
医療法人せいざん　青山病院　　　　　　　　　　 令和3年3月号

季節の風景診療案内　　
月曜日～金曜日　午前：９時～１２時　午後：４時～６時　
土曜日　　　　　午前：９時～１２時　午後：休診
休診日：日曜・祝日・年末年始(12月31日～1月3日)・お盆(8月15日)

担当医　　　
月曜日　午前：青山　午後：内科（交代制）  木曜日　午前：大村　午後：宮里
火曜日　午前：宮里　午後：大村　　　　 　 金曜日　午前：宮里　
水曜日　午前：大村　午後：卜部・森本              午後：井料(脳神経内科)　 
　　　　　　　　　　　　　 (腎臓内科)　   土曜日　午前：内科(交代制)
　　　　　　　　　　　　　　　 

梅満開

 
 

お 

彼 

岸

院内研修会を受けて、今まではウイルスを院内に持ち
込まない事に重点を置いていましたが、院内にウイル
スが入ってくる事を想定した上での対策をしていくこ
とが重要だと認識しました。
当病院の患者様は比較的高齢者の方が多く、重症化の
リスクが高いため、感染を早期に発見し、最小限に止
める事がとても重要になってくると思います。
そのための環境調整や物品の準備、感染者への対応方
法を職員全員が把握しておかなければならないと思い
ます。
現在、広島県の感染者は減少しており、県の感染防止
に向けたステージも「ステージ1」に引き下げとなり
ましたが、今後も気を緩めることなく三密の回避、正
しいマスクの着用、環境整備、手指衛生の徹底を行っ
て、地域の皆様が安心して受診できる病院となるよう
努力してまいります。

新型コロナ感染症の院内研修会を開催しました 　　　　
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　　　　　　　　　　　　       「誤  嚥」

　　　　　　　　　   「誤嚥(ごえん)」と読みます。
　                     医療の分野の言葉にしか普通
                       は使わない漢字です。
　口+燕で『嚥』と書く漢字は、燕(つばめ)のヒナが
　親鳥が運んできた餌をごくっと飲み込む様子を
　表しているそうです。

  『誤嚥』＝×飲食物ではない物を誤って飲み込
                   んでしまう
　　　　　　   〇飲食物が食道ではなく気管に入っ
                   てしまう
  飲み込む力が弱かったり、飲み込む神経の働き
  が悪かったりすると、飲食物が誤って食道ではな
  く気管に入ってしまうことを「誤嚥」
  といいます。
  飲食物や唾液が誤って気管と
  通り、肺に入ってしまう事で起
  きる肺炎を誤嚥性肺炎といい
  ます。
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