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看
護
研
究
発
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を
終
え
て

平
成
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年
度　

看
護
介
護
部
研
究
発
表
会

【第Ⅰ群】 　座長　北山病院　８病棟　峯野　仁志

第１席 長期間保護室を必要とする患者へのアプローチ
 ～行動変容法を用いた一事例～
 第二北山病院　１病棟　内田　亮

第２席 精神科急性期病棟における私物管理
 ～より良い治療環境の提供を目指した業務改善に向けて～
 第二北山病院　２病棟　北村　友志

第３席 病棟スタッフの手指衛生への意識
 ～改善の取り組みを行って～
 北山病院　６病棟　福田　託也

第４席 解離症状を発症する患者の看護
 ～開放病棟に向けての取り組みラポール形成の必要性～
 北山病院　７病棟　桐木平　賢一

【第Ⅱ群】 　座長　第二北山病院　１病棟　柴田　敦史

第１席 患者の心に寄り添った退院支援
 ～セルケア能力を高める援助の難しさ～
 第二北山病院　３病棟　片山　真梨子

第２席 アンケート調査による自己理解の必要性
 ～自己を振り返る事での意識・行動改革への影響～
 第二北山病院　５病棟　阪口　雅文

第３席 統合失調症患者の退院支援看護
 ～ストレスマッピングシートを利用して～
 第二北山病院　６病棟　石田　佐知子

第４席 身体表現性障害のある患者の看護
 ～他者依存・薬物依存に対し行動療法を行って～
 第二北山病院　７病棟　新木　克哉

総　評 北山病院　看護介護部長　坂井　加津美
 三幸会統括長　藤田　都司

平成30年２月６日（火）　三幸会会議室

司会　第二北山病院　２病棟　川岡　聡史

　

今
回
、
初
め
て
看
護
研
究
に

発
表
者
と
し
て
参
加
さ
せ
て
頂

き
ま
し
た
。
看
護
師
の
資
格
を

取
得
し
て
２
年
目
で
あ
り
、
ま

だ
知
識
・
経
験
不
足
で
は
あ
り

ま
し
た
が
、
病
棟
を
代
表
し
て

看
護
研
究
の
発
表
者
に
選
ば
れ

た
事
を
新
た
な
第
一
歩
と
し
て

受
け
止
め
、
看
護
研
究
に
取
り

組
ま
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

　

今
回
研
究
の
対
象
と
さ
せ
て
頂
い
た
患
者
様
は
、
身

体
表
現
性
障
害
と
い
っ
た
疾
患
で
あ
り
、
依
存
性
が
強

く
、
衝
動
行
為
も
多
々
見
ら
れ
た
た
め
対
応
が
難
し
い

ケ
ー
ス
で
し
た
。
そ
の
た
め
当
初
、
患
者
様
と
の
距
離

感
や
対
応
を
ど
の
よ
う
に
行
え
ば
よ
い
か
戸
惑
っ
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
先
輩
看
護
師
達
の
助
言
や
疾

患
の
再
学
習
を
行
い
、
ま
た
ア
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い

て
の
院
外
研
修
に
も
参
加
さ
せ
て
頂
い
た
事
で
少
し
ず

つ
疾
患
と
患
者
様
へ
の
理
解
を
深
め
て
い
く
事
が
出
来

ま
し
た
。
そ
し
て
、
患
者
様
を
理
解
す
る
た
め
の
ツ
ー

ル
の
作
成
や
、
医
師
・
家
族
・
病
棟
ス
タ
ッ
フ
と
カ
ン

フ
ァ
レ
ン
ス
を
繰
り
返
し
行
う
こ
と
で
、レ
ス
ポ
ン
ス
・

コ
ス
ト
法
と
い
っ
た
行
動
療
法

を
行
う
こ
と
に
も
繋
が
り
、
未

熟
な
が
ら
も
看
護
研
究
と
し
て

の
形
が
で
き
、
自
己
の
ス
キ
ル

ア
ッ
プ
に
な
っ
た
と
考
え
ま

す
。
最
後
に
、
看
護
研
究
の
機

会
を
設
け
て
い
た
だ
き
、指
導
・

助
言
・
御
協
力
頂
い
た
皆
様
に
、

深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

か
ら
す
ま
し
め
い
ク
リ
ニ
ッ
ク
院
長 

　

ご 

挨 

拶

　

４
月
か
ら
、「
か
ら
す
ま
し
め
い
ク

リ
ニ
ッ
ク
」
に
移
り
、
佐
藤
院
長
の

後
任
と
し
て
働
い
て
い
ま
す
。
佐
藤

先
生
は
出
勤
日
を
減
ら
さ
れ
ま
し
た

が
、
二
人
体
制
で
診
療
し
て
い
ま
す
。

　

振
り
返
る
と
第
二
北
山
病
院
に
お

世
話
に
な
っ
て
、
あ
っ
と
い
う
間
の

10
年
で
し
た
。
副
院
長
と
同
じ
く
ら

い
、
急
性
期
治
療
病
棟
の
病
棟
医
で

あ
る
こ
と
に
自
覚
が
必
要
で
し
た
。

そ
こ
で
い
つ
も
心
が
け
て
い
た
こ
と

を
少
し
だ
け
書
き
ま
す
。

　

職
種
が
違
う
、
性
格
が
違
う
人
間

が
集
ま
っ
て
、
病
棟
と
い
う
医
療
チ

ー
ム
が
で
き
て
い
ま
す
。こ
れ
を「
本

当
の
チ
ー
ム
」
に
す
る
た
め
、
私
は

常
々
「
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
！
」「
カ

ン
フ
ァ
レ
ン
ス
！
」
と
言
っ
て
き
ま

し
た
。
入
院
患
者
さ
ん
に
つ
い
て
、

ス
タ
ッ
フ
各
々
が
言
い
た
い
こ
と
を

言
い
合
っ
て
、
こ
の
人
が
ど
う
変
わ

っ
た
ら
良
い
の
か
議
論
す
る
。
そ
こ

で
得
た
治
療
方
針
に
沿
っ
て
、
ス
タ

ッ
フ
み
ん
な
が
自
分
の
専
門
の
立
場

か
ら
関
わ
る
。
す
る
と
、
各
人
の
力

は
少
し
で
あ
っ
て
も
、
同
じ
方
向
へ

向
い
た
力
、
ベ
ク
ト
ル
の
総
和
は
す

ご
く
大
き
な
も
の
に
な
る
。
こ
れ
が

入
院
治
療
の
効
果
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
。

　

さ
て
、
新
し
い
職
場
は
ク
リ
ニ
ッ

ク
で
す
。
外
来
診
療
で
す
。
大
き
な

チ
ー
ム
の
後
ろ
盾
は
あ
り
ま
せ
ん
。

一
対
一
の
治
療
関
係
の
中
で
、
ど
れ

だ
け
患
者
さ
ん
の
日
常
生
活
を
イ
メ

ー
ジ
で
き
る
か
が
大
事
と
い
う
の
が

実
感
で
す
。
い
わ
ゆ
る
共
感
能
力
を

意
識
し
て
手
入
れ
し
て
い
く
こ
と
が

今
の
課
題
で
す
。

院
長　

岩
重 

達
也
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