
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
は 

医
療
の
質
向
上
に
期
待
大

２
０
１
７
年
か
ら
厚
生
労
働
省
を
中

心
に
推
し
進
め
る
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
改
革

も
、
20
年
か
ら
は
２
年
間
の
集
中
改
革

プ
ラ
ン
に
あ
た
る
期
間
に
突
入
し
て
い

る
。
21
年
３
月
か
ら
は
、
改
革
の
目
玉

の
一
つ
で
あ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認

の
取
り
組
み
が
開
始
す
る
。
資
格
を
喪

失
し
て
い
な
い
か
が
そ
の
場
で
わ
か
る

た
め
、
受
付
時
に
適
切
な
対
応
を
と
る

こ
と
が
で
き
、
結
果
的
に
、
返
戻
の
大

幅
削
減
が
見
込
ま
れ
る
。
当
院
で
は
、

資
格
過
誤
に
よ
る
損
失
が
年
間
数
百
万

円
前
後
生
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
経

営
的
メ
リ
ッ
ト
は
十
分
期
待
で
き
る
。

当
院
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の

実
証
デ
モ
病
院
と
し
て
20
年
12
月
に
シ

ス
テ
ム
を
構
築
し
、
一
足
早
く
稼
働
さ

せ
て
き
た
が
、
こ
の
取
り
組
み
が
医
療

の
質
に
貢
献
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い

と
実
感
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
シ
ス
テ

ム
は
支
払
基
金
・
国
保
中
央
会
が
特
定

検
診
・
薬
剤
情
報
を
管
理
・
運
営
す
る

こ
と
に
な
り
、
初
診
の
患
者
さ
ん
で
も
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「ニューノーマル時代」の
 医療経営高橋肇理事長が語る!

第２回

医療情報共有

電子カルテ導入やID-Linkの活用による地域医療情報ネットワークの構築等、

医療界に先んじたICT活用により、情報のあり方への思索を深めてきた社会医療法人高橋病院の高橋肇理事長。

昨今のデータヘルス推進に伴う医療情報共有をめぐる議論に対し、何を考え、課題をどうとらえているのか。

前編・後編と２回にわたってお伝えする。

データヘルス時代における
医療情報共有のあり方（前編）

効
率
よ
く
生
活
習
慣
病
の
有
無
や
服
薬

歴
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

れ
ら
の
情
報
が
あ
れ
ば
、
自
院
で
検
査

し
た
際
の
数
値
と
比
較
も
で
き
る
し
、

問
診
の
時
間
を
患
者
さ
ん
と
の
対
話
に

充
て
る
余
裕
も
生
ま
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
シ
ス
テ
ム
が
軌
道
に
乗
る

ま
で
は
相
応
の
時
間
を
要
す
る
こ
と
は

確
か
だ
。
機
器
の
設
置
場
所
の
選
定
や

設
置
に
伴
う
改
修
と
い
っ
た
ハ
ー
ド
面
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の
整
備
、
外
来
患
者
の
動
線
の
問
題
、

大
き
い
病
院
で
あ
れ
ば
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ

が
サ
ポ
ー
ト
す
る
と
い
っ
た
ソ
フ
ト
面

の
体
制
づ
く
り
も
必
要
に
な
っ
て
く
る

か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
で
さ
え
、
コ
ロ

ナ
禍
の
な
か
で
平
素
と
は
異
な
る
環
境

に
置
か
れ
て
い
る
状
況
だ
。
稼
働
さ
せ

て
み
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
こ
と
は

次
々
と
生
じ
る
だ
ろ
う
。
導
入
す
る
医

療
機
関
は
、
事
前
に
入
念
な
ロ
ー
ル
プ

レ
イ
を
お
す
す
め
す
る
。

電
子
カ
ル
テ
の
運
用
で
は 

見
せ
る
覚
悟
が
問
わ
れ
る

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
で
活
用
さ
れ

る
の
は
レ
セ
プ
ト
情
報
が
基
本
と
な
る

た
め
、
今
の
と
こ
ろ
は
大
き
な
論
点
に

は
な
っ
て
い
な
い
が
、
今
後
、
共
有
す
る

情
報
の
範
囲
を
広
げ
て
い
け
ば
、
お
の

ず
と
、
電
子
カ
ル
テ
の
シ
ス
テ
ム
ベ
ン

ダ
ー
や
医
療
機
関
ご
と
に
バ
ラ
つ
き
の

あ
る
情
報
や
交
換
方
式
等
の
標
準
化
を

め
ぐ
る
議
論
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

そ
の
議
論
を
突
き
つ
め
れ
ば
、
電
子

カ
ル
テ
の
あ
り
方
そ
の
も
の
も
問
わ
れ

る
だ
ろ
う
。
機
能
は
進
化
を
重
ね
、
医

療
従
事
者
の
使
い
勝
手
が
よ
く
な
り
医

事
業
務
の
効
率
化
は
進
ん
で
い
る
。
そ

の
一
方
で
、
肝
心
の
診
療
記
録
等
の
貴

重
な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
活
用
は
お
ざ
な

り
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ

て
い
る
。

電
子
カ
ル
テ
に
は
、
現
場
の
生
の
声

が
反
映
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
ど
う
医
学
に

活
用
す
る
か
な
ど
、
そ
の
後
の
医
療
や

介
護
に
お
け
る
質
の
向
上
に
つ
な
げ
て

い
く
役
割
も
あ
る
は
ず
だ
。
当
法
人
で

は
、
こ
の
診
療
記
録
を
重
視
す
る
こ
と

か
ら
、
Ｉ
Ｄ
─
Ｌ
ｉ
ｎ
ｋ
上
で
情
報
を
開

示
し
、
在
宅
に
至
る
ま
で
共
有
す
る
よ

う
に
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ケ
ア
マ
ネ

ジ
ャ
ー
が
施
設
の
利
用
者
さ
ん
の
受
診

に
同
席
で
き
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
そ

れ
を
確
認
す
れ
ば
、
お
お
よ
そ
の
状
態

を
把
握
で
き
る
と
い
っ
た
メ
リ
ッ
ト
が

あ
る
。
こ
れ
も
、
連
携
先
や
患
者
さ
ん

に
当
院
で
得
た
情
報
を
見
て
も
ら
う
こ

と
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
だ
。

そ
し
て
、
も
は
や
電
子
カ
ル
テ
は
医

療
従
事
者
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
と
い

う
意
識
改
革
に
迫
ら
れ
て
い
る
。
デ
ー

タ
ヘ
ル
ス
改
革
で
は
、
患
者
・
国
民
が

自
身
の
保
健
医
療
情
報
を
利
活
用
す
る

パ
ー
ソ
ナ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
レ
コ
ー
ド（
Ｐ

Ｈ
Ｒ
）の
構
築
が
目
標
の
一
つ
と
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
、
医
療
者
に
対
し
て

電
子
カ
ル
テ
の
記
載
内
容
を
国
民
に
見

て
も
ら
う「
覚
悟
」を
求
め
て
い
る
と
受

け
止
め
た
い
。
私
は
、
電
子
カ
ル
テ
が

誕
生
し
た
と
き
か
ら
、
そ
の
作
成
・
運

用
に
は「
患
者
さ
ん
も
か
か
わ
る
べ
き
」

と
い
う
考
え
を
持
っ
て
い
る
。
当
院
で

は
、
診
療
中
に
患
者
さ
ん
に
も
同
意
を

得
ら
れ
る
よ
う
、
英
語
で
の
記
録
は
厳

禁
、
略
語
も
決
め
ら
れ
た
も
の
し
か
使

わ
な
い
と
い
う
ル
ー
ル
を
設
け
て
い
る
。

裏
を
返
せ
ば
、
患
者
さ
ん
に
も
自
身

の
健
康
を
管
理
す
る
義
務
が
生
ま
れ
る

と
い
う
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

Ｐ
Ｈ
Ｒ
構
築
の
実
現
は 

人
生
を
支
え
る
情
報
が
不
可
欠

こ
う
し
た
仕
組
み
を
議
論
す
る
厚
労

省
の「
健
康
・
医
療
・
介
護
情
報
利
活
用

検
討
会
」に
、
私
も
全
国
老
人
保
健
施
設

協
会
の
常
務
理
事
と
し
て
参
加
し
て
い

る
が
、「
介
護
」の
立
場
か
ら
議
論
し
て

強
く
感
じ
る
の
は
、
こ
れ
ら
が「
患
者
や

国
民
を
生
涯
支
え
る
こ
と
の
で
き
る
仕

組
み
に
な
り
得
る
か
ど
う
か
」が
極
め
て

重
要
だ
と
い
う
点
。
患
者
さ
ん
を
生
涯

に
わ
た
り
追
跡
し
て
い
け
る「
ト
レ
ー
サ

ビ
リ
テ
ィ
」の
仕
組
み
と
も
言
え
る
。

今
ま
で
の
と
こ
ろ
、
議
論
の
中
心
は

あ
く
ま
で
急
性
期
医
療
で
用
い
る
情
報

の
扱
い
に
つ
い
て
で
、
介
護
や
在
宅
の

話
題
が
上
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

し
か
し
、
多
く
の
人
の
人
生
の
な
か
で
、

入
院
し
て
医
療
情
報
を
交
わ
し
あ
う
よ

う
な
時
期
は
ご
く
一
部
。
生
身
の
身
体

は
１
つ
で
あ
る
の
に
、
医
療
と
介
護
が

分
断
し
て
し
ま
う
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

Ｐ
Ｈ
Ｒ
構
築
に
は
、
個
人
の
価
値
観

や
社
会
的
な
か
か
わ
り
な
ど
に
も
着
眼

し
、
生
き
る
こ
と
の
全
体
像
を
と
ら
え

た
Ｉ
Ｃ
Ｆ
の
概
念
が
不
可
欠
だ
と
考
え

る
。
も
っ
と
言
え
ば
、
患
者
側
が
満
足

で
き
る
生
活
や
多
幸
感
を
得
ら
れ
る
よ

う
な
情
報
の
や
り
取
り
を
ど
う
す
べ
き

か
と
い
う
視
点
だ
。〝
Ｌ
ｉ
ｆ
ｅ
〟と
い

う
言
葉
を
、
医
療
の
場
で
は「
生
命
」と

と
ら
え
、
介
護
の
場
で
は「
生
活
」と
と

ら
え
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

人
生
１
０
０
年
時
代
の
医
療
に
は
、

こ
れ
ら
を
含
め
た
患
者
・
国
民
の「
人
生
」

を
支
え
る
視
点
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
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