
に
い
て
3
対
1
看
護
く
ら
い
の
と
こ
ろ
か
ら
、
 
 

我
々
の
施
設
の
よ
う
な
1
0
対
1
看
護
の
と
こ
ろ
に
 
 

来
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
医
療
面
で
ほ
と
ん
ど
不
 
 

可
能
に
近
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
皆
さ
ん
 
 

の
考
え
で
し
た
。
例
え
ば
5
対
1
で
す
と
か
、
看
 
 

護
基
準
も
そ
う
で
す
し
、
他
の
検
査
や
薬
剤
の
ス
 
 

タ
ッ
フ
も
含
め
て
、
N
I
C
U
と
ま
で
は
行
か
な
く
 
 

て
も
東
部
よ
り
は
も
う
少
し
ハ
ー
ド
面
で
も
ソ
フ
 
 

ト
面
で
も
重
い
方
に
対
応
で
き
る
よ
う
な
態
勢
が
 
 

最
低
限
必
要
で
は
な
い
か
と
い
う
話
が
出
ま
し
た
。
 
 
 

も
う
一
つ
は
、
N
I
C
U
は
や
っ
ば
り
ご
家
族
 
 

と
の
触
れ
合
い
が
な
か
な
か
難
し
い
。
包
括
的
な
 
 

家
族
の
ケ
ア
で
心
理
士
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
 
 

や
看
護
相
談
の
よ
う
な
障
害
受
容
な
ど
の
精
神
的
 
 

な
ケ
ア
や
医
療
的
ケ
ア
の
教
育
な
ど
も
含
め
て
や
 
 

れ
る
場
と
言
う
と
、
東
部
の
今
い
る
ス
タ
ッ
フ
や
 
 

療
育
の
経
験
を
活
か
し
て
そ
う
い
っ
た
タ
イ
プ
の
 
 

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
施
設
が
い
い
の
で
は
な
 
 

い
か
と
思
い
ま
す
。
 
 
 

そ
れ
か
ら
、
在
宅
へ
移
行
で
き
る
か
ど
う
か
も
 
 

含
め
て
、
医
療
的
。
福
祉
的
な
院
外
の
環
境
整
備
 
 

も
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
 
 

い
ま
す
。
大
ま
か
に
は
こ
の
3
点
が
、
後
方
支
援
 
 

と
し
て
必
要
と
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
 
 
 

在
宅
移
行
支
援
の
た
め
に
更
に
必
要
と
思
わ
れ
 
 

る
も
の
の
一
つ
と
し
て
は
、
訪
問
看
護
や
短
期
入
 
 

所
、
レ
ス
バ
イ
ト
な
ど
。
そ
れ
か
ら
定
期
的
な
外
 
 

来
受
診
や
緊
急
医
療
な
ど
。
特
に
N
I
C
U
後
の
 
 

方
は
非
常
に
不
安
定
で
入
院
が
必
要
に
な
る
こ
と
 
 

も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
他
に
小
児
科
以
外
 
 

が
比
較
的
早
い
時
期
に
必
要
で
あ
る
。
 
 
 

の
専
門
科
、
例
え
ば
脳
外
科
や
小
児
外
科
、
小
児
 
 

循
環
器
科
な
ど
の
専
門
科
で
の
診
療
や
手
術
な
ど
 
 

ト
ー
タ
ル
な
ケ
ア
を
考
え
る
と
、
東
部
は
総
合
 
 

病
院
や
特
定
機
能
病
院
で
は
な
い
の
で
な
か
な
か
 
 

そ
こ
ま
で
の
ケ
ア
は
難
し
い
。
で
す
か
ら
後
方
支
 
 

援
と
し
て
、
在
宅
支
援
に
必
要
な
重
症
児
の
医
療
 
 

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
的
な
も
の
が
必
要
な
の
で
は
な
 
 

い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
今
現
在
東
部
で
も
そ
 
 

う
で
す
が
、
在
宅
の
方
が
外
科
的
あ
る
い
は
緊
急
 
 

で
医
療
入
院
が
必
要
に
な
っ
た
時
に
一
般
的
な
病
 
 

院
や
大
学
病
院
、
公
立
の
総
合
病
院
な
ど
で
は
一
、
 
 

入
院
を
断
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
日
常
的
に
頻
発
 
 

し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
理
由
に
一
般
的
な
病
院
で
 
 

は
ド
ク
タ
1
や
看
護
師
を
は
じ
め
ス
タ
ッ
フ
が
重
 
 

症
児
の
ケ
ア
に
慣
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
 
 

る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
連
携
が
難
し
い
状
態
が
 
 

ベ
ー
ス
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
 
 
 

あ
と
は
、
介
護
支
援
と
し
ま
し
て
訪
問
の
ヘ
ル
 
 

パ
ー
や
通
級
の
時
の
医
療
的
ケ
ア
の
問
題
が
あ
り
 
 

ま
す
。
例
え
ば
呼
吸
器
が
つ
い
た
超
重
症
児
の
通
 
 

学
。
就
学
と
言
う
と
、
親
御
さ
ん
が
2
4
時
間
付
い
 
 

て
い
な
い
と
学
校
に
も
行
け
な
い
と
い
う
現
状
が
 
 

あ
り
ま
す
。
社
会
生
活
の
中
で
一
分
た
り
と
も
子
 
 

ど
も
と
離
れ
ら
れ
な
い
よ
う
な
状
態
で
は
親
御
さ
 
 

ん
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
っ
て
も
不
可
能
で
、
 
 

結
局
途
中
で
入
所
に
な
る
方
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
 
 

ん
。
そ
う
い
っ
た
在
宅
介
護
支
援
に
関
し
一
て
も
い
 
 

ろ
ん
な
意
味
で
整
え
て
い
か
な
け
れ
ば
難
し
い
の
 
 

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
 
 

秋
山
 
こ
れ
は
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
て
非
常
に
難
 
 

し
い
こ
と
で
す
よ
ね
。
と
に
か
く
病
院
に
い
な
け
 
 

れ
ば
な
ら
な
い
人
を
在
宅
に
持
っ
て
い
く
と
い
う
 
 

こ
と
に
な
る
と
、
持
っ
て
い
く
段
階
と
し
て
手
順
 
 

を
踏
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
番
目
に
受
け
た
 
 

と
こ
ろ
が
滞
っ
て
し
ま
っ
た
ら
結
局
何
に
も
な
ら
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な
い
。
今
の
段
階
で
は
そ
の
可
能
性
が
非
常
に
高
 
 

い
で
す
よ
ね
。
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㊥
ど
う
い
う
施
設
な
ら
可
能
か
 
 
 

和
泉
 
N
I
C
U
の
方
々
の
ア
ン
ケ
ー
ト
や
い
ろ
 
 

い
ろ
な
発
表
な
ど
を
見
て
い
ま
す
と
、
在
宅
に
移
 
 

行
で
き
な
い
理
由
の
8
割
は
「
医
療
」
と
善
か
れ
 
 

て
い
ま
す
。
今
現
在
の
在
宅
医
療
や
在
宅
介
護
に
 
 

関
し
て
の
不
十
分
さ
を
考
え
る
と
そ
ち
ら
が
充
実
 
 

し
て
い
な
け
れ
ば
移
行
は
と
て
も
難
し
い
と
。
 
 
 

あ
と
は
、
医
療
的
に
は
軽
い
方
で
何
の
問
題
も
 
 

な
く
入
所
に
至
っ
た
方
が
、
環
境
の
変
化
か
ら
非
 
 

常
に
落
ち
着
か
な
く
て
、
点
滴
が
必
要
と
な
っ
た
 
 

り
毎
週
発
熱
す
る
な
ど
、
不
安
定
な
状
態
に
な
っ
 
 

て
し
ま
う
お
子
さ
ん
が
N
I
C
U
か
ら
直
接
来
た
 
 

方
に
多
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
 
 

た
意
味
で
は
「
移
動
の
リ
ス
ク
」
、
生
ま
れ
て
か
ら
 
 

N
I
C
U
で
し
か
暮
ら
し
て
い
な
い
方
が
初
め
て
 
 

違
う
環
境
に
出
る
と
い
う
こ
と
の
 
「
生
命
に
対
す
 
 

る
リ
ス
ク
」
 
と
い
う
も
の
も
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
 
 

我
々
お
預
か
り
す
る
方
の
立
場
と
し
て
は
非
常
に
 
 

気
に
し
ま
す
。
 
 
 

直
接
N
I
C
U
側
の
ス
タ
ッ
フ
と
療
育
関
係
の
 
 

ス
タ
ッ
フ
が
お
子
さ
ん
と
家
族
に
つ
い
て
ト
ー
タ
 
 

ル
に
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
す
る
よ
う
な
場
も
私
は
 
 

あ
ま
り
存
じ
て
い
ま
せ
ん
し
、
同
様
に
在
宅
人
工
 
 

呼
吸
器
に
な
っ
た
後
の
方
の
レ
ス
バ
イ
ト
や
ご
相
 
 

談
を
受
け
る
時
、
そ
の
一
般
病
院
や
小
児
科
で
超
 
 

重
症
を
ケ
ア
し
て
い
る
方
と
、
施
設
と
し
て
超
重
 
 

症
を
ケ
ア
し
て
い
る
方
の
接
点
、
あ
る
い
は
地
域
 
 

の
開
業
医
や
総
合
病
院
な
ど
と
の
接
点
、
そ
の
辺
 
 

り
も
含
め
て
 
「
重
症
児
医
療
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
 
の
 
 

よ
う
な
も
の
が
で
き
た
ら
な
あ
と
思
い
ま
す
。
 
 

岩
崎
 
N
I
C
U
か
ら
で
は
3
歳
以
下
の
お
子
さ
 
 

ん
が
多
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
ま
だ
ご
本
人
の
状
 
 

態
が
不
安
定
で
、
施
設
の
負
担
も
大
き
い
と
思
い
 
 

ま
す
。
た
だ
、
医
療
と
生
活
面
を
両
方
看
れ
る
施
 
 

設
と
い
う
の
は
や
は
り
重
症
児
施
設
し
か
な
い
と
 
 

思
い
ま
す
。
そ
れ
を
ど
う
や
っ
て
現
実
的
に
で
き
 
 

る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
か
な
い
と
、
今
 
 

の
N
I
C
U
の
長
期
入
院
の
子
ど
も
連
が
増
え
て
 
 

き
て
い
る
状
況
も
変
わ
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
 
 

北
住
 
今
の
シ
ス
テ
ム
の
中
で
重
症
児
施
設
が
N
 
 

I
C
U
か
ら
超
重
症
児
を
受
け
る
と
い
う
枠
の
中
 
 

だ
け
で
は
な
く
て
、
小
児
医
療
・
N
I
C
U
な
ど
 
 

も
含
め
た
地
域
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
機
関
と
し
て
の
 
 

重
症
児
施
設
、
肢
体
不
自
由
児
施
設
に
な
れ
る
よ
 
 

う
な
施
設
の
あ
り
方
を
今
後
考
え
て
い
か
な
け
れ
 
 

ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

あ
る
い
は
、
一
般
病
院
の
中
に
そ
う
い
う
病
棟
 
 

を
作
る
、
例
え
ば
東
京
都
で
あ
れ
ば
都
立
病
院
の
 
 

一
つ
に
そ
う
い
う
機
能
を
果
た
す
と
こ
ろ
を
作
る
 
 

と
か
、
か
な
り
病
院
機
能
が
メ
イ
ン
で
あ
っ
て
、
 
 

そ
こ
に
重
症
児
施
設
の
い
ろ
ん
な
ノ
ウ
ハ
ウ
も
活
 
 

か
す
と
な
る
と
、
今
の
基
盤
の
中
で
作
っ
て
い
く
 
 

の
は
か
な
り
厳
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
が
。
 
 
 

ま
た
、
病
院
で
看
て
い
く
場
合
に
は
、
今
の
医
 
 

療
賢
の
体
系
を
小
児
入
院
医
療
管
理
料
に
関
し
て
 
 

は
在
院
日
数
の
縛
り
を
ゆ
る
や
か
に
す
る
と
か
ニ
 
 

ー
ズ
に
合
わ
せ
た
シ
ス
テ
ム
に
し
て
い
た
だ
か
な
 
 

い
と
無
理
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
 
 

秋
山
 
重
症
児
施
設
は
N
I
C
U
か
ら
出
て
く
る
 
 

人
を
受
け
入
れ
る
に
し
て
も
今
受
け
る
ベ
ッ
ド
が
 
 

無
い
で
す
よ
ね
。
そ
れ
か
ら
先
ほ
ど
か
ら
お
話
を
 
 

聞
い
て
い
る
と
、
仮
に
ベ
ッ
ド
が
あ
っ
た
と
し
て
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も
N
I
C
U
か
ら
出
て
き
た
人
を
重
症
児
施
設
と
 
 

し
て
も
す
ぐ
さ
ま
に
は
受
け
切
れ
な
い
と
い
う
こ
 
 

と
で
す
ね
。
 
 

岩
崎
 
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
重
症
児
施
設
と
N
I
 
 

C
U
と
の
ち
ょ
う
ど
中
間
く
ら
い
の
施
設
で
し
ょ
 
 

う
か
。
 
 

和
泉
 
も
っ
と
手
厚
く
し
て
い
た
だ
か
な
い
と
厳
 
 

し
い
で
す
ね
。
 
 

岩
崎
 
超
重
症
児
を
5
0
数
％
引
き
受
け
て
い
ま
す
 
 

の
で
、
東
部
療
育
セ
ン
タ
ー
な
ら
あ
る
程
度
看
ら
 
 

れ
る
と
思
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
 
 

す
。
た
だ
、
私
た
ち
の
と
こ
ろ
で
も
今
の
状
況
で
 
 

は
と
て
も
無
理
だ
と
思
う
ん
で
す
。
北
住
先
生
の
 
 

お
話
の
よ
う
に
小
児
病
院
な
ど
に
つ
け
る
よ
う
な
 
 

形
で
や
っ
て
い
か
な
い
と
看
ら
れ
な
い
の
か
な
と
。
 
 

重
症
児
施
設
で
看
て
い
く
の
で
あ
れ
ば
一
病
棟
例
 
 

え
ば
2
0
床
く
ら
い
で
か
つ
そ
こ
に
濃
厚
に
看
護
師
 
 

を
配
置
す
る
。
な
お
か
つ
検
査
科
。
放
射
線
科
の
 
 

当
直
を
置
く
と
か
、
そ
れ
く
ら
い
す
れ
ば
何
と
か
 
 

な
る
の
で
は
と
思
い
ま
す
。
 
 

和
泉
 
な
お
か
つ
他
の
科
が
あ
る
総
合
医
療
機
関
 
 

と
の
連
携
が
約
束
さ
れ
て
い
る
と
…
。
 
 
 

西
安
心
し
て
在
宅
で
暮
ら
す
た
め
に
は
 
 

岩
崎
 
あ
と
は
家
に
帰
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
考
 
 

え
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
、
例
え
ば
何
か
あ
っ
 
 

た
時
に
す
ぐ
に
入
院
で
き
る
よ
う
空
き
ベ
ッ
ド
を
 
 

用
意
し
て
お
く
と
か
、
そ
う
い
う
保
障
が
無
け
れ
 
 

ば
、
「
お
家
に
帰
っ
て
も
い
い
で
す
よ
」
と
言
わ
れ
 
 

て
も
ご
家
族
も
不
安
で
仕
方
が
な
い
で
す
よ
ね
。
 
 

何
か
あ
っ
た
時
に
は
必
ず
受
け
て
く
れ
る
と
い
う
 
 

安
心
感
が
無
い
と
難
し
い
と
思
い
ま
す
。
 
 
 

そ
れ
を
一
つ
の
施
設
だ
け
で
「
あ
な
た
の
と
こ
 
 

ろ
で
絶
対
に
受
け
な
さ
い
よ
」
と
言
っ
て
も
難
し
 
 

い
の
で
、
い
く
つ
か
受
け
ら
れ
る
施
設
が
あ
っ
て
、
 
 

そ
う
い
う
要
請
が
あ
っ
た
ら
必
ず
受
け
て
下
さ
い
 
 

と
。
あ
る
程
度
の
ベ
ッ
ド
は
必
ず
空
け
て
お
く
と
 
 

い
う
こ
と
が
在
宅
へ
の
支
援
だ
と
思
い
ま
す
。
 
 

秋
山
 
は
じ
め
の
病
院
が
あ
る
程
度
責
任
を
持
っ
 
 

て
、
何
か
あ
っ
た
時
に
は
い
ら
っ
し
ゃ
い
よ
と
い
 
 

う
の
が
必
要
で
す
よ
ね
。
 
 

瀦
N
－
C
U
と
施
設
の
交
流
 
 

岩
崎
 
そ
う
で
す
ね
。
今
回
の
N
I
C
U
の
長
期
 
 

入
院
の
方
の
調
査
で
、
考
察
に
N
I
C
U
の
先
生
 
 

方
が
重
症
心
身
障
害
児
施
設
と
の
交
流
を
望
ん
で
 
 い

ら
っ
し
や
い
ま
し
た
。
向
こ
う
側
も
こ
ち
ら
側
 
 

の
状
況
を
知
り
た
い
し
、
協
力
し
て
や
っ
て
い
き
 
 

た
い
と
い
う
意
向
は
あ
る
の
か
な
と
感
じ
ま
す
ね
。
 
 

お
互
い
の
事
情
を
よ
く
理
解
し
合
い
な
が
ら
協
力
 
 

し
て
い
け
た
ら
い
い
の
で
す
が
。
 
 

和
泉
 
N
I
C
U
の
ド
ク
タ
ー
と
小
児
科
の
ド
ク
 
 

タ
1
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
や
リ
ハ
ビ
リ
ス
タ
 
 

ッ
フ
、
そ
し
て
我
々
の
よ
う
な
施
設
内
の
ス
タ
ッ
 
 

フ
が
地
域
で
ト
ー
タ
ル
ケ
ア
を
提
供
す
る
こ
と
を
 
 

目
標
に
話
し
合
い
を
持
っ
た
り
、
研
修
し
合
っ
た
 
 

り
し
て
、
連
携
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
な
と
私
 
 

は
大
学
に
い
た
頃
に
思
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
。
 
 

岩
崎
 
北
住
先
生
が
や
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
日
本
 
 

小
児
神
経
学
会
の
医
療
的
ケ
ア
の
研
修
が
あ
り
ま
 
 

す
よ
ね
？
一
般
病
院
か
ら
の
参
加
は
あ
り
ま
す
 
 

か
～
 
 

北
住
一
般
病
院
や
大
学
病
院
か
ら
も
か
な
り
来
 
 

る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
問
題
意
識
は
持
っ
て
 
 

お
ら
れ
る
。
新
生
児
の
専
門
で
そ
の
後
の
ケ
ア
と
 
 

い
う
こ
と
で
来
ら
れ
て
い
る
医
師
も
い
ま
す
。
な
 
 

る
べ
く
裾
野
を
広
げ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
 
 

田
寺
る
会
の
役
割
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和
泉
 
や
は
り
年
齢
が
上
が
っ
て
く
る
と
二
十
歳
 
 

に
な
っ
た
の
で
小
児
科
で
は
も
う
診
ら
れ
ま
せ
ん
 
 

と
い
わ
れ
る
万
が
一
般
の
公
立
病
院
で
は
多
く
て
、
 
 

そ
れ
で
は
二
十
歳
か
ら
急
に
内
科
の
ド
ク
タ
ー
が
 
 

診
ま
す
と
言
っ
て
も
な
か
な
か
難
し
い
現
状
が
あ
 
 

り
ま
す
ね
。
 
 

北
住
 
N
I
C
U
の
後
の
在
宅
の
超
重
症
児
の
方
 
 

で
、
小
児
に
関
し
て
は
周
り
の
理
解
も
広
が
っ
て
 
 

き
て
い
る
の
で
何
と
か
受
け
て
も
ら
え
る
ん
で
す
。
 
 

や
は
り
大
人
に
な
っ
て
か
ら
の
超
重
症
者
へ
の
医
 
 

療
が
問
題
で
す
ね
。
 
 
 

私
た
ち
が
日
々
外
来
で
診
て
い
て
、
そ
れ
は
超
 
 

重
症
に
至
ら
な
い
重
症
児
や
知
的
障
害
の
方
に
も
 
 

共
通
す
る
問
題
で
す
が
、
1
5
歳
を
過
ぎ
て
か
ら
の
 
 

医
療
入
院
を
ど
う
確
保
し
て
い
く
か
。
こ
れ
は
地
 
 

域
で
の
生
活
を
支
え
る
大
き
な
テ
ー
マ
で
す
。
外
 
 

来
で
担
当
医
が
半
日
ぐ
ら
い
電
話
を
か
け
ま
く
っ
 
 

て
や
っ
と
入
院
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
病
院
が
あ
る
 
 

と
か
、
少
し
離
れ
た
郊
外
の
病
院
ま
で
お
願
い
し
 
 

■
○
 
て
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
づ
 
 
 

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
あ
る
程
度
公
的
な
援
助
 
 

を
受
け
て
い
る
病
院
で
は
、
こ
う
い
う
障
害
の
あ
 
 

秋
山
 
超
重
症
児
と
い
わ
れ
る
方
は
今
後
も
い
ろ
 
 

い
ろ
な
形
で
出
て
く
る
で
し
ょ
う
。
年
齢
や
医
療
 
 

的
に
重
く
な
っ
て
超
重
症
児
に
な
る
人
も
出
て
く
 
 

る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
中
で
N
I
C
U
か
ら
 
 

る
大
人
の
方
を
受
け
る
こ
と
を
条
件
に
し
て
い
た
 
 

だ
く
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
 
 

横
浜
は
そ
う
い
う
形
で
契
約
の
中
に
障
害
の
あ
る
 
 

方
へ
の
対
応
の
こ
と
を
入
れ
て
い
ま
す
。
 
 
 

こ
れ
は
む
し
ろ
守
る
会
と
し
て
こ
う
い
う
運
動
 
 

を
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
本
当
に
切
 
 

実
な
問
題
で
す
。
超
重
症
の
方
の
生
活
を
地
域
で
 
 

支
え
る
大
き
な
テ
ー
マ
で
す
。
今
の
医
療
費
体
系
 
 

の
中
に
は
長
く
な
り
そ
う
な
患
者
さ
ん
を
み
れ
な
 
 

い
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
も
あ
る
 
 

程
度
公
的
な
援
助
を
受
け
て
い
る
病
院
と
し
て
は
 
 

そ
う
い
う
方
も
み
る
の
が
本
来
の
原
則
で
は
な
い
 
 

か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
今
我
々
医
者
も
努
力
し
 
 

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
。
 
 

も
っ
と
も
弱
い
も
の
を
 
 

一
人
も
も
れ
な
く
守
る
た
め
に
は
 
 

ヾ
ハ
∵
右
 
J
へ
7
十
1
P
 
 

蕗へき醐＼  

の
方
だ
け
を
特
別
扱
い
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
 
 

で
し
ょ
う
し
、
N
I
C
U
の
後
方
支
援
と
し
て
何
 
 

か
や
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
意
図
は
十
分
わ
か
り
ま
 
 

す
。
数
も
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
こ
と
で
す
か
ら
。
 
 
 

け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
超
重
症
児
全
体
の
問
題
 
 

を
考
え
て
、
そ
れ
が
う
ま
く
機
能
し
な
い
と
守
る
 
 

会
の
 
「
も
っ
と
も
弱
い
も
の
を
一
人
も
も
れ
な
く
 
 

守
る
」
 
と
い
う
と
こ
ろ
に
行
か
な
い
わ
け
で
す
。
 
 

そ
の
た
め
に
は
様
々
な
関
係
の
方
に
お
願
い
を
し
 
 

て
、
少
し
で
も
超
重
症
の
方
達
が
在
宅
で
も
施
設
 
 

で
も
病
院
で
も
安
心
し
て
生
活
で
き
る
よ
う
な
仕
 
 

組
み
を
お
願
い
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
 
 

思
い
ま
す
。
 
 

北
住
 
大
学
病
院
の
方
に
お
願
い
す
る
こ
と
も
あ
 
 

る
の
で
す
が
、
担
当
医
は
熱
心
で
も
、
事
務
の
方
 
 

か
ら
あ
る
程
度
の
日
数
で
出
さ
な
い
と
在
院
日
数
 
 

に
も
影
響
し
て
し
ま
う
し
平
均
日
数
も
増
え
て
し
 
 

ま
う
の
で
と
言
わ
れ
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
形
で
 
 

気
持
の
あ
る
方
も
い
な
が
ら
、
経
済
的
な
要
因
か
 
 

ら
そ
れ
が
維
持
で
き
ち
い
と
カ
ヤ
ー
ビ
ス
を
残
任
 
、
▲
l
一
二
－
一
一
ヽ
 
 
 

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
無
い
よ
う
に
し
て
ほ
し
 
 

い
で
す
。
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医
療
的
に
と
て
も
厳
し
く
て
病
院
で
な
い
と
無
 
 

理
だ
と
い
う
お
子
さ
ん
と
、
サ
ポ
ー
ト
が
あ
れ
ば
 
 

お
家
で
暮
ら
し
て
い
け
る
お
子
さ
ん
と
、
あ
る
い
 
 

は
半
分
お
家
で
半
分
施
設
で
と
い
う
形
も
あ
る
と
 
 

思
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
サ
ー
ビ
ス
が
で
き
や
す
 
 

い
シ
ス
テ
ム
が
必
要
で
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
医
療
 
 

費
の
体
系
の
組
み
方
も
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
 
 

い
ま
す
。
 
 

岩
崎
 
そ
れ
か
ら
、
も
う
少
し
通
所
。
通
園
の
在
 
 

宅
支
援
に
柔
軟
な
関
わ
り
が
で
き
る
と
い
い
な
と
 
 

い
つ
も
思
っ
て
い
ま
す
。
今
は
通
所
の
中
だ
け
で
 
 

の
関
わ
り
に
限
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
在
宅
支
援
の
 
 

一
つ
で
適
所
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
例
 
 

え
ば
通
っ
て
来
れ
な
け
れ
ば
訪
問
す
る
と
か
。
今
 
 

の
制
度
の
中
で
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
が
。
 
 
 

は
じ
め
に
職
員
の
や
り
が
い
や
意
欲
と
い
う
お
 
 

話
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
子
ど
も
 
 

達
を
荏
宅
に
帰
し
て
支
え
て
い
く
サ
ポ
ー
ト
を
し
 
 

た
い
と
思
う
職
員
は
結
構
い
る
と
思
う
ん
で
す
。
 
 

財
政
的
な
面
も
マ
ン
パ
ワ
ー
の
面
も
も
ち
ろ
ん
あ
 
 

り
ま
す
け
れ
ど
も
、
あ
る
程
度
や
れ
る
要
素
を
持
 
 

っ
て
い
る
の
が
重
症
児
施
設
だ
と
。
実
際
条
件
が
 
 

整
え
ば
、
い
ろ
い
ろ
と
や
れ
る
部
分
も
か
な
り
あ
 
 

る
と
思
い
ま
す
。
 
 

秋
山
 
今
日
は
、
長
時
間
に
亘
り
、
先
生
方
の
実
 
 

体
験
の
上
に
立
っ
て
の
超
重
症
児
者
を
支
援
す
る
 
 

先
駆
的
な
お
考
え
を
、
お
聞
き
す
る
こ
と
が
で
き
 
 

ま
し
た
こ
と
に
大
変
心
強
く
あ
り
が
た
く
思
い
ま
 
 

す
。
私
ど
も
守
る
会
が
理
念
と
す
る
 
「
最
も
弱
い
 
 

も
の
を
ひ
と
り
も
も
れ
な
く
守
る
」
 
に
は
、
超
重
 
 

症
児
者
が
在
宅
に
あ
っ
て
も
、
施
設
で
も
、
ラ
イ
 
 

フ
ス
テ
ー
ジ
を
通
し
て
安
心
し
て
生
活
が
で
き
る
 
 

支
援
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
図
る
こ
と
が
必
要
と
思
 
 

い
ま
す
。
 
 
 

そ
れ
に
は
、
重
症
児
施
設
が
中
心
的
な
役
割
を
 
 

担
う
と
し
て
も
、
引
き
受
け
れ
ば
解
決
で
き
る
問
 
 

題
で
は
な
く
、
関
係
す
る
医
療
機
関
、
荏
宅
支
援
 
 

の
諸
制
度
、
教
育
機
関
、
行
政
機
関
、
ま
さ
に
医
 
 

療
、
福
祉
、
教
育
が
有
機
的
に
連
携
し
て
支
援
す
 
 

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
よ
 
 

く
理
解
で
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
も
、
本
体
の
 
 

重
症
児
施
設
の
運
営
の
安
定
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
 
 

せ
ん
。
本
日
の
先
生
方
の
貴
重
な
意
見
を
踏
ま
え
 
 

て
、
関
係
者
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
深
め
る
こ
と
が
 
 

急
務
で
あ
る
と
痛
感
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
 
 
 

お
忙
し
い
中
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
 
 

し
た
。
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
 
 

表紙によ せて …W叫 「  ㌘レのレ明し′∽⊂ノぺ肌レ◆（酬   

今
月
号
の
表
紙
は
内
田
正
泰
先
生
の
作
 
 

品
「
梅
雨
あ
け
」
 
で
す
。
 
 
 

ジ
メ
ジ
メ
と
う
っ
と
う
し
か
っ
た
梅
雨
 
 

が
明
け
、
待
ち
に
待
っ
た
青
空
が
広
が
り
 
 

ま
し
た
。
す
っ
き
り
と
晴
れ
渡
っ
た
空
に
 
 

気
持
よ
さ
そ
う
に
浮
か
ぶ
白
い
雲
。
夏
の
 
 

空
は
見
て
い
る
だ
け
で
元
気
が
出
て
き
ま
 
 

す
ね
。
山
の
緑
も
走
る
列
車
も
太
陽
の
光
 
 

を
待
ち
わ
び
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
 
 
 

い
よ
い
よ
本
格
的
な
夏
の
始
ま
り
で
す
。
 
 

熱
中
症
等
に
は
充
分
注
意
し
、
快
適
な
夏
 
 

を
お
過
ご
し
下
さ
い
。
 
 『梅雨あけ』  

はり絵作家   

内田正春氏  
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厚生労働科学研究費補助金  

障害保健福祉総合研究事業  

障害者乱立支援法下管の重症必身障害児等に対ずる   

施設サ由ビスの効果的を在り方に関する研究  

（H18鮒障害山一般d¢05）  

平成且8年度 総括研究報告書  

主任研究者 澤野 邦彦  

平成19（2007）年3月  
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厚生労働科学研究費補助金（障害保健福祉総合研究事業）  

総括研究年度終了報告書  

ⅣICUに長期Å院中の（準）超重症児の実態調査と分析：第且報  

研究協力者 前田 知己：大分大学医学部小児科  

飯田 浩肋：大分県立病院総合周産期母子医療センター新生児科  

隅  明美：愛媛県立中央病院総合周産期母子医療センタ山発達小児科  

分担研究者 梶原 眞人：愛媛県立中央病院総合周産期母子医療センター  

E要約】  

全国の新生児医療施設における長期入院児  

の実態についてアンケート調査を行った。回  

答のあった188施設において、新生児期より  

引き続き1年以上の長期入院児はNICU・新  

生児医療施設（以下、新生児病棟）に163例、  

その分を含め、病院施設内に216例入院して  

おり、新生児病床100床あたり（病床比）そ  

れぞれ3．76例、4．98例であった。新生児病床  

50床以上の大規模施設で、長期入院児対新生  

児病床此は約7％であるが、50床以下の施設  

では施設規模による病床比は変わらず約5％  

であった。病床比より、全国の新生児医療施  

設内長期入院児数は300～350人と推計され  

た。長期入院児の存在によるNICU新規入院  

受け入れへの影響は、70％の施設が影響あり、  

20％の施設が非常に影響ありと回答した。長  

期入院児に対する今後の対応への新生児医療  

施設側の意向については、地域の療育センタ  

山・重症児施設に入所して医療管理を継轟売す  

ることを希望するが最も多く、次いで在宅医  

療であった。新生児医療施設側から地域の療  

育センター・重症児施設への要望は、入所ま  

での時間の短縮、呼吸器管理可能病床の増設、  

乳児や新生児病床入院中の児の受け入れ、在  

宅支援への協力などが挙がった。  

提言：新生児医療施設の運営に長期入院児は   

大きな影響を与えている。また、医療的介   

入を多く必要とする超重症児であっても、   

重症児施設で療育、医療を継轟売することが   

望ましいと新生児医療関係者は考えてい   

る。そのためには重症児施設における、呼   

吸器管理などの医療行為が可能な病床の増   

床、在宅へ移行できない重症児。乳幼児の   

受け入れ可能な病床の増床、新生児医療施   

設との連携強化が必要である。   

監国昭ヨ  

新生児医療の進歩に伴い新生児の救命率は  

向上したが、一方で濃厚な医療処置が継続的  

に必要で新生児期医療施設に長期間入院して  

いる児は増加し、また、多くの乳幼児の超重  

症児は新生児期に集中治療を受けている。障  

害者自立支援法の体制下で、重症児施設を効  

率的に整備する基礎資料として、新生児医療  

施設における長期入院児の実態調査、新生児  

1室療現場の超重症児療育介護の意向調査を行  

った。   
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匠霜法ヨ  

新生児医療連絡会に登録している、新生児  

集中治療病床を有する施設にアンケ・ノート調査  

を行った。アンケ】卜送付施設は296施設。  

日本周産期・新生児医学会新生児専門医制度  

の基幹研修施設116施設（以下、基幹研修施  

設）、全国の総合周産期母子医療センターの  

指定を受けている61施設を全て含んでいる。  

アンケートは平成18年10月に送付し同11月末  

を期限として回答を依頼した。アンケートの  

回答は、全施設、、病床数より施設規模、地域  

毎に、また、基幹研修施設、総合周産期母子  

医療センターの施設役割毎にも分析した。  

時々ある。  

（4）時々影響するが、無理して受け入れ  

ている。  

（5）あまり影響せず、入院できないこと  

はない。  

（6）全く影響しない。  

（7）その他  

7）長期入院児に対する新生児医療側の今綾   

の意向。（1選択肢選択）  

（1）新生児病棟内でリハビリなどの療育  

をできるようにしていきたい。  

（Z）院内に慢性病棟をつくり、病院全体  

で取り組んでいきたい。  

（3）地域の療育センター的な施設に入所  

して、医療管理も継続して欲しい。  

（4）在宅療育ができる支援体制を地域で   

作って、在宅医療ができるようにして欲  

しい。  

（5）その他  

8）重症心身障害児施設などとの連携に関し   

て困っていること。自由記載。  

9）長期入院児の詳細調査を個別症例調査用   

紙にて同時に依頼した。  

アンケ輌琵、調査項田  

1）施設名  

2）NICU。新生児医療施設病床数（新生児   

病床数）  

3）NICU・新生児医療施設病床のうち人」二   

呼吸器装着可能病床数  

4）平成18年10月1日時点でN‡Ct卜新生児医   

療施設病床への入院から引き続き1年以上、   

f寸ICU・新生児医療施設病床に入院継続中   

の症例数  

5）平成18年10月1日時点でNICU。新生児   

医療施設病床への入院から引き続き1年以   

上、施設内入院継続中の症例数  

（う：・長期入院児の、NIC†J・新生児医療施設   

病床の新規入院患者受け入れへの影響。  

（1選択肢選択）  

（1）非常に影響し、入院できないことが  

よくある。  

（2）非常に影響するが、無埋して受け入  

れている。  

（3）時々影響し、入院できないことが  

監椙果∃  

回答は188施設からあり、回収率は63．5％  

であった。基幹研修施設116施設中94施設、、  

回収率819占。総合周産期母子医療センター61  

施設中48施設、回収率79％。   

NICU・新生児医療施設病床数（新生児病  

床数）、呼吸管理可能病床数、新生児病棟  

（NICU∴所生児医療施設）内長期入院数、病  

院施設内長期入院数を表1に示す。   

またアンケート回答施設一一覧を表2に示す。   
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表1  

全体  基幹研修施設 総合周産母子  

医療センタ」  

施設種別  

アンケート送付施設数  

回答施設数  

296  116  61  

188  94  48  

新生児病床数  

呼吸管理可能病床数  

4333  2967  1682  

1636  1094  612  

新生児病棟内長期入院児  163  119  

施設内長期入院児（上記を含む）  216  150  

新生児病棟内長期入院数／新生児病床数（％）  3．76  4．01  

施設内長期入院数／新生児病床数（％）  4．98  5．06  

新生児病棟内呼吸管理中長期入院児数  108   

上記／新生児病棟呼吸管理可能病床数（％）  6．6   

割合の地域毎に図2に示す。   長期入院児は全体で新生児病棟内に163人、  

それを含め病院施設内に216人入院しており、  

それは新生児病床．数100床．あたり、それぞれ  

3．76人、4．98人であった。102施設、回答施設  

の54％に長期入院児が入院していた。新生児  

病棟内で呼吸管理を要している長期入院児は  

108人おり、これは新生児病棟呼l吸管理可能  

病床．数の6．6％に相当した。施設規模を新生  

児病床数により分類し、施設規模別の長期入  

院児数および新生児病床数比を図＝に示す。  

棒グラフは当該規模施設群に入院している長  

期入院児の総数、折れ線グラフは施設群の総  

べッド数に対する長期入院児数の割合であ  

る。新生児病床50床以上の大規模施設では新  

生児病床に占める長期入院児が多い。しかし、  

実数では病床数30～39床の施設が最も多く、  

次いで10～19床であった。病床数比は50床以  

上の施設を除き、施設規模で差は認めていな  

い。  

新生児病棟内長期入院児比率は関東4．47、  

ついで九州4．16が多く、東海2．65、四日0．75  

と地域間で差を認めた。施設内長期入院児比  

率については地域差は小さくなるが、関東  

6．26と高値であった。以下、中国5．37、四国  

5．30、近畿4．90、東北4．73、九州4．42、北海道  

4．41、北信越4．10、東海3．19と続いた。   

長期入院児の存在による新生児医療病棟の  

新規入院患者受け入れへの影響   

結果を図3に示す。外側の円グラフが施設  

数、内側の円グラフは施設のベッド数での割  

合である。   

回答施設の20％が受け入れに非常に影響あ  

り。時々影響も含めると70％の施設が影響あ  

り。ベッド数でみると、26％が非常に影響あ  

り、77％が影響を受けていると回答している。   

施設の規模による影響の違いを図4に示  

す。病床数の多い施設ほど非常に影響を受け   新生児医療病床数における長期入院児数の  
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と、ニ ー  施設規模別長期入院児敬および新生児病床数比  
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1－ 10－  20－  30－  40－  

病床数  

るという回答が多く、影響なしと回答した施  

設は病床数10床未満の少ない施設が多い。   

が50％以上であったのは、北う毎道と四国、  

30％～50％であったのは東海、関西であった。  

また自由記載欄に、受け入れてくれる地域の  

療育センター。重症児福祉施設がなく、やむ  

を得ず積極的に在宅医療を進めていると答え  

た施設も多かった。   

長期入院児に対する今後の対応への   

新生児医療施設側の意向   

本項目は単一一選択肢選択でアンケ叫卜を行  

ったが、一つの選択肢を選ぶのが困難との理  

由で188施設中3‘〕施設より階数選択の回答が  

集計にあ 
寄せられた。たって、複数回答の施  

設を除外せず、施設間の回答の重みに差をつ  

けぬように、各施設1票とし、複数選択がさ  

れた場合は選択肢数でト票を等分しそれぞれ  

の選択肢に配分し、集計を行った．   

結果を図5に示す。地場の療育センター〔に  

入所して医療管理を継続して欲しいという意  

見が58％と最も多かったり次いで在宅医療で  

あった。施設規模や役割によりこの傾向には  

追いが無かった。在宅医療を選択した施設に  

は地域差を認めた（回6）し）在宅医療の割合  
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重症心身障害児施言量などとの連携に   

関して因っていること（自由記載意   

見）   

常に満床で、入所までの時間がかかる。呼  

吸管理を必要な例は特に入所が国雄、という  

意見が多かった。他に、病院に入院中の児は  

後回しになる、一目▲在宅にならないと入所で  

きない、乳幼児の受け入れができない、など  

の受け入れ条件の緩利への希望。ショートス  

テイ、レスバイトの充実といった在宅支援の  

希望、スタッフ間の交流など新生児医療施設  

との連携強化の必雫性の指摘があった√〕   



図2 地域別 長期入院児数／新生児病床数 上：新生児病棟内、下：施設内  

長期入院児数／新生児病床数  
（N竃CU日新生児病棟内）  3＿68  

圏 5▲「一一  

回 穏′u5  

口 3－u牒  

□ 一‾一ヨ  

ょさぎ  

長期入院児数／新生児病床数  
（施設内）  

誌15■－，  

臼 4・－－5  

口 許～牒  

□ ′～3   

㌔寧‘  
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図3 長期入院児の、新生児医療病棟の新規入院患者受けÅれへの影響  

圏非常に影響、入院できないことよくある。   

芭非常に影響、無理して受け入れている。   

日時々影響、入院できないこと時々ある。   

ロ時々影響、無理して受け入れてし＼る。   

□あまり影響なし。   

□全く影響なし。   

□その他  

図4 新生児医療病床数別、長期入院児の新規患者受け入れへの影響  

口その他   

口全く影響なし。   

ロあまり影響なし。   

□時々影響、無理して受け入れ   
ている。  

日時々影響、入院できないこと   

時々ある。  

因非常に影響、無理して受け入   
れている。  

国非常に影響、入院できないこ   

とよくある。   

ト  10－  20→ 病床数30－  40－  50－  
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図5 長期入院児に対するN8CUの今後の対応  

宮N王CU内で  

団院内慢性病棟   

口地域の療育セシタ山   

口在宅医療   

□その他  

図6 在宅医療回答施設割合  

長期入院児今後の対応：支援体制を∋くり  
在宅医療を希望すると回答した施設の割合  

1了＿9  

ロ50％〔一  

口30・r150％  
［］√〕30％   

56＿3  
30＿2  ヰ1＿了  
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