
看
護
ケ
ア
が
一
番
大
事
と
言
っ
た
の
は
、
身
近

に
い
る
人
が
、
患
者
さ
ん
の
状
態
に
合
わ
せ
、

生
活
が
不
活
発
に
な
ら
な
い
よ
う
に
働
き
か
け

る
こ
と
が
大
切
だ
か
ら
で
す
」。
な
る
ほ
ど
、

使
わ
な
い
機
能
は
衰
え
、
衰
え
る
と
さ
ら
に

使
わ
ず
、
と
い
う
悪
循
環
を
生
む
の
だ
。

　
「
私
た
ち
チ
ー
ム
は
、
当
院
で
認
知
症
を

進
ま
せ
て
な
る
も
の
か
と
、
努
力
を
重
ね
て
い

ま
す
。
で
も
そ
れ
だ
け
で
は
だ
め
な
ん
で
す
」

と
亀
山
は
言
う
。「
当
院
の
す
べ
て
の
医
師
が
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認
知
症
を
理
解
す
る
。
第
二
第
三
の
滝
沢
看

護
師
を
育
て
る
。
院
内
全
体
に
理
解
を
広
げ

る
。
そ
し
て
さ
ら
に
そ
の
先
で
は
、
地
域
全

体
に
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
今
後

は
、
私
た
ち
も
地
域
と
と
も
に
認
知
症
を
学

ぶ
機
会
を
設
け
て
い
き
た
い
。
す
べ
て
の
人
が

認
知
症
を
理
解
し
、
地
域
全
体
で
認
知
症
の

人
を
見
守
る
。
高
齢
社
会
で
は
不
可
欠
な
こ

と
と
考
え
ま
す
」。

●
中
部
ろ
う
さ
い
病
院
の
認
知
症
ケ
ア
チ
ー
ム
に

は
、
認
知
症
を
持
つ
が
ゆ
え
に〈
行
き
場
〉を
失

う
人
た
ち
に
対
し
て
、
少
し
で
も
本
人
の
望
む
生

き
方
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
、
と
い
う
思
い
と
決

意
が
あ
る
。

●
そ
の
た
め
の
過
程
と
し
て
、
急
性
期
だ
け
で
は

な
く
、
そ
れ
以
降
の
病
期
、
さ
ら
に
は
在
宅
ま

で
の
視
線
を
持
ち
、
ま
ず
は
院
内
で
、
そ
し
て
、

地
域
へ
と
進
ん
で
い
く
こ
と
を
目
標
と
す
る
。
活

動
は
ま
だ
端
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
は
あ
る
が
、
目

先
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
認
知
症
を
持
つ
人
を

何
と
か
地
域
に
戻
す
、
言
い
換
え
れ
ば
、
地
域
で

受
け
入
れ
ら
れ
る
た
め
の
活
動
と
い
え
よ
う
。

●
亀
山
医
師
は
、「
問
題
の
根
源
は
、
認
知
症
に

対
す
る
無
理
解
と
広
い
意
味
で
の
行
動
抑
制
だ
」

と
言
う
。
確
か
に
解
ら
な
い
が
ゆ
え
に
、
軽
度
の

段
階
を
見
過
ご
し
た
り
、
ま
た
、
過
度
な
安
静

を
重
視
し
た
り
す
る
こ
と
は
起
こ
り
得
る
。

●
高
齢
社
会
で
は
避
け
て
通
れ
な
い
認
知
症
。
そ

の
事
実
を
、
地
域
医
療
の
中
核
を
担
う
中
部
ろ

う
さ
い
病
院
は
、
真
正
面
か
ら
見
つ
め
て
い
る
。

滝
沢
看
護
師
は
言
う
。

「
認
定
資
格
を
取
る
前
は
、

自
分
の
視
点
で

認
知
症
を
見
て
い
ま
し
た
。

暴
れ
る
な
ら
寝
て
も
ら
お
う
。

夜
に
なっ
た
ら
寝
か
し
つ
け
よ
う
。

で
も
今
は
違
う
。

す
べ
て
は
認
知
症
を
持
つ
人
の
側
か
ら

考
え
る
視
点
に
変
わ
り
ま
し
た
。

認
知
症
看
護
は
、看
護
の
原
点
。

自
分
の
看
護
観
が
、す
べ
て
出
ま
す
」。

病
院
を

知
ろ
う

plus+

地域のなかで、
認知症ケアを確立する。
認知症ケアチーム特集
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無
理
解
と
行
動
抑
制
が
、認
知

症
を
持
つ
人
の
行
き
場
を
奪
う
。

BACK
STAGE

    　

厚
生
労
働
省
は
、
２
０
２
５
年
に
は
認
知

症
の
人
が
約
７
０
０
万
人
を
数
え
る
と
推
計

し
て
い
る
。
こ
れ
は
65
歳
以
上
の
高
齢
者
の

う
ち
、
五
人
に
一
人
の
計
算
。
高
血
圧
、
糖

尿
病
に
次
ぐ
一
般
的
な
病
気
と
な
る
の
だ
。

し
か
し
、
ご
く
一
部
を
除
き
認
知
症
の
治
療

法
は
確
立
さ
れ
て
い
な
い
。

　

そ
こ
で
浮
上
す
る
の
が
、
前
述
し
た
急
性

期
病
院
で
の
主
疾
患
治
療
へ
の
影
響
だ
が
、

中
部
ろ
う
さ
い
病
院
の
認
知
症
ケ
ア
チ
ー
ム

が
問
題
視
す
る
の
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

急
性
期
を
脱
し
た
後
の
問
題
で
あ
る
。
例
え

ば
、
回
復
期
で
は
積
極
的
な
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
が
大
切
だ
が
、
同
時
に
専
門
的
な
認

知
症
ケ
ア
を
行
わ
な
け
れ
ば
、
認
知
症
に
よ

る
諸
症
状
が
妨
げ
と
な
り
、
限
ら
れ
た
期
間

で
効
果
的
な
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
難
し
い
。

そ
の
た
め
回
復
期
の
病
院
は
、
そ
う
し
た
患

者
の
受
け
入
れ
を
避
け
る
。
ま
た
、
療
養
専

門
の
病
院
、
精
神
科
の
病
院
に
転
院
し
た
場

合
は
、
充
分
な
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
望
め

な
い
。結
果
、患
者
は
寝
た
き
り
状
態
と
な
り
、

そ
の
人
の
尊
厳
は
奪
わ
れ
て
い
く
。

　

亀
山
医
師
は
言
う
。「
認
知
症
の
進
行
を

緩
や
か
に
す
る
手
立
て
は
あ
り
ま
す
。つ
ま
り
、

人
の
脳
は
、
使
わ
な
い
と
ど
ん
ど
ん
機
能
が

衰
え
ま
す
。
そ
れ
を
防
ぎ
、
少
し
で
も
日
常

生
活
の
維
持
を
図
っ
て
い
く
こ
と
。
先
ほ
ど
、

2
尊
厳
が
守
ら
れ
、

穏
や
か
に
暮
ら
す
。

そ
ん
な
地
域
を
見
つ
め
て
。

CHAPTER



●
認
知
症
と
い
う
病
気
を
説
明
す
る
の
は
難
し

い
。
あ
え
て
い
う
と
、
高
次
の
脳
機
能
全
般
が
衰

え
る
こ
と
で
発
症
す
る
。
主
な
き
っ
か
け
は
、
不

活
発
、
不
活
動
。
体
を
動
か
さ
ず
に
い
る
と
、
脳

へ
の
刺
激
が
少
な
く
な
り
、
知
的
能
力
の
低
下

を
引
き
起
こ
す
。

●
症
状
は
二
つ
あ
る
。
脳
細
胞
の
破
壊
に
よ
り
直

接
起
こ
る
中
核
症
状
（
記
憶
障
害
、
判
断
力
障

害
、
問
題
解
決
能
力
障
害
等
）
と
、
行
動
・
心

理
症
状
（
Ｂ
Ｐ
Ｓ
Ｄ
と
言
わ
れ
る
、暴
言
や
暴
力
、

興
奮
、昼
夜
逆
転
、徘
徊
、妄
想
、幻
覚
等
）
だ
。

中
核
症
状
は
、
認
知
症
に
な
れ
ば
誰
に
で
も
現
れ

る
の
に
対
し
て
、
Ｂ
Ｐ
Ｓ
Ｄ
は
、
周
囲
の
人
と
の

関
わ
り
に
よ
っ
て
起
き
る
た
め
、
そ
の
人
の
置
か

れ
て
い
る
状
況
に
よ
っ
て
現
れ
方
は
異
な
る
。

●
亀
山
医
師
は
、「
認
知
症
を
悪
く
さ
せ
な
い
と

い
う
こ
と
は
、
Ｂ
Ｐ
Ｓ
Ｄ
を
悪
く
さ
せ
な
い
こ
と

だ
」
と
言
う
。
例
え
ば
、
記
憶
障
害
が
か
な
り

ひ
ど
く
て
も
、
穏
や
か
に
療
養
生
活
が
で
き
て
い

る
人
も
い
る
。
そ
の
た
め
、
患
者
と
話
を
し
、
様

子
を
観
察
し
、
Ｂ
Ｐ
Ｓ
Ｄ
を
悪
く
さ
せ
な
い
こ
と

に
主
眼
を
お
い
た
ケ
ア
を
組
み
立
て
る
と
い
う
。

C
O

L
U

M
N

    　

中
部
ろ
う
さ
い
病
院
の
認
知
症
ケ
ア
チ
ー

ム
。
メ
ン
バ
ー
は
、
医
師
・
看
護
師
・
薬
剤
師
・

Ｍ
Ｓ
Ｗ
（
医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
）・
作
業

療
法
士
で
あ
る
。
認
知
症
に
よ
っ
て
引
き
起

こ
さ
れ
る
興
奮
や
混
乱
、
徘
徊
な
ど
の
行
動
・

心
理
症
状
に
よ
り
、
本
来
の
身
体
的
治
療
に

支
障
を
き
た
し
や
す
い
患
者
に
対
し
て
、
主

治
医
や
病
棟
看
護
師
と
協
力
し
入
院
療
養

環
境
の
支
援
を
行
う
。

　

具
体
的
に
は
、
チ
ー
ム
に
よ
る
回
診
と
話
し

合
い
を
基
に
、
認
知
症
を
持
つ
人
へ
の
対
応
方

針
の
決
定
、
具
体
的
な
ケ
ア
計
画
の
策
定
と

そ
の
実
施
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
症
状

の
軽
減
と
心
身
機
能
の
低
下
予
防
、
薬
物
療

法
の
適
否
、
そ
し
て
、
円
滑
な
退
院
支
援
や

在
宅
療
養
に
向
け
た
援
助
な
ど
を
行
う
。リ
ー

ダ
ー
は
、神
経
内
科
部
長
の
亀
山 

隆
医
師
だ
。

　

亀
山
は
、「
認
知
症
を
持
つ
人
の
多
く
は
、

複
合
疾
患
を
抱
え
て
い
ま
す
。
神
経
内
科
で

は
、
そ
う
し
た
身
体
合
併
症
を
含
め
全
身
管

理
を
し
て
い
ま
す
」
と
言
い
、
こ
う
続
け
た
。

「
高
齢
者
に
と
っ
て
、
入
院
治
療
自
体
が
大

き
な
ス
ト
レ
ス
で
す
。
な
か
で
も
認
知
症
を
持

つ
方
々
に
は
、
入
院
に
よ
っ
て
症
状
が
悪
化
す

る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
薬
剤
管
理
を
含
め
た

医
学
管
理
や
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
注
力
し

ま
す
が
、
実
は
一
番
大
事
な
の
が
、
看
護
ケ

ア
な
ん
で
す
」。

　

そ
の
看
護
ケ
ア
を
担
う
の
は
、
滝
沢
な
ぎ
さ

認
知
症
看
護
認
定
看
護
師
で
あ
る
。
病
気
は

治
っ
た
の
に
、
認
知
症
が
進
み
自
宅
に
帰
れ
な

く
な
る
患
者
の
存
在
が
、
彼
女
に
と
っ
て
大
き

な
心
の
痛
み
と
な
り
、「
専
門
的
な
勉
強
を
し

た
い
」
と
思
い
認
定
資
格
を
取
得
し
た
。
現

在
は
、
認
知
症
を
持
つ
入
院
患
者
の
情
報
収

集
、
チ
ー
ム
へ
の
情
報
伝
達
、
チ
ー
ム
に
よ
る

回
診
、
実
際
的
な
認
知
症
看
護
の
提
供
、
ま

た
、
病
棟
看
護
師
へ
の
指
導
、
要
請
の
あ
っ
た

病
棟
で
の
勉
強
会
開
催
な
ど
、
活
動
は
多
岐

に
わ
た
り
、
認
知
症
ケ
ア
チ
ー
ム
の
中
心
的
役

割
を
担
う
。「
認
知
症
看
護
は
、
症
状
だ
け

を
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
患
者
さ
ん
が
な
ぜ

こ
う
い
う
行
動
を
取
る
の
か
、
何
を
伝
え
た
い

の
か
な
ど
、す
べ
て
を
患
者
さ
ん
の
立
場
に
立
っ

て
考
え
る
こ
と
が
大
切
で
す
ね
。
そ
れ
を
病

棟
看
護
師
の
み
ん
な
に
知
っ
て
ほ
し
い
、
学
ん

で
ほ
し
い
。
で
す
か
ら
院
内
で
の
指
導
、
教
育

に
は
力
を
入
れ
て
い
ま
す
」
と
滝
沢
は
言
う
。

　

そ
の
成
果
は
出
始
め
た
。「
病
棟
看
護
師

が
、
認
知
症
を
非
常
に
意
識
す
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
ね
。
軽
度
の
段
階
で
も
認
知
症
の

有
無
を
判
断
し
、
滝
沢
看
護
師
の
指
導
で
得

た
ノ
ウ
ハ
ウ
で
対
応
し
よ
う
と
す
る
。
薬
を

使
っ
て
の
過
度
な
鎮
静
や
事
故
を
防
ぐ
た
め

の
抑
制
な
ど
が
随
分
減
り
ま
し
た
。
意
識
・

技
術
・
経
験
が
上
が
っ
て
い
ま
す
」（
亀
山
）。

普
段
の
生
活
に
帰
っ
て
も
ら
う
。

そ
の
た
め
の
、

認
知
症
ケ
ア
。

〈
認
知
症
の
た
め
に
入
院
治
療
が
は
か
ど
ら
な
い
。入
院
を
機
に
認
知
症
が
悪
化
し
た
〉。

高
齢
患
者
が
増
え
る
な
か
、急
性
期
病
院
に
と
って
は
、大
き
な
問
題
と
な
って
い
る
。

い
か
に
、認
知
症
に
よ
る
疾
患
治
療
へ
の
支
障
を
無
く
し
、入
院
に
よ
る
認
知
症
の
進
行
を
食
い
止
め
る
か
。

医
師
、看
護
師
ら
が
チ
ー
ム
を
組
み
新
た
な
挑
戦
を
始
め
た
。

1
医
学
管
理
、

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、

そ
し
て
何
よ
り
看
護
ケ
ア
。
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亀
山
医
師
は
言
う
。

「
認
知
症〈
患
者
さ
ん
〉と
い
う
と
、

い
か
に
も
病
人
。

た
ま
た
ま
脳
の
機
能
が
落
ち
る
だ
け
で
、

近
眼
で
視
力
が
落
ち
る
の
と
同
じ
。

必
要
な
の
は
、医
師
が
、看
護
師
が
、

い
や
、す
べ
て
の
人
が
、

認
知
症
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
。

正
し
く
ケ
ア
を
す
れ
ば
、

認
知
症
の
悪
化
は
食
い
止
め
ら
れ
ま
す
」。

病
院
を

知
ろ
う

plus+



●
認
知
症
と
い
う
病
気
を
説
明
す
る
の
は
難
し

い
。
あ
え
て
い
う
と
、
高
次
の
脳
機
能
全
般
が
衰

え
る
こ
と
で
発
症
す
る
。
主
な
き
っ
か
け
は
、
不

活
発
、
不
活
動
。
体
を
動
か
さ
ず
に
い
る
と
、
脳

へ
の
刺
激
が
少
な
く
な
り
、
知
的
能
力
の
低
下

を
引
き
起
こ
す
。

●
症
状
は
二
つ
あ
る
。
脳
細
胞
の
破
壊
に
よ
り
直

接
起
こ
る
中
核
症
状
（
記
憶
障
害
、
判
断
力
障

害
、
問
題
解
決
能
力
障
害
等
）
と
、
行
動
・
心

理
症
状
（
Ｂ
Ｐ
Ｓ
Ｄ
と
言
わ
れ
る
、暴
言
や
暴
力
、

興
奮
、昼
夜
逆
転
、徘
徊
、妄
想
、幻
覚
等
）
だ
。

中
核
症
状
は
、
認
知
症
に
な
れ
ば
誰
に
で
も
現
れ

る
の
に
対
し
て
、
Ｂ
Ｐ
Ｓ
Ｄ
は
、
周
囲
の
人
と
の

関
わ
り
に
よ
っ
て
起
き
る
た
め
、
そ
の
人
の
置
か

れ
て
い
る
状
況
に
よ
っ
て
現
れ
方
は
異
な
る
。

●
亀
山
医
師
は
、「
認
知
症
を
悪
く
さ
せ
な
い
と

い
う
こ
と
は
、
Ｂ
Ｐ
Ｓ
Ｄ
を
悪
く
さ
せ
な
い
こ
と

だ
」
と
言
う
。
例
え
ば
、
記
憶
障
害
が
か
な
り

ひ
ど
く
て
も
、
穏
や
か
に
療
養
生
活
が
で
き
て
い

る
人
も
い
る
。
そ
の
た
め
、
患
者
と
話
を
し
、
様

子
を
観
察
し
、
Ｂ
Ｐ
Ｓ
Ｄ
を
悪
く
さ
せ
な
い
こ
と

に
主
眼
を
お
い
た
ケ
ア
を
組
み
立
て
る
と
い
う
。

C
O

L
U

M
N

    　

中
部
ろ
う
さ
い
病
院
の
認
知
症
ケ
ア
チ
ー

ム
。
メ
ン
バ
ー
は
、
医
師
・
看
護
師
・
薬
剤
師
・

Ｍ
Ｓ
Ｗ
（
医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
）・
作
業

療
法
士
で
あ
る
。
認
知
症
に
よ
っ
て
引
き
起

こ
さ
れ
る
興
奮
や
混
乱
、
徘
徊
な
ど
の
行
動
・

心
理
症
状
に
よ
り
、
本
来
の
身
体
的
治
療
に

支
障
を
き
た
し
や
す
い
患
者
に
対
し
て
、
主

治
医
や
病
棟
看
護
師
と
協
力
し
入
院
療
養

環
境
の
支
援
を
行
う
。

　

具
体
的
に
は
、
チ
ー
ム
に
よ
る
回
診
と
話
し

合
い
を
基
に
、
認
知
症
を
持
つ
人
へ
の
対
応
方

針
の
決
定
、
具
体
的
な
ケ
ア
計
画
の
策
定
と

そ
の
実
施
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
症
状

の
軽
減
と
心
身
機
能
の
低
下
予
防
、
薬
物
療

法
の
適
否
、
そ
し
て
、
円
滑
な
退
院
支
援
や

在
宅
療
養
に
向
け
た
援
助
な
ど
を
行
う
。リ
ー

ダ
ー
は
、神
経
内
科
部
長
の
亀
山 

隆
医
師
だ
。

　

亀
山
は
、「
認
知
症
を
持
つ
人
の
多
く
は
、

複
合
疾
患
を
抱
え
て
い
ま
す
。
神
経
内
科
で

は
、
そ
う
し
た
身
体
合
併
症
を
含
め
全
身
管

理
を
し
て
い
ま
す
」
と
言
い
、
こ
う
続
け
た
。

「
高
齢
者
に
と
っ
て
、
入
院
治
療
自
体
が
大

き
な
ス
ト
レ
ス
で
す
。
な
か
で
も
認
知
症
を
持

つ
方
々
に
は
、
入
院
に
よ
っ
て
症
状
が
悪
化
す

る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
薬
剤
管
理
を
含
め
た

医
学
管
理
や
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
注
力
し

ま
す
が
、
実
は
一
番
大
事
な
の
が
、
看
護
ケ

ア
な
ん
で
す
」。

　

そ
の
看
護
ケ
ア
を
担
う
の
は
、
滝
沢
な
ぎ
さ

認
知
症
看
護
認
定
看
護
師
で
あ
る
。
病
気
は

治
っ
た
の
に
、
認
知
症
が
進
み
自
宅
に
帰
れ
な

く
な
る
患
者
の
存
在
が
、
彼
女
に
と
っ
て
大
き

な
心
の
痛
み
と
な
り
、「
専
門
的
な
勉
強
を
し

た
い
」
と
思
い
認
定
資
格
を
取
得
し
た
。
現

在
は
、
認
知
症
を
持
つ
入
院
患
者
の
情
報
収

集
、
チ
ー
ム
へ
の
情
報
伝
達
、
チ
ー
ム
に
よ
る

回
診
、
実
際
的
な
認
知
症
看
護
の
提
供
、
ま

た
、
病
棟
看
護
師
へ
の
指
導
、
要
請
の
あ
っ
た

病
棟
で
の
勉
強
会
開
催
な
ど
、
活
動
は
多
岐

に
わ
た
り
、
認
知
症
ケ
ア
チ
ー
ム
の
中
心
的
役

割
を
担
う
。「
認
知
症
看
護
は
、
症
状
だ
け

を
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
患
者
さ
ん
が
な
ぜ

こ
う
い
う
行
動
を
取
る
の
か
、
何
を
伝
え
た
い

の
か
な
ど
、す
べ
て
を
患
者
さ
ん
の
立
場
に
立
っ

て
考
え
る
こ
と
が
大
切
で
す
ね
。
そ
れ
を
病

棟
看
護
師
の
み
ん
な
に
知
っ
て
ほ
し
い
、
学
ん

で
ほ
し
い
。
で
す
か
ら
院
内
で
の
指
導
、
教
育

に
は
力
を
入
れ
て
い
ま
す
」
と
滝
沢
は
言
う
。

　

そ
の
成
果
は
出
始
め
た
。「
病
棟
看
護
師

が
、
認
知
症
を
非
常
に
意
識
す
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
ね
。
軽
度
の
段
階
で
も
認
知
症
の

有
無
を
判
断
し
、
滝
沢
看
護
師
の
指
導
で
得

た
ノ
ウ
ハ
ウ
で
対
応
し
よ
う
と
す
る
。
薬
を

使
っ
て
の
過
度
な
鎮
静
や
事
故
を
防
ぐ
た
め

の
抑
制
な
ど
が
随
分
減
り
ま
し
た
。
意
識
・

技
術
・
経
験
が
上
が
っ
て
い
ま
す
」（
亀
山
）。

普
段
の
生
活
に
帰
っ
て
も
ら
う
。

そ
の
た
め
の
、

認
知
症
ケ
ア
。

〈
認
知
症
の
た
め
に
入
院
治
療
が
は
か
ど
ら
な
い
。入
院
を
機
に
認
知
症
が
悪
化
し
た
〉。

高
齢
患
者
が
増
え
る
な
か
、急
性
期
病
院
に
と
って
は
、大
き
な
問
題
と
な
って
い
る
。

い
か
に
、認
知
症
に
よ
る
疾
患
治
療
へ
の
支
障
を
無
く
し
、入
院
に
よ
る
認
知
症
の
進
行
を
食
い
止
め
る
か
。

医
師
、看
護
師
ら
が
チ
ー
ム
を
組
み
新
た
な
挑
戦
を
始
め
た
。

1
医
学
管
理
、

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、

そ
し
て
何
よ
り
看
護
ケ
ア
。
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亀
山
医
師
は
言
う
。

「
認
知
症〈
患
者
さ
ん
〉と
い
う
と
、

い
か
に
も
病
人
。

た
ま
た
ま
脳
の
機
能
が
落
ち
る
だ
け
で
、

近
眼
で
視
力
が
落
ち
る
の
と
同
じ
。

必
要
な
の
は
、医
師
が
、看
護
師
が
、

い
や
、す
べ
て
の
人
が
、

認
知
症
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
。

正
し
く
ケ
ア
を
す
れ
ば
、

認
知
症
の
悪
化
は
食
い
止
め
ら
れ
ま
す
」。

病
院
を

知
ろ
う

plus+



看
護
ケ
ア
が
一
番
大
事
と
言
っ
た
の
は
、
身
近

に
い
る
人
が
、
患
者
さ
ん
の
状
態
に
合
わ
せ
、

生
活
が
不
活
発
に
な
ら
な
い
よ
う
に
働
き
か
け

る
こ
と
が
大
切
だ
か
ら
で
す
」。
な
る
ほ
ど
、

使
わ
な
い
機
能
は
衰
え
、
衰
え
る
と
さ
ら
に

使
わ
ず
、
と
い
う
悪
循
環
を
生
む
の
だ
。

　
「
私
た
ち
チ
ー
ム
は
、
当
院
で
認
知
症
を

進
ま
せ
て
な
る
も
の
か
と
、
努
力
を
重
ね
て
い

ま
す
。
で
も
そ
れ
だ
け
で
は
だ
め
な
ん
で
す
」

と
亀
山
は
言
う
。「
当
院
の
す
べ
て
の
医
師
が

企画制作
中日新聞広告局
編集協力
独立行政法人労働者健康安全機構
中部ろうさい病院
〒455-8530 
愛知県名古屋市港区港明1-10-6
TEL 052-652-5511（代表）
FAX 052-653-3533
http://www.chubuh.johas.go.jp/

お問い合わせ
中日新聞広告局広告開発部
TEL 052-221-0694
FAX 052-212-0434

プロジェクトリンクト事務局
TEL 052-884-7831
FAX 052-884-7833
http://www.project-linked.jp/

プロジェクトリンクト 検索

認
知
症
を
理
解
す
る
。
第
二
第
三
の
滝
沢
看

護
師
を
育
て
る
。
院
内
全
体
に
理
解
を
広
げ

る
。
そ
し
て
さ
ら
に
そ
の
先
で
は
、
地
域
全

体
に
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
今
後

は
、
私
た
ち
も
地
域
と
と
も
に
認
知
症
を
学

ぶ
機
会
を
設
け
て
い
き
た
い
。
す
べ
て
の
人
が

認
知
症
を
理
解
し
、
地
域
全
体
で
認
知
症
の

人
を
見
守
る
。
高
齢
社
会
で
は
不
可
欠
な
こ

と
と
考
え
ま
す
」。

●
中
部
ろ
う
さ
い
病
院
の
認
知
症
ケ
ア
チ
ー
ム
に

は
、
認
知
症
を
持
つ
が
ゆ
え
に〈
行
き
場
〉を
失

う
人
た
ち
に
対
し
て
、
少
し
で
も
本
人
の
望
む
生

き
方
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
、
と
い
う
思
い
と
決

意
が
あ
る
。

●
そ
の
た
め
の
過
程
と
し
て
、
急
性
期
だ
け
で
は

な
く
、
そ
れ
以
降
の
病
期
、
さ
ら
に
は
在
宅
ま

で
の
視
線
を
持
ち
、
ま
ず
は
院
内
で
、
そ
し
て
、

地
域
へ
と
進
ん
で
い
く
こ
と
を
目
標
と
す
る
。
活

動
は
ま
だ
端
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
は
あ
る
が
、
目

先
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
認
知
症
を
持
つ
人
を

何
と
か
地
域
に
戻
す
、
言
い
換
え
れ
ば
、
地
域
で

受
け
入
れ
ら
れ
る
た
め
の
活
動
と
い
え
よ
う
。

●
亀
山
医
師
は
、「
問
題
の
根
源
は
、
認
知
症
に

対
す
る
無
理
解
と
広
い
意
味
で
の
行
動
抑
制
だ
」

と
言
う
。
確
か
に
解
ら
な
い
が
ゆ
え
に
、
軽
度
の

段
階
を
見
過
ご
し
た
り
、
ま
た
、
過
度
な
安
静

を
重
視
し
た
り
す
る
こ
と
は
起
こ
り
得
る
。

●
高
齢
社
会
で
は
避
け
て
通
れ
な
い
認
知
症
。
そ

の
事
実
を
、
地
域
医
療
の
中
核
を
担
う
中
部
ろ

う
さ
い
病
院
は
、
真
正
面
か
ら
見
つ
め
て
い
る
。

滝
沢
看
護
師
は
言
う
。

「
認
定
資
格
を
取
る
前
は
、

自
分
の
視
点
で

認
知
症
を
見
て
い
ま
し
た
。

暴
れ
る
な
ら
寝
て
も
ら
お
う
。

夜
に
なっ
た
ら
寝
か
し
つ
け
よ
う
。

で
も
今
は
違
う
。

す
べ
て
は
認
知
症
を
持
つ
人
の
側
か
ら

考
え
る
視
点
に
変
わ
り
ま
し
た
。

認
知
症
看
護
は
、看
護
の
原
点
。

自
分
の
看
護
観
が
、す
べ
て
出
ま
す
」。

病
院
を

知
ろ
う

plus+

地域のなかで、
認知症ケアを確立する。
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無
理
解
と
行
動
抑
制
が
、認
知

症
を
持
つ
人
の
行
き
場
を
奪
う
。

BACK
STAGE

    　

厚
生
労
働
省
は
、
２
０
２
５
年
に
は
認
知

症
の
人
が
約
７
０
０
万
人
を
数
え
る
と
推
計

し
て
い
る
。
こ
れ
は
65
歳
以
上
の
高
齢
者
の

う
ち
、
五
人
に
一
人
の
計
算
。
高
血
圧
、
糖

尿
病
に
次
ぐ
一
般
的
な
病
気
と
な
る
の
だ
。

し
か
し
、
ご
く
一
部
を
除
き
認
知
症
の
治
療

法
は
確
立
さ
れ
て
い
な
い
。

　

そ
こ
で
浮
上
す
る
の
が
、
前
述
し
た
急
性

期
病
院
で
の
主
疾
患
治
療
へ
の
影
響
だ
が
、

中
部
ろ
う
さ
い
病
院
の
認
知
症
ケ
ア
チ
ー
ム

が
問
題
視
す
る
の
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

急
性
期
を
脱
し
た
後
の
問
題
で
あ
る
。
例
え

ば
、
回
復
期
で
は
積
極
的
な
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
が
大
切
だ
が
、
同
時
に
専
門
的
な
認

知
症
ケ
ア
を
行
わ
な
け
れ
ば
、
認
知
症
に
よ

る
諸
症
状
が
妨
げ
と
な
り
、
限
ら
れ
た
期
間

で
効
果
的
な
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
難
し
い
。

そ
の
た
め
回
復
期
の
病
院
は
、
そ
う
し
た
患

者
の
受
け
入
れ
を
避
け
る
。
ま
た
、
療
養
専

門
の
病
院
、
精
神
科
の
病
院
に
転
院
し
た
場

合
は
、
充
分
な
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
望
め

な
い
。結
果
、患
者
は
寝
た
き
り
状
態
と
な
り
、

そ
の
人
の
尊
厳
は
奪
わ
れ
て
い
く
。

　

亀
山
医
師
は
言
う
。「
認
知
症
の
進
行
を

緩
や
か
に
す
る
手
立
て
は
あ
り
ま
す
。つ
ま
り
、

人
の
脳
は
、
使
わ
な
い
と
ど
ん
ど
ん
機
能
が

衰
え
ま
す
。
そ
れ
を
防
ぎ
、
少
し
で
も
日
常

生
活
の
維
持
を
図
っ
て
い
く
こ
と
。
先
ほ
ど
、

2
尊
厳
が
守
ら
れ
、

穏
や
か
に
暮
ら
す
。

そ
ん
な
地
域
を
見
つ
め
て
。

CHAPTER


