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病院､
と りわ け大規模病院 - の外来患者 の集中は 『大病院志向』 と呼ばれ ､ 本邦 の 医療

体制が抱 える大きな課題 の
一

つ とな っ て い る｡ 地域 の診療所 で対応す べ きプ ライ マ リ
ー

ケ

ア の 機能 を病院に担わ せ る こ と は
､ 限られた 医療資源 の 非効率的 な運用 に つ なが るた め早

期 に是 正す べ きだ と の 主張 が行政 当局や識者 よ りなされ て い る
o

大規模病院 - の 集中を招

く原因と して
､ 患者 に と っ て 地域 医療 を担う診療所 に関す る情報が欠如 し て お り

､
こ の た

め安心 し て受診 でき る診療所 を見 つ けだす こ とが 困発と な っ て い る 可能性が指摘 で きる
｡

多く の 発行研究 に よ り ､ 地域 医療機 関 の 選択 に地域住民 の評宰相ミ寄与 して い る こ とが 指

摘 されて い る ｡ と こ ろが こ れま で 医療分野では評判 に つ い て 患者満足度調査 の 中で 部分的

に扱わ れ る に過 ぎず ､ 地域 医療 に お ける評 判 に よ る市 場詞蔀機 能 ( 以下 ､
R e p u t a t i o n

M e c h a n i s m と呼ぶ) そ の もの を中心に扱 っ た大規模な研究は本邦 で は行われ て い ない o

R e p u t a t i o n M e c h a n i s m は
､ 肯定的情報と否 定的情報で は非対称的 で ある こ と ､ 送信者と

受信者と の 社会的鮮 の 強さに影響 を受 ける こ とな どが ､ 多く の先行研究 に より指摘され て

い る
｡

そ こ で 本研究 で は
､

地域 にお ける診療所に 関す る肯定的情報 と否 定的情報 の それ ぞ

れ の R e p u t a t i o n M e c b a n i s iTn に つ い て
､

社会的連帯 に影響を与 える こ とが 予想され る現住所

の居住歴 一 年齢 ･ 性別 などに閲 し解析 を行 なうと共 に
､

診療所に 関す る評胡 の伝達頻度 と

大規模病院 へ の集中と の関係 を分析 し
､

R e p u t a t i o n M e c h a n i s m を利用 した地域医療向上 の

条件 を探 っ た
｡
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調査対象 と した地域は
､ 首都の ベ

ッ ドタウン と して宅地開発が進展 した横浜市郊外 で あ

る
Q 都市近郊 で は

､
地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ

ー 内 で の社会的連帯が希薄化 して い る転入住民と
､

従来 か ら居住 して い るた め社会的粋が 強 い住民と が混在 して い る特長 を持 つ こ とが 指摘 さ

れ て お り
､

こ の た め パ ー

ソ ナ ル 情報 の 伝達に つ い て も異なる個人が 同
一

地域に居住 して い

る可能性が 高く ､ 研究対象地域と して望ま し い と考えた ｡

基礎調査と し て 面接に よ る聞き取 り調査 を実施 し
､

｢ 地域 の 診療所 に関 して傭人間 で伝遷

され る私的 な情報 ( 以下 ､
パ ー ソ ナ ル情報 と呼ぶ) の送受信 の頻度 は ､ 現住所 の 居住歴が

長 い ほ ど高 い療病に ある｣ ｢ 地域の診療所 に関す る パ ー ソ ナ ル情報の 送受信 の頻度が高けれ

ば ､ 大病院志向が抑制 され る傾向が ある｣ など の 仮説 を立 て ､
これ を証明す る目的 で 質問

票を作成 し
､ 住民 9 0 0 人 ( 社会的粋が比較的強 い と考 えられ る集団 A と弱い と考 えられ る

集団 B の それ ぞれ 4 5 0 人) に対 し て郵送法に よ る自記式回答形式 の 調査 を行 っ た
｡ 質問票

で 絃
､
診療所 に対す る肯定的 パ ー ソ ナ ル情報 ･ 否定的 パ ー ソ ナ ル 情報を発信 ｡ 受信 する頻

度や参考にす る程度 ､
パ ー ソ ナ ル 情報 を受信 した時 の 医療 サ

ー ビ ス の 各要素 に対す る重視

の程度な どに つ い て 5 段階尺 度で回答を求めた ｡ ま た
､ 医療機 関 の選択行動 に つ い て は

､

実際 の 行動 を把握 する 目的 で受診歴 を大規模病院 ･ 小 規模病院 ･ 診療所に分 け て尋ね る と

と もに
､

心 理的側面 を知 る目的 で
､

提示 された架空 の 症状 に対 し
､

ど の規模 の 医療機 関を

選択す るかも尋 ねた
｡

解析 はす べ て
､ 集団 A と集団 B の それぞれ に対- し個別 に行 っ た ｡ まず ､ す べ て の 項目 に

つ い て
, 居住歴 ･ 年齢 ･ 健康状態 ･ 性別 に関 し K r u s k a l 瑠 a l l i s t e s t などを行い 有意 な差

が認 められない か を検証 した｡ さらに
､
実際 の受診行動 に つ い て は病院受診嶺 向ダミ

ー

を､

また
､ 架空の 症状に対す る問に つ い て は病 院志向ダミ

ー

を以下 の ように定義 し
､

居住歴や

年齢 にお ける格差や パ ー ソ ナ ル情報の 送受信 の頻度な どと の S p e a r m a n の順位相 関係数 を求

めた ｡

[ 病院受診傾向ダミ
ー コ : 過去 1 年 ､ 病院 しか受診 して い ない ⇒ 1

､

診療所 の み
i ある い は診療所 と病院 を併用 - i O

[ 病院志向ダミ
ー ] : 提示 され た架空 の 症状 に対 し

､ 受診先 と し て病院 の み を選択⇒ 1

提示 された架空の 症状 に対 し
､ 受診克 と して 診療所 の み を選択 ⇒ 0

さ らに ､ 病院志向ダミ ー ま た は病院受診僚向ダミ
ー を従属変数 に

､

パ ー

ソ ナ ル 情報 の 送

受信 の 頻度や居住歴 ･ 年齢 ･ 性別な どを独立変数 に投入 した ロ ジ ス テ イ ク回帰分析 を行 い
､

病院選択 の 要因を解析 した ｡

阜!! . 6
'

.

l

l

.

:

LR-
㌔

調査票 を郵送 した 9 0 0 人中､
5 9 0 人 ( 6 5 . 6 % ) か ら有効回答 を得た

｡

1 . 居住歴 . 年齢 ･ 健康状態 ･ 性差に よ る R e p u 七a t i o r l 姐e c h a n i s m の格差

① 集団 A
､ 集団 B の い ず れ に つ い て も､ 地域 の診療所に関する パ ー

ソ ナ ル 情報 の 受信頻

2



度 は居住歴が長 い ほ ど概 ね高 い傾 向に あ り ､ 男性 よ りも女性 の 方が 肯定的 パ ー ソ ナ ル

情報 の送受信 の頻度が概ね高 い傾 向にある こ とが認 められた
｡

② パ ー

ソ ナ ル 情報を受信 した時の 医療サ
ー ビ ス の 各要素に対す る重視の 程度に関 し て は

､

集団 A
､ 集韓 B の いずれ に つ い て も肯定的情報 ･ 否定的情報 ともに

､ 居住歴 ･ 年齢 ｡

健康状態 ･ 性差 の それぞ れ と の 間 で統計的 に有意 な格差 は
､

ほ とん ど の項 目 で認 め ら

れ なか っ た o

2 . 肯定的情報 と否定的情報 の 比較

① パ -

ソナ ル 情報を送信 ･ 受信す る頻度は いずれも ､ 集 団 A ･ 集団 B ともに肯定的情報

が否定的情報を上Egl る僚向がみ られ た ｡

② パ ー

ソ ナ ル情報 を話す場合 に伝 える評価 の程度､ 及 び
､ 聞い た時 に参考にす る程度 に

関 して は
､ 集団 A ･ 集団 B ともに否定的情報が 肯定的情報を有意 に上回 っ た

｡

3 . 診療所 と病院の選択に 関す る分析

① 集 団 A
､ 集団 B の い ずれ に つ い て も､

心理的側 面を表す病院志向 ､ 及び ､ 現実 の 受診

行動を反映 した病 院受診傾 向には
､ 年齢 ･ 健康状態 ･ 性差 の い ずれ に関 して も有意な

差は認 められなか っ たo

② 病院志向に つ い て は ､ 集団 A では ､ 診療所に関する肯定的 パ ー ソ ナ ル情報 の 受信頻度 ･

送信頻度と比 較的 強 い 有意な負 の 相関が認め られた
｡

一

方 ､ 集団 B で は弱 い相 関 しか

認 め られ なか っ た ｡
ロ ジ ス テ イ ク回帰分析 にお い て も ､ 集団 A で は肯定的 パ ー ソ ナ ル

情報 の受信顛度 抄 送信頻度は病院志 向の減少 を有意 に説明する要因と認め られ
, 集団

B で も有意 で は ない が同様 の 傾向がみ られた8

③ 病院受診頗向 に つ い て は送受信頻度と弱 い相田 しか認め られなか っ た
｡

ロ ジ ス テ イ ク

回帰分析 にお い て も
､

パ ー ソ ナ ル 情報の 伝達頻度 は病院志向 の 増減を有意 に説 明す る

要因と は認 め られ なか っ た o

Ⅳ . 考察

否定的情報 は肯定的情報 に 比 べ て送受信 され る頻度 は小 さい が
､ 話 し手 は より極端に話

し
､ 受け手 は よ り重く受け止 める傾向が

一

般 の 商品市場に関する先行研究 で指宿 され て お

り ､

` `

N e g a .t主v i t y b i a s
"

と呼ばれて い る ｡ 本調査に お い ても ､ ま っ たく同様 の 傾向が認 め

られ た ｡ 話 し手が より程度を大きく話す の は
､ ①否定的 パ ー ソ ナ ル 情報 の 送信 が

､ 粗悪な

商品やサ ー ビ ス の 提供 に対す る
一

種の 私的制裁 と し て い るo ②否定的情報 を話す こ とが劣

悪な商品 やサ
ー ビ ス の 購買に対す る} L 的浄化作用 とな っ て い る点が指摘され て お り ､ 同様

の解釈が 医療 で も成り 立 っ もの と考えられる ｡
こ の ように

､

一

般市場に お ける先行研究に

よ る知見が医療機関 の 選択市場でもか なり広範囲 に援用でき る可能性が指摘 でき る｡

患者 の 心 理的側面 を表す病院志 向に つ い て は
､ 肯定的 パ ー

ソ ナ ル 情報が頻繁 に送受信さ

れ る場合 に抑制され る傾 向が あ る こ とが認 め られ た
o

こ れ は ､ 地域住民同士 が肯定的評価

を抱く近隣 の診療所に 関 し で情報 を活発 に交換すれば ､ 診療所受診に伴う不安感 を緩和す
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る効果 を持 つ た め
､ 病院志 向が抑制 され るもの と考 えられ る ｡ ま た ､

こ の 肯定的 パ ー ソ ナ

ル 情報 に よる病院志 向 の低 下作用 は
､ 集 団 B よ りも集摂 A で 顕著 に認め られた

｡
こ の こ と

か ら
､ 社会的粋 が強 い群 で こ う した作用は よ り強く働く可能性 が指摘 で きる ｡

一 方､ 否 定的 パ ー ソ ナ ル情報に 関 し て は
､

こ の ような病院志向 の抑制効果 は肯定的情報

の 場合 ほ ど顕著には認 め られなか っ た ｡ こ れに つ い て は
､

否定的 パ ー

ソ ナ ル 情報の 伝達に

は 医療サ ー ビ ス に対す る 不満 の表 出な ど他 の 目的も関与 して い るた め
､ 情報 の 伝達機能が

相対的に希薄とな っ て 病院志向 の抑制効果 を減弱させ た可能性が指摘 で きる
｡

また ､ 病院受診傾 向に筒 しては パ ー ソ ナ ル情報の 伝達 に は有意な抑制効果 が認 め られず ､

病院志向と は異な る結果で あ っ た
｡

こ れは
､

い ざ実際 に医療機関を受診す る段階に遭遇す

ると ､ 就労者が時間的制約 か ら大規模病院 の受診 を断念す るな ど
､ 受診行動 には患者 の 志

向以外 の様 々 な要因が複雑 に影響 して い るた め ､
コ ミ ュ ニ ケ

ー

シ ョ ン に よる効果 が相対的

に希薄に な っ た もの と考え られる ｡ さらに ､ 病院受診傾 向ダミ
ー

は継続受診も含む 受診歴

を利用 した便宜的な指標 に過 ぎず
､ 初診時 の 医療機関選択 を正確 に表 して い ない 可能性も

考え られ る｡

以 上 より ､ 貴重 な医療資源 の効率的な運用 を妨 げ て い る大病院志向を低 下させ るに は
､

地域住民同士 が診療所に 関 して 肯定的情報 を交換でき る環境を整備 する取 り組みが 有効だ

と考 え られ る｡

Ⅴ ∴結論

本研究に より以下 の知見が得 られた｡

①
一

般に否定的 パ ー

ソ ナ ル情報は肯定的 パ ー

ソ ナ ル情報 よりも送受信 の 頻度は低い が
､

い っ た ん伝 達 され る と 重く 受 け止 め られ る傾 向 に あ る と さ れ て い る
o

こ う し た

"

N e g a t i v i t y b i a s
"

の 存在 は
､

地域 の 診療所に 節す る パ ー

ソ ナ ル 情報に お い て も認 め

られ る こ とが確認で き た
｡

② 地域の 診療所 に関す る肯定的な パ ー

ソ ナ ル情報 の送受信 の 頻度 が高けれ ば
､

心 理的な

大病院志向は抑制され る傾 向が る｡ ただ し
､

こ う した コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の 効果 は
､

必ず しも実際 の受診行動 に反 映 して い るとは い えなか っ た
｡
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