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令
和
４
年
10
月
22
日
（
土
）
、
「
深
谷
赤
十
字
病
院　
親
子
ふ
れ
あ
い
病
院
体
験
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
中
止
と
な
っ
て
い
た
も
の
で
、
３
年
ぶ
り
の
開
催
で
す
。

　
こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
「
病
院
が
地
域
に
理
解
さ
れ
、
開
か
れ
た
存
在
で
在
り
た
い
」
「
将
来
、
地
域
や
社

会
を
支
え
る
子
ど
も
達
に
、
医
療
の
道
を
志
し
て
も
ら
い
た
い
」
と
い
う
想
い
で
、
令
和
元
年
か
ら
開
催
し

て
い
ま
す
。
対
象
は
小
学
校
高
学
年
と
そ
の
保
護
者
で
、
事
前
に
申
し
込
ん
だ
参
加
者
56
名
・
親
子
26
組
が

参
加
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。

　

「
医
療
体
験
」
で
は
手
術
の
際
に
行
う
「
結
紮
」
（
創
の
縫

合
）
を
体
験
し
、
手
術
室
の
見
学
や
、
超
音
波
検
査
装
置
で
、
実

際
に
腹
部
の
エ
コ
ー
画
像
を
見
て
み
ま
し
た
。

　
「
看
護
体
験
」
で
は
、
新
生
児
沐
浴
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
用
の
人
形

を
使
っ
て
、
お
風
呂
に
入
れ
て
お
む
つ
替
え
を
体
験
。
聴
診
器
を

使
っ
て
親
子
で
心
音
を
聴
い
た
り
、
蘇
生
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
用
の
機

械
を
使
っ
て
胸
骨
圧
迫
と
Ａ
Ｅ
Ｄ
（
自
動
体
外
式
除
細
動
器
）
の

操
作
を
行
っ
て
み
ま
し
た
。　

　
「
災
害
学
習
」
で
は
、
当
院
の
屋
上
に
あ
る
ヘ
リ
ポ
ー
ト
に
上
が
り
ま
し
た
。
地
元
の
参
加
者
も
多
く
、

見
慣
れ
た
深
谷
の
景
色
も
屋
上
か
ら
だ
と
格
別
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、
救
急
車
や
医
療
救
護
用
の
テ
ン

ト
も
見
学
し
、
災
害
時
に
お
け
る
赤
十
字
病
院
の
役
割
を
お
話
し
し
ま
し
た
。

　
そ
の
他
、
昼
食
と
し
て
非
常
食
の
調
理
と
体
験
試
食
を
実
施
。
火
を
使
わ
ず
加
温
で
き
る
よ
う
に
工
夫
さ

れ
た
器
具
を
使
っ
て
完
成
し
た
温
か
い
食
事
に
感
心
し
て
い
ま
し
た
。
管
理
栄
養
士
か
ら
は
、
栄
養
バ
ラ
ン

ス
や
糖
分
の
摂
り
過
ぎ
注
意
な
ど
の
講
話
を
ク
イ
ズ
形
式
で
行
い
ま
し
た
。

　
会
場
に
は
子
ど
も
用
の
白
衣
等
を
用
意
し
、
医
療
者
に
な
っ
た
気
分
で
記
念
撮
影
を
行
え
る
コ
ー
ナ
ー
を

設
置
。
保
護
者
の
方
々
が
ス
マ
ホ
を
手
に
医
療
者
に
扮
し
た
お
子
さ
ん
の
写
真
を
撮
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　
コ
ロ
ナ
の
流
行
に
よ
り
、
病
院
は
外
来
診
療
・
入
院
や
面
会
の
制
限
等
の
措
置
を
取
ら
ざ
る
を
得
ず
、
患

者
さ
ん
へ
ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
て
い
ま
す
。
病
院
の
外
で
も
子
供
た
ち
が
学
習
機
会
を
十
分
に
得
ら
れ
な
い

な
ど
、
様
々
な
体
験
が
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
短
い
期
間
で
は
あ
り
ま
す
が
、
流
行
状
況
が

落
ち
着
い
て
い
る
時
期
は
、
感
染
対
策
を
十
分
に
と
り
な
が
ら
、
で
き
る
活
動
を
少
し
ず
つ
取
り
組
ん
で
い

く
こ
と
も
重
要
で
す
。
コ
ロ
ナ
に
よ
り
暫
く
病
院
に
は
暗
い
雰
囲
気
が
漂
っ
て
い
ま
し
た
が
、
久
し
ぶ
り
に

子
ど
も
た
ち
の
明
る
い
笑
顔
が
見
ら
れ
、
職
員
に
と
っ
て
も
楽
し
い
一
日
と
な
り
ま
し
た
。

親子ふれあい病院体験
３年ぶり
開催

深谷赤十字病院

「
見
て
・
触
れ
て
・
体
験
す
る
」
病
院
見
学
会

挨拶を行う伊藤院長
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医療体験

その他体験・学習

看護体験 災害学習

伊藤院長の結紮技 お母さんの心音が聴こえるよ ヘリポートからお家が見えるかな？

皮膚の模型を縫い合わせる やさしくお湯をかけてね 救護用のテントを見学

おなかの中をエコーで見る

管理栄養士の「食」の講話

胸の真ん中を強く押して

非常食の調理体験

救急車のサイレンに興味津々？

看護師に扮してパチリ！
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レポート　コロナ禍における産科・助産師奮闘の記録

親
子
ふ
れ
あ
い
病
院
体
験　

参
加
者
感
想

「
主
役
は  

マ
マ
で
す
」

　

病
院
は
、
病
気
を
治
す
と
こ
ろ
だ
け
ど
、
ど
ん
な
こ
と
を
し
て
い
る
の
か
な
、

怖
く
な
い
か
な
と
思
い
な
が
ら
参
加
し
ま
し
た
。

　

最
初
に
、
赤
ち
ゃ
ん
の
も
く
よ
く
を
し
ま
し
た
。
も
く
よ
く
は
赤
ち
ゃ
ん

が
お
風
呂
に
入
る
の
を
助
け
る
こ
と
で
、
や
さ
し
く
お
湯
を
か
け
た
り
し
ま

し
た
。
思
っ
た
よ
り
赤
ち
ゃ
ん
っ
て
重
い
ん
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。

　

次
に
、
ジ
ャ
ミ
ー
ち
ゃ
ん
と
い
う
本
格
的
な
人
形
で
心
ぞ
う
マ
ッ
サ
ー
ジ

を
し
ま
し
た
。
楽
し
か
っ
た
け
ど
、
救
急
車
が
到
着
す
る
ま
で
や
る
の
は
大

変
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。

　

次
に
、
病
院
の
屋
上
の
ヘ
リ
ポ
ー
ト
に
行
き
ま
し
た
。
高
く
て
、
少
し
怖

か
っ
た
け
ど
、
お
家
の
近
く
も
見
れ
て
、
病
院
は
と
て
も
大
き
い
の
だ
と
感

じ
ま
し
た
。
深
谷
赤
十
字
病
院
は
地
域
の
人
た
ち
の
手
術
や
、
災
害
の
時
は

現
場
に
行
っ
た
り
、
設
備
を
用
意
し
た
り
し
て
い
る
と
聞
き
ま
し
た
。
ま
た
、

救
急
車
や
テ
ン
ト
も
見
学
し
、
実
際
に
救
急
車
に
乗
る
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。

　

特
に
、
私
が
一
番
楽
し
か
っ
た
こ
と
は
、
手
術
室
へ
行
っ
た
こ
と
で
す
。

な
ぜ
な
ら
、
い
つ
も
ド
ラ
マ
で
見
て
い
た
道
具
や
機
械
が
あ
り
、
か
っ
こ
い

い
な
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
こ
で
は
、
人
の
肌
を
ぬ
う
体
験
を
し
ま
し
た
。

で
も
、
本
当
の
人
を
ぬ
う
の
で
は
な
く
、
ス
ポ
ン
ジ
み
た
い
な
や
わ
ら
か
い

物
に
穴
が
開
い
て
い
て
、
そ
こ
を
糸
で
し
ば
り
ま
し
た
。
糸
は
ふ
つ
う
に
し

ば
る
の
で
は
な
く
、「
外
科
し
ば
り
」
と
い
っ
て
わ
っ
か
に
２
回
糸
を
通
し
ま

し
た
。
ふ
つ
う
に
し
ば
る
よ
り
も
力
が
強
く
な
り
、
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。

そ
し
て
次
に
、
キ
ズ
が
完
治
し
た
の
で
、
糸
を
切
り
ホ
チ
キ
ス
の
よ
う
な
物

で
キ
ズ
を
と
め
ま
し
た
。
ま
た
、
エ
コ
ー
と
い
う
機
械
で
体
を
見
ま
し
た
。

心
臓
が
う
つ
っ
て
い
る
時
に
動
い
て
い
て
ち
ょ
っ
と
怖
い
な
と
思
い
ま
し
た

が
、
色
々
見
て
い
る
う
ち
に
怖
く
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

お
昼
は
、
災
害
時
に
食
べ
る
食
事
を
食
べ
ま
し
た
。
ア
ル
フ
ァ
米
と
い
う

ご
飯
を
食
べ
ま
し
た
が
意
外
と
お
い
し
か
っ
た
で
す
。

　

今
は
コ
ロ
ナ
が
流
行
っ
て
い
る
中
で
す
が
、
親
子
ふ
れ
あ
い
病
院
体
験
に

マ
ス
ク
を
し
な
が
ら
参
加
し
て
も
と
て
も
楽
し
か
っ
た
で
す
。
ま
た
来
年
も

参
加
し
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
（
小
学
五
年
生　

女
子
児
童
）　

コ
ロ
ナ
禍
で
も
妊
産
婦
に
寄
り
添
っ
た
分
娩
を
目
指
し
て

　

当
院
産
婦
人
科
病
棟
で
は
、
主
体
的
な
妊
娠
・
出
産
を
応
援
し
て
い
ま

す
。
マ
マ
の
気
持
ち
に
寄
り
添
い
な
が
ら
、
マ
マ
自
身
の
力
を
最
大
限
に
発

揮
で
き
る
よ
う
、
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍
で
も
、
そ
の
思
い
は

変
わ
り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
産
婦
人
科
病
棟
で
の
コ
ロ
ナ
禍
の
取
り
組
み
に
つ

い
て
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　

ま
ず
満
期
で
コ
ロ
ナ
陽
性
に
な
っ
た
場
合
で
す
。

　

基
本
的
に
は
帝
王
切
開
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
感
染
拡
大
を
防
ぐ
た
め
、

安
全
に
お
産
を
す
る
た
め
、
そ
し
て
赤
ち
ゃ
ん
に
コ
ロ
ナ
が
う
つ
ら
な
い
よ

う
に
す
る
た
め
で
す
。

　

し
か
し
、
帝
王
切
開
の
準
備
や
片
付
け
に
も
時
間
が
か
か
り
、
多
く
の
マ

ン
パ
ワ
ー
も
必
要
な
た
め
、
た
く
さ
ん
の
医
療
資
源
を
使
用
し
ま
す
。
帝
王

切
開
の
準
備
を
す
る
間
も
な
く
産
ま
れ
る
場
合
や
、
マ
マ
の
状
況
に
よ
り
経

腟
分
娩
を
選
択
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
経
腟
分
娩
に
も
対
応

で
き
る
よ
う
準
備
し
て
い
ま
す
。
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経
腟
分
娩
で
す
と
、
マ
マ
と
赤
ち
ゃ
ん
の
安
全
の
確
保
を
す
る
た
め
、
院
内
感
染
を

防
ぐ
た
め
、
い
つ
も
以
上
に
気
を
配
り
ま
す
。
そ
の
成
果
か
、
現
在
の
と
こ
ろ
院
内
感

染
は
起
こ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
今
後
も
マ
マ
が
安
心
し
て
お
産
が
出
来
る
よ
う
、
ス
タ
ッ

フ
一
同
、
日
々
努
力
し
て
い
き
ま
す
。

　

隔
離
解
除
に
な
る
ま
で
は
赤
ち
ゃ
ん
に
は
会
え
な
い
の
で
、
そ
の
間
は
小
児
科
と
連

携
し
、
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
な
ど
を
用
い
て
赤
ち
ゃ
ん
の
写
真
・
動
画
を
お
送
り
し
た

り
、
様
子
を
お
伝
え
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
ま
た
母
乳
分
泌
の
維
持
に
つ
い
て
も
サ
ポ

ー
ト
し
て
い
ま
す
。
か
か
り
つ
け
妊
婦
さ
ん
が
コ
ロ
ナ
陽
性
に
な
っ
た
場
合
、
責
任
を

も
っ
て
対
応
し
て
い
ま
す
の
で
ご
安
心
く
だ
さ
い
。

　

次
に
一
般
の
妊
産
婦
さ
ん
に
対
し
て
、
コ
ロ
ナ
禍
で
マ
マ
パ
パ
教
室
な
ど
も
十
分
に

行
け
ず
、
不
安
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
当
院
の
妊
婦
健
診
で
は
、
毎
回
必
ず
助
産
師

と
話
す
タ
イ
ミ
ン
グ
が
あ
り
ま
す
。
気
に
な
る
こ
と
、
知
り
た
い
こ
と
、
ど
う
ぞ
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
集
団
で
は
な
く
、
一
人
一
人
に
合
わ
せ
た
お
話
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

　

ま
た
待
合
室
に
て
入
院
中

の
過
ご
し
方
や
赤
ち
ゃ
ん
の

特
徴
な
ど
に
つ
い
て
の
動
画

を
流
し
て
い
ま
す
。
イ
ン
ス

タ
グ
ラ
ム
に
て
病
棟
の
ご
紹

介
も
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
の
ぞ
き
に
来
て
く
だ
さ

い
。
（
よ
か
っ
た
ら
フ
ォ
ロ

ー
も
お
願
い
し
ま
す
♡
）

　

入
院
中
は
、
妊
娠
中
か
ら
う
か
が
っ
て
い
た
希
望
に
沿
っ
て
ケ
ア
を
行
い
ま
す
。
し

か
し
出
産
・
育
児
は
必
ず
し
も
希
望
通
り
に
い
か
な
い
こ
と
も
。
そ
の
時
の
マ
マ
と
赤

ち
ゃ
ん
の
状
況
を
み
て
、
一
緒
に
考
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

退
院
後
は
母
乳
相
談
や
電
話
相
談
な
ど
で
サ
ポ
ー
ト
い
た
し
ま
す
。
母
乳
相
談
・
電

話
相
談
は
1
ヶ
月
以
内
で
し
た
ら
無
料
で
す
。
母
乳
育
児
は
ス
ム
ー
ズ
に
い
か
な
い
事

も
あ
り
、
退
院
後
も
悩
ん
で
い
る
マ
マ
も
多
く
い
ま
す
。
家
に
帰
っ
て
か
ら
の
育
児
も

相
談
出
来
る
よ
う
、
体
制
を
整
え
て
い
ま
す
。

　

コ
ロ
ナ
禍
で
も
、
ほ
か
の
誰
で
も
な
い
、
あ
な
た
に
合
わ
せ
た
妊
娠
期
の
過
ご
し

方
、
お
産
、
育
児
を
サ
ポ
ー
ト
い
た
し
ま
す
。

　

一
緒
に
頑
張
り
ま
し
ょ
う
！　

患
者
さ
ん
の
声

　
「
破
水
が
き
て
コ
ロ
ナ
陽
性
が
わ
か
り
、「
ま
さ
か
」

が
続
い
て
正
直
不
安
で
仕
方
な
か
っ
た
で
す
。
そ
ん

な
中
で
も
無
事
自
然
分
娩
で
出
産
で
き
た
こ
と
は
、

助
産
師
さ
ん
、
お
医
者
さ
ん
、
看
護
師
さ
ん
の
お
か

げ
だ
と
思
っ
て
ま
す
。

　

赤
ち
ゃ
ん
と
10
日
間
会
え
な
か
っ
た
の
は
つ
ら
か

っ
た
で
す
。
赤
ち
ゃ
ん
の
写
真
も
撮
影
し
て
く
れ
た

の
で
ど
ん
な
様
子
か
見
れ
て
安
心
で
き
ま
し
た
。
陣

痛
～
お
産
の
と
き
も
助
産
師
さ
ん
が
ず
っ
と
寄
り
添

っ
て
く
れ
て
と
て
も
心
強
か
っ
た
で
す
。」

ママとやっと会えました！

助産師による妊婦検診でしっかりサポートします
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常備救護班 第 ２班班長  寺脇 幹 （小児外科部長 ） 

*CSCATTT とは ･･･
災害発生時にとるべき
医療対応の原則。
① Command and 
    Control ( 指揮・統制 )
② Safety  ( 安全確保 )
③ Communication　
    ( 情報収集・伝達 )
④ Assessment　
    ( 評価・判断 )
⑤ Triage　
    ( トリアージ *)
⑥ Treatment ( 治療 )
⑦ Transport  ( 搬送 )

  　常備救護班　当院では、災害時に出動する「常備救護班」を３チーム編成しています。そのうちの１チーム ( 医
師１、看護師長１、看護師２、薬剤師１、主事２の計７名 ) が、深谷市総合防災訓練に参加しました。
　この防災訓練は年１回仙元山公園で開かれていて今年は３年ぶりの開催でした。「関東平野北西
部を震源とするＭ８クラスの地震が発生」という想定のもと、防災に関係する深谷市内のさまざま
な機関（ライフラインや道路の維持管理、救命救急など）が一同に会し、各チームが連携しないと
できないような訓練を行うというもので、親子連れなど多くの市民も見学に訪れます。
　今回の我々の活動内容を簡単に紹介します。消防署の方々が設営してくださったエアー型テント
内に簡易ベッド３つを配置すると、間髪入れず傷病者がストレッチャーで次々と運ばれてきました。
その内２人目の方が最重症であり、その人を的確に「要救急搬送」と判断して搬送依頼および搬出
ができれば満点だったのでしょうが、テントが想定していたものより狭かったことなどから、迅速
さに欠けることとなり、ストレッチャーの動線を考えてベッドや備品の配置をどうすべきだったか
が主な反省点となりました。
　日常的な救急対応とは異なって混乱している場面で、いかに素早く情報を集め、それらをもとに
的確に判断して行動に移すことができるか。これまでの訓練で、CSCATTT* と略称されている重
要事項について分かったつもりになっていても実際の場面ではなかなかそうはいかないことを痛感
しました。
　市民の皆さまが安心して日常を過ごしていただけるよう、我々救護班は今後も訓練を重ねて参り
ます。

深谷市総合防災訓練
９/３（土）＠深谷ビッグタートル・仙元山公園

出動の様子

軽症者の身元確認・治療

使用する資材の荷下ろし

閉会式に参加する班員たち

家屋の倒壊で負傷した重症患者の治療

参加した常備救護班員

災害への備え   - 当院の取組 -
赤十字病院として、また地域災害拠点病院として、常に災害に対応できるよう赤十字救護班
とＤＭＡＴを組織し、日頃から訓練・研修に励んでいます。今回はその様子をご紹介します。

* トリアージとは ･･･

　限られた人的・物的資源を最大限に活用して最大多数の患者に最善の医療を提供するため、傷病の緊急度や重症度を迅速に評価して救出・現場治療・搬送などの優先順位を決定すること。 67
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●ＤＭＡＴとは ･･･
災害発生直後（概ね48時間以内）から活動できる、専門的な訓練を受けた災害派遣医
療チーム。日本赤十字社ではなく厚生労働省や各都道府県が統括しています。

　茨城県沖から房総半島沖を震源とする地
震（マグニチュード 8.4、最大震度６強）
の発生を想定した関東ブロック DMAT 訓
練が、茨城県内において行われ、当院から
は、日本 DMAT 隊員（医師１名・看護師
２名・業務調整員２名）が参加しました。
　参集地点に到着した後、関東ブロック７
都県の DMAT との連携の上、日立医療圏
DMAT 活動拠点本部の運営や、災害拠点
病院（日立総合病院）における病院支援、
EMIS* 代行入力、患者搬送などの訓練を行

いました。

*EMIS とは ･･･
広域災害救急医療情報システム (Emergency 
Medical Information System) のこと。災
害医療に関わる情報を一元化することで、適
切かつ迅速な医療・救護活動が可能となる。
医療機関の被災状況だけでなく、DMAT の活
動状況や搬送患者情報等を管理する機能を有
している。

　10 月１日、内閣府主催「大規模地震時医療活動訓練」に
参加しました。今年度の訓練想定は、令和４年９月 30 日

（金）午前 11 時 00 分に南海トラフ地震が発生。厚生労働省
DMAT 事務局より「広域災害救急医療情報システム（EMIS）」
を 使 用 し て 全 都 道 府 県、 全 DMAT 指 定 医 療 機 関、 全 国
DMAT 隊員に一斉通報がされ訓練開始となりました。
　当院も、訓練参加するために、10 月１日（土）に静岡県の
東名高速道路足柄 SA 下り線の参集拠点を経由し、愛知県の
東三河 DMAT 活動拠点本部（豊川市民病院内）に向けて出発。
愛知県豊川市周辺での病院支援のスクリーニングを任務とし
て実施してきました。
　かなりの長距離の陸路移動があったため、隊員は疲弊しま
したが実災害での移動距離の確認、交通網の確認などができ
実りのある訓練となりました。　　　［社会課長　中里 益夫］

大規模地震時医療活動訓練
10/1（土）　＠静岡県各地

▲日立総合病院支援活動の様子

▲日立医療圏活動拠点本部組織図▲病院支援指揮所の様子

▲訓練当日の移動経路

▲日立総合病院に到着した　
　当院の車両

関東ブロックＤＭＡＴ訓練
９/17（土）～18（日）　＠茨城県各地
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医療ソーシャルワーカーの１日
〜当院のスタッフの「とある１日」をご紹介します〜

密着取材！

医療ソーシャルワーカー（MSW：Medical Social Worker）とは…

　医療機関において、患者さんやそのご家族の抱える心理的・経済的・社会的問題や不

安の解消を図るため、社会福祉に関する知識を用いて支援・指導する専門職です。援助

に徹するのではなく「自立できるように支援する」、という方針で、社会福祉制度の利用

方法や医療費の支払い方法の相談等をおこなっています。当院では現在、「社会福祉士」

の国家資格を持つ職員４名が社会福祉課に所属し、MSWとして活動しています。

吉
ヨシダ

田 穂
ホナミ

菜美
医療社会事業司／社会福祉課

（社会福祉士・精神保健福祉士）

　　　　　吉田さんについて簡単にご紹介いたします。
　吉田さんは、ズバリ頭がよくて努力家です。辞書のように細かな虎の巻を自作しており、仕事は早くて正確です。社会福祉
士国家資格を有していますが、昨年、新たに精神保健福祉士の国家資格を取得しました。仕事と家庭の両立に加えて更なる
試験勉強は本当に大変だったと思います。性格は至って温和で、嫌な顔や怒った顔を一度も見たことがありません。普段は
小声ですが笑う時は別で、100メートル先からも聞こえます。子育ての様子が思い浮かびます。これからは女性の活躍が求め
られる時代です。多くの職員から目標とされるような人材となっていただくことを期待いたします。

前日に関わった患者さんのケースについて、各MSW
が情報を出し合って援
助方針を決定していき
ます。
また、退院支援が必要
な患者さんの情報共
有も行います。

退院支援が必要と思われる救急病棟に入院している
患者さんを抽出します。当院は急性期病院であり、在
院日数が限られているため、早期把握・介入が重要と
なります。　

患者さんやご家族か
ら、年金制度や介護・
医療保険の申請・利
用方法等、社会福祉
に関する幅広い内容
の相談に乗っていま
す。対面だけでなく、
電話による相談もお
こなっています。

多職種で構成される認知症
ケアチームの一員として、週
に一度、入院中の認知症患者
さんのもとへ赴き回診をお
こないます。患者さんの身体
的・心理的苦痛を軽減できる
ようなケアを提供することを
心がけています。

お弁当を食べてひと休み。
急な電話や面談の依頼があり、対
応に追われることもあります。

外来・入院患者さんに虐待の
疑いがみられた場合、虐待対
策委員会事務局として委員
長と今後の対応について話し
合います。

患者さんの退院後の生活を
見据え、行政機関や医療・福
祉施設だけでなく患者さん
のケアマネージャー等と、電
話で連絡調整や情報交換を
行います。

医療ソーシャルワーカー同士で
カンファレンス

退院支援が必要な患者さんの
スクリーニング

認知症ケアチームで回診

患者家族との面談

昼食休憩

虐待疑い患者の対応協議

電話で外部機関と連絡調整

所属長から見た吉田さん　　〜社会福祉課　永井課長より〜　  　

9：00～

10：30～

11：00～

認知症ケアの質を高めるこ
とを目的に月に一度開催さ
れる部会では、認知症患者
さんに関する院内事例を共
有し、多職種で検討・話し合
いを重ねます。

認知症ケア部会に参加 16：00～

8：30～

14：00～

12：00～

10：00～随時
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沖縄県への広域的支援に参加して
５階北病棟看護師　塚越 祐太　

　　　国的に新型コロナウイルス感染者が急増し大変な
状況の中、８月 15 日（月）～ 31 日（水）まで厚生労働
省からの依頼で沖縄県への広域的支援に参加してまいり
ました。日本赤十字社からは私を含め、計４名の赤十字
病院の看護師が支援に来ていましたが、その他にも、国
立病院機構関連施設や済生会系列病院からも多くの職員
が参加していました。私の活動拠点は、病院ではなく、「入
院待機ステーション」という施設で、入院加療が必要に
もかかわらず、病院等が逼迫していて自宅療養が難しい
患者さんが入所し、治療や看護提供を受けていました。

全

　　　ンシデント * も、転倒・転落や内服に関するもの
が多く発生していましたが、その都度カンファレンスを
開き、対策を考え情報共有を行っていたため、件数もか
なり減少していきました。
　私は８月 31 日までの勤務の予定でしたが、８月の下
旬にかけて非常に強い台風が沖縄本土に接近する予報が
あり、厚生労働省から通達が発出されたため、前倒しの
形で埼玉に帰ってまいりました。
　今回広域的支援に参加させていただき、全国各地から
集結した医療従事者の協力体制がない限り、医療逼迫の
軽減ができないという現実を目の当たりにしました。そ
れと共に、災害級の感染症拡大が発生した場合には、医
療従事者の感染対策の徹底や健康管理が重要であること
を痛感いたしました。

イ

　　　護師の派遣期間は１か月と、２週間で分かれており、
名札の色で区別されていました。私は２週間の勤務だった
ので、主に入所者の清潔ケアを中心にレッドゾーン（汚染
区域）で勤務させていただきました。また日によって、受
け持ち看護師としてバイタル測定や看護記録なども行って
いました。沖縄の方言で話される入所者もおり、言葉の壁
を感じる事もありましたが、沖縄本土出身の看護師や看護
助手の方に助けられながら対応させていただきました。
　また設備についても、病院とは異なり、プレハブにベッ
ドを設置し運用している状況でした。そのため、酸素等も
中央配管が無く、１病棟に設置された酸素流量計を各病棟
へ延長チューブをつなげて酸素投与を行っていました。加
えて、モニターも１病棟で一括管理しているため動線が悪
い印象がありましたが、適宜、看護師・医師・コメディカ
ルで協議し、改善点を見つけて業務を遂行しやすいように
対応している点に感銘を受けました。

看

▲塚越看護師（写真右から２番目）

▲酸素流量計の様子

▲プレハブ内に並べられるベッド

▲入院待機ステーションの外観
* インシデントとは ･･･
　誤った医療行為が実施される前に発見したもの、もしくは誤った医　　
　療行為がおこなわれたが、結果的に患者さんに影響を及ぼさなかっ
　た事例のこと。
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地 域 医 療 連 携 だ よ り

深谷赤十字病院は地域との医療連携に努めています。
　当院は、初期診療や慢性の継続診療などは、「かかり
つけ医」の先生に診ていただき、専門的な検査や診察、
また入院が必要な治療は病院が受け入れるという役割分
担を行っており、地域の皆様が継続して適切な医療が受
けられるような体制を維持しています。

　毎号、医療連携にご協力いただいている医療機関を順
次ご紹介しています。

 岩崎医院

住 所

電 話

院 長

医 師

診 療 科

休 診 日

診 療 時 間

〒366-0041 深谷市東方3688-5

048-572-8181

岩崎　晃

岩崎　晃太

消化器科、外科、内科

木曜日、土曜日午後、日曜、祝日

午前９時～12時　午後３時～６時

住 所

電 話

院 長

診 療 科

休 診 日

診 療 時 間

〒369-1203 大里郡寄居町寄居671-3

048-581-0751

髙間　晴之

内科、糖尿病内科、内分泌内科

日曜、祝日、木曜、土曜午後

午前９時～12時30分 

午後２時30分～６時30分

　当院は寄居町で糖尿病や内分泌疾患を中心に診療しているクリニックです。１型糖尿病、２型糖尿病、

甲状腺疾患などの初期・継続的な診療を行なわせていただきます。診療所で対応困難な状態や各専門

科の診療をお願いする場合などは、適切な医療連携に努めさせていただきます。

院長先生からのメッセージ

　当院は1981年に開業し、地域のかかりつけ医として診療に携わってきました。

　苦痛の少ない胃・大腸内視鏡検査を特徴とし、特にピロリ菌除菌に力を注いでいます。安心・安全な診

療をモットーに幅広くきめ細やかな診療を心がけ、地域の皆様のお役に立てるよう尽力して参ります。

院長先生からのメッセージ

髙間クリニック
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＜地域の皆様へのご案内＞
　　当院を受診の際は、紹介状をご持参ください。
　当院受診の際（初診時）は、他の医療機関からの紹
介状（診療情報提供書）をご持参いただくことをお勧
めします。
　紹介状（診療情報提供書）をご持参いただいた場合
は、国が定める初診時選定療養費（医科 7,700 円・
歯科 5,500 円）のご負担がなくなります。

本庄早稲田クリニック

住 所

電 話
院 長
診 療 科

休 診 日
診 療 時 間

〒367-0030　
本庄市早稲田の杜3-14-5
0495-71-8707
荻野　隆史
内科（循環器、消化器、呼吸器）、
外科、リハビリテーション科、救急科
日曜、祝日、木曜午後
午前８時30分～12時　午後３時～６時30分　※土曜の午後は２時～５時

さいとう小児科医院

住 所

電 話

院 長

診 療 科

休 診 日

診 療 時 間

〒360-0846 熊谷市拾六間788-34

048-532-5265（予約専用電話）

齋藤　洪太

小児科

日曜、祝日、木曜、土曜午後

午前９時～12時　午後２時～５時

　地域に根ざした医療、人に寄り添える医療を心がけています。また地域医療に貢献するためには病

院、クリニックの連携のほか、看護・介護の関連機関、行政などとの包括的、効率的連携がよりよい医

療、特にこのコロナ下には必要と考え微力ながら協力できればと考えています。

院長先生からのメッセージ

　1981年秋に開院しました。今年で41年目となります。当時は小児科医不足のためにこのことが社

会問題となっていました。現在は少子化が進みこのことも社会問題となっています。子供達の元気な

声が聴こえると街は生きていると感じます。子供達の健やかな成長をスタッフ一同願っています。

院長先生からのメッセージ
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深谷赤十字病院の理念と基本方針 深谷赤十字病院臨床研修の理念と基本方針
理　 念 理　 念

基
本
方
針

人道・博愛の赤十字精神のもと、地域の皆様の健康を守
り、信頼される医療を提供します

医師としての人格を涵養し、将来専門とする分野にかかわらず、医学および医療の果たすべき
社会的役割を認識しつつ、一般的な診療において頻繁にかかわる負傷または疾病に適切に対応
できる診療能力を身につける。

１　医療人として生命倫理を最大限尊重します

２　医療の質の向上に努めます

３　患者中心の医療を行います

４　地域との医療連携に努めます

５　災害救護と国際活動に貢献します

６　健全経営による働き甲斐のある病院を目指します

１　基本的診療能力の習得
　　臨床医として将来専門とする分野に関わらず必要な基本的診療能力を習得する。
２　患者の立場に立った医療を実践
　　医師として患者から人間としても信頼される思いやりの心を持った謙虚な医療人となり、患
　　者の立場に立った医療を実践する。
３　チーム医療の実践
　　チーム医療の大切さを理解して病院内の他職種と連携を密にしてコミュニケーションを取り
　　ながら安全な医療を提供する。
４　地域医療に貢献
　　地域の中核病院としての役割を理解し、地域医療に関心を持ち、地域医療の現場を経験する。
５　赤十字病院の責務や理解
　　赤十字病院として公的病院の責務や災害時における医療救護活動を理解する。
６　生涯学習の継続
　　質の高い医療を提供できるよう、生涯を通じて教育・学習を続ける態度と習慣を実践し、医　
　　療技術の習得に努める。また、後輩を育成することによって自らが学ぶ姿勢を有する。

　　令和４年10月１日から、国の制度見直しにより、紹介状を持たずに外来受診する患者等の「特別の料金」の額が引
き上がりました。

上記の改定に伴い、診療時間外（夜間や休日）の時間外選定療養費についても、令和４年10月１日から改定しました。

初診時選定療養費

医科 5,500円（税込） 7,700円（税込）
3,300円（税込） 5,500円（税込）歯科

再診時選定療養費

医科 2,750円（税込） 3,300円（税込）
1,650円（税込） 2,090円（税込）歯科

医療機関の機能・役割に応じた適切な受診を行うようお願いします。
皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

時間外選定療養費

5,500円（税込） 7,700円（税込）

2022年9月30日まで 2022年10月1日から

2022年9月30日まで 2022年10月1日から

○ 状態が落ち着き、当院担当医が他の医療機関へ紹介を申し出た後も当院での診療を　
　 希望し、受診される場合

○ 紹介状を持参せずに受診された場合

○ 緊急やむを得ない場合を除き、時間内に受診して下さい。時間外受診を希望
    される患者さんには「時間外選定療養費」をお支払いいただきます。

2022年10月1日から2022年9月30日まで


