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2012年10月15日　Vol.100

｢.氾念樹｣ 100 13-発行を.記念して

当院の病院新聞｢記念樹｣の創刊号は1986年10月15日に発行されましたが､

今回ついに第100号となりました｡このことは､これまで病院を支えていただいた

患者さん､地域の方々及び職員全員のお陰と心から感謝申し上げる次第です｡

今後ともこの広報誌が末永く発行出来るよう菅で頑張りますので､ご指導と

ご支援のほどよろしくお願い申しあげます｡
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我
が
国
の
再
興
は
可
能
か

～
求
め
ら
れ
る
政
治
家
の
意
識
改
革
と
国
民
の
決
断

今
世
界
で
は
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の
破
綻

に
よ
る
不
況
が
蔓
延
し
､
ア
フ
リ
カ
や
中

東
諸
国
で
は
独
裁
政
治
や
経
済
格
差
と

貧
困
の
拡
大
に
抗
議
す
る
民
衆
の
デ
モ

や
反
乱
と
い
っ
た
乱
世
の
様
相
を
呈
し
て

い
ま
す
｡
-
T
革
命
に
よ
り
あ
ら
ゆ
る
情

報
を
瞬
時
に
入
手
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
も
国
民
の
民
主
化
運
動
や
反
政
府

運
動
の
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
ま
す
｡

一
方
､
政
治
的
に
は
中
国
が
海
洋
上
の

軍
事
力
を
増
強
し
て
領
土
拡
張
を
図
ろ

う
と
し
近
隣
諸
国
と
乳
蝶
を
起
こ
し
て

い
ま
す
｡
ロ
シ
ア
も
本
気
で
日
本
へ
の
領

土
返
還
に
応
じ
る
気
持
ち
は
な
さ
そ
う

で
す
｡そ

し
て
我
が
国
は
経
済
力
の
低
下
と

政
治
の
混
迷
の
上
に
､
東
日
本
大
震
災
と

原
発
事
故
に
よ
り
著
し
い
ダ
メ
ー
ジ
を

受
け
て
お
り
､
今
後
ハ
ー
ド
面
の
復
興
は

徐
々
に
進
む
で
し
ょ
う
が
､
原
発
事
故
に

よ
る
放
射
能
汚
染
は
今
も
続
い
て
お
り
､

人
体
へ
の
影
響
の
み
な
ら
ず
経
済
や
観
光

に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
は
予
断
を
許
さ

な
い
気
が
し
ま
す
｡
そ
の
よ
う
な
状
況
に

も
拘
ら
ず
国
は
､
経
済
界
や
核
燃
料
サ
イ

ク
ル
を
日
本
に
頼
っ
て
い
る
米
国
か
ら
の

要
請
を
受
け
た
た
め
か
｢
原
発
o
宣
言
｣

を
無
節
操
に
取
り
下
げ
ま
し
た
｡

ま
た
､
尖
闇
の
国
有
化
を
契
機
に
中
国

が
示
し
た
反
日
デ
モ
や
暴
動
と
､
軍
事
的

か
つ
経
済
的
個
喝
に
対
し
て
憲
法
改
正

に
よ
る
集
団
的
自
衛
権
の
拡
大
と
軍
事
.

力
の
強
化
の
必
要
性
を
訴
え
る
政
治
家

も
い
ま
す
が
､
今
最
も
大
切
な
こ
と
は
､

現
在
の
我
が
国
が
直
面
し
て
い
て
未
だ

復
興
も
ま
ま
な
ら
な
い
大
災
害
の
危
機

的
状
況
と
､
少
子
高
齢
化
の
進
行
か
ら
推

定
さ
れ
る
将
来
像
を
基
に
､
こ
れ
か
ら
の

日
本
を
ど
の
よ
う
に
再
興
さ
せ
る
べ
き
か

を
政
治
家
と
国
民
が
真
剣
に
考
え
､
そ
の

目
標
に
沿
っ
て
断
固
た
る
決
意
で
臨
む
こ

と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡
こ
れ
以
上
放

射
能
汚
染
を
拡
大
し
な
い
た
め
に
何
を

す
べ
き
か
｡
放
射
能
汚
染
の
広
が
り
の
現

状
を
国
民
に
隠
さ
ず
知
ら
せ
､
将
来
の
後

遺
症
を
予
防
す
る
こ
と
､
核
廃
棄
物
の
処

理
を
後
世
に
先
送
り
し
な
い
こ
と
だ
と

考
え
ま
す
｡

そ
の
よ
う
な
課
題
を
解
決
し
な
い
ま

ま
､
こ
れ
ま
で
通
り
｢
あ
い
ま
い
な
日
本
｣

で
有
り
続
け
れ
ば
将
来
の
展
望
は
開
け

な
い
で
し
ょ
う
｡
将
来
は
人
口
が
減
っ
て

も
あ
る
程
度
の
経
済
的
活
力
を
持
ち
へ
格

差
の
少
な
い
社
会
保
障
の
行
き
届
い
た

平
和
な
社
会
を
つ
く
る
べ
き
で
す
｡
そ
の

た
め
に
は
必
要
最
小
限
度
の
自
立
的
な

国
防
力
を
維
持
し
､
米
国
と
の
安
全
保
障

を
基
軸
と
し
民
主
主
義
を
順
守
す
る
国

を
友
と
し
､
そ
れ
以
外
の
隣
国
と
も
毅
然

と
し
た
態
度
で
外
交
を
行
う
べ
き
で
し
ょ

う
｡
米
国
も
い
ろ
い
ろ
問
題
は
あ
り
ま
す

が
､
個
人
の
自
由
と
人
権
を
重
ん
じ
､
世

界
中
か
ら
あ
ら
ゆ
る
人
種
を
受
け
入
れ
､

将
来
に
わ
た
っ
て
成
長
す
る
活
力
と
要
素

を
備
え
て
お
り
'
信
じ
る
に
足
る
最
大
の

友
好
国
と
思
い
ま
す
｡

｢
あ
い
ま
い
な
日
本
｣
か
ら
脱
皮
す
る

た
め
に
は
､
深
い
洞
察
力
と
日
本
の
将
来

に
対
す
る
ビ
ジ
ョ
ン
を
も
ち
､
同
時
に
国

際
的
教
養
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ

ル
を
備
え
た
行
動
力
の
あ
る
リ
ー
ダ
ー

の
出
現
を
待
つ
し
か
な
い
の
か
も
知
れ
ま

せ
ん
｡
現
在
す
べ
て
の
日
本
国
民
は
､
八

方
塞
が
り
状
況
の
中
で
そ
の
よ
う
な
リ

ー
グ
I
が
出
現
し
政
治
家
の
意
識
改
革

が
起
こ
り
､
日
本
再
興
へ
の
歩
み
が
始
ま

る
こ
と
を
夢
見
て
い
る
と
思
い
ま
す
｡
政

治
家
は
も
っ
と
日
本
の
将
来
に
責
任
感
と

危
機
感
を
持
ち
､
国
民
の
声
に
沿
っ
た
軸

の
ぶ
れ
な
い
政
治
を
し
て
い
た
だ
き
た
い

と

思

い

ま

す

｡
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｢
記
念
樹
｣
1
0
0
号
発
行
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

病
院
広
報
誌
｢
記
念
樹
｣
が
1
0
0
号
を
迎
え
ま

し
た
｡
嬉
し
い
こ
と
で
す
｡

こ
の
四
半
世
紀
､
途
切
れ
る
こ
と
な
く
広
報
誌
の

発
行
が
続
け
ら
れ
た
こ
と
は
偏
に
編
集
委
員
を
始

め
と
す
る
職
員
の
皆
さ
ん
､
講
演
な
ど
特
別
寄
稿
を

し
て
頂
い
た
諸
先
生
方
､
そ
し
て
何
よ
り
も
広
報
誌

を
読
ん
で
下
さ
っ
た
患
者
さ
ん
方
'
地
域
の
皆
さ
ん
､

医
療
機
関
の
皆
さ
ん
達
の
ご
支
援
の
賜
物
で
あ
り
､

感
謝
し
て
篤
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
｡

｢
記
念
樹
｣
が
発
行
さ
れ
た
の
は
開
院
後
6
年
目
､

総
勢
2
6
名
で
始
ま
っ
た
病
院
が
丁
度
倍
増
し
た

1
9
8
6
年
で
し
た
｡
広
報
誌
の
第
一
号
を
見
て
み

ま
す
と
､
新
し
い
施
設
を
開
設
し
て
将
来
に
大
き
な

希
望
と
夢
を
持
っ
て
地
域
医
療
に
取
り
組
ん
で
行
こ

う
と
い
う
気
持
ち
が
職
員
一
同
に
み
な
ぎ
っ
て
い
る

様
子
が
良
く
判
り
ま
す
｡

2
5
年
を
経
て
そ
の
実
が
上
が
っ
て
い
る
か
憎
惟
た

る
も
の
が
あ
り
ま
す
が
､
広
報
誌
を
改
め
て
読
み
直

し
て
み
る
と
そ
の
折
々
の
病
院
の
在
り
よ
う
'
医
療

界
の
変
革
そ
し
て
世
界
の
情
勢
の
変
動
が
読
み
取
れ

て
興
味
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
｡

広
報
誌
｢
記
念
樹
｣
の
記
事
そ
の
も
の
が
病
院
の

足
跡
で
あ
り
'
病
院
の
歴
史
そ
の
も
の
で
す
が
､
巻
頭

言
で
は
当
時
の
医
療
情
勢
の
分
析
､
社
会
情
勢
の
変

化
に
応
じ
て
と
る
べ
き
病
院
の
ス
タ
ン
ス
を
模
索
し
'

医
療
連
携
の
重
視
さ
れ
る
時
代
に
あ
っ
て
地
域
の
皆

様
の
期
待
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
な
病
院
に
し
て
行
き

た
い
と
考
え
て
来
ま
し
た
｡
ま
た
健
康
欄
で
は
身
近

な
病
気
に
つ
い
て
分
か
り
易
く
解
説
し
て
皆
さ
ん
の

お
役
に
立
つ
よ
う
心
掛
け
て
い
ま
す
｡

ま
た
定
期
的
な
教
育
講
演
は
職
員
の
意
識
の
向

上
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
｡
院
内
行
事

の
紹
介
､
栄
養
部
に
よ
る
定
期
的
な
｢
作
り
ま
専
科
｣

は
人
気
が
あ
っ
て
皆
さ
ん
に
喜
ば
れ
て
い
ま
す
｡

こ
の
四
半
世
紀
は
日
本
の
医
療
の
大
き
な
変
革

期
に
当
た
り
､
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
医
療
連
携
の

時
代
に
､
病
院
中
心
の
医
療
か
ら
患
者
中
心
の
医
療

へ
と
グ
ロ
ー
バ
ル
･
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
へ
の
仲
間
入
り
が

期
待
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
｡

幸
い
､
大
分
記
念
病
院
で
は
血
友
病
の
包
括
医
療

(
医
療
職
､
遺
伝
学
者
､
社
会
学
者
､
法
律
家
な
ど
多

職
種
の
合
同
で
行
う
医
療
形
態
)
を
実
践
し
て
い
た

た
め
､
こ
の
流
れ
に
ス
ム
ー
ズ
に
乗
る
こ
と
が
出
来
､

病
院
内
の
多
職
種
の
職
員
が
連
携
し
て
診
療
に
当

た
る
よ
う
に
な
っ
て
来
ま
し
た
が
､
病
院
広
報
誌
に

よ
る
情
報
の
共
有
も
有
用
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
ま

す
｡

こ
れ
か
ら
の
四
半
世
紀
は
医
療
改
革
の
給
仕
上

げ
と
な
り
ま
し
ょ
う
｡
超
高
齢
化
社
会
に
向
か
っ
て

世
界
最
速
で
最
先
端
を
走
っ
て
い
る
日
本
の
医
療
を

ど
う
進
め
て
行
く
か
､
ど
う
創
り
出
し
て
行
く
か
｡

正
念
場
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
お
り
ま
す
o
地
域
の
皆

様
方
へ
情
報
を
発
信
し
､
皆
様
方
と
一
緒
に
新
し
い

医
療
の
創
造
に
努
力
し
た
い
と
考
え
て
い
る
所
で
す
｡

今
後
と
も
､
ご
指
導
ご
協
力
を
頂
き
ま
す
よ
う
宜
敷

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
｡
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-
ノ
D
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
と
ホ
ン
ピ
0
パ
ウ
9
-
腸
炎
を

感
染
性
胃
腸
炎
は
'
主
に
腸
管
に
ウ
ィ
ル
ス

や
細
菌
､
寄
生
虫
な
ど
が
感
染
し
て
'
畷
吐
や

下
痢
な
ど
の
症
状
を
起
こ
す
疾
患
の
総
称
で

す
｡
特
に
ノ
ロ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
は
､
保
育
同
､

幼
稚
園
へ
病
院
や
老
人
ホ
ー
ム
へ
福
祉
施
設
な

ど
で
'
集
E
E
発
生
が
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
｡

平
成
2
3
年
の
食
中
毒
の
統
計
で
'
患
者
数
の

最
も
多
か
っ
た
の
が
ノ
ロ
ウ
ィ
ル
ス
感
触
症
で
'

最
も
発
生
件
数
の
多
か
っ
た
の
が
'
カ
ン
ピ
ロ
バ

ク
タ
-
腸
炎
で
し
た
｡
今
回
は
こ
の
2
疾
患
に

つ
い
て
説
明
し
ま
す
｡

ノ
ロ
ウ
ィ
ル
ス
は
'
1
9
6
8
年
オ
ハ
イ
オ

州
ノ
ー
ウ
ォ
ー
ク
の
小
学
校
で
妹
団
発
生
し

た
'
急
性
胃
腸
炎
患
者
さ
ん
の
便
か
ら
検
出

さ
れ
た
ウ
ィ
ル
ス
で
'
そ
の
後
花
子
顕
微
鏡
の

形
態
か
ら
'
小
弛
球
形
ウ
ィ
ル
ス
と
呼
ば
れ
ま

し
た
｡
2
0
0
2
年
第
1
2
回
国
際
ウ
ィ
ル
ス

学
会
で
､
N
o
r
w
巴
k
の
N
o
r
か
ら
ノ
ロ
ウ
ィ
ル
ス

と
命
名
さ
れ
ま
し
た
｡

ノ
ロ
ウ
ィ
ル
ス
は
'
冬
季
を
中
心
に
発
生
す

る
感
染
性
円
腸
炎
で
'
感
染
力
が
非
常
に
強

く
'
ご
く
少
鼠
の
ウ
ィ
ル
ス
で
も
t
U
か
ら
体
内

に
入
る
こ
と
で
感
染
し
ま
す
｡

感
染
経
路
に
は

(
-
)
ゥ
ィ
ル
ス
に
汚
染
さ
れ
た
貝
類
(
特
に
カ

キ
な
ど
の
二
枚
貝
)
を
生
あ
る
い
は
十

分
に
加
熱
し
な
い
で
食
べ
た
場
合
｡

(
2
)
調
理
台
や
調
理
器
具
が
ウ
ィ
ル
ス
に
汚

染
さ
れ
て
い
た
り
､
ウ
ィ
ル
ス
に
感
染
し

た
人
が
調
理
し
た
食
品
を
食
べ
た
場
合
｡

(
3
)
患
者
さ
ん
の
便
や
曜
吐
物
か
ら
手
指

を
介
し
て
の
感
染
'
便
や
噛
吐
物
に
排

出
さ
れ
た
ウ
ィ
ル
ス
が
飛
散
し
て
感
染

す
る
場
合
｡

な
ど
が
あ
り
ま
す
｡

潜
伏
期
間
(
感
染
か
ら
発
症
ま
で
の
時

間
)
は
2
4
-
4
8
時
間
で
'
お
も
な
症
状
は
'
吐

き
気
'
曝
吐
'
下
痢
'
腹
痛
で
､
発
熱
は
軽
度

で
す
｡
畷
吐
'
下
痢
は
1
日
数
回
か
ら
1
0
回

以
上
に
及
ぶ
こ
と
も
あ
り
ま
す
｡
通
常
こ
れ

ら
の
症
状
が
1
-
2
日
続
い
た
後
へ
治
癒
L
t

後
遺
症
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
感
染
し
て
も
発
症

し
な
い
場
合
や
風
邪
の
よ
う
な
症
状
の
場
合

も
あ
り
ま
す
｡

治
療
に
つ
い
て
は
'
こ
の
ウ
ィ
ル
ス
に
効
果
の

あ
る
抗
ウ
ィ
ル
ス
剤
は
な
-
'
通
常
'
対
症
療

法
が
行
わ
れ
ま
す
｡
体
力
の
弱
い
乳
幼
児
や

高
齢
者
は
'
激
し
い
下
痢
や
噛
畦
で
脱
水
症

状
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
た
め
､
水
分
や
栄

養
の
補
給
が
必
要
と
な
り
ま
す
｡
ま
た
'
吐

物
を
誤
燦
す
る
こ
と
で
'
誤
喋
性
肺
炎
を
起

こ
し
た
り
'
吐
物
を
の
ど
に
詰
ま
ら
せ
て
窒
息

す
る
こ
と
も
あ
り
'
注
意
が
必
要
で
す
｡

予
防
方
法
と
し
て
は
'
食
品
中
の
ウ
ィ
ル
ス

は
8
5
℃
1
分
以
上
の
加
熱
で
感
染
性
を
な
-

す
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
'
し
っ
か
-
熱
を
通

し
て
食
べ
る
こ
と
が
重
要
で
す
｡
ま
た
'
下
痢

の
症
状
が
な
-
な
っ
て
も
患
者
さ
ん
の
便
に

は
-
週
間
ほ
ど
ウ
ィ
ル
ス
が
排
出
す
る
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
の
で
'
汚
物
を
処
則
す
る
際
に
は
'

デ
ィ
ス
ポ
の
手
袋
の
薪
用
や
'
用
便
後
や
調
坪

前
の
手
洗
い
を
徹
底
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
｡

調
理
器
具
､
衣
類
'
タ
オ
ル
な
ど
の
殺
菌
に
は
'

熱
投
(
8
5
℃
以
上
)
で
の
1
分
以
上
加
熱
が

有
効
で
す
｡
吐
物
な
ど
で
汚
染
さ
れ
た
床
な

ど
の
消
毒
に
'
ア
ル
コ
ー
ル
や
逆
性
石
鹸
は
効

果
が
な
く
l
c
j
%
次
亜
塩
素
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

を
使
用
し
ま
す
｡

カ
ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
-
は
へ
二
ワ
ー
リ
､
ウ
シ
な
ど

の
家
畜
や
'
ペ
ッ
ト
､
野
鳥
'
野
生
動
物
な
ど
あ

ら
ゆ
る
動
物
の
腸
管
内
に
生
息
L
t
食
肉
(
特

に
鶏
肉
)
'
臓
器
や
飲
料
水
を
汚
染
し
ま
す
｡

乾
燥
に
極
め
て
弱
-
'
通
常
の
加
熱
調
理
で

死
滅
し
ま
す
｡
厚
労
省
研
究
班
の
報
告
に
よ

り
ま
す
と
'
市
販
の
鶏
肉
に
つ
い
て
'
カ
ン
ピ
ロ

バ
ク
タ
-
の
汚
染
調
査
を
し
た
と
こ
ろ
'
鶏
レ

バ
-
5
6
検
体
中
3
7
検
体
(
管
)
'
砂
肝
9
検

体
中
6
検
体
(
管
)
'
鶏
肉
9
検
体
中
9
検

体
(
1
0
0
%
)
か
ら
分
離
さ
れ
た
と
の
こ
と

で
す
｡
大
規
模
鶏
肉
処
理
施
設
に
お
け
る
'

カ
ッ
-
鶏
肉
の
汚
染
調
査
で
は
､
定
性
試
験
で

1
3
5
検
体
中
9
1
検
体
(
6
7
･
4
%
)
で
陽
性
と

報
告
さ
れ
て
い
ま
す
｡

潜
伏
期
閥
は
1
-
7
日
と
長
-
'
そ
の
た

め
原
閃
食
品
が
特
定
さ
れ
な
い
こ
と
が
多
い

よ
う
で
す
｡
症
状
は
'
腹
痛
､
下
桐
､
発
熱
'
倦

怠
感
'
頭
痛
'
吐
気
な
ど
で
'
少
な
い
菌
虫

(
1
0
0
個
程
度
)
で
も
感
染
が
成
立
し
ま

す
｡
多
く
は
自
炊
州
治
癒
L
t
予
後
良
好
な
疾

患
で
す
が
へ
対
症
療
法
と
と
も
に
'
マ
ク
ロ
ラ

イ
ド
系
抗
生
物
質
が
有
効
と
さ
れ
て
い
ま
す
｡

ま
れ
に
､
発
症
1
-
3
週
間
後
に
､
四
肢
の
筋

力
低
下
'
呼
吸
障
害
な
ど
を
起
こ
す
'
ギ
ラ
ン

バ
レ
ー
症
候
群
を
合
併
す
る
場
合
が
あ
り
ま

+.
予
防
に
は
'
食
肉
調
理
時
に
十
分
な
加
熱

(
中
心
部
を
7
5
℃
以
上
1
分
以
上
)
と
生
肉

料
理
(
-
リ
刺
し
､
レ
バ
刺
し
な
ど
)
の
喫
食
を

避
け
る
こ
と
で
す
e
本
蘭
は
乾
燥
に
弱
い
の
で
'

調
稚
器
具
'
器
材
の
清
潔
'
乾
操
を
心
が
け

る
こ
と
も
必
要
で
す
｡
　
　
(
佐
藤
昌
彦
)



インフォメーション

医療安全は人の理解から
･●i !　～ノンテクニカルスキルと

良^,i
｢こころ｣と～

講師

6月1 4日(木)の定例研修会は､日本赤十字社九州プロ

･ソウ血液センター品質管理郡長の人EB和男先生をお招き

して｢医療安全は人の理解から～ノンテクニカルスキルと

こころと～｣と題して講演をしていただきました｡今回､お

忙しい中お越しいただき､誠にありがとうございました｡

以下は人田先生に執筆していただいた講演の抄録です｡

原発事故以来､ ｢安全神話｣という言葉が国民の問に広

まりました｡でも､それ以前から｢安全など存在しない｡ある

のは危検だけ｣という指摘は､繰り返しなされてきました｡

医療現場でも､似たような事故あるいはインシデントが､繰

り返し発生しています｡

そもそも､人はなぜ間違えるのでしょうか?答えは､人

は間違いをする程度にしか進化していない､ということで

す｡例えば､ ｢人は見た目が9割｣ ､あるいは｢ノンバーバノレ

コミュニケーション(表情･態度･服装など)が重要ですよ｣

と言われるように視覚は我々の最大の情報収集源です｡

でも､残念ながら｢人は見たいものしか見ない｣という特性

を持っています｡聴覚には｢人は聞きたいように聞く｣とい

う特性があります｡さらに､我々は必要な情報をきちんと伝

えない､あるいは主観的な先入観で判断するばかりで確認

をせず､ちゃんと考えないという特性も持っています｡私は

これらの特性を｢見ざる｣ ｢言わざる｣ ｢闇かざる｣ ｢考えざ

る｣と言っています｡

従って､人は当然のごとく間違えます｡それを防く"には

確認が必要です｡でも､確認しても間違いは起きるので､間

違えたことを報告して､システムの改善に矧プなければな

りません｡残念ながら､人は確認も報告も苦手です｡近年､

医学知識･技術に代表されるテクニカルスキルばかりでは

なく､コミュニケーションやチームワークに代表されるノン

テクニカルスキルの重要性が指摘されているのは､このた

入田和男先生

めです｡

また､ ｢人は理性で判断して行動している｣と考えられが

ちですが､実はその行動は感情に支配されていることが､

経済心理学の研究から明らかになってきました｡人が間違

いを報告したがらない理由の一つは､間違いを自分の知性

の反映と考えてしまうからです｡人が事故情報から学ぶ事

が苦手な理由も､人が惰性に流されやすく､主観優位の楽

観的判断で行動しがちなこと､せっかく提案された再発防

止策を簡単に無意識の世界に放り込んでしまう否認とい

う特技を有するなど感情優位の判断特性を有することで

説明可能です｡

だからと言って感情が悪者というわけではありません｡

人がサルから分かれて進化し､集団として､さらに人類とし

て生存できた背矧二は､感情の進化があったとされていま

すo矧こ共感は､人が繋がる組織の形成に不可欠な感情

です｡人の事に｢気を配る｣あるいは｢ほったらかしにしな

い｣組織では､必要な情報は共有され､従って事故の発生

率と重大性がともに低減すると考えられます｡このような

共感の輪が広がる組織作りをEj指すチームマネジメントの

詳細は成書に譲りますが､挨拶･指差し呼称･5S活動､さら

にメディエーションマインド(相手が感情的混乱状況に陥

っている際には､先ず相手の主張を傾聴し､共感Oj姿勢を

示すことが重要ですよという考え方です｡このような対応

によって初めて相手が心を開き､対話が始まります)は人の

事に｢気を配る｣ことが基本なので､このような安全確保の

取り組みそのものが共感の輪の形成を促進しますo

医療安全の活動に漂う閉塞感を打破するためには､医

療従事者一人ひとりが､我々が知らず知らずに有している

このような知覚屈は□･感情に関する特性を理解することが

必要なのではないか､と私は考えています｡



インフォメーション

患者と医療者が協働していく
ー′活動としての

了ンフォ~ムドコンセント講師　寺町芳子先生

7月1 2日(木)の定例研修会は､大分大学医学部看護学

科臨床看護学教授の寺町芳子先生をお招きして｢患者と

医療者が協働していく活動としてのインフォームドコンセ

ント｣と題して講演をしていただきました｡有意義なご講演

を誠にありがとうございました｡

以下は寺町先生に執筆していただいた講演の抄録です｡

■■画C'16に　　　　　　　　l

インフォームドコンセント(以下IC)の倫理的理念は､患

者の人権を尊重する考え方であり､実践のあり方です｡今

日の医療では､患者や家族が主体となって自らの意思に基

づいて望ましい医療サービスや適切なサポートを得てセル

フケアを行っていくことが求められています｡

ICは､患者と医療者との治療法の合意意思決定のプロ

セスであり､ ｢今田告知する｣といったイベントではなく､

日々の診療や看護の中でいつも行われているプロセスで

す｡ ICでは､悪者家族と医療者の合意形成ができず､納得

しないまま治療が進み､お互いが不満や不全感を持つ結果

になる場合もあります｡

患者の人権を尊重するよりよいlCを行っていくためには､

どのような視点を持ち､どのようにかかわっていったらよい

のかを考えてみましょう｡

tコ重た関す季革車重考え方に_?_9て
1)ICの日的

治療法の意思決定は､治療法の選択にとどまらず､その

人の療養生活の出発点となり､人生そのものと言えます｡

ですから､ ICの目的は､医療者が進める治療法に患者の同

意を得ることではなく､専門家としての医療者の意見を踏

まえ､患者が納得して､自分の人生としての治療法を選択

していく自己決定権を保証することなのです｡

2)ICの成立要件

ICが成立するためには､ ①悪者に情報を開示すること､

②患者の十分な理解､ ③悪者の自発的な意思決定による

同意の3要件が挙げられています｡

3)ICと告知

病名や病状を告知することは､ ICでの最終の目的では

なく､ ICの成立要件の①にあたる部分であり､必ず必要な

ステップと捉えることが重要です｡

4)患者の知る権利と知らないでおく権利

情報の開示では､精神的に健全な患者は､患者が必要と

するあらゆる医学的情矧こ対して､倫理的､かつ法的に知

る権利があり､医療従事者には説明責任と義持がありますo

患者の｢知る権利｣の尊重は当然ですが､ ｢知らないでおく

権利｣についても尊重されなければなりません｡患者が必

要とするだけの情報を提示することが重要です｡

5)ICにおける家族の権限

悪者に判断能力がある場合､告知に関する決定権は悪

者にあります｡ですから､患者の情報を患者より先に家族

に知らせることや､告知を希望している患者に対して､家族

の意向にそって伝えないことは､厳密に言えば患者の権利

の侵害であり､倫理に反することになります｡患者に悪い

知らせが伝えられる時は､家族も危機状況となり､強い悲

嘆を感じていることも多くあります｡伝えないという家族に

対しては､精神面からのアブ0-チかまず重要です｡

E)愚書･岳面義嘘興野麺桓奉let-=ついて
これからのICでは､医師が､一人で判断して治療方針を

決めて伝えるというのではなく､患者､家族､医療チームの

コミュニケーションによる合意形成としての意思決定支援

が求められます｡そのためには､ます､他職種による医療チ

ームで､悪者にとって最も益となる治療の方向性を検討し､

医療チームとしての治療方針を患者･家族に提示すること

が必要です｡

私は､患者医師･看護師の三者による合意意思決定プ

ロセスとして､ 【悪い知らせを伝え意思決定する協働モデ

ル】を導き出しました｡患者が主体的に参画して医師と協

働して作り上げていくICのプロセスは､調整的･補完的機

能を持つ看護師が､主体的･積極的に彼らと協働すること

で､ ICでの問題や困難の回避､目標達成が円滑に進展する

ことを可能にしていくと考えます｡今後､このモデルを実践

の理論的根拠として活用していただき､モデルを模証しな

がら､よりよい医療が提供されることを期待します｡



インフォメーション

耐性菌による院内感染
講師　正木孝幸先生

8月1 6日(木)の定例研修会は､ (財)化学及血清療法研

究所臨床検査センターの正木孝幸先生をお招きして｢耐

性菌による院内感染｣と題して講演をしていただきました｡

ご多忙の中お越しいただき､ありがとうございました｡

以下は正木先生に執筆していただいた講演の抄録です｡

[はじ糾こ)-~~~ ~~~

院内感染は感染発症された患者様には重大な問題で

あることはもちろんですが､一旦`■OutbreakMすると病院

にとっても医療の信頼性に係わる大きな問題となります｡

今回の講演では､耐性菌の特長およびその動向､国内の

院内感染例を通して得られた様々な教訓を学んでみたい

と思います｡

[耐嘩_i_些】　　　　　　　　　　　　■

耐性菌発見の歴史は古く､ 1 940年代にペニシリンが製

造開始された時点で､既にペニシリン耐性のブドウ球菌が

分離されていたとのことです｡

今日の抗生剤は化学合成によりますが､もともとは放線

菌という細菌から分離された抗菌物質です｡そのため､多

くの細菌は身を守るため､自身が持つ抗菌物質を不活化

する術を持つことは容易に想像できます｡今知られている

耐性菌は1 940年から大きく分けて1 3種ほど見つかってい

ますが､ひょっとしたらほんの一部に過ぎないかもしれませ

ん｡

耐性菌はMRSAのように自分の染色体に耐性遺伝子

を持つものと､他の細菌から耐性遺伝子(プラスミド)を受

取ることで耐性化するものがあります｡後者は､ ESBL､メ

タ0βラウクマーゼ､ VCM耐性遺伝子のVanA､ VanBな

どがあり､菌から菌へ伝挿していくため､院内感染対策上､

特に注意が必要です｡

博在の南面菌の動句__

田本の医療機関約1 000施設が参加しているJAN】S

(Japan Nosocomlal rnfections Surve川ance)の報

告を見ると201 1年までの5年間の細菌感受性成績におい

て､ MRSAの分離率は減少傾向､バンコマイシン耐性腸球

菌(VRE)は一旦増加したものの減少傾向､多剤耐性緑膿

菌(MDRP)はやや減少傾向､ ESBL-E.colは増加傾向に

あるようです｡

tゎが国の院内痢】 "

1 995年から2009年までに発生した院内感染26件中

大学病院が最も多く約60%であり､総合病院と医院が残

りを二分しました｡また､細菌によるものが約89%あり､そ

の内訳はMDRP､Serratla SPPH VREの3菌種で87.3%

を占めました｡

今回は薬剤耐性菌による院内感染を中心にお話しまし

たが､時間の関係でお示しできなかった感受性菌による院

内感染も忘れてはいけない重要な問題の一つと考えられ

ます｡

[ま与め】

1)院内感染例の大部分はMDRP､Serratia spp.､VRE

の3菌種によるものでした｡

2)担当看護師や検査技師など､直積患者様のケアや模

体を扱っている方々が､もし何かおかしいと思ったう､出

来るだけ速やかに上司へ相談し､幹部の耳に入るよう

にする｡

3)全ての医療器材を使い捨てにすることは難しいですが､

危険分析を行い価格が高いけど危険性が高いものは

積極的にディスポ化する必要があると考えます｡また､

使用する医療器臭の破損などの確認は必ず行わなけ

ればいけません｡

4)近年､海外で治療された患者様

には日本にないタイプの耐性菌

を保菌している可能性を考える

必要があります｡

5)一旦､院内感染を起した場合､

病院にとって､とんでもない出

費､労力が必要となることを軒

に銘じておく必要があります｡



交　　流

大分へモフイリア友の会
8月4日(土) ､5日　　るために有用でした｡

血聖軒弓‖言･!-'･,L (日)の1泊2日で､大

分へモフイリア友の

会(分友会)のサマーキャンプが開催されました｡
おおにゆうじまあまなつかん

今年は渡し船で海を渡り､佐伯市大大島の｢海人夏館｣

に宿泊しました｡久しぶりに磯の香りのするサマーキャンプ

でした｡分友会13名､成人ボランティア(製薬会社の方)3

名と､病院からはへモフイリア委員や新入職員など25名の

総勢41名が参加しました｡

午前中に大入島を後にして､午後は｢うみたま体験パー

クつくみイルカ島｣でイルカのパフォーマンスを観たりして楽

しい時間を過ごし､帰路に着きました｡

当院では､へモフイリアサマーキャンプ-の参加は新入

職員研修の一環となっています｡医療従事者と患者さん､

ご家族､ボランティアの方々との交流を通して､それぞれに

たくさんの学びがありました｡今年のキャンプは天も味方をし

てくれて､スケジュール通りに無事終了することが出来まし

当日午後2時に佐伯港を目指して病院を出発｡佐伯港か　　た｡参加され

ら大入島まで約8分間の船上の旅を楽しみました｡患り時々　　た皆さん､お

雨というあいにくの天候でしたが､全員の心がけの良さで､

キャンプの行事中は降ることもなく､時には陽射しの見える

天候となりました｡

1日Elは入相式を済ませた後､キャンプの巨は勺の1つでもあ

る学習会で､大人と子供(中学生以下)に分かれて｢血友

病の基礎知識テスト｣を行いました｡勉強で頭が疲れた後

は､お楽しみの夕食と花火大会へ｡夕食は施設に隣接した

芝生の"カンガルー広場…で豪華なバーベキューでした｡雨

間に見られた夕日と潮風の中､会話も食も大いに進み皆大

満足でした｡花火大会では,大人も童心にかえって大はし

ゃぎしました｡

2日臼は､昨日のテストの解答と解説を看言郡市が行い､血

液製剤に関する質問については製薬会社の方にしていた

だきました.そして最後は満田先生に総評をしていただきま

した｡学習会でのテストは血友病についての理解をより深め

EZ]E]El日田　お好み焼き風れんこんのもちもち焼き

【材料2人分】

れんこん　　　　小2/3節(85g)

小麦粉　　大さじ1と1/3(12g)

片栗粉　　大さじ1と1/3(1 2g)

塩　　　　　　　　　　　1g

ソース　　　　　　　　　小さじ1

マヨネーズ　　　　　　　小さじ2

青のり　　　　　　　　　01g

かつおぶし　　　　　　　0 1g

植物油　　　　　　　　　　8g

作り方

(刀.れんこんの皮をむき､すりおろす｡

①.小麦粉､片栗粉､塩と①を混ぜ合わせ､食べやすい大きさにまとめる｡

③.フライパンに油をひき､軽く焦げ目がつくまで両面を焼く｡

④.お皿に盛り､ソース､マヨネーズ､青のり､かつおぶしをトッピングする｡

※お好みでソースなどの量は調節したり､紅しょうがをトッピングしたりして

も彩りが良いと思います｡

(垂二二)
れんこんは､すりおろして使用しているので､もちもちした食感を楽し

めます｡また､輪切りにするとシャキシャキした食感を出すことが出来ます｡

れんこ亘車び方

穴の中が黒いものは避け､切り口にツヤがあるものを選びましょう0



た6チームで優勝を争いました｡それぞれチームウークを活　のは佐藤昌彦先生と

かし気合の入ったプレーが見られ､大歓声と共に会場は大

いに盛り上がりました｡

また､今年も昨年同様に子供達の参加が多く､言式合の途

中で｢ちびっ子玉入れ大会｣が行われました｡元気いっぱい

なちびっ子達が一生懸命玉を投げ入れる婆はとても微笑ま

しいものでした｡

記念樹｢創刊｣から25坤､おかげさまで100号と

いう節目を迎えることがLJl一来ましたoここまで続けて

来られたのも､ひとえに.I.完者である皆様方のおか

げと心から感謝しておりますo

今luJ100号記念にふさわしい盛りだくさんの内
'存となりました｡巻頭｢.では_ir豊田理L'拝長, I:.lJJ田名

背捜串良から1001i;･発行についての祝辞が:.寄せ

られましたoそして｢我力洞の神輿は-ll丁能か｣と過

して､豊田理非Iiがtlt州､l'1勢や日本が直面して

いる課軌二ついて執珊しています｡日本再興にrtlJ

けて将来のビジョンを明鰍二持つことが必要となっ

ています｡

健煉欄では食中iJ'Jrの統計で常に上位に名を

連ねるノロウイルスとカンピロバクタ-の特Jjiです0

2疾一riJ.の特徴を知り､感氷ryJ ELに役立てていただ

きたいと思います｡そして定例研修会で講演して

いたたいた医療安全､インフォームドコンセント､院

r^)感染をテーマにした3週の.誘拐は､ ET々の仕frL

にlfT.結し大変勉強になる内芥でした｡また､大分

へモフイリア友の会サマーキャンプの記事では､楽

しい行頚の中にもたくさんの学びや交流があった

ことがうかがえますo新入職員歓迎玉入れ大会は､

壬lIl日の激戦の梯子やllJL愛いちびっ子達の清糊を

想像していただけることと思います｡お馴染み作り

ま坤科で紹介している｢れんこんのもちもち焼き｣は

)Li非作っていただきたいものです｡

これからも興味深く役立つ

広報誌を目指して､200寸､30

0号と続けられますようJl;雑

委fI]一同努力してまいりますo (Fllu)

佐藤養浩先生率いる3B病棟･外来･連携室.施設管理課の

合同チームでした｡結果発表の後は新入職員の自己紹介

があり､大会は無事閉幕となりました｡

参加された職員の皆さん､お疲れ様でした｡そして､大会

の企画や運営をしてくれたレクレーション委員の皆さん､あ

リガぐとうございました.

新入職異の嫁介

/

今年の6月～9月に入社した新入職長をご紹介します.

どうぞよろしくお願いします｡

福EZ)治美(看護部)　　小笠原安男(看護都)　白石典世(栄養科)

瓜者さんの｡臥､に'#り漆うこと　　早く仕恥を党えられるよう　学んだことを活かしていけ

のできる薪護鰍こなれるよう､　に頑張っていきます｡　　るよう努力して､少しずつ成

努力していきたいと恩います｡　　　　　　　　　　　　　　滋できるように頑鍛りますo

リレーフ �� �(,"�d毎月第3Ej曜日10:00-12:00 :メ ��

大分サ0ンのご がん患者さんやそのご家族 援助者の方々の交流会です 劍櫁���当院1階多目的ホールで開催しています○ 
どなたでもご自由にご参加ください○ 

会筆は不要です. 

障転塾針'空言警慧喜芸望芸諾雷憲LJSg警心のチ~ム医療を実践するこ
ト　　　　2)私達は常に診療レベルと看護ケアの向上を図ると共に地域住民に安全で

良井の医療を提供します｡

3)私達は地域の医療･福祉機関との緊密な連携を保ちながら地域完結型医

療を実践しますo

■講義嗣I l )専門的医療レベルと医のアートを兼ね備えた医師による全人的医療を忠

者の皆様に提供します｡

2)患者の皆様の立場に立って､借頬と安全の確保に全力を尽くします｡

3)患者の皆様の満足度を高めるべく､心のこもった医療サービスに多写めます｡

大分記念病院ホームページはこちらから 大分記念病院
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