
　
南
　
思
い
が
け
な
い
大
震
災
か
ら

１
年
が
経
ち
ま
す
。地
震
発
生
時
は
、

ど
こ
で
何
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
か
。

坂
本
　
厚
生
労
働
省
の
会
議
に
出

席
し
て
い
ま
し
た
。一
時
避
難
の
後
、

な
ん
と
か
協
会
に
戻
っ
て
対
策
本

部
を
設
置
。過
去
の
震
災
の
教
訓
か

ら
、迅
速
な
対
応
が
で
き
る
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
構
築
し
て
い
た
こ
と
が

実
を
結
び
ま
し
た
。

　
南
　
東
北
の
沿
岸
部
が
広
範
囲

に
被
災
し
ま
し
た
が
、ど
れ
く
ら
い

の
規
模
で
支
援
が
行
わ
れ
た
の
で

し
ょ
う
か
。

坂
本
　
災
害
支
援
ナ
ー
ス
を
送
る

バ
ス
を
チ
ャ
ー
タ
ー
で
き
た
３
月
２１

日
か
ら
、毎
日
２０
〜
３０
名
を
医
療
機

関
や
避
難
所
へ
派
遣
し
ま
し
た
。５

月
１７
日
ま
で
に
、９
３
８
名（
延
べ

３,
７
７
０
名
）に
な
り
ま
し
た
。

　
南
　「
災
害
支
援
ナ
ー
ス
」と
は
。

坂
本
　
災
害
支
援
に
関
す
る
研
修

や
訓
練
を
受
け
た
看
護
職
の
こ
と

で
す
。地
震
発
生
当
時
は
全
国
で

約
４,
８
０
０
名
が
登
録
し
て
い
ま

し
た
。基
本
的
に
は
無
償
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
で
す
。

　
南
　
被
災
地
で
は
、実
際
に
ど
の

よ
う
な
活
動
が
行
わ
れ
た
の
で
し
ょ

う
か
。

坂
本
　
２４
時
間
、避
難
所
な
ど
に
常

駐
し
、急
病
人
の
対
応
や
避
難
者
の

ケ
ア
、飲
料
水
や
食
事
の
管
理
、服

薬
介
助
、感
染
拡
大
防
止
な
ど
を

行
い
ま
し
た
。寝
床
の
確
保
や
ト
イ

レ
の
工
面
な
ど
、生
活
環
境
の
整
備

も
行
い
、避
難
所
で
暮
ら
し
て
い
け

る
環
境
を
ト
ー
タ
ル
で
整
え
て
い
き

ま
し
た
。看
護
職
に
は
、そ
う
し
た

生
活
環
境
を
素
早
く
整
え
る
力
も

あ
る
の
で
す
。

　
南
　
今
回
の
震
災
は
、こ
れ
ま
で

と
は
タ
イ
プ
が
少
し
異
な
る
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。緊
急
医
療
は
２
〜

３
日
で
終
了
し
、む
し
ろ
生
活
に
障

害
を
抱
え
る
高
齢
者
や
複
数
の
疾

病
を
も
つ
方
な
ど
の
慢
性
的
な
問

題
が
深
刻
に
な
り
ま
し
た
。

坂
本
　
そ
こ
で
力
を
発
揮
し
た
の
が

保
健
師
で
す
。保
健
師
は
そ
の
地
域

で
生
活
し
、そ
こ
に
暮
ら
す
人
た

ち
を
ず
っ
と
見
て
い
ま
す
。地
域
保

健
活
動
の
重
要
性
が
、今
回
の
震
災

坂
本
　
今
回
の
よ
う
な
大
規
模
災

害
が
起
き
る
と
、す
ぐ
に
で
も
駆

け
つ
け
た
い
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。

で
も
い
ざ
現
場
に
行
っ
て
み
る
と
、

受
け
手
の
ニ
ー
ズ
と
マ
ッ
チ
し
な
い

こ
と
が
あ
り
ま
す
。例
え
ば
昨
年

５
月
の
時
点
で
は
、す
で
に
急
性
期

の
支
援
か
ら
、長
期
的
な
支
援
が
必

要
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
南
　
医
療
や
看
護
だ
け
で
は
な
く
、

物
資
の
支
援
な
ど
、す
べ
て
の
ニ
ー
ズ

が
刻
々
と
変
化
す
る
と
聞
き
ま
す
。

坂
本
　
大
切
な
の
は
現
地
の
ニ
ー
ズ

を
正
確
に
と
ら
え
、ど
う
適
応
す
る

か
。俯
瞰
し
て
読
み
取
る
力
が
必
要

で
す
。
そ
し
て
何
よ
り
、継
続
す
る

こ
と
。人
命
に
か
か
わ
る
職
務
に
就

く
者
と
し
て
、支
援
し
続
け
る
力
を

　
南
　
今
回
の
震
災
で
は
、看
護
職

の
方
々
も
多
数
被
災
さ
れ
て
い
ま

す
よ
ね
。

坂
本
　
亡
く
な
ら
れ
た
り
行
方
不

明
の
方
を
は
じ
め
、休
職
や
退
職
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
方
、家
族
や
家

を
失
っ
た
方
も
大
勢
い
ま
す
。看
護

職
も
ひ
と
り
の
被
災
者
で
あ
り
、こ

う
し
た
看
護
職
を
ど
う
支
援
し
、職

場
に
復
帰
し
て
も
ら
う
か
な
ど
は
、

坂
本
　
今
回
の
震
災
で
あ
ら
た
め

て
感
じ
た
こ
と
は
、看
護
は
人
と
人

と
の
関
わ
り
が
ベ
ー
ス
だ
と
い
う

こ
と
。看
護
職
に
一
番
大
事
な
の
は
、

患
者
さ
ん
の
状
態
を
全
人
的
に
把

握
し
、受
け
入
れ
る
姿
勢
な
ん
で
す
。

　
南
　
心
身
一
如
、ま
る
ご
と
人
間

を
看
る
看
護
職
の
力
。そ
の
能
力
が

地
域
保
健
や
地
域
再
建
の
た
め
に

活
か
さ
れ
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
が

一
刻
も
早
く
で
き
あ
が
っ
て
ほ
し

い
。「
看
護
職
が
社
会
を
変
え
る
」

く
ら
い
の
気
概
で
突
き
進
ん
で
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。最
後
に
、

被
災
地
の
方
や
同
朋
の
看
護
職
の

皆
さ
ん
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
。

坂
本
　
あ
ら
た
め
て
、被
災
さ
れ
た

方
々
に
心
よ
り
お
見
舞
い
申
し
上

げ
ま
す
。
併
せ
て
、全
国
か
ら
集
結

し
て
く
れ
た
看
護
職
に
も
深
く
感

謝
い
た
し
ま
す
。そ
の
懸
命
な
活
動

に
よ
っ
て
、被
災
地
の
方
に
「
ひ
と

り
じ
ゃ
な
い
ん
だ
」と
感
じ
て
も
ら

え
た
と
聞
き
ま
し
た
。胸
が
熱
く
な

る
と
同
時
に
、同
じ
看
護
職
と
し
て

誇
ら
し
く
思
い
ま
す
。私
は
こ
の
経

験
を
決
し
て
忘
れ
る
こ
と
な
く
、支

え
続
け
る
こ
と
を
心
の
中
に
強
く

誓
っ
て
い
ま
す
。痛
み
は
私
た
ち
も

受
け
止
め
ま
す
。と
も
に
前
を
向
き
、

と
も
に
歩
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。

東日本大震災から1年。 

被災地の医療を支え続けた看護師や保健師、助産師などの看護職の方々の活動から、あらためて災害医療・看護を考えます。

〝そのとき何を感じ、どう行動したのか〟〝この経験をどう活かしていくべきか〟。

日本看護協会 坂本すが会長と読売新聞東京本社 編集局医療情報部長 南砂が意見を交わしました。

広 告企画・制作  読売新聞東京本社広告局

看護の力を、生きる力に
災害時の看護と被災者ケアを考える

東 日 本 大 震 災 か ら 1 年

看護とは「人間」そのものを支えること

整
え
る
力
と
つ
な
ぐ
力

災
害
支
援
ナ
ー
ス
の
活
躍

地
域
保
健
活
動
の
柱
に

看
護
職
の
力
を

変
わ
る
ニ
ー
ズ
を
見
極
め

形
を
変
え
て
支
援
す
る

学
ん
だ
教
訓
活
か
し
て

災
害
看
護
の
進
展
を

前
を
向
い
て
共
に
歩
む

支
え
続
け
る
と
い
う
誓
い

日本看護協会会長

坂本すが氏
1972年、和歌山県立高等看護学院保健助産学部
卒業。和歌山県立医科大学附属病院などを経て、
ＮＴＴ東日本関東病院看護部長として勤務。
2007年、埼玉大学大学院経済科学研究科博士課
程後期課程修了（経済学博士）。東京医療保健大
学看護学科長・教授を経て、11年6月7日より現職。

読売新聞東京本社
編集局医療情報部長 南 砂 
ベルギー・ゲント大学研究員、日本医科大学助手
（精神医学）を経て、1985年に読売新聞社入社。
編集委員などを経て2011年より現職。

現 場 看 護 職 の 声

看 護 職 の 活 動 レ ポ ー ト

岩手県 陸前高田市

あらゆる物事を看護のチカラに
人・地域機関との連携強化がカギ

　〝いつか来る〟でも、これほどとは。津

波が町を飲み込む様は、この世のものと

は思えませんでした。高台にある当施設

は津波こそ免れたものの、ガラスは割れ、

水道管は破裂、天井が崩れた場所も。

　地震発生は14時46分。15時のおやつ

のために190名の利用者がホールに集ま

る時間でした。歩ける方を誘導し、寝たき

りの方は数人で抱えて屋外へ。職員を含

む264名全員が無事だったのは、日頃の

防災訓練や研修会の成果だと思います。

　急性期は保温栄養チェックや水分補給を

中心に。次いで誤嚥性肺炎（ごえんせいはいえん）

を防ぐための口腔ケアと原状回復を。回復

期には、感染対策に力を入れました。

　職員も私も被災者のひとりです。家族を

失った者、家が流された者もいます。でも、

「もっと大変な人がいる。私だけじゃない」

そういって職責を果たしてくれました。ス

医
療
法
人 

勝
久
会

介
護
老
人
保
健
施
設 

松
原
苑

タッフ同士で褒め合い、支え合えたから

こそ、今日まで心が折れずにやってこられ

たのだと思います。

　非常時には、県や市の動きを待ってい

られません。自分たちでやるしかないんで

す。あるものを工夫して、どうにか看護に

利用する。それがカギを握ります。そのた

めには、日々の訓練、医療機関との連携、

近所付き合いを深めておくことが必要で

す。有事のときこそ、人と人とのつながり

が一番大事になりますから。

看
護
部
長  

入
澤 

美
紀
子
さ
ん

宮城県 石巻市

健康支援から心のケアへ
安心感あるコミュニティーの必要性

　あの時の判断は正しかったのだろうか。

いまでも自問自答を続けています。職員

も被災したまま仕事を続け、心身ともに

疲弊。常に自分たちで考え、判断しなけれ

ばならない重圧のなかでの職務でした。

　被害の大きさが明らかになってきた2日

目、県外からの応援保健師とともに避難

所の健康実態調査を開始。その後に自宅

の2階での生活を強いられている方、仮

設住宅へと対象を広げ、支援が必要な方

を医療チームにつなげるなどの活動を行

いました。乳幼児健診についても、被害の

小さかった内陸部で4月後半から、市全体

としては6月から再開。妊婦健診も実施し、

母子の支援にも当たりました。

　地震発生当初は、医薬品不足による病状

悪化への対応がメインでしたが、仮設住宅

に移る頃になると、PTSD（心的外傷後ストレス

障害）など心の不調を訴える方が急増しました。

石
巻
市 

健
康
部 

健
康
推
進
課

そこで、被災者の方を緊急雇用して仮設住

宅の「みまもり隊」（正式名称：訪問支援員）を設置。

市立病院の看護師や保健師と連携して高

齢者や独居の方への声掛けなどをしていま

す。健康面から心のケアへ。いま、安心感に

つながるコミュニティーが求められています。

　災害はそれぞれのケースで異なります。

保健師として地域の状況を踏まえて、自

分たちで考え、臨機応変に対応する。そう

いった意識を職場で共有していくことが、

もっと必要だと強く感じています。

技
術
課
長
補
佐（
保
健
師
）

伊
藤 

慶
子
さ
ん

福島県 いわき市

「待ってる人」のために全力を
強い信頼感をつくる看護師の仕事

　「できる事を、できる時に、精一杯」

この震災から学んだ教訓です。

　地震の瞬間、出先で強烈な揺れに襲わ

れました。どうにか施設には戻れました

が、すぐに〝津波が来るぞ〟の声。慌てて

上層階に避難すると、見る見るうちに濁

流があふれました。1階は浸水し、訪問看

護に不可欠な車も失いました。

　その後、何とか代車を手配することが

できたので、利用者の安否確認に奔走し

ました。物流が回復してからは、水・食

料・おむつをもって訪問を続けました。

　原子力発電所の事故もあったので、職

員自身に避難の判断は委ねました。「自己

決定と自己責任」あの時ほどその言葉の

重みを感じたことはありません。それでも、

利用者の方の〝来てね〟という思いに突き

動かされ、8人の訪問看護師が協力して

頑張ってこられたのだと思います。

医
療
法
人 

信
誠
会

わ
か
ば
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

　これまで訪問看護には「体温計・血圧

計・聴診器」が必要だと思っていましたが、

「ゴム手袋・古新聞・ゴミ袋」があれば、た

いていのことはできます。あとは五感をフ

ルに使って利用者の状態をみます。それ

こそ、いままで培ってきた経験でした。

　この仕事を続けていると利用者とその家

族との強い信頼関係が構築され、密度の

濃い看護ができます。「待ってる人がいる」

看護師って、常に自分を成長させてくれる

素晴しい仕事だとあらためて感じています。

管
理
者  

飯
島 

眞
弓
さ
ん

　
南
　
看
護
師
さ
ん
は
フ
ッ
ト
ワ
ー

ク
が
非
常
に
よ
い
。
機
敏
な
動
き
の

延
長
に
、生
活
環
境
を
整
え
る
力
が

あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

坂
本
　
加
え
て
、つ
な
ぐ
力
で
す
。

看
護
職
は
２４
時
間
様
子
を
見
な
が

ら
、自
分
が
感
じ
た
こ
と
、気
付
い

た
こ
と
を
、引
き
継
ぎ
の
際
に
申
し

送
り
ま
す
。例
え
ば
夜
中
の
見
回
り

の
と
き
。普
段
な
ら
、患
者
さ
ん
が

い
な
け
れ
ば
ト
イ
レ
に
行
っ
て
い
る

と
考
え
ま
す
よ
ね
。で
も
い
ま
は
、

心
身
と
も
に
疲
弊
し
て
い
る
と
き
。

だ
か
ら
ト
イ
レ
ま
で
行
っ
て
声
を

掛
け
、き
ち
ん
と
無
事
を
確
認
す
る

こ
と
を
申
し
送
っ
て
い
ま
し
た
。つ

な
い
で
い
く
力
が
発
揮
さ
れ
た
と

思
い
ま
す
。

　
南
　
看
護
職
は
、生
き
る
こ
と
や

生
活
す
る
こ
と
を
支
援
す
る
職
種

な
ん
だ
と
あ
ら
た
め
て
感
じ
ま
す
。

坂
本
　
看
護
職
は「
も
し
か
し
た
ら
」

と
い
う
感
覚
を
常
に
も
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
上
で
、食
事
、睡
眠
、排
泄
、歩
行
、

会
話
な
ど
か
ら
患
者
さ
ん
の
状
況

を
予
見
し
て
い
く
。生
活
を
ベ
ー
ス

に
考
え
な
い
と
い
け
な
い
職
種
で

す
か
ら
。

で
再
認
識
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
。

　
南
　
こ
の
震
災
は
や
は
り
、暮
ら

し
の
基
盤
そ
の
も
の
を
奪
っ
た
ん

で
す
ね
。

坂
本
　
そ
こ
を
ど
う
整
え
る
か
、医

療
と
セ
ッ
ト
で
ど
う
シ
ス
テ
ム
化
す

る
か
が
今
後
の
基
準
に
な
る
と
思

い
ま
す
。あ
る
避
難
所
の
高
齢
者
の

方
に
お
話
を
聞
く
機
会
が
あ
り
ま

し
た
が
、「
こ
こ
は
幸
せ
で
す
」と
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。ど
う
し
て
か
。

ス
ト
ー
ブ
の
前
に
皆
さ
ん
が
集
ま
っ

て
会
話
を
す
る
ん
で
す
ね
。ナ
ー
ス

た
ち
も
そ
こ
で
一
生
懸
命
に
話
を

聞
く
。誰
か
に
聞
い
て
も
ら
え
る
、

看
て
も
ら
え
る
と
い
う
安
心
感
。私

は
そ
の
光
景
に
、超
高
齢
社
会
の
こ

れ
か
ら
の
あ
り
方
を
見
た
気
が
し

ま
し
た
。単
に
声
を
掛
け
れ
ば
い
い

の
で
は
な
く
、コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
つ

く
る
こ
と
が
大
事
な
ん
だ
と
。

　
南
　
震
災
の
あ
と
の
様
子
が
、日

本
の
高
齢
社
会
を
象
徴
し
て
い
る

と
い
う
意
見
も
あ
り
ま
す
。
看
護

師
や
保
健
師
が
協
働
し
て
、地
域
医

療
や
保
健
活
動
の
柱
に
な
っ
て
ほ

し
い
で
す
ね
。

持
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。時
が

経
て
ば
災
害
の
記
憶
は
薄
れ
て
い

き
ま
す
。し
か
し
、形
を
変
え
て
支

援
を
続
け
て
い
く
。そ
れ
が
私
た
ち

の
使
命
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
南
　
生
活
に
密
着
し
た
支
援
は
、

看
護
職
の
方
々
の
得
意
分
野
で
す

よ
ね
。

坂
本
　
今
後
は
、被
災
地
の
ニ
ー
ズ

に
対
応
す
る
た
め
、在
宅
ケ
ア
の
支

援
に
力
を
入
れ
て
い
き
ま
す
。誰
も

が
自
分
の
住
み
た
い
土
地
に
住
め

る
よ
う
に
、在
宅
で
ど
う
過
ご
す
か
、

暮
ら
し
を
ど
う
支
え
る
か
と
い
う

視
点
で
、被
災
地
の
医
療
・
看
護
を
考

え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。た
だ
、

看
護
職
が
す
べ
て
を
担
う
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。誰
か
に
つ
な
ぎ
、互
い

に
補
完
し
合
う
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
南
　
ひ
と
り
の
看
護
師
が
全
部

で
き
な
く
て
も「
つ
な
ぐ
」こ
と
。そ

れ
こ
そ
が
、こ
れ
か
ら
の
医
療
に
求

め
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

坂
本
　
職
種
の
垣
根
を
越
え
て
、生

活
と
医
療
を
つ
な
ぐ
必
要
が
あ
り

ま
す
。医
師
や
看
護
職
、介
護
職
な

ど
の
チ
ー
ム
で
支
え
る
。何
が
必
要

か
を
予
見
し
、素
早
く
手
を
打
つ

こ
と
が
、目
指
す
べ
き
体
制
だ
と
考

え
て
い
ま
す
。

　
南
　
医
療
は
専
門
分
化
し
過
ぎ

た
と
感
じ
ま
す
。看
護
職
の
方
の
活

動
が
そ
れ
を
見
直
す
き
っ
か
け
に

な
れ
ば
。

坂
本
　
あ
る
訪
問
看
護
師
は
、震
災

直
後
に
利
用
者
の
無
事
を
確
認
し

に
行
っ
た
と
こ
ろ
、病
院
に
運
ば
れ

る
場
面
に
遭
遇
し
、一
緒
に
向
か
っ
た

そ
う
で
す
。職
務
に
関
係
な
く
見
届

け
た
い
。自
ら
が
被
災
者
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、患
者
さ
ん
を
優
先

す
る
、凛
と
し
た
強
さ
と
明
る
さ
に

こ
ち
ら
が
勇
気
を
も
ら
い
ま
し
た
。

非
常
に
重
大
な
課
題
の
ひ
と
つ
で

す
。被
災
地
の
看
護
協
会
は
、
心

の
ケ
ア
や
就
業
支
援
の
取
り
組
み

を
進
め
て
お
り
、日
本
看
護
協
会
で

も
被
災
者
向
け
の
研
修
会
の
開
催

な
ど
の
支
援
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

　
南
　
そ
の
他
、今
後
の
災
害
時
の

看
護
に
活
か
し
て
い
く
取
り
組
み

は
あ
り
ま
す
か
。

坂
本
　
災
害
支
援
ナ
ー
ス
の
研
修

の
強
化
で
す
ね
。こ
の
震
災
を
機

に
、研
修
を
受
け
た
い
と
い
う
ナ
ー

ス
が
急
増
し
、今
で
は
約
６,
２
０
０

名
が
登
録
し
て
い
ま
す
。そ
の
熱
意

に
応
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。助
産
師

に
つ
い
て
も
、
周
産
期
に
お
け
る

「
防
災
マ
ニ
ュ
ア
ル
整
備
」を
緊
急
の

課
題
と
し
て
進
め
て
い
ま
す
。今
回

の
経
験
を
踏
ま
え
て「
日
常
的
な
備

え
」「
被
災
直
後
の
対
応
」「
中
長
期

的
な
支
援
」な
ど
の
項
目
ご
と
に

策
定
し
て
い
き
ま
す
。

3.11 災害対策本部立ち上げ

＜主な活動内容＞

　震災発生当日、日本看護協会内に「東日本大震災災害対策本部」を設置し、都道府県看護協会・関係

団体・政府との連絡調整を図りながら支援活動を開始。宮城県看護協会内には「現地対策本部」を置いた。

5.1 東日本大震災復旧復興支援室の設置

　被災地の中長期的な支援に向け、日本看護協会に「東日本大震災復旧復興支援室」を新たに設置した。

5.28 宮城県看護協会が「看護管理者との懇談会」を開催

　復旧・復興に向けて、看護管理者の役割を中心に意見交換が行われた。時間の経過とともに課題が

変わる被災地の状況を踏まえ、多岐にわたる内容が話し合われた。

66.2222 被災した看護職の雇用問題などへの支援
　実態調査結果から雇用問題などの困難な状況が明らかになった会員に、内容に応じた文書を郵送。

ホームページでも、仕事、健康、暮らしへの支援策などを掲載した。

7.9 岩手県看護協会が「東日本大震災の
体験を語る懇談会」を開催

　内陸部・沿岸部の病院施設や訪問看護ステーションの看護管

理者、行政の保健師などが、震災時対応や今後の課題について、

グループに分かれてディスカッションした。

8.5 都道府県看護協会災害看護担当者会議を実施

　日本看護協会で、岩手・宮城・福島の看護協会が、地震発災直後からこれまでの経緯を報告。災害

時対応の課題をはじめ、復興に向けた議論が行われた。災害支援ナースの活動実態も報告され、その

成果が明らかになった。

9.30 福島県看護協会が「看護管理者懇談会」を開催

　津波・原発の大きな被害に遭った浜通りのほか、中通りや会津地域の病院施設などの看護管理者が

グループごとに意見交換。看護職員の確保などについて議論した。

5.10~8.31 被災会員の実態調査

3.21~5.17
　災害支援ナースの交通手段を確保するため、大型バスを借り上げ緊急

車両として登録。毎日、20～30名派遣すると同時に支援物資も搬送した。

●日本看護協会や都道府県看護協会が主催する災害支援に関連する
　研修や訓練を受けた看護職。

●大半は、各所属先から同意を得た上で、休暇などを取り、無償ボラン
　ティアとして参加している。

●2011年6月現在、47都道府県看護協会に6,182人が登録している。

災害支援ナースとは

長期的支援のために

　避難所や医療機関などに24時間常駐し、看護活動を実施。

医療・介護が必要な避難者へのケアをはじめ、感染症の予防

対策、被災者ニーズに合わせた避難所の集約化などを行った。

看護職員の確保支援を行っています

　岩手県、宮城県、福島県の沿岸部地域における被災会員の実態調査を開始。内容は①会員が所属する

施設の被災状況、稼働状況、看護職員数の概要 ②会員が所属する施設の看護職員の安否・就業・居住

の状況 ③会員個別の被災状況。

　今なお被災県では、看護職員の確保が困難な状況にあり、人材不足が深刻な問題と

なっています。都道府県ナースセンターでは、無料職業紹介インターネットサイト「e-ナース

センター」の機能を利用し、被災県看護職員の確保支援を行っています。

■ 在宅ケアの再建支援・強化

避難所や医療機関に24時間常駐し、
ケアや環境衛生を実施

　日本看護協会役員や看護研修学校の認定看護師教育課程

の教員が現地入りし、被災地の看護ニーズ把握や調整を行った。

現地での情報収集と、看護ニーズの把握や調整

※これ以降も、看護管理者の交流会などの支援を継続している。

　被災地域の訪問看護ステーションを対象に、復興
支援に向けた情報収集や情報提供、新規事業立ち
上げなどの相談・支援を行い、在宅ケアの再建を図る。

■ 原発避難地域の保健活動支援
　被災地域における保健師の相互支援と情報共有
を強化し、原発避難に関する支援の充実を図る。

■ 看護職のこころのケア研修
　被災した看護職のリフレッシュ支援をはじめ、看護
管理者懇談会やメンタルケア研修会などの開催を
支援する。 

■ 女性や母子のケア
　健康問題の対策、災害発生時の対応と課題を把握。
分娩施設における防災マニュアルを整備する。

公益社団法人
Japanese Nurs ing Associat ion koho@nurse.or.jp

日本看護協会
日本看護協会

この広告に関するご意見・お問い合わせ

●「e-ナースセンター」トップページに
　岩手県、宮城県、福島県の求人情報を掲載

　ナースセンターでは、厚生労働省と連携して被災地への就業意向のあるセカンドキャリア保健師などについて、

マッチングを行っています。仮設住宅で生活している被災者の健康状態の把握、保健指導などにあたっています。

●セカンドキャリア保健師などのマッチング

https://www.nurse-center.net/［e-ナースセンター］

　看護職員が不足しているのは病院などの医療機関だけではありません。

介護施設、自治体などでも看護職員の確保が難しい状況が続いています。

「ｅ-ナースセンター」では、これらの求人情報も掲載しています。

被災地の看護職員確保にご協力をお願いします。

災害支援ナース延べ3,770名を派遣

詳しくは、「ｅ-ナースセンター」ホームページ、

または日本看護協会 専門職支援・中央ナースセンター事業部までお問い合わせください。


