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から選ぶ」「漢字から選ぶ」「イメージから選ぶ」章に分かれており、それぞれの章に子供
たちの名前の例がぎっしりと載っている。一部の平仮名・片仮名の名前を除いて全て漢字
の名前で、もちろん普通に読める名前も多数あるが、一部には万葉仮名よろしくこれでも
かこれでもかと読みをぎゅうぎゅうに漢字を押し込んだ名前や、果ては「音から選ぶ」で
は走（run らん）や月（luna るな）という超迷訳の例まである。しばし唖然とするばかり
である。暴走気味の万葉仮名風の当て字はまだしも、それらにも該当しない何ら関連のな
い読み方の漢字の使用法は難解名そのものであり、その漢字の持つ歴史に対する深慮も、
漢字に対するrespectは微塵も感じられない。その使用法は、単に字画やその漢字の持つ雰
囲気から無理矢理に名前に持ってきた「感字」でしかない。
　名前はある意味記号で有り、その人を間違いなく特定するためのものであるなら、まず
は確実に読める名前にするべきである。間違って読まれたらGoetheではないが自分以外の
人になってしまう。そういう意味では昨今の難読名≒キラキラネームは名付けの原則に反
していると思う。また、一部ネット上ではキラキラネームの子は有名進学校にはほとんど
在籍しておらず（入試ではねられる）、会社の就職に当たっては履歴書提出の段階で人事
部にハネられて面接にも到らないという。キラキラネームの人は、進学・就職面での不利
も指摘されているのである。それは学校や採用者側が、キラキラネームをつける保護者の
養育姿勢に懸念を持つからであり、そういった養育環境下で育った子供たちへの評価を下
げているのである。
　名前は、出生届以降死ぬまでずっと付き合うこととなるものであり、「名は体をあらわす」
という諺もあるとおり、アイデンティティ形成のうえでも重要なものである。言い換えれ
ば、名前は人が社会生活を円滑に送っていくための重要な基本因子である。とすれば、も
しこれからも難読名が増え続くとすれば、今後の日本社会にとってなにがしかの支障とな
る可能性があるのかもしれない。　
　難読名多発傾向が昨今の世相による一時的なものなのか、あるいは逆に今後ますます難
読名が増えてきて、その読み方が新たな「名乗り読み」として市民権を得てくるのか、は
たまた、逆に昔風の読みやすい「普通」の名前（いわゆるシワシワネーム）が復活してく
るのか気になるところである。日々の診療でカルテの名前欄を見ながら、最近の子ども達
の難読名を憂う小児科医の独り言を書き綴ってみた。
 （＊西大寺医師会報平成30年８月号に掲載されたものを転載）
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 平成30年２月１日

都道府県医師会

　社会保険担当理事　殿

 日本医師会常任理事　　　　

 松　本　吉　郎

高齢者に係る高額療養費制度の見直し等について
（再々々周知）

　平成30年８月１日から70歳以上の高齢者に係る高額療養費制度が見直されたことに伴い、診

療報酬請求書等の記載要領等が改正されたことについては、平成30年７月24日付日医発第488

号（保117）により、都道府県医師会長あてにご案内申し上げたところであります。

　この改正により、70歳以上の患者については、それぞれの所得区分に応じて診療報酬請求書

等の「特記事項」欄に略号（「26区ア」、「27区イ」、「28区ウ」、「29区エ」又は「30区オ」）を記

載等することになりましたが、改正内容が現場に浸透していなかったため、本会から厚生労働

省に対して申し入れを行った結果、「特記事項」欄等が未記載であっても一律に返戻すること

はせず、審査支払機関において柔軟に対応される内容の経過措置が２度にわって実施され、平

成31年２月請求分（１月診療分）まで延長されていたところです（平成30年８月21日付（保

150）及び平成30年11月29日付（保241）にてご案内）。

　今般、本件にかかる現場の対応状況を踏まえ、上記経過措置は平成31年２月請求分（１月診

療分）までとし、平成31年３月請求分（２月診療分）以降は、下記のように原則通り扱われる

旨の別添の事務連絡が厚生労働省保険局医療課より発出されました。

　平成31年３月請求分（２月診療分）以降の取扱いにつきましては、下記のとおりですので、

本件について貴会会員への周知方についてご高配賜りますようお願い申し上げます。

　なお、今後も本件について現場での混乱が続くようであれば、日本医師会医療保険課までお

知らせ頂きますようお願い致します。
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記

医療機関における対応等について

　70歳以上の患者について、以下を確認し、該当する略号又は略称を診療報酬請求書

等における「特記事項」欄等に必ず記載すること。

一部負担金等
の割合 限度額認定証の記載等 ｢特記事項｣欄等に

記載する略号又は略称
３割 限度額適用認定証の提示がない場合 26区ア

３割 限度額適用認定証の適用区分が
「現役並みⅡ」又は「現役Ⅱ」の場合 27区イ

３割 限度額適用認定証の適用区分が
「現役並みＩ」又は「現役Ｉ」の場合 28区ウ

２割又は１割 限度額適用認定証の提示がない場合 29区エ

２割又は１割 限度額適用認定証又は限度額適用･標準負担額減額
認定証「Ｉ」又は「Ⅱ」の場合 30区オ

※ 特定医療費受給者、特定疾患医療受給者及び肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者
の取扱いについては、通知によること。

• 限度額適用認定証を受給している患者であるにもかかわらず、保険医療機関等の窓口等にて

当該認定証の提示がなかった等の場合は、高齢受給者証等の一部負担金等の割合が３割の場

合は「26区ア」、２割又は１割の場合は「29区エ」と記載すること。

　 　なお､この場合において､上限額を超えて支払われた一部負担金等の額については、後日、

患者が各保険者に払い戻しの申請を行うことができるものであること。
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他科の先生に
知って欲しい 内科編⑤

高齢者糖尿病の血糖コントロール

 岡山赤十字病院副院長　宮　下　雄　博

　現在我が国は、65歳以上の高齢者が４人に１人を超えるという未曽
有の高齢化社会に突入しました。それに伴い高齢者糖尿病も増えてお
り、その治療には「高齢」という特徴を持った糖尿病という視点が重
要になります。
　高齢者糖尿病の全体像は、肉体的には骨格筋の減少によるサルコペ
ニアから生じるインスリン抵抗性の増大と、加齢に伴うインスリン分
泌低下が相まって、臨床的には食後高血糖を来たしやすくなります。

さらに運動不足や糖質摂取過剰の傾向があり、知的には認知機能障害、感情面ではうつ状
態を伴っている例も多く認められます。当院での糖尿病患者に対する栄養調査の結果では、
65歳以上75歳未満の高齢者の食生活は若年者とさほど変わりませんが、75歳以上になると
急に蛋白質摂取量が減少し糖質摂取過剰となっています。サルコペニアの予防には十分な
蛋白質摂取は重要ですが、食生活を変えることは高齢者にとって困難な事でもあります。
　また高齢者糖尿病の特徴として、口渇・多飲などの高血糖による自覚症状が出にくく、
低血糖の自覚症状は非定型的で、無自覚低血糖や重篤な遷延性低血糖をきたすことが多い
ことが知られています。低血糖は転倒・骨折・認知症のリスクであるだけではなく、特に
重症低血糖は死亡リスクを上昇させます。高齢者は低血糖による冷汗・ふるえ・動悸と
いった典型的な自律神経症状は出現しにくく、しばしば軽いふらつき・めまいといった中
枢神経症状を訴えます。「低血糖には一度もなったことがない。でも畑仕事の後に時々め
まいがする。」と訴えた患者さんに持続血糖測定をしてみると低血糖が頻発していた事も
あります。また来院時の血糖値が高いにもかかわらずHbA1cが比較的良好な場合にも無
自覚低血糖が隠れている場合があります。このように高齢者糖尿病患者では常に低血糖に
注意を払う必要があり、こういった観点から2016年に日本糖尿病学会と日本老年医学会の
合同委員会より「高齢者糖尿病の血糖コントロール目標」が発表されました。患者さんを
ADLと認知機能から３つのカテゴリーに分類し、さらに年齢と治療法を加味し、それぞれ
のHbA1cの目標値と下限値を設定しました。カテゴリー分類にはいろいろな方法が日本老
年医学会より推奨されていますが、最近発表された「認知・生活機能質問票（DASC-8）」
が比較的簡便で使いやすいと思われます。
　高齢者はサルコペニア、認知症に代表される老年症候群や糖尿病以外の疾患も合併して
いる場合が多く、コントロールを良くしたいという思いと目標とするコントロールに妥協
点を見いだす必要があります。高齢者糖尿病は身体的、精神的、社会的個人差が大きく多
様性があることを念頭に置き、各々に合ったテーラーメイドの治療が求められています。




