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後期予定



後期課題演習と発表について

• 後期課題演習の進め方
– グループ課題演習と発表

• グループごとに前期のテーマを選定して、深掘り検討の上、課題発表を
行います。

• 発表は１年生が担当します。
• グループ編成はテーマに応じて皆さんで相談して決めてください。

– 個別課題演習と発表
• 2年生が個別課題演習と発表を行います。

• 合同発表会と成績評価
– 合同発表会の発表をもとに成績評価を行います（グループ評価、個人評価を
行います）

• その他
– 課題演習では適宜、ミニレクチャー、病院見学も必要に応じて行います。

 



日時 ４限（14:40～16:10） 5限（16:20～17:50）

１ 9月24日 ミニレクチャー グループ課題発表

２ 10月8日 個別課題検討と発表 グループ課題検討と発表

３ 10月22日 個別課題検討と発表 グループ課題検討と発表

４ 10月29日 個別課題検討と発表 グループ課題検討と発表

５ 11月19日 個別課題検討と発表 グループ課題検討と発表

６ 12月10日 合同課題発表会 合同課題発表会

７ 12月17日 合同課題発表会 合同課題発表会

８ 12月24日 第300回日本医療病院管
理学会例会

右同

９ 1月7日 合同課題発表会 特別講演



国際医療福祉総合研究所長国際医療福祉総合研究所長
国際医療福祉大学大学院　教授国際医療福祉大学大学院　教授
（株）医療福祉経営審査機構ＣＥＯ（株）医療福祉経営審査機構ＣＥＯ
（株）医療福祉総合研究所（株）医療福祉総合研究所
　　　　　　　　武藤正樹　　　　　　　　武藤正樹
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パート１
地域医療計画の見直し

2006年６月第５次医療法改正
地域医療計画の見直し



第５次医療法改正（2006年）
地域医療計画の見直し(2008年施行）
　疾病別・事業別の地域連携ネットワーク

1次医療

2次医療

3次医療

患者・住民

かかりつけ医 核となる
医療機関

医療機関
医療機関

医療機関

医療機関医療機関

医療機関

介護施設
介護施設

保健所

移行

日常医療圏
二次医療圏に近いが
疾患や地域に
よっては異なる

現在の医療計画の問題点
①患者の実際の受療行動と異なる
②疾病動向を勘案していない
③地域の医療機能に関係なく
　結果として大病院重視の階層構造

特殊な医療は都
道府県を越えた
対応が必要

これまでの医療計画の
考え方

＊４疾患（がん、脳卒中、糖尿病、急性心筋梗塞）と５事業（救急医療、災害医療
、へき地医療、周産期医、小児医療）別のネットワーク形成
　 

疾病



4疾患5事業

• ４疾病
–①がん
–②脳卒中
–③急性心筋梗塞
–④糖尿病

• 5事業
–①救急医療

–②災害医療

–③へき地医療

–④周産期医療

–⑤小児医療

　 

地域連携クリティカルパスが連携ツールとして
地域医療計画作成指針に採用



2013年地域医療計画
次期見直し

地域医療計画は5年計画
2008年～2012年



医療計画見直しスケジュール（案）
2010年 　　　　　　2011年 2012年 2013年

厚
生
労
働
省

都
道
府
県

（10月～）
社会保障審議会医療部会

における議論

（12月～）
医療計画の見直し等に関する検討会
医療計画作成指針の改正案等について

議論

改正指針
等を都道府
県へ提示

医療計画

の策定
医療計画
の実施

2008年～2012年（医療計画の5年間）



医療計画見直し等検討会

• 伊藤 伸一 日本医療法人協会副会長 

• 尾形 裕也 九州大学大学院医学研究院教授 

• 神野 正博 全日本病院協会副会長 

• 齋藤 訓子 日本看護協会常任理事 

• 末永 裕之 日本病院会副会長 

• 鈴木 邦彦 日本医師会常任理事 

• 池主 憲夫 日本歯科医師会常務理事 

• 中沢 明紀 神奈川県保健福祉局保健医療部長 

• 長瀬 輝諠 日本精神科病院協会副会長 

• 伏見 清秀 東京医科歯科大学大学院教授 

• 布施 光彦 健康保険組合連合会副会長 

• ○武藤 正樹 国際医療福祉大学大学院教授 

• 山本 信夫 日本薬剤師会副会長 

• 吉田 茂昭 青森県立中央病院長
第１回検討会
2010年12月17日



医療計画見直し等検討会

• 第１回　2010年12月17日
–医療計画制度の現状と課題等について

• 第２回　2011年2月18日
–医療計画の新たな評価手法の導入等について

• 東京医科歯科大学・河原教授：「医療計画を踏まえた
医療連携体制構築に関する評価方法について」

• 尾形委員：「医療計画におけるPDCAサイクルによるマ
ネジメントについて」

• 武藤座長：「医療連携体制に係る各都道府県の取り組
み状況の差異について」

• 　



第１回検討会（２０１０年１２月１７日）

• 二次医療圏そのものも見直しの必要性
– 全日本病院協会　神野正博副会長

• 「医療圏そのものを見直し、定義をきちんとすべきかもしれない」

• 精神疾患を医療計画へ
– 日本精神科病院協会　長瀬輝誼副会長

– 精神科疾患は以前から比べると、かなりのウエートを占
めるようになった

– 精神科疾患にも配慮して医療計画を作るべき」だとの考
えが示された。

• 介護との連携
– 日本医師会　鈴木邦彦常任理事

• 高齢化が進み、医療だけでは地域は支えられない

• 介護との連携の必要性



第１回検討会（２０１０年１２月１７日）

• 中小病院の役割
– 日本医療法人協会　　伊藤伸一副会長

• DPC病院以外の地域の一般病院の機能を、医療計画の中にどのような
形で盛り込むのか。病院機能、病床機能をもう少し明確に表すようにす
べきでないか

• 歯科連携
– 日本歯科医師会　池主憲夫常務理事

• 医療連携における歯科連携の重要性を強調した。

•  薬局の役割
– 日本薬剤師会　山本信夫副会長

– 在宅における癌治療、緩和医療における薬局の役割



第２回検討会（２０１０年２月１８日）

• 医療計画策定のためのデータ集積や分析の
在り方
– 伏見 清秀 東京医科歯科大学大学院教授 

• 「患者動向を示す最新データが、医療計画の見直し検討には必
須である」

• 「この5年間にDPCデータやレセプトオンラインデータが整備されて
きているので、こうしたデータベースの利用が不可欠」

• 医療計画の評価
– 尾形 裕也 九州大学大学院医学研究院教授 

• 医療計画では、ＰＤＣＡサイクルを回すことが必要

• 医療計画作成評価
–国際医療福祉大学大学院武藤正樹



医療計画見直し等検討会
• 第３回　平成23年2月28日

– 各都道府県の医療計画への取り組み状況につ
いて

• 千葉県健康福祉部・井上理事：「医療計画への取り組
みについて」

• 山口県宇部環境保健所・惠上所長：「地域医療連携体
制構築に関する保健所の関与について」

• 伏見委員：「医療圏における地域疾病構造及び患者
受療行動に基づく地域医療の評価について」

• 青森県健康福祉部・大西保健医療政策推進監：「保健
医療計画の策定について」



医療計画見直し等検討会

• 第４回　平成23年5月23日（月）14:00
– 「災害医療について」　厚労省医政局指導課救急・周産
期医療等対策室　宮本室長

– 「東日本大震災におけるＤＭＡＴの活動について」　小井
土ＤＭＡＴ事務局長　国立病院機構災害医療センター臨
床研究部長

– 「二次医療圏データベースを用いてわかること」　国際医
療福祉大学大学院　高橋泰教授

– 「循環器疾患の地域医療連携の取り組み」順天堂大学医
学部　田城准教授



第４回医療見直し等検討会

• ポストＤＭＡＴのシステム作り
– 鈴木邦彦委員（日本医師会常任理事）

• 被災地における急性期医療のニーズが低かったことなどを挙げ、
「これまでDMATが想定していなかったことが起きている」

– 末永裕之委員（日本病院会副会長）
• 「JMAT（日本医師会災害医療チーム）や病院団体との協働作業
で、『ポストDMAT』をどうするかが課題

• 亜急性期から慢性期を含めた長期的な支援の必要性を強調

• 災害時の情報連携の構築
– 神野正博委員（全日本病院協会副会長）

• 津波による患者情報の流失などが起こったことから、「情報連携
を何らかの形で入れ込むことが、これからの災害医療、あるいは
医療計画に必要なことだと思う」



第５回医療計画見直し検討会

7月13日
在宅医療

集中検討会議パターン１と医療計画と
の関係は？



第５回医療計画見直し検討会

• 厚生労働省医政局指導課在宅医療推進室
– 在宅医療に係わる提供体制、とくに在宅療養支援診療所
や在宅療養支援病院、訪問看護ステーションの現状の説
明

• 医療計画における在宅医療の位置づけ
– 神野正博委員（全日本病院協会副会長）

• 「医療法上、在宅医療は規定されているものの、4疾病5事業にく
らべて、医療機関も行政も、そして国民も（医療計画の項目として
）なじみが薄い。在宅を事業として、精神疾患を入れて5疾病6事
業、あるいは5疾病5事業1在宅などときちんと明示し国の指針を
示すべきである。」

• 在宅医療指針を別途通知する予定



「在宅医療指針」

• 国立長寿医療研究センターが中心になって
取りまとめた「在宅医療体制構築に係る指針
案」を参考にする方針。
– 24時間365日、患者の生活の視点に立った多職

種連携医療の確保

– 看取りまで行える医療のための連携体制

–認知症の在宅医療の推進

–介護との連携―などの観点から、各都道府県が
地域の実情に合わせて計画を策定すべき



医療計画の見直しの方向性

災害医療、精神医療、在宅医療



4疾患5事業の見直しを！

• ４疾病
–①がん
–②脳卒中
–③急性心筋梗塞
–④糖尿病

–⑤精神疾患

• 5事業
–①救急医療

–②災害医療

–③へき地医療

–④周産期医療

–⑤小児医療

–＊在宅医療

　 



災害医療計画の見直し



災害医療計画の見直しを
• 災害拠点病院の要件見直し

– 被災した東北３県沿岸9医療圏とその周辺医療圏
の災害拠点病院の現状調査が必要

– 災害医療ネットワークが機能したかどうか？

– 災害拠点病院の要件見直しが必要
• 初期医療体制、後方病床確保、高齢者施設支援

• 医薬品備蓄、医療派遣チームなど

– 災害医療は平時の連携体制を基礎に、いったん
緩急あればスケールアップして対応できる体制が
必要

• 被災9医療圏は東北3県の広域の医療計画
が必要だろう



災害医療の在り方検討会の設置

2011年中にとりまとめ
2013年の次期医療計画へ反映



広域の災害医療圏の設定が必要

東北３県9医療圏が
被災した



パート２
精神医療の見直し

ドネペジル連携パス



日本の精神医療の特殊性







「地域医療計画の5疾患目に
　　　　　　　　　　精神科疾患を要望」
（日本精神科病院協会） ２０１０年１２月２２日

　　　　　　　　
• 社団法人 日本精神科病院協会長 山 崎 學氏

• 今後増加する精神疾患患者への医療提供体制を安
定的に確保するためには、一般医療と精神科医療
との連携強化や地域連携を一層強化する必要があ
る。 

• このため、医療計画のいわゆる４疾病５事業の疾病
に、精神疾患を追加し、５疾病５事業とすることにつ
いて検討していただきたい。



精神疾患が医療計画へ

社会保障審議会医療部会　2011年7月6日



社会保障審議会医療部会
（2011年7月6日）

• 医療計画の５疾患目に精神疾患を追加することで合意
– 精神疾患の患者数は323万人（2008年患者調査）

– ４疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病）のいずれより
も多い

– 自殺による死亡者数3.1万人（糖尿病死亡者数1.4万人より多
い）

• 委員からは積極的に支援する意見があいついだ
– 「精神疾患は社会全体で見守らなければならない」（高智英
太郎健保連理事）

– 「他の４疾病よりも地域連携が必要」（横倉義武日医副会長）



←精神疾患を追加











精神疾患が地域医療計画の５疾患に
加えられると・・・

• 精神科医療施設の診療機能の情報開示

• 地域医療計画における数値目標の明示

• 地域連携クリテイカルパスの作成

• そしてそのための作成指針を作成しなければ
ならない。

• 日本精神科病院協会
– 「医療計画指針特別検討委員会」を設置

– 「医療計画見直し検討会で参考となる協会版の
指針を作成する」（山崎会長）



精神科連携パスを作ろう！

• 精神科連携パス作成手順
–院内パス作成が基礎

• 急性期精神疾患から作成し慢性期精神疾患へ
– エビデンスやガイドラインに基づいて

– アウトカム指向で

– チームアプローチで
• 精神科退院調整パスの作成

–精神科連携パスの作成へ
• 基本は院内パスと同じ

• アウトカム指向で、ガイドラインに基づいて、多職種協
働で



精神科地域連携クリティカルパス（北里東病院）
適応基準： □うつ病　　　□反復性うつ病
除外基準： 認知症を含む器質性・薬剤性精神障害、統合失調症、神経症性障害
再紹介基準： うつ病再発の特徴がみられ、かつ薬物調整で改善傾向を示さない
1. 強いうつ気分, 2. 興味や喜びの喪失, 3. 食欲の障害, 4. 睡眠の障害
5. 精神運動の障害（制止または焦燥）, 6. 疲れやすさ、気力の減退, 7. 強い罪責感
8. 思考力や集中力の低下, 9. 死への思い

大石智氏資料（北里東病院）

　
　
　

家庭内安定期
退院から３ヶ月後
（　　　月　　日）

地域安定期
退院から６ヶ月後
（　　　月　　日）

社会参加検討期
退院から９ヶ月後
（　　　月　　日）

社会参加安定期
退院から１２ヶ月後
（　　　月　　日）

治療終結検討期
退院から２４ヶ月後
（　　　月　　日）

ア
ウ
ト
カ
ム

病状悪化をもたらす困難やストレスがない □同左 □同左 □同左 □同左

睡眠や生活リズムが保たれている □同左 □同左 □同左 □同左
服薬自己管理が出来る □同左 □同左 □同左 □同左
精神症状が安定している □同左 □同左 □同左 □同左
家族等と良好な関係が保てている □同左 □同左 □同左 □同左
支援が必要な際の自覚がもてる □同左 □同左 □同左 □同左
支援が必要な際の救助方法（電話、相談）が理解出来ている □同左 □同左 □同左 □同左
自宅での活動を自発的に行える □同左 □同左 □同左 □同左
通院が可能である □同左 □同左 □同左 □同左

近所を中心に外出できる

　
　

単独で地域住民や親戚
とつきあえる
単独で遠方へ外出できる
　

仕事への復帰を検討で
きる
　
　

制限を設けず就労できる
睡眠薬を服用せずとも熟睡
感が得られる
抗不安薬を漸減中止できる

□同左
抗うつ薬を漸減中止できる
治療終結を楽観的に捉えられる

生活能
力評価

  1. 精神状態（安定、ほぼ安定、要援助） □同左 □同左 □同左 □同左
  2. 症状管理（自立、ほぼ自立、要援助） □同左 □同左 □同左 □同左
  3. 服薬管理（自立、ほぼ自立、要援助 □同左 □同左 □同左 □同左
  4. 睡眠コントロール（自立、ほぼ自立、要援助） □同左 □同左 □同左 □同左
  5. 排泄（自立、ほぼ自立、要援助） □同左 □同左 □同左 □同左
  6. 食事、健康管理（自立、時々偏向あり、要援助） □同左 □同左 □同左 □同左
  7. 個人衛生、清潔（自立、ほぼ自立、要援助） □同左 □同左 □同左 □同左
  8. 金銭管理（自立、ほぼ自立、要援助） □同左 □同左 □同左 □同左
  9. 対人関係（良好、時々偏向あり、不良） □同左 □同左 □同左 □同左

タスク

□通院（　月　日）（　月　日）・・・ □通院（月日）・・・ □通院（月日）・・・ □通院（月日）・・・ □通院（月日）・・・
□栄養相談 □同左 □同左 □同左 □同左
□服薬自己管理の教育 □同左 □同左 □同左 □同左

□かかりつけ医への情報提供書作成
　

□職場担当者と面接
□産業医への情報提供

□同左 □再発サインと対処法に関する
教育



パート３
塩酸ドネペジルと認知症連携

塩酸ドネペジル



塩酸ドネペジルの特許切れ

• 2011年11月塩酸ドネペジルのジェネリック医
薬品が３４社から発売

• 塩酸ドネペジル・ジェネリック医薬品
– ３ｍｇ、５ｍｇ
–適応は軽度、中等度アルツハイマーのみ

– １０ｍｇと高度アルツハイマーには適応がない

• アリセプトの市場はおよそ1000億円
–アリセプト５ｍｇが、売り上げの70％以上を占める



抗認知症薬
ドネペジル ガランタミン リバスチグミン

(パッチ剤）
メマンチン

作用機序 AcｈE阻害剤 ACｈE阻害剤
nAChEアロステ
リックモジュレー
ター

AcｈE/BuChE阻害
剤

NMDA受容体阻
害剤

用量（ｍｇ/日） ５～１０ １６～２４ １８ １０～２０

用法(回/日） １ ２ １ １

半減期（時間） ７０～８０ ５～７ １０ ６０～８０

代謝 肝臓 肝臓 腎排泄 腎排泄



メマンチン

• 塩酸ドネペジル
– 記憶などに関わる神経伝達物質アセチルコリンの分解酵
素を阻害してアセチルコリン濃度を高める

• メマンチン
– 神経伝達物質グルタミン酸のN-メチル-D-アスパラギン酸
（NMDA）受容体に働きかけ、過剰グルタミン酸による神
経細胞毒性などを抑制、認知症の周辺症状を抑制

– 日本でメマンチンは、独メルツから導入した第一三共子会
社が「メマリー」として2011年２月より製造販売

• 塩酸ドネペジルとメマンチンの併用

– 中度・高度アルツハイマーに適応



認知症の疫学

• 認知症高齢者
– 65歳以上高齢者の認知症有病率は３．８～11％
– 2010年　250万人
– 2015年　300万人
– 2030年　400万人

• 認知症高齢者は都市部に多い
–都市部とその周辺部の高齢化により、認知症問
題は実は都市問題

– 東京都がいずれアルツハイマー大都市となる



認知症診療の課題

• 認知症診療の標準化
–早期診断、早期治療

–発症後はどこでも同じ標準治療を受けられる体
制の整備

– 診療ガイドラインの普及

• 介護施設における薬物治療の継続
–介護療養病床・介護老人保健施設は介護保険に
よる医薬品の包括化でアリセプトの投与が中止さ
れることが多い。治療中断による症状進行を防ぐ
必要がある



課題の解決へ向けての方策

• 認知症診療ガイドラインの普及
– 日本神経学会認知症ガイドライン

• 簡易版のガイドラインの普及が必要

– とくに開業医向けガイドラインの普及

• 負担軽減による治療継続
– 軽症・中等症→塩酸ドネペジルのジェネリック医薬品

– 中等度・高度→塩酸ドネペジルのジェネリック医薬品＋メ
マンチン

• 塩酸ドネペジルのジェネリック医薬品導入により介
護施設での継続治療が可能となる

• 高額なメマンチンとの併用が可能となる



老人保健施設では
アリセプトが飲めない？

• 2008年１月２０日放送ＮＨＫスペシャル（認知症）
– 番組では老人保健施設ではアルツハイマー患者が入所してるにもかかわらず、ア
リセプトが飲ませられないことを取り上げていた。

– 入所者一人当たりの介護報酬が、月３０万円と決まっていて、この枠内で
人件費や施設の維持管理費、施設の利益、食費、薬代、すべてを賄わな
いといけない。

– このため高い薬は購入できない。薬代に使えるのは、わずか３％程度。こ
れを計算すると９０００円となる。

• アリセプトの薬価は高い
– アリセプトの薬価は５ｍｇで４２７円

– これを飲ませると月に幾らするかというと、１２８００円である。これでは、
施設の利益が出ないことになる。



介護老人保健施設における
包括医療

• 介護老人保健施設入所中の医療は原則包
括医療
– 療養上必要な処方薬等は、原則として介護保険からの給付になる

– 介護老人保健施設は、「症状が安定期にある」ことが入所条件の一
つとなっているので、他の病院等に受診することは「通常ではない状
態」として扱われる

• 外部医療機関への受診
– 受診する場合は、介護老人保健施設の医師が、受診先の医師に診
療情報提供書を添えることが必須の事項となっている。

– 現行制度では、老人医療の１割分を受診をした当該利用者が負担し
、その他の受診に関わる費用の残りの分は施設が負担することにな
っている



全老健アリセプトなど
出来高での算定要望

• 全老健　アリセプトなど出来高での算定要望
– 全国老人保健施設協会（全老健、川合秀治会長
）は、介護老健施設の入所者へのパーキンソン
病治療薬や認知症治療薬、免疫抑制剤などの処
方を診療報酬での出来高算定にするよう厚生労
働省に求めている。

– ２０１０年度の診療報酬改定か、遅くとも12年度に
予定されている診療・介護報酬の同時改定での
実現を目指す。



かかりつけ
医への介入

介護施設
への介入



認知症と地域連携

認知症患者を取り巻く関係者



認知症を巡る最近の動向

• 医療計画の５疾患目に精神疾患が追加
–精神疾患（認知症、うつ病、統合失調症）

– 一般医療との連携が必要

• 認知症疾患医療センターの整備（2008年より）
• 認知症サポート医







認知症サポート医と研修

• 認知症サポート医 
– 地域医療に携わり認知症の対応に習熟している医師で、所定の研修
を修了し、かかりつけ医に対する認知症診断等に関する相談・助言、
地域包括支援センター等との連携及び「かかりつけ医認知症対応力
向上研修」の研修内容の企画立案や講師役等を担う医師 （平成22
年3月末現在 260名）

• かかりつけ医認知症対応力向上研修 
– 高齢者が日ごろから受診する診療所等の主治医（かかりつけ医）に
対し、適切な認知症診断の知識・技術や家族からの話や悩みを聞く
姿勢を習得するための研修を実施することにより、サポート医との連
携の下、各地域において、認知症の発症初期から状況に応じて、医
療と介護が一体となった認知症の人への支援体制の構築を図ること
を目的とした研修 （平成22年3月末現在 2,556名）

• （注３）研修修了者は、東京都の認知症ポータルサイト「とうきょう認知症
ナビ」で公表している。





パート５
認知症連携パス



２０１０年診療報酬改定
認知症に係わる連携加算

• １　認知症専門診断管理料500点（1人につき１回）
– 〔算定用件〕

• 認知症疾患医療センター等の専門医療機関において、認知症の
個別診断を行い、療養方針を決定して患者及び家族に詳細な説
明行った場合に算定する。

• ２　認知症専門医療機関連携加算50点（月１回）
– かかりつけ医の外来で管理している認知症患者について
、症状が増悪した場合や定期的な評価が必要な場合に、
専門医療機関に紹介を行う際の診療情報提供料（Ⅰ）に
加算する。



東京都内の認知症連携

• 世田谷区もの忘れ連携パス

• http://www.setagayamed.or.jp/ninchishindan
.html

• 大田区認知症連携パス

• http://amity.typepad.jp/blog/2011/02/ninnchi-renkei.html
• 目黒区認知症連携パス
• http://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/korei_fukushi/ninchisho_shien/ninchisho_renkeipasu/index.html

http://amity.typepad.jp/blog/2011/02/ninnchi-renkei.html
http://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/korei_fukushi/ninchisho_shien/ninchisho_renkeipasu/index.html


世田谷区もの忘れ連携パス









大田区認知症連携パス









大津市認知症連携パス











足立区認知症連携パスを作ろう！

　　　　　　精神科連携パス勉強会
（大内病院、東京足立区　 2011年5月11日）



　　　　　　　　　　　　　　　まとめと提言まとめと提言

・医療計画に精神疾患が追加された・医療計画に精神疾患が追加された
・精神疾患、とくに認知症連携パスが注目・精神疾患、とくに認知症連携パスが注目
・塩酸ドネペジルのジェネリック医薬品の普・塩酸ドネペジルのジェネリック医薬品の普
及と活用を！及と活用を！
・塩酸ドネペジル連携パスを作ろう・塩酸ドネペジル連携パスを作ろう







ご清聴ありがとうございました

本日の講演資料は武藤正樹のウェブサイ
トに公開しております。ご覧ください。

武藤正樹 検索 クリック

ご質問お問い合わせは以下のメールアドレスで
　　gt2m-mtu@asahi-net.or.jp

国際医療福祉大学クリニックhttp://www.iuhw.ac.jp/clinic/
で月・木外来をしております。患者さんをご紹介ください

mailto:gt2m-mtu@asahi-net.or.jp
http://www.iuhw.ac.jp/clinic/
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