
14:35 〜 15:17 一般演題（口演）

健診業務、災害医療、その他 1
座長：梶川　　隆（国立病院機構福山医療センター循環器科部長）

	 1-C-01	 福島県地域がん登録における出張採録の実施効果
福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センター疫学部門 鈴木　剛弘

	 1-C-02	 産業連関表を用いた医療・介護分野の経済波及効果予測
東邦大学医学部社会医学講座 松本　邦愛

	 1-C-03	 脳卒中患者が退院後に体験する日常生活
岡山済生会総合病院 堀　　真有

	 1-C-04	 妊娠糖尿病既往女性の母乳哺育と産褥１年間の耐糖能異常発症の予防効果
国立病院機構長崎医療センター総合周産期母子医療センター 早田　知子

	 1-C-05	 医師事務作業補助者が関わる小児科予防接種の運用とその成果
国立病院機構福山医療センター 栗原　結香

	 1-C-06	 －　地域医療の一つの在り方　－　済生丸診療活動報告
岡山済生会総合病院 柿本みはる

16:40 〜 17:29 一般演題（口演）

医療情報 1
座長：上田　京子（仙台医療秘書福祉専門学校非常勤講師）

	 1-C-07	 診療記録の質的監査への取り組み
広島赤十字・原爆病院診療記録管理課 西田　節子

	 1-C-08	 診療録監査体制の強化に向けての診療情報管理士の取り組み
岡山大学病院医事課病歴管理係 森谷　翔太

	 1-C-09	 病院機能評価受審における診療録管理室の取り組み
山口県済生会山口総合病院 地上　誠子

	 1-C-10	 死亡診断書の記載適正化に向けた診療情報管理士の取り組み
茨城県立中央病院診療情報室 酒主　　剛

17:29 〜 18:11 一般演題（口演）

医療情報 2
座長：山野辺裕二（国立成育医療研究センター情報解析室長）

	 1-C-12	 広島赤十字・原爆病院における診療記録のスキャン運用と今後の課題
広島赤十字・原爆病院事務部診療記録管理課 安部　未央

	 1-C-13	 電子カルテ文書管理の諸問題　
東京女子医科大学医療記録管理室 村杉　雅秀

	 1-C-14	 統一フォーマットを用いたカルテ記載による経口抗がん剤治療の可視化
千葉県がんセンター外来化学療法科 辻村　秀樹

	 1-C-15	 大分医療センターにおける抗がん剤調製システム導入とその効果
国立病院機構大分医療センター薬剤科 鳥山　純司

	 1-C-16	 採血管バーコード認証導入のプロセスマネジメント
公立学校共済組合中国中央病院看護部 藤井いづみ

	 1-C-17	 タブレット型コンピュータ（iPodⓇ）を利用した患者および注射薬認証システムの導入とその評価
筑波記念病院薬剤部 高野　美穂

	 1-C-18	 当院内科医療秘書業務に対する医師の評価
祐愛会織田病院医療秘書課 中元寺美咲

	 1-C-19	 クラーク部門の確立を目指して〜部門設置からの取り組み〜
禎心会　新札幌恵愛会病院医事課 加藤夕希衣

	 1-C-11	 外部倉庫を用いた診療記録を中心とした書類・情報の保管活用方法の改善
医療法人財団慈生会野村病院 熊澤美和子
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9:00 〜 9:35 一般演題（口演）

9:35 〜 10:03 一般演題（口演）

10:03 〜 10:31 一般演題（口演）

医療安全 1

医療安全 2

医療安全 3

座長：田村　一恵（近森会近森病院医療安全専従看護師長）

座長：福村　文雄（飯塚病院改善推進本部長）

座長：松田　理恵（国立病院機構小倉医療センター医療安全管理係長）

D会場 岡山コンベンションセンター　2F　展示ホール

	 1-D-01	 インシデントレポートの分析からみた転倒転落事故の現状調査
大阪市立大学医学部附属病院 市村由紀乃

	 1-D-02	 医療安全報告を活用した未然防止システムの構築
慈泉会相澤病院 荻無里千史

	 1-D-03	 インシデント・アクシデント報告者へのフィードバック
渓仁会手稲渓仁会病院医療安全管理室 小室　智子

	 1-D-04	 インシデント・アクシデント報告に関する職員意識調査による分析
大阪府立病院機構大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター 五十嵐美幸

	 1-D-05	 SMBG器の精度管理—インシデントレポートからの改善—
山中温泉医療センター 奥出志津子

	 1-D-06	 インシデントについてのカンファレンスを実施して
奈良県立奈良病院 西村　幸子

	 1-D-07	 与薬エラーが患者へ及ぼす影響ー内容分析からみた患者への帰結ー
日本赤十字社長崎原爆病院 高倉　雅子

	 1-D-08	 胃管閉塞予防への取り組み
国立病院機構関門医療センター 岡本　美保

	 1-D-09	 医師のインシデントレポート報告数の増加を目指した取り組み
清恵会清恵会病院 東田　尚美

	 1-D-10	 看護師のリスク感性向上への取り組み　　　　〜インシデント「レベル０」の認識向上を目指して〜
徳島大学病院看護部 長谷奈生己

	 1-D-11	 当院リハビリテーション部におけるインシデント・アクシデントレポートの分析
三和会永山病院リハビリテーション部 岩見　大輔

	 1-D-12	 医療機器におけるインシデントレポート内容の検証
昭和大学藤が丘病院臨床工学部 西堀　英城

	 1-D-13	 旭川荘療育・医療センター児童院における医療事故、ヒヤリハットの分析と課題
旭川荘療育・医療センター児童院 岡　麻由子

10:31 〜 11:13 一般演題（口演）

医療安全 4
座長：川口　法子（創和会重井医学研究所附属病院看護部長）

	 1-D-14	 透析患者の体重管理　〜体重誤差ゼロを目指して〜
重井医学研究所附属病院臨床工学部 吉武　勇介

	 1-D-15	 透析センターの抜針事故対策への取り組み - 継続的なスタッフ教育の効果 -
西陣病院臨床工学科 守時　祐輔

	 1-D-16	 透析業務に関するインシデント分析と認知心理学的アプローチによる原因解析
川崎医科大学附属病院 ME センター 小野　淳一



11:13 〜 11:55 一般演題（口演）

医療安全 5
座長：竜　トシ子（聖マリアンナ医科大学病院医療安全管理者）

	 1-D-17	 看護師による造影剤静脈注射の実施に伴うCT室看護師の不安の現状と課題
久留米大学病院外来 金子　信子

	 1-D-18	 周術期における自己血貯血時の薬物療法の標準化の取り組み
JA 長野厚生連佐久総合病院薬剤部 堀内　賢一

	 1-D-19	 当院における小児アレルギー食の取り組みについて
国立病院機構岡山医療センター栄養管理室 池田　理沙

	 1-D-20	 鎮静下で行われる逆行性膵胆管造影で使用する安全帯の工夫
大阪厚生年金病院内視鏡センター 山本　隆子

	 1-D-21	 消化器外科看護師における異常を感じた臨床判断の意味
旭川医科大学病院看護部 江口　卓也

	 1-D-22	 重症心身障害児（者）、神経難病患者等の入浴介助方法の統一による骨折予防対策の検討
国立病院機構八戸病院 近江谷留里子

	 1-D-23	 身体抑制経過表の作成と定着化に向けて
国立病院機構別府医療センター 渡邊　美貴

	 1-D-24	 検査漏れを防ぐ
津山慈風会津山中央病院 小山　周子

13:30 〜 14:19 一般演題（口演）

教育 1
座長：鳥越　俊宏（国立病院機構岡山医療センター副看護師長）

	 1-D-26	 感染管理における ICTリンクナースの教育
国立病院機構沖縄病院 金城　友子

	 1-D-27	 緩和ケアリンクナース育成教育の評価
国立病院機構長崎病院 江藤　香織

	 1-D-28	 スキンケアナース養成
佐世保市立総合病院看護部 森山やよい

	 1-D-29	 役割拡大実践能力育成プログラムを実施しての評価
徳島大学病院 鈴木　察子

	 1-D-30	 糖尿病透析予防指導管理における糖尿病看護認定看護師の取り組み
国立病院機構信州上田医療センター看護部 長嶋　美里

	 1-D-31	 誤嚥性肺炎患者に対する認定看護師の関わりについて
国立病院機構浜田医療センター 龍里　智子

	 1-D-32	 産科における新生児看護の向上の実践報告
名古屋大学医学部付属病院看護部 吉田　春美

	 1-D-25	 当院におけるMRI 検査の安全管理
国立病院機構熊本医療センター放射線科 今西　美嘉

14:19 〜 15:01 一般演題（口演）

教育 2
座長：新　美保恵（川崎医科大学附属川崎病院看護部長）

	 1-D-33	 看護師リーダー育成研修への取り組み—ミドルマネージャーとしての役割の学び—
川崎医科大学附属川崎病院看護部 清水　恵子

	 1-D-34	 楽しく学び、現場に活かせるリーダーシップ研修を目指して
済生会福岡総合病院看護部教育委員会 松浦　綾子

	 1-D-35	 看護部教育制度について〜中堅看護師の技を活かす「達人ナース」育成システムの構築〜
公立学校共済組合九州中央病院看護部 篠原　真美
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	 1-D-36	 中堅研修の取り組み「問題解決セミナー」アンケート結果から
大阪府済生会千里病院 岡本かをり

	 1-D-37	 副看護師長として看護倫理に着目したスタッフ教育に取り組んで〜『言動・行動振り返り表』を作成して〜
国立病院機構東佐賀病院 永田　　歩

	 1-D-38	 法人本部として行う人材育成の取り組み
創和会本部 松江　佳子

15:01 〜 15:36 一般演題（口演）

教育 3
座長：安部小夜子（大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院副看護部長）

	 1-D-39	 キャリア形成支援システムの開発〜キャリアナビゲーション管理の一元化〜
徳島大学病院 看護部 金澤　昭代

	 1-D-40	 最高の病院を目指し、全病院的なコーチングを導入〜２年間の取り組みの成果〜
名古屋第二赤十字病院管理局 山口　和宣

	 1-D-41	 ワーク・ライフ・バランス推進に向けての活動報告〜看護部長面接・副看護部長面接結果から〜
羽島市民病院看護部 時吉　鈴美

16:40 〜 17:29 一般演題（口演）

教育 4
座長：後藤　隆文（国立病院機構岡山医療センター副院長）

	 1-D-42	 若手世代のスキルアップと地域活性を目的とした瀬戸内医療情報ネットワーク (せとねっと )
清梁会高梁中央病院 中田　悠太

	 1-D-43	 女性医療職における職場帰属意識と成功回避動機との関係
青森県立保健大学大学院 岩月　宏泰

	 1-D-44	 ベトナムにおける内視鏡看護指導
津島市民病院看護局 太田　真美

	 1-D-45	 熊本とタイの国立病院間での国際交流：多職種による医療マネジメント
国立病院機構熊本医療センター国際医療協力室 武本　重毅

	 1-D-46	 多職種による初期臨床研修医OSCEの実践
岩手県立中央病院医療研修部 高橋　弘明

	 1-D-47	 臨床病院群による小児外科医の育成『NPO法人中国四国小児外科医療支援機構』を立ち上げて
国立病院機構岡山医療センター小児外科 後藤　隆文

	 1-D-48	 新人教育　医師秘書課業務　指導育成プログラムの使用を試みて
埼玉医療生活協同組合羽生総合病院 谷ッ田操恵

	 1-D-49	 医師事務作業補助者（Doctor	Aid）の業務改善の取り組み
労働者健康福祉機構千葉労災病院 八木橋雅子

	 1-D-50	 チーム力でスキルアップ
石巻赤十字病院医療技術部診療支援事務課 日野　恵子

17:29 〜 18:04 一般演題（口演）

教育 5
座長：田中　　聡（県立広島大学理学療法科長・教授）

	 1-D-51	 当院における理学療法実習生受入れの取組みについて
富士重工業健康保険組合太田記念病院リハビリテーション部 生方　　純

	 1-D-52	 当院リハビリテーション部での卒後研修における新人療法士の算定単位の推移について
筑波記念病院リハビリテーション部 金森　毅繁

	 1-D-53	 当院における新人教育の一取り組み　〜チェックシートを用いての介助練習〜
岡山リハビリテーション病院リハビリテーション部理学療法室 小川　聖太

	 1-D-54	 当院の緊急時対応チームの取り組み〜新人教育の質の向上を目指して〜
岡山リハビリテーション病院リハビリテーション部理学療法室 清水　広士



	 1-D-55	 リハビリテーションスタッフ育成のクリニカルラダー作成
順心会順心リハビリテーション病院リハビリテーション部 馬場　隆俊

9:00 〜 9:35 一般演題（口演）

病院運営 1
座長：淵本　定儀（岡村一心堂病院院長）

E 会場 岡山コンベンションセンター　3F　302会議室

	 1-E-01	 地域高齢者のエンドオブライフ－死亡退院患者の傾向－
永島会永井病院診療情報管理室 小松　聖偏

	 1-E-02	 地域内の経営母体が異なる病院合併を行い、医師集約化し、経営改善効果も得られた当院の経緯と今後の
問題点

山形県・酒田市病院機構日本海総合病院 白幡　康弘

	 1-E-05	 病院経営の競争優位の源泉の研究‐資源ベースアプローチによる検証‐
国際医療福祉大学大学院医療福祉学分野 羽田　明浩

	 1-E-03	 二次医療圏域の人口推計並びに受療率に基づく自院受診患者数の将来予測について
山口県済生会下関総合病院 中村　　敦

	 1-E-04	 厚労省からの開示データを活用した診療圏分析の一例
京都第二赤十字病院医療情報室 山本　順一

9:35 〜 10:17 一般演題（口演）

10:17 〜 10:52 一般演題（口演）

病院運営 2

病院運営 3

座長：橋詰　博行（清和会笠岡第一病院院長）

座長：森　　崇文（清風会日本原病院理事長）

	 1-E-07	 BSC 導入プロセスのポイント〜 15医療法人の調査結果から
グロービス経営大学院大学経営研究科 佐藤　　剛

	 1-E-08	 『病院機能評価内部監査の効果と今後の課題』
大阪府済生会千里病院　＊ 1 品質管理室　＊ 2 内部監査員 田中　恵子

	 1-E-09	 「外来予約率」を指標とした外来診療の適正化に関する内部・外部環境の要因分析
東京医療保健大学大学院医療保健学研究科 三谷　嘉章

	 1-E-10	 ＤＰＣデータと手術室システムデータを活用した経営シミュレーションの一例
京都第二赤十字病院医療情報室 山本　順一

	 1-E-11	 ＣＴ装置更新が診療に及ぼす影響と運用効果
将道会総合南東北病院放射線科 太田　運良

	 1-E-06	 当院における診療及び財務指標の後方視的分析
国立病院機構三重中央医療センター臨床研究部 田中　滋己

	 1-E-12	 より効果的な見直しでＱＭＳの新たな展開へ〜５代目事務局（室長）の４度目の ISO9001 再認証審査を
終えて〜

大阪府済生会吹田病院 小山　信一
	 1-E-13	 職場満足度調査からみたライフステージに応じた働き方と教育体制の一考察

石川県済生会金沢病院 河内　昌子
	 1-E-14	 医療のスマトラ（業務革新）

株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 永井　庸次
	 1-E-15	 医師事務作業補助者のスキルと影響要因の可視化

東京医療保健大学医療保健学部医療情報学科 瀬戸　僚馬
	 1-E-16	 医師事務作業補助者の勤務場所と「やりがい」の関係

潤和会記念病院医事部 武田まゆみ
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10:52 〜 11:41 一般演題（口演）

病院運営 4
座長：柴崎　　敦（徳寿会相模原中央病院地域医療連携室室長）

	 1-E-17	 ＴＱＣ活動による物品受発注業務の見直し
尚腎会高知高須病院管理部 黒川　　誠

13:30 〜 14:12 一般演題（口演）

クリティカルパス 1
座長：保田　尚邦（伊勢崎市民病院外科診療部長）

	 1-E-18	 SPDシステム変更に伴い当院が学んだ事〜経営視点を含めた当資材の現状分析〜
鴻仁会岡山中央病院アライドヘルス支援部　 渡邉　伸作

	 1-E-19	 病棟配置薬の見直しと薬剤師・医療秘書による「処方・注射指示実施伝票」の代行入力
仁生会細木病院 薬剤室 田中　照夫

	 1-E-20	 手術材料取り揃え業務における眼鏡型ウェアラブルディスプレイ導入への取り組み
京都第二赤十字病院医療情報室 田中　聖人

	 1-E-21	 物品管理システムのセット機能を用いた手術室の診療材料の管理について
栃木県立がんセンター外科 尾澤　　巌

	 1-E-22	 感染性廃棄用器変更に伴うコスト削減について
沖縄徳洲会南部徳洲会病院感染対策室 玉城　智子

	 1-E-23	 診療報酬改定に伴う栄養ケア＆フードマネージメントの取り組み
川崎医科大学附属病院栄養部 堀尾　佳子

	 1-E-24	 適切な手術準備のための外来パスの作成と導入
国立病院機構高崎総合医療センター消化器病センター 坂元　一郎

	 1-E-25	 術式別パスによる大腸癌周術期管理
日本医科大学消化器外科 山田　岳史

	 1-E-26	 消化器外科病棟における ERAS オールインワンパス導入の検討
沼津市立病院看護部 3 西病棟 西尾　詩織

	 1-E-27	 痛みの緩和パス作成と導入 - オキシコンチン初回導入パス -
国立病院機構高崎総合医療センター 村上　廣野

	 1-E-28	 当院における大腿骨近位部骨折の院内クリティカルパスの検討
岡山赤十字病院 三喜　知明

	 1-E-29	 ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術のクリティカルパス作成
沖縄徳洲会中部徳洲会病院 嵩元真由美

14:12 〜 14:54 一般演題（口演）

クリティカルパス 2
座長：河村　　進（国立病院機構四国がんセンター外来部長）

	 1-E-30	 当院内科・呼吸器科での肺炎診療の検討〜肺炎パス作成に向けて〜
朝日野総合病院呼吸器内科 高田　誠一

	 1-E-31	 誤嚥性肺炎患者の長期入院の要因	〜クリティカルパスの見直しにむけて〜
五星会菊名記念病院 赤間　仁見

	 1-E-32	 心不全パス作成への取組み　BNPと年齢への在院日数への影響
松江赤十字病院 奥田　益美

	 1-E-33	 当院におけるクリティカルパスと診療放射線技師の関わり
市立函館病院中央放射線部 真壁　武司

	 1-E-34	 医師主導治験へのクリティカル・パス導入の試み
九州大学病院 ARO 次世代医療センター CRC 部門 山崎　志穂

	 1-E-35	 クリティカルパスの承認審査　〜ＤＰＣデータの活用
ＪＡ北海道厚生連札幌厚生病院クリティカルパス委員会 飯田　則仁



16:40 〜 17:22 一般演題（口演）

17:22 〜 18:11 一般演題（口演）

14:54 〜 15:36 一般演題（口演）

クリティカルパス 4

クリティカルパス 5

クリティカルパス 3

座長：勝尾　信一（新田塚医療福祉センター福井総合病院副院長）

座長：前浦　義市（大阪府済生会千里病院外科顧問）

座長：若宮　俊司（川崎医科大学眼科学講師）

	 1-E-36	 電子化による新規クリティカルパス作成
国立病院機構鹿児島医療センター 松崎　　勉

	 1-E-37	 患者用パスを改変した入院診療計画書の評価
福井総合病院クリティカルパスグループ 吹矢三恵子

	 1-E-38	 電子クリティカルパス移行後の心カテパスの見直し
山形県立中央病院看護部 安達　知美

	 1-E-39	 パス稼働状況可視化のための手法
大阪警察病院 小野　律子

	 1-E-40	 電子パスに必要なアウトカム別パス検索とアウトカム一括置換機能について
（株）ソフトウェア・サービス 井川　澄人

	 1-E-41	 電子パスにおけるバリアンスデータ収集について
（株）ソフトウェア・サービス 井川　澄人

	 1-E-42	 胃幽門側切除術パスの検証
国立病院機構福山医療センター事務部企画課診療情報管理室 峯松　佑典

	 1-E-43	 泌尿器科手術における術後回復強化プロトコール (ERAS) の試み
恵寿総合病院泌尿器科 川村　研二

	 1-E-44	 腰部脊柱管狭窄症の手術入院に対するクリティカルパスのバリアンス発生
国立病院機構横浜医療センター臨床研究部整形外科 日塔　寛昇

	 1-E-45	 日高病院回復期リハビリ病棟における失語症患者の入院期間を規定する要因の分析－失語症状は入院期間
に影響するのか－

日高会日高病院回復期リハビリ室 谷　　哲夫
	 1-E-46	 クリティカルパス関連インシデント要因分析 - パス要因とその改善から改定へ -

近森会近森病院　クリティカルパス委員会 浅川　夏美
	 1-E-47	 クリティカルパス関連インシデントの要因分析〜医療安全委員会共同による改定へ〜

近森会近森病院医療安全委員会 田村　一恵

	 1-E-48	 当院における「がん診療連携パス－私のカルテ」の現状と課題〜熊本県版「がん診療連携パス」を使用して〜
JCHO 人吉医療センター医療福祉連携室 南　　秀明

	 1-E-49	 大腸がん地域連携クリティカルパスの評価（２）バリアンス分析
千葉県がんセンター 丹内　智美

	 1-E-50	 「信州脳卒中連携パス」当院の実績報告
JA 長野県厚生連小諸厚生総合病院クリニカルパス専任 小林美津子

	 1-E-51	 心臓血管外科リハビリテーション介入による取り組み
山口県済生会山口総合病院 中村　　智

	 1-E-52	 手術看護記録用紙の改訂活動から学んだこと〜	８年間の活動を通して	〜
光仁会総合守谷第一病院看護部手術室 宮川　大生

	 1-E-53	 当科における食物負荷試験クリティカルパスの検討
国立病院機構福山医療センター小児科 関本　員裕

	 1-E-54	 アンケート調査に基づいた食物負荷試験クリティカルパスの改訂
福山医療センター看護部 竹中　恵子
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9:00 〜 9:35 一般演題（口演）

9:35 〜 10:10 一般演題（口演）

地域連携 1

地域連携 2

座長：木佐貫　篤（宮崎県立日南病院医療連携科部長）

座長：安藤　弥生（岡山大学病院総合患者支援センター看護師長）

F-1 会場 ホテルグランヴィア岡山　3F　クリスタル 1/2

	 1-F1-01	退院調整看護師が参加する退院支援カンファレンスの効果〜依頼までの日数変化〜
聖マリアンナ医科大学病院メディカルサポートセンター 丹下みつる

	 1-F1-02	退院困難者の要因分析
福井総合病院地域医療連携室 今井　靖子

	 1-F1-03	長期入院患者の減少に向けた取り組み〜多職種合同カンファレンスの実施より〜
国立病院機構高崎総合医療センター地域医療支援・連携センター 小林　里沙

	 1-F1-04	退院支援におけるチームワーク尺度の考案
岡山大学病院看護部 深野　美紅

	 1-F1-05	入院時リスク評価に基づく退院支援〜外科における効果と障壁
磐田市立総合病院消化器外科 福本　和彦

	 1-F1-06	退院調整看護師配置後の早期介入の成果と今後の課題
清恵会病院医療福祉相談室 岡林　良男

	 1-F1-07	閉塞性動脈硬化症・重症下肢虚血患者の退院に向けての連携を立ち上げて
五星会菊名記念病院　 藤井さつえ

	 1-F1-08	糖尿病看護における看護サマリーを用いた看—看連携の実際
国立病院機構長崎医療センター 土井　広貴

	 1-F1-09	NICUにおける専従MSWの活動実績　〜専従配置前と比較して〜
東北大学病院地域医療連携センター 大竹　　茜

	 1-F1-10	医療依存度の高い小児の退院支援・退院調整
奈良県立医科大学附属病院 栗田　麻美

10:10 〜 10:38 一般演題（口演）

地域連携 3
座長：藤波　考子（大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院地域医療連携室）

10:38 〜 11:13 一般演題（口演）

地域連携 4
座長：馬場　佳世（徳島市地域包括支援センターＭＳＷ）

	 1-F1-15	Ａ病院看護師の退院支援に対する認識調査からの考察
大阪市立大学医学部附属病院 榮　　圭子

	 1-F1-16	患者参画を促す診療情報提供書の活用と退院支援のあり方
自由が丘産能短期大学能率科 小野　洋子

	 1-F1-11	地域包括ケアにおけるかかりつけ医と病院主治医への連携支援活動
鴻仁会岡山中央病院 大田原隆博

	 1-F1-12	医療・介護サービス介入不安定者の退院支援
永島会永井病院地域連携室 岡田　　萌

	 1-F1-13	地域とつながる外来を目指して
偕行会城西病院 澤田　真紀

	 1-F1-14	在宅生活をすることを支援する外来看護師の役割　広範囲の皮膚疾患患者のケアを通じて
ＮＴＴ東日本伊豆病院 本嶋　智子



	 1-F1-20	筋萎縮性側索硬化症患者の在宅移行を困難にする要因について
国立病院機構沖縄病院 新里　　恵

	 1-F1-21	在宅における栄養・食生活支援システム構築事業〜在宅療養者訪問栄養相談の症例報告〜
岡山県栄養士会 溝手千賀子

	 1-F1-22	退院支援に対する病棟看護師の意識調査
整友会豊橋整形外科江崎病院 武居　順子

	 1-F1-23	退院支援を行う上での重要点〜退院後の自宅訪問を通して〜
春日井市民病院 薬師寺有華

	 1-F1-24	退院支援ワークフローの改善が在院日数に及ぼす効果
国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター 河野　由佳

11:13 〜 11:48 一般演題（口演）

地域連携 5
座長：重田　由美（田附興風会医学研究所北野病院看護管理室主任・医療連携コーディネーター）

	 1-F1-17	退院支援を受けた患者のキーパーソンとなる家族の退院支援に対する満足度の要因
聖フランシスコ病院地域連携科 松永さおり

	 1-F1-18	岡崎市民病院における在宅療養支援ナースの役割
岡崎市民病院 青山　京子

	 1-F1-19	在宅をイメージした退院支援を目指した研修〜事例と画像と語りで多職種を理解〜
姫路市医師会 成定　啓子

13:30 〜 14:12 一般演題（口演）

組織マネジメント 1
座長：多田　敦彦（府中市民病院機構府中市民病院院長）

	 1-F1-25	診療部の業績評価について〜南和歌山方式〜
国立病院機構南和歌山医療センター統括診療部 木下　貴裕

	 1-F1-26	重要業績評価指標の導入による組織の活性化について
寛正会水海道さくら病院 山崎　俊男

	 1-F1-27	医師のオーナーシップ醸成と病院運営の考察
AMG 上尾中央医科グループ協議会人財開発部 服部　明香

	 1-F1-28	「影響力」を持つリーダー人財の輩出と組織変革への試み	〜職種別元気度変化の検証〜
ＡＭＧ上尾中央医科グループ協議会人財開発部 渡邉百合子

	 1-F1-29	医療組織におけるリーダーシップのあり方
大阪滋慶学園大阪保健福祉専門学校 多湖　雅博

	 1-F1-30	大学医局人事制度における医師の派遣先病院への帰属意識の考察
製鉄記念八幡病院経営管理部経営企画課 秋吉　裕美

14:12 〜 15:01 一般演題（口演）

組織マネジメント 2
座長：岡本　由美（天和会松田病院医療安全管理者）

	 1-F1-31	医事課の組織活性化を目的とした取り組み
プラタナス女性のための統合ヘルスクリニックイーク丸の内 白根　　真

	 1-F1-32	病院栄養部門におけるマネジメント手法の導入と展開
市立宇和島病院食養科 藤井　文子

	 1-F1-33	在宅医療の組織マネジメント　〜“在宅医療サポーター”の可能性を探る〜
涼友会神楽坂 D.S. マイクリニック 塙　　勝博

	 1-F1-34	中規模病院における委員会活動のあり方を考える
全国土木建築国民健康保険組合総合病院厚生中央病院医療安全管理室 若林ゆかり

	 1-F1-35	当院のマネージメント報告会が組織にもたらす影響
市立函館病院 川村　美樹
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	 1-F1-36	ISO9001 と病院機能評価を受審して
国立病院機構仙台医療センター TQM 推進室 真野　　浩

	 1-F1-37	事務ヒヤリハット事例収集・分析への取り組み
尚腎会高知高須病院 北岡　啓介

15:01 〜 15:36 一般演題（口演）

16:40 〜 17:22 一般演題（口演）

組織マネジメント 3

組織マネジメント 4

座長：河口　勝憲（川崎医科大学附属病院中央検査部技師長）

座長：黒川　幸徳（川﨑医療短期大学臨床検査科准教授）

	 1-F1-38	師長職への円滑な移行支援－新任師長支援システムの整備－
宮崎市郡医師会病院 佐藤　律子

	 1-F1-39	学習する組織を目指して〜病棟看護師を例に〜
関東労災病院経営企画課 坂本那香子

	 1-F1-40	育児休業を取得した看護職員の職場復帰支援〜先輩ママナースとの交流研修会〜
社会保険下関厚生病院看護局 軍神　弘美

	 1-F1-41	再雇用制度に対する職位別の意識調査
尚腎会高知高須病院 吉田　哲也

	 1-F1-42	精神科病院の事業再生
天紀会こころのホスピタル町田 小塚　正一

	 1-F1-43	コメディカル部門における当院の取り組みについて〜本当の一つの部門になるために〜
鴻仁会岡山中央病院アライドヘルス支援部　 渡邉　伸作

	 1-F1-44	診療情報管理士として働く意志について　—大学生の意識調査—
藤田保健衛生大学大学院保健学研究科医療経営情報学領域 武山　真弓

	 1-F1-45	医師事務作業補助者の教育訓練活動の振り返り〜研修医向け勉強会への参加〜
　同心会古賀総合病院診療情報管理室 上村　広美

	 1-F1-46	演題取り下げ

	 1-F1-47	「サンキューレター（感謝の手紙を書く）」導入の取り組み
健育会 勝俣　武久

17:22 〜 18:11 一般演題（口演）

組織マネジメント 5
座長：柏野　明美（川崎医科大学附属川崎病院中央検査部係長）

	 1-F1-49	医師事務作業補助者による消化器内科診断書記入 100％の取り組み
厚生会仙台厚生病院 田中奈津子

	 1-F1-50	泌尿器科外来における医師の業務負担軽減について
沖縄徳洲会中部徳洲会病院 仲村　李恵

	 1-F1-51	医師事務作業補助者における書類センターの立ち上げについて
岡山済生会総合病院 岡田　典子

	 1-F1-52	手術室での業務改善におけるバラスト　スコア　カードの活用
北里大学医学部医療経営学講座 佐藤乃理子

	 1-F1-53	当院の薬剤業務関連の SPDによる後方支援体制〜新しい業務委託の試み〜
パナソニック健康保険組合松下記念病院　薬剤部 宅和真由美

	 1-F1-48	非経済的報酬を含めた総報酬から見た当院リハビリテーションスタッフの「働きやすさ」
操風会岡山リハビリテーション病院リハビリテーション部 荒尾　　賢

	 1-F1-54	ＢＳＣシートの視点から抽出した９チームの活動効果－１病棟単位における評価－
JA 広島総合病院整形外科病棟 吉川千代美



9:35 〜 10:10 一般演題（口演）

医療の質 9
座長：竹内　仁司（国立病院機構岩国医療センター院長）

	 1-F1-55	当院におけるデジタルサイネージを用いた職員間の情報共有について
JCHO 人吉医療センター庶務課 高田　要人

9:00 〜 9:35 一般演題（口演）

医療の質 8
座長：荒木　康之（広島市立病院機構広島市立広島市民病院病院長）

F-2 会場 ホテルグランヴィア岡山　3F　クリスタル 1/2

	 1-F2-01	看護の質ベンチマーク評価を推進する上での運用上の課題と対応策
日本看護協会 岩澤　由子

	 1-F2-02	松下記念病院における薬剤部関連のＱＩ（Quality	Indicator）Project について
パナソニック健康保険組合松下記念病院薬剤部 平田　敦宏

	 1-F2-03	当院におけるＱＩ（Quality	Indicator）プロジェクトの概要
パナソニック健康保険組合松下記念病院 乗替　寿浩

	 1-F2-04	臨床指標等統計資料の精度管理を目的とした定義集作成
清梁会高梁中央病院法人事務局情報システム課 柳井　章宏

	 1-F2-05	当院における臨床指標作成と公開への取り組み
労働者健康福祉機構千葉労災病院医療情報管理部 佐久間智裕

	 1-F2-06	診療決定プロセスにおける意思決定と後悔：日本版Decision	Regret	Scale の妥当性検証
慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科 丹野　清美

	 1-F2-07	手術件数と周術期ケアに関する患者安全指標の改善との関連
東邦大学医学部社会医学講座 北澤　健文

	 1-F2-08	急性心筋梗塞患者における標準治療薬導入に向けて
済生会山口総合病院循環器内科 國近　英樹

日々の業務を成功させるためのプロジェクト・マネジメント

	 1-F2-09	外陰部放射線治療を受ける患者へのケアマップの検討
岡山大学病院入院棟西４階 山本　玲花

	 1-F2-10	慢性硬膜下血腫クリティカルパス改訂の効果
熊本医療センター 7 北病棟 久我香南子

座長：安田　武司（トヨタ記念病院副院長）
永池　京子（愛仁会本部看護担当特任理事）

10:20 〜 12:00 シンポジウム 7

	 S7-2	 プロジェクトを成功させるために必要な人材育成・組織作り――チーム医療としての取り組み――
川崎医科大学附属川崎病院副院長 猶本　良夫

	 S7-1	 プロジェクトマネジメントにより、日々の業務を革新する！――PMBOKⓇ	Guide を適用して、成果を上げる手法――
株式会社アイ・ティ・イノベーション取締役 能登原伸二

	 S7-3	 チーム活動を成功に導くためのマネジメント
井口会総合病院落合病院看護部長 大月　説子

13:30 〜 14:05 一般演題（口演）

医療安全 6
座長：稲村小夜子（足利赤十字病院医療安全推進室管理者）

	 1-F2-11	転倒予防　〜滑り止めマット使用を廃止して〜
埼玉医療生活協同組合羽生総合病院 五十嵐志織

6
月
13
日（
金
）
Ｆ
会
場



	 1-F2-12	新病棟全室個室化に向けた病室内転倒防止策の事前検討と対策立案
公立学校共済組合九州中央病院事務部 矢加部良隆

	 1-F2-13	転倒転落防止を目的としたラメルテオン使用推奨の取り組み
ＮＴＴ東日本札幌病院医療安全管理室　 佐々木弘好

	 1-F2-14	車椅子の点検と管理
埼玉医療生活協同組合羽生総合病院 高橋タエ子

	 1-F2-15	長期臥床患者におけるベッド安全対策の取り組み
国立病院機構医王病院医療安全管理室 神野　利枝

14:05 〜 14:47 一般演題（口演）

医療安全 7
座長：松野　裕美（岡山赤十字病院医療安全推進室看護師長）

	 1-F2-16	アセスメントカンファレンスによる転倒転落防止の効果
奈良県立奈良病院 小坂　明子

	 1-F2-17	メディカルスタッフ共同による転倒転落防止への取り組み‐第４報‐
KKR 高松病院薬局 一瀬　竜也

	 1-F2-18	対策に直結したフロー式転倒転落アセスメントシートの効果〜第二報〜
石心会川崎幸病院リハビリテーション科 手塚　純一

	 1-F2-19	多職種で行う転倒・転落防止対策　第２報　転倒・転落防止対策フローチャートの作成
長浜赤十字病院リハビリテーション科部 堀口　幸二

	 1-F2-20	長谷川式簡易知能評価を用いて脳卒中患者の転倒転落事象を検証しての結果
　星総合病院看護部 塩沢　広毅

	 1-F2-21	演題取り下げ

15:29 〜 16:11 一般演題（口演）

14:47 〜 15:29 一般演題（口演）

医療安全 9

医療安全 8

座長：野村　真美（生長会府中病院薬剤部副部長）

座長：中西　志子（労働者健康福祉機構山陰労災病院薬剤部部長）

	 1-F2-22	救急カート薬品及び詰め所用薬剤のパッケージ管理の実施—薬剤管理の効率化を目指して—
生長会府中病院薬剤部 野村　真美

	 1-F2-23	配薬業務の見直しによる内服薬インシデント防止の効果
東北薬科大学病院看護局 清水　直子

	 1-F2-24	「与薬忘れ」防止の取り組み—プロセス指向に着目した与薬業務の標準化－
脳血管研究所美原記念病院看護部 三ツ倉裕子

	 1-F2-25	看護師の配薬業務における安全性と効率性向上の取り組み
筑波学園病院 布目　昌恵

	 1-F2-26	安全管理体制強化を目的とした麻薬一元管理
済生会山口総合病院 西　　美帆

	 1-F2-27	電子カルテ導入に合わせてのインスリン皮下注推奨スケール統一の試み
済生会福島総合病院 石山美紀子

	 1-F2-28	BSC を活用した化学療法の過敏症への取り組み
名古屋大学医学部附属病院　 坪井　清美

	 1-F2-29	経口薬の誤薬に影響を与える要因に関する疫学的研究
亀田総合病院医療安全管理室 高橋　静子

	 1-F2-30	医薬品情報提供に関する医師の認識と活用状況の実態調査
三重大学医学部附属病院医療安全・感染管理部 濱口　直美



	 1-F2-31	安全な化学療法に向けた取り組み
総合病院水島協同病院 林　雄一郎

	 1-F2-32	抗がん剤安全投与を考慮した滴下速度の検討
総合病院土浦協同病院薬剤部 大谷　俊裕

	 1-F2-33	抗がん剤の曝露予防に向けた「抗がん剤取扱い指針」作成について
公立学校共済組合近畿中央病院医療安全管理室 石川　泰子

16:11 〜 16:46 一般演題（口演）

医療安全 10
座長：宮崎　博彰（関西医科大学附属牧方病院医療安全管理部副部長）

	 1-F2-34	医療事故調査の前提となる安全管理の考え方に関する提言
東京都医療保健協会練馬総合病院医療の質向上研究所 飯田　修平

	 1-F2-35	有害事象発生時に困らないための「院内事故調査の手引き」改訂報告
東京都済生会中央病院医療安全対策室 渡邊　両治

	 1-F2-36	医療安全推進室における活動と今後の課題
京都第二赤十字病院医療安全推進室 田淵　宏政

	 1-F2-37	事故事例からの業務プロセス改善活動と医療安全推進室の役割
武蔵野赤十字病院医療安全推進室 黒川美知代

	 1-F2-38	急性期専門病院における警鐘的事例に対する院内検討会の現状
日本心臓血圧研究振興榊原記念病院医療安全管理室 岩崎みどり

16:46 〜 17:21 一般演題（口演）

医療安全 11
座長：飯田　修平（東京都医療保健協会練馬総合病院理事長・院長）

	 1-F2-39	医療安全レベルモニタリング評価情報システムの開発
東北大学大学院経済学研究科 佐藤美喜子

	 1-F2-40	病院における薬剤関連ヒヤリハット事例の経営学的分析
日本経済大学大学院経営学研究科 関口　　潔

	 1-F2-41	薬剤師の患者安全文化測定に関する研究
聖マリア病院医療の質管理本部 津田　佳彦

	 1-F2-42	現場目線での安全対策—部署安全マネージャーを中心とした RCA分析の実施—
京都市立病院機構京都市立病院 鈴木　真美

	 1-F2-43	多職種が関わった要因分析とその効果
ひたちなか総合病院 三本松まゆみ

17:21 〜 18:03 一般演題（口演）

医療安全 12
座長：渡邊　両治（東京都済生会中央病院医療安全対策室）

	 1-F2-44	レジメンオーダリングシステムおよび管理システム導入による安全性の向上
国立病院機構熊本医療センター 大窪　典子

	 1-F2-45	救急カートの標準化と定着
国立病院機構あきた病院 津田　蔵人

	 1-F2-46	安全パトロールで学んだ事　〜チーム力を最大限に活かす〜
鴻仁会岡山中央奉還町病院医療安全管理委員会 石井　陽祐

	 1-F2-47	当院リハビリ部門における安全管理についての取り組み〜急変時対応訓練の実施〜
日高会日高病院回復期リハビリ室 小林　昭博

	 1-F2-48	本院における説明同意文書の改訂とその意義
関西医科大学附属枚方病院医療安全管理部 宮崎　浩彰

	 1-F2-49	発想の転換から医療安全を考える・・・その後
水和会倉敷リハビリテ−ション病院 浅利　正二

6
月
13
日（
金
）
Ｆ
会
場



G会場 ホテルグランヴィア岡山　3F　パール

自信を持って職種間協働に携わるために〜メディカルスタッフに供される教育・研修システムは〜

9:00 〜 10:40 シンポジウム 4
座長：清水　貴子（聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院副院長・人材育成センター長）

田中信一郎（国立病院機構岡山医療センター診療部長）

	 S4-1	 聖隷浜松病院における人材育成の取り組み
聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院副院長・人材育成センター長 清水　貴子

	 S4-2	 １〜３年目の新人スタッフ教育を進めるために
国立病院機構呉医療センター診療放射線技師長 姫野　　敬

	 S4-3	 中堅スタッフ教育、目的をはっきりとした継続的な教育研修の必要性
石州会六日市病院副院長・診療協力部長 小澤　和博

	 S4-4	 管理栄養士育成を担う立場の人材育成を考える
福岡女子大学国際文理学部食健康学科准教授 片桐　義範

10:45 〜 11:27 一般演題（口演）

11:27 〜 11:55 一般演題（口演）

教育 6

教育 7

座長：山口　理世（国立病院機構岡山医療センター附属岡山看護助産学校教員）

座長：花車実佐子（国立病院機構岡山医療センター教育担当看護師長）

	 1-G-01	 看護専門学校 1年次教育における基礎看護技術の習得に向けた教育方法の工夫
国立病院機構岡山医療センター附属岡山看護助産学校看護学科 川上　佐代

	 1-G-02	 学生の感染予防、手洗いの現状把握と改善への取り組み
津山中央看護専門学校 高垣　悦子

	 1-G-03	 看護と介護の連携教育〜看護師 2年課程通信制における技術教育の課題〜
大阪滋慶学園大阪保健福祉専門学校 高見　清美

	 1-G-04	 岡山県におけるリハビリテ－ション看護学教育の現状と課題
水和会倉敷リハビリテ−ション病院 浅利　正二

	 1-G-05	 学ぶ組織作り、地域医療貢献の一環としての看護学生国家試験対策支援事業
近江八幡市立総合医療センター看護部 森　　博美

	 1-G-06	 セラピスト養成校教員のストレス要因と労働意欲との関係
青森県立保健大学大学院 岩月　宏泰

	 1-G-07	「多重課題シミュレーション」研修をより効果的にするために指導者が身につけたい能力
自治医科大学附属病院看護部 井上　和子

	 1-G-08	 新人看護師に対する心理面への教育支援
国立病院機構琉球病院精神科 遊佐　　勝

	 1-G-09	 精神科の看護経験のない看護師の強みを活かす指導〜日常生活の援助場面を教材として〜
国立病院機構菊池病院臨床研究部看護課 那須　広輝

	 1-G-10	 重症心身障害児病棟における新採用者教育計画案の検討　教育クリティカルパスの作成
国立病院機構琉球病院 玉城ゆみえ

13:30 〜 14:12 一般演題（口演）

地域連携 6
座長：大田原隆博（鴻仁会岡山中央病院地域連携室室長）

	 1-G-11	 滋賀県がん地域連携クリティカルパスの段階的開発〜早期がんから緩和ケアまで〜
　国立病院機構東近江総合医療センター 瀬戸山　博



	 1-G-12	 滋賀県における「5大がん地域連携パス」への取り組み　－第 4報－
滋賀県がん診療連携協議会地域連携部会大津赤十字病院 加藤　理史

	 1-G-13	 胃がん大腸がん地域連携パスの運用の深化〜多職種の視点と協働から〜
倉敷中央病院 藤波　考子

	 1-G-14	 大腸がん地域連携クリティカルパスの評価（1）運用状況の分析
千葉県がんセンター 木村由美子

	 1-G-15	 大腸がん地域連携クリティカルパスの評価（3）診療情報の把握に関する分析
千葉県がんセンター 高橋みどり

	 1-G-16	 乳がん地域連携クリティカルパス　連携患者満足度調査報告
松江赤十字病院地域医療連携課 江角眞由美

14:12 〜 14:54 一般演題（口演）

14:54 〜 15:29 一般演題（口演）

地域連携 7

地域連携 8

座長：曽川　正和（新潟県立中央病院心臓血管外科部長）

座長：下村裕見子（北里大学大学院医療系研究科研究員）

	 1-G-17	 脳卒中地域連携パス・データの利用　〜脳卒中患者の口腔ケア自立度について〜
国立病院機構長崎医療センター脳神経外科 高畠　英昭

	 1-G-18	 群馬県における脳卒中地域連携クリティカルパスの改訂と運用
前橋赤十字病院脳神経外科 朝倉　　健

	 1-G-19	 脳卒中の地域連携におけるリハビリテーション科医師の役割（第一報）
金沢脳神経外科病院リハビリテーション科 河崎　寛孝

	 1-G-20	 歯科医が認識している認知症地域医療の実際と課題
北里大学大学院医療系研究科臨床医学群精神科学 下村裕見子

	 1-G-21	 岡山県倉敷市児島地区認知症地域連携パスへの取り組み
川崎医科大学神経内科 黒川　勝己

	 1-G-22	 岡山県倉敷市児島地区認知症連携パスへの取組み（その２）〜地域で創造した認知症連携パス〜
倉敷市立児島市民病院　 松岡　邦彦

	 1-G-23	 経皮的冠動脈形成術術後地域連携パス 5年間の効果
トヨタ記念病院内科 石木　良治

	 1-G-24	 心房細動アブレーション後の抗凝固療法に関する医療連携パス
聖マリアンナ医科大学病院メディカルサポートセンター 星野　恵美

	 1-G-25	 大腿骨頚部骨折地域連携クリティカルパスの見直し
岡崎市民病院地域医療連携室 小田　知矢

	 1-G-26	 岡山県統一糖尿病地域連携パスの意義と医療連携促進による機能分化
岡山大学病院糖尿病センター 利根　淳仁

	 1-G-27	 シメプレビル 3剤併用療法地域連携クリティカルパス〜C型肝炎地域医療連携の再構築
国立病院機構熊本医療センター消化器内科 杉　　和洋

16:40 〜 17:22 一般演題（口演）

患者サービス 1
座長：杉本　　徹（済生会滋賀県病院院長）

	 1-G-28	 総務課におけるＣＳ向上への取り組み
清梁会高梁中央病院法人事務局総務課 小谷　直樹

	 1-G-29	 紹介患者の待ち時間短縮への取り組み
春日井市民病院 平川　孝明

	 1-G-30	 治療ガイドラインを習熟した専門看護師による外来診察電話予約制度の導入待ち時間の低減と、患者安全
度向上を求めて

飯塚病院心臓血管外科 福村　陽子

6
月
13
日（
金
）
Ｇ
会
場



17:22 〜 18:04 一般演題（口演）

患者サービス 2
座長：豊田百合子（大阪滋慶学院大阪保健福祉専門学校副学校長）

	 1-G-34	 指示の入らない患者の行動変容〜全介助から自立を目指して〜
日産厚生会佐倉厚生園 原田　一樹

	 1-G-35	 回復期リハビリ病棟におけるADLが自立した患者の空き時間の過ごし方
日産厚生会佐倉厚生園 住吉　公子

	 1-G-36	 患者満足度の向上のための手書きカルテの活用法
グロービス経営大学院大学経営研究科 佐藤　　剛

	 1-G-37	 おいしい、うれしい、待ち遠しい（３Ｃ）給食を目指した取り組み
岡崎市民病院３C プロジェクトチーム 堀　　光広

	 1-G-38	 ＱＣ活動を用いた患者目線に沿った掲示板への取組み
山中温泉医療センター 笹谷　史弥

	 1-G-39	 当直体制変更に伴う救急患者の変化
労働者健康福祉機構千葉労災病院 齋藤　智士

H会場 ホテルグランヴィア岡山　4F　フェニックス 1/3

9:00 〜 9:28 一般演題（口演）

9:28 〜 10:03 一般演題（口演）

医療安全 13

医療安全 14

座長：小瀬裕美子（名古屋第二赤十字病院医療安全推進室看護師長）

座長：井上　博満（日産厚生会玉川病院臨床工学科科長）

	 1-H-01	 重症心身障害児 (者 ) 病棟における骨折ゼロへの取り組み—医療安全ラウンドを通して—
国立病院機構宮崎病院 西　真奈美

	 1-H-02	 気管チューブカフライン破損時の看護師の初期対応について
筑波記念会筑波記念病院 吉田　　聖

	 1-H-03	 酸素マスク固定の工夫
津山中央記念病院１病棟 竹内　晴美

	 1-H-04	 ＰＤＡ患者認証機能（Personal　digital　assistant 患者認証機能携帯端末）エラーの発生状況
日本医療伝道会衣笠病院 大坪まゆ美

	 1-H-05	 バッグバルブマスクの中央管理化における効果について
国立病院機構佐賀病院 森　　真吾

	 1-H-06	 当院における医療機器の安全管理〜当院所有外の人工呼吸器持込状況に関する一考察〜
川崎医科大学附属病院 ME センター 田中　直子

	 1-H-07	 アラーム対応からモニタ管理への取り組み
国立病院機構高松医療センター呼吸器科 室山由美子

	 1-H-08	 当院のＭＥ機器サポートチームの取り組みについて
大館市立総合病院ＭＥ室 菅原　　隼

	 1-H-09	 医療機器安全確認ラウンドから取り組む医療安全　
川崎医科大学附属川崎病院 ME センター 西江　和夫

	 1-G-31	 院内 PHS を用いた外来呼び出しシステム導入後の待ち時間に対する患者意識調査
JCHO 人吉医療センター病院機能業務改善・ＣＳ委員会 藤田聡一郎

	 1-G-32	 心が通い合うホスピタリティ活動を目指して
パナソニック健康保険組合松下記念病院医事課 伊藤　香織

	 1-G-33	 差額病棟のコンシェルジュサービス導入効果（看護師負担軽減と患者満足度向上）
飯塚病院 仲吉　　翔



安全風土を根付かせるには！

10:10 〜 12:00 シンポジウム 6
座長：米井　昭智（大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院院長補佐）

佐藤　利雄（国立病院機構岡山医療センター院長）

	 S6-1	 医療安全・感染制御に配慮した新人研修医教育の試み
自治医科大学附属病院医療安全対策部部長 長谷川　剛

	 S6-5	 医療安全への患者参加推進プログラム「阪大病院いろはうた」
大阪大学医学部附属病院中央ｸｵﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部部長 中島　和江

	 S6-4	 医療安全管理者が実施する職員研修について
北里大学病院医療の質・安全推進室医療安全管理者 荒井　有美

	 S6-3	 過去 14年間の当院での取り組みから得られた反省と今後の課題
大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院脳神経外科部長 沈　　正樹

	 S6-2	 法律家の目から見た医療安全
森脇法律事務所弁護士 飯生　　明

看護のあるべき姿を求めて

15:15 〜 15:50 一般演題（口演）

13:30 〜 15:10 シンポジウム 9

看護業務 3
座長：宗時千枝美（国立病院機構福山医療センター看護師長）

座長：石本　傳江（岡山県看護協会会長）
三宅　弘恵（国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター看護部長）

	 S9-1	 看護のあるべき姿を求めて
日本看護協会副会長・福井県済生会病院副院長 大久保清子

	 S9-2	 自宅療養患者に求められる看護師の役割　〜特に訪問看護師と診療所外来看護師が果たすべき役割について〜
佐藤医院理事長・院長 佐藤　涼介

	 S9-3	 急性期病院における介護福祉士の役割
大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院副看護部長 筒井　京子

	 S9-4	 薬剤師とのコラボレーションでさらに高める〝看護の質〟
橘会東住吉森本病院医療安全管理部部長 渡邉　幸子

	 1-H-10	 近隣高校生への職業観醸成（看護職）のための市民講師としての働きかけについて
国立病院機構沼田病院 太田　　茂

	 1-H-11	 看護師長の看護管理能力を高めるための副総看護師長の関わり
国立病院機構長崎病院　 倉本　昭子

	 1-H-12	 子育て中（未就学児）の看護職の夜勤に対する意識調査　第１報　その１
国立病院機構東尾張病院 内山　　忍

	 1-H-13	 子育て中（未就学児）の看護職の夜勤に対する意識調査第 1報（その２）
国立病院機構静岡富士病院 安田　　忍

	 1-H-14	 子育て中（未就学児）の看護職の夜勤に対する意識調査　その３
国立病院機構静岡医療センター 寺西　正美

15:50 〜 16:25 一般演題（口演）

看護業務 4
座長：大口　浩美（国立病院機構岡山医療センター副看護師長）

	 1-H-15	 急性期病院における看護師の業務負担軽減に向けた看護補助者の活用（第 1報）
大阪府警察協会大阪警察病院 二艘舟浩子

	 1-H-16	 医療補助員の業務委譲に向けた取り組みと今後の課題—手順に基づいた実施調査からの考察—
札幌市病院局市立札幌病院看護部看護課 松本　厚子

6
月
13
日（
金
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場



	 1-H-17	 看護補助者の職務満足度調査
大津赤十字志賀病院 今村香代子

	 1-H-18	 看護補助者の人材活用の強化
日本赤十字社長崎原爆病院 中村真知代

	 1-H-19	 看護補助者導入を行っての業務調査結果の変化
佐世保市立総合病院看護部 吉野　尚子

16:25 〜 17:00 一般演題（口演）

看護業務 5
座長：宮本　典子（国立病院機構大阪医療センター副看護部長）

	 1-H-20	 看護師の目標管理に対する受容度と組織コミットメント・職務満足度・達成動機および個人背景との関連
福井医療短期大学看護学科 吉江由加里

	 1-H-21	 差異分析に重要度ランク付けを用いた病棟業務標準化の検討
山形市立病院済生館看護部 秋場　道代

	 1-H-22	 病棟看護業務の可視化と業務改善—フィールドイノベーションの活用—
日本赤十字社医療センター看護部 後藤　　薫

	 1-H-23	 看護のスマトラ（業務革新）
ひたちなか総合病院 小室万左子

	 1-H-24	 手術室における遅出勤務の拡大と午前業務の見直し
岩手県立久慈病院　 冷野澤有子

I 会場 ホテルグランヴィア岡山　4F　フェニックス 1/3

現場、ミドル、トップの想いを繋げる病院運営

座長：土井　章弘（操風会岡山旭東病院院長）
黒瀬　正子（大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院院長補佐・看護部長）

	 S5-1	 「全員参加型」による病院経営の実践
愛誠会昭南病院事務局長 鶴田　光樹

	 S5-2	 主体性を発揮できる人材育成をめざして〜課題改善支援実働チーム活動の取り組み〜
福井県済生会病院臨床工学部主任 WB 担当 梶川　淳一

	 S5-3	 現場、ミドル、トップの想いを繋げる病院運営－ TQM,BSCを利用しての病院マネジメント
香徳会関中央病院院長 齊藤　雅也

9:00 〜 10:40 シンポジウム 5

10:45 〜 11:20 一般演題（口演）

患者サービス 3
座長：三宅　博之（国立病院機構岡山医療センター地域医療連携係長）

	 1-I-02	 広がれ安心ブックレット
伊勢崎市民病院外科 保田　尚邦

	 1-I-03	 当院患者サービス推進室の活動　過去 4年間の集計
国立病院機構岡山医療センター 後藤　隆文

	 1-I-04	 医師事務作業補助者のNCD（National	Clinical	Database）登録による勤務負担軽減と経済効果の検討
国立病院機構熊本医療センター統括診療部 野尻　秀美

	 1-I-05	 中規模病院における受付業務軽減をめざした再来機の運用について
光生会病院 坂田　久明

	 1-I-01	 電子カルテを使ったリビング・ウィル、終末期事前指示のがん疾患と非がん疾患の比較
国立病院機構呉医療センター医療情報部 川本　俊治



11:20 〜 11:55 一般演題（口演）

患者サービス 4
座長：井手美智子（地域医療機能推進機構人吉医療センター看護部長）

	 1-I-06	 「気になる患者訪問」の取り組み
倉敷医療生活協同組合総合病院水島協同病院 吉井　章雅

	 1-I-07	 演題取り下げ

	 1-I-08	 入院患者不満足度調査の有用性についての検討
東芝病院 奥村　雅子

	 1-I-09	 複数外来診察室を使った外来チーム診療の導入－患者とスタッフのアンケート調査－
JCHO 人吉医療センター看護局 愛甲　宜代

	 1-I-10	 院内婦人科がん患者会を充実させるための取り組み〜 5年間の活動を通して〜
宮崎県立宮崎病院 大野　　綾

13:30 〜 14:19 一般演題（口演）

楽しく働くために 1
座長：芳賀　佳子（高梁市国民健康保険成羽病院看護部長）

	 1-I-11	 当院のレクリエーション活動の報告
国立病院機構岡山医療センターリハビリテーション科 安藤　可織

	 1-I-12	 笑顔のバトンリレー　〜職員満足から顧客満足〜
自由会岡山光南病院 廣金　明美

	 1-I-13	 看護部門補佐会議における「ほめる活動」の取り組み
新潟市民病院看護部 加藤加奈子

	 1-I-14	 職場環境の改善に向けた日勤残業しない『花まる勤務』への取り組み
　三和会永山病院 上野　寿江

	 1-I-15	 魅力ある職場環境を目指して　　　－フィッシュが病棟を泳ぎだした－
高梁市国民健康保険成羽病院 小林　陽子

	 1-I-16	 フィッシュ哲学が業務改善にもたらした効果
中電病院 釘谷　友愛

	 1-I-17	 ５Ｓ活動はどのように医療安全推進における質向上に寄与するか？
長崎県島原病院医療安全管理室 小松　美佳

14:19 〜 15:01 一般演題（口演）

楽しく働くために 2
座長：三宅謙太郎（光生病院事務長）

	 1-I-18	 職員向け健康増進事業の取り組み
自由会岡山光南病院 知野見友弘

	 1-I-19	 病院活性化への取り組み　　　　　－働く喜びを感じ、働く 5日を楽しむ方策－
高梁市国民健康保険成羽病院 芳賀　佳子

	 1-I-20	 モチベーション向上と充実感がある職場づくりへの取組み
兵庫県立姫路循環器病センター 大上　哲也

	 1-I-21	 ワーク・ライフ・バランス推進に向けての取り組み〜就労環境アンケート調査結果から〜
羽島市民病院 堀　美佐子

	 1-I-22	 いきいきと働ける職場作りを目指して—業務改善を通してスタッフの意識が変革する！—
沼津市立病院 5 東病棟 服部美千代

	 1-I-23	 職員の能力開発とコミュニケーション力向上を目的とした LT活動
清梁会高梁中央病院法人事務局企画課 中田　悠太

6
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9:00 〜 9:35 一般演題（口演）

医療の質 10
座長：長尾　俊彦（伯鳳会赤穂中央病院病院長）

楽しく働くために

15:10 〜 17:00 シンポジウム 10
座長：津島　知靖（国立病院機構岡山医療センター副院長）

鳩野みどり（国立病院機構岩国医療センター看護部長）

	 S10-1	 ピンチをチャンスとして受け止める心の習慣がもたらす成果
愛仁会千船病院副看護部長 平井　智美

	 S10-2	 それぞれが目的意識を持って
岡山県薬剤師会会営薬局長 三宅　　悟

	 S10-3	 国立病院機構施設における臨床検査部門の組織を通じた取り組みについて
国立病院機構西埼玉中央病院臨床検査技師長 上條　敏夫

	 S10-4	 楽しく働くために
国立病院機構大阪医療センター診療放射線技師長 小西　佳之

	 S10-5	 笑顔の力　―コンシェルジュの現場で学んだこと―
緑壮会金田病院医事課フロアマネージャー 細田麻衣子

J 会場 ホテルグランヴィア岡山　4F　フェニックス 1/3

	 1-J-01	 現状把握こそ大事！—患者満足度向上を目指した「臨床検査技師採血技術認定制度」
国立病院機構姫路医療センター臨床検査科 嶋崎　明美

	 1-J-02	 医療専門職認定制度についての提案—診療放射線技師認定専門技師の事例－
京都市立病院放射線技術科 片桐　邦彦

	 1-J-03	 D ダイマーと SFによる周術期DVT除外診断の前向き調査
市立函館病院中央検査部 小田　悟史

	 1-J-04	 周術期における静脈血栓塞栓症VTE予防〜チーム医療による取組みと成果〜
市立函館病院 VTE チーム 丹羽　　潤

	 1-J-05	 チーム医療としてのオンサイト細胞診の新たな展開‐肺癌コンパニオン診断における有用性‐
国立病院機構岡山医療センター臨床検査科 有安　早苗

9:35 〜 10:10 一般演題（口演）

医療の質 11
座長：松永ちづ子（津山慈風会津山中央病院入退院支援センター長）

	 1-J-06	 入院支援センターの果たす役割（第二報）－医師アンケート調査より－
長崎市立市民病院医療連携センター 鬼塚　伸也

	 1-J-07	 患者サポートセンターの立ち上げと今後の課題
佐久総合病院 池井　　肇

	 1-J-08	 外来システム改革による医療の質向上を目指して〜当院における『入院前検査センター』の取り組み
神戸市立医療センター中央市民病院入院前検査センター 瓜生原健嗣

	 1-J-09	 メディカルサポートセンターでの管理栄養士の取り組み
長崎大学病院栄養管理室 東　　るみ

	 1-J-10	 メディカルサポートセンター（MSC) における「周術期口腔機能管理」への取り組み
長崎大学病院看護部　 藤島十代香



地域医療の連携調整の困難さをどう克服するか

10:20 〜 12:00 シンポジウム 8
座長：谷水　正人（国立病院機構四国がんセンター副院長）

大原　利憲（岡山済生会総合病院院長）

	 S8-1	 医療連携における院内連携の工夫
国立病院機構四国がんセンターがん相談支援センター看護師長 宮内　一恵

	 S8-2	 緩和ケアチームが行ってきた地域医療連携
兵庫県立がんセンター地域医療連携・緩和医療担当部長 池垣　淳一

	 S8-3	 連携調整の困難さにおける院内要因とその克服に向けた取組み
千葉県がんセンター診療部長 浜野　公明

	 S8-4	 当室の医療連携。これまで、そして明日からも。－やっぱり、連携活動に近道はないと思う。－
岡山済生会総合病院地域医療連携室室長 鷹取　康晴

	 S8-5	 開業医からの問題提起を連携の改善につなげる
住友病院地域医療連携室看護師社会福祉士医療福祉連携士 村上　治子

13:30 〜 14:12 一般演題（口演）

地域連携 9
座長：作間　宏教（みやぎ医療福祉情報ネットワーク協議会事務局）

	 1-J-11	 医療と介護の連携への取り組み
愛友会上尾中央総合病院 平井　悦子

	 1-J-12	 症例リレーのすゝめ　－院内連携、地域連携の強化を目指して—
国立病院機構横浜医療センター相談支援センター 高瀬　昌浩

	 1-J-13	 急性期病院における高齢者施設との連携
横浜栄共済病院 北村　佳久

	 1-J-14	 大学病院発の地域医療・在宅医療を推進する外来の開設
東京大学医学部附属病院地域医療連携部 稲島　　司

	 1-J-15	 地域連携ネットワークの課題と展望〜たまな在宅ネットワークの飛躍〜
玉名郡市医師会立玉名地域保健医療センター医療連携室 永杉　憲弘

	 1-J-16	 糖尿病等栄養管理連携支援システムと岡山栄養ケア・ステーションの活動
岡山栄養・ケアステーション 松下　暢子

14:12 〜 14:54 一般演題（口演）
座長：田原久美子（祥和会脳神経センター大田記念病院地域医療連携室室長）

地域連携 10
	 1-J-17	 がん相談支援ネットワークの取り組み〜北海道がん専門相談実務者会議〜

国立病院機構北海道がんセンターがん相談支援情報室 木川　幸一
	 1-J-18	 おきなわ津梁ネットワークの取り組み

沖縄県医師会 平良　　亮
	 1-J-19	 大阪地域医療連携合同協議会の役割〜アンケート調査から見えたもの〜

田附興風会医学研究所北野病院 樂　優美子
	 1-J-20	 「医療福祉連携士の会」の活動報告

「第３回　医療福祉連携士の会　ｉｎ　大阪」世話人 山口　裕子
	 1-J-21	 宮城県内での医療介護福祉連携ネットワーク構築状況と効果

みやぎ医療福祉情報ネットワーク協議会 作間　宏教
	 1-J-22	 顔のみえる・心の通うネットワーク　社会資源を活用する支援と異業種多職種連携

葛西昌医会病院地域連携室 村瀬　恵子
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14:54 〜 15:29 一般演題（口演）

15:29 〜 16:04 一般演題（口演）

地域連携 11

地域連携 12

座長：斎川　克之（済生会新潟第二病院地域医療連携室室長）

座長：清水　恵子（川崎医科大学附属川崎病院看護師長）

	 1-J-23	 ふくしま病院連携ネットワークの設立〜有事の際にも実効性のある連携体制の構築〜
福島県立医科大学附属病院地域連携部 斎藤　慎也

	 1-J-24	 心臓血管外科周術期地域連携医療の質向上をめざして
JA 長野厚生連佐久総合病院佐久医療センター 竹村　隆広

	 1-J-25	 「おきなわ津梁ネットワーク」における脳卒中 IT 地域医療連携の試み
沖縄県医師会 安里　哲好

	 1-J-26	 どこでもマイ病院地域連携カードを用いたクラウド型地域連携医療システム
福井大学医学部医療情報部 笠松　眞吾

	 1-J-27	 PACS と iPad	mini でつ	なぐ 24時間脳卒中コンサルトシステム〜 t-PA 療法 drip&ship を目指して〜
川崎医科大学脳卒中医学 井上　　剛

	 1-J-28	 地域におけるリハビリテーションサービスに求められていること
菊地脳神経外科整形外科 池田　登顕

	 1-J-29	 急性期に肺炎を合併した大腿骨近位部骨折患者群の分析
岡崎市民病院リハビリテーション室 田積　匡平

	 1-J-30	 地域に根ざしたリハビリテーション部を目指して〜 ST、歯科衛生士を中心とした“食”への取り組み〜
沼南会沼隈病院リハビリテーション課 山岡　絵梨

	 1-J-31	 糖尿病と認知機能低下からみた脳卒中患者の特色について—地域連携パスの解析から—
岡崎市民病院医療技術局リハビリテーション室 眞河　一裕

	 1-J-32	 大腿骨頸部骨折地域連携パス 1年間分の経過
岡山市立金川病院リハビリテーション科 南　　千佳

16:04 〜 16:39 一般演題（口演）

地域連携 13
座長：福嶋　啓祐（浅口医師会会長）

	 1-J-33	 当院理学・作業療法部門におけるアクシデント事例の分析 - 内容 , 影響度 , 経験年数の検討 -
高崎健康福祉大学保健医療学部理学療法学科 竹内　伸行

	 1-J-34	 体重免荷トレッドミルトレーニング（BWSTT）による介入と即時効果の検証
南東北春日リハビリテーション病院リハビリ科 村越　亮太

	 1-J-35	 当院における急性期リハビリテーションの充実に向けた取り組み
友愛会盛岡友愛病院リハビリテーション科 小川　大輔

	 1-J-36	 当院における乳児喘息発作の呼吸理学療法の実施内容と効果について
国立病院機構嬉野医療センターリハビリテーション科 米永　敬子

	 1-J-37	 外来リハにおける膝OA自主訓練指導の実際〜自主訓練継続への取り組みと報告〜
朝日野総合病院総合リハビリテーションセンター外来リハビリ 栗崎　真衣

16:39 〜 17:07 一般演題（口演）

地域連携 14
座長：米永　敬子（国立病院機構嬉野医療センター理学療法士）

	 1-J-38	 誤嚥性肺炎患者に対する多職種チームアプローチ〜在院日数を短縮させる取り組み〜
岡崎市民病院リハビリテーション室 長尾　恭史

	 1-J-39	 骨粗鬆症性椎体骨折患者のADL評価における Timed	Up	and	Go	test の有用性について
JA 広島総合病院リハビリテーション科 井場　和敏



	 1-J-40	 嚥下障害患者の在宅復帰を規定する要因の分析
日高会日高病院回復期リハビリ室 島方　綾子

	 1-J-41	 リハビリ療法士の病棟配置の試み
地域医療機能推進機構中京病院 竹村　柾俊

K会場 岡山コンベンションセンター　1F　イベントホール

地域と協働した医療職の人材育成
座長：保科　英子（岡山大学病院看護研究教育センターセンター長・教授）

	 S3-4	 ポジティブ・マネジメントで看護管理者を育成する　　—大学と連携した人材育成—
日本赤十字広島看護大学看護学部准教授 村田　由香

	 S3-1	 地域と協働した医療職の人材育成
岡山大学病院看護研究教育センターセンター長・教授 保科　英子

	 S3-2	 地域医療を支える看護職員を地域で育てる　　　―　新人さん、いらっしゃ〜い　―
市立三次中央病院看護部長 丸亀　朱実

	 S3-5	 地域の人材を育てる　―がん看護の均てん化を目指して―
岡山県がん診療連携協議会がん看護部会部会長 三村　　瞳

	 S3-3	 看護管理者のマネジメントスキルアップを目指した 3病院合同研修
創起会くまもと森都総合病院医療安全管理者 山崎　涼子

9:00 〜 10:40 シンポジウム 3

10:45 〜 11:20 一般演題（口演）

看護業務 1
座長：宗宮　昌子（岡山大学病院副看護部長）

	 1-K-01	 パートナーシップナーシングシステムの導入に向けて
沖縄徳洲会中部徳洲会病院 新垣　真栄

	 1-K-02	 パートナーシップナーシングシステム（以下 PNS）による中途採用者への効果
偕行会名古屋共立病院 伊藤　聡美

	 1-K-03	 混合病棟で看護必要度に応じたリリーフ体制を実施しての効果
星総合病院看護部 兼子トモ子

	 1-K-04	 当院化学療法室における IVナース制度の有効性の評価
松江赤十字病院外来化学療法室 金坂　桂子

	 1-K-05	 正確な評価のための「看護必要度」研修
佐世保市立総合病院看護部 月原美奈子

11:20 〜 11:55 一般演題（口演）

看護業務 2
座長：中川　史子（岡山赤十字病院副看護部長）

	 1-K-06	 直行率の観点からスムーズな入院患者受け入れを目指す
関東労災病院経営企画課 坂本那香子

	 1-K-07	 救命救急入院料算定病床の有効活用について—院内算定基準の作成、および算定患者一覧の運用の効果—
栃木県済生会宇都宮病院 湯浅　匡史

	 1-K-08	 看護記録等の帳票の一元化がもたらす効果〜記録等の帳票の分散と集中〜
公立学校共済組合九州中央病院 吉野　由紀

	 1-K-09	 ＣＰＲ委員会活動報告－救急看護コースの立ち上げ－
大阪府立病院機構大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター　 村上　照代

	 1-K-10	 摂食嚥下アプローチによる経口摂取移行率の向上－共有シートとカンファレンスの効果－
筑波記念会筑波記念病院回復期リハビリテーション病棟 阿部真由美
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13:30 〜 14:05 一般演題（口演）

医療の質 1
座長：森本　直樹（津山慈風会津山中央病院副院長）

	 1-K-11	 当院での風疹予防の取り組み　—全職員に対する風疹抗体価測定とワクチン接種を実施して—
市立四日市病院内科 渡邊　純二

	 1-K-12	 HB ｓ抗原、HCV抗体陽性不告知で精密検査を要する症例を選び出し通知する試み
旭川赤十字病院地域連携科・医療の質管理室長 國本　雅之

	 1-K-13	 職業感染防止におけるウイルス抗体価検査と免疫状態把握の重要性
五星会菊名記念病院感染制御部 森山　由紀

	 1-K-14	 Extended-spectrum	β -lactamase(ESBL) 産生菌に対する治療選択
国立病院機構埼玉病院薬剤科 眞中　章弘

	 1-K-15	 結腸癌手術における予防的抗生物質投与の検討
唐津赤十字病院経営企画・情報課 志波　孝治

14:05 〜 14:40 一般演題（口演）

医療の質 2
座長：羽井佐　実（川崎医科大学附属川崎病院外科副部長）

	 1-K-16	 インフェクションコントロールチーム（ICT) による活動と介入の指標となる耐性菌サーベイランスの結
果について。

東芝病院医療安全管理室 坂口みきよ
	 1-K-17	 当院の中心静脈カテーテル関連血流感染サーベイランスの分析

大分県立病院医療安全管理部感染防止対策室 大津佐知江
	 1-K-18	 感染性胃腸炎の発生に備えた ICTの取り組み　〜症候群サーベイランスを実施して〜

全国土木建築国民健康保険組合総合病院厚生中央病院医療安全管理室 久保田早苗
	 1-K-19	 整形外科病棟における感染性胃腸炎アウトブレイクの考察と今後の課題

京都府立医科大学附属北部医療センター看護部 玉井　　香
	 1-K-20	 リンクナース・リンクリハによる研修企画　　ノロウイルスによる院内感染からの学び

順心会順心リハビリテーション病院 白金　里香

14:40 〜 15:22 一般演題（口演）

15:22 〜 16:04 一般演題（口演）

医療の質 3

医療の質 4

座長：文字　雅義（蘇西厚生会松浪総合病院感染管理認定看護師）

座長：岩垣　博巳（国立病院機構福山医療センター院長）

	 1-K-21	 プラスチックエプロン装着における当院での取り組み
日高会日高病院院内感染対策委員会 滝澤久美子

	 1-K-22	 調理従事者の手指衛生確認方法の検討
国立病院機構鳥取医療センター 青木　惠子

	 1-K-23	 経腸栄養チューブ管理の諸問題
国際医療福祉大学病院 池澤恵美子

	 1-K-24	 内視鏡を介した感染防止のためのマニュアル改訂とその有効性
国立病院機構岡山医療センター 山下　知里

	 1-K-25	 人工関節置換術術前ケアに向けた術野の皮膚洗浄の有効性
パナソニック健康保険組合松下記念病院 中島　理恵

	 1-K-26	 手術室の針刺し切創事例の発生要因の分析
秋田大学医学部附属病院看護部 土田　祥吾

	 1-K-27	 回復期リハビリ病棟における脳血管障害患者のその人らしい食器選択とそのその軌跡
順心会順心リハビリテーション病院 四宮多美子



	 1-K-28	 大腸内視鏡検査前処置法の検討〜検査食併用による腸管洗浄液の減量〜
JCHO 人吉医療センター内視鏡センター 早田麻由美

	 1-K-29	 肝細胞癌に対する血管造影治療後の苦痛緩和を目的とした、圧迫時間についての検討
国立病院機構長崎医療センター肝疾患センター 吉川　英里

	 1-K-30	 無駄にするな！健康診断〜再検査回収率の改善〜
津山中央病院企画管理部 沢坂　千晶

	 1-K-31	 当院臨床工学部における宿直体制導入への取り組み
沖縄徳洲会南部徳洲会病院臨床工学部 赤嶺　史郎

	 1-K-32	 全人工股関節置換術後の日常生活活動獲得と前頭葉機能について
パナソニック健康保険組合松下記念病院整形外科部リハビリテーション室 松田　直人

16:04 〜 16:39 一般演題（口演）

16:39 〜 17:21 一般演題（口演）

医療の質 5

医療の質 6

座長：田中　二郎（飯塚病院院長）

座長：藤田　　茂（東邦大学医学部助教）

	 1-K-33	 心大血管術後の創感染に対する陰圧創傷治療システム（VAC療法）導入の効果
筑波記念会筑波記念病院 大和田道代

	 1-K-34	 情報セキュリティ内部監査の部門別報告による是正効果
広島赤十字・原爆病院事務部医療情報管理課 島川　龍載

	 1-K-35	 バスキュラーアクセスの情報共有について
埼玉医療生活協同組合羽生総合病院 石川　優志

	 1-K-36	 臨床研究支援を通した質の向上を目指して
国立病院機構福山医療センター臨床研究部 岩原　有里

	 1-K-37	 契約治験の実施率予測についての検証
飯塚病院 原　　　司

	 1-K-38	 当法人における業務改善成果発表会の現状〜医療・介護の質向上を目指しての取り組み〜
敬和会近藤病院 牧　　宏紀

	 1-K-39	 沖縄県がん医療の質の向上センターによるがん医療の質の評価と「QI フィードバック会」
沖縄県がん医療の質の向上センター 増田　昌人

	 1-K-40	 米国 AHRQ開発の医療安全文化測定に関する医療の質評価の可能性の検討
島根大学医学部附属病院 廣瀬　昌博

	 1-K-41	 AGREE	instrument による診療ガイドライン評価結果の検討
東邦大学医学部社会医学講座 瀬戸加奈子

	 1-K-42	 診療ガイドライン作成におけるAGREE	instrument を用いた専門家支援による評価の検討
東邦大学医学部社会医学講座 瀬戸加奈子

	 1-K-43	 ＩＳＯ２２３０１認証取得に向けた取り組みについて
ひたちなか総合病院 吉川　輝夫

17:21 〜 18:03 一般演題（口演）

医療の質 7
座長：山本　千春（津山慈風会津山中央病院皮膚排泄ケア認定看護師）

	 1-K-46	 超音波検査による褥瘡予防・管理の取り組み
福井県済生会病院放射線技術部 坪内　啓正

	 1-K-44	 体位変換方法変更の効果
ひたちなか総合病院 大山　　瞳

	 1-K-45	 慢性関節リウマチ患者の難治性褥瘡に対するＶＡＣ治療システムを使用した治療の一例
寛正会水海道さくら病院看護部 齋藤　洋治

6
月
13
日（
金
）
Ｋ
会
場



	 1-K-47	 褥瘡発生報告書から検討した当院の褥瘡対策研修における課題
労働者健康福祉機構横浜労災病院皮膚・創傷管理委員会 八木　美弦

	 1-K-48	 脊髄損傷者の褥瘡に対する患者教育
労働者健康福祉機構吉備高原医療リハビリテーションセンター 田原　和美

	 1-K-49	 在胎 28週以降の新生児のおむつかぶれの関連因子を探る
国立病院機構長崎医療センター看護部 渡邉かおり


