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特集2 脱病院−−求められる最期の場とは

「
質
の
高
い
終
末
期
ケ
ア
」に
向
け
た

４
つ
の
課
題
と
は
何
か

医
師
で
あ
り
、
医
療
・
福
祉
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
研
究
者
で
も
あ
る
立
場
か
ら

「
質
の
高
い
」終
末
期
ケ
ア
の
創
造
を
提
言
す
る
日
本
福
祉
大
学
大
学
院
教
授 

近
藤
克
則
氏
。

介
護
・
福
祉
施
設
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
終
末
期
ケ
ア
の
あ
り
方
に
つ
い
て
伺
っ
た
。

［
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
］

が
欲
し
い
。
そ
こ
で
「
ホ
ス
ピ
ス
・
ケ
ア
」

と
か
「
緩
和
ケ
ア
」
と
い
う
名
前
が
使
わ
れ

ま
し
た
。
単
に
身
体
的
な
痛
み
を
緩
和
す
る

だ
け
で
は
な
く
、
心
理
的
、
社
会
的
な
痛
み

な
ど
を
緩
和
す
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

「
積
極
的
に
や
る
べ
き
こ
と
は
あ
る
」
と
い

う
わ
け
で
す
。

　

さ
ら
に
最
近
で
は
、
ガ
ン
以
外
で
亡
く
な

る
方
へ
の
ケ
ア
の
重
要
性
や
余
命
６
カ
月
と

診
断
さ
れ
る
前
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
重
要

だ
と
す
る
意
見
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
表
現

す
る
言
葉
と
し
て
「
エ
ン
ド
・
オ
ブ
・
ラ
イ

フ
・
ケ
ア
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
時
期
区
分
や
、「
何
を
重
視

す
る
か
（
何
を
目
的
に
す
る
か
）」、
ま
た
、
ど

の
よ
う
な
疾
患
で
亡
く
な
る
方
を
対
象
に
す

「
質
の
高
い
」終
末
期
ケ
ア
は

場
所
よ
り
プ
ロ
セ
ス
が
ポ
イ
ン
ト

︱
︱
そ
も
そ
も
、
終
末
期
ケ
ア
と
は
何
を
指

す
の
で
し
ょ
う
か
。

近
藤
●
さ
ま
ざ
ま
な
概
念
や
用
語
が
あ
っ
て

一
概
に
い
え
な
い
の
で
す
が
、
一
般
的
に
は

余
命
６
カ
月
以
内
の
ケ
ア
を
終
末
期
（
タ
ー

ミ
ナ
ル
）
ケ
ア
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
た
だ
し
、

こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
時
間
軸
（
時
期
区
分
）

か
ら
の
定
義
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ガ
ン
患
者
を
中
心
に
、
そ
の
苦
痛
を
い
か

に
緩
和
す
る
か
を
重
視
す
る
動
き
が
現
れ
ま

し
た
。
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
と
い
う
と
「
何
を

や
っ
て
も
無
駄
。
何
も
や
る
こ
と
が
な
い
時

期
の
ケ
ア
」
と
い
う
消
極
的
な
イ
メ
ー
ジ
を

与
え
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
と
は
違
う
呼
び
名

る
の
か
に
よ
っ
て
、「
終
末
期
ケ
ア
」
の
呼

称
も
さ
ま
ざ
ま
な
の
で
す
。

︱
︱
患
者
の
置
か
れ
た
状
態
や
、
そ
れ
に
対

面
す
る
医
療
・
ケ
ア
従
事
者
に
よ
っ
て
呼
称

が
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
近
藤
先
生

は
ど
の
表
現
が
最
適
で
あ
る
と
お
考
え
で
す

か
。

近
藤
●
私
は
、
呼
称
よ
り
も
、
中
身
に
関
心

が
あ
り
ま
す
。
ご
本
人
だ
け
で
な
く
家
族
や

周
り
の
人
を
含
め
た
当
事
者
が
い
か
に
終
末

期
を
過
ご
す
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
を
い
か
に

支
援
す
る
の
か
が
大
事
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を

ど
の
よ
う
な
名
前
で
呼
ぶ
の
か
に
は
さ
ほ
ど

関
心
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

い
い
か
え
れ
ば
、
呼
称
よ
り
も
「
質
の
高

い
」
ケ
ア
の
あ
り
方
に
こ
だ
わ
り
、
そ
の
中

身
づ
く
り
を
急
ぐ
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

︱
︱
「
質
の
高
い
」
終
末
期
ケ
ア
と
い
う
こ

と
で
す
が
、「
質
の
高
い
」
と
は
具
体
的
に

ど
の
よ
う
な
も
の
を
イ
メ
ー
ジ
す
れ
ば
よ
い

の
で
し
ょ
う
か
。

近
藤
●
ま
ず
、「
質
」
を
何
で
測
る
か
と
い

う
こ
と
に
対
し
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
あ

り
ま
す
。
た
と
え
ば
、「
亡
く
な
る
場
所
」

が
大
事
だ
と
い
う
人
も
い
ま
す
。
世
論
調
査

で
は
、
多
く
の
人
が
「（
自
宅
の
）
畳
の
う
え

で
死
に
た
い
」
と
回
答
し
て
い
ま
す
か
ら
。

　

し
か
し
、
実
際
に
は
病
院
で
お
亡
く
な
り

に
な
る
方
が
全
体
の
85
％
を
占
め
て
い
る
。

し
か
も
、
そ
の
な
か
に
は
延
命
処
置
に
よ
っ

て
「
生
か
さ
れ
て
い
る
」
よ
う
に
映
る
ケ
ー

ス
も
あ
る
。
そ
れ
を
み
た
家
族
の
な
か
に
は

「
自
分
に
は
、
あ
そ
こ
ま
で
し
な
い
で
く
れ
」

と
い
う
人
も
い
ま
す
。こ
れ
が
果
た
し
て「
質

看
取
る
こ
と
だ
け
が
終
末
期
ケ
ア
で
は
な
い
。

質
を
決
め
る
の
は
そ
の
プ
ロ
セ
ス
で
す

日
本
福
祉
大
学

大
学
院
社
会
福
祉
学
研
究
科
長

教
授

近
藤
克
則
氏

K
atsunori K

ondo

の
高
い
ケ
ア
」
で
し
ょ
う
か
。

　

国
は
こ
う
し
た
世
論
を
背
景
に
、
在
宅
で

の
看
取
り
を
増
や
そ
う
と
す
る
政
策
誘
導
を

し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
実
際
に
訪
問
看
護

を
受
け
て
死
を
迎
え
た
方
を
対
象
と
し
た
私

た
ち
の
調
査
で
は
、「
在
宅
死
に
も〝
質
の

低
い
死
〟〝
惨
め
な
死
〟
が
あ
る
」
と
い
う
結

果
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
し
た
。
調
査
対

象
と
な
っ
た
１
３
０
５
例
の
家
族
の
３
分
の

１
は
、「
在
宅
介
護
を
行
な
う
意
思
は
あ
る

け
れ
ど
も
、﹃
最
期
の
看
取
り
ま
で
在
宅
﹄

は
望
ま
な
い
」
と
い
う
意
向
で
し
た
。
在
宅

死
の
な
か
に
も
、
ご
家
族
が
望
ん
で
い
な
い

も
の
が
あ
る
の
で
す
。
逆
に
、
病
院
で
亡
く

な
っ
た
け
れ
ど
「
お
か
げ
で
介
護
に
追
わ
れ

ず
、
貴
重
な
時
間
を
一
緒
に
過
ご
す
こ
と
が

で
き
ま
し
た
」
と
感
謝
し
て
く
れ
た
家
族
も

い
ま
し
た
。

　

こ
の
結
果
か
ら
す
れ
ば
、　
「
在
宅
死
＝
善
、

病
院
死
＝
悪
」
と
い
っ
た
単
純
な
イ
メ
ー
ジ

や
、
国
が
在
宅
死
割
合
の
数
値
目
標
を
掲
げ

る
こ
と
に
は
疑
問
を
感
じ
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
終
末
期
を
ど
こ
で
迎
え
る
か
よ

り
も
、
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
で
迎
え
る
こ

と
が
よ
い
の
か
を
議
論
・
実
践
す
る
こ
と
の

ほ
う
が
「
質
の
高
い
ケ
ア
」
に
と
っ
て
重
要

だ
と
思
い
ま
す
。

︱
︱
そ
う
し
た
な
か
で
、
福
祉
施
設
に
お
け

る
終
末
期
ケ
ア
と
い
う
動
き
も
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
点
に
つ
い
て
は
い
か
が
お
考
え
で
す
か
。

近
藤
●
福
祉
施
設
に
お
け
る「
終
末
期
ケ
ア
」

が
、
今
後
増
え
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
し

ょ
う
。
高
齢
者
の
み
の
世
帯
が
増
え
て
い
ま

す
。
国
が
い
く
ら
「
在
宅
死
」
へ
と
誘
導
を

行
な
っ
て
も
、
在
宅
で
ケ
ア
を
行
な
え
る
人

の
割
合
は
少
な
く
な
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で

す
。「
老
老
介
護
」
で
、
た
と
え
ば
80
歳
位

の
人
の
最
期
を
、
や
は
り
80
歳
位
の
人
が
１

人
で
看
取
る
こ
と
は
現
実
的
で
し
ょ
う
か
。

　

つ
ま
り
、
在
宅
で
の
終
末
期
ケ
ア
は
願
望

と
し
て
口
に
す
る
の
は
簡
単
で
す
が
、
家
族

の
「
介
護
力
」
に
恵
ま
れ
な
い
限
り
困
難
だ

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
、
自
宅
に
代
わ
る
看
取
り
の
場

は
病
院
で
し
た
。
し
か
し
、
本
来
、
病
院
は

積
極
的
な
医
学
的
ケ
ア
に
よ
る
救
命
や
治
療

の
場
で
す
。
そ
の
な
か
で
、「
救
命
を
め
ざ

す
積
極
的
な
ケ
ア
を
行
な
わ
な
い
」
と
い
う

方
針
は
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
や
混
乱
を
引
き
起

こ
し
ま
す
。
救
急
救
命
の
現
場
で
は
、
助
か

る
か
ど
う
か
は
「
や
っ
て
み
な
い
と
分
か
ら

な
い
」
面
が
大
き
い
か
ら
で
す
。

︱
︱
し
か
も
、
医
療
制
度
改
革
に
よ
っ
て
、

病
院
に
は
在
院
日
数
の
短
縮
が
迫
ら
れ
て
い

ま
す
。

近
藤
●
そ
の
と
お
り
で
す
。
在
宅
で
の
終
末

期
ケ
ア
が
困
難
に
な
り
、
病
院
に
入
院
し
ま

す
。
一
方
、
在
院
日
数
を
短
縮
し
な
い
と
経
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老
人
ホ
ー
ム
な
ど
の
高
齢
者
福
祉
施
設
、
第

５
の
選
択
肢
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
有
料
老
人

ホ
ー
ム
や
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
と
い
っ
た
「
自

宅
で
な
い
居
宅
サ
ー
ビ
ス
」
な
の
で
す
。

ア
プ
ロ
ー
チ
手
法
を
見
直
せ
！

問
題
指
向
型
か
ら
目
標
指
向
型
へ

︱
︱
今
後
ま
す
ま
す
、
医
療
と
福
祉
の
連
携

が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
両
者
の
連

携
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
す
か
。

近
藤
●
今
後
、
住
ま
い
や
生
活
を
支
え
る
福

祉
ニ
ー
ズ
と
終
末
期
の
医
療
ニ
ー
ズ
と
の
両

者
を
満
た
す
必
要
が
高
ま
る
で
し
ょ
う
。
そ

の
た
め
に
は
、
両
方
の
ニ
ー
ズ
と
医
療
・
福

祉
サ
ー
ビ
ス
を
結
び
つ
け
る
「
終
末
期
の
ケ

ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
が
重
要
に
な
っ
て
き
ま

す
。

　

し
か
し
、
残
念
な
が
ら
医
療
と
福
祉
の
間

の
連
携
や
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
ま
だ
ま
だ
足
り

な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　

英
国
滞
在
中
、
印
象
的
な
言
葉
に
出
会
い

ま
し
た
。「
医
療
と
福
祉
の
間
に
は
、〝
ベ
ル

リ
ン
の
壁
〟
が
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
す
。

　

な
る
ほ
ど
、
日
本
の
み
な
ら
ず
海
外
で
も

医
療
と
福
祉
の
間
に
は

い
ま
だ
に〝
ベ
ル
リ
ン
の
壁
〟が
あ
る

営
が
苦
し
く
な
る
病
院
は
、
患
者
さ
ん
に
退

院
を
促
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ご
本
人
や

ご
家
族
か
ら
す
れ
ば
「
病
院
を
追
い
出
さ
れ

た
」
と
い
う
受
け
止
め
方
を
す
る
の
は
当
然

で
す
。
そ
し
て
、
病
院
か
ら
「
追
い
出
さ
れ

た
」か
た
ち
で
在
宅
死
を
迎
え
る
こ
と
が「
質

の
高
い
ケ
ア
」
と
い
っ
て
い
い
は
ず
は
あ
り

ま
せ
ん
。　
　

　

つ
ま
り
、
現
状
で
は
「
終
末
期
ケ
ア
」
の

受
け
皿
と
し
て
「
自
宅
」
か
「
病
院
」
と
い

う
ふ
た
つ
の
選
択
肢
し
か
な
い
こ
と
に
問
題

が
あ
る
の
で
す
。

　

第
３
の
選
択
肢
と
し
て
「
ホ
ス
ピ
ス
・
緩

和
ケ
ア
病
棟
」
が
増
え
て
い
ま
す
。
そ
こ
で

亡
く
な
る
方
の
ほ
と
ん
ど
は
ガ
ン
患
者
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
お
亡
く
な
り
に
な
る
方
全
体
か

ら
み
る
と
、
ガ
ン
が
原
因
で
死
に
至
る
人
は

お
よ
そ
3
分
の
１
。
他
の
原
因
で
亡
く
な
る

方
の
ほ
う
が
3
分
の
2
と
多
い
の
で
す
。
と

な
る
と
、「
自
宅
」
で
も
、「
病
院
」
で
も
、「
ホ

ス
ピ
ス
・
緩
和
ケ
ア
病
棟
」
で
も
な
い
新
た

な
選
択
肢
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
な
か
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
第

4
の
選
択
肢
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
特
別
養
護

同
じ
よ
う
な
問
題
が
潜
ん
で
い
る
の
か
、
と

思
い
ま
し
た
。

︱
︱
そ
の
言
葉
の
深
層
に
は
何
が
潜
ん
で
い

る
の
で
し
ょ
う
。

近
藤
●
医
療
と
福
祉
の
間
で
は
、
単
に
技
術

だ
け
で
な
く
、文
化
や
言
語
、あ
る
い
は
「
も

っ
と
も
重
視
す
べ
き
点
は
な
に
か
」
と
い
う

価
値
観
ま
で
が
異
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら

の
相
違
を
前
提
と
し
て
、
両
者
を
統
合
し
て

終
末
期
ケ
ア
を
「
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
で
き
る

人
材
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
が
急
務
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

︱
︱
両
者
間
を
結
ぶ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
長
け

た
人
材
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
「
連
携
」

の
妨
げ
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

近
藤
●
そ
う
で
す
。
医
師
は
治
療
法
や
薬
の

知
識
に
長
け
、
福
祉
従
事
者
は
ケ
ア
の
技
術

に
長
け
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ら
が
バ
ラ
バ
ラ

に
提
供
さ
れ
て
い
る
の
が
実
情
で
す
。

︱
︱
し
か
し
、
バ
ラ
バ
ラ
で
提
供
さ
れ
て
い

て
は
進
展
し
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
の
問

題
を
解
決
す
る
た
め
の
方
策
が
必
要
だ
と
思

い
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
げ
ら
れ

る
で
し
ょ
う
か
。

近
藤
●
医
師
は
、
患
者
の
悪
い
と
こ
ろ
を
探

し
て
診
断
・
治
療
す
る
よ
う
に
ト
レ
ー
ニ
ン

グ
さ
れ
て
い
ま
す
。
ゆ
え
に
、
最
初
に
取
り

か
か
る
仕
事
は
「
問
題
リ
ス
ト
」
を
作
成
す

る
こ
と
で
す
。
こ
の
方
法
は
、
急
性
疾
患
で

治
療
に
よ
り
問
題
を
な
く
す
こ
と
が
で
き
る

な
ら
有
効
で
す
。
し
か
し
、
高
齢
化
し
た
、

ま
し
て
終
末
期
に
あ
る
患
者
さ
ん
の
す
べ
て

の
「
問
題
」
を
解
決
す
る
こ
と
は
不
可
能
で

す
。

　

つ
ま
り
、
医
学
が
得
意
と
し
て
き
た
「
問

題
指
向
型
」
ア
プ
ロ
ー
チ
に
も
限
界
が
あ
る
。

　

そ
れ
に
代
わ
る
手
法
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る

の
は
「
目
標
指
向
型
」
ア
プ
ロ
ー
チ
で
す
。

こ
れ
は
、「
治
せ
な
く
て
も
良
く
し
よ
う
」

と
い
う
考
え
方
で
す
。
つ
ま
り
、「
問
題
を

な
く
す
」
と
い
う｢

非
現
実
的
な
目
標｣

で

は
な
く
、「
良
く
す
る
」
と
い
う｢

現
実
的

な
目
標｣

に
向
け
て
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
手
法

で
す
。

︱
︱
現
実
的
な
目
標
を
共
有
す
る
こ
と
で
、

医
療
と
介
護
そ
れ
ぞ
れ
の
「
強
み
」
を
活
か

し
た
ケ
ア
を
行
な
っ
て
い
こ
う
と
い
う
も
の

で
す
ね
。

近
藤
●
高
齢
化
に
伴
う
肉
体
的
な
衰
え
や
障

害
が
あ
れ
ば
、
介
護
や
福
祉
サ
ー
ビ
ス
で
支

え
る
。
ガ
ン
に
よ
る
痛
み
が
あ
れ
ば
医
療
技

術
で
緩
和
す
る
。
問
題
を
最
小
限
に
抑
え
て

あ
げ
る
の
は
当
然
で
す
。
し
か
し
、
目
指
す

べ
き
は
、
そ
の
先
な
の
で
す
。
つ
ま
り
、
残

さ
れ
た
貴
重
な
時
間
に「
何
を
や
り
た
い
か
」

を
引
き
出
し
、
目
標
を
設
定
す
る
こ
と
で
す
。

問
題
を
可
能
な
限
り
抑
え
る
こ
と
は
、
目
標

達
成
の
た
め
に
有
利
で
も
あ
り
ま
す
。

　

問
題
指
向
型
の
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
け
で
は
、

医
療
職
と
福
祉
職
と
が
着
目
す
る
問
題
が
異

な
る
た
め
に
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
し
ま
う
。

と
こ
ろ
が
、ゴ
ー
ル（
目
標
）を
共
有
し
て「
い

か
に
実
現
す
る
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、

医
療
・
福
祉
の
壁
を
超
え
て
得
意
な
技
術
を

協
力
し
て
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

変
え
ら
れ
な
い
現
実
は
受
け
入
れ
て
、
変

え
ら
れ
る
こ
と
に
着
目
し
、「
何
が
で
き
る

か
」
を
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

「
質
の
高
い
終
末
期
ケ
ア
」実
践

に
お
け
る
４
つ
の
課
題

︱
︱
医
療
・
福
祉
の
両
者
が
同
じ
目
標
を
目

指
す
こ
と
で
よ
う
や
く
「
質
の
高
い
終
末
期

ケ
ア
」
を
提
供
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

そ
の
た
め
に
は
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

課
題
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
。

近
藤
●
質
の
高
い
終
末
期
ケ
ア
に
は
、
４
つ

の
課
題
（
条
件
）
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
ま
ず
、

「
本
人
や
家
族
の
明
確
な
意
思
表
示
が
あ
る

こ
と
」
で
す
。

　

日
本
で
は
「
死
」
を
口
に
す
る
と
「
縁
起

が
悪
い
」
と
タ
ブ
ー
視
さ
れ
が
ち
で
す
。
し

か
し
、
ご
本
人
や
ご
家
族
の
意
思
表
示
が
な

け
れ
ば
、
医
療
職
と
し
て
は
延
命
処
置
を
せ

ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
ご
本
人
の

胸
の
う
ち
に
秘
め
て
お
か
ず
に
、家
族
と「
ど

う
し
た
い
の
か
」
と
い
う
思
い
を
共
有
し
て

お
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
「
死
」
に
つ
い
て
ご
本
人
と
ご
家
族
と
が

話
し
合
う
き
っ
か
け
づ
く
り
と
し
て
、
リ
ビ

ン
グ
ウ
ィ
ル
（
生
前
意
思
表
示
）
や
ア
ド
バ
ン

ス
・
デ
ィ
レ
ク
テ
ィ
ブ
（
事
前
指
示
書
）
を
入

所
時
に
提
出
し
て
も
ら
っ
て
い
る
施
設
も
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
非
常
に
い
い
こ
と
だ
と
思

い
ま
す
。

　

終
末
期
ケ
ア
に
お
け
る
治
療
方
針
の
選
択

に
は
特
有
の
難
し
さ
が
あ
り
ま
す
。
患
者
さ

ん
の
数
だ
け
多
種
多
様
な
選
択
肢
が
あ
る
。

し
か
も
、
や
り
直
し
が
き
か
な
い
。

　

残
さ
れ
た
家
族
に
と
っ
て
は
「
あ
の
選
択

で
よ
か
っ
た
の
か
」
と
い
う
悔
い
が
残
り
や

す
い
。
唯
一
の
正
解
が
な
い
か
ら
で
す
。
た

だ
、
話
し
合
い
を
重
ね
て
い
た
と
い
う
こ
と

が
あ
れ
ば
「
で
き
る
限
り
の
こ
と
は
し
た
」

と
い
う
思
い
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　
「
死
」
に
直
面
す
る
こ
と
を
「
万
が
一
」

と
表
現
し
ま
す
。
し
か
し
、
長
い
目
で
み
れ

ば
、
人
は
死
亡
率
１
０
０
％
、
必
ず
「
死
」

を
迎
え
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、「
死
」
に
向

け
た
準
備
は
、
施
設
入
所
時
、
あ
る
い
は
そ

れ
以
前
か
ら
始
め
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
す
。

︱
︱
２
つ
め
の
課
題
と
は
？

近
藤
●
「
ケ
ア
を
支
え
る
介
護
力
や
周
り
の

人
の
サ
ポ
ー
ト
を
引
き
出
す
こ
と
」
で
す
。

す
で
に
老
老
介
護
と
い
う
問
題
を
抱
え
た
日

本
で
は
、「
同
居
し
て
い
る
介
護
者
」
だ
け
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■図表1　居所別の身体症状・状態の比較 

※在宅内のADLは「尿失禁のない者」に限定 
資料　杉本浩章・近藤克則ほか「緩和ケア用MDS-PC日本語版の信頼性と有用性」病院管理44：243-250，2007より作成 

1． 痛みのコントロール（痛みなし・適切） 

2． 咳・痰の咯出（問題なし） 

3． 労作時の息切れ（問題なし） 

4． 口腔内乾燥（問題なし） 

5． 不穏（問題なし） 

6． 易疲労感（問題なし） 

17（94.4） 

15（83.3） 

14（77.8） 

17（94.4） 

18（100） 

10（55.6） 

23（65.7） 

16（46.2） 

13（35.1） 

19（51.4） 

28（75.7） 

7（18.9） 

19（65.5） 

12（38.7） 

10（32.3） 

15（48.4） 

22（71.0） 

5（16.1） 

13（65.0） 

8（38.1） 

6（28.6） 

12（57.1） 

15（71.4） 

4（19.0） 

項　目 緩和ケア病棟 
（n＝18） 

在　宅 

全病名（n＝37） ガンに限定（n＝31） ガン・ADL限定（n＝21） 

人（％）

■図表2　特別養護老人ホーム内における死亡率の高い（低い）施設の特性 

資料　「特別養護老人ホームにおける終末期の医療・介護に関する調査研究」医療経済研究機構 より作成 

開設年 
隣接病院の有無 
内科医の夜間体制 
緊急時対応 
施設内での医療処置対応 
特養内死亡への基本方針 
希望の受入れ 
職員間の共通認識 
方針の説明 
専用の居室 
遺族へのサポート 

1978年以前 
あり 
必要時には、一般に訪問してもらえる 
嘱託医に連絡 
点滴 
施設内で看取るようにしている 
原則的に受け入れる 
あると思う 
あり 
あり 
精神的ケアを行なっている 

特養内死亡率 
40％以上群 
（n＝605） 

特養内死亡率 
40％未満群 
（n＝592） 

21.3  
21.3  
67.3  
82.0  
83.3  
34.4  
92.4  
47.4  
85.5  
66.3  
21.8 

17.2  
15.0  
34.3  
66.2  
70.6  
10.3  
59.8  
23.1  
71.8  
42.9  
13.9 

（％）

■ 看護職員　■ 介護職員　■ 施設長 

■図表3　特別養護老人ホームにおける終末期ケアの課題 

資料　「特別養護老人ホームにおける終末期の医療・介護に関する調査研究」医療経済研究機構 より作成 

無回答 

その他 

終末期入所者の家族のケア 

職員の知識・技術の向上 

職員間の協調 

夜間、休日の職員体制の充実 

介護職員の増員 

看護職員の増員 

医師、医療機関との関係強化 

居室等の環境整備 

施設の方針の明確化 

0.0 10.0 20.2 30.0 40.0 50.0 60.0

7.0
6.5
7.3

2.4
2.1
1.8

24.5
 28.7 28.7

36.0

38.138.1
53.4

40.4

10.3
18.1
18.6
18.1
18.6

30.5
32.2

28.5

5.5
13.7

6.5

21.9
12.2

19.6

54.7
37.3

44.9

34.8
24.2
23.2

27.3
35.0
37.0

（％） 

特集2 脱病院−−求められる最期の場とは

で
は
介
護
で
き
る
状
態
に
あ
り
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
残
り
6
カ
月
と
い
っ
た
期
間
が
限
ら

れ
た
状
況
に
な
る
と
「
協
力
で
き
る
」「
協

力
し
た
い
」
と
い
う
「
同
居
し
て
い
な
い
家

族
」
や
「
も
う
一
度
会
い
た
い
友
人
」
が
い

た
り
す
る
の
で
す
。

　

そ
の
力
を
引
き
出
す
こ
と
は
，
単
に
介
護

す
る
人
手
が
増
え
る
と
い
う
意
味
で
も
、
介

護
者
同
士
が
支
え
合
う
と
い
う
意
味
で
も
、

ケ
ア
の
質
が
上
が
り
ま
す
。

　

そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
以
上

に
「
貴
重
な
最
期
の
時
間
を
一
緒
に
過
ご
せ

た
」「
思
い
出
を
語
り
合
っ
た
」「
胸
に
引
っ

か
か
っ
て
い
た
思
い
を
伝
え
た
」
な
ど
、
ご

本
人
だ
け
で
な
く
残
さ
れ
た
ご
遺
族
や
友
人

な
ど
に
と
っ
て
も
死
を
受
け
入
れ
や
す
い
貴

重
な
時
間
や
経
験
に
な
る
の
で
す
。

︱
︱
３
つ
め
の
課
題
と
は
。

近
藤
●
「
十
分
な
医
学
的
ケ
ア
」
で
す
。
終

末
期
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
苦
痛
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は「
身
体
的
な
痛
み
」「
社
会
的
な
痛
み
」

「
心
理
的
な
痛
み
」
そ
し
て
「
ス
ピ
リ
チ
ュ

ア
ル
な
痛
み
」
な
ど
を
含
み
ま
す
。
こ
う
し

た
「
ト
ー
タ
ル
な
痛
み
」
を
緩
和
す
る
こ
と

は
質
の
高
い
終
末
期
ケ
ア
に
必
要
で
す
。
そ

の
な
か
で
、
身
体
的
な
痛
み
を
取
る
医
学
的

ケ
ア
が
求
め
ら
れ
て
く
る
。
福
祉
施
設
に
お

い
て
、
終
末
期
ケ
ア
が
進
ま
な
い
の
も
、
終

末
期
に
必
要
な
医
学
的
ケ
ア
が
確
保
で
き
て

い
な
い
こ
と
が
そ
の
理
由
の
一
つ
で
し
ょ
う
。

　

国
際
的
研
究
組
織
で
あ
る
イ
ン
タ
ー
ラ
イ

が
開
発
し
た
緩
和
ケ
ア
用
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト

ツ
ー
ル
「M

D
S-PC

（M
inim

um
 D

ata Set-

Palliative Care

）」
の
日
本
語
版
を
使
っ
て

調
査
を
行
な
っ
て
み
る
と
、
在
宅
で
は
緩
和

ケ
ア
病
棟
に
比
べ「
痛
み
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」

や
「
労
作
時
の
息
切
れ
」
な
ど
に
問
題
が
あ

る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
緩
和
医
療
ケ
ア

の
技
術
で
解
決
で
き
る
の
に
、
そ
れ
が
十
分

普
及
し
て
い
な
い
現
れ
だ
と
思
い
ま
す
（
図

表
１
）。

　

在
宅
で
も
、
福
祉
施
設
で
も
、
居
宅
で
も
、

緩
和
医
療
ケ
ア
が「
質
の
高
い
終
末
期
ケ
ア
」

の
た
め
に
は
重
要
な
の
で
す
。

︱
︱
そ
し
て
最
後
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
。

近
藤
●
「
以
上
の
３
つ
を
結
び
つ
け
る
ケ
ア

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
で
す
。

　

前
述
の
と
お
り
、
今
後
は
福
祉
施
設
に
お

け
る
終
末
期
ケ
ア
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
す
。
①
本
人
・
家
族
の
思
い
を
引
き

出
し
、
②
周
り
の
人
の
サ
ポ
ー
ト
を
引
き
出

す
こ
と
に
加
え
、
③
緩
和
医
学
的
ケ
ア
を
提

供
し
、
④
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
こ
と
が

必
要
で
す
。
ま
た
、
死
別
後
の
悲
し
み
に
対

す
る
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
も
必
要
で
し
ょ
う
。

　

そ
し
て
、
そ
の
た
め
の
ツ
ー
ル
や
ケ
ア
手

法
の
開
発
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
を
組
み
合

わ
せ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
構
築
も
重
要
に
な
っ

て
く
る
で
し
ょ
う
。

︱
︱
そ
の
ほ
か
に
課
題
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る

と
す
れ
ば
な
に
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

近
藤
●
国
に
よ
る
支
援
、
ま
た
は
制
度
の
整

備
も
必
要
で
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
、
診
療
報

酬
や
介
護
報
酬
に
よ
る
経
済
的
な
保
障
も
必

要
に
な
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

高
齢
者
福
祉
施
設
に
お
け
る

「
終
末
期
ケ
ア
」の
実
情

︱
︱
昨
今
、「
終
末
期
ケ
ア
」
を
実
践
し
て

い
る
こ
と
を
謳
う
高
齢
者
福
祉
施
設
も
多
く

な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
実
情
は
ど
う
な

の
で
し
ょ
う
か
。

近
藤
●
看
取
る
だ
け
で
な
く
、
前
述
の
４
つ

の
課
題
す
べ
て
を
ク
リ
ア
し
て
い
る
施
設
は

ど
れ
く
ら
い
あ
る
の
か
が
問
題
で
し
ょ
う
。

　

医
療
経
済
研
究
機
構
に
よ
る
「
特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム
に
お
け
る
終
末
期
の
医
療
・
介

護
に
関
す
る
調
査
研
究
（
平
成
14
年
度
）」（
図

表
２
、３
）
と
い
う
調
査
報
告
で
現
状
や
課
題

が
わ
か
り
ま
す
。

　

私
た
ち
の
調
査
で
も
、
た
と
え
ば
、
本
人

や
ご
家
族
が
望
ん
で
い
た
死
亡
場
所
に
つ
い

て
、
看
護
師
が
把
握
し
て
い
た
割
合
は
３
割

程
度
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
意
思
の
確
認
を

し
て
い
る
の
は
い
よ
い
よ「
状
態
の
変
化
時
」

と
な
っ
て
か
ら
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
て
い

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

つ
ま
り
、
第
1
の
課
題
で
あ
る
「
本
人
・

家
族
の
意
思
表
示
」
を
引
き
出
す
こ
と
が
で

き
て
い
な
い
の
で
す
。

︱
︱
本
人
の
意
思
表
示
の
確
認
が
遅
す
ぎ
る
、

も
し
く
は
何
も
せ
ず
看
取
り
の
瞬
間
を
迎
え

て
し
ま
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
と
い
う
こ

と
で
す
が
、
逆
に
４
つ
の
課
題
を
克
服
し
て

い
る
施
設
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

近
藤
●
実
際
に
は
緊
急
時
に
は「
医
者
任
せ
」

と
い
う
施
設
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
し
か
し
、
少
数
な
が
ら
、
先
駆
的
な
取

り
組
み
を
し
て
い
る
施
設
も
あ
り
ま
す
。
先

ほ
ど
お
話
し
し
た
よ
う
に
、
入
所
時
に
「
最

期
の
と
き
に
ど
ん
な
対
処
を
望
む
の
か
」
と

い
っ
た
こ
と
を
、
家
族
と
話
し
合
っ
て
明
文

化
し
て
も
ら
う
だ
け
で
な
く
、
年
一
回
そ
れ

を
見
直
し
し
て
も
ら
っ
て
い
る
施
設
も
あ
り

ま
す
。

︱
︱
意
思
表
示
に
つ
い
て
は
入
所
時
の
事
前

４
条
件
を
満
た
す
こ
と
こ
そ

「
質
の
高
い
終
末
期
ケ
ア
」に
繋
が
る
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医療・福祉従事者の連携において、WHOの国際生活機
能分類（ICF、図表 4）を理解することは重要です。
このなかで、医療職が詳しいのは主として「健康状
態」と「心身機能・身体構造」に関わる部分でしょ
う。残りの「活動」や「参加」状況、家族・家庭環
境などの「環境因子」、個人史・生活歴・価値観とい	
った「個人因子」については医療職が捉えていないこ
とも多いのです。これらの部分は、福祉職のほうが詳
しいはずです。福祉職が果たすべき役割に自信をもっ
て、「活動」や「参加」「環境因子」「個人因子」につい
ての知識や支援技術を高めて欲しいと思います。	（談）

■図表4　ICF（国際生活機能分類）の構成要素および相互作用 

健康状態 
（変調または病気） 

個人因子 環境因子 

活　　動 参　　加 心身機能・ 
身体構造 

 

（WHO，2001） 

特集2 脱病院−−求められる最期の場とは

確
認
を
行
な
う
こ
と
で
あ
る
程
度
ク
リ
ア
で

き
る
よ
う
で
す
が
、
そ
の
ほ
か
の
課
題
に
つ

い
て
は
い
か
が
で
す
か
。

近
藤
●
「
介
護
力
や
サ
ポ
ー
ト
」
に
つ
い
て

い
え
ば
、
特
養
で
は
ケ
ア
従
事
者
に
つ
い
て

は
最
低
水
準
（
介
護
職
員
配
置
基
準
３
・
２
床
に

１
人
）
は
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
無

資
格
者
が
多
く
、
介
護
福
祉
士
の
有
資
格
者

に
限
定
し
た
場
合
、
６
・
５
床
に
１
人
の
体

制
で
し
か
な
い
の
が
実
情
で
す
。

　

第
3
の
「
医
学
的
ケ
ア
の
提
供
」
で
は
、

多
く
の
特
養
で
は
嘱
託
医
に
医
療
行
為
を
委

ね
て
い
ま
す
。
嘱
託
医
の
な
か
に
は
、
終
末

期
ケ
ア
に
理
解
と
知
識
が
あ
る
医
師
も
い
れ

ば
、
そ
う
で
な
い
医
師
も
い
ま
す
。
医
療
機

関
と
「
複
合
体
」
に
な
っ
て
い
る
福
祉
施
設

の
ほ
う
が
、
優
れ
た
「
緩
和
医
学
的
ケ
ア
」

を
提
供
で
き
る
条
件
が
整
っ
て
い
る
と
思
い

ま
す
。

︱
︱
福
祉
施
設
に
お
け
る
「
終
末
期
ケ
ア
」

を
行
な
う
に
は
、
医
療
と
の
連
携
が
重
要
な

こ
と
は
理
解
で
き
ま
す
が
、
一
方
で
、
医
療

従
事
者
が
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
も

あ
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
が
。

近
藤
●
高
齢
者
の
場
合
、
医
学
的
な
技
術
で

解
決
で
き
る
問
題
と
い
う
の
は
、
実
は
「
全

体
か
ら
み
れ
ば
ご
く
一
部
に
過
ぎ
な
い
」、

と
い
う
理
解
が
老
年
医
学
の
世
界
で
広
ま
っ

て
い
ま
す
。

　

た
と
え
ば
「
転
倒
」
を
例
に
と
り
ま
す
と
、

従
来
の
内
科
学
な
ど
の
教
科
書
に
は
そ
の
項

目
す
ら
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
従
来
の
医

学
で
は
「
転
倒
」
は
病
気
で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
し
か
し
、「
転
倒
し
た
こ
と
の
あ

る
人
」
を
追
跡
調
査
す
る
と
「
転
ば
な
い
人

よ
り
も
死
亡
率
が
高
い
」
こ
と
が
分
か
り
ま

し
た
。

　
「
転
倒
」
を
医
学
的
に
み
れ
ば
「
筋
力
が

落
ち
て
い
る
」「
バ
ラ
ン
ス
が
悪
い
」
な
ど

身
体
機
能
の
問
題
と
み
な
さ
れ
が
ち
で
す
。

し
か
し
、
そ
の
原
因
に
は
、
う
つ
や
認
知
症
、

服
薬
に
よ
る
ふ
ら
つ
き
や
、
段
差
の
多
い
環

境
な
ど
も
あ
る
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
高
齢
者
の
抱
え
る

問
題
を
解
決
す
る
に
は
多
面
的
で
総
合
的
な

評
価
が
重
要
だ
と
い
う
認
識
が
広
が
っ
て
き

て
い
ま
す
。

　

老
年
医
学
の
世
界
で
Ｃ
Ｇ
Ａ
（
老
年
医
学

的
総
合
評
価
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
が
そ
れ

で
す
。
こ
れ
は
、
疾
患
・
身
体
機
能
低
下
以

外
に
、
認
知
症
や
う
つ
な
ど
の
精
神
機
能
、

Ａ
Ｄ
Ｌ
（
日
常
生
活
動
作
）
に
代
表
さ
れ
る
生

活
機
能
、
家
族
関
係
な
ど
の
人
的
環
境
、
バ

リ
ア
フ
リ
ー
か
否
か
と
い
っ
た
居
住
環
境
な

ど
が
、
大
き
な
影
響
を
与
え
る
。
だ
か
ら
そ

れ
を
総
合
的
に
評
価
し
て
、
治
療
計
画
、
ケ

ア
プ
ラ
ン
に
組
み
入
れ
よ
う
と
い
う
も
の
で

す
。

よ
り
よ
い「
終
末
期
ケ
ア
」を
目
指
す

「
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
力
」を
磨
け

︱
︱
老
年
医
学
の
世
界
で
は
す
で
に
、
取
組

み
が
な
さ
れ
始
め
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
一

方
の
福
祉
施
設
が
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

近
藤
●
先
ほ
ど
も
い
い
ま
し
た
が
、
福
祉
＋

医
療
の
連
携
が
不
可
欠
で
す
が
、
医
療
・
福

祉
間
に
壁
が
あ
る
の
も
事
実
で
す
。
そ
れ
を

乗
り
越
え
る
鍵
は
、
福
祉
施
設
の
場
合
「
ケ

ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
を
担
う
べ
き
福
祉
施
設

の
側
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

医
療
関
係
者
に
は
、
医
療
と
い
う
枠
を
通

し
て
み
て
い
る
人
が
多
い
。
終
末
期
に
あ
る

方
に
対
し
て
も
、
い
か
に
医
療
技
術
を
発
揮

で
き
る
か
と
い
う
視
点
で
み
が
ち
な
わ
け
で

す
。

　

一
方
、
福
祉
施
設
は
高
齢
者
が
そ
こ
で
営

む
生
活
の
す
べ
て
に
責
任
を
負
っ
て
い
る
は

ず
で
す
。
高
齢
者
に
と
っ
て
は
、「
死
」
も

生
活
の
延
長
線
上
に
あ
り
ま
す
。
だ
と
す
れ

ば
、
入
所
者
の
終
末
期
の
あ
り
方
全
体
を
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
責
任
は
、
施
設
の
側
に
あ

る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
終
末
期
が
近
づ
い
た
と
き
に

医
師
や
看
護
師
に
「
お
任
せ
し
ま
す
」
で
は

い
け
な
い
。
医
師
よ
り
も
入
所
者
と
長
い
時

間
を
と
も
に
し
、
生
活
を
見
守
っ
て
き
た
立

場
か
ら
ど
の
よ
う
な
最
期
で
あ
る
べ
き
か
、

つ
ま
り
、「
何
を
目
標
と
し
て
重
視
す
べ
き

か
」
を
医
師
と
話
し
合
え
る
準
備
を
し
て
お

く
こ
と
が
重
要
な
の
で
す
。

︱
︱
何
か
参
考
に
な
る
よ
う
な
好
例
は
あ
り

ま
す
か
。

近
藤
●
あ
る
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
実
例
を
あ

げ
ま
し
ょ
う
。

　

そ
こ
に
出
入
り
し
て
い
る
嘱
託
医
は
、
医

学
的
ケ
ア
に
と
て
も
熱
心
な
医
師
だ
っ
た
そ

う
で
す
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
で
は
、
入

所
時
に
全
員
に「
ど
ん
な
死
を
迎
え
た
い
か
」

と
い
っ
た
「
事
前
指
定
書
」
を
書
い
て
も
ら

っ
て
い
ま
し
た
。

　

あ
る
と
き
、「
入
院
は
し
た
く
な
い
」
と

本
人
・
家
族
の
意
思
表
示
が
あ
っ
た
入
所
者

が
終
末
期
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
際
、
嘱
託

医
は
「
入
院
を
さ
せ
る
べ
き
だ
」
と
い
っ
た

そ
う
で
す
。

　

し
か
し
、職
員
は
そ
の
家
族
と
と
も
に「
以

前
、
入
院
し
た
と
き
に
拘
束
さ
れ
つ
ら
い
思

い
を
し
た
。
二
度
と
入
院
し
た
く
な
い
」
と

い
う
思
い
を
伝
え
た
の
で
す
。
そ
れ
を
聞
い

て
、
最
終
的
に
は
嘱
託
医
も
そ
の
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
で
看
取
る
こ
と
を
受
け
入
れ
て
く
れ

ま
し
た
。

　

こ
こ
で
強
調
し
た
い
こ
と
は
、
先
に
あ
げ

た
４
つ
の
課
題
が
見
事
に
ク
リ
ア
さ
れ
て
い

る
点
で
す
。
第
１
に
本
人
・
家
族
の
意
思
表

示
が
あ
り
、
第
２
に
介
護
ス
タ
ッ
フ
な
ら
び

に
家
族
に
よ
る
支
え
が
あ
り
、
第
３
に
嘱
託

医
に
よ
る
医
学
的
ケ
ア
が
あ
り
ま
し
た
。
そ

し
て
、
最
期
に
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
で
看
取
る

と
い
う
共
通
の
ゴ
ー
ル
（
目
標
）
に
向
け
て
、

ケ
ア
が
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
さ
れ
た
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
ら
が
揃
っ
て
い
た
が
ゆ
え

に
、は
じ
め
入
院
を
薦
め
て
い
た
医
師
も「
グ

ル
ー
プ
ホ
ー
ム
で
看
取
る
」
と
い
う
共
通
の

目
標
実
現
に
向
け
て
、
苦
痛
を
和
ら
げ
る
た

め
に
医
療
技
術
を
使
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で

す
。

　

つ
ま
り
、
終
末
期
に
お
い
て
ど
こ
で
ど
の

よ
う
に
医
療
技
術
を
使
う
の
か
を
決
め
た
の

は
、
医
師
（
嘱
託
医
）
で
は
な
く
、
本
人
・

家
族
の
意
思
を
引
き
出
し
て
い
た
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
の
側
だ
っ
た
の
で
す
。

　

今
後
、
福
祉
施
設
に
お
い
て
終
末
期
を
迎

え
る
人
が
増
加
し
ま
す
。
こ
の
例
の
よ
う
に
、

福
祉
施
設
や
居
宅
で
あ
っ
て
も
「
質
の
高
い

終
末
期
ケ
ア
」
は
追
求
で
き
る
は
ず
で
す
。

　

繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
た
め
に
、

①
本
人
・
家
族
の
意
思
を
確
認
し
、
②
介
護

力
や
サ
ポ
ー
ト
を
引
き
出
し
、
③
十
分
な
医

学
的
ケ
ア
も
提
供
し
、
④
そ
れ
ら
を
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
す
る
と
い
う
、
４
つ
の
課
題
を
乗
り

越
え
て
、
質
の
高
い
終
末
期
ケ
ア
に
取
り
組

ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
（
図
表
４
）。

︱
︱
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

「
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
力
」を
磨
く
こ
と
。

医
者
任
せ
＝
良
質
な
ケ
ア
で
は
な
い
の
で
す
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