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は じ め に

今回， 本学医学部 に お い て 「 医学教育 の改善」 を
テ ー マ に し た ワ ー ク ショ ッ プが組 まれ た こ と は ， 日

頃 こ う し た 問題 に 興味 を 寄せ， さ さ やか な 試行 を繰
り 返 し てき た私 に と って 大変嬉 し く ， こ の企画 を 立
て られ た 方々 に まず お札 を 申し上げた い 。 ま た こ の

機会 に 序 論 を述 べ さ せ て頂 く こ と は 大変光栄 に 思 っ

て い た が， 当 日 た ま た ま体 調 を く ず し 出席 で き な く
なり要 点のみ を お読み頂 く こ と に な り ， ま た 論議に
も 加 われ ず 申 し 訳 な く 思 っ て い る 。 そ こ で講義の 改
善 と ク リ ニ カ ル ク ラ ー ク シ ッ プ に つ い て 日 頃 考 え て

い る こ と を 記述 し て ， 参考に供 し た い 。

講 義の 改 善

ま ず あ げた い の は ， 「教授錯覚 」 と い われ る 事実
を 教官が よ く 認識す る こ と であ る 。 これ は 教官が教
え た こ と を 学生がすべ て よ く 理解 し 得た と 思 う こ と

であ り ， 事 実私 もテ ス ト を 行 っ て み て こん な に 学生
は 理解 し て い な か っ た のか と 感 じ き せ られ る こ と が

多 い 。 つ ま り 教官が一生懸命 教 え た か ら ， 学習者が
そ の意 図 に沿 っ て すべ て 変化 し た と 考 え る の は誤 り

であ り ， 学習者が 「学び」 そ し て 「 得 た 」 こ と が重
要 な の であ る 。 つ ま り Learner-centered Education 

で な けれ ばな ら な い と い う こ と であ る 。
優れ た 学者 の う ん ち く を か た む け た 講義に は誰 も

が感動す る では な いか， これ は 必ず し も 学習 者 中 心

では な い では な い か と も い われ る が， こ の よ う な講

義の場合は 学習者 は それ を 聴 き に 集 ま っ て 来て お り ，
学習者のニー ズ に 答 え る 講義が行 われ て い る こ と が

多 い の で大 き な 感動 を 学習者 に 与 え る と も 考 え られ

る 。
教育 の た め の計画， カ リ キ ュ ラ ム を 作 る に は ま ず

教授 目 標 を 設定す る 必要 があ る 。 教授 目 標 は一般 目
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標 （General instructual objective, GIO ） と 行動目
標 （Specific behavioral objective, SEO ） に わ け ら

れ ， 一般目標 は よ り 抽 象 的 な達 成目標 であ り 、 行動
目 標 はより 具 体的 な 行動が そ の目標 と な る 。 こ の点
詳 し く は「 医学教育 マ ニ ュ アノレ」 を 参考に され た い 。
私が嘗 て 医学教育 ワー クショ ッ プ で教 え られ た こ と
の 中 で， 今で も カ リ キ ュ ラ ム立案 の基本 と し て い る
の は ， こ う し た 教育 目 標 を 立て る こと ， つ ま り 一定

の教育 コ ー ス が終わ っ た あ と， 学生 は こ の よ う に な

っ て い て ほ し い と い う 目 標 を 定め る こ と と ， こ の目
標が

1 ） 現実的 （ Real ） で な く て はな ら な い 。
2 ） 理解可能 （ Understandable ） で な く て は なら

な ら な い 。
3 ） 測定可能 （ Measurable ） で な く て は な ら な い0
4 ） 行動的 （ Behavioral ） で なく て は な ら ない。
5 ） 達 成可能 （Achievable ） でな く て は な ら な い 。

とい う こ と であ る 。 理想的 目 標 を 掲げ る こ と は む し

ろ 容易 であ る が， 学 習 者が 出 来 る範囲 を 考 え て ， 一

人残 ら ず達 成 で き る も の を 目 標 と し て き た 心算で あ
る 。 し か し ， 残 念 な が ら 目 標 を 立 て て も 私の考 え 方

が誤 っ て い る の か， それと も 学生 に 問題があ る のか ，
多く の場合す べ て の学生が 目 標 を ク リ ア ー し て い な

い現実 は 大変残 念 で、 あ る 。

ま た ， Dr. ハ ー ス ト の 医学教育論の 中 の 「 講義 を
改善す る 原則」 を 表 1 に 掲 げ る が， こ こ か ら 多 く の
有益 な 示唆 を 得 る こ と が出 来 る 。 こ の 中 に は す でに
述 べ た事項 も 多 い が， 「 ス ラ イ ド は 極力切 り 詰 め て
使用すべ き であ る 」 な ど， あ ま り に も 多 く の情報 を
学生 に 与 え よ う と し て 日 頃 ス ラ イ ド に頼 り 過 ぎて い

る 自 身 の 講義 を 反 省 し て い る。 学 習 者側 か ら 見れ ば

ス ラ イ ド の 内容 を岨 しゃ く す る ど こ ろ か十分読む こ

と も 出 来 な い よ う な 講義に は 感銘 を 受け る筈 がな い 。
ス ラ イ ド映写で室 内 を暗 く すれ ば眠気 も も よ お す。

む し ろ 明 る い 室 内 で学 習 者 と 常 に対面 し て 示す こ と
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表 1 講義 を 改善す る 原則
(Dr. ハ ー ス ト の 医学教育 論 よ り ）

ま ず 第 ー は 聴衆の背景， お よ び その興味の 対象
を し る こと であ る 。

講 師 た る もの は ， 自分の 独 自の 情 報 を持 っ て い
な い 演題 に 関 し ての 講義 は すべ き では な い 。

講 師 た る もの は ， 講義の 目 標と す る 点 を 確定 し ，
そ れ を は っ き り と述 べ る 必要 が あ る 。
し か も この こと は ， 緒言 に 引 き 続 き ， で き る 限
り 早い機会 に 行 な つ べ き であ る 。

講義の 目 標点 を 確定 し ， そ れ を 聴衆 に告げ た 後，
講師は 講義の 目 的， お よ び その 限界 に つ い て も
う 一度考 え る 必要 があ る 。

約45分 間の 講義 では ， 要 点 は 5 つ程度に す べ き
であ る 。

ス ラ イ ド は 極力切 り 詰 め て 使用 すべ き であ る 。

講師 は 講義 し て い る 間 に 聴衆の 反 応の 手ご た え
の 感触 を つ か ま な け れは、 な ら な い 。

優秀 な 講 師 は ， 実際に 結論 を 論ず る 前に 聴衆 を
講義の 結論に 導 く こと が で き るの であ る 。

質疑 応 答の時 間 は 大変貴重 であ る 。

が出 来 る オーバ ーヘ ッ ド プ ロジェ ク タ ー を も っと 活
用 す る べ き であ ると 考 え る 。 ま た 質疑 応答の時 聞 が
大変貴重 で、あ ると い わ れて い る が， 実際に は 学習 者

の 聞 か ら な か な か質問 が で て こ な い こと が多 いの も

事実 であ る 。 従 っ て よ い教官 は 講義の 中 で， 疑問 点

を 浮 き彫り に す る よ う に 話 し ， ま た 質問 が気 軽に 行
わ れ る よ う な雰囲気 作 り に も た け て い る もの であ る 。

実 際 に 講義 を 行 っ て い る ものと し て， この 点何時 も
恥 ず か し い 思 い を し て い る 。

私 な り の 講義形式の工夫と し て は ， 各論に お い て
は泌尿器科の 代表的疾患の患 者 カ ルテ を 小グ ルー プ

に 与 え ， そ れ を よ く 検討 し 講義の時 間 に 発表 し て
も ら う よ う に し て い る 。 つ ま り 学習 者に よ る 学習 者
に 対す る 講義 で， 教官 は 明 ら か に誤 っ て い る 点 を 指
摘 し た り ， ア ドバ イザ ーと し て 必ず知 っ て お く べ き

こと を話 す よ う に し て ， 出 来 る 限 り 学生 聞の 討論 に
ま かせ て い る 。 学 生 は プ リ ン ト を 作成す る が， そ れ
を 作 る た めのグ ルー プと し ての 作業が学習効 果 を あ
げ る ものと 考 え て い る 。 す べ てーの 講義に つ い て い え

円。

喬

る こと か も し れ な い が， この 方法 も 学生の 積極性 に
負 う と ころ が大 き く ， 学生の モ チベー ショ ン を 引 き
出 す こと が極 め て 大切 で あ る 。

た だ， 何の工夫 も な く 講義 を 行 う だけ では如 何 に

優 れ た 教官 で も ， ま た 優 れ た 内 容 で も そ れに 見合 っ
た 学 習効果 を あげ る こと は難 し い 。 「 医学教育技法
マ ニュ ア ル」 の 中 で植村研一教授 は 記憶 に残 る 教授
方法の コ ツ を述 べ ら れて お り ， ま た 私 も 同 書の 中 で
総合講義形式の 利点と問 題点に つ い て述 べ て い るの
で参 考 に し て頂 き た い 。

ク リ ニカル ・ ク ラ ー ク シップ について

ク リ ニ カ ル ・ ク ラー ク シ ッ プと は bedside learning 

の や り 方 であ っ て ， 「学生 が受け持 ち 医とと も に 責
任の 一端 を 担 い な が ら ， 医療チ ー ムの 一員と し ての

役割 を 果す 中 で臨床実習 を 行 う 」 ものと さ れ て い る 。
医 師法の 改正 に よ り ， 医学生 も簡 単 な 医療行為 に は
種々 な 条件の 下 で参加す る こと が可能と な っ て き て
お り ， こ れ ま で単 な る 外来， 病棟の 見学 に 終 っ た り ，
担 当 医師の 特別の 配慮 で－ 医療行為 に タ ッ チ さ せ て も

ら っ て い た臨床実習の 幅と 内容が充実 き れ る傾 向 に
あ る こと は 大変喜ば し い 。 し か し 教育 ス タ ッ フの数

と 質， 学生の 積極性， 患 者の 理解と 同意 な ど， 実際
の 現場では多 く の問 題が山積み し て い る 。

私の 病 棟 での臨床 実 習 は患 者 を 受 け持 たせ て、
自 ら患 者 さん か ら 学 ぶと い う 学 生の 積極性 に 待つ

方 式 をと っ て い る の で， 一 見放任と も 見 ら れ る が
Patient -oriented で あ る べ き であ ると 考 え て い る 。
臨床実習の まと め はブ ッ チ ャ ー ス ペー パー に 書かせ
て 発表 さ せ て い る 。 プ リ ン ト に す ると い う 方法 も あ

る が， 現在の 方 が よ り インパ ク ト を 与 え る ものと 考

え て 続 け て い る 。
ク リ ニ カ ル ク ラ ー ク シ ッ プは 医学， 医療に つ い て

の 知識や技 能の み な ら ず， 医 師と し ての 態度や習慣
を も 医療の 現場か ら 学びと る もの で， 本 を 読ん で も
イ本得す る こと は出 来 な い 。 いろ いろ問 題 は あろ う が，
卒 前医学教育の 中 で学 びと っ て 行 く べ き ものと 考 え
ら れ る 。

む す び
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講義方法の改善 に つ い て述 べ る と 共 に 最近話 題 に
な っ て い る bedsi de learing の 1 つの や り 方 で あ る

ク リ ニ カ ル ク ラー ク シ ッ プに つ い て 私の 経験 を ふ ま
え簡 単 に述 べ た 。 他 に 試験や評価 に つ い て も 論ずべ

き であ る が今 回 は省略 し た 。
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