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ご 挨 拶

　医療法人錦秀会「阪和第二泉北病院」は昭和55年11月の開院以来、四半世紀にわ

たって地域の高齢患者様に対する医療・福祉サービスを継続して行ってまいりました。

この間、医療保険制度の改革や介護保険制度の開始などさまざまな医療福祉政策の

変遷がありましたが、常に質の高い高齢者医療をめざし職員一同努力してまいりまし

た。現在、日本医療機能評価機構の認定を受け、更新を続けています。

　一般病床（214床）、緩和ケア（ホスピス）病床（21床）、医療型療養病床（734

床）、職員数900名以上を有する大規模なケアミックス型の病院として、今後も地域の

医療機関、介護施設等と密接な連携を取りながらご高齢の患者様ならびにご家族の

皆様の信頼にたる病院づくりを心がけていきたいと思っております。

　併設の阪和インテリジェント医療センター（HIMC）ではPETによるがん健診受診

者数も毎月約500名近くになりました。今後も最新鋭の診断装置を利用して「がん」の

早期発見、診断を行い、皆様の健康増進のお手伝いをさせて頂く所存です。さらに人

工関節センターでは質の高い診療、手術、リハビリテーションを皆様に提供させていた

だいています。

　予防医学、急性期治療、慢性期療養、終末期医療と幅広い分野で、「やさしく生命

（いのち）を守る」という法人理念の実践を心がけてまいりますので、これからもどう

かみなさまの暖かいご支援をよろしくお願い申し上げます。

院長　守口　篤



 

地
域
の
救
急
医
療
へ
の
貢
献

　

地
域
の
中
で
当
院
が
今
後
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果

た
し
て
い
く
べ
き
か
と
い
う
課
題
に
つ
い
て
述
べ
さ

せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

現
在
当
院
の
療
養
病
棟
で
は
（
表
1
）
の
よ
う
な

病
態
の
患
者
様
を
中
心
に
入
院
し
て
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
。
こ
う
し
た
患
者
様
を
お
引
き
う
け
す
る
こ

と
で
地
域
医
療
の
中
で
当
院
が
担
え
る
役
割
に
つ
い

て
、
療
養
型
病
院
に
求
め
ら
れ
る
機
能
と
い
う
点
も

ふ
ま
え
、
考
え
て
み
ま
し
た
。

　

ま
ず
地
域
の
救
急
医
療
に
対
し
当
院
が
ど
の
よ
う

に
か
か
わ
れ
る
か
と
い
う
点
で
す
。

　

平
成
28
年
、
医
師
会
主
催
の
『
堺
市
に
お
け
る
在

宅
医
療
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
講
演
会
』
が
「
地
域
包
括
ケ

ア
時
代
の
救
急
医
療
の
あ
り
方
」
と
い
う
テ
ー
マ
で

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
中
で
提
起
さ
れ
て
い
た
問
題
と
し
て
、
高
齢

者
の
救
急
要
請
に
対
し
搬
送
先
の
確
保
が
難
し
い
と

い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

要
介
護
状
態
の
患
者
様
の
発
熱
や
摂
食
不
良
に
よ

る
衰
弱
、
転
倒
打
撲
や
腰
痛
な
ど
で
の
体
動
困
難
、

介
護
者
が
い
な
い
こ
と
が
要
因
と
な
っ
て
い
る
頻
繁

な
救
急
要
請
と
い
っ
た
症
例
は
必
ず
し
も
急
性
期
病

院
で
入
院
加
療
を
要
す
病
態
で
は
な
く
、
救
急
隊
が

受
け
入
れ
先
確
保
に
困
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　

ま
た
、
受
け
入
れ
先
で
あ
る
救
急
病
院
も
こ
の
よ

う
な
患
者
様
が
増
え
る
と
救
急
用
の
病
床
が
不
足
し

た
り
入
院
が
長
期
化
し
た
り
、
外
来
治
療
の
み
で

帰
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ず
に
お
困
り
に
な
る

そ
う
で
す
。

　

当
院
で
は
数
年
前
か
ら
こ
の
よ
う
な
患
者
様
を
急

性
期
病
院
の
外
来
か
ら
転
送
で
受
け
入
れ
る
院
内
シ

ス
テ
ム
を
つ
く
り
積
極
的
に
受
け
入
れ
し
て
い
ま

す
。

　

ま
た
、
高
齢
者
施
設
の
入
所
者
や
近
隣
に
お
住
ま

い
の
高
齢
者
が
救
急
要
請
を
さ
れ
た
場
合
に
直
接
救

急
隊
か
ら
の
依
頼
で
お
受
け
入
れ
し
て
い
る
ケ
ー
ス

も
増
え
て
き
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
患
者
様
を
療
養
型
病
院
が
積
極
的
に
受

け
入
れ
る
こ
と
で
、
重
篤
な
患
者
が
速
や
か
に
救
急

病
院
で
治
療
を
受
け
ら
れ
る
地
域
医
療
の
体
制
づ
く

り
に
ご
協
力
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

実
際
、
要
介
護
状
態
で
ヘ
ル
パ
ー
の
介
護
の
み
を

受
け
て
生
活
し
て
お
ら
れ
た
要
介
護
高
齢
者
で
、

ベ
ッ
ド
か
ら
の
転
落
や
気
分
不
良
へ
の
不
安
か
ら
頻

繁
に
救
急
要
請
す
る
た
め
、
救
急
隊
か
ら
生
活
保
護

担
当
者
や
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
に
苦
情
が
入
る
と
い

う
状
況
の
患
者
様
を
転
送
で
受
け
入
れ
た
事
例
が
あ

り
ま
す
。

　

こ
の
方
に
つ
い
て
は
入
院
期
間
を
ゆ
っ
く
り
と
れ

る
当
院
で
リ
ハ
ビ
リ
を
す
る
こ
と
で
転
倒
リ
ス
ク
を

減
ら
し
、
そ
の
間
に
関
係
機
関
や
病
棟
ス
タ
ッ
フ
が

何
度
も
面
接
・
協
議
を
重
ね
、
在
宅
サ
ー
ビ
ス
利
用

を
説
得
、
自
宅
内
の
環
境
整
備
を
行
っ
た
う
え
で
退

院
し
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
次
に
食
思
不
振
で
外
来

か
ら
再
入
院
さ
れ
る
ま
で
の
数
か
月
間
、
救
急
車
を

呼
ぶ
こ
と
な
く
お
過
ご
し
に
な
れ
た
そ
う
で
す
。

 

在
宅
退
院
へ
の
か
か
わ
り

　

診
療
報
酬
上
も
求
め
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
在
宅

退
院
へ
の
か
か
わ
り
も
療
養
型
病
院
の
大
き
な
役
割

の
一
つ
で
す
。

表 2

表1

地
域
医
療
に
お
け
る
療
養
型
病
院
の
位
置
づ
け

医
療
福
祉
相
談
室
　
中
辻
　
め
ぐ
み

阪和第二泉北病院の受け入れ患者

◎高齢者で肺炎、尿路感染その他疾患の急性発症に

　対する治療が必要な患者

◎急性期治療終了後のリハビリテーションが必要な患者

◎自宅や施設で対応困難な医療的処置が必要な患者

◎介護やリハビリテーションを要する難病患者

◎緩和ケアを必要とする患者

◎ターミナルケア（看取り）の対象患者

阪和第二泉北病院への受け入れルート

医療福祉相談室スタッフ

◎かかりつけ医→急性期病院（入院）→

　　　　　　　　　　阪和第二泉北病院ヘ転院

◎かかりつけ医→急性期病院（外来）→

　　　　　　　　　　阪和第二泉北病院へ転送

◎救急→急性期病院（入院）→阪和第二泉北病院へ転院

◎救急→急性期病院（外来）→阪和第二泉北病院へ転送

今後の課題（地域からの直接受け入れ）

◎かかりつけ医→阪和第二泉北病院（入院）

◎かかりつけ医→阪和第二泉北病院（外来）→急性期病院

◎救急→阪和第二泉北病院（入院）

◎救急→阪和第二泉北病院（外来）→急性期病院

04
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回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
病
棟
で
の
1
日
3
時
間
の
リ
ハ

ビ
リ
は
耐
久
性
が
低
く
辛
い
、
認
知
症
が
あ
っ
て
指

示
が
通
り
に
く
い
、
と
い
っ
た
高
齢
者
の
方
で
あ
っ

て
も
、
療
養
型
病
院
で
は
患
者
の
ペ
ー
ス
に
合
わ
せ

ゆ
っ
く
り
と
目
標
の
状
態
に
近
づ
く
よ
う
リ
ハ
ビ
リ

を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
重
症
度
の
高
い
方
ほ
ど
在
宅
介
護
に
対
す

る
家
族
の
気
持
ち
が
固
ま
る
の
に
時
間
が
か
か
っ
た

り
家
族
自
身
が
介
護
の
練
習
を
す
る
必
要
が
あ
っ
た

り
、
サ
ー
ビ
ス
調
整
に
要
す
る
期
間
が
長
く
な
っ
た

り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
新
た
な
生
活
の
場
を
探
し
た

り
と
退
院
ま
で
の
準
備
に
時
間
が
か
か
り
ま
す
。
退

院
ま
で
に
何
度
も
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
開
催
し
、
そ

の
た
び
に
患
者
様
の
状
態
や
目
標
が
変
わ
る
と
い
っ

た
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
が
、
時
間
が
か
か
っ
て
も
退

院
を
諦
め
ず
に
か
か
わ
っ
て
い
く
こ
と
が
療
養
型
だ

か
ら
こ
そ
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

　

実
際
、
急
性
期
病
院
か
ら
転
送
で
来
ら
れ
た
誤
嚥

性
肺
炎
の
患
者
様
で
な
か
な
か
炎
症
が
鎮
静
化
せ
ず

発
熱
を
繰
り
返
し
食
事
も
ま
ま
な
ら
な
い
状
態
で
し

た
が
、
本
人
が
強
く
退
院
を
希
望
し
て
お
ら
れ
た
方

が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

　

家
族
は
自
宅
へ
の
退
院
に
つ
い
て
意
見
が
2
転
３

転
し
、
そ
の
た
び
に
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
連
絡
を

取
り
最
終
的
に
往
診
・
訪
問
看
護
・
訪
問
介
護
・
訪

問
入
浴
・
福
祉
タ
ク
シ
ー
な
ど
利
用
す
る
サ
ー
ビ
ス

機
関
が
す
べ
て
決
定
す
る
ま
で
お
待
ち
し
た
う
え
で

家
族
に
も
十
分
に
リ
ス
ク
を
説
明
し
、
退
院
さ
れ
た

事
例
が
あ
り
ま
し
た
。
療
養
型
病
院
で
話
し
合
い
や

サ
ー
ビ
ス
調
整
の
時
間
を
十
分
に
と
れ
た
た
め
安
全

に
退
院
で
き
た
事
例
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

 

時
々
入
院
、
ほ
ぼ
在
宅

　

次
に
、
在
宅
生
活
を
維
持
し
て
行
く
為
に
療
養
型

病
院
が
担
え
る
役
割
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
厚
生
労
働
省

の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
「
時
々
入
院
、
ほ
ぼ
在
宅
」
と
い

う
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

ど
う
す
れ
ば
「
ほ
ぼ
在
宅
」
を
実
現
で
き
る
の
か

考
え
た
際
に
、
先
ほ
ど
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
よ

う
に
退
院
時
に
入
念
な
サ
ー
ビ
ス
調
整
を
し
て
再
入

院
と
な
ら
な
い
よ
う
支
援
体
制
を
整
え
る
こ
と
は
も

ち
ろ
ん
重
要
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、（
厚
生
労

働
省
の
意
図
と
は
少
し
違
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
）

「
退
院
で
き
な
く
な
る
ほ
ど
悪
く
な
る
前
に
入
院
し

て
治
療
す
る
」
と
い
う
方
法
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

　

特
に
も
と
も
と
重
度
の
介
護
状
態
の
方
や
在
宅
医

療
を
必
要
と
す
る
患
者
様
は
、
重
症
化
す
る
と
回
復

が
難
し
く
な
っ
た
り
、
入
院
が
長
引
い
て
し
ま
う
こ

と
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
誤
嚥
性
肺
炎
を
起
こ
す
前

に
摂
食
機
能
の
低
下
が
見
ら
れ
た
段
階
で
入
院
し
て

検
査
や
リ
ハ
ビ
リ
を
受
け
る
、
予
備
力
の
な
い
方
が

発
熱
し
た
ら
重
症
化
す
る
前
に
入
院
加
療
を
行
う
、

褥
瘡
が
発
生
し
た
ら
治
癒
に
時
間
が
か
か
る
ほ
ど
深

く
な
る
前
に
入
院
し
て
処
置
と
ケ
ア
を
受
け
る
な

ど
、
早
期
に
対
応
す
る
こ
と
で
結
果
的
に
入
院
期
間

も
短
く
な
り
、
ほ
ぼ
在
宅
が
維
持
で
き
る
と
い
う

ケ
ー
ス
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
目
的
で
の
入
院
に
柔
軟
に
対
応
で
き
る
の
も

療
養
型
病
院
だ
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
た
、
当
院
が
障
害
者
施
設
等
一
般
病
棟（
C-1
病

棟
）で
計
画
し
て
い
る
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
患
者
様
の

リ
ハ
ビ
リ
入
院
も
「
ほ
ぼ
在
宅
」
へ
貢
献
で
き
る
取

り
組
み
だ
と
考
え
ま
す
。
実
は
す
で
に
パ
ー
キ
ン
ソ

ン
病
患
者
様
で
家
族
の
介
護
が
受
け
ら
れ
な
い
期
間

に
合
わ
せ
て
こ
の
数
年
に
何
度
か
入
院
し
て
い
る
方

が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
徐
々
に
症
状
が
進
行
し
て

い
る
こ
と
は
否
め
ま
せ
ん
が
、
入
院
の
た
び
に
リ
ハ

ビ
リ
を
受
け
て
い
た
だ
き
、
少
し
で
も
回
復
し
て

帰
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
在
宅
生
活
の
維
持
の
お
役

に
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

 

タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
へ
の
支
援

　

最
後
に
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
に
お
い
て
療
養
型
病
院

が
で
き
る
こ
と
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

高
齢
者
の
終
末
期
に
つ
い
て
は
患
者
様
や
ご
家
族

の
要
望
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
で
き
る

こ
と
な
ら
家
で
看
取
り
た
い
が
い
つ
ま
で
介
護
が
続

く
か
わ
か
ら
な
い
状
況
で
家
族
が
疲
れ
て
し
ま
う
、

医
療
的
な
処
置
が
必
要
に
な
る
に
つ
れ
家
族
の
不
安

が
募
り
自
信
を
な
く
し
て
し
ま
う
と
い
っ
た
ケ
ー
ス

で
は
、
療
養
型
病
院
で
レ
ス
パ
イ
ト
ケ
ア
を
引
き
受

け
た
り
、
入
院
中
に
看
護
師
が
常
に
い
る
状
況
の
中

で
介
護
の
方
法
や
経
管
栄
養
の
扱
い
、
吸
引
な
ど
を

練
習
し
て
い
た
だ
き
、
自
信
を
も
っ
て
在
宅
で
の
看

取
り
に
臨
ん
で
い
た
だ
く
と
い
っ
た
か
か
わ
り
が
で

き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
で
き
る
だ
け
長
期
間
家
で
過
ご
し
た
い
け

れ
ど
最
期
を
家
で
迎
え
る
の
は
こ
わ
い
、
患
者
が
苦

し
そ
う
に
な
っ
た
ら
入
院
さ
せ
て
ほ
し
い
、
と
い
っ

た
場
合
に
、
看
取
り
の
目
的
で
入
院
を
お
受
け
入
れ

で
き
る
の
も
療
養
型
病
院
で
あ
り
、
こ
う
し
た
多
様

な
状
況
や
価
値
観
へ
も
療
養
型
病
院
の
役
割
と
し
て

対
応
で
き
れ
ば
と
考
え
ま
す
。

 

地
域
か
ら
の
直
接
受
入
れ
強
化

　

ご
紹
介
し
た
よ
う
な
病
態
の
高
齢
者
に
つ
い
て
、

今
ま
で
は（
表
2
）
の
よ
う
な
ル
ー
ト
で
入
院
患
者

様
を
ご
紹
介
い
た
だ
く
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
す

が
、
今
後
は
在
宅
の
先
生
方
や
救
急
隊
か
ら
の
ご
依

頼
で
直
接
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
よ
り
地

域
の
中
で
療
養
型
病
院
と
し
て
求
め
ら
れ
る
役
割
を

果
た
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
そ
う
な
る

と
当
院
が
直
接
受
け
入
れ
た
患
者
様
に
つ
い
て
診
察

の
結
果
、
侵
襲
性
の
あ
る
検
査
や
濃
厚
な
治
療
が
必

要
な
患
者
様
に
つ
い
て
は
急
性
期
の
病
院
へ
ご
紹
介

す
る
と
い
う
事
例
も
増
え
る
可
能
性
が
あ
り
、
病
院

間
で
も
機
能
分
担
や
連
携
が
よ
り
重
要
に
な
っ
て
く

る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

た
だ
、
こ
の
よ
う
な
役
割
を
地
域
の
中
で
果
た
し

て
い
く
に
当
た
っ
て
は
当
院
も
ま
だ
ま
だ
多
く
の
課

題
を
抱
え
て
い
ま
す
。

　

療
養
型
病
院
で
あ
っ
て
も
今
以
上
に
治
療
の
機
能

を
強
化
し
て
い
く
こ
と
は
最
も
大
き
な
課
題
で
す

が
、
そ
も
そ
も
療
養
型
病
院
で
は
ど
ん
な
こ
と
が
で

き
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い

よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　

地
域
の
中
で
在
宅
医
療
に
携
わ
る
方
々
は
も
ち
ろ

ん
、
介
護
事
業
に
か
か
わ
る
方
、
地
域
住
民
の
方
に

も
療
養
型
病
院
の
機
能
を
お
伝
え
し
て
い
く
努
力
が

必
要
だ
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　

私
た
ち
医
療
福
祉
相
談
室
と
錦
秀
会
福
祉
部
は
、

月
曜
日
〜
土
曜
日
の
日
勤
帯
に
ご
入
院
の
相
談
だ
け

で
は
な
く
、
ち
ょ
っ
と
し
た
お
問
い
合
せ
や
、
ご
質

問
、
見
学
等
に
も
対
応
し
て
お
り
ま
す
の
で
お
気
軽

に
ご
連
絡
下
さ
い
。

入院相談は

錦秀会福祉部

TEL.0120-787-500



連携パスが運用されている疾患
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ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス
と
は
、
あ
る
病
気
の
検

査
や
治
療
に
つ
い
て
標
準
化
さ
れ
た
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
を
表
に
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
ク

リ
ニ
カ
ル
パ
ス
に
は
そ
の
疾
患
に
つ
い
て
医

療
チ
ー
ム
が
共
同
で
実
践
す
る
治
療
・
検

査
・
看
護
・
処
置
・
指
導
な
ど
の
内
容
や
患
者

様
が
達
成
す
る
目
標（
ど
の
よ
う
な
状
態
に

な
れ
ば
退
院
で
き
る
か
）が
、時
間
軸
に
沿
っ

て
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
医
療
者
は
ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス
を
使
用
す

る
こ
と
で
そ
れ
ぞ
れ
の
疾
患
に
つ
い
て
最
も

有
効
で
効
率
的
な
治
療
を
実
践
し
、早
期
退

院
を
実
現
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

治
療
内
容
が
標
準
化
さ
れ
る
こ
と
は
医
療

の
質
を
保
つ
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
ま
た
、

多
職
種
の
連
携
に
お
い
て
、
医
師
や
看
護
師

だ
け
で
な
く
検
査
部
門
や
薬
剤
師
、
栄
養

士
、
リ
ハ
ビ
リ
ス
タ
ッ
フ
、ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー

カ
ー
が
そ
れ
ぞ
れ
い
つ
ど
の
よ
う
な
こ
と
を

行
う
の
か
が
明
確
に
な
り
、
円
滑
に
医
療

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
患
者
様
に
と
っ
て
は
入
院
か
ら
退
院
ま
で

の
間
に
受
け
る
検
査
や
治
療
、リ
ハ
ビ
リ
の

流
れ
が
わ
か
り
や
す
く
な
り
ま
す
。
治
療
内

容
を
理
解
す
る
こ
と
で
よ
り
主
体
的
に
治
療

や
リ
ハ
ビ
リ
に
取
り
組
ん
だ
り
、
病
院
ス

タ
ッ
フ
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と
り
や

す
く
な
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
考
え
ら
れ
ま

す
。

　
こ
の
よ
う
な
ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス
を
、
患
者

様
が
入
院
す
る
複
数
の
医
療
機
関
で
共
有

し
て
い
る
も
の
が
地
域
連
携
ク
リ
ニ
カ
ル
パ

ス（
以
下
、連
携
パ
ス
）で
す
。

　
現
在
の
日
本
の
医
療
制
度
で
は
急
性
期

治
療
を
行
う
病
院
や
自
宅
退
院
を
目
指
し

て
リ
ハ
ビ
リ
を
提
供
す
る
病
院
な
ど
、
そ
れ

ぞ
れ
の
病
院
が
違
う
機
能
を
持
っ
て
地
域
の

中
に
存
在
し
ま
す
。
患
者
様
が
発
症
か
ら
自

宅
退
院
ま
で
に
複
数
の
病
院
を
経
由
す
る

こ
と
も
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
連
携
パ
ス
に

は
患
者
様
が
自
宅
に
帰
る
ま
で
に
診
療
に

あ
た
る
複
数
の
医
療
機
関
の
役
割
や
そ
れ

ぞ
れ
の
病
院
で
受
け
る
診
療
の
内
容
や
計

画
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
連
携
パ
ス
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
患
者

様
は
転
院
先
を
探
す
負
担
を
軽
減
す
る
こ

と
が
で
き
た
り
、
自
宅
に
帰
る
ま
で
の
期
間

や
目
標
と
す
る
状
態
を
理
解
し
や
す
く
な

り
ま
す
。
医
療
機
関
と
し
て
は
患
者
様
の
情

報
を
共
有
し
や
す
く
な
り
、転
院
後
も
早
期

地
域
連
携
ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス
に
つ
い
て

に
目
標
に
向
け
た
治
療
や
リ
ハ
ビ
リ
に
取

り
組
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
連
携
パ
ス
は
今
後
、
複
数
の
医
療
機
関

が
バ
ラ
バ
ラ
に
患
者
様
に
医
療
を
提
供
す

る
の
で
は
な
く
、協
働
で
地
域
の
患
者
様
を

支
え
て
い
く
た
め
の
ツ
ー
ル
と
し
て
重
要

な
役
割
を
担
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
市
医
師
会
で
は
地
域
連
携
パ
ス
を
通

じ
、
患
者
様
と
各
医
療
機
関
そ
し
て
介
護

施
設
が
協
力
す
る
こ
と
で
、堺
市
の
医
療
の

質
が
向
上
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

現
在
、堺
市
医
師
会
で
は
左
記
の
疾
患
に
つ

い
て
連
携
パ
ス
が
運
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス
と
は

１

地
域
連
携

ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス
と
は

2

堺
市
医
師
会
が

作
成
し
て
い
る
連
携
パ
ス

3

※各種パスの詳細は堺市医師会ホームページで
　見ることができます。

・ 大腿骨頚部骨折 ・大腸がん ・脳血管障害

・ 胃がん ・内視鏡的治療後フォローアップ

・ C型肝炎 ・慢性肝疾患 ・ 肺がん

・術後フォローアップ ・ 糖尿病 ・ 前立腺がん

・ 循環器 ・ 肝がん ・ 乳がん ・ 在宅緩和ケア　

・ COPD（慢性閉塞性肺疾患）



パスを運用してパスを運用して ～スタッフの声～

パスを使用して患者様にとってよかったと思うことは？
　「自分がどんな治療を受けるのか、入院して5日後に

はどうなるのか。どこの病院に行くのか。退院はいつ

か...」など明確に診療の道筋ができるので、患者様・家

族様ともに病気の状態や診療計画を把握し、安心して

治療を受けていただくことができます。急性期～慢性

期の連携を行うことで、各医療機関の役割や分担が明

確になり、専門的な治療（急性期は急性の疾患の治療、

慢性期はリハビリ）を滞りなく受けていただいております。

　また、地域連携パスを逸脱し、在宅療養が難しくなった患者様でも、当

院では療養病床があるため無理に退院を進める必要はなく、地域の適切

な介護施設を紹介させていただいております。

パスを使用することで変わったことは？
　パスにより他職種のかかわりがわか

りやすくなり、チーム医療が強化され

ました。患者様の個々の目標や退院

についての取り組みに対する意識も高

くなったと思います。パスに沿って主

治医からの病状説明の日を設定する

のでご家族との連絡も密になり、より

コミュニケーションをとる機会が増えたと感じます。

　パスを使用することで、それぞれの疾患の特性に応

じたリハビリプログラムを提供できています。療養型

病院に転院していただくことで患者様の生活環境にあ

わせたリハビリを必要な期間受けていただけると同時

に、患者様・家族様に再発防止のための教育も行える

ので安心して退院していただけているのではないで

しょうか。

中村副院長中村副院長

髙田副院長髙田副院長

田代看護課長田代看護課長

パスを使って他病院と連携してみて
　パスによって患者様に当院をご紹介

いただくにあたり、連携先病院の皆様

にも当院の特色やケア、リハビリの内

容などをよりご理解いただけたと思い

ます。そのためパスの対象でない患

者様にも転院前に当院のことをしっか

り説明していただけるので転院に対す

る患者様の不安も少なくなっていると思います。

中辻医療福祉
相談室課長
中辻医療福祉
相談室課長
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当
院
で
は
現
在
近
隣
急
性
期
病
院
と

以
下
の
地
域
連
携
パ
ス
を
運
用
し
て
い

ま
す
。

・
誤
嚥
性
肺
炎
パ
ス（
ベ
ル
ラ
ン
ド
総
合

病
院
、堺
市
立
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
）

・
心
不
全
パ
ス（
ベ
ル
ラ
ン
ド
総
合
病
院
）

・
尿
路
感
染
パ
ス（
ベ
ル
ラ
ン
ド
総
合
病
院
）

・
圧
迫
骨
折
パ
ス（
ベ
ル
ラ
ン
ド
総
合
病
院
）

　
上
記
の
疾
患
は
い
ず
れ
も
ご
高
齢
の

方
に
多
い
疾
患
で
、
点
滴
治
療
や
安
静
な

ど
で
比
較
的
早
期
に
病
状
は
安
定
す
る

も
の
の
、
そ
の
後
の
リ
ハ
ビ
リ
や
病
状
管

理
の
た
め
に
入
院
継
続
が
必
要
に
な
る

こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
パ

ス
に
お
い
て
は
初
期
の
検
査
や
治
療
を

連
携
先
病
院
で
行
い
、
そ
の
治
療
の
継
続

が
有
効
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
時
点
で

転
院
し
て
い
た
だ
き
、
同
じ
治
療
の
継
続

と
リ
ハ
ビ
リ
を
当
院
で
行
う
流
れ
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　
例
え
ば
誤
嚥
性
肺
炎
パ
ス
で
は
急
性

期
病
院
に
入
院
し
て
す
ぐ
に
診
断
の
た

め
の
検
査
が
行
わ
れ
、
抗
生
剤
治
療
が
開

始
さ
れ
ま
す
。
使
用
し
て
い
る
抗
生
剤
が

有
効
で
あ
る
こ
と
を
確
認

し
た
上
で
入
院
4
〜
5
日

で
転
院
と
な
り
ま
す
。
当
院

で
は
同
じ
抗
生
剤
の
点
滴

を
継
続
し
な
が
ら
嚥
下
機

能
を
評
価
し
、
摂
食
に
対
す

る
リ
ハ
ビ
リ
や
、
安
静
加
療

中
に
低
下
し
た
動
作
能
力

回
復
の
た
め
の
リ
ハ
ビ
リ
を

行
い
ま
す
。

　
患
者
様
に
と
っ
て
は
急
性

期
病
院
で
病
気
の
診
断
を

受
け
、
治
療
方
針
が
立
て
ら

れ
る
こ
と
は
安
心
な
こ
と

だ
と
思
い
ま
す
。
当
院
転
院

後
は
自
宅
や
施
設
で
の
生

活
が
し
や
す
い
状
態
に
な

る
ま
で
十
分
な
リ
ハ
ビ
リ

を
提
供
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
退
院
前
に
は

ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
や
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
、
施
設
職
員
の
方
と
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

を
開
催
し
、
準
備
を
整
え
た
上
で
安
全
に

生
活
の
場
に
お
戻
り
い
た
だ
く
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
連
携
先
病
院
は
い
ず
れ
も
地
域
の
救

急
医
療
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て

い
る
病
院
で
す
の
で
、
救
急
受
け
入
れ
に

あ
た
り
常
に
病
床
を
確
保
し
て
お
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。
当
院
の
よ
う
な
療
養
型

病
院
で
の
対
応
が
可
能
な
患
者
様
に
早

期
に
転
院
し
て
い
た
だ
け
る
と
い
う
こ

と
で
、
連
携
パ
ス
は
地
域
の
救
急
医
療
に

も
貢
献
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　
当
院
は
各
種
パ
ス
作
成
後
も
、
患
者
様

に
安
心
な
医
療
を
提
供
し
て
い
け
る
よ

う
各
病
院
と
の
会
議
を
継
続
し
、よ
り
精

度
の
高
い
パ
ス
に
な
る
よ
う
改
定
を
重

ね
て
い
ま
す
。
患
者
様
自
身
が
治
療
の
内

容
を
理
解
し
、
目
標
が
持
て
る
よ
う
、
患

者
様
に
お
渡
し
す
る
た
め
の
わ
か
り
や

す
い
パ
ス
書
式
も
作
成
し
て
い
き
ま
す
。

　
今
後
も
地
域
連
携
パ
ス
を
用
い
て
地

域
完
結
型
医
療
の
一
部
を
担
っ
て
い
け
る

よ
う
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
考
え

ま
す
。

当
院
で
運
用
し
て
い
る

地
域
連
携
パ
ス

4

今
後
の
展
望

5
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感染制御チーム（ＩＣＴ）

徹底した注意喚起と実践で感染予防
　感染症とは、ウイルスや菌などの病原体が体内に侵入し繁殖したことで、咳、発熱や腹痛、下痢など

の症状が出ることをいいます。感染症によっては、人から人へうつる可能性があるため、感染症が拡大

しないように様々な専門職がチームとなり、各部署を訪問し感染対策の検討、指導を行っています。

 当院は、地域病院等と連携し、感染対策についての情報共有を行っており、院内の感染防止対策に

向けて毎日活動しています。

　ＩＣＴメンバー以外にも各病棟に感染担当看護

師が配置されています。感染担当看護師と協力し

て、全職員を対象に、手洗い研修やポスター研修

を行い、感染の防止に向けて取り組んでいます。

　これからも患者様とそのご家族、
職員とその家族を感染から守れるように
活動を続けていきます。

・定期的にゴミの分別や水周りがきれいに使用できているかなど院内の環境面の点検、指導を行っています。

・患者様の感染症が、どの菌によるものなのかを把握し、適性な抗生物質の使用を検討しています。

・冬季に流行するインフルエンザやノロウイルスなどの感染症が拡大しないために、ポスターの掲示や、

　職員へマスクの着用、手洗いを徹底するように注意喚起を行っています。

・入院中の患者様のご家族や面会に来られた方々へも掲示物の提示を行い、感染予防が出来るように

　努めています。

チームの取り組み

　ICT（感染制御チーム）は医師２名、認定看護師１名、看護師３名、薬剤師２名、臨床検査技師１名、

事務職員１名で構成されています。

感染制御チーム

当院ではチーム医療を推進しています。
チーム医療とは、一人の患者様に複数の医療専門職が連携して、治療やケアに当ることです。

病院には様々な専門職の人が働いています。

　職種や資格の異なるスタッフが連携し、それぞれが専門スキルを発揮することで、入院中の患者様の治療

効果や生活の質の維持・向上を図っています。
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　患者様一人一人が苦痛なく快適に入院生活が送れるように、医師・リハビリ・栄養士・

看護師・看護補助者のチームが一丸となり、患者様・家族様からの要望・思いも取り入れ

ながら、これからの活動に益々力を入れていきたいと思います。

褥瘡対策チーム
　ここで「褥瘡（じょくそう）」とは？ですがいわゆる一般的には「床ずれ」です。

 「床ずれ」は、患者様が長期にわたり同じ体勢で寝たきりになった場合、体とベッドとの接触局所で

血行が悪くなり、周辺組織に壊死を起こすものです。一昔前までは、床ずれ（褥瘡）は「看護師の恥」

と言われていました。長期の寝たきりの患者様に対してしっかりとケアができていないから瘡が出来

たのだと思われていました。

　一見、体の向きを小まめに変えてあげることや、ベッドから起こしてあげることで「床ずれ」は防げ

ると思いがちですが、実はそればかりではないのです。「床ずれ」は、栄養の低下、貧血、皮膚のトラブ

ルでも十分に起こりえます。また、一度、「床ずれ」になれば中々治癒しにくく、患者様は、長い間この

「床ずれ」による痛みや、悪化すれば感染を起こすといった苦痛に強いられることとなります。

　当院はご高齢の方が多く、「食事が摂れなくなってきた。」「体の衰

弱から自分で身動きが取れなくなった。」「皮膚の乾燥が強い」といっ

た患者様が多々おられます。そこで、近年チーム医療が問われている

こともあり、数年前より「看護部の褥瘡防止対策委員」が他職種と

チームを結成し、「床ずれ防止」活動を行っています。リハビリは「ベッ

ド上での安楽な体位のとりかた」栄養士は「栄養状態の改善」と言った

視点で病棟スタッフと関わってもらっています。

各職種の役割

委員の活動内容

①毎週土曜日の回診を褥瘡専門医と行う。

②毎月、床ずれが増えた患者様や新たにできた患者様の病棟に訪問し床ずれの原因を追求し再発の

　予防・悪化の予防に努め、病棟スタッフの指導を行う。

③院内での研修を病棟スタッフに行い、褥瘡についての知識を持ち患者ケアに役立てる。

④委員自身も知識技術のスキルを身に付けるため、院外の研修などに参加し正しく理解し指導できる為の

　研修の参加。

⑤床ずれのリスクの高い患者様に早期に介入し予防を行う。

などを中心に活動しています。また、各病棟には「床ずれ」の予防に早期に介入出来る様

「床ずれ」のエキスパートとして携わってくれているスタッフが１名配属されています。

　褥瘡対策チームは、医師２名、看護師12名、看護補助者3名、

リハビリスタッフ１名、管理栄養士１名が中心となり活動しています。

褥瘡対策チーム構成

※褥瘡（じょくそう）とは「床ずれ」の医学用語。「褥」はふとん、「瘡」はできものの意味。



血清アルブミン値3.0ｇ/ｄｌ未満
を抽出しリスト作成 

患者・家族
計画内容の
説明・配布

ＮＳＴ専任管理栄養士

管理栄養士

血液検査

医師

カンファレンス及び回診を実施

栄養治療実施計画を作成

ＮＳＴ構成メンバー

栄養治療計画を実施

介入評価介入終了
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　当院では患者様に適切な栄養管理を行うために医師・看護師・管理栄養士・薬剤師・歯科医師・

歯科衛生士・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・臨床検査技師の構成メンバーで連携して行う

栄養サポートチーム（NST）を設置しています。このメンバーで患者様ひとりひとりにあった栄養管理

を行い、効果的な治療や早期回復のサポートができるよう、褥瘡対策チームや摂食チームと連携しな

がら活動を行っています。

　摂食障害、嚥下障害、消化器障害、発熱、褥瘡（床ずれ）などにより、低栄養状態の方を対象に週１回

カンファレンス及び回診を行っています。

対　象

　医師は病状や治療方針について、看護師は入院時の身体所見から実施しているケアについて、臨床検査技師は

血液検査データから病状の判定について、管理栄養士は介入対象者の抽出や血液検査、体重、摂取量の情報に

基づき食事内容について、薬剤師は服薬中の薬の情報や輸液類・投薬の選択について、歯科医師・歯科衛生士は

歯・義歯の状態や口腔内環境の評価について、リハビリスタッフ（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士）は患者

様の嚥下状態の評価、食事動作や食事姿勢の評価により、食事用具の選定や環境整備、食事姿勢について提言

します。さらに、このメンバーで適切な栄養管理方法の計画を決定します。

各職種の役割

手　順

　嚥下障害があり、食思不振の患者様に

早期介入することで、経口摂取量の安定や

食事形態のアップ、栄養状態の改善につな

がっています。また、栄養補給が十分でない

方や褥瘡ができている方もNST介入によ

り、平成29年度では85％の方に維持・改善

がみられました。



〒599-8123　堺市東区北野田636番地

☎072-235-5800
入所・通所のご相談はこちらまで

社会医療法人 頌徳会
介護老人保健施設

ソルヴィラージュ
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 「最後まで、口からおいしく食事したい」患者様、家族様の希望を支える
ために、チームのメンバー、そして実際にケアにあたるスタッフ1人1人が
知識と経験を積み、安全に食事を摂っていただくためのサポートが出来
るように、努力していきます。

摂食チーム
　高齢になると、脳血管障害や、筋力の低下により、噛む力や舌の動きが悪くなり、うまく食物を飲み

込めなくなる方がおられます。このために食べ物が喉に残りやすくなり、誤嚥性肺炎を起こすこともあ

ります。

　当院には、多くの高齢者の方が入院してこられます。誤嚥性肺炎で入院される方はもちろん、他の病

気で入院される方も含めて、全ての患者様に対して、安全においしく口から食事を食べていただけるよ

うに、様々な専門職が集結した摂食チームがサポートを行っています。

　食事を摂る機能が低下し、摂食機能療法を受けている患者様について、栄養状態や口腔内の評価、食事形態や

ケアの実施方法へのアドバイスを行い、安全な食事摂取のためのサポートを行います。

摂食チームの役割

　摂食機能に障害のある患者様に対して、個々の症状に応じた診療計画に基づき、医師、歯科医師の指示のもと

専門職が訓練や指導を行います。（口腔ケア、マッサージ、食事姿勢や食べ方の指導や介助方法の工夫など）

摂食機能療法とは

①入院患者様の摂食嚥下状態について日ごろから観察、必要時、嚥下造影、嚥下内視鏡検査を行います

②摂食嚥下に問題があると判断された患者様について、主治医、担当専門職で話し合い、摂食機能療法を開始

③摂食チームが病棟ラウンドを行い、嚥下状態や栄養状態の評価、食事形態、ケア方法の検討を行います

④摂食機能療法終了後も食事状況の観察を続け、再度問題があれば、介入を再開します

　医師、歯科医師、歯科衛生士、言語聴覚士、管理栄養士、看護師、

事務（医事課）から構成されています。

摂食チーム構成

サポートの対象となる方

サポートの流れ

摂食チームは、高齢者の「口から食べたい」という

思いを支えるチームです♥

摂食チームは、高齢者の「口から食べたい」という

思いを支えるチームです♥

◎誤嚥性肺炎を発症されている方

◎食事の時にむせる方

◎治療のために長期間絶食されていた方がお食事を再開される場合

◎胃ろうやお鼻のチューブから栄養を摂っていた方がお食事を再開される場合
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「
地
域
包
括
ケ
ア
病
棟
」と
は
、
2
0
2
5

年
問
題
と
呼
ば
れ
る
超
高
齢
化
社
会
を
迎

え
る
に
当
た
っ
て
国
が
行
っ
て
い
る
病
床

再
編
の
目
玉
の
一
つ
と
し
て
創
設
さ
れ
た

病
床
（
病
棟
）
で
す
。
国
の
考
え
は
、
急

性
期
病
床
特
に
超
急
性
期
病
床
は
そ
の
役

割
を
更
に
先
鋭
化
さ
せ
、
専
門
診
療
、
高

度
診
療
に
徹
す
る
こ
と
と
し
、
地
域
に
必

要
な
一
般
的
な
診
療
に
よ
り
こ
れ
ら
専
門

病
床
が
疲
弊
し
な
い
仕
組
み
を
作
る
と
共

に
、
よ
り
地
域
社
会
に
溶
け
込
み
身
近
に

医
療
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す

る
た
め
の
病
床
と
し
て
い
ま
す
。

　

「
地
域
包
括
ケ
ア
病
棟
」
の
包
括
と

は
、
別
に
マ
ル
メ
診
療
（
費
用
が
ほ
と
ん

ど
包
括
さ
れ
る
）
の
包
括
で
は
な
く
、
包

括
す
る
の
は
お
金
で
は
な
く
「
地
域
」

「
地
域
社
会
」
で
す
。
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
の
概
念
と
同
じ
で
す
。
そ
し
て
、

実
際
ど
の
よ
う
な
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

さ
せ
て
い
た
だ
く
か
と
言
う
と
、
「
急
性

期
と
慢
性
期
の
間
の
治
療
と
在
宅
復
帰
に

向
け
た
退
院
の
準
備
を
す
る
病
棟
」
と
考

え
て
い
た
だ
け
れ
ば
早
い
か
と
思
い
ま

す
。
ま
た
、
介
護
支
援
を
受
け
て
生
活
し

て
お
ら
れ
る
方
々
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
事

で
体
調
を
崩
さ
れ
ま
す
。
少
し
の
治
療
と

療
養
で
ま
た
元
気
に
在
宅
生
活
が
で
き
る

よ
う
入
院
を
受
け
入
れ
て
行
く
の
も
役
割

の
一
つ
で
す
。
ま
さ
に
、
国
が
提
唱
す
る

「
時
々
入
院
ほ
ぼ
在
宅
」
を
担
う
病
床
が

こ
の
「
地
域
包
括
ケ
ア
病
棟
」
で
あ
り
ま

す
。

　

当
院
で
は
近
隣
の
超
急
性
期
病
院
様
や

介
護
施
設
様
と
連
携
さ
せ
て
い
た
だ
く
中

で
、
慢
性
期
病
床
で
は
な
か
な
か
お
受
入

し
が
た
い
病
態
の
患
者
様
で
も
ス
ム
ー
ズ

に
受
け
入
れ
さ
せ
て
い
た
だ
く
窓
口
病
棟

と
し
て
も
機
能
し
て
お
り
、
患
者
様
の
在

宅
復
帰
（
施
設
等
含
む
）
の
た
め
の
サ

ポ
ー
ト
を
全
力
で
行
っ
て
い
き
ま
す
。

　

平
成
29
年
２
月
よ
り
、
地
域
包
括
ケ
ア

病
棟
と
な
っ
て
約
半
年
が
経
と
う
と
し
て

い
ま
す
。

　

A
2
病
棟
は
地
域
包
括
ケ
ア
病
棟
と
い

う
こ
と
で
、
近
隣
の
病
院
や
関
連
施
設
か

ら
、
一
日
に
何
人
も
の
患
者
様
が
入
院
し

て
き
ま
す
。
そ
の
た
め
、
か
な
り
目
ま
ぐ

る
し
く
日
々
が
過
ぎ
て
い
る
状
況
で
す
。

し
か
し
、
忙
し
い
中
で
も
ス
タ
ッ
フ
同
士

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
良
く
、
明
る

開
設
の
目
的
と
役
割

地
域
包
括
ケ
ア
病
棟
が
も
つ

2
つ
の
大
き
な
活
動
内
容

地
域
包
括
ケ
ア
病
棟
を
開
設
し
ま
し
た
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い
雰
囲
気
の
病
棟
で
す
。

　

私
た
ち
病
棟
の
特
徴
と
し
て
は
、
医

師
・
看
護
師
・
栄
養
士
・
リ
ハ
ビ
リ
・
薬

剤
師
・
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
・
介
護
福

祉
士
な
ど
多
職
種
で
一
人
一
人
の
患
者
様

の
入
院
か
ら
退
院
ま
で
を
チ
ー
ム
で
支
援

し
て
い
ま
す
。
そ
の
活
動
内
容
を
2
つ
紹

介
し
ま
す
。

①
入
院
時
か
ら
早
期
退
院
を
目
指
し
て
、

入
院
前
の
状
況
を
把
握
し
、ス
ム
ー
ズ
に

自
宅
や
施
設
に
帰
れ
る
よ
う
に
退
院
後

の
生
活
を
イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら
、ケ
ア
を

提
供
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
退
院
前

に
は
家
族
様
や
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
の
ス
タ
ッ
フ
や
、
訪
問
診
療
担
当
医

師
、
担
当
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
一
緒
に

退
院
前
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
開
催
し
、
自

宅
で
の
生
活
環
境
や
社
会
福
祉
サ
ー
ビ

ス
の
調
整
を
行
っ
て
い
ま
す
。

②
患
者
様
や
家
族
様
と
の
関
係
性
を
築
き

要
望
や
不
安
要
素
を
知
り
、
週
1
回
多

職
種
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
開
催
し
て
い

　

ま
す
。
多
職
種
の
色
々
な
視
点
か
ら
患

者
様
の
事
を
考
え
安
心
・
安
楽
に
入
院
生

活
が
送
れ
る
ケ
ア
の
提
供
を
行
っ
て
い

　

ま
す
。

　

私
た
ち
ス
タ
ッ
フ
は
良
質
な
ケ
ア
の
提
供

を
常
に
考
え
患
者
様
に
携
わ
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
病
院
の
理
念
で
あ
る「
や
さ
し

く
命
を
守
る
」を
誠
心
に
、
丁
寧
に
患
者
様

や
家
族
様
と
関
わ
り
を
持
ち
、
寄
り
沿
っ
て

い
き
ま
す
。
ま
た
、一
人
一
人
の
想
い
を
大
切

に
し
、
そ
の
想
い
に
沿
っ
た
看
護
を
提
供
し

て
い
く
努
力
を
こ
れ
か
ら
も
忘
れ
ず
に
、
患

者
様
や
家
族
様
か
ら「
こ
の
病
院
で
良
か
っ

た
」
と
思
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
日
々
頑

張
っ
て
い
ま
す
。

◎地域包括ケア病棟におけるリハビリ
　　　～退院先での生活を見据えたプログラムを実施
　地域包括ケア病棟におけるリハビリテーションでは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士をバランスよく配置

し、患者様に当院からスムーズに自宅や元の施設などの住み慣れた場所に戻っていただくことを第一の目標に掲

げ、日々の臨床業務に取り組んでいます。患者様のリハビリの進捗状況は、常に医師、看護師、ソーシャルワーカー等

の他職種と共有しています。

　各々の療法においては、掲げた共通の目標に対して、個別性の高いリハビリを高頻度でご提供しています。理学

療法士は寝返り・起き上がり・座位・立ち上がり・立位保持・歩行等の基本的動作、作業療法士は食事・排泄・整容・入浴

等の日常生活動作、言語聴覚士はコミュニケーションや摂食・嚥下に対して、

それぞれ主にアプローチしています。例えば、「退院先で安全に食事を摂取

できる」ことを目標とする場合、理学療法士は食事に際しての適切な座位、

作業療法士は箸やスプーンの効果的な使い方、言語聴覚士は食物を安全に

飲み込む能力（嚥下機能）の獲得や向上などを目指したリハビリを進めてい

きます。

　退院先と病院では、生活環境、関わる人など患者様を取り巻く環境は大き

く異なります。その点を視野に入れた療法の実施にも留意しています。例え

ば、床からの立ち上がりは難しい方が、退院先では床に敷いた布団で寝起き

しなければならないような場合、作業療法室にある畳の上での練習を取り

入れて安全な方法で実施できるよう支援したり、動作の実施が困難であれ

ば、福祉用具の利用や住宅改修に関するご提案などもさせて頂きます。

　これからも、スタッフ一丸となって、患者様お一人おひとりに対して質の高

いリハビリをご提供してまいります。
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認
知
症
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
原
因
で

脳
の
細
胞
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
り
、
働

き
が
悪
く
な
っ
た
た
め
に
障
害
が
起
こ

り
、
生
活
す
る
う
え
で
支
障
が
出
て
い

る
状
態
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。

　

今
後
、
認
知
症
高
齢
者
の
数
は
ま
す

ま
す
増
加
し
、
2
0
2
5
年
に
は

7
0
0
万
人
を
超
え
る
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
う
ち
、

5
人
に
1
人
が
認
知
症
に
な
る
と
い
う

計
算
と
な
り
ま
す
。

　

当
院
の
入
院
患
者
様
は
高
齢
者
が
多

く
、
認
知
症
の
症
状
が
あ
る
方
も
多
数

お
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
今
ま
で
特
に
問
題
が
な
か
っ

た
高
齢
者
の
方
で
も
、
入
院
と
い
う
大

き
な
変
化
を
き
っ
か
け
に
認
知
症
の
症

状
が
現
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

認
知
症
は
、
記
憶
障
害
や
見
当
識
障

害
、
徘
徊
や
介
護
へ
の
拒
否
、
不
眠
や

う
つ
な
ど
様
々
な
症
状
が
あ
り
、
本
人

の
元
々
の
性
格
や
生
活
環
境
、
介
護
者

と
の
人
間
関
係
が
影
響
し
、
人
に
よ
っ

て
多
様
な
症
状
が
現
れ
ま
す
。
こ
れ
ら

の
症
状
の
た
め
に
、
病
気
の
治
療
を
行

う
こ
と
が
困
難
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

　

当
院
で
は
、
認
知
症
を
も
つ
患
者
様

が
、
安
全
に
入
院
生
活
を
送
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
、
ま
た
、
入
院
に
よ
る

認
知
症
の
発
症
、
進
行
を
予
防
す
る
た

め
の
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

入
院
後
、
で
き
る
だ
け
早
期
に
、
臨

床
心
理
士
が
面
談
し
、
認
知
症
に
関
す

る
テ
ス
ト
（
Ｍ
Ｍ
Ｓ
Ｅ
）
や
医
師
、
看

護
師
に
よ
る
日
常
生
活
自
立
度
判
定
を

実
施
。
診
断
結
果
は
医
師
、
リ
ハ
ビ

リ
、
看
護
介
護
ス
タ
ッ
フ
等
と
共
有

し
、
治
療
、
ケ
ア
、
リ
ハ
ビ
リ
計
画
を

立
て
る
時
に
参
考
に
し
て
い
ま
す
。

　

認
知
症
の
症
状
は
人
に
よ
っ
て
異
な

る
た
め
、
個
人
に
合
っ
た
看
護
ケ
ア
を

行
う
こ
と
が
大
切
で
す
。
当
院
で
は
、

医
師
、
看
護
介
護
、
リ
ハ
ビ
リ
、
管
理

栄
養
士
、
薬
剤
師
、
歯
科
衛
生
士
な

ど
、
多
職
種
で
検
討
会
を
行
い
、
ケ
ア

計
画
を
立
案
し
ま
す
。
入
院
と
い
う
新

し
い
環
境
の
変
化
に
適
応
し
、
安
全
に

治
療
や
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
、
観
察
や
環
境
の
整
備
、
転
倒

予
防
、
精
神
的
な
援
助
、
関
わ
り
方
の

工
夫
に
つ
い
て
、
計
画
、
実
施
し
て
い

ま
す
。

　

ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
･
プ
ロ
グ
ラ
ム

は
、
楽
し
み
な
が
ら
脳
や
心
身
の
機
能

を
活
性
化
す
る
も
の
で
す
。
認
知
症
の

人
の
1
日
の
行
動
す
べ
て
を
ア
ク
テ
ィ

ビ
テ
ィ
と
捉
え
て
、
日
々
の
生
活
を
活

き
活
き
と
し
た
も
の
に
す
る
こ
と
は
、

脳
の
活
性
化
と
心
身
機
能
の
維
持
に
繋

が
り
ま
す
。
当
院
で
は
、
リ
ハ
ビ
リ
や

病
棟
ケ
ア
、
行
事
の
中
で
、
さ
ま
ざ
ま

な
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
企

画
、
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
〔 

ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
内
容 

〕

　

・
園
芸
療
法

　
・
テ
ィ
ー
タ
イ
ム
　

　
・
カ
ラ
オ
ケ
　

　
・
季
節
を
感
じ
る
行
事

　
　 

（
初
詣
、花
見
、ク
リ
ス
マ
ス
会
な
ど
）

　
・
落
語
鑑
賞
　

　
・
コ
ン
サ
ー
ト
鑑
賞
　

　
・
化
粧
療
法
　

　

専
門
的
な
認
知
症
研
修
を
修
了
し
た
看
護

主
任
が
認
知
症
ケ
ア
リ
ー
ダ
ー
と
な
っ
て
、

看
護
介
護
ス
タ
ッ
フ
へ
の
教
育
、
指
導
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
各
病
棟
の
認
知
症
患
者
数

の
デ
ー
タ
収
集
、
ケ
ア
計
画
内
容
の
確
認
、

カ
ル
テ
記
録
の
監
査
、
実
際
の
患
者
ケ
ア
方

法
の
指
導
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。
今
後

は
、
事
務
職
な
ど
、
多
様
な
職
種
へ
の
認
知

症
研
修
な
ど
も
行
い
、
病
院
職
員
全
体
の
教

育
も
行
っ
て
い
く
予
定
で
す
。

認
知
症
高
齢
者
に
優
し
い
病
院
を
目
指
し
て
！

認
知
症
へ
の
取
り
組
み

①
入
院
時
の
認
知
症
に

　

つ
い
て
の
評
価

①
入
院
時
の
認
知
症
に

　

つ
い
て
の
評
価

②
認
知
症
の
症
状
に
応
じ
た

　

看
護
ケ
ア
計
画
の
作
成

②
認
知
症
の
症
状
に
応
じ
た

　

看
護
ケ
ア
計
画
の
作
成

化粧療法
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て
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す
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各
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、
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は
、
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な
ど
、
多
様
な
職
種
へ
の
認
知

症
研
修
な
ど
も
行
い
、
病
院
職
員
全
体
の
教

育
も
行
っ
て
い
く
予
定
で
す
。

職員全員で、認知症患者を支えられる病院へ

　入院患者だけでなく、外来患者、面会のご家族にも認知症の症状のある方がおられます。当院

では、事務職など、すべての職種のスタッフが理解することを目的に認知症マニュアルを改訂し

活用しています。今後は認知症サポーター講座の開催など、認知症ケアについて勉強する機会を

増やしていく予定です。認知症を持ちながら生活している地域の高齢者とそのご家族が安心して

利用して頂ける病院を目指して、職員全員で頑張っています。

③
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ

　

プ
ロ
グ
ラ
ム

③
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ

　

プ
ロ
グ
ラ
ム

④
認
知
症
ケ
ア
リ
ー
ダ
ー
の
活
動

④
認
知
症
ケ
ア
リ
ー
ダ
ー
の
活
動

園芸療法

季節を感じる行事
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パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
は
、
神
経
伝
達
物
質
で
あ
る

ド
ー
パ
ミ
ン
が
足
り
ず
に
起
こ
る
病
気
で
す
。
脳
が

出
す
運
動
の
指
令
が
う
ま
く
伝
わ
ら
ず
、
ス
ム
ー
ズ

に
動
け
な
く
な
り
ま
す
。
50
〜
60
歳
代
で
発
症
す
る

こ
と
が
多
く
、
ゆ
っ
く
り
と
進
行
し
ま
す
。
日
本
人

の
約
1
0
0
0
人
に
1
人
が
こ
の
病
気
に
か
か
る

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

主
な
症
状
は「
手
足
が
ふ
る
え
る（
振
戦
）」「
筋
肉

が
こ
わ
ば
る（
筋
固
縮
）」「
動
き
が
遅
い（
無
動
）」「
バ

ラ
ン
ス
が
と
り
づ
ら
い（
姿
勢
反
射
障
害
）」の
4
つ

で
す
。
治
療
の
基
本
は
薬
物
療
法
や
外
科
的
療
法

で
す
。
適
切
な
治
療
を
行
え
ば
症
状
を
改
善
し
た

り
進
行
を
く
い
止
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
出
来
る

だ
け
早
期
か
ら
薬
物
療
法
と
並
行
し
て
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
こ
と
が
大
切
で
す
。

○
身
体
の
関
節
が
固
く
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た

め
の
関
節
可
動
域
練
習

○
歩
行
・
立
位
時
の
転
倒
を
防
ぐ
た
め
の
バ
ラ
ン
ス

及
び
歩
行
練
習

○
行
い
に
く
く
な
っ
た
日
常
生
活
動
作（
食
事
、
ト

イ
レ
、
更
衣
動
作
な
ど
）を
獲
得
す
る
た
め
の
動

　

作
練
習
等
を
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
が
実

施
し
て
い
き
ま
す
。

ま
た
、

○
声
が
出
し
や
す
く
な
る
よ
う
顔
や
舌
の
筋
肉
を

働
か
す
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
や
ボ
イ
ス
ト
レ
ー

　

ニ
ン
グ

○
食
物
を
飲
み
込
み
や
す
い
姿
勢
を
作
る
こ
と
な

ど
は
言
語
聴
覚
士
が
介
入
し
て
い
き
ま
す
。

　

パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
の
場
合
、
症
状
の
進
行
を
予
防

し
な
が
ら
日
常
生
活
に
お
い
て
困
難
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
動
作
を
再
び
行
い
や
す
く
し
て
い
く
こ
と
が

リ
ハ
ビ
リ
の
主
目
標
に
な
り
ま
す
。

　

パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
の
治
療
の
基
本
は
薬
物
療
法

と
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
で
す
。
自
宅
で
療
養
さ
れ

て
い
る
患
者
様
は
通
院
が
難
し
い
場
合
も
多
く
、

十
分
な
量
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
る
こ
と

は
困
難
で
す
。
近
隣
の
神
経
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク
で
多

く
の
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
患
者
を
診
察
さ
れ
て
い
る

医
師
か
ら
の「
患
者
様
に
も
っ
と
効
果
的
な
リ
ハ
ビ

リ
を
受
け
て
も
ら
い
、
少
し
で
も
長
く
症
状
の
進
行

を
遅
ら
せ
て
、
活
動
的
な
生
活
を
送
っ
て
ほ
し
い
」

の
声
に
共
感
し
、
当
院
の
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
の
短
期

集
中
リ
ハ
ビ
リ
プ
ロ
グ
ラ
ム
計
画
が
ス
タ
ー
ト
、

平
成
28
年
5
月
に
第
1
号
の
患
者
様
を
迎
え
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

 　

基
本
的
に
は
4
週
間
の
入
院
と
な
り
ま
す
。
入
院

患
者
様
は
、
住
み
慣
れ
た
自
宅
と
環
境
が
変
わ
る
こ

と
に
よ
り
、
気
分
が
落
ち
着
か
な
か
っ
た
り
、
長
い

距
離
を
歩
く
こ
と
で
転
倒
へ
の
配
慮
が
必
要
に
な
っ

た
り
し
ま
す
。
看
護
師
・
介
護
ス
タ
ッ
フ
は
入
院
前

の
生
活
、
現
在
の
症
状
に
つ
い
て
ご
本
人
、
ご
家
族

か
ら
聞
き
取
り
を
行
い
、
病
室
の
環
境
設
定
、ベ
ッ

ド
や
マ
ッ
ト
の
選
択
、
食
事
、
入
浴
、
ト
イ
レ
な
ど
、

入
院
中
の
日
常
生
活
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
お
手

伝
い
す
る
か
を
相
談
し
決
定
し
て
い
き
ま
す
。
パ
ー

キ
ン
ソ
ン
病
は
日
常
生
活
全
般
が
リ
ハ
ビ
リ
と
な
り

ま
す
。
全
て
を
介
助
す
る
の
で
は
な
く
、
安
全
な
方

法
を
考
慮
し
た
上
で
、
出
来
る
こ
と
は
自
分
で
行
っ

て
い
た
だ
き
、
お
薬
の
影
響
で
動
き
に
く
い
時
間
は

お
手
伝
い
す
る
な
ど
、
患
者
様
に
あ
わ
せ
た
看
護
計

画
を
立
て
、
24
時
間
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。

　

気
に
な
る
症
状
、
自
宅
で
の
生
活
で
特
に
困
っ
て

い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
じ
っ
く
り
と
話
し
合
い
、
医
師

の
指
示
の
も
と
、
個
別
の
症
状
に
応
じ
た
オ
ー
ダ
ー

メ
イ
ド
の
リ
ハ
ビ
リ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
患
者
さ
ん
と
リ

「パーキンソン病」の

短期集中リハビリ入院が

はじまりました

神
経
伝
達
物
質
が
足
り
ず
に

起
こ
る
病
気
で
す

パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
っ
て

　
　
　
　
　
ど
ん
な
病
気
？

QA

ス
タ
ッ
フ
で
相
談
し
て

組
み
立
て
ま
す

リ
ハ
ビ
リ
の

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
？

QA

患
者
様
に
あ
わ
せ
て

24
時
間
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
ま
す

ど
ん
な
入
院
生
活
で
す
か
？

QA

進
行
を
予
防
し
な
が
ら
動
作
を

再
び
行
い
や
す
く
し
ま
す

パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
の

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
は
？

QA

患
者
様
ひ
と
り
一
人
に
効
果
的
な

リ
ハ
ビ
リ
を
ご
提
供
し
ま
す

阪
和
第
二
泉
北
病
院

パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
の
短
期
集
中

リ
ハ
ビ
リ
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
は
？

QA
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ハ
ビ
リ
ス
タ
ッ
フ
で
相
談
し
な
が
ら
組
み
立
て
て
い

き
ま
す
。

　

看
護
師
を
中
心
に
、
週
3
回
の
集
団
療
法
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
毎
週
火
曜
日
に
は
椅
子
に
座
っ
て

お
こ
な
う
太
極
拳
が
あ
り
ま
す
。
緩
や
か
で
流
れ
る

よ
う
な
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
太
極
拳
の
動
き
は
、
正

し
い
姿
勢
・
バ
ラ
ン
ス
や
重
心
の
運
用
法
を
身
に
つ

け
る
の
に
役
立
ち
、
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
の
姿
勢
反
射

障
害
の
改
善
に
有
効
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
音
楽
に
乗

せ
て
ゆ
っ
く
り
体
を
動
か
す
時
間
で
、
心
も
リ
ラ
ッ

ク
ス
し
ま
す
。
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
ダ
ン
ス
も
実
施
し
て

い
ま
す
。

　

退
院
後
の
か
か
り
つ
け
医
や
ケ
ア
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
、
訪
問
看
護
、
リ
ハ
ビ
リ
ス
タ
ッ
フ
の
方
に

も
参
加
し
て
い
た
だ
き
、
退
院
前
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

を
行
い
ま
す
。
リ
ハ
ビ
リ
の
進
行
状
況
や
ご
要
望
に

よ
っ
て
は
、
相
談
の
上
、
入
院
期
間
を
延
長
す
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
退
院
後
の
環
境
面
に
不
安

の
あ
る
方
に
対
し
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
退
院
前

に
ご
自
宅
を
訪
問
さ
せ
て
頂
き
、
段
差
の
有
無
の

確
認
、
手
す
り
や
動
き
や
す
い
家
具
の
配
置
な
ど

の
提
案
を
さ
せ
て
頂
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
リ
ハ
ビ
リ
プ
ロ
グ
ラ
ム
入
院
の
方
は
で
き
る

限
り
同
じ
病
室
に
入
院
し
て
い
た
だ
く
よ
う
に
し

て
い
ま
す
。
入
院
中
の
患
者
様
、
家
族
様
同
士
、
同

じ
病
気
療
養
中
と
い
う
こ
と
で
、
情
報
交
換
さ
れ
て

い
た
り
、
励
ま
し
あ
っ
て
い
た
り
、
退
院
の
時
に
は
連

絡
先
を
交
換
し
て
い
た
り
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
当
院

の
入
院
が
き
っ
か
け
で
、
患
者
様
同
士
が
繋
が
り
、

助
け
合
っ
た
り
支
え
あ
っ
た
り
し
た
関
係
が
作
ら
れ

て
い
く
こ
と
は
と
て
も
喜
ば
し
い
こ
と
で
す
。
リ
ハ

ビ
リ
が
進
む
に
つ
れ
、「
姿
勢
が
よ
く
な
っ
た
」「
身
体

の
調
子
が
い
い
」と
、
ご
本
人
や
ご
家
族
の
喜
び
の

声
を
聴
か
せ
て
い
た
だ
い
た
り
、
1
日
2
〜
３
回
の

リ
ハ
ビ
リ
に
毎
日
努
力
さ
れ
て
い
る
様
子
に
、
逆
に

私
た
ち
ス
タ
ッ
フ
が
日
々
励
ま
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
は
進
行
性
の
疾
患
で
す
。
退
院

後
も
療
養
は
続
き
ま
す
。
か
か
り
つ
け
医
、
在
宅

サ
ー
ビ
ス
提
供
ス
タ
ッ
フ
と
今
後
も
連
携
を
と
り
、

必
要
な
時
は
再
度
リ
ハ
ビ
リ
を
受
け
て
い
た
だ
く

な
ど
、
患
者
様
の
生
活
を
支
え
る
お
手
伝
い
を
続
け

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

障
害
の
改
善
に
有
効
と
さ
れ
る

集
団
療
法
で
す

オ
リ
ジ
ナ
ル

　
　
　「
太
極
拳
」と
は
？

QA

退
院
前
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
で
最
適
な

時
期
を
決
め
ま
す

退
院
の
時
期
は
？

QA

患
者
様
や
家
族
様
同
士
の
交
流
を

大
切
に
し
て
い
ま
す

他
に
特
徴
が
あ
り
ま
す
か
？

QA

パーキンソン病患者様の
リハビリテーションの流れ (4週間プログラム )
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福 祉 部 の ご 紹 介

　連携支援課は地区ごとに担当を設け、医療施設・介護施設・行政に対して錦秀会グループ病院の広報活

動、入院相談窓口、情報交換を実施しながら地域連携の強化に努めております。

　課員は担当地区の病院・施設を訪問し、入院・転院のご相談に

対して窓口として対応させて頂いております。ご要望に沿いなが

ら、錦秀会グループ内で最適な病院をご案内し、入院手続きの

コーディネートを行っております。

　療養型病院を中心に急性期、精神科病院もご案内しており、入

院後には容態や病状等の情報をご紹介元にフィードバックさせて

頂いております。

　また地域のリアルタイムの状況を把握し、訪問先で情報交換を

実施しております。

　訪問先の要望をグループ内病院に持ち帰り地域の声として

報告し、実現に向けて調整を図っております。

　また様々なイベントの企画、参加、実行で地域連携の強化

に努めております。

　例：慢性期医療展ブース出展

　　　阪和第二泉北病院中区ケアマネ懇親会

　　　地域や施設の夏祭り参加協力　　ｅｔｃ

　タブレット端末を各自1台支給されています。

　部署内で活動報告や病院施設情報を共有、また入院相談でＦＡ

Ｘ頂いた書面をスキャニングしてデータ転送する事により、訪問活

動中でも随時情報を確認出来るので効率的で的確な対応が図れ

ます。

　訪問先では入院患者様バイタルやお食事形態をタブレットで確

認し、ご紹介元への即時情報提供に役立てています。

2018慢性期医療展（インテックス大阪）

日々の訪問活動

入院患者様の状態報告

住吉事務所10名／第一泉北事務所4名／
第二泉北事務所4名　在籍連 携 支 援 課

錦秀会と病院・施設・地域を繋ぐコーディネーター！

　国民の５人に１人が75歳以上となる超高齢化社会（2025年問題）も目の前となり、重度な要介護状態となっても住
み慣れた地域で自分らしい暮らしを最後まで続けられるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供さ
れる「地域包括ケアシステム」の早期構築が叫ばれておりますが、地域にある医療機関や介護施設及び介護事業者の
連携が何よりも大切であることは言うまでもありません。
　そこで、当院には地域医療連携室はありませんが、それに替わる色々な連携機能がありますので紹介させていただ
きます。

医療福祉相談室福　祉　部

当院の連携支援体制について
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医 療 福 祉 相 談 室

　平成29年9月21日より錦秀会福祉部に事務管理課が新設されました。

　患者様が不快な思いをされないよう、細心の注意を払い移乗・運転を行っております。

　また、月一度会議を行う他に、ヒヤリハットの情報交換・共有は気付いた時に随時実施し、常に安全運転

を行うことを心がけております。

◎連携支援課の事務業務

　　毎月の会議資料の作成

　　営業支援ツールのデータ管理

◎送迎サービス課の事務業務

　　連携支援課や錦秀会グループ各病院と連携の上、

　　送迎依頼の対応および配車の手配

【事務管理課の業務】

福祉部の連携支援課と送迎サービス課双方の事務的な業務

を一手に引き受けております。

事務管理課デスクの風景

ご依頼があれば大阪府以外でも送迎のご対応をさせて頂いております。

兵庫県、京都府、滋賀県、和歌山県、岡山県、三重県など
遠方であっても遠慮なく連携支援課へご相談下さい。

※泉北事務所では阪和インテリジェント医療センターのＰＥＴ－ＣＴ・ＭＲＩ・ＲＩ送迎も

　対応させて頂いております。

送迎実績

住吉事務所3名／泉北事務所1名　在籍事 務 管 理 課

住吉事務所7名／泉北事務所9名　在籍
救急車16台／ＰＥＴ－ＣＴ・ＭＲＩ・ＲＩ送迎車7台送迎サービス課

連携支援課を通じて当院へ入院のご依頼を頂い

た際、施設やご自宅へ救急寝台車にてお迎えに行

かせて頂いております。

　医療福祉相談室は、現在11名の医療ソーシャルワーカーが勤務しております。他医療機関、事業所などか

らの入院のご相談、入院中の患者様やご家族が抱えるさまざまな悩みや心配事、退院へ向けてのご相談、関

係機関等との連絡調整を行っております。お困りのことなどがございましたら、気軽にお声かけください。

◎場　　所：B棟1階

◎受付時間：月曜日～土曜日（日祝除く）　9：00～16：00

◎相談時間：月曜日～土曜日（日祝除く）　9：00～17：00
TEL.072-277-1401（代）



当院へのアクセス

▶泉北高速鉄道「深井駅」

●送迎バス時刻表◎送迎バスが駅から送り迎え致します。

▶JR阪和線「上野芝駅」

※深井駅のバス乗り場は事情により若干移動することがあります。
※道路事情により遅れる場合がございますのであらかじめご了承ください。

阪和第二泉北病院

泉北高速
鉄　　道
深 井 駅

 J　　 R
阪 和 線
上野芝駅

道路事情により遅れる場合がありますので

あらかじめご了承ください。

  電車でお越しの方

①南海高野線「中百舌鳥駅」 、

　地下鉄御堂筋線「なかもず駅」より、

　南海バス「もず陵南町西」下車南へ徒歩5分、

　もしくはタクシー(2.2km)

②JR阪和線「上野芝駅」 、

　泉北高速鉄道「深井駅」より、

　病院送迎バス、もしくはタクシ一(1.7km)

  お車でお越しの方

①阪神高速堺線終点下車、26号線浜寺中学校

　左折、約10分

②阪和自動車道堺IC下車、約15分

〒599-8271 大阪府堺市中区深井北町3176番地
TEL. 072（277）1401（代）　
http://www.kinshukai.or.jp/kinshukai/hanwadaini/

［住　所］
［連絡先］
［U R L］
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《周辺地図》

医療法人 錦秀会

阪和第二泉北病院

《医療法人錦秀会 系列施設》

・阪和病院（療養型）  大阪市住吉区南住吉

・阪和第二病院（療養型）  　　〃　　 我孫子西 　　

・阪和住吉総合病院（急性期） 　　〃　  　南住吉

・阪和第二住吉病院（療養型） 　　〃　　　帝塚山 

・阪和記念病院（急性期）  　　〃 　 苅田

・阪和第一泉北病院（療養型） 堺市南区豊田

・介護老人保健施設 錦秀苑 大阪市住吉区南住吉　
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