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世
界
で
も
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の
超
高
齢
化
社
会
に

あ
る
日
本
で
は
、近
年
、心
不
全
を
患
う
人
が
急

増
。と
く
に
、愛
知
県
下
で
も
高
齢
化
率
の
高
い

西
尾
市
で
は
、心
不
全
患
者
の
多
い
状
態
が
こ
こ

数
年
続
い
て
い
る
。こ
の
よ
う
に
高
齢
の
心
不
全

患
者
が
大
幅
に
増
加
す
る
こ
と
を〈
心
不
全
パ
ン

デ
ミ
ッ
ク
〉と
い
う
が
、ま
さ
に
西
尾
市
で
は
今

後
、そ
の
状
態
を
迎
え
る
可
能
性
が
高
い
。心
不

全
患
者
の
ケ
ア
で
課
題
と
な
る
の
が
、退
院
支

援
で
あ
る
。「
高
齢
患
者
さ
ん
の
場
合
、老
老
介

護
の
ご
夫
婦
や
、一
人
暮
ら
し
の
方
も
多
く
、退

院
支
援
が
重
要
に
な
り
ま
す
。当
院
で
は
入
院

早
期
か
ら
患
者
さ
ん
の
背
景
を
し
っ
か
り
把
握
。

看
護
師
や
医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
が
中
心
に

な
っ
て
、ど
う
す
れ
ば
元
の
生
活
に
戻
れ
る
か

探
っ
て
い
き
ま
す
。ま
た
、治
療
後
す
ぐ
に
退
院

で
き
な
い
場
合
は
、地
域
包
括
ケ
ア
病
棟
に
移
っ

て
い
た
だ
き
、退
院
準
備
を
進
め
る
体
制
を
整

え
て
い
ま
す
。こ
の
よ
う
に
充
実
し
た
支
援
体
制

●
心
臓
疾
患
の
入
院
治
療
に
欠
か
せ
な
い

の
が
、心
臓
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン（
心
臓
リ
ハ

ビ
リ
）で
あ
る
。こ
れ
は
、運
動
療
法
や
生
活

指
導
を
組
み
合
わ
せ
た
総
合
的
な
活
動
プ

ロ
グ
ラ
ム
で
、患
者
さ
ん
の
生
活
復
帰
と
再

発
防
止
を
支
援
す
る
た
め
に
行
う
も
の
だ
。

●
西
尾
市
民
病
院
で
は
、心
臓
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
指
導
士
の
資
格
を
も
つ
医
師

が
中
心
と
な
っ
て
、心
臓
リ
ハ
ビ
リ
の
取
り

組
み
を
ス
タ
ー
ト
。今
後
さ
ら
に
多
職
種
に

よ
る
チ
ー
ム
を
編
成
し
、本
格
的
に
取
り

組
ん
で
い
く
計
画
で
あ
る
。

も
、当
院
な
ら
で
は
の
特
色
だ
と
思
い
ま
す
」と

田
中
は
話
す
。

　

そ
の
上
で
、田
中
は
今
後
に
向
け
て
、地
域
の

病
診
連
携
に
い
っ
そ
う
力
を
注
い
で
い
く
必
要
性

を
語
る
。「
心
不
全
は
悪
化
と
改
善
を
繰
り
返
す

病
気
で
す
が
、だ
ん
だ
ん
悪
く
な
っ
て
い
く
と
入

退
院
の
間
隔
が
短
く
な
り
、一
回
の
入
院
期
間
も

長
く
な
り
ま
す
。そ
う
な
る
と
、患
者
さ
ん
に
も

ご
家
族
に
も
大
き
な
負
担
に
な
る
の
で
、で
き
る

だ
け
長
く
在
宅
療
養
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な

サ
ポ
ー
ト
体
制
が
必
要
で
す
。幸
い
、こ
の
地
域
に

は
、訪
問
診
療
し
て
く
だ
さ
る
循
環
器
専
門
の
先

生
が
お
ら
れ
、と
て
も
あ
り
が
た
い
と
感
じ
て
い
ま

す
。ま
た
、当
院
で
も
令
和
6
年
4
月
に
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
開
設
し
、在
宅
支
援
の
強
化

に
乗
り
出
し
て
い
ま
す
。今
後
は
訪
問
看
護
と
地

域
の
先
生
方
と
の
協
力
体
制
を
強
化
し
、患
者

さ
ん
の
入
院
治
療
か
ら
在
宅
療
養
ま
で
切
れ
目

な
く
支
え
て
い
き
た
い
で
す
ね
。そ
う
や
っ
て
地
域

の
力
を
結
集
し
、迫
り
来
る
心
不
全
パ
ン
デ
ミ
ッ

ク
に
立
ち
向
か
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」。

田
中
は
力
強
い
口
調
で
そ
う
締
め
く
く
っ
た
。

　

西
尾
市
民
病
院
の
循
環
器
内
科
に
、重
い
呼

吸
苦
と
手
足
の
む
く
み
を
訴
え
る
80
代
の
女
性

が
救
急
搬
送
さ
れ
て
き
た
。女
性
は
息
苦
し
さ

で
動
く
こ
と
も
ま
ま
な
ら
な
い
様
子
で
、田
中
俊

郎
医
師（
副
院
長
兼
診
療
部
長
・
内
科
系
）は
急

い
で
酸
素
投
与
と
利
尿
薬
の
注
射
、そ
し
て
血

液
検
査
を
は
じ
め
、胸
部
Ｘ
線
検
査
、心
臓
超
音

波
検
査
を
指
示
し
た
。血
液
検
査
の
結
果
、心

臓
へ
の
負
担
を
示
す
Ｂ
Ｎ
Ｐ
の
値
が
２
０
０
０
を

超
え
て
お
り（
Ｂ
Ｎ
Ｐ
の
正
常
範
囲
は
18.
4
以

下
）、画
像
検
査
で
も
心
臓
の
肥
大
が
認
め
ら
れ

た
。田
中
は
心
不
全
と
診
断
し
、緊
急
入
院
の
準

備
を
進
め
た
。心
不
全
と
は
わ
か
り
や
す
く
い
う

と
、心
臓
が
血
液
を
送
る
ポ
ン
プ
と
し
て
十
分
に

働
か
な
く
な
っ
た
状
態
で
あ
る
。入
院
後
、苦
し

か
っ
た
呼
吸
が
少
し
落
ち
着
い
た
様
子
を
確
認
し

て
か
ら
、血
圧
と
心
不
全
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る

薬
の
点
滴
治
療
を
開
始
。こ
の
治
療
が
良
く
効

い
て
、女
性
は
次
第
に
体
調
を
取
り
戻
し
て
い
っ

た
。ま
た
、入
院
中
、病
棟
の
看
護
師
、薬
剤
師
、

理
学
療
法
士
な
ど
が
チ
ー
ム
を
組
ん
で
、廃
用
症

候
群（
動
か
さ
な
い
こ
と
に
よ
る
弊
害
）を
予
防

す
る
た
め
に
、体
力
の
維
持
に
努
め
た
。そ
の
甲

斐
も
あ
っ
て
、女
性
は
活
動
性
が
落
ち
る
こ
と
も

な
く
、2
週
間
ほ
ど
で
退
院
。今
も
定
期
的
に
通

院
し
、管
理
栄
養
士
か
ら
栄
養
指
導
を
受
け
て
、

心
不
全
の
再
発
予
防
の
た
め
に
塩
分
の
少
な
い

食
生
活
を
心
掛
け
な
が
ら
、元
気
に
一
人
暮
ら
し

超高齢化社会の進展に伴い
増える高齢者の心不全に対応するために

を
続
け
て
い
る
と
い
う
。

　

こ
の
ケ
ー
ス
を
振
り
返
り
、田
中
は
次
の
よ
う

に
語
る
。「
手
遅
れ
に
な
る
前
に
き
ち
ん
と
点
滴

治
療
で
回
復
で
き
て
、本
当
に
良
か
っ
た
で
す
。ま

た
、入
院
時
に
肺
炎
を
合
併
し
て
い
る
こ
と
も
わ

か
っ
た
の
で
、そ
の
治
療
も
同
時
に
行
い
ま
し
た
。

こ
の
患
者
さ
ん
の
よ
う
に
、心
不
全
を
発
症
す
る

高
齢
の
患
者
さ
ん
は
、心
臓
そ
の
も
の
が
弱
る
だ

け
で
な
く
、感
染
症
、肺
炎
、貧
血
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
疾
患
を
原
因
と
し
て
心
臓
に
負
担
が
掛
か
り
、

心
不
全
を
発
症
す
る
こ
と
も
多
い
ん
で
す
ね
。一

般
に
医
師
の
専
門
分
化
が
進
ん
で
い
る
大
き
な
病

院
で
は
、循
環
器
に
特
化
し
た
診
療
が
行
わ
れ
ま

す
。当
院
で
は
循
環
器
の
医
師
が
あ
る
程
度
、普

段
か
ら
内
科
全
般
を
診
て
い
ま
す
か
ら
、複
数
の

疾
患
を
抱
え
た
患
者
さ
ん
に
対
し
て
も
適
切
に

診
断
し
、必
要
な
治
療
を
提
供
で
き
ま
す
。そ
れ

が
、当
院
の
強
み
の
一
つ
だ
と
自
負
し
て
い
ま
す
」

心
不
全
の
高
齢
患
者
さ
ん
が

救
急
搬
送
さ
れ
て
き
て

退
院
後
の
暮
ら
し
を
見
据
え
、

生
活
復
帰
を
支
援
し
て
い
く
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が重要である。
●普段の疾患管理は在宅診療
を担う医師や訪問看護師が担
い、急性増悪時は病院で入院治
療を行う。そんな連携体制を強化
することで、西尾市では心不全患
者の生活の質を守り、看取りまで
包括的に支えていこうとしている。

地域の医療機関が手を携え、
在宅療養を支える大切さ
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上手な医療の
かかり方をチェック！

お気軽にお問い合わせください。

病院広報WEBマガジン

LINE〈公式〉アカウント

西尾市民病院からの最新TOPICS
や検査・治療・ケアに関する情報などをお届けし
ます。ぜひご覧ください。

病院広報誌「Ciao」のLINE〈公式〉アカウント
を開設しました。QRコードから「友だち追加」を
お願いいたします。
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※掲載事項および内容には、審査がございます。

西尾市民病院、市役所設置の
大型モニターで市民の皆さんに
情報をお届けできます。

地域医療デジタル掲示板 広告募集

企業の皆さま、医療機関・介護施設の皆さま

高齢者骨折センター開設のお知らせ

　西尾市民病院では、2024年4月から「高齢者骨折センター」を開設し、骨折リエゾンサービス（FLS）を開始しました。このサー

ビスでは、骨粗しょう症治療の開始や継続を重視し、整形外科医をはじめ、多職種が連携して骨折・二次骨折を予防し、患者さん

の生活の質向上を図っています。特に大腿骨近位部骨折の患者さんは、寝たきりになる可能性が高いため、手術と並行して骨粗

しょう症治療の必要性と重要性を説明し、治療を行います。また、当院だけでなく地域のかかりつけ医や介護施設と連携しながら、

この地域の骨折予防に努めています。

大腿骨のうち、脚の付け根や股関節に近い部分が骨折することです。骨が弱

くなっている高齢者が転倒等することによって発生します。

大腿骨
頚部骨折 大腿骨

転子部骨折

大腿骨近位部骨折

合同会社プロジェクトリンクト事務局
info@project-linked.com

0563-56-3171（内線2286）

高齢者に多い「大腿骨近位部骨折」とは？

私
た
ち
看
護
師
が

ご
案
内
し
ま
す
！
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の
力
を
結
集
し
、迫
り
来
る
心
不
全
パ
ン
デ
ミ
ッ

ク
に
立
ち
向
か
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」。

田
中
は
力
強
い
口
調
で
そ
う
締
め
く
く
っ
た
。

　

西
尾
市
民
病
院
の
循
環
器
内
科
に
、重
い
呼

吸
苦
と
手
足
の
む
く
み
を
訴
え
る
80
代
の
女
性

が
救
急
搬
送
さ
れ
て
き
た
。女
性
は
息
苦
し
さ

で
動
く
こ
と
も
ま
ま
な
ら
な
い
様
子
で
、田
中
俊

郎
医
師（
副
院
長
兼
診
療
部
長
・
内
科
系
）は
急

い
で
酸
素
投
与
と
利
尿
薬
の
注
射
、そ
し
て
血

液
検
査
を
は
じ
め
、胸
部
Ｘ
線
検
査
、心
臓
超
音

波
検
査
を
指
示
し
た
。血
液
検
査
の
結
果
、心

臓
へ
の
負
担
を
示
す
Ｂ
Ｎ
Ｐ
の
値
が
２
０
０
０
を

超
え
て
お
り（
Ｂ
Ｎ
Ｐ
の
正
常
範
囲
は
18.
4
以

下
）、画
像
検
査
で
も
心
臓
の
肥
大
が
認
め
ら
れ

た
。田
中
は
心
不
全
と
診
断
し
、緊
急
入
院
の
準

備
を
進
め
た
。心
不
全
と
は
わ
か
り
や
す
く
い
う

と
、心
臓
が
血
液
を
送
る
ポ
ン
プ
と
し
て
十
分
に

働
か
な
く
な
っ
た
状
態
で
あ
る
。入
院
後
、苦
し

か
っ
た
呼
吸
が
少
し
落
ち
着
い
た
様
子
を
確
認
し

て
か
ら
、血
圧
と
心
不
全
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る

薬
の
点
滴
治
療
を
開
始
。こ
の
治
療
が
良
く
効

い
て
、女
性
は
次
第
に
体
調
を
取
り
戻
し
て
い
っ

た
。ま
た
、入
院
中
、病
棟
の
看
護
師
、薬
剤
師
、

理
学
療
法
士
な
ど
が
チ
ー
ム
を
組
ん
で
、廃
用
症

候
群（
動
か
さ
な
い
こ
と
に
よ
る
弊
害
）を
予
防

す
る
た
め
に
、体
力
の
維
持
に
努
め
た
。そ
の
甲

斐
も
あ
っ
て
、女
性
は
活
動
性
が
落
ち
る
こ
と
も

な
く
、2
週
間
ほ
ど
で
退
院
。今
も
定
期
的
に
通

院
し
、管
理
栄
養
士
か
ら
栄
養
指
導
を
受
け
て
、

心
不
全
の
再
発
予
防
の
た
め
に
塩
分
の
少
な
い

食
生
活
を
心
掛
け
な
が
ら
、元
気
に
一
人
暮
ら
し

超高齢化社会の進展に伴い
増える高齢者の心不全に対応するために

を
続
け
て
い
る
と
い
う
。

　

こ
の
ケ
ー
ス
を
振
り
返
り
、田
中
は
次
の
よ
う

に
語
る
。「
手
遅
れ
に
な
る
前
に
き
ち
ん
と
点
滴

治
療
で
回
復
で
き
て
、本
当
に
良
か
っ
た
で
す
。ま

た
、入
院
時
に
肺
炎
を
合
併
し
て
い
る
こ
と
も
わ

か
っ
た
の
で
、そ
の
治
療
も
同
時
に
行
い
ま
し
た
。

こ
の
患
者
さ
ん
の
よ
う
に
、心
不
全
を
発
症
す
る

高
齢
の
患
者
さ
ん
は
、心
臓
そ
の
も
の
が
弱
る
だ

け
で
な
く
、感
染
症
、肺
炎
、貧
血
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
疾
患
を
原
因
と
し
て
心
臓
に
負
担
が
掛
か
り
、

心
不
全
を
発
症
す
る
こ
と
も
多
い
ん
で
す
ね
。一

般
に
医
師
の
専
門
分
化
が
進
ん
で
い
る
大
き
な
病

院
で
は
、循
環
器
に
特
化
し
た
診
療
が
行
わ
れ
ま

す
。当
院
で
は
循
環
器
の
医
師
が
あ
る
程
度
、普

段
か
ら
内
科
全
般
を
診
て
い
ま
す
か
ら
、複
数
の

疾
患
を
抱
え
た
患
者
さ
ん
に
対
し
て
も
適
切
に

診
断
し
、必
要
な
治
療
を
提
供
で
き
ま
す
。そ
れ

が
、当
院
の
強
み
の
一
つ
だ
と
自
負
し
て
い
ま
す
」

心
不
全
の
高
齢
患
者
さ
ん
が

救
急
搬
送
さ
れ
て
き
て

退
院
後
の
暮
ら
し
を
見
据
え
、

生
活
復
帰
を
支
援
し
て
い
く

●心不全は再発しやすく、入退院
を繰り返しながら、徐々に悪くなっ
ていく疾患である。再入院を防
ぎ、できる限り在宅で過ごせるよう
に支えるには、地域の医療連携
が重要である。
●普段の疾患管理は在宅診療
を担う医師や訪問看護師が担
い、急性増悪時は病院で入院治
療を行う。そんな連携体制を強化
することで、西尾市では心不全患
者の生活の質を守り、看取りまで
包括的に支えていこうとしている。

地域の医療機関が手を携え、
在宅療養を支える大切さ

心不全診療特集
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地域医療を支える新しい力
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看護師募集中！

〈心不全パンデミック〉という言葉を聞いたことはありますか。これは、高齢の心不全患者さんが大幅に増加す
ることを意味し、西尾市でも危機感が高まっています。今回の特集では、高齢者の心不全に対する治療や地
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上手な医療の
かかり方をチェック！

お気軽にお問い合わせください。

病院広報WEBマガジン

LINE〈公式〉アカウント

西尾市民病院からの最新TOPICS
や検査・治療・ケアに関する情報などをお届けし
ます。ぜひご覧ください。

病院広報誌「Ciao」のLINE〈公式〉アカウント
を開設しました。QRコードから「友だち追加」を
お願いいたします。

こちらから

お問い
合わせ先

西尾市民病院 事務部 管理課 職員担当

安
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し
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サ
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あ
り
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す
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※掲載事項および内容には、審査がございます。

西尾市民病院、市役所設置の
大型モニターで市民の皆さんに
情報をお届けできます。

地域医療デジタル掲示板 広告募集

企業の皆さま、医療機関・介護施設の皆さま

高齢者骨折センター開設のお知らせ

　西尾市民病院では、2024年4月から「高齢者骨折センター」を開設し、骨折リエゾンサービス（FLS）を開始しました。このサー

ビスでは、骨粗しょう症治療の開始や継続を重視し、整形外科医をはじめ、多職種が連携して骨折・二次骨折を予防し、患者さん

の生活の質向上を図っています。特に大腿骨近位部骨折の患者さんは、寝たきりになる可能性が高いため、手術と並行して骨粗

しょう症治療の必要性と重要性を説明し、治療を行います。また、当院だけでなく地域のかかりつけ医や介護施設と連携しながら、

この地域の骨折予防に努めています。

大腿骨のうち、脚の付け根や股関節に近い部分が骨折することです。骨が弱

くなっている高齢者が転倒等することによって発生します。

大腿骨
頚部骨折 大腿骨

転子部骨折

大腿骨近位部骨折

合同会社プロジェクトリンクト事務局
info@project-linked.com

0563-56-3171（内線2286）

高齢者に多い「大腿骨近位部骨折」とは？

私
た
ち
看
護
師
が

ご
案
内
し
ま
す
！
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こちらから

心不全パンデミックに
地域で立ち向かう

心不全パンデミックに
地域で立ち向かう

心不全診療特集

　

世
界
で
も
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の
超
高
齢
化
社
会
に

あ
る
日
本
で
は
、近
年
、心
不
全
を
患
う
人
が
急

増
。と
く
に
、愛
知
県
下
で
も
高
齢
化
率
の
高
い

西
尾
市
で
は
、心
不
全
患
者
の
多
い
状
態
が
こ
こ

数
年
続
い
て
い
る
。こ
の
よ
う
に
高
齢
の
心
不
全

患
者
が
大
幅
に
増
加
す
る
こ
と
を〈
心
不
全
パ
ン

デ
ミ
ッ
ク
〉と
い
う
が
、ま
さ
に
西
尾
市
で
は
今

後
、そ
の
状
態
を
迎
え
る
可
能
性
が
高
い
。心
不

全
患
者
の
ケ
ア
で
課
題
と
な
る
の
が
、退
院
支

援
で
あ
る
。「
高
齢
患
者
さ
ん
の
場
合
、老
老
介

護
の
ご
夫
婦
や
、一
人
暮
ら
し
の
方
も
多
く
、退

院
支
援
が
重
要
に
な
り
ま
す
。当
院
で
は
入
院

早
期
か
ら
患
者
さ
ん
の
背
景
を
し
っ
か
り
把
握
。

看
護
師
や
医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
が
中
心
に

な
っ
て
、ど
う
す
れ
ば
元
の
生
活
に
戻
れ
る
か

探
っ
て
い
き
ま
す
。ま
た
、治
療
後
す
ぐ
に
退
院

で
き
な
い
場
合
は
、地
域
包
括
ケ
ア
病
棟
に
移
っ

て
い
た
だ
き
、退
院
準
備
を
進
め
る
体
制
を
整

え
て
い
ま
す
。こ
の
よ
う
に
充
実
し
た
支
援
体
制

●
心
臓
疾
患
の
入
院
治
療
に
欠
か
せ
な
い

の
が
、心
臓
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン（
心
臓
リ
ハ

ビ
リ
）で
あ
る
。こ
れ
は
、運
動
療
法
や
生
活

指
導
を
組
み
合
わ
せ
た
総
合
的
な
活
動
プ

ロ
グ
ラ
ム
で
、患
者
さ
ん
の
生
活
復
帰
と
再

発
防
止
を
支
援
す
る
た
め
に
行
う
も
の
だ
。

●
西
尾
市
民
病
院
で
は
、心
臓
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
指
導
士
の
資
格
を
も
つ
医
師

が
中
心
と
な
っ
て
、心
臓
リ
ハ
ビ
リ
の
取
り

組
み
を
ス
タ
ー
ト
。今
後
さ
ら
に
多
職
種
に

よ
る
チ
ー
ム
を
編
成
し
、本
格
的
に
取
り

組
ん
で
い
く
計
画
で
あ
る
。

も
、当
院
な
ら
で
は
の
特
色
だ
と
思
い
ま
す
」と

田
中
は
話
す
。

　

そ
の
上
で
、田
中
は
今
後
に
向
け
て
、地
域
の

病
診
連
携
に
い
っ
そ
う
力
を
注
い
で
い
く
必
要
性

を
語
る
。「
心
不
全
は
悪
化
と
改
善
を
繰
り
返
す

病
気
で
す
が
、だ
ん
だ
ん
悪
く
な
っ
て
い
く
と
入

退
院
の
間
隔
が
短
く
な
り
、一
回
の
入
院
期
間
も

長
く
な
り
ま
す
。そ
う
な
る
と
、患
者
さ
ん
に
も

ご
家
族
に
も
大
き
な
負
担
に
な
る
の
で
、で
き
る

だ
け
長
く
在
宅
療
養
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な

サ
ポ
ー
ト
体
制
が
必
要
で
す
。幸
い
、こ
の
地
域
に

は
、訪
問
診
療
し
て
く
だ
さ
る
循
環
器
専
門
の
先

生
が
お
ら
れ
、と
て
も
あ
り
が
た
い
と
感
じ
て
い
ま

す
。ま
た
、当
院
で
も
令
和
6
年
4
月
に
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
開
設
し
、在
宅
支
援
の
強
化

に
乗
り
出
し
て
い
ま
す
。今
後
は
訪
問
看
護
と
地

域
の
先
生
方
と
の
協
力
体
制
を
強
化
し
、患
者

さ
ん
の
入
院
治
療
か
ら
在
宅
療
養
ま
で
切
れ
目

な
く
支
え
て
い
き
た
い
で
す
ね
。そ
う
や
っ
て
地
域

の
力
を
結
集
し
、迫
り
来
る
心
不
全
パ
ン
デ
ミ
ッ

ク
に
立
ち
向
か
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」。

田
中
は
力
強
い
口
調
で
そ
う
締
め
く
く
っ
た
。
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の
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点
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の
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が
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く
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て
、女
性
は
次
第
に
体
調
を
取
り
戻
し
て
い
っ

た
。ま
た
、入
院
中
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の
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、
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な
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が
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用
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い
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と
に
よ
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弊
害
）を
予
防

す
る
た
め
に
、体
力
の
維
持
に
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た
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の
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て
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性
は
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が
落
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こ
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な
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週
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ほ
ど
で
退
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に
通
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こ
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院
で
は
、循
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器
に
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化
し
た
診
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が
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れ
ま

す
。当
院
で
は
循
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器
の
医
師
が
あ
る
程
度
、普

段
か
ら
内
科
全
般
を
診
て
い
ま
す
か
ら
、複
数
の

疾
患
を
抱
え
た
患
者
さ
ん
に
対
し
て
も
適
切
に

診
断
し
、必
要
な
治
療
を
提
供
で
き
ま
す
。そ
れ

が
、当
院
の
強
み
の
一
つ
だ
と
自
負
し
て
い
ま
す
」

心
不
全
の
高
齢
患
者
さ
ん
が

救
急
搬
送
さ
れ
て
き
て

退
院
後
の
暮
ら
し
を
見
据
え
、

生
活
復
帰
を
支
援
し
て
い
く

●心不全は再発しやすく、入退院
を繰り返しながら、徐々に悪くなっ
ていく疾患である。再入院を防
ぎ、できる限り在宅で過ごせるよう
に支えるには、地域の医療連携
が重要である。
●普段の疾患管理は在宅診療
を担う医師や訪問看護師が担
い、急性増悪時は病院で入院治
療を行う。そんな連携体制を強化
することで、西尾市では心不全患
者の生活の質を守り、看取りまで
包括的に支えていこうとしている。

地域の医療機関が手を携え、
在宅療養を支える大切さ

心不全診療特集

Cure 病気のおはなし
Cure 治療のおはなし
地域医療を支える新しい力
地域医療の豆知識
NEWS & TOPICS

看護師募集中！

〈心不全パンデミック〉という言葉を聞いたことはありますか。これは、高齢の心不全患者さんが大幅に増加す
ることを意味し、西尾市でも危機感が高まっています。今回の特集では、高齢者の心不全に対する治療や地

域連携のあり方について紹介しています。ぜひご一読いただき、ご家族皆さまの健康づくりにお役立てください。中日新聞リンクト タイアップ
〒445-8510 愛知県西尾市熊味町上泡原6番地
TEL 0563-56-3171（代表）  URL https://hospital.city.nishio.aichi.jp/

発行責任者／院長  禰宜田 政隆
発　行／西尾市民病院
記事提供／中日新聞広告局
編集協力／プロジェクトリンクト事務局
発行日／2024年0月00日

上手な医療の
かかり方をチェック！

お気軽にお問い合わせください。

病院広報WEBマガジン

LINE〈公式〉アカウント

西尾市民病院からの最新TOPICS
や検査・治療・ケアに関する情報などをお届けし
ます。ぜひご覧ください。

病院広報誌「Ciao」のLINE〈公式〉アカウント
を開設しました。QRコードから「友だち追加」を
お願いいたします。

こちらから

お問い
合わせ先

西尾市民病院 事務部 管理課 職員担当

安
心
し
て
働
け
る

サ
ポ
ー
ト
が
あ
り
ま
す
。
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※掲載事項および内容には、審査がございます。

西尾市民病院、市役所設置の
大型モニターで市民の皆さんに
情報をお届けできます。

地域医療デジタル掲示板 広告募集

企業の皆さま、医療機関・介護施設の皆さま

高齢者骨折センター開設のお知らせ

　西尾市民病院では、2024年4月から「高齢者骨折センター」を開設し、骨折リエゾンサービス（FLS）を開始しました。このサー

ビスでは、骨粗しょう症治療の開始や継続を重視し、整形外科医をはじめ、多職種が連携して骨折・二次骨折を予防し、患者さん

の生活の質向上を図っています。特に大腿骨近位部骨折の患者さんは、寝たきりになる可能性が高いため、手術と並行して骨粗

しょう症治療の必要性と重要性を説明し、治療を行います。また、当院だけでなく地域のかかりつけ医や介護施設と連携しながら、

この地域の骨折予防に努めています。

大腿骨のうち、脚の付け根や股関節に近い部分が骨折することです。骨が弱

くなっている高齢者が転倒等することによって発生します。

大腿骨
頚部骨折 大腿骨

転子部骨折

大腿骨近位部骨折

合同会社プロジェクトリンクト事務局
info@project-linked.com

0563-56-3171（内線2286）

高齢者に多い「大腿骨近位部骨折」とは？

私
た
ち
看
護
師
が

ご
案
内
し
ま
す
！



初期（一次）・二次・三次の３段階に分かれ、
緊急性の高い事故によるけがや、
病状の急変に対応しています
　救急外来とは、事故や病状の急変など、緊急性の高い状況に対応する

ための外来です。緊急時に迅速かつ適切な医療を受けられる場所として、

非常に重要な役割を果たしています。

　具体的には、救急外来を設置している病院や診療所は、都道府県知事

によって「救急医療機関」として認定されています。この認定は、患者さん

の重症度に応じて、以下の3段階に

分けられています。①初期（一次）救

急医療機関／入院治療の必要がな

く、帰宅可能な患者さんへの対応機

関（医師会単位で在宅当番医制）　

②二次救急医療機関／入院治療を

必要とする重症患者への対応機関（病院群輪番方式と共同利用型病院

方式）　③三次救急医療機関／二次救急医療機関では対応できない高

度な処置が必要な重篤患者への対応機関（救命救急センター）です。

　地域の救急医療体制は、診療所、医師会、病院、救急隊が一丸となって

支えています。特に高齢化が進む現代では、救急患者が増加することが予

測されており、皆さんの適切な利用がますます重要になってきています。

　西尾市民病院は、二次救急病院として地域の重要

な役割を担っています。主に入院が必要な患者さんを

対象としていますが、より高度な医療が求められる場合

には、三次救急医療機関への紹介や搬送も行っていま

す。このため、内科と外科の医師各1名、研修医、看護

師をはじめとする医療スタッフが24時間体制で救急外

来に対応しています。

　救急車での搬送件数は年間3,000件から4,000件に

上り、年々増加しています。搬送される患者さんの中では、

高齢者の転倒による骨折が多く見られます。内科的に

は、肺炎や新型コロナウイルスによる発熱の患者さんが

多い傾向にあります。特に寒い時期には、急性心筋梗塞

救急医療は地域の資産。皆さんと一緒に守り続けていきたいと考えます

西尾市民病院では

や心不全の患者さんも一定数搬送されてきます。

　救急医療において大切なのは、助けられる命を助ける

ために、地域の皆さん一人一人が、救急を適切に利用し

ていただくことです。軽症で救急車を呼ばれる方がいる一

方で、くも膜下出血や心筋梗塞を発症しながらも、自力で

救急外来に来られる方もいます。万が一の際に、ご自身で

歩けるかどうか、頼れる家族が近くにいるかどうかなどを普

段から考えていただき、地域の貴重

な資源である救急医療を、皆さんと

共に守り続けていければと思います。

救急外来 副主任
村田悟生（救急看護認定看護師）

対談企画

初期臨床研修医

看護師

病気
の

おはなし

治療
の

おはなし

　心不全の症状はむくみや息切れですが、多くの人が「年のせいだから」と放っておいて、気

付いたら心不全がかなり進行している場合もあります。また、むくみ、息切れなども、ある程度病

状が進んだ段階で出てくるもので、最初は症状が全く現れないことも多くあります。そうした早

期心不全を発見するために大切なのは、定期的な健康診断です。たとえば、レントゲンで心臓

がちょっと大きくなっていたり、心電図で異常が見つかったり、聴診で心雑音が聞こえたりする

と、心臓の病気が疑われ「要精査」になります。しかし、患者さんの中には「要精査」でも症状

がないため、そのまま放置される方も結構いらっしゃいます。受診時には、すでにかなり悪化して

いることも多く、そうならないためにも定期的な健診と病院受診を心掛けてほしいと思います。

初期臨床研修医（２年目）
増田尚人（ますだ なおと）

愛知県刈谷市出身。人の役に立つ仕事をし
たい。そう思い医師になろうと決めました。

新人看護師（２年目）
稲垣美咲（いながき みさき）

愛知県安城市出身。家族や知人に何かあっ
たときに役に立てばと、この道を選びました。

患者さんに寄り添い歩むプロフェッショナルをめざす

救急外来
テーマ

　心臓のポンプには、血液を送り出す

「収縮機能」と、全身から戻ってきた血

液を取り込む「拡張機能」があります。

ひと昔前は、主に収縮機能が弱ること

で心不全が起こるとされていました。し

かし、今は心臓（左心室）が硬く、広が

りにくくなり、血液が戻りづらくなるため

に、心不全が起こることもわかってきま

した。これは「拡張機能障害」といわれ

るもので、高齢者に多く見られます。

　心不全の診断は、血液検査、心エ

コー検査などを組み合わせて行いま

す。血液検査では、心臓の負担のかか

り具合を調べ、心エコー検査では、心

肥大があるかどうか、すなわち「拡張機

能障害」の有無について確認できま

増田　僕は初期臨床研修医２年目で、各診療科と救急外

来で勤務しています。その中で感じることは、教科書で学ぶこ

とと医療現場で行うことは、違いがあるということです。患者

さんが望んでいたり、落ち着いていただいたりするために、可

能な範囲で、その気持ちに寄り添った行為があるということ。

救急外来で、多くの患者さんに接していて日々痛感していま

す。１年目は、そういった医療現場だからこその対応を学んだ

気がします。

稲垣　患者さんに寄り添うことの大切さは、私も強く感じてい

ます。以前、がん末期の入院患者さんがいらして、何度もナー

スコールをされて、「苦しい」っておっしゃるんです。あるとき、

「何度も呼んでごめんね。いつも来てくれてありがとう。感謝

してるよ」と言われて…。残念ながら次の日にお亡くなりにな

りました。病室を訪れても、長い時間いたわけではないのです

が、少しはお役に立ったような気がします。

す。このほか、不整脈が疑われる場合

は24時間の心電図、1週間連続のホ

ルター心電図などを行います。

　心不全の治療は薬物療法が基本に

なります。近年、薬物の進歩はめざまし

く、診療ガイドラインに基づく標準的治

療として４種類の薬が定められていて、

素晴らしい４種類という意味を込めて、

「ファンタスティック４」と呼ばれていま

定期的な健診で、早期に心不全を見つけましょう

テーマ テーマ

稲垣　もっと知識を身に付けて、患者さんのためになる行動

を、自分から伝えることができる看護師になりたいと思ってい

ます。たとえ短い時間の中での関わりでも、必要な情報をき

ちんと見極めて、自分で対応できるようにキャリアを積んでい

きたいですね。増田先生はいかがですか？　もうご自分の専

門を決めているんですか？

増田　僕は耳鼻咽喉科に進もうと決めています。一般的に

はイメージが持ちにくい診療科かもしれませんが、小児の中

耳炎はもちろん、メニエール病をはじめ内科的な管理が必要

な病気、高齢者の難聴、CPAP（シーパップ：持続陽圧呼吸

療法）や頭頚部手術、がんなど多岐にわたる分野なんです。

稲垣　内科と外科の要素もあるし、対象年齢も幅広いですね。

増田　地域に根付き、少しでも患者さんの力になりたいですね。

稲垣　はい。私もそうしたプロフェッショナルを目指します！

増田　一緒に頑張りましょう！

地域医療を担っていく医
師を目指し

て、さまざまな経験を積み
たいです。

病気の発見につながるほどの傾聴能力を身に付け、日々 の看護に生かしたいです。

これからどのようなプロフェッショナルを
目指していきますか？

副院長兼診療部長(内科系)
田中 俊郎

心臓のポンプの機能が衰え、
ちゃんと働かなくなり、必要な
血液を全身に送れなくなります

抗がん剤を飲み薬や注射、
点滴などで投与する治療法。
全身に作用する特徴があります

高齢者に多く見られる
拡張機能障害による心不全

進化のめざましい薬物療法。
心臓を薬でしっかり保護

２人とも当院で２年目に入りますが、
印象に残っている出来事はありますか？

心不全 抗がん剤治療

す。当院では、患者さんの病状に合わ

せ、この4種類を組み合わせて適切な

処方をしています。

〈ファンタスティック４〉

①βブロッカー（β遮断薬）：心臓の負担

を軽減する薬

②ＡRＮＩ（アーニ／アンジオテンシン受

容体ネプリライシン阻害薬）：心臓を

保護する薬

③ＳＧＬＴ２阻害薬：心臓、腎臓を保護す

る薬

④ＭＲＡ（ミネラルコルチコイド受容体

拮抗薬）：心臓を保護する薬

　当院では、抗がん剤治療を外来と入院のどちらでも受けることができ、患者さんの症状

や状態、ご希望、年齢、そしてご家族の状況を考慮して選択できます。治療は医師一人で

はなく、看護師をはじめとするさまざまな専門職がチームとなって、患者さん一人一人をしっ

かりとサポートします。当院には、私を含めて3名のがん薬物療法認定薬剤師が勤務して

おり、抗がん剤に関する説明や、治療前の副作用チェック、副作用をできるだけ軽減する

ためのアドバイス、自宅で困ったときの対処法などをお伝えしています。また、患者さんのお

気持ちを大切にするため、必要に応じて個室でお話を伺うなど、丁寧な対応を心掛けてい

ます。少しでも不安や疑問がありましたら、どうぞ遠慮せず、いつでもご相談ください。

　抗がん剤治療とは、飲み薬や注射

などにより、抗がん剤を投与して行う

がんの治療法です。局所的な治療法

である手術、放射線療法と異なり、全

身に作用する特徴を持ち、効果として

は、がん細胞の縮小、進行の抑制、

がんの増殖を抑える、がんによる症状

の緩和、延命効果などが期待されてい

ます。

　また、薬物療法にはいくつかの方法

があります。従来の抗がん剤を用いた

化学療法。がん細胞の増殖に関わる

タンパク質や、栄養を運ぶ血管を標

的にしてがんを攻撃する分子標的療

法。がんの増殖を促進するホルモンの

分泌や働きを妨げる内分泌療法（ホ

ルモン療法）。そして免疫本来の力を

利用してがんを攻撃する免疫療法な

どです。

　抗がん剤治療には副作用のイメー

ジが強いかもしれませんが、副作用に

対する治療法も進歩しています。完全

に副作用がなくなるわけではありません

が、副作用として現れる症状を和らげる

ための支持療法が進化しています。ま

た、ある程度の副作用は予測でき、そ

の対処法によって症状を軽減すること

も可能です。もし強い副作用が現れた

場合は、その症状を抑える治療や、副

作用そのものへの治療を並行して行い

ながら、抗がん剤治療を進めることがで

きます。医師をはじめとする医療スタッ

フが、しっかりと患者さんを支えていく体

制が整っています。

がん細胞の縮小、進行の抑制、
症状の緩和などが期待できる

副作用に対する治療も進歩し、
対処方法により軽減も可能

薬剤室 副主任　
宮本 拓人

（がん薬物療法認定薬剤師）

患者さんのお気持ちを第一に、より良い治療をめざします

医

師か
らのメッセージ 私た

ちが支援します

今回は

〈救急外来〉について

学びましょう

私
た
ち
の

仲
間
を
ご
紹
介
。

治療の
メリットは？

先生、
教えて！

適正受診① 気軽に相談できるかかりつけ医を持ちましょう。 適正受診② 体の不調を感じたら早期受診しましょう。 適正受診③ 同じ病気で複数の医療機関を受診するのはやめましょう。 適正受診④ 緊急時は迷わず119番を。緊急以外の休日や夜間の受診は避けましょう。



初期（一次）・二次・三次の３段階に分かれ、
緊急性の高い事故によるけがや、
病状の急変に対応しています
　救急外来とは、事故や病状の急変など、緊急性の高い状況に対応する

ための外来です。緊急時に迅速かつ適切な医療を受けられる場所として、

非常に重要な役割を果たしています。

　具体的には、救急外来を設置している病院や診療所は、都道府県知事

によって「救急医療機関」として認定されています。この認定は、患者さん

の重症度に応じて、以下の3段階に

分けられています。①初期（一次）救

急医療機関／入院治療の必要がな

く、帰宅可能な患者さんへの対応機

関（医師会単位で在宅当番医制）　

②二次救急医療機関／入院治療を

必要とする重症患者への対応機関（病院群輪番方式と共同利用型病院

方式）　③三次救急医療機関／二次救急医療機関では対応できない高

度な処置が必要な重篤患者への対応機関（救命救急センター）です。

　地域の救急医療体制は、診療所、医師会、病院、救急隊が一丸となって

支えています。特に高齢化が進む現代では、救急患者が増加することが予

測されており、皆さんの適切な利用がますます重要になってきています。

　西尾市民病院は、二次救急病院として地域の重要

な役割を担っています。主に入院が必要な患者さんを

対象としていますが、より高度な医療が求められる場合

には、三次救急医療機関への紹介や搬送も行っていま

す。このため、内科と外科の医師各1名、研修医、看護

師をはじめとする医療スタッフが24時間体制で救急外

来に対応しています。

　救急車での搬送件数は年間3,000件から4,000件に

上り、年々増加しています。搬送される患者さんの中では、

高齢者の転倒による骨折が多く見られます。内科的に

は、肺炎や新型コロナウイルスによる発熱の患者さんが

多い傾向にあります。特に寒い時期には、急性心筋梗塞

救急医療は地域の資産。皆さんと一緒に守り続けていきたいと考えます

西尾市民病院では

や心不全の患者さんも一定数搬送されてきます。

　救急医療において大切なのは、助けられる命を助ける

ために、地域の皆さん一人一人が、救急を適切に利用し

ていただくことです。軽症で救急車を呼ばれる方がいる一

方で、くも膜下出血や心筋梗塞を発症しながらも、自力で

救急外来に来られる方もいます。万が一の際に、ご自身で

歩けるかどうか、頼れる家族が近くにいるかどうかなどを普

段から考えていただき、地域の貴重

な資源である救急医療を、皆さんと

共に守り続けていければと思います。

救急外来 副主任
村田悟生（救急看護認定看護師）

対談企画

初期臨床研修医

看護師

病気
の

おはなし

治療
の

おはなし

　心不全の症状はむくみや息切れですが、多くの人が「年のせいだから」と放っておいて、気

付いたら心不全がかなり進行している場合もあります。また、むくみ、息切れなども、ある程度病

状が進んだ段階で出てくるもので、最初は症状が全く現れないことも多くあります。そうした早

期心不全を発見するために大切なのは、定期的な健康診断です。たとえば、レントゲンで心臓

がちょっと大きくなっていたり、心電図で異常が見つかったり、聴診で心雑音が聞こえたりする

と、心臓の病気が疑われ「要精査」になります。しかし、患者さんの中には「要精査」でも症状

がないため、そのまま放置される方も結構いらっしゃいます。受診時には、すでにかなり悪化して

いることも多く、そうならないためにも定期的な健診と病院受診を心掛けてほしいと思います。

初期臨床研修医（２年目）
増田尚人（ますだ なおと）

愛知県刈谷市出身。人の役に立つ仕事をし
たい。そう思い医師になろうと決めました。

新人看護師（２年目）
稲垣美咲（いながき みさき）

愛知県安城市出身。家族や知人に何かあっ
たときに役に立てばと、この道を選びました。

患者さんに寄り添い歩むプロフェッショナルをめざす

救急外来
テーマ

　心臓のポンプには、血液を送り出す

「収縮機能」と、全身から戻ってきた血

液を取り込む「拡張機能」があります。

ひと昔前は、主に収縮機能が弱ること

で心不全が起こるとされていました。し

かし、今は心臓（左心室）が硬く、広が

りにくくなり、血液が戻りづらくなるため

に、心不全が起こることもわかってきま

した。これは「拡張機能障害」といわれ

るもので、高齢者に多く見られます。

　心不全の診断は、血液検査、心エ

コー検査などを組み合わせて行いま

す。血液検査では、心臓の負担のかか

り具合を調べ、心エコー検査では、心

肥大があるかどうか、すなわち「拡張機

能障害」の有無について確認できま

増田　僕は初期臨床研修医２年目で、各診療科と救急外

来で勤務しています。その中で感じることは、教科書で学ぶこ

とと医療現場で行うことは、違いがあるということです。患者

さんが望んでいたり、落ち着いていただいたりするために、可

能な範囲で、その気持ちに寄り添った行為があるということ。

救急外来で、多くの患者さんに接していて日々痛感していま

す。１年目は、そういった医療現場だからこその対応を学んだ

気がします。

稲垣　患者さんに寄り添うことの大切さは、私も強く感じてい

ます。以前、がん末期の入院患者さんがいらして、何度もナー

スコールをされて、「苦しい」っておっしゃるんです。あるとき、

「何度も呼んでごめんね。いつも来てくれてありがとう。感謝

してるよ」と言われて…。残念ながら次の日にお亡くなりにな

りました。病室を訪れても、長い時間いたわけではないのです

が、少しはお役に立ったような気がします。

す。このほか、不整脈が疑われる場合

は24時間の心電図、1週間連続のホ

ルター心電図などを行います。

　心不全の治療は薬物療法が基本に

なります。近年、薬物の進歩はめざまし

く、診療ガイドラインに基づく標準的治

療として４種類の薬が定められていて、

素晴らしい４種類という意味を込めて、

「ファンタスティック４」と呼ばれていま

定期的な健診で、早期に心不全を見つけましょう

テーマ テーマ

稲垣　もっと知識を身に付けて、患者さんのためになる行動

を、自分から伝えることができる看護師になりたいと思ってい

ます。たとえ短い時間の中での関わりでも、必要な情報をき

ちんと見極めて、自分で対応できるようにキャリアを積んでい

きたいですね。増田先生はいかがですか？　もうご自分の専

門を決めているんですか？

増田　僕は耳鼻咽喉科に進もうと決めています。一般的に

はイメージが持ちにくい診療科かもしれませんが、小児の中

耳炎はもちろん、メニエール病をはじめ内科的な管理が必要

な病気、高齢者の難聴、CPAP（シーパップ：持続陽圧呼吸

療法）や頭頚部手術、がんなど多岐にわたる分野なんです。

稲垣　内科と外科の要素もあるし、対象年齢も幅広いですね。

増田　地域に根付き、少しでも患者さんの力になりたいですね。

稲垣　はい。私もそうしたプロフェッショナルを目指します！

増田　一緒に頑張りましょう！

地域医療を担っていく医
師を目指し

て、さまざまな経験を積み
たいです。

病気の発見につながるほどの傾聴能力を身に付け、日々 の看護に生かしたいです。

これからどのようなプロフェッショナルを
目指していきますか？

副院長兼診療部長(内科系)
田中 俊郎

心臓のポンプの機能が衰え、
ちゃんと働かなくなり、必要な
血液を全身に送れなくなります

抗がん剤を飲み薬や注射、
点滴などで投与する治療法。
全身に作用する特徴があります

高齢者に多く見られる
拡張機能障害による心不全

進化のめざましい薬物療法。
心臓を薬でしっかり保護

２人とも当院で２年目に入りますが、
印象に残っている出来事はありますか？

心不全 抗がん剤治療

す。当院では、患者さんの病状に合わ

せ、この4種類を組み合わせて適切な

処方をしています。

〈ファンタスティック４〉

①βブロッカー（β遮断薬）：心臓の負担

を軽減する薬

②ＡRＮＩ（アーニ／アンジオテンシン受

容体ネプリライシン阻害薬）：心臓を

保護する薬

③ＳＧＬＴ２阻害薬：心臓、腎臓を保護す

る薬

④ＭＲＡ（ミネラルコルチコイド受容体

拮抗薬）：心臓を保護する薬

　当院では、抗がん剤治療を外来と入院のどちらでも受けることができ、患者さんの症状

や状態、ご希望、年齢、そしてご家族の状況を考慮して選択できます。治療は医師一人で

はなく、看護師をはじめとするさまざまな専門職がチームとなって、患者さん一人一人をしっ

かりとサポートします。当院には、私を含めて3名のがん薬物療法認定薬剤師が勤務して

おり、抗がん剤に関する説明や、治療前の副作用チェック、副作用をできるだけ軽減する

ためのアドバイス、自宅で困ったときの対処法などをお伝えしています。また、患者さんのお

気持ちを大切にするため、必要に応じて個室でお話を伺うなど、丁寧な対応を心掛けてい

ます。少しでも不安や疑問がありましたら、どうぞ遠慮せず、いつでもご相談ください。

　抗がん剤治療とは、飲み薬や注射

などにより、抗がん剤を投与して行う

がんの治療法です。局所的な治療法

である手術、放射線療法と異なり、全

身に作用する特徴を持ち、効果として

は、がん細胞の縮小、進行の抑制、

がんの増殖を抑える、がんによる症状

の緩和、延命効果などが期待されてい

ます。

　また、薬物療法にはいくつかの方法

があります。従来の抗がん剤を用いた

化学療法。がん細胞の増殖に関わる

タンパク質や、栄養を運ぶ血管を標

的にしてがんを攻撃する分子標的療

法。がんの増殖を促進するホルモンの

分泌や働きを妨げる内分泌療法（ホ

ルモン療法）。そして免疫本来の力を

利用してがんを攻撃する免疫療法な

どです。

　抗がん剤治療には副作用のイメー

ジが強いかもしれませんが、副作用に

対する治療法も進歩しています。完全

に副作用がなくなるわけではありません

が、副作用として現れる症状を和らげる

ための支持療法が進化しています。ま

た、ある程度の副作用は予測でき、そ

の対処法によって症状を軽減すること

も可能です。もし強い副作用が現れた

場合は、その症状を抑える治療や、副

作用そのものへの治療を並行して行い

ながら、抗がん剤治療を進めることがで

きます。医師をはじめとする医療スタッ

フが、しっかりと患者さんを支えていく体

制が整っています。

がん細胞の縮小、進行の抑制、
症状の緩和などが期待できる

副作用に対する治療も進歩し、
対処方法により軽減も可能

薬剤室 副主任　
宮本 拓人

（がん薬物療法認定薬剤師）

患者さんのお気持ちを第一に、より良い治療をめざします

医

師か
らのメッセージ 私た

ちが支援します

今回は

〈救急外来〉について

学びましょう

私
た
ち
の

仲
間
を
ご
紹
介
。

治療の
メリットは？

先生、
教えて！

適正受診① 気軽に相談できるかかりつけ医を持ちましょう。 適正受診② 体の不調を感じたら早期受診しましょう。 適正受診③ 同じ病気で複数の医療機関を受診するのはやめましょう。 適正受診④ 緊急時は迷わず119番を。緊急以外の休日や夜間の受診は避けましょう。
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テーマ テーマ

稲垣　もっと知識を身に付けて、患者さんのためになる行動

を、自分から伝えることができる看護師になりたいと思ってい

ます。たとえ短い時間の中での関わりでも、必要な情報をき

ちんと見極めて、自分で対応できるようにキャリアを積んでい

きたいですね。増田先生はいかがですか？　もうご自分の専

門を決めているんですか？

増田　僕は耳鼻咽喉科に進もうと決めています。一般的に

はイメージが持ちにくい診療科かもしれませんが、小児の中

耳炎はもちろん、メニエール病をはじめ内科的な管理が必要

な病気、高齢者の難聴、CPAP（シーパップ：持続陽圧呼吸

療法）や頭頚部手術、がんなど多岐にわたる分野なんです。

稲垣　内科と外科の要素もあるし、対象年齢も幅広いですね。

増田　地域に根付き、少しでも患者さんの力になりたいですね。

稲垣　はい。私もそうしたプロフェッショナルを目指します！

増田　一緒に頑張りましょう！

地域医療を担っていく医
師を目指し

て、さまざまな経験を積み
たいです。

病気の発見につながるほどの傾聴能力を身に付け、日々 の看護に生かしたいです。

これからどのようなプロフェッショナルを
目指していきますか？

副院長兼診療部長(内科系)
田中 俊郎

心臓のポンプの機能が衰え、
ちゃんと働かなくなり、必要な
血液を全身に送れなくなります

抗がん剤を飲み薬や注射、
点滴などで投与する治療法。
全身に作用する特徴があります

高齢者に多く見られる
拡張機能障害による心不全

進化のめざましい薬物療法。
心臓を薬でしっかり保護

２人とも当院で２年目に入りますが、
印象に残っている出来事はありますか？

心不全 抗がん剤治療

す。当院では、患者さんの病状に合わ

せ、この4種類を組み合わせて適切な

処方をしています。

〈ファンタスティック４〉

①βブロッカー（β遮断薬）：心臓の負担

を軽減する薬

②ＡRＮＩ（アーニ／アンジオテンシン受

容体ネプリライシン阻害薬）：心臓を

保護する薬

③ＳＧＬＴ２阻害薬：心臓、腎臓を保護す

る薬

④ＭＲＡ（ミネラルコルチコイド受容体

拮抗薬）：心臓を保護する薬

　当院では、抗がん剤治療を外来と入院のどちらでも受けることができ、患者さんの症状

や状態、ご希望、年齢、そしてご家族の状況を考慮して選択できます。治療は医師一人で

はなく、看護師をはじめとするさまざまな専門職がチームとなって、患者さん一人一人をしっ

かりとサポートします。当院には、私を含めて3名のがん薬物療法認定薬剤師が勤務して

おり、抗がん剤に関する説明や、治療前の副作用チェック、副作用をできるだけ軽減する

ためのアドバイス、自宅で困ったときの対処法などをお伝えしています。また、患者さんのお

気持ちを大切にするため、必要に応じて個室でお話を伺うなど、丁寧な対応を心掛けてい

ます。少しでも不安や疑問がありましたら、どうぞ遠慮せず、いつでもご相談ください。

　抗がん剤治療とは、飲み薬や注射

などにより、抗がん剤を投与して行う

がんの治療法です。局所的な治療法

である手術、放射線療法と異なり、全

身に作用する特徴を持ち、効果として

は、がん細胞の縮小、進行の抑制、

がんの増殖を抑える、がんによる症状

の緩和、延命効果などが期待されてい

ます。

　また、薬物療法にはいくつかの方法

があります。従来の抗がん剤を用いた

化学療法。がん細胞の増殖に関わる

タンパク質や、栄養を運ぶ血管を標

的にしてがんを攻撃する分子標的療

法。がんの増殖を促進するホルモンの

分泌や働きを妨げる内分泌療法（ホ

ルモン療法）。そして免疫本来の力を

利用してがんを攻撃する免疫療法な

どです。

　抗がん剤治療には副作用のイメー

ジが強いかもしれませんが、副作用に

対する治療法も進歩しています。完全

に副作用がなくなるわけではありません

が、副作用として現れる症状を和らげる

ための支持療法が進化しています。ま

た、ある程度の副作用は予測でき、そ

の対処法によって症状を軽減すること

も可能です。もし強い副作用が現れた

場合は、その症状を抑える治療や、副

作用そのものへの治療を並行して行い

ながら、抗がん剤治療を進めることがで

きます。医師をはじめとする医療スタッ

フが、しっかりと患者さんを支えていく体

制が整っています。

がん細胞の縮小、進行の抑制、
症状の緩和などが期待できる

副作用に対する治療も進歩し、
対処方法により軽減も可能

薬剤室 副主任　
宮本 拓人

（がん薬物療法認定薬剤師）

患者さんのお気持ちを第一に、より良い治療をめざします

医

師か
らのメッセージ 私た

ちが支援します
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先生、
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適正受診① 気軽に相談できるかかりつけ医を持ちましょう。 適正受診② 体の不調を感じたら早期受診しましょう。 適正受診③ 同じ病気で複数の医療機関を受診するのはやめましょう。 適正受診④ 緊急時は迷わず119番を。緊急以外の休日や夜間の受診は避けましょう。
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適正受診① 気軽に相談できるかかりつけ医を持ちましょう。 適正受診② 体の不調を感じたら早期受診しましょう。 適正受診③ 同じ病気で複数の医療機関を受診するのはやめましょう。 適正受診④ 緊急時は迷わず119番を。緊急以外の休日や夜間の受診は避けましょう。



お問い合わせ・
お申し込みは
こちらから

心不全パンデミックに
地域で立ち向かう

心不全パンデミックに
地域で立ち向かう

心不全診療特集

　

世
界
で
も
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の
超
高
齢
化
社
会
に

あ
る
日
本
で
は
、近
年
、心
不
全
を
患
う
人
が
急

増
。と
く
に
、愛
知
県
下
で
も
高
齢
化
率
の
高
い

西
尾
市
で
は
、心
不
全
患
者
の
多
い
状
態
が
こ
こ

数
年
続
い
て
い
る
。こ
の
よ
う
に
高
齢
の
心
不
全

患
者
が
大
幅
に
増
加
す
る
こ
と
を〈
心
不
全
パ
ン

デ
ミ
ッ
ク
〉と
い
う
が
、ま
さ
に
西
尾
市
で
は
今

後
、そ
の
状
態
を
迎
え
る
可
能
性
が
高
い
。心
不

全
患
者
の
ケ
ア
で
課
題
と
な
る
の
が
、退
院
支

援
で
あ
る
。「
高
齢
患
者
さ
ん
の
場
合
、老
老
介

護
の
ご
夫
婦
や
、一
人
暮
ら
し
の
方
も
多
く
、退

院
支
援
が
重
要
に
な
り
ま
す
。当
院
で
は
入
院

早
期
か
ら
患
者
さ
ん
の
背
景
を
し
っ
か
り
把
握
。

看
護
師
や
医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
が
中
心
に

な
っ
て
、ど
う
す
れ
ば
元
の
生
活
に
戻
れ
る
か

探
っ
て
い
き
ま
す
。ま
た
、治
療
後
す
ぐ
に
退
院

で
き
な
い
場
合
は
、地
域
包
括
ケ
ア
病
棟
に
移
っ

て
い
た
だ
き
、退
院
準
備
を
進
め
る
体
制
を
整

え
て
い
ま
す
。こ
の
よ
う
に
充
実
し
た
支
援
体
制

●
心
臓
疾
患
の
入
院
治
療
に
欠
か
せ
な
い

の
が
、心
臓
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン（
心
臓
リ
ハ

ビ
リ
）で
あ
る
。こ
れ
は
、運
動
療
法
や
生
活

指
導
を
組
み
合
わ
せ
た
総
合
的
な
活
動
プ

ロ
グ
ラ
ム
で
、患
者
さ
ん
の
生
活
復
帰
と
再

発
防
止
を
支
援
す
る
た
め
に
行
う
も
の
だ
。

●
西
尾
市
民
病
院
で
は
、心
臓
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
指
導
士
の
資
格
を
も
つ
医
師

が
中
心
と
な
っ
て
、心
臓
リ
ハ
ビ
リ
の
取
り

組
み
を
ス
タ
ー
ト
。今
後
さ
ら
に
多
職
種
に

よ
る
チ
ー
ム
を
編
成
し
、本
格
的
に
取
り

組
ん
で
い
く
計
画
で
あ
る
。

も
、当
院
な
ら
で
は
の
特
色
だ
と
思
い
ま
す
」と

田
中
は
話
す
。

　

そ
の
上
で
、田
中
は
今
後
に
向
け
て
、地
域
の

病
診
連
携
に
い
っ
そ
う
力
を
注
い
で
い
く
必
要
性

を
語
る
。「
心
不
全
は
悪
化
と
改
善
を
繰
り
返
す

病
気
で
す
が
、だ
ん
だ
ん
悪
く
な
っ
て
い
く
と
入

退
院
の
間
隔
が
短
く
な
り
、一
回
の
入
院
期
間
も

長
く
な
り
ま
す
。そ
う
な
る
と
、患
者
さ
ん
に
も

ご
家
族
に
も
大
き
な
負
担
に
な
る
の
で
、で
き
る

だ
け
長
く
在
宅
療
養
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な

サ
ポ
ー
ト
体
制
が
必
要
で
す
。幸
い
、こ
の
地
域
に

は
、訪
問
診
療
し
て
く
だ
さ
る
循
環
器
専
門
の
先

生
が
お
ら
れ
、と
て
も
あ
り
が
た
い
と
感
じ
て
い
ま

す
。ま
た
、当
院
で
も
令
和
6
年
4
月
に
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
開
設
し
、在
宅
支
援
の
強
化

に
乗
り
出
し
て
い
ま
す
。今
後
は
訪
問
看
護
と
地

域
の
先
生
方
と
の
協
力
体
制
を
強
化
し
、患
者

さ
ん
の
入
院
治
療
か
ら
在
宅
療
養
ま
で
切
れ
目

な
く
支
え
て
い
き
た
い
で
す
ね
。そ
う
や
っ
て
地
域

の
力
を
結
集
し
、迫
り
来
る
心
不
全
パ
ン
デ
ミ
ッ

ク
に
立
ち
向
か
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」。

田
中
は
力
強
い
口
調
で
そ
う
締
め
く
く
っ
た
。

　

西
尾
市
民
病
院
の
循
環
器
内
科
に
、重
い
呼

吸
苦
と
手
足
の
む
く
み
を
訴
え
る
80
代
の
女
性

が
救
急
搬
送
さ
れ
て
き
た
。女
性
は
息
苦
し
さ

で
動
く
こ
と
も
ま
ま
な
ら
な
い
様
子
で
、田
中
俊

郎
医
師（
副
院
長
兼
診
療
部
長
・
内
科
系
）は
急

い
で
酸
素
投
与
と
利
尿
薬
の
注
射
、そ
し
て
血

液
検
査
を
は
じ
め
、胸
部
Ｘ
線
検
査
、心
臓
超
音

波
検
査
を
指
示
し
た
。血
液
検
査
の
結
果
、心

臓
へ
の
負
担
を
示
す
Ｂ
Ｎ
Ｐ
の
値
が
２
０
０
０
を

超
え
て
お
り（
Ｂ
Ｎ
Ｐ
の
正
常
範
囲
は
18.
4
以

下
）、画
像
検
査
で
も
心
臓
の
肥
大
が
認
め
ら
れ

た
。田
中
は
心
不
全
と
診
断
し
、緊
急
入
院
の
準

備
を
進
め
た
。心
不
全
と
は
わ
か
り
や
す
く
い
う

と
、心
臓
が
血
液
を
送
る
ポ
ン
プ
と
し
て
十
分
に

働
か
な
く
な
っ
た
状
態
で
あ
る
。入
院
後
、苦
し

か
っ
た
呼
吸
が
少
し
落
ち
着
い
た
様
子
を
確
認
し

て
か
ら
、血
圧
と
心
不
全
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る

薬
の
点
滴
治
療
を
開
始
。こ
の
治
療
が
良
く
効

い
て
、女
性
は
次
第
に
体
調
を
取
り
戻
し
て
い
っ

た
。ま
た
、入
院
中
、病
棟
の
看
護
師
、薬
剤
師
、

理
学
療
法
士
な
ど
が
チ
ー
ム
を
組
ん
で
、廃
用
症

候
群（
動
か
さ
な
い
こ
と
に
よ
る
弊
害
）を
予
防

す
る
た
め
に
、体
力
の
維
持
に
努
め
た
。そ
の
甲

斐
も
あ
っ
て
、女
性
は
活
動
性
が
落
ち
る
こ
と
も

な
く
、2
週
間
ほ
ど
で
退
院
。今
も
定
期
的
に
通

院
し
、管
理
栄
養
士
か
ら
栄
養
指
導
を
受
け
て
、

心
不
全
の
再
発
予
防
の
た
め
に
塩
分
の
少
な
い

食
生
活
を
心
掛
け
な
が
ら
、元
気
に
一
人
暮
ら
し

超高齢化社会の進展に伴い
増える高齢者の心不全に対応するために

を
続
け
て
い
る
と
い
う
。

　

こ
の
ケ
ー
ス
を
振
り
返
り
、田
中
は
次
の
よ
う

に
語
る
。「
手
遅
れ
に
な
る
前
に
き
ち
ん
と
点
滴

治
療
で
回
復
で
き
て
、本
当
に
良
か
っ
た
で
す
。ま

た
、入
院
時
に
肺
炎
を
合
併
し
て
い
る
こ
と
も
わ

か
っ
た
の
で
、そ
の
治
療
も
同
時
に
行
い
ま
し
た
。

こ
の
患
者
さ
ん
の
よ
う
に
、心
不
全
を
発
症
す
る

高
齢
の
患
者
さ
ん
は
、心
臓
そ
の
も
の
が
弱
る
だ

け
で
な
く
、感
染
症
、肺
炎
、貧
血
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
疾
患
を
原
因
と
し
て
心
臓
に
負
担
が
掛
か
り
、

心
不
全
を
発
症
す
る
こ
と
も
多
い
ん
で
す
ね
。一

般
に
医
師
の
専
門
分
化
が
進
ん
で
い
る
大
き
な
病

院
で
は
、循
環
器
に
特
化
し
た
診
療
が
行
わ
れ
ま

す
。当
院
で
は
循
環
器
の
医
師
が
あ
る
程
度
、普

段
か
ら
内
科
全
般
を
診
て
い
ま
す
か
ら
、複
数
の

疾
患
を
抱
え
た
患
者
さ
ん
に
対
し
て
も
適
切
に

診
断
し
、必
要
な
治
療
を
提
供
で
き
ま
す
。そ
れ

が
、当
院
の
強
み
の
一
つ
だ
と
自
負
し
て
い
ま
す
」

心
不
全
の
高
齢
患
者
さ
ん
が

救
急
搬
送
さ
れ
て
き
て

退
院
後
の
暮
ら
し
を
見
据
え
、

生
活
復
帰
を
支
援
し
て
い
く

●心不全は再発しやすく、入退院
を繰り返しながら、徐々に悪くなっ
ていく疾患である。再入院を防
ぎ、できる限り在宅で過ごせるよう
に支えるには、地域の医療連携
が重要である。
●普段の疾患管理は在宅診療
を担う医師や訪問看護師が担
い、急性増悪時は病院で入院治
療を行う。そんな連携体制を強化
することで、西尾市では心不全患
者の生活の質を守り、看取りまで
包括的に支えていこうとしている。

地域の医療機関が手を携え、
在宅療養を支える大切さ

心不全診療特集

Cure 病気のおはなし
Cure 治療のおはなし
地域医療を支える新しい力
地域医療の豆知識
NEWS & TOPICS

看護師募集中！

〈心不全パンデミック〉という言葉を聞いたことはありますか。これは、高齢の心不全患者さんが大幅に増加す
ることを意味し、西尾市でも危機感が高まっています。今回の特集では、高齢者の心不全に対する治療や地

域連携のあり方について紹介しています。ぜひご一読いただき、ご家族皆さまの健康づくりにお役立てください。中日新聞リンクト タイアップ
〒445-8510 愛知県西尾市熊味町上泡原6番地
TEL 0563-56-3171（代表）  URL https://hospital.city.nishio.aichi.jp/
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上手な医療の
かかり方をチェック！

お気軽にお問い合わせください。

病院広報WEBマガジン

LINE〈公式〉アカウント

西尾市民病院からの最新TOPICS
や検査・治療・ケアに関する情報などをお届けし
ます。ぜひご覧ください。

病院広報誌「Ciao」のLINE〈公式〉アカウント
を開設しました。QRコードから「友だち追加」を
お願いいたします。

こちらから

お問い
合わせ先

西尾市民病院 事務部 管理課 職員担当

安
心
し
て
働
け
る

サ
ポ
ー
ト
が
あ
り
ま
す
。
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※掲載事項および内容には、審査がございます。

西尾市民病院、市役所設置の
大型モニターで市民の皆さんに
情報をお届けできます。

地域医療デジタル掲示板 広告募集

企業の皆さま、医療機関・介護施設の皆さま

高齢者骨折センター開設のお知らせ

　西尾市民病院では、2024年4月から「高齢者骨折センター」を開設し、骨折リエゾンサービス（FLS）を開始しました。このサー

ビスでは、骨粗しょう症治療の開始や継続を重視し、整形外科医をはじめ、多職種が連携して骨折・二次骨折を予防し、患者さん

の生活の質向上を図っています。特に大腿骨近位部骨折の患者さんは、寝たきりになる可能性が高いため、手術と並行して骨粗

しょう症治療の必要性と重要性を説明し、治療を行います。また、当院だけでなく地域のかかりつけ医や介護施設と連携しながら、

この地域の骨折予防に努めています。

大腿骨のうち、脚の付け根や股関節に近い部分が骨折することです。骨が弱

くなっている高齢者が転倒等することによって発生します。

大腿骨
頚部骨折 大腿骨

転子部骨折

大腿骨近位部骨折

合同会社プロジェクトリンクト事務局
info@project-linked.com

0563-56-3171（内線2286）

高齢者に多い「大腿骨近位部骨折」とは？

私
た
ち
看
護
師
が

ご
案
内
し
ま
す
！


