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本研 究は
､

外来患者 に よ る大規模病院 - の過 度な集中緩和 の 条件 を探る こ と

を目的に ､ 都市近郊 の 地域 コ ミ ュ ニ テ ィ
ー 内 にお け る診療所に 関する情報 の 交

換 と医療機 関 の 選択 と の 関係 に つ い て 解 明 を試 み た も の で あ る ｡ 横浜 市青葉

区 ｡ 緑 区 の 住民 9 0 0 人 を対象に ､ 地域 の診療所 に関す る パ ー

ソ ナ ル 情報 の伝達

や診療所 と大 規模病院 の 選択行動 などに つ い て 質問紙調 査 を実施 し ､ 以 下 の結

果 を得て い る ｡

1 . 地域 の 診療所 に関す る パ ー ソ ナ ル 情報 の 受信頻度は ､ 居住歴 が長 い 住氏

ほ ど概ね 高い傾 向が認 め られ た o
こ の こ と か ら ､ 地域 コ ミ ュ ニ テ ィ

ー

内

に お け る社会的粋 が 強 い ほ ど
､

診療所 に 関す る パ ー

ソナ ル 情報 の 伝達が

活発 に なる可能性が指 摘で き た｡ また ､ 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 が謬 め られ た o

2 . 診療所に 関す る パ ー ソナ ル 情報 を送受信す る頻度に つ い て は ､ 肯定的悼

報 が 否 定的情報を土回る傾向が認 め られた ｡ こ の こ とか ら ､ 住民 は診療

所 に 関 して 否定的 情報を送信する こ と で ､ 自ら の人 格的評価 の 低下や相

手 の気分を損ねる こ と を懸念 して い る可能性が指摘で きた ｡

3 . 診療所 に 関す る パ ー ソ ナ ル 情報を参考にす る程度に つ い て は
､

否 定的情

報 に 関す る場合 は肯定的情報 に 節する場合 よ り も有意に 高い 値を示 した .

こ の こ と か ら､ 個人 的な人 間関係 に よ っ て得 られ た情報を､ 優良診療所

の 選別 よりも不 良診療所の 回避に よ り重 き を成 して利用 して い るも の と

考えられ た ｡

4 . 診療所 に つ い て の パ ー ソ ナ ル 情辛 が伝達され る場合 ､ 伝 えられ る評価 の

程度 の 強 さに つ い て は ､ 肯定的情報 に 関す る場合に 比 べ 否定的情帝 の 関

す る場合に 有意に 高い 値を示 した o こ の こ と か ら ､ 否 定的評寧j の 伝達 が

不満の 表 出手段 と して も 削 ､ られ て い る可能性が推論 で きた o

5 .
ロ ジ ス テ ッ ク 回帰分析 の 結果 ､ 地域 の 診療所 に関する住民間 の 肯定的 な

パ ー ソ ナ ル 情報 の 送受信 は ､ 住民 の 心 理 的な大病院志 向 を有意に抑制す



る傾 向が認 め られ た｡

一

方 ､ 否定的 なパ ー

ソ ナ ル 情報 の 送受信 に つ い て

は ､ こう した心理 的な大病院志向を抑制す る傾向は 認 め られ なか っ た ｡

こ の こ とか ら ､ 診 療所 に 窮す る 肯定的 なパ ー

ソ ナ ル 情報 が 頻繁に得 られ

れ ば ､ 診療所受診 に対す る漠然と した不安感を払 拭で き るた め肯定的情

報 の 伝 達は 大病院志 向を逓減させ る効果 を持 つ 可能性 が推論 でき た ｡

6 . 心理的 な大病院志 向 に つ い て 認 め られ た 診療所に 園す る 肯定的 な パ ー

ソ

ナ ル 倍額 の伝達 に よ る抑制効果 は ､ 実 際 の 受診歴 を元 に算出 した医療機

関 の 受診傾向 に つ い て は認 め られ なか っ た ｡ これ は
､

心 理的 に は 大規模

病院の 受診 を希望 して も ､ 実際に は就労者が 時間的制約 か ら大規模病 院

の 受診を断念す るな ど ､ 心理 的な大病院志 向以外 に も様々 な舞子が影響

を及 ぼ して い る もの と解釈で きた｡

一

般 の 商品に 対す る購買行動 に 閲 し評判 情報 の 果 たす役割に つ い て は ､ こ れ

ま で 多く の 研 究が なされ てき た｡ だ が ､ 大規模病院と診療所 の 選択行動 に 謁 し

て は ､ 評判情報 に つ い て 本邦 で大規模蘭査 が 行 なわれ た 例 は な い ｡ 本論文 は
､

地域にお ける診療所 に 関す る評判情報 の 送受信と患者 の 大病院志 向 との 関係 に

つ い て 着目 し ､ 両者に相 関が あ る こ と を ､ 情報 の 非 対称性 に対す る緩和機能 の

観点 から実証 した最初の 研究 で あ ると い う点で独創性 が認 められ る｡

ま た本論文 娃
､

地域 コ ミ ュ ニ テ ィ
ー にお い て 住民 国士 が 診療所に 謁する 肯定

的 な評判情報を円滑 に交換で き る よう環 境を整 える な ど､
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

面 で の 改善が 過 大な大病院志 向の 抑制 に役 立 つ 可能性 を示 した ｡ 大 規模病院 -

の 患者の 集中は
､
と り わ け都市近郊 にお い て近年 ､ 社会的な課題 とな っ て お り ､

そ の 緩和策に 一

つ の 道を開い たと い う点 で 医療政策 の 立案の 上 で も有j有性が あ

る研究だ と認 め られ る｡

以上よ り ､ 本論文 は 学位 の 授与 に値す る も の と考えられる ｡
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