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―
―
全
国
的
に
著
名
な
病
院
で
す
が
、
最
近
の

地
域
で
の
位
置
付
け
の
変
化
等
ご
ざ
い
ま
す
か
。

　

も
と
も
と
地
域
医
療
構
想
の
文
脈
の
中
に

あ
っ
た
病
院
で
す
が
、
重
篤
な
患
者
さ
ん
、
高

度
医
療
を
必
要
と
す
る
患
者
さ
ん
が
多
数
を
占

め
る
と
い
う
傾
向
は
さ
ら
に
続
い
て
い
ま
す
。

そ
の
“
役
割
”
は
、
患
者
さ
ん
、
市
民
、
そ
し

て
地
域
の
医
療
機
関
に
も
認
知
さ
れ
て
お
り
、

「
急
性
期
の
病
院
な
の
で
長
く
入
院
す
べ
き
場
所

で
は
な
い
」
と
い
う
、
医
療
の
時
間
軸
に
対
し

て
の
理
解
が
進
ん
で
い
る
こ
と
は
有
難
い
で
す
。

―
―
２
０
１
７–

２
０
２
０
年
の
中
期
事
業
計
画

ビ
ジ
ョ
ン
「
世
界
水
準
の
医
療
を
提
供
す
る
」

を
具
体
的
に
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　
“
世
界
水
準
”
の
意
味
は
、
日
本
で
は
な
く
、

世
界
の
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
と
い
う
意
味
で
あ
り
、

国
際
的
な
医
療
機
能
評
価
で
あ
る
Ｊ
Ｃ
Ｉ
の
受

審
・
認
証
取
得
、
更
新
も
そ
の
た
め
で
す
。

　

目
指
す
医
療
を
具
体
的
に
い
う
と
「
価
値
の

医
療
」で
す
。
か
つ
て
は
量
的
な
充
足
を
目
指
し
、

次
い
で
医
療
の
質
が
問
わ
れ
、
そ
し
て
次
の
段

階
と
し
て
こ
の
「
価
値
の
医
療
」
が
重
要
と
捉

え
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
コ
ス
ト
へ
の
強
い
意
識
で

す
。
コ
ス
ト
と
は
、
金
銭
に
限
り
ま
せ
ん
。
例

え
ば
、
手
術
で
大
き
く
お
腹
を
開
け
る
、
家
族

の
負
担
を
大
き
く
す
る
、
必
要
以
上
の
放
射
線

を
当
て
る
、
そ
し
て
保
険
の
支
払
を
大
き
く
す

る
等
で
す
。
そ
れ
を
最
小
化
し
て
価
値
を
上
げ

る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
の
で
す
。

　

最
も
実
践
し
や
す
い
の
は
高
度
医
療
で
す
。

経
営
的
に
は
些
か
課
題
も
あ
り
ま
す
が
、
低
侵

師
さ
ん
に
向
け
、
新
人
含
め
て
延
べ
５
０
０
０

人
以
上
の
研
修
等
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
そ
れ

が
地
域
の
医
療
レ
ベ
ル
の
向
上
に
も
つ
な
が
り
、

ひ
い
て
は
当
院
の
機
能
の
強
化
に
も
な
り
ま
す
。

―
―
副
島
院
長
時
代
か
ら
Ｉ
Ｔ
化
に
積
極
的
で

す
が
、
２
０
１
８
年
も
重
症
＆
救
急
外
来
部
門

に
電
子
カ
ル
テ
を
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。

　

当
院
に
お
い
て
も
Ｉ
Ｔ
化
は
必
須
の
も
の
で

す
。
Ｉ
Ｔ
で
出
来
る
仕
事
は
Ｉ
Ｔ
が
、
人
で
な

い
と
出
来
な
い
仕
事
は
人
が
や
る
、
つ
ま
り
、

Ｊ
Ｃ
Ｉ
に
つ
い
て
も
述
べ
た
こ
と
で
す
が
、
こ

れ
も
あ
る
意
味
、
医
療
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
化
で
す
。

特
に
管
理
者
が
一
定
の
線
を
引
く
こ
と
で
、
果

た
す
べ
き
役
割
が
明
確
に
な
り
、
そ
の
質
も
向

上
し
ま
す
。

―
―
課
題
、
展
望
等
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い

　

当
院
の
運
営
は
、
い
わ
ば
高
回
転
モ
デ
ル
で

す
。
医
療
を
集
約
し
、
患
者
さ
ん
の
回
転
を
速

く
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
の
た
め
に

４
０
０
床
な
の
に
約
２
０
０
０
人
が
働
い
て
い

る
の
で
す
が
、
こ
の
回
転
に
ズ
レ
が
生
じ
る
と

大
き
な
リ
ス
ク
が
発
生
し
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、

現
在
、
予
定
47
％
、
緊
急
53
％
と
い
う
割
合
を

各
55
％
、
45
％
に
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
同

時
に
、
新
規
の
患
者
さ
ん
が
来
ら
れ
る
エ
リ
ア

襲
治
療
、
例
え
ば
手
術
支
援
ロ
ボ
ッ
ト
の
活
用
、

カ
テ
ー
テ
ル
治
療
等
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、

低
被
ば
く
の
画
像
診
断
装
置
の
導
入
な
ど
も
同

様
で
す
。

―
―
Ｊ
Ｃ
Ｉ
受
審
・
認
証
取
得
と
医
療
の
特
徴

と
の
連
関
性
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い

　

Ｊ
Ｃ
Ｉ
の
大
き
な
基
本
は
、
医
療
の
セ
グ
メ

ン
ト
を
分
け
て
、
そ
の
中
で
ス
タ
ッ
フ
が
明
確

な
責
任
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
は
医
療

の
モ
ジ
ュ
ー
ル
化
と
表
現
し
て
い
ま
す
。
患
者

は
各
モ
ジ
ュ
ー
ル
を
引
き
継
が
れ
て
い
く
の
で

す
が
、
Ｊ
Ｃ
Ｉ
は
特
に
モ
ジ
ュ
ー
ル
間
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
そ
れ
と
入
口
と
出
口
の
管
理

に
非
常
に
細
や
か
な
も
の
を
要
求
し
ま
す
。
つ

ま
り
属
人
的
な
医
療
で
は
な
く
、
連
携
に
優
れ

た
チ
ー
ム
で
患
者
さ
ん
に
対
応
す
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
良
し
悪
し
と
は
別
に
、
そ
う
し
な
け

れ
ば
生
産
性
は
あ
が
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
世
界

水
準
の
医
療
で
あ
り
価
値
の
医
療
な
の
で
す
。

　

な
お
、
こ
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
を
下
支
え
す
る
も
の

と
し
て
、
例
え
ば
前
任
の
副
島
現
名
誉
院
長
が

取
り
組
ん
で
き
た
ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
化
の
考
え
方
を
拡
大
し
て

い
け
ば
、
ペ
イ
シ
ェ
ン
ト
・
フ
ロ
ー
・マ
ネ
ジ
メ
ン

ト（
Ｐ
Ｆ
Ｍ
）、
施
設
間
ア
ラ
イ
ア
ン
ス
が
あ
り
、

そ
の
先
に
地
域
医
療
構
想
が
あ
り
ま
す
。

―
―
地
域
を
巻
き
込
ん
だ
人
材
育
成
に
注
力
さ

れ
て
い
る
の
も
印
象
的
で
す
。

　

人
材
＝
組
織
を
動
か
す
実
体
で
あ
り
、
そ
の

育
成
こ
そ
組
織
の
強
さ
に
繋
が
り
ま
す
。
例
え

ば
低
侵
襲
手
術
は
分
か
り
や
す
い
成
果
で
す
が
、

そ
れ
も
組
織
的
な
強
さ
あ
っ
て
の
も
の
で
す
。

ま
た
、
院
内
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
地
域
に
目
を

向
け
る
こ
と
は
、
自
院
を
強
化
す
る
戦
略
で
も

あ
る
の
で
す
。
例
え
ば
当
院
で
は
地
域
の
看
護

を
広
げ
る
努
力
も
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
に
も
、「
世
界
水
準
の
医
療
を
提
供
す

る
」
と
い
う
軸
を
重
要
視
し
続
け
ま
す
。

―
―
熊
本
市
内
に
は
ま
だ
傷
痕
が
残
っ
て
い
ま

す
が
、
2
年
前
の
大
地
震
の
時
に
は
、
ど
の
よ

う
な
機
能
を
求
め
ら
れ
ま
し
た
か
。

　

救
命
セ
ン
タ
ー
を
持
っ
て
い
る
病
院
で
す
か

ら
、
自
主
的
に
救
命
救
急
に
つ
い
て
カ
バ
ー
し

ま
し
た
ね
。
2
回
目
の
地
震
が
あ
っ
た
4
月
16

日
に
は
、
通
常
の
約
6
倍
の
３
３
３
人
の
方
が

救
急
搬
送
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
行

政
か
ら
の
指
揮
等
よ
り
も
早
く
、
済
生
会
本
部

の
協
力
や
近
隣
の
病
院
と
連
絡
を
取
り
な
が
ら
、

独
自
の
医
療
支
援
を
展
開
し
ま
し
た
。

　

そ
の
時
に
思
い
知
ら
さ
れ
た
の
は
、
病
院
と

い
う
施
設
は
私
た
ち
が
思
っ
て
い
る
以
上
に
災

害
の
拠
点
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
電
気

も
い
ち
早
く
復
旧
し
ま
す
し
、
病
気
で
な
く
て

も
病
院
に
行
け
ば
な
ん
と
か
な
る
と
思
わ
れ
る

方
も
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
そ
れ
な
ら

ば
法
整
備
を
し
て
、
災
害
が
発
生
し
た
ら
こ
の

地
域
は
こ
の
病
院
に
任
せ
る
、
そ
の
た
め
の
病

床
を
含
む
イ
ン
フ
ラ
を
持
っ
て
お
く
と
い
う
体

制
を
敷
い
て
お
く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

重症・救急システムを電子カルテに統合、
シームレスな診療情報連携を実現して
効率的な診療情報の2次活用を推進する

「世界水準の医療の提供」を掲げ、国際的な医療機能評価であるJCI認証の取得や電子クリニカルパスの積極導入を始め、
常に先進的な取り組みをしていることで知られる済生会熊本病院。同院がまた画期的なシステムを稼働させた。
2017年に電子カルテを更新したのだが、それに併せて重症病棟部門と救急外来部門システムを電子カルテに統合。
結果、シームレスな情報連携、重症・救急患者の診療データの内容の充実化、そして２次活用の活性化が実現した。
意欲的な病院運営をする中尾院長、日本クリニカルパス学会の理事長でもある副島名誉院長らに現況を聞いた。

1960 年大分県生まれ。1985 年熊本大学医学部
卒、1992 年同大学大学院医学研究科卒、医学
博士。1985 年熊本大学医学部附属病院循環器
内科研修医、1987 年熊本労災病院循環器科医
員、1992 年国立循環器病センター心臓血管内
科技官、1994 年熊本大学保健管理センター助
手、1995 ～ 97 年米国コロラド大学分子細胞発
生生物学部門リサーチフェロー。1997 年済生会
熊本病院心臓血管センター循環器内科医員、
2007 年同部長、2012 年同院副院長。2017 年よ
り同院院長に就任

中尾浩一（なかお・こういち）氏

済生会熊本病院外観。2016 年の熊本
地震では、2 回目の強い地震のあった
4 月16日には通常の 6 倍もの救急搬送
に対応するなど、済生会本部の協力
や近隣の病院と連絡を取りながら、独
自の医療支援を展開したという

済
生
会
熊
本
病
院

院
長中

尾
浩一氏
に
聞
く

済生会熊本病院
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病
名
管
理
と
い
っ
た
業
務
を
行
う
部
署
で
し
た
。

そ
れ
が
、
２
０
１
１
年
に
電
子
カ
ル
テ
シ
ス
テ
ム

が
導
入
さ
れ
た
際
、
電
子
化
さ
れ
た
診
療
記
録

の
管
理
業
務
を
診
療
情
報
管
理
室
が
担
当
す
る

こ
と
と
な
り
、
Ｊ
Ｃ
Ｉ
受
審
を
経
て
、
医
療
情

報
シ
ス
テ
ム
室
と
診
療
情
報
管
理
室
の
連
携
を

強
化
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
医
療
情
報

部
が
２
０
１
５
年
に
設
け
ら
れ
た
と
い
う
経
緯

が
あ
り
ま
す
。

　

医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
室
に
は
６
名
の
事
務
職

員
が
専
従
と
し
て
勤
務
し
て
お
り
、
シ
ス
テ
ム
を

担
当
す
る
ベ
ン
ダ
Ｓ
Ｅ
と
協
力
し
な
が
ら
、
シ
ス

テ
ム
の
管
理
・
運
用
に
当
た
っ
て
い
ま
す
」

　

同
部 

医
療
情
報
分
析
室
で
主
任
を
務
め
る
西

岡
智
美
氏
は
、
医
療
情
報
分
析
室
の
概
要
を
つ

ぎ
の
よ
う
に
話
す
。

「
医
療
情
報
分
析
室
に
は
13
名
の
ス
タ
ッ
フ
が
勤

務
し
て
お
り
、
私
は
ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス
専
任
看
護

師
と
し
て
専
従
で
勤
務
し
て
い
ま
す
。
臨
床
現

場
の
医
療
情
報
を
扱
う
部
署
で
す
が
、
記
録
内

容
が
デ
ー
タ
活
用
の
骨
幹
と
な
る
た
め
、
シ
ス
テ

ム
開
発
時
な
ど
必
要
に
応
じ
て
、
現
場
の
医
師

や
看
護
師
、
多
職
種
が
活
動
し
て
い
ま
す
。
具

体
的
に
は
、
日
々
蓄
積
さ
れ
る
診
療
デ
ー
タ
か

　

済
生
会
熊
本
病
院
で
は
、
１
９
９
６
年
か
ら

ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス
導
入
を
積
極
的
に
進
め
、
そ
れ

を
さ
ら
に
効
果
的
な
も
の
に
具
現
化
す
る
た
め

に
、
医
療
Ｉ
Ｔ
構
築
に
精
力
的
に
取
り
組
ん
で

き
て
い
る
。
医
療
Ｉ
Ｔ
の
管
理
運
用
を
行
う
た
め

の
部
署
と
し
て
、
２
０
０
０
年
に
医
療
情
報
シ
ス

テ
ム
室
を
開
設
。
２
０
１
５
年
に
は
、
同
室
と
医

療
情
報
分
析
室
か
ら
成
る
医
療
情
報
部
が
組
織

さ
れ
た
。

　

同
院
医
療
情
報
部 

医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
室 

室

長
代
行
の
野
口
忠
祥
氏
は
、
同
部
が
創
設
さ
れ

た
経
緯
と
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
室
の
概
要
を
つ

ぎ
の
よ
う
に
話
す
。

「
医
療
情
報
部
は
、
Ｉ
Ｔ
の
管
理
・
運
用
を
行
う

医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
室
と
、
診
療
情
報
の
管
理
・

分
析
を
行
う
医
療
情
報
分
析
室
か
ら
成
り
ま
す
。

な
お
、
医
療
情
報
分
析
室
は
、
以
前
診
療
情
報

管
理
室
と
し
て
紙
カ
ル
テ
時
代
に
は
カ
ル
テ
や

ら
診
療
や
経
営
に
役
立
つ
デ
ー
タ
を
抽
出
し
た

り
、
分
析
す
る
な
ど
の
業
務
を
行
い
、
医
療
の

質
向
上
や
業
務
改
善
に
つ
な
が
る
提
案
等
を

行
っ
て
い
ま
す
」

　

済
生
会
熊
本
病
院
で
は
、
２
０
１
１
年
に
導

入
し
た
電
子
カ
ル
テ
シ
ス
テ
ム
「M

egaO
akH

R

（
Ｎ
Ｅ
Ｃ
）」
を
中
心
に
、
70
以
上
の
各
部
門
シ
ス

テ
ム
か
ら
成
る
病
院
情
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｈ
Ｉ
Ｓ
）

を
構
築
。
２
０
１
４
年
に
は
、
Ｎ
Ｅ
Ｃ
と
共
同
で

電
子
ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス
機
能
を
開
発
。
日
本
ク
リ

ニ
カ
ル
パ
ス
学
会
監
修
の
患
者
状
態
ア
ウ
ト
カ
ム

用
語
集
（
Ｂ
Ｏ
Ｍ
：Basic O
utcom

e M
aster

）

に
よ
る
用
語
の
標
準
化
と
マ
ス
タ
を
構
造
化
し
、

診
療
記
録
は
Ｄ
Ｗ
Ｈ
に
蓄
積
。
バ
リ
ア
ン
ス
記
録

済
生
会
熊
本
病
院

医
療
情
報
部
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
室 

室
長
代
行

野
口
忠
祥
氏
に
聞
く

「システム改善や新機能の開発は、医療現
場からの要望をベースに、スタッフからのア
イデアや NEC に相談するなどして、進めて
います」と話す野口忠祥氏

を
Ｓ
Ｏ
Ａ
Ｐ
形
式
で
記
録
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
。
ま
た
、パ
ス
分
析
機
能「
Ｎ
Ｅ
Ｃ
Ｖ（N

ovel 
E

lectronic C
linical pathw

ay analysis 
V

iew
er

）」
に
よ
り
、
ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス
の
バ
リ

ア
ン
ス
収
集
と
分
析
の
効
率
化
を
図
り
、
患
者

の
経
過
や
状
態
を
タ
イ
ム
リ
ー
に
把
握
し
て
、
以

降
の
治
療
計
画
策
定
等
を
支
援
し
て
い
る
。

　

同
院
で
は
、
２
０
１
７
年
に
ハ
ー
ド
面
を
含
め

た
電
子
カ
ル
テ
シ
ス
テ
ム
の
更
新
を
実
施
。
こ
れ

を
機
会
に
、
診
療
デ
ー
タ
を
２
次
利
用
す
る
際

に
問
題
と
な
っ
て
い
た
部
門
シ
ス
テ
ム
の
統
合
化

を
図
る
こ
と
に
し
た
。

「
電
子
カ
ル
テ
シ
ス
テ
ム
『M

egaO
akH

R

』
に

搭
載
さ
れ
た
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
テ
ン
プ
レ
ー
ト
を
使

用
す
る
こ
と
で
、
電
子
カ
ル
テ
シ
ス
テ
ム
の
記
録

が
構
造
化
さ
れ
て
残
る
よ
う
に
な
り
、
ク
リ
ニ
カ

ル
パ
ス
の
デ
ー
タ
と
と
も
に
構
造
化
さ
れ
た
電
子

記
録
に
よ
り
記
録
の
精
度
が
大
き
く
向
上
し
て

き
ま
し
た
。

　

そ
の
一
方
で
、
問
題
と
な
っ
て
き
た
の
が
電
子

カ
ル
テ
シ
ス
テ
ム
を
取
り
巻
く
部
門
シ
ス
テ
ム
の

デ
ー
タ
で
す
。
部
門
シ
ス
テ
ム
は
、
電
子
カ
ル
テ

シ
ス
テ
ム
と
異
な
る
形
式
で
記
録
が
残
る
こ
と

か
ら
、
電
子
カ
ル
テ
シ
ス
テ
ム
の
デ
ー
タ
と
の
連

携
や
デ
ー
タ
自
体
の
蓄
積
が
難
し
く
、
そ
の
２

次
活
用
を
行
う
際
に
大
き
な
不
便
を
来
し
て
い

ま
し
た
。

　

今
回
の
更
新
で
は
、
そ
れ
ら
の
中
で
特
に
改

善
す
べ
き
と
考
え
た
集
中
治
療
室
を
部
門
シ
ス

テ
ム
か
ら
『M

egaO
akH

R

』
の
重
症
病
棟
機
能

に
変
更
、
救
急
外
来
も
『M

egaO
akH

R

』
の
機

能
と
し
て
開
発・導
入
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

集
中
治
療
と
救
急
外
来
の
診
療
デ
ー
タ
も
、
ダ

イ
ナ
ミ
ッ
ク
テ
ン
プ
レ
ー
ト
を
使
用
し
て
入
力
で

き
、
構
造
化
さ
れ
た
デ
ー
タ
と
し
て
２
次
活
用

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」（
野
口
氏
）

　

済
生
会
熊
本
病
院
で
は
２
０
１
８
年
２
月
、

野
口
氏
の
発
言
ど
お
り
集
中
治
療
室
に
お
け
る

重
症
病
棟
の
部
門
シ
ス
テ
ム
に
代
わ
り
、
電
子

カ
ル
テ
シ
ス
テ
ム
「M

egaO
akH

R

」
に
重
症
病

棟
機
能
を
加
え
て
対
応
。
そ
の
結
果
、
院
内
に

お
け
る
シ
ー
ム
レ
ス
な
情
報
共
有
が
実
現
し
た
。

医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
室
の
東 

賢
剛
氏
は
、
旧
シ

ス
テ
ム
で
は
デ
ー
タ
の
２
次
活
用
が
で
き
な
か
っ

た
点
が
課
題
だ
っ
た
と
話
す
。

「
電
子
カ
ル
テ
シ
ス
テ
ム
の
診
療
デ
ー
タ
は
Ｄ
Ｗ

Ｈ
に
情
報
を
保
存
し
て
利
活
用
し
て
い
ま
す
が
、

従
来
の
重
症
病
棟
の
部
門
シ
ス
テ
ム
は
デ
ー
タ
の

２
次
活
用
が
考
慮
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
集

中
治
療
室
に
い
る
間
の
入
院
患
者
の
診
療
デ
ー

タ
を
Ｄ
Ｗ
Ｈ
で
収
集
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め

に
、
連
続
性
に
欠
け
る
不
完
全
な
診
療
デ
ー
タ

と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状

態
を
改
善
す
る
た
め
、
当
院
で
は
重
症
病
棟
機

能
を
電
子
カ
ル
テ
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込
む
こ
と
に

よ
り
、
シ
ー
ム
レ
ス
な
診
療
デ
ー
タ
の
利
活
用
を

実
現
し
ま
し
た
」

　

重
症
病
棟
機
能
の
有
用
性
に
つ
い
て
、
西
岡

氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
話
す
。

「
２
０
１
７
年
の
シ
ス
テ
ム
更
新
以
前
は
、
重
症

病
棟
の
部
門
シ
ス
テ
ム
で
運
用
し
て
い
た
こ
と
か

電
子
ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス
機
能
を
搭
載
し
、

診
療
情
報
の
２
次
活
用
に
貢
献

電
子
カ
ル
テ
シ
ス
テ
ム
「M

egaO
akH

R

」

済生会熊本病院では、電子カルテシステム「MegaOakHR」を中核とし
た病院情報システムを2011 年から構築。最先端の医療 ITを駆使して、
電子クリニカルパスの開発など、先進的な取り組みを続けている

■

済
生
会
熊
本
病
院 

医
療
情
報
部

電
子
ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス
実
現
の
た
め
、
20
年
以
上
に
わ
た
り

診
療
情
報
の
２
次
活
用
の
た
め
の
医
療
Ｉ
Ｔ
構
築
を
推
進
中

重症病棟機能の重症チャート画面。患者に挿入（装着）されている複雑なルー
ト・チューブを人体図上に記載・表示するほか、細かな水分バランス情報の
表示、点滴流量の変更回数に応じた色分け表示等、詳細な重症チャートの
データが電子カルテに反映され、重症病棟・一般病棟・外来におけるシーム
レスな情報連携を実現している

救急外来機能の入力画面。短
時間で簡便に診療記録を入力
することができ、救急医療にお
ける記録の確保と診療報酬算
定漏れを防いでいる

「医療情報部では、AMED 事業
であるePath Project推進のため、
AMED パス事業推進室を設定し
ています」と話すクリニカルパス専
任看護師の西岡智美氏

「ダイナミックテンプレートや電子パスを
使ったHISデータは抽出が容易なので、
医療スタッフからのデータ抽出依頼は多
い」と話す東 賢剛氏

ICU で利用中の重症病棟機能。同機能の
データは、HIS 端末であればどこからでも重
症チャート上の情報を確認でき、指示や看
護計画の継続性を担保する

救急外来で使用中の救急外来機能。ダイナミックテンプレー
トへ、観察・介入・記録を行う項目を埋め込み、診療プロ
セスのガバナンスを強化。簡易的な操作で質の高い経過記
録を作成する。また、記録と同時に処置情報が登録され、
診療行為に対する診療報酬の適正な請求をしている

重
症
病
棟
・
一
般
病
棟
・
外
来
の

シ
ー
ム
レ
ス
な
情
報
共
有
を
支
援

重
症
病
棟
機
能

済生会熊本病院 病院情報システム構成図

（    ）11 新　医　療　2019年1月号 （    ）10新　医　療　2019年1月号



　　

社会福祉法人 恩賜財団 
済生会熊本病院

所在地：熊本市南区近見５丁目３番１号
病床数：400 床（うち 162 床個室）
院　長：中尾浩一

「当院では 2ヵ月に1 度、“パス大会”と
呼ばれるクリニカルパスに関する病棟の
発表会があることから、HIS からデータ
収集したいという要望が以前から強かっ
た」と話す管田 塁氏

「JCI 認証取得では、医療の品質
改善と医療安全に関する指標をク
リアし、改善するためのデータ収集・
分析が不可欠。そのため、2 次
活用可能なシステム改良が進ん
だ」と話す大塚浩士氏

HIS のサーバ群。サーバ、スイッチ、ストレージの 3 層構成の仮想化
環境を1 つの機器に集約して、システム室の占有スペースを3 分の 1
程度にまで縮小するなど、ソフト面だけでなくハード面でも最先端の医
療 ITを活用している

ら
、
重
症
患
者
に
関
す
る
診
療
情
報
を
一
般
病

棟
の
看
護
師
が
調
べ
よ
う
と
し
て
も
、
改
め
て

シ
ス
テ
ム
を
起
動
さ
せ
た
り
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
電
子
カ
ル
テ
シ
ス
テ
ム

と
部
門
シ
ス
テ
ム
双
方
を
見
比
べ
な
が
ら
対
応

す
る
必
要
が
あ
る
な
ど
不
便
な
面
が
あ
り
ま
し

た
。
重
症
病
棟
か
ら
一
般
病
棟
に
入
院
患
者
が

移
動
す
る
際
も
、
観
察
項
目
が
電
子
カ
ル
テ
シ

ス
テ
ム
と
連
動
し
て
い
な
い
た
め
、
改
め
て
電
子

カ
ル
テ
シ
ス
テ
ム
で
観
察
項
目
を
設
定
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
移
動
後
す
ぐ
に
記

録
が
書
け
る
状
態
で
は
な
い
等
、
記
録
体
系
が

整
備
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
原
因
と
な
る
不
都

合
が
山
積
し
て
い
た
の
で
す
。

　

重
症
病
棟
機
能
で
は
、
重
症
患
者
の
診
療
記

録
が
チ
ャ
ー
ト
画
面
で
一
覧
で
き
る
の
で
、
一
目

で
患
者
の
状
態
が
わ
か
り
ま
す
し
、
電
子
カ
ル

テ
シ
ス
テ
ム
上
の
検
温
表
な
ど
に
デ
ー
タ
が
反
映

さ
れ
る
の
で
、
重
症
病
棟
か
ら
一
般
病
棟
へ
の
転

棟
時
の
引
き
継
ぎ
も
効
率
的
か
つ
安
全
に
実
施

で
き
ま
す
。
ま
た
、
重
症
病
棟
に
あ
る
人
工
呼

吸
器
や
各
種
モ
ニ
タ
等
と
の
シ
ス
テ
ム
連
動
も
良

好
で
、
そ
れ
ら
の
医
療
機
器
の
デ
ー
タ
も
自
動

的
に
電
子
カ
ル
テ
シ
ス
テ
ム
に
反
映
さ
れ
る
の

で
、
大
変
便
利
に
な
り
ま
し
た
」

　

集
中
治
療
室
に
常
駐
す
る
診
療
工
学
技
士
で
、

診
療
情
報
分
析
室
の
ス
タ
ッ
フ
を
兼
務
す
る
管

い
て
、
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
室
の
大
塚
浩
士
氏
は

つ
ぎ
の
よ
う
に
話
す
。

「
救
急
外
来
部
門
は
、
診
療
行
為
を
最
優
先
か
つ

迅
速
に
行
う
必
要
が
あ
る
の
で
、
従
来
の
シ
ス
テ

ム
で
は
、
ま
ず
診
療
を
行
い
、
診
療
情
報
を
入

力
し
た
後
で
診
療
報
酬
に
関
す
る
オ
ー
ダ
入
力

を
行
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
記
録
が
不
十
分
で

あ
っ
た
り
、
算
定
漏
れ
が
あ
る
な
ど
の
問
題
が
あ

り
ま
し
た
。
ま
た
、
部
門
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
デ
ー
タ
を
抽
出
す
る
に
も
不
便
を
来
し
て

田 

塁
氏
も
、
重
症
病
棟
機
能
を
評
価
し
、
そ
の

有
用
性
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
話
す
。

「
従
来
の
シ
ス
テ
ム
で
は
、
重
症
病
棟
に
お
け
る

医
師
の
指
示
も
、
電
子
カ
ル
テ
シ
ス
テ
ム
と
部
門

シ
ス
テ
ム
そ
れ
ぞ
れ
に
入
力
す
る
必
要
が
あ
っ
た

た
め
、
２
回
指
示
を
出
す
こ
と
を
嫌
が
る
医
師

も
い
ま
し
た
が
、
今
回
の
更
新
で
そ
の
よ
う
な
二

度
手
間
は
な
く
な
り
、
医
師
に
も
好
評
で
す
。

診
療
デ
ー
タ
の
収
集
も
容
易
に
で
き
る
の
で
、
ぜ

ひ
今
後
の
臨
床
研
究
等
に
役
立
て
た
い
で
す
ね
。

　

ま
た
、
当
院
で
は
診
療
プ
ロ
セ
ス
の
ガ
バ
ナ
ン

ス
に
も
注
力
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
診
療
プ
ロ

セ
ス
毎
の
観
察・介
入・記
録
項
目
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
テ
ン
プ
レ
ー
ト
に
規
定
し
ま
し
た
。
入
退
院
や

転
棟
な
ど
の
重
要
な
イ
ベ
ン
ト
に
お
い
て
、
こ
の

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
テ
ン
プ
レ
ー
ト
を
活
用
す
る
こ
と

に
よ
り
、
診
療
プ
ロ
セ
ス
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化
を

図
っ
て
い
ま
す
」

　

同
院
で
は
、
重
症
病
棟
機
能
に
引
き
続
き
、

２
０
１
８
年
８
月
、
救
急
外
来
部
門
の
シ
ス
テ
ム

を
更
新
。
Ｎ
Ｅ
Ｃ
と
の
共
同
開
発
に
よ
る
電
子

カ
ル
テ
シ
ス
テ
ム
「M

egaO
akH

R

」
の
新
機
能

と
し
て
運
用
を
開
始
し
て
い
る
。
従
来
の
救
急

外
来
部
門
に
お
け
る
情
報
シ
ス
テ
ム
の
課
題
に
つ

の
で
す
。

　

救
急
外
来
は
Ｄ
Ｐ
Ｃ
対
象
外
で
す
か
ら
、
実

施
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
診
療
行
為
を
適
切
に
診
療

報
酬
と
し
て
請
求
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ

こ
で
、
救
急
外
来
の
ス
タ
ッ
フ
が
入
力
し
た
経
過

記
録
等
の
情
報
か
ら
コ
ス
ト
算
定
情
報
を
発
生

さ
せ
る
仕
組
み
を
開
発
し
た
の
で
す
。
そ
し
て
、

医
師
が
そ
れ
を
最
終
確
認
す
る
こ
と
で
算
定
漏

れ
を
な
く
し
、
記
録
の
効
率
化
と
、
診
療
報
酬

の
適
正
な
請
求
と
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
」

　

同
院
で
は
、
今
後
も
電
子
カ
ル
テ
シ
ス
テ
ム
に

各
部
門
シ
ス
テ
ム
を
統
合
化
し
、
診
療
デ
ー
タ

の
２
次
活
用
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
く
と
野

口
氏
は
話
す
。

「
重
症
病
棟
機
能
や
救
急
外
来
部
門
の
シ
ス
テ
ム

以
外
で
も
、
部
門
シ
ス
テ
ム
の
更
新
が
今
後
控

え
て
い
ま
す
が
、
手
術
、
透
析
な
ど
の
部
門
シ
ス

テ
ム
を
Ｎ
Ｅ
Ｃ
の
シ
ス
テ
ム
で
統
一
す
る
こ
と
で

診
療
記
録
の
連
動
性
が
よ
り
深
ま
る
と
考
え
て

い
ま
す
。
Ｎ
Ｅ
Ｃ
は
当
院
の
や
り
方
に
慣
れ
て
い

ま
す
し
、
ベ
ン
ダ
の
対
応
も
迅
速
で
細
か
な
こ
と

に
も
気
遣
っ
て
く
れ
る
の
で
、
シ
ス
テ
ム
導
入
の

際
は
第
一
候
補
と
し
て
常
に
考
え
て
い
ま
す
」

1935 年に開設された「恩賜財団 済
生会熊本診療所」を嚆矢とする済生
会熊本病院は、1995 年に現在の地に
移転。その後、関連施設である済生
会みすみ病院、済生会熊本福祉セン
ターの開設や、予防医療センター、外
来がん治療センター（写真）などの増
設を経て、80 年以上の長きに渡って
熊本の地域医療に貢献し続けている

――名誉院長になられましたが、
医療ITの取り組みを振り返って
お話しください。
　1996 年頃より紙によるクリニ
カルパス導入を開始し、並行して
独自開発による電子カルテシステ
ム構築を進めてきました。この開
発事業は道半ばで終わりましたが、
貴重なノウハウを得ることができた
と思います。
　2011年に NEC の電子カルテ

ルパス学会では、BOM（Basic 
Outcome Master：患者状態アウ
トカム用語集）を整備し、これを
使ってデータベースとなる仕組みを
構築しました。
　従来の医療では、患者の状態
や診療内容についてはカルテを読
み返さないと分からなかったもの
が、BOM のデータを収集すること
で、カルテを読まなくても、患者
の状態データを容易に収集するこ
とができます。これが臨床研究や
医療の質管理の中核となるデータ
となるのです。
　電子クリニカルパスによってバリ
アンス分析が容易に実行できるよ
うになりました。当院では 2ヵ月
に1度、“パス大会”を実施してバ
リアンス分析の結果を検討してい
ますが、かつては多くても 50 例
程度だったものが、現在では 300
例集まることもあります。現在は九
州大学との共同研究で、さらにク
リーンなビッグデータを抽出・分析
することができています。今回の
事業を成功させなければ、日本の
電子カルテの標準化の議論はま
すます困難になり、ひいては医療・

満足な性能を持つ電子カルテシス
テムはないという認識でしたね。
当時、電子カルテを導入した施設
の記事などを見返すと、データの
２次利用やマスターの整備などに
ついてはほとんど言及されていませ
んでした。IT 化に取り組んだ日本
の病院は、2 次活用等を念頭に
置かずにその構築を急いでしまっ
たため、標準的なマスターやコー
ドがなくカオスを生んできました。
この、電子カルテシステムに対す
る最初の取り組みの不始末が、そ
の後日本の電子カルテシステムの
標準化を茨の道にしてしまった原
因ではないでしょうか。
　医療の質や経営改善のための
データを、標準化もせずに手作業
で集めている限り、それらを迅速
に分析、可視化するのは不可能で
す。迅速な分析ができなければ、
経営的なディシジョンも遅くなって
しまいます。また、日本の病院、
特に大規模な施設になるほど、院

コンペティションではありません。
　今回の事業では、各ベンダの
電子カルテから同じようにデータを
抽出することができるようにするこ
と、クリニカルパスという領域に
おいて、そのデータモデルを標準
的に扱えるようにすることを主目的
としています。
　電子カルテの標準化は、この
機を逃すと、もうできないのではな
いかという危機感を持って臨んで
います。４ベンダの協同歩調によ

システムを導入し、さらに 2014 年
に同社と共同で電子クリニカルパ
スとパス分析機能「NECV（Novel 
Electronic Clinical pathway 
analysis Viewer）」を開発しました。
その結果、クリニカルパスの電子
化と、パスのデータを効率よく収
集して、分析、可視化するツール
の構築を達成できました。
　当院は、電子カルテシステムの
導入については後発ですが、昔は

健康産業における情報戦で海外
勢に敗れてしまうでしょう。
　グーグル等、欧米の巨大 IT 企
業は膨大な個人データを収集し、
分析することが可能です。一方で、
私たちが収集するデータは医療と
いうカテゴリだけのものですが、情
報の精度が高いという強みがあり、
臨床研究等のリサーチにも使いや
すく、まだ勝ち目はあります。
　ベンダ、病院間の垣根を越え、
標準化された質の高い診療データ
をこれだけ集めることができる仕
組みは世界的にもほとんどありま
せん。リアルワールドデータと呼べ
るべきものを得ることで、臨床と
研究の融合や、医療の飛躍的な
進歩が期待できると考えています。
――今回の事業でベンダに期待
している点についてお聞かせく
ださい。
　私は、今回の事業にたいして
NECを含め各ベンダが協力的な
姿勢で臨んでくれていることに大
変感謝しています。
　ePath プロジェクトでは４ベンダ
のシステムが参加しますが、これは
コンペティティブに見えて、決して

内組織は縦割りでお互いに介入し
ない傾向があり、それが質の管理
を困難にしているのですが、当院
ではその壁を取り払い、データを
クリニカルパスから収集してモニ
ターし、質管理を行っています。こ
のNECVの仕組みはなかなか良く
できていると評価しています。ぜひ
日本に普及させたいですね。
――ePath プロジェクトについ
て、その意義と抱負についてお
聞かせください。
　私たちは長い間、電子クリニカ
ルパスに関する取り組みを続けて
きましたが、今回の事業は電子ク
リニカルパスの普及と、そのブラッ
シュアップを行うことができる点で、
それが持つ意義は非常に大きいと
考えています（図 1）。
　電子クリニカルパスとダイナミッ
クテンプレートは、入力が容易な、
優れた入力形式であると同時に、
診療データを収集しやすいという
特徴を有しています。日本クリニカ

り、すばらしいものができると期待
するとともに、その後の他ベンダ
への普及も進めていきたいと思い
ます。

長年、クリニカルパスの普及と
医療のIT化を推進してきた
済生会熊本病院名誉院長（前院長）の
副島秀久氏に、これまでの医療ITの
取り組みを振り返ってもらうと共に、
今年度からAMED事業として取り組む
ePath Projectについて話を聞いた。

支部熊本県済生会 支部長
済生会熊本病院 名誉院長

副島秀久氏に聞く

　　　AMED 事業「ePath Project」の概要図。平成 30 年度から32 年度までの 3
年間で、標準化したクリニカルパスを4 ベンダの HIS に実装・試行を実施。医療情報
の標準化推進の起爆剤となることを狙っている
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