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全
国
高
齢
者
ケ
ア
協
会
の
鎌
田
ケ
イ
子
理
事
長

は
、
長
き
に
わ
た
っ
て
医
療
と
福
祉
の
連
携
に
つ

い
て
第
一
線
で
取
り
組
ま
れ
て
き
た
方
で
す
。
東

京
都
老
人
総
合
研
究
所
に
勤
務
し
て
い
た
時
か
ら

こ
の
分
野
の
研
究
に
携
わ
り
、「
老
年
看
護
」
の

確
立
に
貢
献
さ
れ
た
の
は
周
知
の
と
お
り
で
す
。

　

当
時
は
、
看
護
師
同
士
で
も
連
携
と
い
う
概
念

が
な
く
、
仲
間
意
識
も
あ
ま
り
な
か
っ
た
そ
う
で

す
。
そ
れ
ゆ
え
、「
こ
れ
か
ら
の
老
年
看
護
の
独

自
性
は
ど
う
な
っ
て
し
ま
う
の
か
不
安
に
感
じ
た

こ
と
も
あ
っ
た
」と
鎌
田
さ
ん
は
述
懐
さ
れ
ま
す
。

全
国
老
人
ケ
ア
研
究
会
設
立
か
ら
介
護

保
険
制
度
導
入
ま
で

　

全
国
高
齢
者
ケ
ア
協
会
は
、
１
９
９
３
（
平
成

５
）
年
に
設
立
さ
れ
た
全
国
老
人
ケ
ア
研
究
会
を

前
身
と
し
、
２
０
０
０
（
平
成
12
）
年
１
月
27
日

に
特
定
非
営
利
活
動
法
人
と
な
り
ま
し
た
。現
在
、

全
国
各
地
に
２
０
０
０
名
の
会
員
が
い
ま
す
。
会

員
の
内
訳
と
し
て
は
、
看
護
職
が
７
割
、
介
護
職

が
２
割
と
な
っ
て
お
り
、
残
り
の
１
割
は
医
師
・

栄
養
士
・
Ｏ
Ｔ
・
Ｐ
Ｔ
・
教
員
な
ど
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

設
立
趣
旨
と
し
て
は
、「
看
護
と
介
護
の
協
調

と
自
立
を
目
指
し
て
、
両
者
の
交
流
と
理
解
を
図

り
、
実
践
研
究
を
積
み
重
ね
、
そ
の
成
果
を
普
及

す
る
。
さ
ら
に
、
高
齢
者
を
支
え
る
専
門
家
や
家

族
ま
た
は
地
域
住
民
に
対
し
て
、
介
護
の
知
識
・

技
術
を
普
及
す
る
と
と
も
に
相
互
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
進
め
、
そ
れ
に
よ
り
高
齢
者
ケ
ア
の
質
の
向

上
に
貢
献
し
、
高
齢
者
の
自
立
と
安
寧
を
も
た
ら

す
こ
と
を
目
的
」
と
し
て
い
ま
す
。

　

１
９
８
９
（
平
成
元
）
年
に
社
会
福
祉
士
介
護

福
祉
士
制
度
が
制
定
さ
れ
、
介
護
福
祉
士
と
い
う

専
門
家
に
よ
っ
て
高
齢
者
の
生
活
支
援
が
す
す
め

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
時
に
は
、「
看
護
師
と
手

を
取
り
合
わ
な
け
れ
ば
」
と
の
こ
と
で
、
す
で
に

鎌
田
さ
ん
は
連
携
の
必
要
性
を
感
じ
ら
れ
て
い
た

よ
う
で
す
。

も
う
一
度
原
点
に
立
ち
返
っ
て

　

介
護
保
険
制
度
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

後
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
い
か
に
作
成
し
て
い
く
の
か

に
つ
い
て
大
い
に
議
論
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ケ

ア
プ
ラ
ン
作
成
時
に
は
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
開

き
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
か
ら
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ま
で
を

記
録
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
今
で
は
そ
の
プ

ロ
セ
ス
は
常
識
と
な
り
ま
し
た
が
、
鎌
田
先
生
は

１
９
９
５
（
平
成
７
）
年
頃
の
こ
と
を
「
体
系
的

な
ツ
ー
ル
を
標
準
化
し
よ
う
と
、
い
ろ
い
ろ
な
と

こ
ろ
で
み
ん
な
が
手
探
り
状
態
だ
っ
た
の
で
大
変

で
し
た
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
１
つ
に
、
Ｍ
Ｄ
Ｓ
（M

inim
um

 D
ata 

Set

）
が
あ
り
ま
す
。
Ｍ
Ｄ
Ｓ
は
、
も
と
も
と
は

ア
メ
リ
カ
の
ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム
で
ケ
ア
の
改
革

を
目
的
と
し
て
１
９
８
７
年
開
発
に
着
手
さ
れ
、
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１
９
９
１
年
に
第
一
版
が
完
成
し
ま
し
た
。
介
護

保
険
制
度
導
入
前
は
煩
雑
す
ぎ
て
、
誰
も
が
理
解

す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。

　

そ
れ
で
、
鎌
田
さ
ん
は
、
そ
れ
を
で
き
る
だ
け

わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
た
め
に
、
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー

ト
化
す
る
な
ど
の
工
夫
を
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ

り
、
徐
々
に
定
着
し
て
い
き
ま
し
た
が
、「
振
り

返
っ
て
み
る
と
、
も
う
少
し
わ
か
り
や
す
く
伝
え

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
」
と
も
思
っ
た

そ
う
で
す
。
そ
の
時
の
思
い
は
今
で
も
持
ち
続
け

て
い
る
と
言
い
ま
す
。

介
護
職
に
よ
る
医
療
行
為
に
関
す
る
実

態
調
査
の
意
義

　

連
携
を
す
す
め
る
た
め
に
は
、
ま
ず
現
状
を
把

握
し
た
う
え
で
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し
た
い
と
考

え
た
鎌
田
さ
ん
は
、
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機

構
の
助
成
を
受
け
、「
高
齢
者
ケ
ア
に
お
け
る
介

護
と
看
護
の
連
携
支
援
事
業
」を
実
施
し
ま
し
た
。

も
と
も
と
、「
福
祉
医
療
機
構
の
助
成
に
ふ
さ
わ

し
い
先
駆
的
な
も
の
で
、
社
会
に
貢
献
し
た
い
」

と
考
え
て
い
た
そ
う
で
す
。
事
業
の
柱
は
、
現
状

の
把
握
を
目
的
と
し
た
意
識
調
査
（
介
護
職
に
よ

る
医
療
行
為
に
関
す
る
現
状
と
意
識
）
と
マ
ニ
ュ

ア
ル
の
作
成
で
す
。

　

調
査
で
は
、
連
携
の
必
要
性
を
明
確
に
す
る
た

め
の
１
つ
の
指
標
と
し
て
、
介
護
職
の
医
療
行
為

に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
看
護

職
の
支
援
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
、

ま
た
今
後
、
介
護
職
で
も
で
き
る
医
療
行
為
は
何

か
に
つ
い
て
調
べ
ま
し
た
。

　

調
査
の
対
象
は
、
施
設
関
係
者
と
し
て
東
京
都

内
す
べ
て
の
介
護
老
人
福
祉
施
設
３
７
１
か
所
の

介
護
責
任
者
と
、
在
宅
関
係
者
と
し
て
東
京
都
介

護
福
祉
士
会
所
属
の
全
会
員
１
１
９
２
名
の
う

ち
、
調
査
票
の
返
送
に
よ
り
訪
問
介
護
事
業
者
と

推
定
す
る
こ
と
が
可
能
な
４
２
４
名
と
し
ま
し

た
。
回
収
率
は
施
設
関
係
者
が
65
・
８
％
、
在
宅

関
係
者
が
38
・
７
％
で
し
た
。

　

結
果
と
し
て
は
、
胃
ろ
う
の
注
入
等
の
医
療
行

為
に
関
し
て
介
護
職
が
実
施
せ
ざ
る
を
得
な
い
状

況
が
あ
る
こ
と
、
介
護
職
が
生
活
支
援
行
為
の
一

部
と
し
て
実
施
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
て

い
る
こ
と
、
そ
れ
ら
を
実
施
す
る
に
際
し
て
は
看

護
職
に
よ
る
教
育
・
訓
練
や
日
常
的
な
連
携
に
基

づ
く
支
援
が
必
要
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
り
ま
し
た
（
次
ペ
ー
ジ
の
表
１
参
照
）。

　

ま
た
、
平
成
19
年
度
中
に
実
態
調
査
と
並
行
し

て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
介
護
と
看
護
の
連
携
で
ど
こ

ま
で
で
き
る
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
」
を
、
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
「
介
護
と
看
護
の
連
携
―
そ
の
課
題
と

連
携
の
す
す
め
方
」
を
開
催
し
、
連
携
の
重
要
性

を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
そ
う
で
す
。

　

こ
の
実
態
調
査
の
意
義
は
大
き
く
、
２
０
０
８

（
平
成
20
）
年
11
月
４
日
、
鎌
田
さ
ん
は
厚
生
労

働
省
に
対
し
て
調
査
に
基
づ
い
た
「
介
護
職
の
医

療
行
為
の
緩
和
に
つ
い
て
」
と
い
う
要
望
書
を
提

出
し
ま
し
た
。
主
な
要
望
事
項
は
、
胃
ろ
う
の
注

入
、
吸
引
、
人
工
肛
門
の
パ
ウ
チ
交
換
等
の
医
療

行
為
を
介
護
職
が
安
全
に
実
施
で
き
る
よ
う
に
、

看
護
職
が
指
導
・
支
援
で
き
る
体
制
を
確
立
す
る

こ
と
で
す
。

　

そ
の
後
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
も
介
護
職
の

医
療
行
為
に
つ
い
て
、
担
当
者
会
議
等
で
議
論
が

さ
れ
、
政
策
提
言
へ
と
つ
な
が
り
ま
し
た
。

価
値
の
あ
る
「
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
が
完
成

　

実
態
調
査
の
次
は
、「
介
護
と
看
護
の
連
携
の

た
め
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
の
作
成
で
す
。

　　2007 年 7 月に開催され、盛況だったシンポジウム
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表１　介護職による医療行為に関する現状と意識

  

１．医療外行為の実施状況

血圧測定 傷の処置 服  薬 軟膏塗布 点  眼 浣  腸 座薬挿入 

施設 （244）  239（98.0%） 191（78.3%） 240（98.4%） 239（98.0%） 208（85.2%） 31（12.7%） 182（74.6%） 

在宅 （164） 112（68.3%） 108（65.9%） 146（89.0%） 147（89.6%） 119（72.6%） 25（15.2%） 37（22.6%） 

２．厚生労働省通達による変化  

いままでもしていた 新たにすることになった いままでもしていない 無回答 計  

施設 229（93.9%） 8（3.3%） 1（0.4%） 6（2.4%） 244（100.0%）  

在宅 114（69.5%） 38（23.2%）   8（4.9%）  4（2.4%） 164（100.0%）

  

３．実施時の看護職の支援  

相談助言 必要がない 看護職がいない 無回答 計

施設 236（96.7%） 1（0.4%） 5 （2.0%） 2（0.8%） 244（100.0%） 

在宅 98（59.7%） 29（17.7%） 38（23.2%）  1（0.6%） 164（100.0%） 

  

４．実施時の不安  

あ  る な  い 無回答 計 

施設 156（63.9%） 88（36.1%） 0 244（100.0%）  

在宅 95（57.9%） 66（40.2%） 3（1.8%） 164（100.0%）  

４－１．不安の内容  

知識 ･ 技術の不足 事  故 状況悪化 利用者の不安 その他  

施設 （156） 78（50.0%） 100（64.1%） 62（39.7%） 14（9.0%） 17（10.9%） 

在宅 （95） 37（38.9%） 45（47.4%） 45（47.4%） 2（2.1%） 12（12.6%）

５．拡大してもよい医療行為  

胃ろう注入 浣腸 摘便 褥瘡 人工肛門 吸入 吸引 注射 その他 拡大すべきでない 

施設 （244）  132（54.1%）  40（16.4%）  82（33.6%）  42（17.2%）  149（61.1%）  92（37.7%）  179（73.4%）  24（9.8%）  9（3.7%）  23（9.4%）  

在宅 （164） 77（47.0%） 48（29.3%） 37（22.6%） 54（32.9%） 66（40.2%） 47（28.7%） 57（34.8%） 29（17.7%）  4（2.4%）  41（25.0%）  

  

５－１．拡大したい理由  

利用者の要望 介護職でできる 生活支援行為 介護職がするのがよい その他

施設 （221）  21（9.5%）  84（38.0%）  139（62.9%）  43（19.5%）  88（36.2%）  

在宅 （123） 62（50.4%） 50（40.7%） 67（54.5%） 41（33.3%）  21（17.1%）

 

６．介護職が医療行為を実施するための条件  

教育訓練 医師の連携 看護の連携 事故の支援 利用者承諾 行政許可 その他 

施設 （244）  226（92.6%） 120（49.2%）  233（95.5%）  175（71.7%）  144（59.0%）  136（55.7%） 10（4.1%） 

在宅 （164）  144（87.8%） 109（66.5%）  143（87.2%）  130（79.3%）  132（80.5%）  83（50.6%） 9（5.5%） 

  2007（平成 19）年７月実施

「いきいきチャレンジ！」2009 年秋号■ No.47
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連
携
を
考
え
る
う
え
で
の
必
読
の
書
と
な
っ
て
い

ま
す
。

終
末
期
ケ
ア
に
つ
い
て

　

鎌
田
さ
ん
は
じ
め
全
国
高
齢
者
ケ
ア
協
会
の
皆

さ
ん
は
一
貫
し
て
、
高
齢
社
会
に
役
立
つ
オ
リ
ジ

ナ
ル
の
も
の
を
考
え
て
い
ま
す
。
４
年
後
に
は
団

体
設
立
20
周
年
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
、
高
齢
者

の
終
末
期
ケ
ア
に
つ
い
て
も
考
え
て
い
き
た
い
と

鎌
田
さ
ん
は
言
い
ま
す
。

　
「
死
を
通
し
て
、そ
の
人
の
暮
ら
し
が
ど
う
あ
っ

た
ら
よ
か
っ
た
の
か
見
つ
め
、﹃
生
﹄
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
」
と
締
め
く
く
り
ま
し
た
。

　
「
骨
子
を
考
え
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
委
員
会

で
議
論
し
た
り
、
現
場
の
方
々
の
声
を
汲
み
上
げ

て
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
反
映
し
ま
し
た
」と
鎌
田
さ
ん
。

　

マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
す
る
際
の
ス
タ
ン
ス
と
し

て
、
介
護
職
・
看
護
職
ど
ち
ら
の
見
方
（
味
方
）

で
も
な
い
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と

に
こ
だ
わ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
マ

ニ
ュ
ア
ル
が
完
成
し
ま
し
た
が
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス

が
大
切
で
、
か
か
わ
っ
た
す
べ
て
の
方
々
に
感
謝

し
た
と
い
う
の
が
鎌
田
さ
ん
の
姿
勢
で
す
。

　

福
祉
と
医
療
の
連
携
に
つ
い
て
は
、
各
方
面
で

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
今
ま
で
以
上
に
密
に
す
る
べ

き
と
叫
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
現
場
の
当
事
者
間
で

は
ど
う
し
て
も
厳
し
い
壁
が
生
じ
て
し
ま
う
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
鎌
田
さ
ん
は
「
わ
か
っ
て
い
る
の

だ
け
れ
ど
、
ど
う
し
て
も
行
動
で
き
な
い
の
で

し
ょ
う
ね
。
感
情
的
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ

り
ま
す
し
（
笑
）」
と
言
っ
た
後
、「
た
だ
、
一
番

に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
利
用
者
の

た
め
に
な
る
の
か
そ
う
で
な
い
の
か
。
こ
れ
を
忘

れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
」と
言
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、

「
私
は
介
護
職
と
看
護
職
両
方
の
立
場
で
話
す
こ

と
が
多
い
の
で
、
一
部
で
は
＂
こ
う
も
り
＂
っ
て

言
わ
れ
ち
ゃ
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
」
と
も
言
わ
れ

ま
す
が
、
作
成
時
の
ス
タ
ン
ス
と
同
様
、
そ
れ
を

ス
ク
エ
ア
な
信
念
が
気
に
さ
せ
な
い
よ
う
で
す
。

　

現
場
で
は
、
自
分
の
職
種
に
対
し
て
の
プ
ラ
イ

ド
も
絡
ん
で
き
ま
す
。
誇
り
を
も
っ
て
仕
事
に
取

り
組
む
こ
と
は
大
切
だ
け
れ
ど
、
そ
の
た
め
に
何

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
を
今
一
度
見
つ
め

た
ら
ど
う
か
と
提
言
さ
れ
て
い
ま
す
。

マ
ニ
ュ
ア
ル
の
反
響

　

マ
ニ
ュ
ア
ル
は
大
変
好
評
で
、
無
償
配
布
分
は

あ
っ
と
い
う
間
に
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
鎌
田
さ
ん
は
そ
の
好
評
に
応
え
る
た
め

に
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
事
例
を
追
加
し
、
さ
ら
に
加

筆
し
て
成
書
に
し
ま
し
た
。
特
定
非
営
利
活
動
法

人
全
国
高
齢
者
ケ
ア
協
会
の
編
集
と
し
、
サ
ブ
タ

イ
ト
ル
と
し
て
「
新
た
な
高
齢
者
ケ
ア
の
創
造
に

向
け
て
」
と
加
え
ま
し
た
。
ま
た
、
事
例
を
追
加

す
る
時
も
再
度
現
場
の
声
を
聞
き
、
役
立
つ
よ
う

に
心
が
け
ま
し
た
。
再
構
成
を
図
っ
た
こ
と
に
よ

り
、
現
場
の
実
情
に
あ
っ
た
す
ば
ら
し
い
も
の
と

な
り
ま
し
た
（
表
２
参
照
）。

　

そ
の
結
果
、類
書
が
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
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