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緩
和
ケ
ア
は
、

終
末
期
の
も
の
で
も
、

特
別
の
も
の
で
も
な
い

た
か
が
い　

私
自
身
も
が
ん
対
策
に
携
わ
っ
て

き
て
、
思
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。
が
ん
に

な
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
誰
も
知
ら

な
い
ん
で
す
よ
ね
。
体
験
し
た
方
で
な
い
と
わ

か
ら
な
い
。
が
ん
で
あ
る
と
診
断
が
下
っ
て
、

そ
の
病
気
と
向
き
合
え
る
よ
う
に
な
る
ま
で
の

間
に
、
み
な
さ
ん
、
も
の
凄
く
大
変
な
思
い
を

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
悩
ん
で
る
そ
の
時
、
一

人
ぼ
っ
ち
な
ん
で
す
。
日
本
の
医
療
に
お
い
て

が
ん
対
策
が
成
功
し
て
い
な
い
の
は
、
ひ
と
え

に
そ
こ
だ
と
思
い
ま
す
。
が
ん
と
い
う
病
気
に

つ
い
て
は
様
々
な
こ
と
が
論
じ
ら
れ
、
情
報
提

供
さ
れ
、
実
績
も
あ
げ
て
い
る
の
に
、
が
ん
に

な
っ
た
人
の
視
点
に
立
っ
て
、
そ
の
人
の
行
動

に
つ
な
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

中
川　

が
ん
と
い
う
病
気
は
、
10
年
ぐ
ら
い
前

ま
で
は
、
医
療
と
い
う
よ
り
も
、
研
究
色
が
強

か
っ
た
。特
別
な
病
気
に
な
っ
て
い
た
ん
で
す
。

例
え
ば
、
緩
和
ケ
ア
診
療
加
算
と
い
う
の
が
あ

り
ま
す
が
、
対
象
は
が
ん
と
エ
イ
ズ
だ
け
な
ん

で
す
よ
。
で
も
、
緩
和
ケ
ア
っ
て
、
主
に
、
こ

れ
か
ら
亡
く
な
る
で
あ
ろ
う
方
を
支
え
る
ケ
ア

で
す
よ
ね
。
が
ん
や
エ
イ
ズ
だ
け
で
は
な
い
。

い
ろ
ん
な
病
気
で
、徐
々
に
亡
く
な
っ
て
い
く
。

ア
メ
リ
カ
の
ホ
ス
ピ
ス
な
ん
て
、
そ
う
い
う
患

者
さ
ん
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。

た
か
が
い　

緩
和
ケ
ア
が
特
別
な
こ
と
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
の
は
、
お
か
し
い
で
す
よ
ね
。

中
川　

そ
こ
が
問
題
で
す
ね
。
本
来
、
緩
和
ケ

ア
は
、す
べ
て
の
人
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
す
。

が
ん
で
あ
ろ
う
と
、
な
か
ろ
う
と
。

た
か
が
い　

が
ん
対
策
の
骨
格
を
作
っ
て
い
く

時
に
、
ネ
ッ
ク
に
な
っ
た
一
つ
は
、
患
者
ご
本

人
が
医
療
の
場
で
は
中
心
に
な
り
に
く
か
っ
た

こ
と
で
す
。
要
す
る
に
医
療
者
側
が
い
つ
も
中

心
に
い
て
、
専
門
家
に
任
せ
る
し
か
な
い
と
、

患
者
側
が
引
い
て
し
ま
う
…
。
も
う
一
つ
は
、

が
ん
医
療
の
中
に
、
痛
い
こ
と
を
我
慢
し
な
け

れ
ば
い
け
な
い
文
化
が
、ず
っ
と
あ
り
ま
し
た
。

モ
ル
ヒ
ネ
を
使
う
の
は
最
後
の
最
後
。
家
族
と

離
れ
て
、
命
の
時
間
は
限
ら
れ
て
い
る
の
に
、

ど
う
し
て
痛
い
の
を
我
慢
し
な
が
ら
病
院
に
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
そ
れ
っ
て
医
療
じ

ゃ
な
い
、
全
く
看
護
が
な
い
、
と
思
う
こ
と
も

あ
り
ま
し
た
。

患
者
も
も
っ
と
知
識
を
も
つ
べ
き
、

自
分
の
体
を
知
る
べ
き

中
川　

患
者
さ
ん
を
中
心
に
し
た
医
療
を
展
開

で
き
な
い
と
い
う
の
は
、
つ
ま
り
医
者
と
患
者

さ
ん
と
の
間
に
圧
倒
的
な
知
識
の
差
が
あ
っ

た
か
が
い
恵
美
子

 

前
日
本
看
護
協
会
常
任
理
事

もっと緩和ケアを  もっと看護を
　　もっとケアに  ウェイトをおいた医療システムに
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5    N∞ 2010 APR-JUN 

て
、
医
者
に
任
せ
る
し
か
な
い
、
と
い
う
感
覚

で
す
ね
。
裏
返
せ
ば
、
患
者
側
の
医
療
知
識
の

な
さ
な
ん
で
す
。
こ
れ
は
、
ナ
ー
ス
の
方
に
も

助
け
て
欲
し
い
と
こ
ろ
な
ん
で
す
よ
。例
え
ば
、

保
健
体
育
は
、
本
来
、
自
分
の
体
に
つ
い
て
学

ぶ
べ
き
学
科
な
の
に
、
そ
う
な
っ
て
い
ま
せ
ん

よ
ね
。
看
護
連
盟
も
、
積
極
的
に
保
健
体
育
の

あ
り
方
に
関
わ
っ
て
も
ら
え
た
ら
…
。

た
か
が
い　

同
感
で
す
。
自
分
の
身
体
を
ど
う

守
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
、
健
康
は
自
分

で
つ
く
ら
な
い
と
い
け
な
い
も
の
な
の
だ
と
、

小
学
生
の
う
ち
か
ら
き
ち
ん
と
系
統
立
て
て
教

え
て
い
か
な
い
と
。
そ
う
で
な
い
と
、
中
川
先

生
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、
自
分
の
身
体
の
こ

と
な
の
に
、
い
ざ
と
い
う
時
、
圧
倒
的
な
知
識

の
格
差
が
で
き
て
し
ま
い
ま
す
ね
。

中
川　

そ
の
象
徴
と
も
言
え
る
の
が
、
ヒ
ト
パ

ピ
ロ
ー
マ・
ウ
イ
ル
ス・
ワ
ク
チ
ン
の
話
で
す
。

子
宮
頸
が
ん
は
、
性
交
渉
に
よ
る
ヒ
ト
パ
ピ
ロ

ー
マ・
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
が
原
因
で
す
。
で
す

か
ら
、
処
女
に
子
宮
頸
が
ん
は
な
い
ん
で
す
。

今
、
そ
の
ワ
ク
チ
ン
が
日
本
で
も
認
可
さ
れ
て

い
る
の
で
、12
～
13
歳
の
時
に
接
種
し
て
お
く
。

そ
う
す
る
と
、
子
宮
頸
が
ん
の
約
7
割
が
防
げ

ま
す
。
欧
米
諸
国
の
多
く
で
は
、
公
費
負
担
で

ワ
ク
チ
ン
の
接
種
を
行
っ
て
い
ま
す
。
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
は
、
学
校
で
や
っ
て
い
ま
す
。
と
こ

ろ
が
、日
本
で
は
ま
だ
全
然
広
ま
っ
て
い
な
い
。

公
費
負
担
し
よ
う
と
い
う
自
治
体
が
、
ぽ
つ
ぽ

つ
と
出
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
。

た
か
が
い　

自
治
体
が
試
験
的
に
行
う
と
い
う

地
方
版
ニ
ュ
ー
ス
の
な
か
で
、
中
学
生
か
高
校

生
か
、
実
施
す
る
年
齢
が
微
妙
だ
な
、
と
い
う

の
を
聞
い
た
覚
え
が
あ
り
ま
す
。
本
当
は
、
あ

る
一
定
の
年
齢
を
決
め
て
や
れ
れ
ば
よ
い
の
で

し
ょ
う
が
、コ
ス
ト
の
問
題
が
あ
る
ん
で
す
ね
。

中
川　

性
教
育
に
関
し
て
も
、
受
精
か
ら
出
産

ま
で
は
教
え
ま
す
が
、
性
交
渉
は
教
え
て
い
ま

せ
ん
か
ら
ね
。
や
っ
ぱ
り
、
も
う
少
し
性
教
育

と
が
ん
教
育
を
き
ち
ん
と
教
え
る
べ
き
だ
と
思

い
ま
す
。
実
は
、
子
宮
頸
が
ん
は
全
体
で
は
減

っ
て
い
る
ん
で
す
。
こ
れ
は
、
家
庭
に
お
風
呂

が
普
及
し
て
、
性
交
渉
の
前
に
シ
ャ
ワ
ー
を
浴

び
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
が
大
き
い
。
し
か

し
、
20
歳
代
30
歳
代
は
子
宮
頸
が
ん
が
急
増
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
10
歳
代
半
ば
か
ら
の
無

防
備
な
性
交
渉
の
問
題
が
あ
る
か
ら
で
す
。
子

宮
頸
が
ん
の
検
診
は
20
歳
か
ら
や
る
べ
き
な
ん

で
す
。
と
な
る
と
、
15
歳
の
中
学
校
3
年
生
に

と
っ
て
は
、
も
う
5
年
後
に
や
ら
な
け
れ
ば
い

け
な
い
。
学
校
は
、
そ
う
い
う
こ
と
を
き
ち
ん

と
教
え
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

た
か
が
い　

そ
う
で
す
ね
。

中
川　

日
本
の
女
性
の
子
宮
頸
が
ん
の
受
診
率

は
全
体
で
約
20
％
、
20
歳
代
に
い
た
っ
て
は
約

5
％
と
い
う
惨
状
で
す
。
ア
メ
リ
カ
の
約
85
％

と
比
べ
て
大
変
な
違
い
で
す
。
日
本
で
が
ん
の

死
亡
数
が
増
え
、
欧
米
で
減
っ
て
い
る
の
は
、

こ
の
受
診
率
も
大
き
く
影
響
し
て
い
る
で
し
ょ

う
。
つ
ま
り
、
健
診
に
よ
っ
て
早
期
発
見
、
早

期
治
療
を
行
え
ば
、
が
ん
の
死
亡
数
は
も
っ
と

減
ら
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

た
か
が
い　

私
は
、
家
庭
で「
自
分
の
健
康
は

自
分
で
つ
く
ら
な
い
と
ダ
メ
」と
い
う
基
本
を

中
川
恵
一

東
大
病
院
放
射
線
科
准
教
授
／
緩
和
ケ
ア
診
療
部
長

もっと緩和ケアを  もっと看護を
　　もっとケアに  ウェイトをおいた医療システムに

対  談
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教
え
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
学
生
や
会
社
員

は
健
診
を
受
け
て
は
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
必
ず

し
も
自
分
の
健
康
づ
く
り
に
目
覚
め
る
き
っ
か

け
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
そ
の
ま
ま

ハ
イ
リ
ス
ク
年
齢
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
健
康

づ
く
り
の
動
機
づ
け
は
、
18
歳
あ
た
り
が
ポ
イ

ン
ト
か
な
と
思
い
ま
す
。
高
校
生
の
と
き
か
ら

「
が
ん
検
診
を
受
け
な
い
社
会
人
な
ん
て
カ
ッ

コ
悪
い
よ
、
大
人
と
し
て
」と
い
う
風
潮
を
つ

く
る
べ
き
で
す
よ
ね
。

中
川　

そ
う
で
す
ね
。
し
か
し
、
今
は
、
お
父

さ
ん
お
母
さ
ん
が
そ
う
い
う
教
育
な
し
に
育
っ

て
き
ま
し
た
か
ら
、
必
要
な
知
識
は
や
っ
ぱ
り

学
校
で
教
え
る
べ
き
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
。

医
療
は
、治
療
か
ら
ケ
ア
に

ウ
エ
イ
ト
が
移
り
つつ
あ
る
の
に
…

中
川　

話
は
戻
り
ま
す
け
ど
、
医
師
と
患
者
さ

ん
と
の
情
報
の
非
対
称
性
で
す
が
、
日
本
の
医

師
が
突
出
し
て
知
識
が
あ
る
わ
け
じ
ゃ
な
く

て
、
日
本
の
国
民
が
突
出
し
て
知
識
が
な
い
。

で
す
か
ら
、
一
般
の
人
の
知
識
を
あ
る
程
度
上

げ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
テ

レ
ビ
は
、
昔
メ
ー
カ
ー
が
価
格
を
決
め
て
い
ま

し
た
よ
ね
。
こ
の
価
格
で
買
い
た
い
人
は
買
い

な
さ
い
、
と
。
と
こ
ろ
が
今
は
、
価
格
を
消
費

者
が
決
め
ま
す
。
つ
ま
り
、
消
費
者
の
お
メ
ガ

ネ
に
か
な
っ
た
も
の
は
よ
く
売
れ
る
し
、
価
格

も
下
が
ら
な
い
け
ど
、
ダ
メ
な
も
の
は
も
う
退

場
で
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
、
そ
の
消
費
者
の

知
識
が
増
え
た
こ
と
が
、
実
は
そ
の
マ
ー
ケ
ッ

ト
を
よ
く
し
て
き
た
わ
け
で
す
。
医
療
も
同
じ

だ
と
思
い
ま
す
。
患
者
さ
ん
が
知
識
を
持
ち
育

つ
こ
と
で
、
患
者
さ
ん
に
目
を
向
け
た
医
療
に

な
っ
て
い
き
、
質
も
向
上
す
る
だ
ろ
う
と
…
。

た
か
が
い　

そ
う
で
す
ね
。
た
だ
、
そ
こ
が
育

つ
に
は
、
時
間
と
か
時
代
の
変
化
と
か
、
い
ろ

ん
な
も
の
が
必
要
で
し
ょ
う
。
と
い
う
の
は
、

ま
だ
感
染
症
が
蔓
延
し
て
い
た
頃
は
、
注
射
1

本
で
治
っ
て
、
そ
れ
こ
そ「
お
医
者
様
は
神
様

み
た
い
」な
存
在
だ
っ
た
。
そ
う
い
う
疾
患
構

造
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
現
在
は
、
長

く
付
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
疾
患
や
障
が

い
が
増
え
て
い
ま
す
。
病
院
に
行
っ
て
も
、
す

ぐ
に「
治
っ
た
」と
い
う
感
覚
に
は
な
り
に
く

く
、
医
療
や
医
師
に
対
し
て
不
満
足
感
み
た
い

な
の
も
の
が
芽
生
え
や
す
い
、
と
感
じ
ま
す
。

そ
う
い
う
状
況
の
中
で
、
医
療
者
そ
れ
ぞ
れ
の

役
割
を
発
揮
で
き
る
よ
う
に
医
療
シ
ス
テ
ム
を

変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
制
度
的
な
遅

れ
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

中
川　

そ
の
と
お
り
で
す
ね
。
病
気
の
流
れ
は

感
染
型
か
ら
慢
性
型
に
移
行
し
て
い
ま
す
。
し

か
も
、
が
ん
に
は
完
治
の
定
義
な
ど
あ
り
ま
せ

ん
。
結
核
な
ら
、
結
核
菌
が
体
の
中
か
ら
な
く

な
れ
ば
完
治
で
す
が
、
が
ん
細
胞
が
体
か
ら
全

く
な
く
な
る
こ
と
は
基
本
的
に
は
あ
り
ま
せ

ん
。
感
染
症
の
よ
う
に
、
0
か
1
か
で
片
付
く

状
況
で
は
な
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。そ
こ
で
、

医
者
が
神
の
よ
う
に
振
る
舞
え
る
こ
と
は
少
な

く
な
っ
て
き
て
い
る 

。

も
っ
と
看
護
を
！

た
か
が
い　

私
が
一
番
変
え
た
い
と
思
っ
て
い

る
こ
と
は
、
ま
さ
に
、
そ
の
こ
と
と
関
連
し
ま

す
。
み
ん
な
亡
く
な
る
の
に
…
、
そ
し
て
、
医

療
の
場
で
は
看
護
だ
け
は
提
供
し
な
け
れ
ば
い

け
な
い
の
に
、
そ
う
い
う
人
た
ち
が
圧
倒
的
に

増
え
て
き
て
い
る
の
に
、
日
本
が
用
意
し
て
い

る
医
療
は
…
、
い
ま
だ
に
医
療
イ
コ
ー
ル
治
療

な
ん
で
す
よ
。

中
川　

そ
こ
が
お
か
し
い
。

た
か
が
い　

病
院
も
診
療
所
も
、
治
療
が
必
要

の
な
い
方
は
入
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
コ
ン
セ

プ
ト
で
制
度
を
作
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
、

退
院
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
う
言
い
ま
す

と
、
介
護
保
険
施
設
が
あ
る
だ
ろ
う
、
と
返
事

が
返
っ
て
き
ま
す
。
で
も
、
介
護
保
険
施
設
が

用
意
し
て
い
る
の
は
、
生
活
の
場
な
の
で
す
。

そ
こ
に
医
療
は
持
っ
て
い
け
ま
せ
ん
。
医
療
が

必
要
に
な
っ
た
ら
、
救
急
車
で
運
ぶ
ん
で
す
、

病
院
に
…
。
す
る
と
今
度
は
、
急
性
期
の
治
療

が
終
わ
っ
て
も
戻
れ
な
い
。
特
養
は
約
41
万
床

あ
り
ま
す
が
、
30
万
人
が
空
き
を
待
っ
て
い
ま

す
か
ら
。
よ
う
や
く
用
意
さ
れ
る
の
が
療
養
病

床
だ
っ
た
り
し
ま
す
が
、
そ
こ
で
は
、
穴
が
あ

い
て
い
た
り
管
が
入
っ
て
い
る
方
が
多
い
…
。

そ
の
ほ
う
が
点
数
が
取
れ
る
ん
で
す
ね
。で
も
、

症
状
が
落
ち
着
い
て
、
緩
や
か
に
療
養
す
る
時

は
、
な
る
べ
く
穴
は
塞
ぎ
た
い
し
、
管
は
取
り

た
い
…
。
食
事
も
細
々
で
あ
っ
て
も
、
目
で
楽

し
み
、
飲
み
込
み
た
い
で
す
よ
ね
。
排
泄
も
、

で
き
る
の
で
あ
れ
ば
自
立
し
た
い
…
。
そ
れ
も

医
療
な
ん
で
す
が
、
治
療
で
は
な
く
看
護
な
ん

で
す
ね
。
そ
こ
が
、
制
度
的
に
用
意
さ
れ
て
い

な
い
の
で
す
。
診
療
報
酬
で
は
、
治
療
に
プ
ラ

たかがい 恵美子（── えみこ）
1963年宮城県生まれ。前日本看護協会常任理
事。1984年 埼 玉 県 立 衛 生 短 期 大 学 卒 業、
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年東京医科歯科大学医学部保健衛生学科卒
業、1995年東京医科歯科大学大学院医学系研
究科博士課程前期修了、1996年WHOエイズコ
ントロールケア研修修了、1997年東京医科歯科
大学大学院医学系研究科博士課程後期中退。
社会保険埼玉中央病院、宮城県大崎保健所岩
出山支所、宮城県総合福祉センター精神保健
部勤務を経て、1997年4月から東京医科歯科大
学医学部で文部教官（地域看護学）。2000年8
月厚生労働省（旧厚生省）へ出向し、厚生労働
技官となる。健康局をはじめ様々な部署を歴任し、
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在精力的に全国を巡っている。
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ス
す
る
形
で
な
け
れ
ば
看
護
は
評
価
さ
れ
ま
せ

ん
。
一
方
、
介
護
保
険
は
、
医
療
を
極
力
排
除

す
る
こ
と
で
制
度
的
な
整
合
性
を
保
と
う
と
し

て
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
結
局
、
誰
が
一
番
苦
し

い
思
い
を
さ
れ
て
い
る
の
か
。

中
川　

お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
よ
。

た
か
が
い　

で
す
か
ら
、こ
れ
か
ら
の
社
会
は
、

人
口
構
成
も
大
幅
に
変
わ
っ
て
き
ま
す
か
ら
、

医
療
イ
コ
ー
ル
看
護
で
ち
ゃ
ん
と
最
後
ま
で
看

ま
す
よ
、
と
い
う
シ
ス
テ
ム
に
移
行
し
な
い
と

…
。
も
ち
ろ
ん
、
治
療
の
部
分
が
し
っ
か
り
で

き
る
体
制
は
必
要
で
す
が
、
絞
り
込
ん
で
い
い

の
で
は
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
を
理
解
し
て
い
た

だ
き
、
医
療
イ
コ
ー
ル
看
護
の
部
分
を
大
急
ぎ

で
用
意
し
な
い
と
、
た
と
え
ば
親
や
配
偶
者
を

看
取
っ
た
時
に
、
も
っ
と
い
ろ
い
ろ
し
て
あ
げ

ら
れ
た
の
に
と
後
悔
し
な
が
ら
暮
ら
す
社
会
に

な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
ね
。

中
川　

 

全
く
そ
の
と
お
り
な
ん
で
す
よ
。
日

本
で
は
、
健
康
保
険
が
カ
バ
ー
し
て
い
る
部
分

が
医
療
で
あ
っ
て
、
し
か
し
、
そ
の
両
側
の
部

分
は
…
。
例
え
ば
、
が
ん
検
診
は
日
本
で
は
、

医
療
で
は
な
い
の
で
健
康
保
険
は
使
え
な
い
。

自
費
で
す
。
公
費
助
成
は
あ
り
ま
す
が
、
完
全

に
医
療
の
外
で
す
。
こ
れ
が
、
お
隣
の
韓
国
で

は
、が
ん
検
診
が
健
康
保
険
で
ま
か
な
え
ま
す
。

所
得
の
低
い
方
は
無
料
な
ん
で
す
。
つ
ま
り
、

予
防
の
部
分
を
保
険
で
カ
バ
ー
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
今
た
か
が
い
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
終

末
に
向
か
う
と
こ
ろ
、
こ
こ
も
医
療
イ
コ
ー
ル

治
療
の
中
だ
け
で
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
緩

和
ケ
ア
で
は
、
も
ち
ろ
ん
医
師
も
必
要
だ
け

ど
、
終
末
に
進
む
ほ
ど
ケ
ア
の
割
合
が
高
く
な

り
ナ
ー
ス
の
ウ
エ
イ
ト
が
上
が
っ
て
く
る
ん
で

す
ね
。
こ
の
ケ
ア
の
部
分
に
対
し
て
診
療
報
酬

が
払
え
る
よ
う
な
仕
組
み
は
、
あ
っ
て
い
い
と

思
い
ま
す
ね
。

ナ
ー
ス
の
味
方
は

医
療
を
利
用
し
た
す
べ
て
の
人
！

た
か
が
い　

人
口
も
働
き
手
も
子
ど
も
も
減
っ

て
い
る
の
に
、
高
齢
者
の
数
は
増
え
て
い
く
。

つ
ま
り
、が
ん
患
者
数
も
増
え
て
い
く
な
か
で
、

限
ら
れ
た
人
材
で
や
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
ナ

ー
ス
が
開
業
で
き
る
病
院
や
診
療
所
と
い
っ
た

よ
う
な
新
し
い
タ
イ
プ
の
施
設
を
つ
く
っ
て
い

か
な
い
と
、
看
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
と

思
う
ん
で
す
。

中
川　

ナ
ー
ス
が
大
事
に
な
っ
て
く
る
と
い
う

の
は
、
国
民
も
わ
か
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す

よ
。
実
際
に
自
分
た
ち
を
看
て
く
れ
て
い
る
の

は
、
ナ
ー
ス
で
す
か
ら
。
そ
こ
か
ら
、
ナ
ー
ス

の
数
や
待
遇
を
改
善
し
て
い
こ
う
と
い
う
国
民

の
議
論
に
な
っ
て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い

ま
す
。
が
ん
や
生
活
習
慣
病
の
患
者
さ
ん
の
治

療
で
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
は
、
や
は
り
医
者

で
は
な
く
、
ナ
ー
ス
で
す
。
そ
の
こ
と
を
、
ナ

ー
ス
自
身
が
国
民
に
伝
え
て
い
く
こ
と
も
必
要

で
す
。
特
に
緩
和
ケ
ア
は
、
ナ
ー
ス
の
領
域
で

す
。
ナ
ー
ス
の
力
を
最
大
限
生
か
す
た
め
に
、

実
質
的
に
活
躍
で
き
る
場
面
を
も
っ
と
拡
げ
て

い
っ
て
い
い
と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
を
推
し
進

め
る
の
も
、
ナ
ー
ス
の
仕
事
に
敬
意
を
払
う
世

論
の
力
で
す
。

た
か
が
い　

ど
う
し
て
も
ナ
ー
ス
は
数
が
多
い

の
で
、
仲
間
に
向
か
っ
て「
現
実
は
こ
う
な
ん

だ
、
だ
か
ら
こ
う
し
よ
う
！
」と
声
を
か
け
て

し
ま
い
が
ち
で
す
が
、本
当
に
訴
え
る
相
手
は
、

家
族
で
あ
り
、
世
の
中
の
人
た
ち
な
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
ね
。

中
川　

今
の
チ
ー
ム
医
療
で
は
、
ナ
ー
ス
は
立

派
な
一
ス
タ
ッ
フ
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を

国
民
に
も
う
少
し
伝
わ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
も

大
切
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

た
か
が
い　

そ
う
で
す
ね
。
私
た
ち
も
、
利
用

な
さ
っ
た
方
々
が
味
方
で
あ
る
こ
と
を
、
も
う

一
度
ち
ゃ
ん
と
理
解
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す

ね
。
今
後
の
活
動
に
お
け
る
よ
い
気
づ
き
と
な

り
ま
し
た
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
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