。
　（学外実習中は、実習終了後に提出してください。） 
※提出時は、この紙のほか、セミナーの概要がわかるもの（チラシ・開催案内等）を
　添付してください。       

学籍番号
実施日 西暦　 　　　　年　　　月　　　日　（　　　）

テーマ
（　安全　・　感染　）

氏　名 実施場所   学内・学外（医療機関名　　          　　　　　　　）

実施診療科 実施
責任者印

実施責任者
氏名

　セミナーの概要を要約してください。

　感想を記入してください。
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ऀɾୈࢪ࣮ �ू߹ٴؒ࣌ͼॴ
実施責任者 第 1 日集合時間及び場所

腫 瘍 ･ 血 液 ･
感 染 症 内 科 髙松　泰 8：00 病院本館6階西病棟ゼミ室

循 環 器 内 科 三浦　伸一郎・志賀　悠平 9：00 病院新館6階ハートセンターカンファレンス室

消 化 器 内 科 平井　郁仁・田中　崇
久能　宣昭 10：30 医学部別館4階消化器内科医局会議室

腎臓・膠原病内科 升谷　耕介・三宅　勝久 8：40 病院本館5階東病棟腎臓
膠原病内科カンファレンス室

脳 神 経 内 科 坪井　義夫 8：30 病院本館4階東病棟ゼミ室

内 分 泌 ・
糖 尿 病 内 科 川浪　大治

8：00 病院本館7階東病棟カンファレンス室
1日目が火曜日の場合は8：30病院本館
7階東病棟ゼミ室

呼 吸 器 内 科 藤田　昌樹・原田　泰志 8：30 病院本館5階北病棟ゼミ室

消 化 器 外 科 長谷川　傑・塩飽　洋生
山田　哲平

7：30 病院本館１階臨床小講堂
1日目が火曜日の場合は8：00病院本館
6階東病棟

呼吸器・乳腺内分泌・
小 児 外 科 岩﨑　昭憲 7：30 病院本館1階臨床小講堂

救命救急センター 岩朝　光利・喜多村　泰輔 8：00 救命救急センター棟1階
カンファレンス室

産 婦 人 科 宮本　新吾

7：50 病院新館3階指導室
※集合時間は厳守する。やむを得ない理
由で遅刻もしくは欠席する場合は、前日
までに医局長もしくは各病棟医長に連絡
する。
当日遅刻・病欠する場合は午前8時まで
は産婦人科当直医師に、それ以降は実習
係または医局長、各病棟医長いずれかに
電話連絡をする。

小 児 科 廣瀬　伸一 8：30 病院新館5階小児医療センター
カンファレンス室

精 神 神 経 科 川嵜　弘詔 8：30 病院西別館1階病棟（精神神経科病棟）
ゼミナール室2

放 射 線 科 吉満　研吾 9：00 医学部別館4階放射線医局（1407）

麻 酔 科 秋吉　浩三郎・重松　研二 8：00 病院本館2階手術部カンファレンス室

整 形 外 科 山本　卓明・萩尾　友宣 8：30 病院本館4階西病棟ゼミ室

心 臓 血 管 外 科 和田　秀一
8：50 病院本館2階手術部SICU

1日目が火曜日の場合は8：20医学部別館
2階心臓血管外科医局（1210）

腎 泌 尿 器 外 科 羽賀　宣博 8：00 病院本館5階東病棟説明室

皮 膚 科 今福　信一
8：15 病院本館5階北病棟カンファレンス室

1日目が火曜日の場合は8：00医学部別館
3階皮膚科医局

眼 科 内尾　英一 8：45 医学部別館2階ゼミ室 （1233）
1日目が火曜日の場合は8：15上記ゼミ室

耳 鼻 咽 喉 科 坂田　俊文　 8：50 病院本館2階耳鼻咽喉外来
1日目が火曜日の場合は7：50外来処置室

脳 神 経 外 科 井上　亨 7：30 病院本館4階北病棟ゼミ室
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実施責任者 第 1 日集合時間及び場所

病 理 部 濵田　義浩
9：00 医学部本館2階ゼミ室

1日目が火曜日の場合は病院本館2階
病理診断室

形 成 外 科 髙木　誠司 7：50 病院本館3階形成外科医局カンファレン
ス室

総 合 診 療 部 鍋島　茂樹 8：30 病院本館1階救急外来

総 合 周 産 期 母 子
医 療 セ ン タ ー 廣瀬　伸一 8：30 病院新館5階小児医療センター

カンファレンス室

筑 紫 病 院 
（ 循 環 器 内 科 ） 河村　彰

8：30 病院6階医局ラウンジにてオリエンテー
ションを受けた後、担当医師と連絡をと
り集合場所の確認をする。

【担当医： 白井 （7503）】

筑 紫 病 院
（ 消 化 器 内 科 ） 植木　敏晴

8：30 病院6階医局ラウンジにてオリエンテー
ションを受けた後、担当医師と連絡をと
り集合場所の確認をする。

【担当医： 宮岡（7761）】

筑 紫 病 院
（内分泌・糖尿病内科） 小林　邦久

8：30 病院6階医局ラウンジにてオリエンテー
ションを受けた後、9：00 2階内分泌・糖
尿病内科外来3番

筑 紫 病 院
（ 呼 吸 器 内 科 ） 石井　寛

8：30 病院6階医局ラウンジにてオリエンテー
ションを受けた後、担当医師と連絡をと
り集合場所の確認をする。

筑 紫 病 院
（ 外 科 ） 渡部　雅人

8：30 病院6階医局ラウンジにてオリエンテー
ションを受けた後、担当医師と連絡をと
り集合場所の確認をする。

【担当医： 東 （7604）】

筑 紫 病 院
（ 小 児 科 ） 小川　厚

8：30 病院6階医局ラウンジにてオリエンテー
ションを受けた後、担当医師と連絡をと
り集合場所の確認をする。

【担当医： 堤 （7572）】

筑 紫 病 院
（ 放 射 線 科 ） 東原　秀行

8：30 病院6階医局ラウンジにてオリエンテー
ションを受けた後、担当医師と連絡をと
り集合場所の確認をする。

【担当医： 山本 （7703）】
筑 紫 病 院

（ 麻 酔 科 ） 若崎　るみ枝 8：30 病院6階医局ラウンジにてオリエンテー
ションを受けた後、４階手術室

筑 紫 病 院
（ 整 形 外 科 ） 柴田　陽三

8：30 病院6階医局ラウンジにてオリエンテー
ションを受けた後、担当医師と連絡をと
り集合場所の確認をする。

【担当医： 秋吉 （7632）】

筑 紫 病 院
（ 泌 尿 器 科 ） 石井　龍

8：30 病院6階医局ラウンジにてオリエンテー
ションを受けた後、担当医師と
連絡をとり集合場所の確認をする。

【担当医： 平 （7671）】
筑 紫 病 院

（ 眼 科 ） 久冨　智朗 8：30 病院6階医局ラウンジにてオリエンテー
ションを受けた後、9：00 3階眼科外来

筑 紫 病 院
（耳鼻いんこう科） 澤津橋　基広

8：30 病院6階医局ラウンジにてオリエンテー
ションを受けた後、9：00 3階耳鼻いんこ
う外来

筑 紫 病 院
（ 脳 神 経 外 科 ） 東　登志夫

8：00 病院7階東病棟カンファレンス室集合
カンファレンスに参加後オリエンテー
ション

【担当医： 津川 （7658）】
西 新 病 院

（ 循 環 器 内 科 ） 勝田　洋輔・西川　宏明 9：00 西新病院4階循環器内科医局

西 新 病 院
（ 消 化 器 内 科 ） 入江　真 9：00 西新病院4階消化器内科医局
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腫瘍・血液・感染症内科

配属先
　施　設　名：福岡大学病院　腫瘍・血液・感染症内科  
　評価責任者：髙松　泰
　実施責任者：髙松　泰
　連　絡　先：腫瘍・血液・感染症内科医局 電 話：（092）801-1011（内線 3345）
  FAX：（092）865-5656

到達目標（Learning Outcome）
　腫瘍・血液および感染症患者の診療を通して、病歴聴取、身体診察、問題志向型システムに基づ
いた考察を行い、診療録を記載する技能を身につける。未解決の問題点について自分で文献的考察
を行い、解決法を見出す態度を学ぶ。また患者、多職種医療者、同僚を尊重し、チーム医療の一員
として患者中心の診療に参加する。
1． 自己の到達目標を設定し、自ら学ぶ態度を身につける。（A-4）
2．  国際的な視点で診療、研究に臨む態度を学ぶ。（A-5）
3．  患者から病歴を的確に聴取し、基本的な身体診察と臨床手技を実践できる技能を修得する。（B-1）
4． 患者の病歴、診察所見から臨床推論を行い、診断に必要な検査を選択して結果を解釈できる技

能を修得する。（B-2）
5． EBM（Evidence-Based Medicine)に基づいて診断、治療方針を説明できる技能を修得する。（B-3）
6． 医療安全に配慮し、多職種の医療チームで信頼関係を築き、患者中心の医療を実践する態度を

学ぶ。（B-4）
7． POS (Problem-Oriented System)を用いて患者の医療情報を診療録に的確に記載し、医療チーム

内で情報を共有する技能を学ぶ。（B-5）
8． 生命倫理に基づいて医療を行う態度を学ぶ。（C-1）
9． 他者を尊重し、利他的な態度を身につける。（C-2）

10． 多様な背景をもつ患者の意思決定を理解し対応する態度を学ぶ。（C-3）
11． スチューデントドクターとしての自尊心と向上心を身につける。（C-4）
12． 患者と家族、同僚､ 多職種医療者を尊重する態度を学ぶ。（C-5）

コンピテンシー（学生の到達度を評価できる能力）（Competencies）
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。
3． 挨拶、身だしなみ、言葉遣い等に気を配ることができる。
4． 病歴（主訴、現病歴、既往歴、家族歴、社会歴、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。
5． 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。
6． 感染を予防するため、診察前後の手洗いや器具等の消毒ができる。

जᙾɾ݂ӷɾײછՊ
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7． 基本的診療知識に基づき、個々の症例に関する情報を収集・分析できる。
8． 得られた情報をもとに、その症例の問題点を抽出できる。
9． 病歴と身体所見等の情報を統合して、鑑別診療ができる。

10． 感度・特異度等を考慮して、診断に必要十分な検査を挙げることができる。
11． 科学的根拠に基づいた治療法を述べることができる。
12． 問題志向型診療録記載方式で診療録を記載できる。
13． 病棟回診およびカンファレンスで症例紹介ができる。
14． 他科との合同カンファレンスで症例紹介ができる。

学習方略・事前事後学習の方法（Learning Strategies）
1．  腫瘍・血液・感染症内科（病院本館 6 階西病棟）に入院している患者の診療を行う。
2． 主治医 1 人に学生が 1 人つき、行動を共にする（クラークシップ）。
3． 入院患者の病歴聴取、身体診察を行い、問題志向型システム（POS）に基づいて患者の問題点を

抽出する。その内容を電子カルテ（Yahgee） に記載する。記載内容は指導医のチェックを受ける。
4． EBM（Evidence-Based Medicine）に基づいて、患者の診断、治療方針を考え、指導医と議論する。

その内容を電子カルテ（Yahgee） に記載する。記載内容は指導医のチェックを受ける。
5． 毎日、患者の問診、身体診察を行い、検査結果を判断して患者状態の状態を評価する。また患

者を担当している看護師、薬剤師、栄養士、リハビリ技師など他職種と患者の状態に関して意
見を交わす。その内容を指導医に報告し、今後の方針を議論する。その内容を電子カルテ

（Yahgee） にSOAPで記載し、指導医のチェックを受ける。
6． 担当患者が他科受診、リハビリテーション、検査などに行く場合は、その予定をあらかじめ把

握し、必ず付き添う。
7． 患者の問題点に対する文献的考察を行い、その解決方法を自分で考える。指導医と議論した上で、

その内容を電子カルテ（Yahgee） に記載する。記載内容は指導医のチェックを受ける。
8． 受け持ち患者の治療、処置、検査には必ず立会う。特定の処置、検査を複数回見学し、シミュレー

ターで十分に練習した場合は、患者の同意を得た上で、指導医の観察下で学生自身が処置、検
査を実施できるよう努める。

9． 医療チームと患者、患者家族とで持たれる病状説明や検査治療計画の策定等に参加する。
10． 可能であれば、指導に当たる医師の下で実際に指示箋や処方箋、他科受診依頼等の下書きをする。
11． 腫瘍・血液回診、感染症回診、モーニングカンファレンス、病棟（多職種）カンファレンス、キャ

ンサーボードでは、主治医と共に行動し、患者のプレゼンテーションを行う。
12． 院内感染対策として一処置一手洗い、標準予防策を指導医のもとで学生自らの責任で実施する。
13． 同時期に臨床修練Ⅰを行う 5 年生を指導する。
14． 院内の医療安全教育に参加する。
15． 期間中に院内および院外で開催されるカンファレンス、講演会に出席し、最新の医療情報を収

集する。
16． その他、時間割に従って行動する。
ɹɹ�ྟ চҩֶೖɺྟচम࿅ೖʢ֓આɺ࣮शʣͰ͋͛ͨڭՊॻɺߟࢀॻɺಈըͳΒͼʹM�Ŋ M�
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成績評価および方法（Evaluation）
実習中の態度、上記目標の修得状況から指導医・実施責任者が総合的に評価する。

診療チーム体制
　ප౩ҩ－ॿڭɺප౩ॿखʢओ࣏ҩʣ－ݚظޙमҩ－ॳݚظमҩ－M6ֶੜ－M�ֶੜ

腫瘍・血液・感染症内科で学生が実施する医療行為について
　医師養成の観点から臨床実習中に実施が開始されるべき医行為
　　【診察】
　　　・診療記録記載（診療録作成）
　　　・医療面接
　　　・バイタルサインチェック診察法（全身・各臓器）
　　　・高齢者の診察（ADL評価、高齢者総合機能評価）
　　【一般手技】
　　　・静脈採血
　　　・末梢静脈確保 
　　　・注射（皮下・皮内・筋肉・静脈内）
　　　・予防接種
　　【検査手技】
　　　・血液塗抹標本の作成と観察
　　　・微生物学的検査（Gram染色含む）
　　　・病原体抗原の迅速検査 
　　　・血液型判定
　　　・交差適合試験
　　【治療】
　　　・処方薬（内服薬、注射、点滴など）のオーダー
　　　・食事指示
　　　・診療計画の作成

業務内容の特徴について
　9 時～17 時以外にも担当患者の病状により必要な場合は主治医から呼び出しがある。

実習のための準備、携行品など
　白衣、聴診器、ペンライト、定規

その他の連絡事項
※呼び出しに備え、常に連絡先を病棟に知らせておく。

�जᙾɾ݂ӷɾײછՊ
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循環器内科

配属先
　施　設　名：福岡大学病院  循環器内科 
　評価責任者：髙松　泰
　実施責任者：三浦伸一郎、志賀悠平
　連　絡　先：心臓・血管内科学医局 電 話：（092）801-1011（内線 3365）
  FAX：（092）865-2692

到達目標（Learning Outcome）
1．自己の到達目標を設定し、自ら学ぶ機会を持つことができる。（A-4）
2．循環器疾患の病因、機能の異常、診断、治療の知識を習得し診療に応用できる。（B-1）
3． 患者の病歴、診察所見から循環器疾患の推論ができ、診断に必要な検査を選択し、結果を解釈

できる。（B-2）
4．循環器疾患の最新医学情報を収集し論理的に応用できる。（B-3）
5．患者の安全と感染防止を十分に理解し、チームの一員として診療に参加できる。（B-4）
6．医療従事者を尊重し、厳粛な態度で行動し、患者の個人情報保護を遵守できる。（C-2）
7. Student Doctorとしての自尊心と向上心を持ち続けることができる。（C-4）

コンピテンシー（学生の到達度を評価できる能力）（Competencies）
1． 主要な循環器および代謝疾患の臨床像を説明できる。
2． 身体診察の仕方、接し方などについて修得する。
3． 問題志向型システム、科学的根拠に基づいた医療（EBM）を修得する。
4． 以下の専門的検査法を、適切に選択し実行を指示または依頼し、自ら結果を解釈できる。胸部X

線検査、心電図検査、心エコー検査
5． 以下の専門的検査法を、患者同意を確認した上で、適切に選択して実行を指示または依頼し専門

家の意見を参考にして結果を解釈できる。（各部）CT、（各部）MRI、心臓CT検査、心筋シンチ、
運動負荷心電図、24 時間ホルター心電図、心臓カテーテル検査、冠動脈造影頚部・下肢血管エコー
図検査、脈波電導速度、ABI、甲状腺機能検査、副腎機能検査

6． 以下の専門的な治療法について必要性を判断し、適応を決定し、実行を指示または依頼し、結果
を正しく評価できる。虚血性心臓病、狭心症、急性冠症候群の診断・治療、緊急対応。頻脈性不
整脈の診断・治療、緊急対応。致死的不整脈の診断・治療、緊急対応。急性心不全の診断・治療、
緊急対応。急性大動脈解離の診断・治療、緊急対応。下肢動脈閉塞の診断・治療、緊急対応。心
筋疾患の診断・治療、緊急対応。高血圧緊張症の診断・治療、緊急対応。包括的心臓リハビリテー
ション療法。

7． 記録・伝達
カルテ・看護師への指示簿に的確な記録の実行を指示または依頼できる。治療方針などの変更が
生じた場合は、看護師にもその旨の伝達を依頼できる。
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8． 態度・習慣（informed consentの場への立ち会い）
各種検査の指導医や主治医の結果説明を見学する。予後不良の患者さんおよび家族に対する指導
医や主治医の説明を見学する。

学習方略・事前事後学習の方法（Learning Strategies）
1．事前学習として、主要な循環器疾患、代謝疾患の臨床像を説明できること。
2．オリエンテーションにおいて病棟実習の方法、注意事項を理解する。
3．症例実習では、指導医、主治医と共に病歴聴取、診察を行い、診療活動に積極的に参加する。
4．教授回診では、患者紹介を行い身体所見の取り方や検査所見の評価方法を学ぶ。
5．カンファレンスでは、個々の症例から問題点を学び、その解決方法を習得する。
6．心エコーや心臓カテーテル検査、カテーテルアブレーション治療の適応・方法を学ぶ。
7． 事後学習として、上記の学んだことを実体験としてまとめ、国家試験や将来の臨床医としての心

構えとする。

成績評価および方法（Evaluation）
実習中は指導医が評価し、教授が総括において、ここの症例の臨床プロフィールの説明、治療経過
の説明、心電図・心エコーの判読、ここの症例の予後についてのコメントについて評価する。

診療チーム体制
病棟医長（あるいは助教以上スタッフ）－助手（主治医）－研修医－学生

循環器内科で学生が実施する医療行為について
共通部分に準じる

業務内容の特徴について
9 時 ～17 時以外にも担当患者の病状により必要な場合は主治医から呼び出しがある。

実習のための準備、携行品など

白衣、聴診器

その他の連絡事項
呼び出しに備え、常に連絡先を病棟に知らせておく。
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消化器内科

配属先
　施　設　名：福岡大学病院消化器内科 
　評価責任者：髙松　泰
　実施責任者：平井郁仁、田中　崇、久能宣昭
　連　絡　先：消化器内科医局 電 話：（092）801-1011（内線 3355）
  FAX：（092）874-2663

到達目標（Learning Outcome）
学生は診療チームに参加し、その一員として担当医と共に行動し、以下の項目に関して、医師にな
るための最低限の実践的な知識・技能・態度を身につけることを目標とする。
1．患者から病歴を的確に聴取でき、基本的な身体診察と臨床手技を実践する（B-1）
2．患者の病歴、診察所見から臨床推論ができ、診断に必要な検査を選択し、結果を解釈する（B-2）
3． POS（Problem-Oriented System）を用いて診療録を記載し、適切にプレゼンテーションする（B-5）
4．医師としての自尊心と向上心を持ち続けることができる（C-4）
5．患者と家族、後輩、同僚、多職種医療者を尊重できる（C-5）

コンピテンシー（学生の到達度を評価できる能力）（Competencies）

※FU-RIGHTのコンピテンス領域（ⅠからⅥ）ごとのコンピテンシーに対応
Ⅰ．プロフェッショナリズム

（1）医療者として法的責任、規則を遵守できる。（Ⅰ-1）
（2）他者を尊重し、利他的な態度で行動できる。（Ⅰ-3）
（3）患者の個人情報を遵守できる。（Ⅰ-4）
（4）患者と家族、後輩、同僚、多職種医療者を尊重できる。（Ⅰ-8）

Ⅱ．医学的知識
消化器疾患において以下の知識を習得し診療に応用できる。

（1）病因、構造と機能の異常（Ⅱ-4）
（2）診断、治療（Ⅱ-5）
（3）医療安全（Ⅱ-6）
（4）疫学、予防、公衆衛生（Ⅱ-7）
（5）保険・医療・福祉制度（Ⅱ-8）

Ⅲ．診療技術・患者ケア
（1）患者から病歴を的確に聴取できる。（Ⅲ-1）
（2）腹部の基本的な身体診察と基本的臨床手技を実践できる。（Ⅲ-2）
（3）患者の病歴、診察所見から臨床推論ができる。（Ⅲ-3）
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（4）以下に挙げる診断に必要な検査を選択し、結果を解釈できる。（Ⅲ-4）
肝予備能検査、肝炎ウイルス検査、自己免疫性肝疾患の検査、ヘリコバクターピロリ検査、
便検査（便潜血、便培養）、胸腹部レントゲン検査、腹部超音波検査、CT検査、MRI検査、
上下部内視鏡検査、消化管造影検査、肝生検、消化管生検

（5）頻度の高い消化器疾患について、EBMに基づいた診断、治療方針について説明できる。（Ⅲ-5）
（6） POS（Problem-Oriented System）を用いて診療録を記載し、適切にプレゼンテーション

ができる。（Ⅲ-7）
（7）患者に必要な病状説明、意思決定の場に参加できる。（Ⅲ-6）

Ⅳ．コミュニケーションとチーム医療
（1） 患者の個人的背景、文化、社会的背景を理解し、良好なコミュニケーションをとることが

できる。（Ⅳ-1）
（2） 多職種の医療チーム内で信頼関係を築き、患者中心の医療のために情報を共有し、説明伝

達ができる。（Ⅳ-2）
（3） 他の医療者に、手順を守り適切にコンサルテーションできる。（Ⅳ-3）
（4） 患者の医学情報を診療録に的確に記載し、医療チーム内で情報を共有できる。（Ⅳ-4）

Ⅴ．グローバルな視野と地域医療
（1） 消化器疾患患者をとりまく、医療制度、社会福祉制度を正しく理解した診療を実践できる。（Ⅴ-1）

Ⅵ．科学的探究心と自律学修能力
（1） 消化器疾患における最新の情報を収集し、論理的、批判的に評価し、正しく応用できる。（Ⅵ-1）
（2） 自己の到達目標を設定し、自ら学ぶ機会を持つことができる。（Ⅵ-4）

学習方略・事前事後学習の方法（Learning Strategies）
1． オリエンテーション終了後、学生担当から担当医の紹介を受ける。学生は診療チームの一員と

して診療を行う。
2． 担当医に密着して毎日担当患者の処置、状態の観察を行い、病歴、診察所見よりproblem listを

作成し、それに基づき鑑別診断を考える。担当医と共に治療計画の立案に参加する。
3． 患者が検査を受ける時は、検査室に同行し見学する。
4． 回診や診療グループ別カンファレンスの際は、担当医と共に受け持ち患者のプレゼンテーショ

ンを行う。
5． 担当患者への検査・治療の説明に立ち会い、内容によっては担当医と共に説明を行う。
6． 以下に示す検査・治療を見学する。

【当科にて見学可能な検査・治療】
腹部超音波検査、消化管透視・内視鏡検査（シミュレーター実習を含む）、超音波内視鏡検査、
ダブルバルーン小腸内視鏡検査、カプセル内視鏡検査、肝生検、肝腫瘍生検、エタノール注入
療法（PEIT）、経皮的ラジオ波焼灼術（RFA）、肝動脈化学塞栓術（TACE）、胸腹水穿刺、腹
水濾過濃縮再静注法（CART）、肝膿瘍穿刺、胆嚢穿刺、内視鏡的粘膜下層切除術（ESD）、内
視鏡的粘膜切除術（EMR）、炎症性腸疾患に対する治療、肝炎に対する治療、消化管出血に対
する緊急処置（内視鏡的止血術）、内視鏡的静脈瘤硬化療法（EIS）、内視鏡的静脈瘤結紮術

（EVL）、腸閉塞に対する治療（イレウス管挿入）など。
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7． 臨床実習中に実施が開始されるべき「基本的医行為」について、指導医より指導を受け実習期間
内に習得する。

成績評価および方法（Evaluation）
ͷҩྍ໘ऀױதͷ୲ؒظɺ࣮शଶΛνΣοΫ͢Δɻ࣮शگಋҩ͕ຖɺͦͷͷ࣮शঢ়ࢦ
ମNJOJ�$&9ධՁදΛ༻͍ͯɺࣝɺٕɺ࣮शଶΛධՁ͢Δɻྟচ࣮शதʹ࣮͕ࢪ։
ΕΔ࢝͞ ʮ͖جຊతҩߦҝʯʹ ͍ͭͯɺফԽثՊɾجຊతྟচखٕධՁදΛ༻͍ͯධՁ͢Δɻ

診療チーム体制
スタッフ（助教以上）－病棟主治医（助手）－学生

消化器内科で学生が習得可能な「基本的医行為」について
「医師養成の観点から医学生が実施する医行為の例示について」（医学部の臨床実習において実施可
能な医行為の研究）の「必須項目」（医師養成の観点から臨床実習中に実施が開始されるべき医行為）
より抜粋。
診察：診療記録記載、医療面接、バイタルサインチェック、診察法（腹部）、直腸診察（シミュレーター
を含む）
一般手技：皮膚消毒、胃管挿入（シミュレーターを含む）、注射（皮下・皮内・筋肉・静脈内）
検査手技：腹部超音波検査（シミュレーターを含む）、経皮的酸素飽和度モニタリング

業務内容の特徴について
9 時～17 時以外にも、担当患者の症状により必要な場合は主治医から呼び出しがある。

実習のための準備、携行品など

白衣、聴診器

その他の連絡事項
実習期間内に実施される医療安全・感染対策全体教育、消化器内科症例検討会、内科合同カンファ
レンスへの出席を義務とする。
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　　学籍番号：MM    　 氏名：   　　　　　　

　　実習期間：　　年　　　月　　　日～　　　年　　　月　　　日

実習を振り返って「1　経験なし、2　見学、3　手伝い、4　実践（指導医の直接監視が必要）、
5　実践（指導医の直接監視は不要）」のうち、どの段階であったかを記録する。以下は、消化
器内科で実施・見学可能な手技。※はシミュレーターの使用も可とする。

自己評価 指導医評価

1　2　3　4　5 1　2　3　4　5

診察

　1）診療記録記載（診療録作成） □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

　2）医療面接 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

　3）バイタルサインチェック □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

　4）診察法（腹部） □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

　5）直腸診察※ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

一般手技

　1）皮膚消毒 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

　2）胃管挿入※ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

　3）注射（皮下・皮内・筋肉・静脈内） □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

検査手技

　1）腹部超音波検査※ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

　2）経皮的酸素飽和度モニタリング □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

　　指導医のコメント：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指導医のサイン：

　　

�ফԽثՊ
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腎臓・膠原病内科

配属先
　施　設　名：福岡大学病院  腎臓・膠原病内科  
　評価責任者：髙松　泰
　実施責任者：升谷耕介、三宅勝久
　連　絡　先：腎臓・膠原病内科 電 話：（092）801-1011（内線 3374）

到達目標（Learning Outcome）
1．基本的医学知識に基づき、症例に関する情報を収集・分析できる。（B-1）
2．病歴を適格に聴取でき、適切な身体診察と臨床手技を実施できる。（B-1）
3．得られた情報をもとに、症例の問題点を抽出することができる。（B-2）
4．問題点をもとに、臨床推論を行い、鑑別診断を挙げることができる。（B-2）
5．感度と特異度を考慮した、診断、治療計画を立てることができる。（B-3）
6．科学的根拠に基づいた治療法と予後を理解できる。（B-3）
7．診療経過をSOAPで記載できる。（B-5）
8．症例の適切な要約を行い、状況に応じて提示ができる。（B-5）
9．多様な背景を有する患者の意思決定を尊重し、理解し、対応できる。（C-3）

10．患者とその家族、同僚、多職種医療者を尊重できる。（C-5）

コンピテンシー（学生の到達度を評価できる能力）（Competencies）
1．下の専門的検査法を適切に選択し実行を指示または依頼し、自ら結果を解釈できる。

腎臓病関連検査（検尿、血液生化学検査、尿生化学検査など）
膠原病関連検査（リウマトイド因子、抗核抗体、各種特異抗体、免疫グロブリン、補体など）

2．下の専門的検査法を、患者同意を確認した上で、適切に選択して実行を指示または依頼し専門
家の意見を参考にして結果を解釈できる。
胸写、心電図、（各部）CT、（各部）MRI、腎エコー検査、腎生検

3．下の専門的な治療法について必要性を判断し、適応を決定し、自ら実施または実行を依頼し、
結果を正しく評価できる。
食事の設定、食事指導、投薬（ステロイドホルモン、免疫抑制薬、経口糖尿病薬、降圧剤など）、
尿毒症症状に対する評価および治療、高カリウム血症時の緊急対応、ナトリウム、カルシウム、
リン、マグネシウムなどの電解質異常に対する薬剤投与量の決定、急性および慢性血液浄化療法

4．記録・伝達
カルテ・看護婦への指示簿に的確な記録ができる。治療方針などの変更が生じた場合は、看護
婦にもその旨を伝える。
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5． 態度・習慣（informed consentの場ヘの立ち会い）
各種検査の意義、必要性を患者さんへ説明する。
各種検査の指導医や主治医の結果説明を見学する。
予後不良の患者さんおよび家族に対する指導医や主治医の説明を見学する。

学習方略・事前事後学習の方法（Learning Strategies）
 1． 月曜日実習グループは病棟カンファレンス室に集まり、病棟主任より担当する患者をそれぞれ 1

人ずつ割り当てられ、その主治医を紹介される。
 2．主治医と担当する患者について話し合う。
 3．副主治医として患者と面接、診察する。
 4．病歴、診察所見から問題点を列挙する。
 5．診断確定のために必要な検査を列挙する。
 6．患者に合致する疾患を挙げ、その病態を理解する。
 7．診察グループの一員として患者の有する問題点の解決方法を考える。
 8． 回診時には、主治医に代わり､ 患者の病歴、現症、検査成所見を簡潔にまとめ、現在の問題点

とその解決策について回診者に報告する。
 9． 最終日の午後に自己の症例のまとめを責任者（教授）の前で報告し、グループの仲間とともに討

論を行う。
10． 学生は自分が担当した患者の疾患のみならず､ 同じグループの仲間達が持った患者の疾患につ

いてはおおよそを把握し、積極的に討論に参加する。

成績評価および方法（Evaluation）
学生の診察態度、技能は主治医、指導医の観察記録をもとに評価する。

診療チーム体制
病棟医長－助手（主治医）－研修医－学生

腎臓・膠原病内科で学生が実施する医療行為について
共通部分に準じる

業務内容の特徴について
9 時 ～17 時以外にも担当患者の病状により必要な場合は主治医から呼び出しがある。

実習のための準備、携行品など
白衣、聴診器

その他の連絡事項

呼び出しに備え、常に連絡先を病棟に知らせておく。

ਛଁɾݪපՊ
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脳神経内科

配属先
　施　設　名：福岡大学病院  脳神経内科 
　評価責任者：髙松　泰
　実施責任者：坪井義夫
　連　絡　先：脳神経内科医局 電 話：（092）801-1011（内線 3525）
  FAX：（092）865-7900

到達目標（Learning Outcome）
1． 病歴（主訴・現病歴・既往歴・家族歴）の聴取と神経学的診察を一人で行い、その所見などから

考えられる疾患と鑑別疾患を上げることが出来る。（B-2）
2．診断に至る検査および治療の計画を立案することが出来る。（B-2）

コンピテンシー（学生の到達度を評価できる能力）（Competencies）
1．病歴を聴取し順序だてて記述することができる。
2．神経学的診察を実行し、病的所見を一人で判断できる。
3．神経学的所見と病歴から、鑑別疾患を列挙することができる。
4．画像所見、神経整理、検査所見を説明することができる。
5．検査計画、治療計画を理解し、専門家と討議することができる。

学習方略・事前事後学習の方法（Learning Strategies）
1．講義（神経疾患の特徴）
2．学生同士による学習（神経学的診察）
3．臨床見学（髄液穿刺、神経伝導検査など）
4．臨床実習（神経学的診察、病歴聴取など）

成績評価および方法（Evaluation）
1．出席および授業態度：30 点
2．回診およびカンファレンスでのプレゼンテーション：30 点
3．課題提出および口頭試験：40 点

診療チーム体制
病棟医長－指導医－研修医－学生

脳神経内科で学生が実施する医療行為について
共通部分に準じる
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業務内容の特徴について
8 時 30 分～17 時以外にも担当患者の病状により必要な場合は主治医から呼び出しがある。

実習のための準備、携行品など

白衣、聴診器、ペンライト

その他の連絡事項
呼び出しに備え、常に連絡先を担当医に知らせておく。

ਆܦՊ
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内分泌・糖尿病内科

配属先
　施　設　名：福岡大学病院  内分泌・糖尿病内科 
　評価責任者：髙松　泰
　実施責任者：川浪大治
　連　絡　先：内分泌・糖尿病内科医局 電 話：（092）801-1011（内線 3645）
  FAX：（092）865-5163

到達目標（Learning Outcome）
＜診療の基本＞
　【問題志向型システムと臨床診断推論】
　　1．基本的診療知識に基づき、症例に関する情報を収集・分析できる。（B-2）
　　2．得られた情報をもとに、臨床推論ができ、その症例の問題点を抽出できる。（B-2）
　　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。（B-2）
　　4．主要疾患の症例に関して、診断・治療計画を立案できる。（B-3）
　【科学的根拠に基づいた医療】
　　5． 感度・特異度等を考慮して、EBM（Evidence-Based Medicine）に基づき必要十分な検査を

挙げることができる。（B-3）
　　6．科学的根拠に基づいた治療法を述べることができる。（B-3）
　【診療記録とプレゼンテーション】
　　7．適切に患者の情報を収集し、POMR＜問題志向型診療記録＞を作成できる。（B-2）
　　8．診療経過をSOAP（主観的所見・客観的所見・評価・計画）で記載できる。（B-5）
　　9．症例を適切に要約する習慣を身につけ、状況に応じて提示できる。（B-5）

＜診療法＞
　【基本事項】

　　10．患者の立場を尊重し、信頼を得ることができる。（C-2）
　　11．患者のプライバシー、羞恥心、苦痛に配慮し、個人情報を守秘できる。（C-2）
　　12．挨拶、身だしなみ、言葉遣い等に気を配ることができる。（C-5）
　【医療面接】

　　13．適切な身だしなみ、言葉遣い、礼儀正しい態度で患者に接することができる。（B-1）
　　14．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。（B-1）
　　15． 病歴（主訴、現病歴、既往歴、家族歴、社会歴、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。（B-2）
　　16．診察で得た所見、診断、必要な検査を説明、報告できる。（B-5）
　【全身状態とバイタルサイン】

　　17．身長・体重を測定し、BMIの算出、栄養状態を評価できる。（B-2）
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コンピテンシー（学生の到達度を評価できる能力）（Competencies）
1．糖尿病患者に対して、糖尿病性神経障害に関する診察を行い、神経障害の有無を評価できる。
2．甲状腺の診察および評価ができる。
3． 内分泌・糖尿病内科の専門領域である内分泌・代謝、糖尿病の病態について、医学的背景、診

断法、治療法、予後を述べることができる。
4． 以下の専門的検査法を適切に選択し実行を指示または依頼し、自ら結果を解釈できる。
　  糖尿病関連検査（75gOGTT、簡易自己血糖測定、血糖日内変動、HbA1c、グリコアルブミン

尿中CPR等）、低血糖関連検査、甲状腺機能検査、カルシウム－骨関連検査、視床下部－下垂体
－副腎・性腺機能検査

5． 以下の専門的検査法を、患者同意を確認した上で、適切に選択して実行を指示または依頼し、
専門家の意見を参考にして結果を解釈できる。胸写、心電図、（各部）CT、（各部）MRI、甲状
腺エコー検査、甲状腺エコー細胞診、頚部血管エコー検査、脈波伝導速度、ABI

6． 以下の専門的な治療法について必要性を判断し、適応を決定し、自ら実施または実行を依頼し、
結果を正しく評価できる。

　   食事カロリー量の設定、食事指導、運動両方の可否判断と指示、投薬（経口糖尿病薬、降圧剤、
抗血小板薬、ホルモン製剤など）、インスリン製剤やGLP-1 製剤の選択と投薬量決定、妊娠糖尿
病または糖尿病合併妊娠の血糖コントロール、周術期血糖コントロール、低血糖時の処置、糖
尿病性ケトアシドーシス時の急患対応、甲状腺クリーゼ時の緊急対応、高Ca血症性クリーゼ時
の緊急対応、副腎クリーゼ時の緊急対応

7．  記録・伝達
　   カルテ・看護師への指示簿に的確な記録ができる。
　   治療方針などの変更が生じた場合は、看護師にもその旨を伝えることができる。

8． 態度・習慣（informed consentの場への立ち会い）
　   各種検査の意義、必要性を患者さんへ説明することができる。
　   各種検査の指導医や主治医の結果説明に参加し、内容を理解できる。
　   予後不良の患者さんおよび家族に対する指導医や主治医の説明に参加し、内容を理解できる。

学習方略・事前事後学習の方法（Learning Strategies）
1．内分泌・糖尿病疾患（病院本館 7 階北）の診療を行う。
2． 主治医 1 人に学生が 2 人つき行動を共にする（クラークシップ）。また学生 5～6 人に 1 人指導医

がつく。
3． 学生は、副主治医としてまたはチームの一員として主治医と共に毎日受け持ち患者について、

問診、理学所見をとり、検査所見を検討し、主治医または指導医へ報告する。受け持ち患者の
治療、処置、検査説明、指導（自己血糖測定、インスリン自己注射、栄養指導）には必ず立ち会い、
できれば介助を行う。実習到達度チェックシートを学生が記載し、指導医の確認を得る。必ず
自分の名前のサインをし、（学生）と記し、さらに主治医または指導医のサインを得る。

4．  学生は、その日に学んだ症例をＭ３の授業に用いたテキストなどで復習する（60 分）。

ൻɾපՊ
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5．  第 3 週または第 4 週の月曜日：抄読会の時間帯に、病棟実習のなかで遭遇した興味ある症例に
ついて１例をまとめ、病歴、身体所見よりプロブレムリストを作成し、考察を行い、Power 
Pointを用いてスライドを作成し、簡潔に発表する（5 分～7 分間）。

　   レポート、Power Point共に考察には可能な限り多くの英文献（原著論文、症例報告など）を引
用して作成すること。文献検索は医師になってから求められる能力であり、学生時代から習慣
づける必要がある。英文献の引用は実習修了のための必須条件とする。学生は自分が担当した
患者の疾患のみならず、同じグループの学生が担当した患者についても積極的に討論に参加する。

6．  抄読会や薬剤説明会に参加し、最新の内分泌・糖尿病領域の知識を習得する。
7． 学外実習を予定

成績評価および方法（Evaluation）
指導医による学生の実習状況、態度、到達度の判定と第３週または第４週の月曜日に行われる症例
発表会での内容の充実度、および最終日の責任者（教授）による総括から判定する。

診療チーム体制
病棟医長－主治医－研修医－学生

内分泌・糖尿病内科で学生が実施する医療行為について
共通部分に準じる

業務内容の特徴について
9 時 ～17 時以外にも担当患者の病状により必要な場合は主治医から呼び出しがある。

実習のための準備、携行品など

白衣、聴診器

その他の連絡事項
呼び出しに備え、常に連絡先を診療チームの病棟医に知らせておく。
学外実習を 3 日予定している。

ൻɾපՊ
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呼吸器内科

配属先
　施　設　名：福岡大学病院  呼吸器内科 
　評価責任者：髙松　泰
　実施責任者：藤田昌樹、原田泰志
　連　絡　先：呼吸器内科医局 電 話：（092）801-1011（内線 3376）
  FAX：（092）865-6220

到達目標（Learning Outcome）
1．基本的診療知識に基づき、症例に関する情報を収集・分析し、問題点を抽出できる。（B-1）
2．病歴と身体所見等の情報を統合して、鑑別・診断ができる。（B-2）
3．感度・特異度等を考慮して、必要十分な検査を挙げることができる。（B-2）
4．担当症例に関して、具体的な診断・治療計画を立案できる。（B-3）
5．科学的根拠に基づいた治療法を挙げ、予後予測をすることができる。（B-5）

コンピテンシー（学生の到達度を評価できる能力）（Competencies）
1．診療チームに加わり、臨床現場に参加することができる。
2．病歴を聴取し、身体所見を把握し、鑑別診断を列記することができる。
3．毎日の症状経過をカルテに記述し、週次サマリーを作成することができる。
4．カンファレンスで受け持ち症例をプレゼンテーションすることができる。
5．臨床検査成績を解析・評価し、担当医と討議することができる。
6．胸部画像の読影を行い、鑑別診断を列挙することができる。
7．呼吸機能検査・動脈血液ガス分析所見とその推移から病態を説明することができる。
8．気管支鏡、胸腔ドレナージを見学し、シミュレーターで訓練することができる。
9．各種検査の意義、必要性を患者に説明することができる。

10．治療法の実際について、その必要性と適応を判断することができる。
11．研究会・学会形式のスライド発表を行うことができる。

学習方略・事前事後学習の方法（Learning Strategies）
1．病棟実習（グループ回診、教授回診、病歴聴取、身体診察、採血・気管支鏡・胸腔ドレナージ見学）
2．シミュレーター実習：気管支鏡、胸腔ドレナージ、気管内挿管
3．カンファレンス（担当症例のプレゼンテーション）
4．自己・学生同士による学習
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成績評価および方法（Evaluation）
1．出席および実習態度
2．実地試験：担当症例のプレゼンテーション
3．口頭試験：担当症例に関する質疑応答
※自己評価および 1～3 による総合評価を行う

診療チーム体制
病棟医長または教員－助手（主治医）－研修医－学生

呼吸器内科で学生が実施する医療行為について
共通部分に準じる

業務内容の特徴について
9 時 ～17 時以外にも担当患者の病状により必要な場合は主治医から呼び出しがある。

実習のための準備、携行品など

白衣、聴診器

その他の連絡事項
呼び出しに備え、常に連絡先を病棟に知らせておく。
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消化器外科

配属先
　施　設　名：福岡大学病院  消化器外科 
　評価責任者：髙松　泰
　実施責任者：長谷川傑、塩飽洋生、山田哲平
　連　絡　先：消化器外科医局 電 話：（092）801-1011（内線 3425）

到達目標（Learning Outcome）
1．消化器外科の診療、研究に国際的視野を持ち、情報収集と発信できる。（A-5）
2．消化器外科の診療に関連する基本手技の技能を習得する。（B-1）
3．消化器外科疾患の患者についてEBMに基づいた診断・治療方針について説明できる。（B-3）
4．消化器外科患者の安全と感染防止を十分に理解し、チームの一員として診療に参加できる。（B-4）
5．消化器外科の患者に対して生命倫理に基づいた適切な診療態度を身につける。（C-1）
6．多様な背景をもつ消化器疾患患者の意思決定を理解し対応できる。（C-3）

コンピテンシー（学生の到達度を評価できる能力）（Competencies）
1．  以下の専門的検査法について、適切に選択し患者同意を確認した上で実行し、専門家の意見を

参考にして結果を解釈し発表できる。
  1）血液生化学検査（腫瘍マーカーを含む）
  2）単純レントゲン検査、Ｘ線透視検査
  3）消化管内視鏡検査、ERCP
  4）腹部エコー検査、CT検査、MRI検査

2．  術前検査の結果から患者の病態を把握し、全身状態の評価と合わせて自ら手術適応を判断できる。
3．  以下の専門的治療法について、その適応と合併症について正しく理解し、自ら実施を依頼し結

果を正しく評価し発表できる。
  1）上部消化管・下部消化管・肝胆膵腫瘍に対する標準的外科治療
  2）消化器癌に対する抗がん剤治療、放射線治療などの集学的治療
  3）消化器癌の患者に対する緩和医療（疼痛管理・呼吸管理・胸水・腹水の処置など）
  4）消化器疾患に対する内視鏡治療（EST、ステント留置、POEM、EMR、ESDなど）
  5）腹部救急疾患に対する外科治療
  6）外科的感染症に対する抗菌薬治療
4．  外科治療後の生体反応や合併症を正しく理解し、自らその管理や対処法を実践し、結果を解釈

し発表できる。
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学習方略・事前事後学習の方法（Learning Strategies）
1．   研修中は上部消化管・下部消化管・肝胆膵・内視鏡治療の 4 チームのいずれかに配属され、ベッ

ドサイドにて指導医と共に行動し、患者の診察・処置・説明・手術・術後管理などについて実
習する。

2．  上記各分野につき理解を深めるため、各領域の専門的講義、自己・学生同士による学習などを
活用する。

3．  消化器外科にて学生が実施・介助・見学する医療行為は以下の通りである。
  1）指導医の指導・監視の下で実施するもの
　　診断・治療計画立案、診療録作成、症例プレゼンテーション
　　清潔操作、ガウンテクニック、縫合、抜糸、消毒、ガーゼ交換
　　医療面接、バイタルサインの測定、直腸診察
  2）指導医が実施するのを介助、見学する
　　手術、術前・術中・術後管理

成績評価および方法（Evaluation）
1．  専門的な知識の習得に関する評価については、学生のプレゼンテーション、自己評価、口頭試

問などにより行う。
2．  実技の技能習得に関しては、指導医の観察の下に評価される。合わせて出席や実習の態度によっ

ても評価する。

診療チーム体制
臓器別チームリーダー（講師以上）－助教－助手－研修医－学生

消化器外科で学生が実施する医療行為について
共通部分に準じる

業務内容の特徴について
9 時 ～17 時以外にもカンファレンスや担当患者の病状により必要な場合は主治医から呼び出しがある。

実習のための準備、携行品など

白衣、聴診器、筆記用具

その他の連絡事項
呼び出しに備え、常に連絡先を病棟に知らせておく。
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呼吸器・乳腺内分泌・小児外科

配属先
　施　設　名：福岡大学病院  呼吸器・乳腺内分泌・小児外科 
　評価責任者：髙松　泰
　実施責任者：岩﨑昭憲
　連　絡　先：呼吸器・乳腺内分泌・小児外科医局　　　　電 話：（092）801-1011（内線 3435）
      　　　 　　　FAX：（092）865-5163

到達目標（Learning Outcome）
呼吸器・乳腺内分泌・小児外科 領域の疾患について、病因・診断・治療・予後を述べる事が出来る。（B-2）

コンピテンシー（学生の到達度を評価できる能力）（Competencies）
以下の専門的検査を適切に選択し、結果を自ら解決できる。
　【呼吸器】胸部レントゲン、CT検査、気管支鏡検査、PET検査
　【乳腺内分泌】マンモグラフィー、エコー、MRI、甲状腺エコー
　【小児外科】胸・腹部レントゲン、CT検査、各種造影検査
各種専門的な疾患に対して適切に治療法を選択、適応の判断ができる。

学習方略・事前事後学習の方法（Learning Strategies）
教官と一緒に受け持ち患者の診察を行い、治療に参加する。
カンファレンス等で適切にプレゼンテーションが出来る様にする。

成績評価および方法（Evaluation）
担当教官が、実習態度・積極性・自己問題解決能力・コミュニケーション能力を総合的に評価（観察
記録）する。

診療チーム体制
病棟医長－助手（主治医）－研修医－学生

呼吸器・乳腺内分泌・小児外科で学生が実施する医療行為について
共通部分に準じる

業務内容の特徴について
9 時 ～17 時以外にも担当患者の病状により必要な場合は主治医から呼び出しがある。
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実習のための準備、携行品など

白衣、聴診器

その他の連絡事項
呼び出しに備え、常に連絡先を病棟に知らせておく。
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救命救急センター

配属先
　施　設　名：福岡大学病院  救命救急センター 
　評価責任者：髙松　泰
　実施責任者：岩朝光利、喜多村泰輔
　連　絡　先：救命救急センター医局 電 話：（092）801-1011（内線 2926）
  FAX：（092）862-8330

到達目標（Learning Outcome）
　救命センター・ICUにおいて：

1． 自己の到達目標を設定し、自ら学ぶ機会を持つことができる。（A-4）
2． 診療、研究に国際的視野をもち、情報収集と発信ができる。（A-5）
3． 患者から病歴を的確に聴取でき、基本的な身体診察と臨床手技を実践できる。（B-1）
4． 患者の病歴、診察所見から臨床推論ができ、診断に必要な検査を選択し、結果を解釈できる。（B-2）
5． 頻度の高い疾患について、EBM（Evidence-Based Medicine）に基づいた診断、治療方針につい

て説明できる。（B-3）
6．  患者の安全と感染防止を十分に理解し、チームの一員として診療に参加できる。（B-4）
7． POS（Problem-Oriented System）を用いて診療録を記録し、カンファランスで適切にプレゼン

テーションができる。（B-5）
8． 生命倫理に基づいた医療、研究を遂行できる。（C-1）
9． 他者を尊重し、利他的な態度で行動でき、患者の個人情報保護を遵守できる。（C-2）

10． 多様な背景を持つ患者の意思決定を理解し対応できる。（C-3）
11． 医師としての自尊心と向上心を持ち続けることができる。（C-4）
12． 患者と家族、後輩、同僚、他職種医療者を尊法できる。（C-5）

コンピテンシー（学生の到達度を評価できる能力）（Competencies）
1．全身の診察（視診、打診、触診、聴診）ができる。
2． 12 誘導心電図を自ら施行し所見を読む。
3．画像診断（超音波、各種内視鏡、エックス線、CT、MRI、血管造影など）の見学を行う。
4．血管確保（末梢静脈、中心静脈、動脈） の見学を行う。
5． 看護的業務 （体位交換、おむつ交換、移送） を行う。
6．局所麻酔と縫合処置の介助もしくは見学を行う。
7．処置・手術の助手を行う。
8． バッグバルブマスクによる人工呼吸を行う。
9．気管挿管とその確認を行う。

10． 効果的な胸骨圧迫ができる。
11． 電気的除細動を行う。
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12．  医療チームの一員として基本的患者管理を実践し、他の医療スタッフに治療経過を簡潔かつ的
確に説明し記録できる。

13． 態度・習慣（informed consentの場ヘの立ち会い）
　　 患者および家族に対する指導医や主治医の説明を見学する。

学習方略・事前事後学習の方法（Learning Strategies）
1．オリエンテーション

救命救急センターにおける基本原則、救急患者受け入れおよび運営の実際につき説明する。
2．重症患者管理

  1）クリニカルクラークシップ制を採る。
  2） 毎朝主治医とともに回診し、担当する重症患者の問題点を重症患者管理シートに列挙し、治

療計画を立てカンファレンスでプレゼンテーションする。
  3）主治医とともに重症症例の治療にあたる。
  4） ティーチングスタッフを交え、イブニングディスカッションでその日の評価をする。

3．グループディスカッション
  1）ティーチングスタッフとともに､ 提起されたテーマについてディスカッションを行う。

成績評価および方法（Evaluation）
評価は実習態度により判定する。

診療チーム体制
専門別チームのいずれかに属し、チームの 1 員として診療にあたる。

救命救急センターで学生が実施する医療行為について
共通部分に準じる

業務内容の特徴について
毎朝、担当する重症患者の問題点を重症患者管理シートに列挙し、治療計画を立て、8：30 からの
カンファレンスでプレゼンテーションする。
実習中 1 回以上の当直を行う。

実習のための準備、携行品など
行動しやすく清潔な上履き

その他の連絡事項
救命救急センターを離れないこと。
※希望者は福岡赤十字病院救急部への実習も可能です。
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産婦人科

配属先
　施　設　名：福岡大学病院  産婦人科 
　評価責任者：髙松　泰
　実施責任者：宮本新吾
　連　絡　先：産婦人科医局 電 話：（092）801-1011（内線 3505）
  FAX：（092）865-4114

到達目標（Learning Outcome）
1． 自己の到達目標を設定し、自ら学ぶ機会を持つことができる。（A-4）
2．診療、研究に国際的視野を持ち、情報収拾と発信ができる。（A-5）
3．患者から病歴を的確に聴取でき、基本的な身体診察と臨床手技を実践できる。（B-1）
4． 患者の病歴、診察所見から臨床推論ができ、診断に必要な検査を選択し、結果を解釈できる。（B-2）
5． 頻度の高い疾患について、EBM（Evidence-Based Medicine） に基づいた診断、治療方針につい

て説明できる。（B-3）
6． 患者の安全と感染防止を十分に理解し、チームの一員として診療に参加できる。（B-4）
7． POS （Problem-Oriented System）を用いて診療録を記載し、カンファレンスで適切にプレゼン

テーションできる。（B-5）
8． 生命倫理に基づいた医療、研究を遂行できる。（C-1）
9． 他者を尊重し、利他的な態度で行動でき、患者の個人情報保護を遵守できる。（C-2）

10． 医師としての自尊心と向上心を持ち続けることができる。（C-4）

コンピテンシー（学生の到達度を評価できる能力）（Competencies）
1．以下の専門的検査を適切に選択し実行を指示依頼し、自ら結果を解釈する。
   1）産婦人科診察；内診・腟鏡診・コルポスコピー・経腟超音波検査・経腹超音波検査
   2） 産婦人科関連検査；血液検査（内分泌検査・腫瘍マーカー検査など）・細胞診・組織診・心電

図・胸部X線撮影・子宮卵管造影検査・CT検査・腹部MRI検査・PET-CT検査・胎児心拍数
陣痛図モニター・羊水穿刺

2． 以下の専門的な治療法について必要性を判断し適応を決定し、自ら実施または実行を依頼し、
結果を正しく評価できる。

   1） 婦人科腫瘍；手術療法、化学療法、放射線療法などの治療法
   2）周産期；薬物療法の選択、分娩時期及び分娩方法の決定、胎児治療
   3）生殖内分泌；不妊・思春期・更年期に則した内分泌治療薬剤の選択
3．プレゼンテーション能力を獲得する。

各症例検討会や回診での各々の症例のまとめを発表し、複数の医師と一緒に患者把握及び診療
確認を行う。患者の問題点を抽出し、提起された問題の対策・検討を行う。
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4． 指示及び診療記事を的確に記録する。決定した治療方針を医療チームに伝え把握する。患者の
疾患及び治療に対する受け止め方など医師及びパラメディカルのチーム内で連携をとる。

5． 態度・習慣（informed consentの場への立ち会い）
各種検査の意義、必要性を患者へ説明する。担当医による各種検査の結果説明や患者及び家族
への病状説明を見学する。

学習方略・事前事後学習の方法（Learning Strategies）
クリニカルクラークシップによる臨床実習を中心に、これまで学んできた知識を再確認する。

成績評価および方法（Evaluation）
小テストにより必須知識の習得を評価した上で、技能、態度を総合的に評価する。

診療チーム体制
病棟医長－副病棟医長－助手（主治医）－研修医（主治医）－学生

産婦人科で学生が実施する医療行為について
入院及び外来患者に対する実習となる。

業務内容の特徴について
産婦人科では内診や経腟超音波検査など患者にとって羞恥心を伴う検査がある。診察につく場合は
必ず担当医の指示のもとに動き、患者さんに最大限の配慮を行う。

実習のための準備、携行品など

白衣、心構え

その他の連絡事項
『産直』に関して、現在は任意で行っている。陣痛や分娩は夜間になることが多く、分娩の見学実習
を行うために夜間泊まり込むことがある。希望がある場合は病棟医長（もしくは副病棟医長）に相談
する。呼び出しに備え、連絡先を病棟に伝えておく。
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小児科

配属先
　施　設　名：福岡大学病院  小児科 
　評価責任者：髙松　泰
　実施責任者：廣瀬伸一
　連　絡　先：小児科医局 電 話：（092）801-1011（内線 3396）
  FAX：（092）863-1970

到達目標（Learning Outcome）
1． M4、M5 で習得、経験した小児医学を通じて、自己の到達目標を設定し、自ら学ぶ機会を持つ

ことができる。（A-4）
2． 診療、研究に国際的視野を持ち、情報収集と発信ができる。（A-5）
3． 患者およびその保護者から病歴を的確に聴取でき、 基本的な身体診察と臨床手技を実践できる。（B-1）
4． 患者の病歴、診察所見から臨床推論ができ、診断に必要な検査を選択し、結果を解釈できる。（B-2）
5． 重要な小児疾患について、EBM（Evidence-Based Medicine）に基づいた診断、治療、方針につ

いて説明できる。（B-3）
6． 患者の安全と感染防止を十分に理解し、チームの一員として診療に参加できる。（B-4）
7． POS （Problem-Oriented System）を用いて診療録を記載し、カンファランスで適切にプレゼン

テーションができる。（B-5）
8． 生命倫理に基づいた医療、研究を遂行できる。（C-1）
9． 小児診療を実践するにあたり、常に患者家族の立場にたった他者の尊重、利他的な態度・行動、

患者の個人情報保護の遵守を習得できる。（C-2）
10． 多様な背景をもつ患者およびその保護者の意思決定を理解し対応できる。（C-3）
11． 医師としての自尊心と向上心を持ち続けることができる。（C-4）
12． 患者と家族、後輩、同僚、他職種医療者を尊重できる。（C-5）

コンピテンシー（学生の到達度を評価できる能力）（Competencies）
1． 小児期特有の疾患と正常な発育・発達を理解する。
2． 患者および家族から必要な情報を聴取できる。
3． 検査結果を小児の正常値を考慮して解釈できる。
4． 聴取した情報と診察所見から、プロブレムリストを作成し、鑑別疾患、診断に必要な検査計画

を立てることができる。
5． 患者の病態を把握し、適切な治療方針を立てることができる。
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学習方略・事前事後学習の方法（Learning Strategies）
1．各診療グループに配属され、医療チームの一員として指導医・主治医と行動をともにする。
2．グループ回診に参加し、病歴聴取、診察、検査を行う。
3．患者の治療方針をチームの一員として検討する。
4．小児科のすべてのカンファレンスに参加する。

成績評価および方法（Evaluation）
出席および参加態度で評価する。評価者は担当医、病棟医長、部長が行う。

診療チーム体制
病棟医長－指導医－主治医-臨床研修医－Ｍ 6 －Ｍ 5
多職種連携（看護士、臨床心理士、保育士、チャイルドライフ・スペシャリスト）

小児科で学生が実施する医療行為について
共通部分に準じる

業務内容の特徴について
18 時もしくは 19 時からのカンファレンスに参加する。
実習期間中に当直医師と共に当直業務を実習する。

実習のための準備、携帯品など
白衣、クリニカルクラークシップⅡシラバス、標準小児科学（医学書院）､ ベッドサイドの小児の診
かた（南山堂）

その他の連絡事項
やむを得ない事情により欠席または遅刻する場合、病棟を離れる場合には必ず病棟医長もしくはチー
ムの医師に連絡する。
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精神神経科

配属先
　施　設　名：福岡大学病院  精神神経科 
　評価責任者：髙松　泰
　実施責任者：川嵜弘詔
　連　絡　先：精神科医局 電 話：（092）801-1011（内線 3385）
  FAX：（092）865-5163

到達目標（Learning Outcome）
1．一般臨床において、不安を持つ患者に対する医師の基本姿勢を身につける。（B-1）
2．疾病を持つことで、健康及び普通の日常生活を失った患者の人間的悲しみを理解する。（B-1）
3．精神神経科医の立場から、患者の精神病理を理解する。（B-2）

コンピテンシー（学生の到達度を評価できる能力）（Competencies）
1．不安をもつ患者の人間性や、その精神病理性を理解し、説明できる。
2．精神神経科領域の主要疾患の概略を説明できる。
3． 精神神経科における各種治療の目標、方法その評価法（向精神薬の作用と副作用を含む）を理解

し、説明できる。
4．リエゾン精神医学的サービスの意義および現状を理解し、説明できる。
5．記録・伝達：適切な症状・病態像把握とその説明、記載ができる。
6． 態度・習慣（informed consentの場への立ち会い）：診療チームの一員として、精神科病棟・外来

診療・デイケア・外来作業療法・リエゾンチーム（一般リエゾン、緩和ケア、救急・自殺予防）
の診療活動に積極的に参加する。

学習方略・事前事後学習の方法（Learning Strategies）
担当患者との医療面接、症例プレゼンテーション、体験実習（作業療法、デイケア）､ 外来診察実習

（予診取り・プレゼンテーション）、リエゾン見学、地域医療実習

成績評価および方法（Evaluation）
Ｆ観察記録による（出席、実習態度、症例プレゼンテーション、自己評価）

診療チーム体制
病棟－外来の各診療チーム　上級医－指導医－研修医－学生
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精神神経科で学生が実施する医療行為について 
共通部分に準じる
その他、一部の心理検査・面接を実施する。

業務内容の特徴について
基本的に 8 時 20 分～17 時の時間帯での業務が基本となるが、希望があれば夜間の業務の見学が可能
である。不穏患者への対応についても可能な範囲で参加・見学が求められる。

実習のための準備、携行品など

白衣、運動が可能な服

その他の連絡事項
特になし
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放射線科

配属先
　施　設　名：福岡大学病院  放射線科 
　評価責任者：髙松　泰
　実施責任者：吉満研吾
　連　絡　先：放射線科医局 電 話：（092）801-1011（内線 3415）
  FAX：（092）864-6652

到達目標（Learning Outcome）
1． 放射線診断学、IVR、放射線治療学、核医学の各部門でこれらに関する基礎医学、放射線科学的

実地応用に至るまでを理解する。（A-4）
2．  【検査手技】X線撮影、CT、MRI、核医学検査を見学し、介助する。（C-2）

コンピテンシー（学生の到達度を評価できる能力）（Competencies）
1．  CT、MRI、RIなどの種々の画像検査法の適応を実際の内容を把握し、代表的疾患の各種画像所

見を理解できる。
2．  IVR、放射線治療の適応と必要性を把握し、各種治療技術の知識を得ることができる。
3． 対象患者の臨床的問題点を理解し、検討・解決する能力を身につけることができる。
4．  記録・伝達

病態を的確に判断し、レポートやカルテに記載できる。
カルテ・看護師への指示簿に的確な記載ができる。

5．  態度・習慣（informed consentの場面への立ち会い）
各放射線検査、治療の意義、必要性、副作用を理解できる。
各検査、治療の結果説明を理解できる。

学習方略・事前事後学習の方法（Learning Strategies）
1． 放射線管理

1） 放射線管理区域内外の放射線量を測定し放射線管理、自然放射線について理解する。
2． 放射線診断

1） 指導医のもとに放射線診断装置、付属装置および検査を見学し理解する。
2） 沢山の画像を見て、人体の正常解剖を理解する。
3） CT、MRI、超音波、消化管造影等の各検査における各種疾患の典型画像を理解する。

3．IVR
1）  指導医のもと検査チームの一員として患者搬入から手洗い、術衣着用、検査、止血の補助まで

行う。
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4．放射線治療
1） 放射線治療装置、付属装置および治療を見学する。
2） 指導医のもとに放射線治療計画を見学し照射法について理解する。

5．核医学
1） 非密封線源（RI）の管理、取扱い、防護について理解する。
2） 体外計測装置、付属装置および検査を見学する。
3） 各シンチグラムの典型画像を理解する。

成績評価および方法（Evaluation）
学生の実習態度、知識、考察力等を各担当医が相談し 4 段階評価を行う。

診療チーム体制
病棟医長－指導医・主治医－学生

放射線科で学生が実施する医療行為について
共通部分に準ずる

業務内容の特徴について
9 時 ～17 時以外にも緊急IVRや担当患者の病状により必要な場合は、指導医または主治医から呼び
出しがある。

実習のための準備、携行品など
白衣、聴診器

その他の連絡事項
1．呼び出しに備え、常に連絡先を指導医、病棟に知らせておく。
2．遅刻・欠席する場合は、必ず連絡を入れること。（医局　内線 3415）

์ࣹઢՊ
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麻酔科

配属先
　施　設　名：福岡大学病院  麻酔科 
　評価責任者：髙松　泰
　実施責任者：秋吉浩三郎、重松研二（手術部）
　連　絡　先：麻酔科医局 電 話：（092）801-1011（内線 3515）

到達目標（Learning Outcome）
1． 自己の到達目標を設定し、自ら学ぶ機会を持つ。（A-4）
2． 医療における麻酔科の役割を理解する。（A-5）
3． 術前患者の病歴を的確に聴取でき、基本的な身体診察を実践できる。（B-1）
4． 術前患者の病歴、診察所見から臨床推論ができ、診断に必要な検査を選択し、結果を解釈できる。（B-2）
5． EBM（Evidence-Based Medicine）に基づいた診断、治療方針について説明出来る。（B-3）
6． 患者の安全と感染防止を理解し、チームの一員として診療に参加できる。（B-4）
7． POS（Problem-Oriented System）を用いて麻酔診療録を記載し、カンファレンスで適切にプレ

ゼンテーションができる。（B-5）
8． 生命倫理に基づいた医療、研究を追考できる。（C-1）
9． 他者を尊重し、利他的な態度で行動でき、患者の個人情報保護を遵守できる。（C-2）

10． 多様な背景をもつ患者の意志決定を理解し対応ができる。（C-3）
11． 医師としての自尊心と向上心を持ち続けることができる。（C-4）
12． 患者と家族、後輩、同僚、多職種医療者を尊重できる。（C-5）

コンピテンシー（学生の到達度を評価できる能力）（Competencies）
1． 麻酔の概念、全身麻酔の種類と麻酔時の生体反応を説明できる。
2． バイタルサインの意義とモニタリングの方法について説明できる。
3． 気道確保、気管挿管・抜管を概説できる。
4． 呼吸管理、循環管理、体液・代謝管理について説明できる。
5． 局所麻酔、末梢神経ブロック、脊髄くも膜下麻酔、硬膜外麻酔について概説できる。
6． 悪性高熱症を概説できる。
7． 慢性疼痛を説明できる。
8． 癌性疼痛コントロールの適応と問題点を説明できる。
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学習方略・事前事後学習の方法（Learning Strategies）
1． オリエンテーション

手術室に感染対策を含めた運営について説明する。
2． グループ討議

「バイタルサイン」「気道確保」「呼吸管理」「循環管理」「輸液・輸血」「血液凝固」「緩和ケア」「手
術室環境」「ICU」「ペインクリニック」

3． 実習
「生体情報モニタリング（バイタルサイン）」「人工呼吸管理」「気管挿管」「硬膜外麻酔」「末梢神
経ブロック」を臨床実習、臨床見学、体験実習、シミュレーション教育により行なう。

4． 麻酔症例
担当麻酔科医と手術患者の術前、術中、術後管理を体験する。
術前管理： 担当麻酔科医と共に術前患者を診察し、術前準備の実際について学ぶ。問題点があ

る場合にはその具体的な解決法を検討し、指導医と共に解決をはかる。
術中管理： 各種麻酔手技の実際を見学すると共に術中の呼吸、循環管理、術中モニターの使用

とデーターの解釈、救急薬品の使用の実際について観察体験する。
術後管理：手術部回復室、病棟において術後患者の急性期の術後痛管理の実際を体験する。

5． ペインクリニック・緩和ケア見学
ペインクリニックにおいて慢性疼痛患者診療の実際を見学する。
緩和ケアのカンファレンスに参加し、患者回診に参加する。

6． 症例検討
麻酔症例実習において術前評価した症例を、カンファレンスで発表する。

成績評価および方法（Evaluation）
1．各担当医は学生評価表（別紙）に基づき評価し実施責任者へ提出する。
2．評価基準は出席、授業態度、プレゼンテーション、口頭試験により行なう。
3．各学生は自己評価表（別紙）に基づき、自己評価し提出する。

教科書
M4 で配布し使用した教科書

参考書
Miller’s Anesthesia　ガイトン生理学

診療チーム体制
担当麻酔科医－学生

麻酔科で学生が実施する医療行為について
指導医の監視のもとに実施が許容されるもの
術前診察、麻酔記録の記載、気道確保、人工呼吸、末梢静脈確保、胃管挿入、超音波検査

ຑਲՊ
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業務内容の特徴について
8 時～17 時以外にも必要な場合は上級医から呼び出しがある。

実習のための準備、携行品など

白衣、聴診
 

その他の連絡事項　
呼び出しに備え、常に連絡先を上級医に知らせておく。
※院外実習
福岡大学筑紫病院、福岡赤十字病院のいずれかの施設で、2 日間の実習を行う。

ຑਲՊ
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整形外科

配属先
　施　設　名：福岡大学病院  整形外科 
　評価責任者：髙松　泰
　実施責任者：山本卓明・萩尾友宣
　連　絡　先：整形外科医局 電 話：（092）801-1011（内線 3465）
  FAX：（092）864-9055

到達目標（Learning Outcome）
基本的な整形外科診察法を修得する。卒業後、医師として必要な整形外科的知識や処置の実際につ
いて理解する。
1．臨床医学の基礎となる医療面接の手順を身につける。（B-1）
2．四肢、脊柱の身体診察法を身につける。（B-1）
3．医療面接と身体診察によって得られた情報により、必要な検査を選択する。（B-2）
4． 医療面接、理学的所見、各検査所見より、EBM（Evidence-Based Medicine）に基づいた診断、

治療方針について説明できる。（B-3）
5． 外来での関節穿刺など、簡便な処置に参加する。（B-4）
6． 外傷（骨折、脱臼等）の初期治療を理解する。（B-4）
7． 手術室での清潔の意義を認識し、手術の実際を理解する。（B-4）
8． 患者の病歴、診察所見および検査結果を理解し、カンファレンスでプレゼンテーションができる。（B-5）

コンピテンシー（学生の到達度を評価できる能力）（Competencies）
1．医療面接

　現病歴、既往歴、職業歴、生活歴など基本的な患者情報を聴取できる。
2．診察法

　1） 体型、姿勢、脊柱の弯曲変形、四肢の変形、肢位、変形、動作異常、筋萎縮、発赤、腫脹、
皮下出血を視診できる。

　2） 熱感の触知、圧痛の有無を確認できる。関節可動域測定、徒手筋力検査、感覚検査、四肢・
体幹反射検査、ジャクソンテスト、スパーリングテスト、SLRテスト、FNSTテスト、膝蓋
跳動、上下肢長測定、上下肢周囲径測定ができる。

3．基本的臨床手技
　［一般手技］
　1） 骨折・靱帯損傷に対し、ギプス固定、シーネ固定、三角巾固定ができる。
　2） 松葉杖の使用法を説明できる。
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　［外科手技］
　1）  手術や手技のための手洗いができる。
　2） 手術室におけるガウンテクニックができる。
　3） 清潔操作を実施できる。
　4） 創処置（縫合を含む）ができる。

学習方略・事前事後学習の方法（Learning Strategies）
1． 各自、入院患者を 1 名担当させる。外来カルテより患者情報を読み取らせ、担当医とともに身

体診察を行わせる。検査所見と合わせ鑑別診断を挙げさせ、改めて確定診断を述べさせその根
拠を提示させる。治療方法を列挙させ、手術治療が選択された理由について述べさせる。周術
期管理について学ばせる。手術に際し手洗いを行い、手術を見学させる。ただし、執刀医の許
可があればガウンを着用し手術に参加させる。リハビリテーションについて学ばせる。レポー
トを作成する過程で文献を検索し得る方法を学ばせ、当科の治療と他の治療の同じ点や相違点
について考察させる。レポートを提出させる。

2． 病棟回診で患者が装着している頸椎カラーや腰椎コルセット、膝装具などの装具、深部静脈血
栓症予防のための弾性ストッキングやフットポンプなどを実際に見せ、役割について説明する。

3． カンファレンスに参加させ、国家試験での出題が予測される疾患について特にわかりやすく説
明する。担当症例のプレゼンテーションを行わせる。

4． 外来診察を見学し医療面接の方法を学ばせる。各部位の身体診察方法を見学させ、患者および
担当医の許可があれば実際に診察を行わせる。関節穿刺やギプスシーネ固定、筋電図検査、脊
髄造影検査などの処置がある場合は見学させ、場合により参加させる。

5． 各部位別の講義では、診断のためのポイント、一般的に選択される治療方針について国家試験
問題を交えて行う。

6． 学生指導担当医が主要疾患の画像（単純エックス線、CT、MRI）を提示し、各自に読影させる。
7． 手術見学では手洗い、ガウン着用を行わせる。清潔野確保の方法、実際の手術器具、手術を見

せる。場合により前述のとおり参加させる。

成績評価および方法（Evaluation）
各担当医に評価表を用いて評価させる。

診療チーム体制
スタッフ（股関節、肩関節、膝関節、足関節、手関節、腫瘍、リウマチ、脊椎の各疾患に専任スタッ
フがいる）－助手（主治医）－研修医－学生

整形外科で学生が実施する医療行為
共通部分に準じる

ܗ֎Պ
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業務内容の特徴について
9 時～17 時までとする。ただし、担当患者の病状、検査、手術実施時間等により必要な場合は主治
医から呼び出しがある。

実習のための準備、携行品など
白衣
白衣を着用すること

その他の連絡事項
呼び出しに備えて、常に連絡先を病棟に知らせておくこと。
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心臓血管外科

配属先
　施　設　名：福岡大学病院  心臓血管外科 
　評価責任者：髙松　泰
　実施責任者：和田秀一
　連　絡　先：心臓血管外科医局 電 話：（092）801-1011（内線 3455）
  FAX：（092）873-2411

到達目標（Learning Outcome）
1．心臓手術に必要なモニターを述べ、その異常値を説明することができる。（B-2）
2．下肢動脈および静脈の病変を指摘し、その検査法と治療法を述べることができる。（B-2）
3．心臓手術の適応を列記して、その治療法を説明することができる。（B-3）
4．緊急手術が必要な心疾患を列記して、その理由と治療法を説明することができる。（B-3）
5．手術室での清潔区域を説明することができ、その使用方法を述べることができる。（B-4）

コンピテンシー（学生の到達度を評価できる能力）（Competencies）
1．清潔操作・手洗い・ガウンテクニックを実施し、手術に積極的に参加することができる。
2．簡易な手術操作に関しては、助手として介助を行うことができる。
3．心機能を表すモニターから現在必要な治療法を計画して表現することができる。
4．皮膚の埋没縫合や糸結びなど基本的な手技を行うことができる。
5．緊急時の画像判断（CT/エコーなど）を指摘することができる。
6．心臓手術に特有の機材に触れ、その使用を介助することができる。
7．創部の消毒およびガーゼ交換を行うことができる。

学習方略・事前事後学習の方法（Learning Strategies）
1． 週間スケジュールを前週の金曜日に配布するので、心臓血管外科医局（医学部別館 2 階　1210 室）

へ取りに来る。
2．  手術日は、全身麻酔の導入やSwan-Ganzカテーテルの挿入など麻酔段階より見学する。担当患者

の手術は手洗いを行い、手術助手として立ち会う。縫合・糸結びなどを行うこともある。担当で
ない学生は手術室内のモニターにて手術見学を行う。質問がある場合には積極的に行う。

3． 火曜日 8：20 より抄読会に参加して、心臓血管外科のトピックの知識を得る。
4． 回診は火曜日と木曜日に行う。火曜日は抄読会に引き続いて 9：00 頃より行われ、木曜日は 8：30

より病院本館 2 階手術部SICUより行われる。レントゲン・CT・心エコーなどの画像読影を行う。
木曜日は回診に引き続き、循環器内科との合同ハートカンファレンスに参加して、手術適応につ
いて意見交換を行う。

5． 病棟において術前診察や術後創部の観察を行う。抜糸などの処置も行う。
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成績評価および方法（Evaluation）
1． 参加した手術症例の疑問点を明らかにする。
2． 緊急手術症例の病態・適応・治療法について説明を行う。
3． 主要疾患の手術適応・治療法について説明を行う。
4． 実習態度・知識の状況を考慮して評価を行う。

診療チーム体制
心臓グループ、大血管グループ、末梢血管グループー主治医－研修医－学生

心臓血管外科で学生が実施する医療行為について
共通部分に準じる

業務内容の特徴について
 9 時 ～17 時以外にも担当患者の病状の状態、緊急疾患に対する手術等により必要な場合は主治医か
ら呼び出しがあります。

実習のための準備、携行品など
白衣、聴診器

その他の連絡事項
呼び出しに備え、常に連絡先を病棟に知らせておく。
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腎泌尿器外科

配属先
　施　設　名：福岡大学病院  腎泌尿器外科 
　評価責任者：髙松　泰
　実施責任者：羽賀宣博
　連　絡　先：腎泌尿器外科医局 電 話：（092）801-1011（内線 3495）

到達目標（Learning Outcome）
1．自己の到達目標を設定し自ら学び、未解決の医学的問題にも取り組む意欲を持つ。（A-4）
2．国際的視野を持ち、情報収集と発信が出来る。（A-5）
3．必要な検査の選択とその結果の解釈ができる。（B-2）
4．手術室における清潔操作を実施でき、手術に参加し、介助できる。（B-4）
5．泌尿器科領域の基本と特徴について経験し、述べることができる。（B-5）
6．医師としての自尊心と向上心を持ち、生命倫理に基づいた医療を遂行できる。（C-1）
7．患者と家族、多職種医療者との信頼関係を構築し、患者の個人情報を遵守できる。（C-2）
8．同僚、多職種の医療者を尊重し、協力して医療を遂行できる。（C-5）

コンピテンシー（学生の到達度を評価できる能力）（Competencies）
1．直腸指診を実施し、診断できる。
2．尿道カテーテルの適応を判断し、挿入と抜去を実施できる。
3．清潔操作の意義を理解し、実施できる。
4．基本的な縫合が出来る。
5．創の消毒やガーゼ交換、感染の有無の判断等ができる。
6．手術や処置、検査に参加し、介助できる。

学習方略・事前事後学習の方法（Learning Strategies）
1．医療チームの一員となって診療活動に積極的に参加する。
2．担当した仕事を責任をもって完遂する。
3．担当患者の毎日のケアを行うとともに、問題点をとりあげ、解決方法を考える。

成績評価および方法（Evaluation）
マナー（時間厳守、身だしなみ、言葉遣い）、患者さんや医療スタッフとのコミュニケーション、身
体診察、元本的検査の判断・評価、文献検索などの自己学習、患者さんの問題解決、実習への積極
的参加等に関して評価する。
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診療チーム体制
病棟医長（実習教育係）－主治医－研修医－学生

腎泌尿器外科で学生が実施する医療行為
直腸診、尿道カテーテル挿入（シミュレータ含む）。他は共通部分に同じ。

業務内容
8 時 ～16 時（17 時）を基本診療時間とするが、状況に応じ時間が延長あるいは緊急時の呼び出しがある。

実習の為の準備、携行品
教科書（標準泌尿器科、見えるシリーズ腎・泌尿器、Urologic Surgery シリーズ）

その他連絡事項
呼び出しに備え、連絡先を主治医、病棟に知らせておく。
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皮膚科

配属先
　施　設　名：福岡大学病院  皮膚科 
　評価責任者：髙松　泰
　実施責任者：今福信一
　連　絡　先：皮膚科医局 電 話：（092）801-1011（内線 3405）
  FAX：（092）861-7054

到達目標（Learning Outcome）
1． 自ら学び、必要な知識を得ることができる。（A-4）
2． 患者の病歴、診察所見から必要な検査を選択し、臨床疾患を挙げることができる。（B-2）
3． 患者の個人情報保護を遵守できる。（C-2）
4． 患者と家族、スタッフとコミュニケーションをとることができる。（C-5）

コンピテンシー（学生の到達度を評価できる能力）（Competencies）
1．代表的な膚疾患の病態について、医学的背景、診断法、治療法を述べることが出来る。
2．患者に問診し、適切な現病歴、既往歴、生活歴、家族歴を聴取し、それを記載出来る。
3．皮疹の部位、性状を適切な原発疹、続発疹の用語を用いて表現、記載出来る。
4． 以下の専門的検査法を患者同意を確認した上で、適切に選択して実行を指示または依頼し、結

果を正しく評価できる。
     苛性カリ鏡見法、ダーモスコピー、皮膚病理検法
5． 主治医とともに患者の状態を理解し、カンファレンスで発表し、問題点についてディスカッション

できる。
6． 以下の専門的治療について必要性を判断し、適応を決定し、自ら実施または実行を依頼し、専

門家の意見を参考にして結果を解釈できる。
     ステロイド軟膏外用、抗真菌剤の外用、術後の創の付け替え

学習方略・事前事後学習の方法（Learning Strategies）
1．外来患者の診察方法を体験する。
　1）病歴を聴取する。
　2）視診・触診を行う。
　3）現症を把握し、記載する。
　4）治療法について考察する。
　5）皮膚真菌検査等の検査を行う。
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2．実習・講義・カンファレンスに出席する。
　1）皮膚病理組織プレパラートを観察し、臨床病理カンファレンスに参加し、討論する。
　2）皮膚疾患について講義を受け、病棟の担当患者について討議する。

成績評価および方法（Evaluation）

1．皮膚疾患の診断学、検査、治療について、患者のQOL向上に必要な能力が身についたか
2．上記の能力により、学習した皮膚疾患について考察し、理解することができるか
3． 評価表の知識・技能・態度の各項目について目標とした評価に到達しているか

を担当官患者についてレポートを作成し、評価する。

診療チーム体制
病棟医長－助手（主治医）－研修医

皮膚科で学生が実施する医療行為について
共通部分に準じる

業務内容の特徴について
9 時 ～17 時以外にも担当患者の病状により必要な場合は主治医から呼び出しがある。

実習のための準備、携行品など
白衣

その他の連絡事項
呼び出しに備え、常に連絡先を病棟に知らせておく。
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眼　科

配属先
　施　設　名：福岡大学病院  眼科 
　評価責任者：髙松　泰
　実施責任者：内尾英一
　連　絡　先：眼科医局 電 話：（092）801-1011（内線 3475）
  FAX：（092）865-4445

到達目標（Learning Outcome）
1． 一般的及び専門的な眼疾患について理解し、眼科各種専門検査、眼圧測定、専門外来の診察及

び手術の流れを体験し、把握する。（A-4）
2． 眼（視野、瞳孔、対光反射、眼球運動、突出、結膜）の特殊診察、治療を理解する。（B-1）

コンピテンシー（学生の到達度を評価できる能力）（Competencies）
1． 眼科の専門的疾患の検査（視力眼圧検査、細隙灯顕微鏡検査、眼圧測定）を自ら行うことができる。
2． 症例検討会、抄読会に参加する。
3． カルテの的確な記載を理解する。

学習方略・事前事後学習の方法（Learning Strategies）
見学：病棟回診、眼科手術、カンファレンス、専門別外来。
実習：外眼部視診、視力眼圧検査、細隙灯顕微鏡検査、眼圧測定、散瞳剤点眼、眼底検査、
　　　豚眼手術実習。

成績評価および方法（Evaluation）
症例発表、レポート提出を行う。

診療チーム体制
病棟医長－助手（主治医）－学生

眼科で学生が実施する医療行為について
共通部分に準じる

業務内容の特徴について
眼科の専門的な診察の流れを体験する。
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実習のための準備、携行品など
白衣

その他の連絡事項
連絡用として実習専用PHSを携帯する。
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耳鼻咽喉科

配属先
　施　設　名：福岡大学病院  耳鼻咽喉科 
　評価責任者：髙松　泰
　実施責任者：坂田俊文
　連　絡　先：耳鼻咽喉科医局 電 話：（092）801-1011（内線 3485）
  FAX：（092）863-3387

到達目標（Learning Outcome）
1． 難聴患者の理解を深めるために学ぶべき事柄を抽出する。（A-4）
2． 聴覚障害者に対する各国の社会保障を学ぶ。（A-5）
3． 耳鏡、鼻鏡、喉頭鏡を用いて局所の治療ができる。（B-1）
4． めまい患者と難聴患者に必要な検査を選択し結果を予測できる。（B-2）
5． 急性中耳炎と急性副鼻腔炎についてガイドラインに基づいた診断・治療方針について説明できる。（B-3）
6． 手術や外来処置に必要な手指消毒、ガウンテクニックを実践できる。（B-4）
7． カンファレンスで担当症例について意見を述べることができる。（B-5）
8． 遺伝性難聴の遺伝情報について取り扱いを学ぶ。（C-1）
9． 頭頸部癌患者の病名告知について実際の事例から問題点を学ぶ。（C-2）

10． 頭頸部癌患者の治療選択について実際の事例から患者背景を学ぶ。（C-3）
11． 自分が未知の疾患に遭遇した時の対処法を学ぶ。（C-4）
12． 多職種合同カンファレンスを通して各参加者の立場と考え方を理解する。（C-5）

コンピテンシー（学生の到達度を評価できる能力）（Competencies）
1．診察に必要な臨床解剖の予習が実施できている。
2．適切な手洗いとガウンテクニックが実施出来る。
3．単純な縫合と創処置が実施できる。
4．純音聴力検査と上下肢偏倚検査および眼振の記録が実施できる。
5．患者に対して適切な言葉づかいができる。
6．未知の所見や情報を、速やかに信頼できる情報源から収集できる。
7．自分の知識や意見をカンファレンスで述べることができる。

学習方略・事前事後学習の方法（Learning Strategies）
1．4 年生で配布した講義資料と指定参考書で自主学習させる。
2．臨床見学と臨床実習で学習させる。
3．期間内に体験できなかった症例はシミュレーション学習で補完させる。
4．適宜チーム基盤型学習（TBL）を実施させる。
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成績評価および方法（Evaluation）
口頭試験
シミュレーションテスト
実地試験
プレゼンテーション能力
観察記録
レポート

診療チーム体制
主治医～6 年生

耳鼻咽喉科で学生が実施する医療行為について
共通部分に準じる

業務内容の特徴について
月曜日、水曜日、金曜日は手術日
火曜日、木曜日は外来日
外来日は診察開始前に聴覚カンファレンス、ビデオカンファレンス、嚥下透視検査がある。

実習のための準備、携行品など
白衣、名札

その他の連絡事項
呼び出しに備えて常に連絡先を病棟に知らせておく。
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脳神経外科

配属先
　施　設　名：福岡大学病院  脳神経外科 
　評価責任者：髙松　泰
　実施責任者：井上　亨
　連　絡　先：脳神経外科医局 電 話：（092）801-1011（内線 3445）
  FAX：（092）865-9901

到達目標（Learning Outcome）
1． 脳神経外科領域の学習において自己の到達目標を設定し、自ら学ぶ機会を持つことができる。（A-4）
2． 脳神経外科の診療、研究に黒晴的視野を持ち、情報収集と発信ができる。（A-5）
3． 患者さんから病歴を的確に聴取でき、基本的な神経診察と清潔操作を実践できる。（B-1）
4． 患者の病歴、診察所見から神経病変部位を推察することができ、MRIなどの診断に必要な検査

を選択し、結果を解釈できる。（B-2）
5． 脳卒中など脳神経外科領域における頻度の高い疾患について、EBM（Evidence-Based 

Medicine）に基づいた診断および治療方針について説明できる。（B-3）
6．患者の安全と感染防止を十分に理解し、チームの一員として診療に参加できる。（B-4）
7． 脳神経外科手術前後での患者の状態を評価した内容をPOS（Problem-Oriented System）を用い

て診療録に記載し、指導医に適切にプレゼンテーションができる。（B-5）
8． 脳神経外科倫理を理解した医療、研究を遂行できる。（C-1）
9．他社を尊重し、利他的な態度で行動でき、患者の個人情報保護を遵守できる。（C-2）

10． 多様な背景をもつ患者の意思決定を理解し対応できる。（C-3）
11．医師としての自尊心と向上を持ち続けることができる。（C-4）
12． 患者と家族、後輩、同僚、多職種医療者を尊重できる。（C-5）

コンピテンシー（学生の到達度を評価できる能力）（Competencies）
1． 以下の専門的検査法を適切に選択し実行を指示または依頼し、自ら結果を解釈する。専門家の

意見を参考にしたり患者の同意を確認する。　　　　　　　　　　　　　
脳波、頚部血管エコー、単純CT、3DCTA、MRI（DWI含む）、MRA、脳血管撮影など。

2． 以下の専門的治療法を疾患ごとに選択し、目的を解釈できる。専門家の意見を参考にしたり患
者同意の確認する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
マイクロサージェリー、神経内視鏡手術、血管内治療（コイリング、ステント）

3． 手術中に使用する以下のモニタリングや機器について理論、目的、結果を討議する。ニューロ
ナビゲーション、ABR、SEP、MEP、ICGなど。

4．  記録・伝達　
カルテ・看護師への指示簿に的確な記録を記載する。治療方針などの変更が生じた場合は、看
護師にもその旨を伝える。
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5． 態度・習慣（Informed consentの場への立ち会い）
 各種検査の意義、必要性を患者に説明できる。
各種検査の指導医や主治医の結果説明を参加する。
予後不良患者および家族に対する指導医や主治医の説明に参加する。

学習方略・事前事後学習の方法（Learning Strategies）
自己学習と各講義により学ぶ。

成績評価および方法（Evaluation）
口頭試問にて行う。

診療チーム体制
病棟医長－助手（主治医）－研修医－学生

脳神経外科で学生が実施する医療行為について
共通部分に準じる

業務内容の特徴について
救命センターと連携をとっており定期診療以外に急患対応

実習のための準備、携行品など
白衣

その他の連絡事項
緊急呼び出しに備え、常に連絡先、居場所を病棟や担当医師に伝えておく。
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病理部

配属先
　施　設　名：福岡大学病院  病理部 
　評価責任者：髙松　泰
　実施責任者：濵田義浩
　連　絡　先：病理学医局 電 話：（092） 801-1011 （内線 3281）

到達目標（Learning Outcome）
1．病理学総論、各論を基盤として臨床的診断を述べることができる。（A-4） 
2．生検材料、手術材料、剖検材料の病理診断を述べることができる。（A-4） 
3．主要臓器の疾患における肉眼的特徴を理解し、肉眼所見および組織的変化を説明できる。（A-4） 
4．特殊染色の意義を述べることができる。（A-4） 
5．症例検討会で担当した疾患を説明し、質問に答えることができる。（A-4）
 6．担当した剖検症例について、病理診断および病理的総括ができる。（A-4）

コンピテンシー（学生の到達度を評価できる能力）（Competencies）
1．病理学総論および各論の基本的知識についての口頭試問に答えられる。
2．各疾患の肉眼像および組織像を説明できる。
3．特殊染色の意義を説明できる。
4．剖検症例の病理診断および病理的な総括ができる。
5．症例検討会において担当した症例を説明し、質問に答えられる。

学習方略・事前事後学習の方法（Learning Strategies）
1． 事前学習として、病理学の教科書や病理学総論、各論講義及び実習で行った組織のスケッチの

症例について復習しておく。
2． 国家試験に対応した疾患の病理組織像の説明はスライドまたはディスカッション顕微鏡を用い

て行うので、要点をノートに記載する。
3． H.E染色や特殊染色、細胞診についての説明をノートに記載する。
4． 担当した剖検症例について、担当の教官から指導を受ける。
5．症例検討会で担当した症例をカンファレンスでプレゼンテーションする。
6．作成したレポート、説明を記載したノート、教科書、資料等を参考に事後学習する。

成績評価および方法（Evaluation）
担当した教官が点数A：100-90、B：89-80、C：79-70、D：69-60、F：59 以下（不可）で評価し平
均点で評価する。
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診療チーム体制
指導医（教授、准教授、講師、助教）－学生

病理部で学生が実施する医療行為について
剖検および材料の切り出しは原則的には見学

業務内容の特徴について
9 時～17 時以外にも剖検検討会（CPC） （臨床大講堂横のカンファレンスルーム）、臨床各科との所見
会（消化管カンファレンス、呼吸器カンファレンス、腎生検カンファレンス、乳腺画像病理カンファ
レンス、血液腫瘍内科病理カンファレンス、泌尿器病理カンファレンス、脳腫瘍病理カンファレンス）
に参加する。

実習のための準備
配属する前に教科書で病理学総論（発生異常、代謝障害、炎症、再生、免疫学的異常、循環障害、腫
瘍総論）をあらかじめ復習しておくこと。白衣、クリニカルクラークシップⅡシラバス、筆記具を持参。

その他の連絡事項
毎日 9 時～17 時の間は呼び出しに備え、常に代表者が専用PHS：7435 を携帯すること。
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形成外科

配属先
　施　設　名：福岡大学病院  形成外科 
　評価責任者：髙松　泰
　実施責任者：髙木誠司
　連　絡　先：形成外科医局 電 話：（092）801-1011（内線 2391）
  FAX：（092）865-5163

到達目標（Learning Outcome）
1． 形成外科領域において自己の到達目標を設定し、患者の診察、また手術を通し自ら積極的に学

ぶ機会を持つことができる。（A-4）
2． 患者の主訴、現症を聴取し、形成外科の知識を基礎に臨床推論を行い診断する。（B-1）
3． 手術に必要な縫合実習に参加し、実践できる。（B-1）
4． 手術に積極的に入り患者の治療について学ぶ。（B-3）
5． 病棟や手術室など患者の安全と感染防止を十分に理解し実践することができる。（B-4）
6． 患者の診察及び治療に積極的にかかわり、カンファレンスで適切にプレゼンテーションできる。（B-5）
7． 患者の個人情報を保護し、他者を尊重する態度で行動できる。（C-2）

コンピテンシー（学生の到達度を評価できる能力）（Competencies）
1． 初診時のカルテ記載と臨床写真より診断名を述べることができる。
2． どのような治療が考えられるかを説明することができる。
3． 実際の治療に外来や手術室で携わることができる。
4． 縫合実習を行い、実際に処置や縫合を行うことができる。

学習方略・事前事後学習の方法（Learning Strategies）
予習としては教科書（標準形成外科学）を読んでください。
形成外科は扱う疾患の幅が非常に広く、教科書に載っていないような疾患に遭遇することも多いの
で、症例に関しては担当医とディスカッションをしてください。

成績評価および方法（Evaluation）
実習態度、レポート内容、総括での討論を総合的に評価する。

診療チーム体制
病棟医長－助手（主治医）－研修医－学生
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形成外科で学生が実施する医療行為について
共通部分に準じる

業務内容の特徴について
時間外の急患や手術で臨床実習にふさわしいと判断した場合には呼び出しを行う。

実習のための準備、携行品など
白衣

その他の連絡事項
夜間も連絡の取れる連絡先を医局に伝えておくこと。
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総合診療部

配属先
　施　設　名：福岡大学病院  総合診療部 
　評価責任者：髙松　泰
　実施責任者：鍋島茂樹
　連　絡　先：総合診療部医局 電 話：（092）801-1011（内線 2784）
　　　　　　　　  FAX：（092）862-8200

到達目標（Learning Outcome）
1．興味のある分野の勉強会や学術集会に参加できる。（A-4）
2．PubMed等を用い知識と理解を深めることができる。（A-5）
3．病歴と身体所見の情報を統合し、鑑別診断を提示することができる。（B-1）
4．得られた情報を基に、その症例の問題点を抽出できる。（B-2）
5．主要疾患の症例に関して、診断・治療計画を立案できる。（B-3）
6．指導医とともに静脈血採血を実施できる。（B-4）
7．症例を適切に要約する習慣を身につけ、プレゼンテーションすることができる。（B-5）
8．検査、治療のメリットデメリットを説明することができる。（C-1）
9．患者のプライバシー、羞恥心、苦痛に配慮し、個人情報を守秘できる。（C-2）

10．患者の立場を尊重し信頼を得ることができる。（C-3）
11．医療に携わる職務につくことに誇りを持つことができる。（C-4）
12．挨拶、身だしなみ、言葉遣い、態度に気を配ることができる。（C-5）

コンピテンシー（学生の到達度を評価できる能力）（Competencies）
1．症候・病態から診断に至るまでの過程を推論することができる。
2．鑑別診断とその根拠を列挙することができる。
3．診断に必要な身体診察・検査を実施することができる。
4．診断後の治療・処置等について的確に述べることができる。
5．診療現場での診療態度に配慮することができる。

学習方略・事前事後学習の方法（Learning Strategies）
<学習方略>
【外来】初診患者の医療面接と身体診察まで行う。病態・鑑別診断を挙げ、指導医からフィードバッ
クを受ける。

【病棟管理】入院患者を常に受け持ち、日々の診察を行う。経過表に基づいた適切な管理を行う。
指導医と相談して、輸液メニューの立案・変更を行う。説明と同意に基づく医療（インフォームド・
コンセント）に同席し、治療方針を共有する。入院から退院までの一連の治療経過を経験する。
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【ER】初期及び二次救急疾患患者の診療補助を行う。バイタルサイン測定、意識レベルの評価、点
滴セットのセッティング、心電図の施行、静脈血採血、エコー、患者搬送を行う。

【全体】個人で経験した症例を、班員全員でディスカッションし、発表することにより、実際の診
療の流れを理解する。また病棟・外来カンファレンスで提示し、プレゼンテーション能力を身に付
ける。

<事前事後学習の方法>
担当した疾患やその鑑別について教科書等で学習する。

成績評価および方法（Evaluation）
観察記録、医療面接評価表

診療チーム体制
病棟医長－-助手（主治医）－研修医－研修医

総合診療部で学生が実施する医療行為について
共通部分に準じる

業務内容の特徴について
9 時～17 時以外にも担当患者の病状により必要な場合は主治医から呼び出しがある。

実習のための準備、携行品など
白衣、聴診器

その他の連絡事項
1．呼び出しに備え、常に連絡先を病棟に知らせておく。
2． 実習期間中に原則として 1 回 （あるいは数回でも可）ER当直の上、実際の救急医療を経験して

もらいます。
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総合周産期母子医療センター

配属先
　施　設　名：福岡大学病院  総合周産期母子医療センター新生児部門
　評価責任者：髙松　泰
　実施責任者：廣瀬伸一（小児科学）
　連　絡　先：小児科医局 電 話：（092）801-1011（内線 3395）

到達目標（Learning Outcome）
1．自己の到達目標を設定し、自ら学ぶ機会を持つことができる。（A-4）
2．診療、研究に国際的視野を持ち、情報収集と発信できる。（A-5）
3．産科歴を的確に聴取でき、新生児の基本的な身体診察と臨床手技を実践できる。（B-1）
4．病歴と診察所見から臨床推論ができ、診察に必要な検査を選択し、結果を解釈できる。（B-2）
5．頻度の高い疾患について、EBMに基づいた診断、治療方針について説明できる。（B-3）
6．患者の安全と感染防止を十分に理解し、チームの一員として診療に参加できる。（B-4）
7．POSを用いて診療録を記載し、カンファレンスで適切にプレゼンテーションができる。（B-5）
8．生命倫理に基づいた医療、研究を遂行できる。（C-1）
9．他者を尊重し、利他的な態度で行動でき、患者の個人情報を尊守できる。（C-2）

10．多様な背景を持つ患者の意思決定を理解し対応できる。（C-3）
11．医師としての自尊心と向上心を持ち続けることができる。（C-4）
12．患者と家族、後輩、同僚、多職種医療者を尊重できる。（C-5）

コンピテンシー（学生の到達度を評価できる能力）（Competencies）
1． 新生児蘇生法のシミュレーション実習に参加し、新生児特有の蘇生法を習塾する。実際に主治

医とともに分娩に立ち合い、チームの一員として新生児の蘇生に参加する。
2． 主治医とともに新生児診察を実施し、新生児特有の診察方法を習熟する。
3． 担当患児で頭部及び心臓超音波検査を実施し、新生児領域で必要なルーチン画像を描出する。
4． チームの一員として患児を担当し、診断や治療について検討する。

〈実習あるいは見学可能な基本的医療行為〉
1．足底採血、末梢静脈確保、胃管挿入、皮下注射 （皮下、筋肉）
2．超音波検査（脳、心臓、腹部）
3．原始反射などの観察
4．中心静脈カテ挿入、動脈採血、腰椎穿刺、ドレーン挿入・抜去 （胸腔、腹腔）
5．新生児蘇生
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学習方略・事前事後学習の方法（Learning Strategies）
1． 標準小児科学を熟読する。
2． 過去の医師国家試験問題を学習する。
3． 新生児疾患についてチームの医師と詳細な検討を行う。

成績評価および方法（Evaluation）
1． 身なり、診療態度、自主性などについて評価する。
2． 知識に関しては口頭試験、技能に関しては実施試験で評価する。

診療チーム体制
病棟医長－助手－研修医－学生

総合周産期母子医療センター新生児部門で学生が実施する医療行為について
共通部分に準じる

業務内容の特徴について
9 時 30 分～17 時だが、担当患者の状態により延長がありうる。

実習のための準備、携行品など
センター外で使用する白衣

（清潔着、聴診器はセンター常備のものを使用する）

その他の連絡事項
呼び出しに備え、常に連絡先を病棟に知らせておく。
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筑紫病院（循環器内科）

配属先
　施　設　名：福岡大学筑紫病院　循環器内科
　評価責任者：髙松　泰
　実施責任者：河村　彰
　連　絡　先：総合医局受付 　　　 　　　電 話：（092）921-1011（内線 3000 か 3001）
     　　　FAX：（092）928-0856

到達目標（Learning Outcome）
1．問診・診察・検査所見から適切な鑑別診断を行うことができる。（B-1）
2．循環器疾患について、適切な問診と診察ができる。（B-1）
3．循環器疾患の検査法について理解し、検査結果を解釈することができる。（B-2）
4．鑑別診断から治療に至るまでのプロセスを理解することができる。（B-3）
5．治療法についての幅広い知識を身につける。（B-3）
6．問診をし、カルテに記載する。記載された記事について指導医が指導を行う。（B-4）
7．あいさつをする。（C-2）
8．無断で遅刻・欠席をしない。（C-4）

コンピテンシー（学生の到達度を評価できる能力）（Competencies）
1．循環器疾患を診断する上で必要な診察を行うことができる。
2．正しい診断を行うために必要な検査を挙げ、上級医・指導医と話し合うことができる。
3．診断に至った根拠を理解できる。
4．治療方針を列挙し、実際に行われる治療が選択された理由について述べることができる。

学習方略・事前事後学習の方法（Learning Strategies）
1．地位医療実習
2．臨床技能教育
3．自己学習
4．シミュレーション教育

成績評価および方法（Evaluation）
出席（医局受付にてチェック：50）、授業態度（指導医判断：10）、
課題提出（受持ち患者レポート：10）、プレゼンテーション（カンファレンスでの発表：10）
自己評価（書類提出：10）、ポートフォリオ（書類提出：10）
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教科書
1．朝倉内科学 第 11 版（朝倉書店、26,784 円）
2．病気がみえる Vol.2 循環器　第 4 版　（3,888 円）

診療チーム体制
助手（主治医）－研修医－学生
チーム医療の一員としての役割を認識する。

循環器内科で学生が実施する医療行為について
共通部分に準ずる

業務内容の特徴について
緊急入院、緊急検査になることも多いため、連絡先を知らせておく。

実習のための準備、携行品など
白衣、聴診器

その他の連絡事項　
特になし
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筑紫病院（消化器内科）

配属先
　施　設　名：福岡大学筑紫病院　消化器内科
　評価責任者：髙松　泰
　実施責任者：植木敏晴
　連　絡　先：総合医局受付  　　　電 話：（092）921-1011（内線 3000 か 3001）
     　　　FAX：（092）928-0856

到達目標（Learning Outcome）
1．自己の到達目標を設定し、自ら学習することができる。（A-4）
2．診療、研究に国際的視点から取り組むことができる。（A-5）
3．患者から病歴を的確に聴取でき、身体診察と臨床手技を実施できる。（B-1）
4． 患者の病歴、診察所見から臨床推論ができ、診断と治療に必要な検査を選択し、結果を解釈で

きる。（B-2）
5． EBM （Evidence-Based Medicine）に基づいた診断、治療方針について説明できる。（B-3）
6． 生命倫理、医療倫理に基づいた医療を実行できる。（C-1）
7． 多様な背景を持つ患者の意思決定を理解し対応できる。（C-3）
8． 患者と家族、同僚、多職種医療者を尊重できる。（C-5）

コンピテンシー（学生の到達度を評価できる能力）（Competencies）
1． 消化管・肝胆膵疾患の入院患者を受け持ち、病棟主治医の指導下で検査目的、病状説明治療方針

が理解できる。
2．消化器領域の解剖学的所見、病的所見を理解できる。

学習方略・事前事後学習の方法（Learning Strategies）
学習方法：クエスチョンバンク、過去の医師国家試験問題で演習する。
教授方法： 消化器領域の担当病棟患者を学会形式で発表する。腹部超音波検査のスクリーニング検

査ができるよう指導する。

成績評価および方法（Evaluation）
1．出席：50％
2．授業態度：25％
3．プレゼンテーション：25％

教科書
1．矢崎義雄・内科学 第 11 版・朝倉書店・2017 年・￥24,800
2．岡庭　豊・病気がみえる<No.1>消化器 第 5 版・メディックメディア・2016 年・￥3,888
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筑紫病院（内分泌・糖尿病内科）

配属先
　施　設　名：福岡大学筑紫病院　内分泌・糖尿病内科
　評価責任者：髙松　泰
　実施責任者：小林邦久
　連　絡　先：総合医局受付 　　　電 話：（092）921-1011（内線 3000 か 3001）

FAX：（092）928-0856

到達目標（Learning Outcome）
1．自己の到達目標を設定し、自ら学ぶ機会を持つことができる。（A-4） 
2．指導医・病棟主治医とともに患者を診療し、病状を考察・把握することができる。（B-1） 
3．患者から病歴を的確に聴取でき、基本的な身体診察と臨床手技とを実践できる。（B-1） 
4．患者の安全と感染防止とを十分に理解し、チームの一員として診療に参加できる。（B-4） 
5． 病棟カンファレンスおよび回診においてプレゼンテーションをおこなって、その後のディスカッ

ションにも加わって意見を述べることができる。（B-5） 
6．生命倫理に基づいた医療・研究を遂行できる。（C-1）
7．患者と家族、後輩、同僚、多職種医療者を尊重できる。（C-5）

コンピテンシー（学生の到達度を評価できる能力）（Competencies）
患者の病状について、カンファレンスでプレゼンテーションをおこなうことができる。

学習方略・事前事後学習の方法（Learning Strategies）
1．講義
2．ベッドサイドティーチング
3．外来見学
4．カンファレンス参加

成績評価および方法（Evaluation）
1．出席
2．授業態度
3．プレゼンテーションスキル
4．口頭試問

教科書
教科書は使用せず、必要資料は配布する。
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診療チーム体制
病棟医長－助手（主治医）－研修医-学生

内分泌・糖尿病内科で学生が実施する医療行為について
共通部分に準ずる

業務内容の特徴について
9 時～17 時以外の時間帯でも担当患者の病状の変化により、主治医から呼び出される場合がある。

実習のための準備、携行品など
白衣・聴診器は携行すること。また患者・メディカルスタッフを当惑させないような服装・髪型を
すること。 

その他の連絡事項　
呼び出しに備え、連絡先を上級医に知らせておくこと。

�ஜࢵපӃʢൻɾපՊʣ
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筑紫病院（呼吸器内科）

配属先
　施　設　名：福岡大学筑紫病院　呼吸器内科
　評価責任者：髙松　泰
　実施責任者：石井　寛
　連　絡　先：総合医局受付  　　　電 話：（092）921-1011（内線 3000 か 3001）
     　　　FAX：（092）928-0856

到達目標（Learning outcome）
1． 症例に応じて英文文献を検索し、その内容を症例の診療に生かすことができる。（A-5）
2． 症例に応じて検査、治療の必要性を判断、適応を決定し、自ら実施あるいは実行を依頼し、そ

の結果を正しく解釈できる。（B-2）
3． 診断、治療法、予後について患者、家族に説明できる。（C-2）
4． 多様な背景をもつ患者の意思決定を理解し、対応できる。（C-3）

コンピテンシー（学生の到達度を評価できる能力）（Competencies）
1． 問診、身体所見、胸部X線写真、一般血液検査所見より鑑別診断を列挙できる。
2． 鑑別に挙げた診断の中から正しい診断を得るために以下の中から必要な検査を指示し、その結

果を正しく解釈し、正しい診断を得ることができる。
胸部X線写真・CT、シンチ（Ga、換気・血流）、PET、呼吸機能検査、ポリソムノグラフィー、 
血液ガス分析、6 分間歩行試験、細菌検査、細胞診検査、病理検査、気管支鏡検査、胸腔穿刺

3． 得られた診断に基づき、以下の中から適切な治療を選択、実施、治療効果を評価できる。
投薬（抗菌薬、ステロイド剤、気管支拡張薬、化学療法剤、分子標的薬、免疫チェックポイント
阻害剤）、吸入療法、酸素療法、人工呼吸療法、胸腔ドレナージ

4． 検査結果、診断、治療について患者にわかりやすい言葉を用い、患者の理解度を確かめながら
説明、同意を得ることができる。その際に患者の表出する感情、表情に留意し、患者の気持ち
の理解に努める。

学習方略・事前事後学習の方法（Learning Strategies）
1． 主治医と共に行動し、患者の全身状態の評価法を学ぶ。
2． 患者の全身状態に応じた全身管理、治療法を学ぶ。
3． 患者の病態・病期に応じた治療法と術式選択を理解する。
4． 術後標本から術前診断と読影の適合性を学ぶ。
5． 術前に術後合併症を学習し術後管理の実際を学ぶ。
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成績評価および方法（Evaluation）
1． 出席、遅刻、学習態度、積極性 30%
2． 講義中、カンファレンス中の口頭試問 30%
3． プレゼンテーション 30%
4． 自己評価 10%

教科書
1． 矢崎義雄　編、内科学（第 11 版）、朝倉書店、2017 年、24,800 円+税、ISBN978-4-254-32271-

2 C3047
2． Grippi MA, Fishman’s Pulmonary Diseases and Disorders, 5th Edition, MacGraw-Hill Medical, 

2015, ISBN-13:978-0071807289
3． 日本呼吸器学会成人肺炎診療ガイドライン作成委員会　編、成人肺炎診療ガイドライン 2017、

メディカルレビュー社、2017 年、4,500 円＋税
4． 日本肺癌学会　編、肺癌診療ガイドライン 2018 年版、金原出版株式会社、2018 年、4,200 円＋

税、ISBN978-4-307-20391-3 C3047

診療チーム体制
病棟医長－主治医－研修医－学生
チーム医療の一員としての役割を認識する。

呼吸器内科で学生が実施する医療行為について
共通部分に準ずる

業務内容の特徴について
8 時 30 分～17 時 30 分以外にも担当患者の病状により必要な場合は主治医から呼び出しがある。

実習のための準備、携行品など
白衣、聴診器

その他の連絡事項　
呼び出しに備え、常に連絡先を病棟に知らせておく。

ஜࢵපӃʢثٵݺՊʣ
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筑紫病院（外科）

配属先
　施　設　名：福岡大学筑紫病院  外科
　評価責任者：髙松　泰
　実施責任者：渡部雅人
　連　絡　先：総合医局受付  　　　電 話：（092）921-1011（内線 3000 か 3001）
     　　　FAX：（092）928-0856

到達目標（Learning Outcome）
1．基本的な外科処置を習得する。（B-1）
2．外科治療の特徴を利点と問題点の両面から理解し、最適な治療方針を考察する。（B-2）
3．主治医と共に術後標本を整理し、術前診断や読影結果との適合性を評価し診断力を高める。（B-2）
4．外科的治療に問題となる全身状態や合併症を把握し、それに備える方法を理解する。（B-3）
5． 頻度の高い疾患について、EBM（Evidence-Based Medicine）に基づいた診断、治療方針につい

て説明できる。（B-3）
6．清潔の概念を理解し、消毒法、手洗い、ガウンテクニック、無菌法などを習得する。（B-4）
7．最新の医学情報を収集し、理論的、批判的に評価し、正しく応用できる。（C-1）
8．  クリニカルクラークシップ制に基づいて、各診療チームに配属され、診療チームの一員として、

主治医と共に行動し、これまでに学んだ知識を確実なものにする。（C-1）
9． 回診に積極的に参加し、患者診察、創管理、ドレーン管理、術後合併症や術後感染等から術前

術後管理を整理する。（C-3）
10． 医師としての自尊心と向上心を持ち続けることができる。（C-4）

コンピテンシー（学生の到達度を評価できる能力）（Competencies）
1．患者の全身状態と疾患の病態を理解し主治医に報告できる。
2．患者の疾患に対するすべての治療法と外科的治療法のメリットとデメリットが説明できる。
3．患者の病態に応じた外科的治療法と術式選択の討論に参加し説明できる。
4．主治医と共に行動し術前管理法や術後管理法、輸液法を説明できる。

学習方略・事前事後学習の方法（Learning Strategies）
1． 主治医と共に行動し、患者の全身状態を評価し報告する。
2． 患者の全身状態に応じた術前管理、術前処置を学び整理する。
3． 患者の病態・病期に応じた治療法と術式選択を説明できる。
4． 術前に必ず手術法、術式と解剖を学習し手術に積極的に参加する。
5． 主治医と共に行動し、術後標本から術前診断と読影の適合性を再確認する。
6． 術前に術後合併症を学習し術後管理の実際を学ぶ。
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成績評価および方法（Evaluation）
1． 出席、遅刻、学習態度や積極性等で 80％
2． カンファレンス中の口頭試問で 10％
3． プレゼンテーションや自己評価で 10％

教科書
武藤徹一郎、幕内雅敏　監修：新臨床外科学　第 4 版　医学書院

参考書・文献
小柳仁、松野正紀、島津久明　編集：標準外科学　医学書院

診療チーム体制
主治医－研修医－学生

外科で学生が実施する医療行為について
共通部分に準ずる

業務内容の特徴について
消化器疾患、呼吸器疾患に対し担当チームの一員となり（クラークシップ）、術前、術後の周術期管
理と手術手技について学習する。

実習のための準備、携行品など
白衣、聴診器

事前学習　
胸腹部の解剖、特に血管の走行を学習しておくと、手術の際に理解がしやすい。
胃癌、大腸癌及び肺癌の肉眼型分類、手術術式（胃癌、大腸癌及び肺癌取り扱い規約）を学習しておく。
炎症性腸疾患（IBD）の病態を理解しておく。

その他の連絡事項　
 特になし

ஜࢵපӃʢ֎Պʣ
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筑紫病院（小児科）

配属先
　施　設　名：福岡大学筑紫病院  小児科
　評価責任者：髙松　泰
　実施責任者：小川　厚
　連　絡　先：総合医局受付  　　　電 話：（092）921-1011（内線 3000 か 3001）
     　　　FAX：（092）928-0856

到達目標（Learning Outcome）
1．自己の到達目標を設定し、自ら学ぶ機会を持つことができる。（A-4）
2．診療、研究に国際的視野を持ち、情報収集と発信ができる。（A-5）
3．患児および家族から病歴を正確に聴取でき、基本的な身体診察と臨床主義を実践できる。（B-1）
4．患児の病歴、診察所見から臨床推論ができ、診断に必要な検査を選択し、結果を解釈できる。（B-2）
5． 頻度の高い疾患について、EBM（Evidence-Based Medicine）に基づいた診断、治療方針につい

て説明できる。（B-3）
6．患児の安全と感染防止を十分に理解し、チームの一員として診療に参加できる。（B-4）
7． POS（Problem-Oriented System）を用いて診療録を記載し、カンファランスで適切にプレゼン

テーションができる。（B-5）
8．生命倫理に基づいた医療、研究を遂行できる。（C-1）
9．他者を尊重し、利他的な態度で行動でき、患児の個人情報を遵守できる。（C-2）

10．多様な背景を持つ患児の意思決定を理解し対応できる。（C-3）
11．医師としての自尊心と向上心を持ち続けることができる。（C-4）
12．患児と家族、後輩、同僚、他職種医療者を尊重できる。（C-5）

コンピテンシー（学生の到達度を評価できる能力）（Competencies）
1．挨拶、身だしなみ、言葉遣い等に気を配ることができる。
2．病歴（主訴、現病歴、既往歴、家族歴、社会歴等）を聞き取り、情報を取捨選択し整理できる。
3．小児の診察（視診、聴診、打診、触診）ができる。
4．病歴と身体所見等の情報を統合して、鑑別診療ができる。
5．主要疾患の症例に関して、診断・治療計画を立案できる。

学習方略・事前事後学習の方法（Learning Strategies）
1． オリエンテーション終了後、学生係から担当医の紹介を受ける、診療チーム体制をとり、主治

医チームの一員として診療を行う。
2． 患児が検査を受ける時は、検査室に同行し見学する。
3． 担当患児への検査、治療の説明に立ち会う。
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成績評価および方法（Evaluation）
1． 実習期間中の診療チーム内での知識の量、所見の読解力、患児の問題の解決力を評価する。
2． 基本的な診察、検査、情報の収集・整理、情報の記録を評価する。
3． 服装・身だしなみや礼儀作法・ことば遣いなどのマナーを評価する。患児や医療チームでのコ

ミュニケーション力を評価する。実習に対するやる気・責任感を評価する。
4． 実習参加における欠席や遅刻の回数を評価する。

教科書
 標準小児科学　第 8 版：医学書院

参考書・文献
 Nelson Textbook of Pediatrics:  Saunders

診療チーム体制
病棟医長－主治医－研修医－学生

小児科で学生が実施する医療行為について
 共通部分に準ずる

業務内容の特徴について
希望があれば当直の実習も可能

実習のための準備、携行品など
白衣

その他の連絡事項　
特になし

ஜࢵපӃʢখࣇՊʣ
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筑紫病院（放射線科）

配属先
　施　設　名：福岡大学筑紫病院  放射線科
　評価責任者：髙松　泰
　実施責任者：東原秀行
　連　絡　先：総合医局受付  　　　電 話：（092）921-1011（内線 3000 か 3001）
     　　　FAX：（092）928-0856

到達目標（Learning Outcome）
1．一般診療における画像診断の目的を理解する。（A-4）
2．各種画像診断法の基本原理を理解した上、各疾患に対する画像診断の適応を選ぶことができる。（B-2）
3．各種画像の主要な所見を示し、カンファレンスで適切にプレゼンできる。（B-5）

コンピテンシー（学生の到達度を評価できる能力）（Competencies）
1．画像解剖を口頭試問にて答えることができる
2．臨床画像とその他の臨床所見を基にして、基本的な診断について答えることができる
3．造影検査の適応と副作用について答えることができる

学習方略・事前事後学習の方法（Learning Strategies）
1．CT、MRI、血管造影の検査室にて検査の実際を見学する
2．検査終了後に指導医とともに読影を行う
3．解剖学、病理学について復習しておく
4． 興味ある症例については、検査及び読影終了後にカルテ参照し、実際の臨床診断の過程を確認する

成績評価および方法（Evaluation）
口頭試問を行い理解度を評価する。評価はA～Fの 5 段階に分けて行う。

診療チーム体制
放射線科部長－医局長－助手－研修医－学生

放射線科で学生が実施する医療行為について
共通部分に準ずる

業務内容の特徴について
業務時間外で、緊急の検査や治療が必要な場合は呼び出しがある。
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実習のための準備、携行品など
白衣、その他、適宜指示する。

その他の連絡事項
呼び出しに備え、連絡先を上級医に報告しておく。

ஜࢵපӃʢ์ࣹઢՊʣ
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筑紫病院（麻酔科）

配属先
　施　設　名：福岡大学筑紫病院  麻酔科
　評価責任者：髙松　泰
　実施責任者：若崎るみ枝
　連　絡　先：総合医局受付　  　　　電 話：（092）921-1011（内線 3000 か 3001）
      　　　FAX：（092）928-3890

到達目標（Learning Outcome）
1． 血液生化学検査、心電図検査、呼吸機能検査、X線検査を評価し、解釈できる。（A-1）
2． 麻酔管理に必要なモニター（心電図、血圧計、パルスオキシメーター、カプノグラム、筋弛緩モ

ニター、BISモニター）について説明できる。（A-1）
3． 病因、構造と機能の異常、診断、治療等の知識を習得し、診療に応用できる。（A-1）
4． 予定手術患者について、麻酔方法を適切に述べ、麻酔に使用する薬剤について説明できる。（B-5）
5． 以下の手技について、指導医の下に実施または介助できる。（バックマスク換気、静脈採血、末

梢静脈確保、尿道カテーテル挿入、静脈内注射、気管挿管、気道確保、胃管挿入、気道内吸引）
（B-1）

6．麻酔記録用紙に麻酔経過を記載できる。（B-4）
7．患者の安全と感染防止を十分に理解し、チームの一員として診療に参加できる。（B-4）
8．患者と家族、後輩、同僚、他職種医療者を尊重できる。（C-5）
9． 手術室のスタッフの一員として、手術の運営を妨げることなく実習に参加できる。（C-5）

コンピテンシー（学生の到達度を評価できる能力）（Competencies）
1． 術前の検査データを適切に評価できる。
2． 適切な麻酔方法、麻酔に用いる薬剤を選択できる。
3． 麻酔管理に必要なモニターを適切に選択、装着し評価できる。
4． 麻酔関連手技を正しく安全に実施できる。
5． 麻酔記録を理解、作成できる。
6． 術前、術中、術後の患者の状態を適切に評価できる。

学習方略・事前事後学習の方法（Learning Strategies）
学生 1 人に指導医師が 1 名以上つき、実習時間はクリニカルクラークシップ型の実習を行う。（教室
での講義形式ではなく、臨床で実習する。）

成績評価および方法（Evaluation）
1． 担当した麻酔管理症例について、術前の問題点、選択した麻酔法についてプレゼンテーション

を行う。 
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2． 指導医が行動目標に到達する能力、習熟度を評価し、最終日に総合的に評価する。小テスト、
レポート提出は行わない。

診療チーム体制
麻酔指導医→麻酔担当医→研修医→学生

麻酔科で学生が実施する医療行為について
共通部分に準ずる。

業務内容の特徴について
8 時 30 分から 17 時前後まで。
他の診療科と違い、患者と会話することは少ない。麻酔科の一般的診療内容は、手術麻酔管理、集
中治療、緩和ケア、痛みの治療など多岐にわたるが、当院での実習は手術麻酔管理のみ行う。

実習のための準備、携行品など
白衣、手術室内で使用する靴類（ない場合はシューズカバーで可）、メモその他

その他の連絡事項
特になし

ஜࢵපӃʢຑਲՊʣ
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筑紫病院（整形外科）

配属先
　施　設　名：福岡大学筑紫病院  整形外科
　評価責任者：髙松　泰
　実施責任者：柴田陽三
　連　絡　先：総合医局受付 　 　　　電 話：（092）921-1011（内線 3000 か 3001）
     　　　FAX：（092）928-0856

到達目標（Learning Outcome）
1． 自己の到達目標を設定し、受け持ちの症例について積極的に学ぶ機会を持つことができる。（A-4）
2． 現病歴、既往歴、生活癧等の患者情報を聴取し、基本的な身体診察と臨床手技を実践できる。（B-1）
3． 患者の病歴、診察所見から臨床推理ができ、診断に必要な検査を選択し、主要疾患の画像読影

ができる。（B-2）
4． 頻度の高い疾患について、EBM（Evidence-Based Medicine）に基づいた診断のもとに、治療方

針を列挙することができる。（B-3）
5． 患者の安全と感染防止を十分に理解し、外来および手術での治療に参加することができる。（B-4）
6． POS（Problem-Oriented System）を用いて診療録を記載し、ケースプレゼンテーションの準備

を主治医とともに行い、カンファレンスで適切にプレゼンテーションができる。（B-5）
7． 他者を尊重し、利他的な態度で行動でき、患者の個人情報保護を遵守できる。（C-2）
8． 患者と家族、後輩、同僚、多職種医療者を尊重し、良好なコミュニケーションをとることがで

きる。（C-5）

コンピテンシー（学生の到達度を評価できる能力）（Competencies）
1． 患者に応じた的確な病歴聴取や身体診察ができる。
2． 頻度の高い疾患について、特徴的な画像検査所見を読むことができる。
3． 患者や指導医、多職種医療者と良好なコミュニケーションを取ることができる。
4． 清潔操作を理解し、手術で手洗いとガウンテクニックを行い、手術の助手ができる。
5． 与えられた症例について、診断、治療方針について理解し、カンファレンスで適切にプレゼン

テーションし、指導医と討論できる。
6． 最新の英文論文から診療に有益なものを選択し、抄読会でその内容を発表することができる。

学習方略・事前事後学習の方法（Learning Strategies）
1． 臨床実習
2． ケースプレゼンテーション
3． 英語論文での学習と抄読会での発表
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成績評価および方法（Evaluation）
1． 出席／遅刻
2． 実習態度／スタッフとの協調性
3． 外来実習における病歴聴取、基本的診察、基本的画像所見
4． 手術見学における手洗い、ガウンテクニック、助手の手技
5． プレゼンテーションと抄読会の準備、発表、質疑応答

参考書・文献
1． 標準整形外科学　医学書院

診療チーム体制
病棟医長－助手（主治医）－研修医－学生

整形外科で学生が実施する医療行為について
共通部分に準ずる

業務内容の特徴について
9 時～17 時以外にも担当患者の病状により必要な場合は主治医から呼び出しがある
月曜・水曜・金曜　朝 7 時 40 分からのカンファレンスに出席する

実習のための準備、携行品など
白衣、院内履き

その他の連絡事項　
呼び出しに備え、常にPHS番号および携帯電話番号を病棟に知らせておく
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筑紫病院（泌尿器科）

配属先
　施　設　名：福岡大学筑紫病院  泌尿器科
　評価責任者：髙松　泰
　実施責任者：石井　龍
　連　絡　先：総合医局受付  　　　電 話：（092）921-1011（内線 3000 か 3001）
     　　　FAX：（092）928-0856

到達目標（Learning Outcome）
1． 臨床医として最低限必要な泌尿器科疾患、救急疾患について理解し、それぞれの診察法、検査

法を習得する（A-4） 
2． 手術見学にて泌尿器科的解剖を理解する（A-4） 
3． 患者から病歴を聴取し、診察、検査計画を立てる （B-1）
4． 清潔の概念を理解し、手洗い、ガウンテクニックを習得する （B-1）
5． 尿道カテーテルの挿入、抜去の実施 （B-1）
6． 直腸指診で前立腺を触診し評価する （B-1）
7． カルテに的確な記録（病状、検査結果、診断、問題点など）できる（B-1）
8． 挨拶、身だしなみ、言葉遣い等に気を配ることができる （C-2）
9． 医師・患者との信頼関係を作ることができる （C-5）

コンピテンシー（学生の到達度を評価できる能力）（Competencies）
1． 泌尿器科主要疾患について説明できる
2． 泌尿器科主要疾患の症状を説明できる
3． 泌尿器科主要疾患についての必要な検査、診断について説明できる
4． 泌尿器科救急疾患の処置について説明できる
5． 適切な病歴取り、診察を実施できる

学習方略・事前事後学習の方法（Learning Strategies）
1． 医療チームの一員となって、診療活動に参加する
2． 副主治医として１名の入院患者を担当し、問題点とその解決法を考える
3． 担当患者のまとめを症例報告の形式で記述し、毎日の活動の記録とともにレポートとして提出する

成績評価および方法（Evaluation）
1． 出席　25%
2． 毎日の実習態度　25%
3． レポート　25%
4． プレゼンテーション　25%
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教科書
M4 泌尿器科学（講義冊子）

診療チーム体制
病棟医長－医局員（主治医）

泌尿器科で学生が実施する医療行為について
共通部分に準ずる

業務内容の特徴について
担当患者の病状により実習時間が 9 時～17 時以外になることもある。

実習のための準備、携行品など
白衣

その他の連絡事項　
呼び出しに備え、常に連絡先を病棟に知らせておく。
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筑紫病院（眼科）

配属先
　施　設　名：福岡大学筑紫病院  眼科
　評価責任者：髙松　泰
　実施責任者：久冨智朗
　連　絡　先：総合医局受付  　　　電 話：（092）921-1011（内線 3000 か 3001）
     　　　FAX：（092）928-0856

到達目標（Learning Outcome）
1．眼科の検査・診察結果を解釈出来る。（B-1） 
2．眼科疾患に関して理解を深める。（B-2） 
3．問診、眼科の検査・診察結果から病態を推測する。（B-2）
4．最新の眼科治療の利点・欠点を考えることが出来る。（B-3） 
5．眼科手術の流れを理解し、その一員として補助的に参加する。（B-4）
6．視覚障害患者の気持ちを理解する。（C-2）

コンピテンシー（学生の到達度を評価できる能力）（Competencies）
1．代表的な眼科疾患の病態を説明出来る。
2．眼科の検査・診察を実践し、結果を解釈出来る。
3．最新治療の利点・欠点を説明出来る。
4．手術室で感染予防を的確に実行し、手術に補助的に参加することが出来る。
5．視覚障害患者に配慮することが出来る。

学習方略・事前事後学習の方法（Learning Strategies）
1．外来実習で病歴聴取と細隙灯検査を行いディスカッションする。
2．各種眼科検査を体験・実践する。
3．カンファレンスで検査結果に関してディスカッションする。
4．病棟回診で入院患者についてのディスカッションをする。
5．手術見学および手術助手として参加して眼科手術に関して理解を深める。

成績評価および方法（Evaluation）
1．出席：40%
2．実習態度：40%
3．自己評価：20%　

教科書
七隈で指定のもの
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参考書・文献
七隈で指定のもの

診療チーム体制
教授－眼科スタッフ－学生

眼科で学生が実施する医療行為について
共通部分に準ずる

業務内容の特徴について
緊急手術などの予定が入った場合には予定内容の変更がある。

実習のための準備、携行品など
白衣

その他の連絡事項
火曜日、木曜日は手術日であるため、手術内容によっては定時を超過することもある。
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筑紫病院（耳鼻いんこう科）

配属先
　施　設　名：福岡大学筑紫病院  耳鼻いんこう科
　評価責任者：髙松　泰
　実施責任者：澤津橋基広
　連　絡　先：総合医局受付  　　　電 話：（092）921-1011（内線 3000 か 3001）
     　　　FAX：（092）928-0856

到達目標（Learning Outcome）
1．耳鼻咽喉科の主な疾患についての診断、治療について自ら学ぶことができる。（A-4）
2．頭頚部領域（耳、鼻、口腔、咽頭、喉頭）の診察ができる。（Ｂ-1）
3．適切な身だしなみ、言葉遣い、態度で患者に接することができる。（Ｃ-2）

コンピテンシー（学生の到達度を評価できる能力）（Competencies）
1．診療に必要な臨床解剖、疾患について予習ができる。
2．未知の所見や情報を、速やかに信頼できる情報源から収集できる。

学習方略・事前事後学習の方法（Learning Strategies）
1．4 年生時に配布した講義資料と指定参考書で自主学習させる。
2．臨床見学、実習で学習させる。
3．医師による口頭試問、講義で学習させる。

成績評価および方法（Evaluation）

評価基準 評価配分

出席 ５0％

実習態度 ３0％

実地試験 口頭試問で行う ２0％

教科書
洲崎春海　他：SUCCESS 耳鼻咽喉科　第 2 版　2017

参考書・文献
1．森光　保：イラスト耳鼻咽喉科　
2．野村恭也　他：新耳鼻咽喉科学
3．高橋茂樹　他：STEP 耳鼻咽喉科
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診療チーム体制
部長－病棟医長－主治医－学生 

耳鼻いんこう科で学生が実施する医療行為について
問診、触診、内視鏡・顕微鏡による局所診察、手術助手

業務内容の特徴について
9 時～17 時とするが、手術見学は延長がある。

実習のための準備、携行品など
白衣、講義ノート、参考書

その他の連絡事項　
呼び出しに備え、常に連絡先を病棟医長に知らせておく。
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筑紫病院（脳神経外科）

配属先
　施　設　名：福岡大学筑紫病院  脳神経外科
　評価責任者：髙松　泰
　実施責任者：東　登志夫
　連　絡　先：総合医局受付  　　　電 話：（092）921-1011（内線 3000）
     　　　FAX：（092）928-0856

到達目標（Learning Outcome）
1．脳神経外科および神経疾患の病態生理を理解する。（B-1）
2．脳神経外科および神経疾患の画像診断ができる。（B-1）
3．担当症例の診療情報を収集し、問題点および対策を提示する。（B-2）
4．脳卒中の内科的治療および外科的治療について説明できる。（B-3）
5．患者の生活の質の改善につながる、リハビリテーションや再発予防の方法を検討する。（B-3）
6．手術室や脳血管撮影室において安全と感染防止を理解し、診療に参加できる。（B-4）
7．担当症例のレポートを作成し、カンファレンスでプレゼンテーションできる。（B-5）
8．患者背景の多様性およびその意思決定を理解する。（C-3）
9．患者や家族との円滑なコミュニケーションがとれる。（C-5）

10. 医師やメディカルスタッフとコミュニケーションをとり、チーム医療の一員となる。（C-5）

コンピテンシー（学生の到達度を評価できる能力）（Competencies）
1．患者さんや家族から病歴を聴取し、必要な神経学的検査を提示できる。
2．神経学的所見や検査および画像所見について説明できる。
3．カンファレンスに参加し、診断から治療方針決定のプロセスを議論できる。
4．手術室や脳血管撮影室で安全に配慮し、見学や助手を努めることができる。
5．診療チームの一員であることを自覚し、患者中心の医療に参加できる。

学習方略・事前事後学習の方法（Learning Strategies）
1．症例・画像カンファレンス
2．病棟・外来における患者診察
3．手術見学および助手
4．担当症例のレポート作成
5．担当症例のカンファレンスでのプレゼンテーション
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成績評価および方法（Evaluation）
1．時間通り出席する（20%）
2．臨床実習における目標設定（20%）
3．担当症例のプレゼンテーションにおいて、診断から治療選択に至る考え方を提示する（30%）
4．患者さんや家族、多職種の医療者への尊重とコミュニケーション（20%）
5．研修開始時に設定した目標に対する自己評価（10%）

教科書
1．児玉南海雄/峯浦一喜　監修「標準脳神経外科学　第 14 版」医学書院 2017 年 

ISBN978-4-260-02827-1
2．水野美邦　著「神経内科ハンドブック　第 5 版：鑑別診断と治療」医学書院、2016 年

ISBN-13:978-4260024174
3．田崎義昭、他著「ベッドサイドの神経の診かた　第 18 版」南山堂、2016 年

ISBN-13:978-4525247980

参考書・文献
1．土屋一洋　編「所見からせまる脳MRI」秀潤社
2．小宮山雅樹　著「詳細版　脳脊髄血管の機能解剖」メディカル出版
3．小宮山雅樹　著「神経脈管学」メディカル出版

　その他、必要に応じて適宜配布します。

診療チーム体制
指導医－主治医－研修医－学生

実習のための準備、携行品など
白衣、清潔な服装

ஜࢵපӃʢਆܦ֎Պʣ
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西新病院（循環器内科）

配属先
　施　設　名：福岡大学西新病院  循環器内科 
　評価責任者：髙松　泰
　実施責任者：勝田洋輔、西川宏明
　連　絡　先：西新病院医局 電 話：（092）831-1211（内線 602）
  FAX：（092）845-7606

到達目標（Learning Outcome）
1．自己の到達目標を設定し、自ら学ぶ機会を持つことができる。（A-4）
2．循環器疾患の病因、機能の異常、診断、治療の知識を習得し診療に応用できる。（B-1）
3． 患者の病歴、診察所見から循環器疾患の推論ができ、診断に必要な検査を選択し、結果を解釈

できる。（B-2）
4．循環器疾患の最新医学情報を収集し論理的に応用できる。（B-3）
5．患者の安全と感染防止を十分に理解し、チームの一員として診療に参加できる。（B-4）
6．医療従事者を尊重し、厳粛な態度で行動し、患者の個人情報保護を遵守できる。（C-2）
7. Student Doctorとしての自尊心と向上心を持ち続けることができる。（C-4）

コンピテンシー（学生の到達度を評価できる能力）（Competencies）
1． 主要な循環器および代謝疾患の臨床像を説明できる。
2． 身体診察の仕方、接し方などについて修得する。
3． 問題志向型システム、科学的根拠に基づいた医療（EBM）を修得する。
4． 以下の専門的検査法を、適切に選択し実行を指示または依頼し、自ら結果を解釈できる。胸部X

線検査、心電図検査、心エコー検査
5． 以下の専門的検査法を、患者同意を確認した上で、適切に選択して実行を指示または依頼し専門

家の意見を参考にして結果を解釈できる。（各部）CT、（各部）MRI、心臓CT検査、心筋シンチ、
運動負荷心電図、24 時間ホルター心電図、心臓カテーテル検査、冠動脈造影、頚部・下肢血管エ
コー図検査、脈波電導速度、ABI、甲状腺機能検査、副腎機能検査

6． 以下の専門的な治療法について必要性を判断し、適応を決定し、実行を指示または依頼し、結果
を正しく評価できる。虚血性心臓病、狭心症、急性冠症候群の診断・治療、緊急対応。頻脈性不
整脈の診断・治療、緊急対応。致死的不整脈の診断・治療、緊急対応。急性心不全の診断・治療、
緊急対応。急性大動脈解離の診断・治療、緊急対応。下肢動脈閉塞の診断・治療、緊急対応。心
筋疾患の診断・治療、緊急対応。高血圧緊張症の診断・治療、緊急対応。包括的心臓リハビリテー
ション療法。

7． 記録・伝達
カルテ・看護師への指示簿に的確な記録の実行を指示または依頼できる。治療方針などの変更が
生じた場合は、看護師にもその旨の伝達を依頼できる。
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8． 態度・習慣（informed consentの場への立ち会い）
各種検査の指導医や主治医の結果説明を見学する。予後不良の患者さんおよび家族に対する指導
医や主治医の説明を見学する。

学習方略・事前事後学習の方法（Learning Strategies）
1．事前学習として、主要な循環器疾患、代謝疾患の臨床像を説明できること。
2．オリエンテーションにおいて病棟実習の方法、注意事項を理解する。
3．症例実習では、指導医、主治医と共に病歴聴取、診察を行い、診療活動に積極的に参加する。
4．教授回診では、患者紹介を行い身体所見の取り方や検査所見の評価方法を学ぶ。
5．カンファレンスでは、個々の症例から問題点を学び、その解決方法を習得する。
6．心エコーや心臓カテーテル検査、カテーテルアブレーション治療の適応・方法を学ぶ。
7． 事後学習として、上記の学んだことを実体験としてまとめ、国家試験や将来の臨床医としての心

構えとする。

成績評価および方法（Evaluation）
実習中は指導医が評価し、教授または実施責任者が総括において、ここの症例の臨床プロフィール
の説明、治療経過の説明、心電図・心エコーの判読、ここの症例の予後についてのコメントについ
て評価する。

診療チーム体制
病棟医長－主治医－学生

循環器内科で学生が実施する医療行為について
共通部分に準じる

業務内容の特徴について
9 時 ～17 時以外にも担当患者の病状により必要な場合は主治医から呼び出しがある。

実習のための準備、携行品など

白衣、聴診器

その他の連絡事項
呼び出しに備え、常に連絡先を病棟に知らせておく。
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西新病院（消化器内科）

配属先
　施　設　名：福岡大学西新病院　消化器内科 
　評価責任者：髙松　泰
　実施責任者：入江　真
　連　絡　先：西新病院医局 電 話：（092）831-1211
  FAX：（092）843-6697

到達目標（Learning Outcome）
学生は診療チームに参加し、その一員として担当医と共に行動し、以下の項目に関して、医師にな
るための最低限の実践的な知識・技能・態度を身につけることを目標とする。
1．患者から病歴を的確に聴取でき、基本的な身体診察と臨床手技を実践する（B-1）
2．患者の病歴、診察所見から臨床推論ができ、診断に必要な検査を選択し、結果を解釈する（B-2）
3． POS（Problem-Oriented System）を用いて診療録を記載し、適切にプレゼンテーションする（B-5）
4．医師としての自尊心と向上心を持ち続けることができる（C-4）
5．患者と家族、後輩、同僚、多職種医療者を尊重できる（C-5）

コンピテンシー（学生の到達度を評価できる能力）（Competencies）

※FU-RIGHTのコンピテンス領域（ⅠからⅥ）ごとのコンピテンシーに対応
Ⅰ．プロフェッショナリズム

（1）医療者として法的責任、規則を遵守できる。（Ⅰ-1）
（2）他者を尊重し、利他的な態度で行動できる。（Ⅰ-3）
（3）患者の個人情報を遵守できる。（Ⅰ-4）
（4）患者と家族、後輩、同僚、多職種医療者を尊重できる。（Ⅰ-8）

Ⅱ．医学的知識
消化器疾患において以下の知識を習得し診療に応用できる。

（1）病因、構造と機能の異常（Ⅱ-4）
（2）診断、治療（Ⅱ-5）
（3）医療安全（Ⅱ-6）
（4）疫学、予防、公衆衛生（Ⅱ-7）
（5）保険・医療・福祉制度（Ⅱ-8）

Ⅲ．診療技術・患者ケア
（1）患者から病歴を的確に聴取できる。（Ⅲ-1）
（2）腹部の基本的な身体診察と基本的臨床手技を実践できる。（Ⅲ-2）
（3）患者の病歴、診察所見から臨床推論ができる。（Ⅲ-3）
（4）以下に挙げる診断に必要な検査を選択し、結果を解釈できる。（Ⅲ-4）
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肝予備能検査、肝炎ウイルス検査、自己免疫性肝疾患の検査、ヘリコバクターピロリ検査、
便検査（便潜血、便培養）、胸腹部レントゲン検査、腹部超音波検査、CT検査、MRI検査、
上下部内視鏡検査、消化管造影検査、肝生検、消化管生検

（5）頻度の高い消化器疾患について、EBMに基づいた診断、治療方針について説明できる。（Ⅲ-5）
（6） POS（Problem-Oriented System）を用いて診療録を記載し、適切にプレゼンテーション

ができる。（Ⅲ-7）
（7）患者に必要な病状説明、意思決定の場に参加できる。（Ⅲ-6）

Ⅳ．コミュニケーションとチーム医療
（1） 患者の個人的背景、文化、社会的背景を理解し、良好なコミュニケーションをとることが

できる。（Ⅳ-1）
（2） 多職種の医療チーム内で信頼関係を築き、患者中心の医療のために情報を共有し、説明伝

達ができる。（Ⅳ-2）
（3） 他の医療者に、手順を守り適切にコンサルテーションできる。（Ⅳ-3）
（4） 患者の医学情報を診療録に的確に記載し、医療チーム内で情報を共有できる。（Ⅳ-4）

Ⅴ．グローバルな視野と地域医療
（1） 消化器疾患患者をとりまく、医療制度、社会福祉制度を正しく理解した診療を実践できる。（Ⅴ-1）

Ⅵ．科学的探究心と自律学修能力
（1） 消化器疾患における最新の情報を収集し、論理的、批判的に評価し、正しく応用できる。（Ⅵ-1）
（2） 自己の到達目標を設定し、自ら学ぶ機会を持つことができる。（Ⅵ-4）

学習方略・事前事後学習の方法（Learning Strategies）
1． オリエンテーション終了後、学生は診療チームの一員として診療を行う。
2． 担当医に密着して毎日担当患者の処置、状態の観察を行い、病歴、診察所見よりproblem listを

作成し、それに基づき鑑別診断を考える。担当医と共に治療計画の立案に参加する。
3． 患者が検査を受ける時は、検査室に同行し見学する。
4． 回診や診療グループ別カンファレンスの際は、担当医と共に受け持ち患者のプレゼンテーショ

ンを行う。
5． 担当患者への検査・治療の説明に立ち会い、内容によっては担当医と共に説明を行う。
6． 以下に示す検査・治療を見学する。

【当科にて見学可能な検査・治療】
腹部超音波検査、消化管透視・内視鏡検査、えん下内視鏡検査（VE）、超音波内視鏡検査、肝
生検、肝腫瘍生検、エタノール注入療法（PEIT）、経皮的ラジオ波焼灼術（RFA）、胸腹水穿刺、
腹水濾過濃縮再静注法（CART）、肝膿瘍穿刺、内視鏡的粘膜下層切除術（ESD）、内視鏡的粘
膜切除術（EMR）、炎症性腸疾患に対する治療、肝炎に対する治療、消化管出血に対する緊急
処置（内視鏡的止血術）、内視鏡的静脈瘤硬化療法（EIS）、内視鏡的静脈瘤結紮術（EVL）、腸
閉塞に対する治療（イレウス管挿入）など。

7． 臨床実習中に実施が開始されるべき「基本的医行為」について、指導医より指導を受け実習期間
内に習得する。
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成績評価および方法（Evaluation）
ͷҩྍ໘ऀױதͷ୲ؒظɺ࣮शଶΛνΣοΫ͢Δɻ࣮शگಋҩ͕ຖɺͦͷͷ࣮शঢ়ࢦ
ମNJOJ�$&9ධՁදΛ༻͍ͯɺࣝɺٕɺ࣮शଶΛධՁ͢Δɻྟচ࣮शதʹ࣮͕ࢪ։
ΕΔ࢝͞ ʮ͖جຊతҩߦҝʯʹ ͍ͭͯɺফԽثՊɾجຊతྟচखٕධՁදΛ༻͍ͯධՁ͢Δɻ

診療チーム体制
指導医－病棟主治医－学生

消化器内科で学生が習得可能な「基本的医行為」について
「医師養成の観点から医学生が実施する医行為の例示について」（医学部の臨床実習において実施可
能な医行為の研究）の「必須項目」（医師養成の観点から臨床実習中に実施が開始されるべき医行為）
より抜粋。
診察：診療記録記載、医療面接、バイタルサインチェック、診察法（腹部）、高齢者の診察（ADL評価、
高齢者総合機能評価）
一般手技：皮膚消毒、外用薬の貼付・塗布、注射（皮下・皮内・筋肉・静脈内）
検査手技：腹部超音波検査、経皮的酸素飽和度モニタリング

業務内容の特徴について
9 時～17 時以外にも、担当患者の症状により必要な場合は主治医から呼び出しがある。

実習のための準備、携行品など

白衣、聴診器、目で見る医学知識集（福岡大学医学部編）

その他の連絡事項
実習期間内に実施される医療安全・感染対策全体教育、西新メディカルセミナー、医師会合同カン
ファレンスへの出席を義務とする。
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　　学籍番号：MM    　 氏名：   　　　　　　

　　実習期間：　　年　　　月　　　日～　　　年　　　月　　　日

実習を振り返って「1　経験なし、2　見学、3　手伝い、4　実践（指導医の直接監視が必要）、
5　実践（指導医の直接監視は不要）」のうち、どの段階であったかを記録する。以下は、消化
器内科で実施・見学可能な手技。※はシミュレーターの使用も可とする。

自己評価 指導医評価

1　2　3　4　5 1　2　3　4　5

診察

　1）診療記録記載（診療録作成） □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

　2）医療面接 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

　3）バイタルサインチェック □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

　4）診察法（腹部） □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

　5）高齢者の診察（ADL 評価など） □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

一般手技

　1）皮膚消毒 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

　2）外用薬の貼付・塗布 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

　3）注射（皮下・皮内・筋肉・静脈内） □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

検査手技

　1）腹部超音波検査※ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

　2）経皮的酸素飽和度モニタリング □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

　　指導医のコメント：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指導医のサイン：
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２０２０  年  度

クリニカルクラークシップⅡ
シラバス

福岡大学医学部医学科

ɹԬɹେɹֶ
福岡大学（七隈校舎）
福岡大学（医学部）
福 岡 大 学 病 院
福岡大学筑紫病院
福岡大学西新病院
福岡大学博多駅クリニック

福岡大学附属大濠中学校
福岡大学附属大濠高等学校
福岡大学附属若葉高等学校
福岡大学東京事務所

・
・
・
・
・
・

・
・
・

福岡市城南区七隈8ー19ー1
福岡市城南区七隈7ー45ー1
福岡市城南区七隈7ー45ー1
筑 紫 野 市 俗 明 院1 ー1 ー1
福 岡 市 早 良 区 祖 原15番7号
福岡市博多区博多駅中央街9ー1
 KITTE 博多８階
福岡市中央区六本松1ー12ー1
福岡市中央区六本松1ー12ー1
福岡市中央区荒戸3ー4ー62
東京都港区虎ノ門1ー14ー1
郵政福祉琴平ビル６階

☎(092)871－6631㈹
☎(092)801－1011㈹
☎(092)801－1011㈹
☎(092)921－1011㈹
☎(092)831－1211㈹
☎(092)435－1011

☎(092)712－5828㈹
☎(092)771－0731㈹
☎(092)771－1981㈹
☎(03)3501－6629

〒814ー0180
〒814ー0180
〒814ー0180
〒818ー8502
〒814ー8522
〒812ー0012

〒810ー0044
〒810ー0044
〒810ー0062
〒105ー0001




