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地域包括ケアシステム導入にあたっての現状と課題（第 2 報） 

   ―当該地域における地域医療連携の実態に焦点を当てて― 
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要旨 

本研究では，高齢者が利用する病院・高齢者施設・訪問看護ステーション等における特性と相互間の連携の実態と問

題点，今後の課題等について看護職者を対象としたインタビューから明らかにすることを目的とした． 

その結果，病院から在宅に移行するにあたり，在宅療養が可能か否かの判断基準は病院看護師と在宅看護師では異なっ

ていた．高齢対象者は一旦病院に入院するとその後，諸機能の低下，病状や ADL の変化から在宅生活イメージが形成し

にくい状況にあった．そのため，実践者である看護師は，在宅療養のための情報収集，それに基づく退院前家庭訪問，退

院支援カンファレンスや帰宅体験等を行っているものの，効果については今後方法を検討していく必要があると考えてい

る．病院から在宅や施設入所には介護保険の申請と認定結果が条件となる．しかし，どのような状況の対象者に介護保険

申請を行うのかの基準が明確でないため，働きかけも十分とは言えない現状が見られた．高齢対象者が病院から退院した

後に引き受けた在宅看護師や施設看護師は，病状の変化時等には病院に対して指示や相談を必要とすることがある．その

ような場合，SOS を出しても対応してもらえない病院もあるが，ほぼ地域連携室が間に入ることで連携の役割は果たされ

てきている． 
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Ⅰ はじめに 

2 0 1 8 年 1 2 月 に は 厚 生 労 働 省 か ら 2 0 25 年

を 目 途 に 地 域 の 包 括 的 な 支 援 ・ サ ー ビ ス 提 供

体 制 （ 以 下 地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム と す る ） の

構 築 を 推 進 す る 旨 の 発 表 が な さ れ た ． 地 域 包

括 ケ ア シ ス テ ム は ， 高 齢 者 の 尊 厳 の 保 持 と 自

立 生 活 の 支 援 を 目 指 す も の で ， 可 能 な 限 り  

住 み 慣 れ た 地 域 で 自 分 ら し い 暮 ら し を 人 生 の  

最 期 ま で 続 け る こ と が で き る よ う 支 援 す る も

の で あ る (厚 生 労 働 省 ， 地 域 包 括 ケ ア シ ス テ

ム ， 2 0 21 )．  

地 域 に お け る 医 療 ・ 介 護 は ，「 高 齢 者 の 生

活 を 支 え る 」 と い う 観 点 か ら 構 築 さ れ た 地 域

包 括 ケ ア シ ス テ ム で あ る ． こ の ケ ア シ ス テ ム

に よ っ て 病 院 ， 在 宅 医 療 ・ 在 宅 看 護 ・ 介 護 ，

施 設 等 の 連 携 の 推 進 が 行 わ れ る よ う に な っ て

き て い る ．  

一 方 ， 高 齢 者 の 推 移 に つ い て は ， 第 1 報 で

も 述 べ た 通 り ， 1 9 9 0 年 の 統 計 で は 6 5 歳 以 上

の 人 口 は 全 体 の 1 2 . 1％ で あ っ た も の が ，

2 0 1 7 年 に は 2 7 .7％ と 2 倍 以 上 の 増 加 が み ら

れ た ．（ 厚 生 労 働 統 計 協 会 編 a， 2 0 1 8）． 特

に ， 地 方 の 過 疎 化 さ れ た 地 域 に お け る 高 齢 化

率 は 3 0％ を 超 え る と こ ろ も 出 現 し て い る ．
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ま た ， 高 齢 者 の 健 康 に つ い て み る と ， 傷 病 者

が 多 く 人 口 千 対 の 通 院 者 数 は 全 体 の 3 8 9 .6 に

対 し て 6 5 歳 以 上 で は 6 86 . 2， 7 5 歳 以 上 に な

る と 7 2 7 . 4 と 増 加 し て い る （ 厚 生 労 働 統 計 協

会 編  c， 2 0 18）． そ う し た 健 康 状 況 の 中 で ，

6 5 歳 以 上 の 1 7 .8％ は 単 独 世 帯 ， 夫 婦 の み の

世 帯 は 3 2 .5％ で あ る （ 厚 生 労 働 統 計 協 会 編

b， 2 0 1 8）．  

高 齢 の 対 象 者 で あ る 「 個 人 」 に 焦 点 を 当 て

て み る と ， 疾 病 の 発 症 お よ び 悪 化 等 に よ る 病

院 へ の 入 院 ， 症 状 の 安 定 ま た は 軽 減 に よ り 退

院 ， 退 院 後 の 在 宅 医 療 や 看 護 ， ま た は ， 介 護

老 人 福 祉 施 設 （ 以 下 特 養 と す る ）， 介 護 老 人

保 健 施 設 （ 以 下 老 健 と す る ）（ 特 養 と 老 健 の

２ 施 設 を 表 す 場 合 は ， 高 齢 者 施 設 と す る ） へ

の 入 所 等 ， 状 況 に 応 じ て 施 設 や 在 宅 を 移 行 し

つ つ 健 康 維 持 が 行 わ れ て い る ． こ の よ う な 高

齢 者 を 医 療 や 介 護 現 場 で 相 互 的 に 支 え る た め

に は ， そ れ ぞ れ の 病 院 や 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ

ン ， 高 齢 者 施 設 が 連 携 し な が ら マ ン パ ワ ー を

発 揮 し て い か な く て は な ら な い と 考 え る ．  

 し か し ， 高 齢 者 の 尊 厳 を 支 え ， 安 全 と 安 心

を 提 供 す る と い っ た 看 護 的 視 点 か ら み る と ，

病 院 か ら 高 齢 者 施 設 ， 高 齢 者 施 設 か ら 病 院 ，

病 院 か ら 在 宅 療 養 ， 在 宅 療 養 か ら 病 院 へ の 入

院 と い っ た 移 動 の 中 で ， 高 齢 者 の 尊 厳 と 自 立

を 支 援 し ， 住 み 慣 れ た 地 域 で 人 生 の 最 期 ま で

自 分 ら し く 生 活 し 続 け る こ と が 地 域 包 括 ケ ア

シ ス テ ム に よ っ て 本 当 に 実 現 で き る で あ ろ う

か ． 現 実 的 に は ， 対 象 者 は ど こ に 移 動 し て も

一 定 の 看 護 レ ベ ル を 保 証 し た ケ ア が 受 け ら れ

て い る の だ ろ う か ． 明 ら か に し て い く 必 要 が

あ る ． そ の よ う な 中 で ， 看 護 職 員 の 不 足 や 業

務 の 多 忙 さ ， 看 護 技 術 の 未 熟 さ ， 他 の 職 種 と

の 業 務 分 担 の 曖 昧 さ な ど に よ っ て 看 護 の 質 の

低 下 を 嘆 く 声 も 聞 こ え て く る （ 日 比 野 ，

2 0 2 0． 山 岸 ， 2 0 2 0）． ま た ， 看 護 に 関 連 す る

研 究 報 告 を み て も ， 2 0 18 年 か ら 診 療 報 酬 ・

介 護 報 酬 の 改 定 を 踏 ま え た 今 後 の 地 域 包 括 ケ

ア シ ス テ ム の あ り 方 の 提 言 は あ る も の の （ 藤

林 ， 2 0 17）， 実 態 や そ こ か ら 出 さ れ る 今 後 の

課 題 等 を 明 ら か に し た 報 告 は ま だ 追 い つ い て

い な い の が 現 状 で あ る ．  

そ こ で ， 以 上 の よ う な 環 境 の 中 で 地 域 包 括

ケ ア を 展 開 し て い く た め に は ， 地 域 の 高 齢 者

を 支 え る 環 境 ， 特 に 状 況 に 応 じ て 変 化 す る 生

活 環 境 お よ び 施 設 間 移 行 に お い て は ， そ れ ぞ

れ の 施 設 が ど の よ う に 相 互 に 連 携 し 合 っ て い

る の か を 明 ら か に す る と 同 時 に ， ど の よ う な

問 題 を 抱 え ， ま た ， そ れ に 対 し て 看 護 は ど の

よ う な 役 割 を 担 っ て い る の か を 本 研 究 を 通 し

て 明 ら か に し て い き た い と 考 え る ． す な わ

ち ， 高 齢 者 が 利 用 す る 病 院 ・ 訪 問 看 護 ス テ ー

シ ョ ン ・ 高 齢 者 施 設 等 に お け る 連 携 の 実 態 と

問 題 点 ， 今 後 の 課 題 等 に つ い て 看 護 職 者 を 対

象 と し た イ ン タ ビ ュ ー か ら 明 ら か に す る こ と

を 目 的 と し た ． そ の 上 で ， 地 域 お よ び 施 設 の

特 性 を 踏 ま え た 連 携 と ， 対 象 者 の ニ ー ズ に 対

応 し た 質 の 高 い 看 護 を 提 供 す る た め の 地 域 包

括 ケ ア シ ス テ ム の 在 り 方 を 検 討 で き れ ば と 考

え る ．  

 

Ⅱ 研究の方法 

研 究 期 間 は ， 平 成 3 0 年 5 月 ～ 平 成 3 1 年

1 0 月 ま で で あ る ．  

研 究 デ ザ イ ン は ， 質 的 記 述 的 研 究 で あ る ．

デ ー タ 収 集 の 方 法 は ， 研 究 目 的 に 沿 っ た グ ル

ー プ デ ィ ス カ ッ シ ョ ン で あ る ． デ ィ ス カ ッ シ

ョ ン へ の 参 加 者 は 11 名 で ， 2 グ ル ー プ に 分

け て 実 施 し た ． 研 究 対 象 者 は ， 病 院 ， 訪 問 看

護 ス テ ー シ ョ ン ， 高 齢 者 施 設 に 勤 務 す る ， そ

れ ぞ れ 実 務 経 験 ３ 年 以 上 の 実 践 看 護 師 で あ

る ． 所 属 も ３ 施 設 均 等 に 配 置 し た ． グ ル ー プ

へ の 質 問 は ， ① 看 護 師 は ど の よ う な 看 護 を 目

指 し て ケ ア を 実 践 し て い る の か ． ② 日 常 の 看

護 に お け る 問 題 と 捉 え て い る こ と （ 困 っ て い

る こ と ）， ③ 対 象 者 を 中 心 に し た 治 療 ・ 生

活 ・ 看 護 上 発 生 す る 問 題 ， ま た ， 施 設 間 ， あ

る い は 他 職 種 間 に お け る 連 携 に 関 す る 問 題 等

に つ い て 語 っ て も ら っ た ． デ ィ ス カ ッ シ ョ ン
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の 時 間 は 約 1 時 間 半 で あ っ た ． そ こ で 語 ら れ

た 内 容 は 録 音 し ， 逐 語 録 を 作 成 し た ． そ の 上

で ， 参 加 者 の 発 言 を 質 的 に 分 析 し ， 問 題 の 抽

出 を 行 っ た ． 連 携 に 関 し て 抽 出 さ れ た 項 目 は

2 グ ル ー プ 合 わ せ て 2 2 1 項 目 で あ っ た ． 分 析

内 容 は 結 果 に 示 す 通 り で あ る ．  

尚 ， 本 分 析 結 果 は ， 第 1 報 と 2 報 に 分 け て

報 告 す る ． 本 稿 は 第 2 報 で あ る ．  

倫 理 的 手 続 き は ， 研 究 対 象 者 に 対 し て 本 研

究 の 趣 旨 と 目 的 を 書 面 と 口 頭 で 説 明 す る ． 説

明 内 容 は ， ① 発 言 内 容 は テ ー プ に 録 音 さ せ て

い た だ く ． ② 研 究 対 象 者 な ら び に 所 属 施 設 名

は 匿 名 と し ， 個 人 が 特 定 さ れ な い よ う 全 て 記

号 化 す る ． ③ 発 言 し た く な い こ と は 拒 否 し て

も 良 い 事 ， 研 究 の 参 加 を 途 中 で 中 止 す る の は

自 由 で あ り ， そ れ に よ っ て 今 後 の 関 係 に 影 響

す る こ と は な い ． ④ 発 言 内 容 は 学 術 研 究 以 外

に 使 用 し な い こ と ， デ ー タ は 施 錠 の で き る と

こ ろ に 厳 重 に 保 管 す る ． 研 究 終 了 後 の デ ー タ

は 敦 賀 市 立 看 護 大 学 に お い て 5 年 間 保 存 す る

で あ る ． 以 上 の 説 明 を 行 っ た う え で 承 諾 し て

い た だ い た 方 に は 同 意 書 に 署 名 を し て い た だ

い た ． 同 意 書 に つ い て は ， そ の コ ピ ー を 研 究

対 象 に 渡 す ．  

本 研 究 は ， 敦 賀 市 立 看 護 大 学 研 究 倫 理 審 査

委 員 会 の 承 認 を 受 け た ．（ 2 0 18 . 5 . 8）  

研 究 代 表 者 C I TI  J APA N (現 e AP R I N )  修 了

（ 2 0 16 . 8 . 2 6）  

 

Ⅲ 結果 

本 研 究 で グ ル ー プ デ ィ ス カ ッ シ ョ ン へ 参 加

し た 実 践 看 護 師 は 実 務 経 験 1 0 年 以 上 で ，参 加

者 数 は 11 名 で あ っ た ．  

本 稿 で 取 り 上 げ る 分 析 結 果 は ， 地 域 包 括 ケ

ア シ ス テ ム の 中 で ， 人 口 減 少 と と も に 高 齢 者

を 抱 え 過 疎 化 す る 地 域 に お い て ， 病 院 ， 訪 問

看 護 ス テ ー シ ョ ン ， 高 齢 者 施 設 間 の 連 携 を 実

践 し て い く 中 で 発 生 す る 問 題 に つ い て 明 ら か

に す る も の で あ る ． 分 析 の 結 果 ， こ れ ら の 問

題 は ， 実 際 に 当 該 地 域 に お け る 地 域 包 括 シ ス

テ ム を 構 築 し て い く 場 合 の 問 題 や ， そ れ を 阻

害 す る 因 子 や 背 景 ， ま た ， 施 設 間 連 携 の 在 り

方 と し て 語 ら れ て い た ．   

本 研 究 の イ ン タ ビ ュ ー の 冒 頭 に は 「 地 域 包

括 ケ ア イ コ ー ル 連 携 と 言 っ て よ い の だ ろ う

か 」 と か 「 こ の 地 域 で は 施 設 間 の 連 携 は 果 た

し て 取 れ て い る の だ ろ う か 」 と い っ た 疑 問 か

ら デ ィ ス カ ッ シ ョ ン に 入 っ て い る ．  

本 稿 は 第 2 報 と し て ， 施 設 間 の 連 携 に 関 連

す る 発 言 を 抽 出 し 分 析 し た 結 果 を ま と め た も

の で あ る ．  

尚 ， 対 象 者 の 表 記 は 通 常 ， 病 院 に お い て は

「 患 者 」 と 呼 び ， 在 宅 や 施 設 で は 「 対 象 者 」

と 呼 ば れ て い る が ， 本 稿 で は 患 者 を 含 め て 全

て 「 対 象 者 」 と し た ．  

分 析 結 果 の 表 記 は 最 も 抽 象 化 し た カ テ ゴ リ

ー を 【   】， サ ブ カ テ ゴ リ ー を 『   』， 対

象 者 が 語 っ た 言 葉 は 「   」 で 示 し た ．  

１  病 院 か ら 在 宅 へ の 移 行 に あ た っ て の  

課 題  

 本 項 で は ， 最 初 に 病 院 勤 務 看 護 師 か ら 最

も 多 く 語 ら れ た 在 宅 へ の 移 行 に あ た っ て の 考

え 方 や 連 携 に 関 す る 問 題 か ら 述 べ る ． 対 象 者

は 病 院 に お い て 急 性 期 を 経 過 す る と ，「 地 域

包 括 病 棟 で 過 ご し ， そ の 後 は 在 宅 に 帰 っ て い

た だ く こ と を 目 指 し て い る 」． そ こ で ， 在

宅 ， つ ま り 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン の 看 護 師 に

看 護 が 継 続 さ れ る こ と に な る ． 看 護 の 継 続 は

病 院 と 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン の 連 携 に よ っ て

成 立 す る も の で あ る ． し か し ， 病 院 か ら 訪 問

看 護 ス テ ー シ ョ ン へ の 移 行 に あ た っ て は ， い

く つ か の 課 題 も あ る こ と が 明 ら か に な っ た ．  

１ ）【 立 場 に よ っ て 異 な る 在 宅 療 養 可 否 の 判

断 基 準 】  

病 院 か ら の 退 院 に あ た っ て は ， 在 宅 療 養 が

可 能 か 否 か の 判 断 が 必 要 で あ る ． そ れ は 家 族

の 意 向 に よ る こ と が 多 く ， そ の 他 ， 対 象 者 の

健 康 の レ ベ ル や AD L の 程 度 ， 日 常 生 活 上 の

条 件 等 に よ っ て 在 宅 療 養 の 可 否 が 判 断 さ れ て

い る ． そ の 判 断 基 準 に つ い て み る と ， 病 院 看
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護 師 と 訪 問 看 護 師 と で は 異 な る 点 が 認 め ら れ

た ． 病 院 看 護 師 か ら は 「 一 人 暮 ら し や ， 昼 間

一 人 に な る 人 は 在 宅 に は 帰 れ な い 」，「 家 族 の

介 護 力 が 不 足 し て い る 場 合 は 施 設 を 探 す と い

っ た 退 院 支 援 が 必 要 」 と 語 ら れ て い た ． こ れ

に 対 し て ， 訪 問 看 護 師 は ，「 家 族 が ノ ー タ ッ

チ で も 在 宅 で 療 養 さ れ て い る 方 は い っ ぱ い い

ま す 」「 在 宅 に ヘ ル パ ー と 訪 問 看 護 師 の い ず

れ か が 朝 一 番 で 訪 問 し ， 家 族 は 全 く 関 わ ら な

い で 生 活 で き る ん で す 」 と い う よ う に ， 適 切

な 支 援 を 計 画 的 に 投 入 す る こ と に よ っ て ， 在

宅 で の 療 養 を 可 能 に し て い る こ と が ， リ ア リ

テ ィ ー を も っ て 語 ら れ て い た ．  

 病 院 か ら 在 宅 に 移 行 す る に あ た っ て の 連 携

と い う 視 点 か ら み る と ， 病 院 看 護 師 は 在 宅 で

は 『 介 護 を 行 え る 家 族 の 存 在 や AD L が 判 断

基 準 』 に な っ て い る 反 面 ， 在 宅 看 護 師 は 『 家

族 が 関 わ ら な く て も 在 宅 看 護 ・ 介 護 に よ っ て

生 活 は 可 能 』 と 考 え て い る ． 両 者 に は 判 断 上

の 大 き な 隔 た り が 認 め ら れ た ．  

２ ）【 在 宅 に お け る 生 活 イ メ ー ジ の 形 成 と 納

得 】  

（ １ ）『 在 宅 に お け る 療 養 生 活 の イ メ ー ジ 形

成 の 難 し さ 』  

訪 問 看 護 師 の 多 く は ，『 対 象 者 も 家 族 も 在

宅 で の 療 養 生 活 が イ メ ー ジ で き て い な い 』 と

感 じ て い た ． イ メ ー ジ で き な い 理 由 は ， 病 院

に 入 院 し 治 療 を 受 け て 退 院 す る の で 元 の 健 康

状 態 に 戻 る と 予 測 し て い た も の が ， 予 測 に 反

し て 自 力 で 可 能 な 活 動 が 減 少 し て い る 現 状 を

知 り ， 生 活 が 状 況 に 合 わ せ て 再 構 築 で き な い

か ら で あ る ．「 病 院 に 入 院 し 退 院 す る 時 の 高

齢 者 の 回 復 力 は ， 良 く っ て ほ ぼ 8 割 ， 通 常 6

割 く ら い 」 と 多 く の 対 象 者 を 見 て き た 看 護 師

は 語 っ て い る ． 在 宅 の 生 活 に 戻 る 場 合 ， 1 0 0

パ ー セ ン ト 回 復 し て い れ ば 今 ま で の 生 活 が そ

の ま ま 続 け ら れ る た め ， 在 宅 看 護 も 介 護 も 不

要 で あ る と い う こ と に な る ． し か し ， 退 院 時

に は 躰 の 一 部 が 不 自 由 で あ っ た り ， AD L が

著 し く 変 化 し た り ， 食 事 制 限 が 生 じ た り ， 多

く の 内 服 薬 が 処 方 さ れ た り と 様 々 な 変 化 が 起

こ る た め ， 在 宅 療 養 生 活 の イ メ ー ジ が 湧 き に

く い こ と は 十 分 に 理 解 で き る ．  

通 常 ， 退 院 に あ た っ て は ， 病 院 看 護 師 が 対

象 者 か ら 今 ま で の 生 活 に つ い て 話 し て も ら い

な が ら ， 退 院 に 向 け て 相 談 に 乗 っ た り ， 退 院

指 導 を 行 っ た り し て い る ． し か し ， そ れ で も

現 実 の 生 活 状 況 を 想 像 す る こ と は ， 対 象 者 の

生 活 が 多 彩 で あ り ， 様 々 で あ る た め 退 院 後 イ

メ ー ジ を 形 成 で き る 状 況 に は 至 っ て い な か っ

た ．   

（ ２ ）『 知 ら れ て い な い 訪 問 看 護 師 の 活 動 内  

容 』  

病 院 勤 務 看 護 師 か ら は 訪 問 看 護 や 介 護 の 支

援 を 受 け た く て も 「 訪 問 看 護 師 や ヘ ル パ ー は

何 を や っ て く れ る の か ， ど の よ う に 活 用 す れ

ば よ い の か 分 か ら な い と 言 わ れ る 対 象 者 お よ

び 家 族 が 見 受 け ら れ る 」 と 語 ら れ て い た ．  

ま た ， 病 院 の み で 業 務 に 当 た っ て い る 看 護

師 は ， 訪 問 看 護 師 の 活 動 内 容 が 十 分 に 把 握 さ

れ て い な い こ と に 対 し て ， 訪 問 看 護 師 か ら は

「 病 院 の 看 護 師 は 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン の 存

在 は 知 っ て い る が ， ど の よ う な 力 を 発 揮 し て

い る の か 知 ら な い ． も っ と 理 解 し て い た だ き

た い 」 と い っ た 要 望 も 出 さ れ た ． そ れ に 対 し

て ， 訪 問 看 護 師 自 身 か ら は 『 訪 問 看 護 の PＲ

が 十 分 に さ れ て い な い 』 と い っ た 自 己 評 価 も

語 ら れ て い た ． 以 上 の よ う に 病 院 看 護 師 の

『 訪 問 看 護 師 に 対 す る 理 解 が 不 十 分 』 で あ る

点 や 「 訪 問 看 護 師 の 知 ら れ て い な い 活 動 内

容 」， ま た ， 活 動 内 容 を 知 っ て も ら う た め の

広 報 の 必 要 性 が 明 ら か に な っ た ．  

（ ３ ）『 退 院 後 の 在 宅 療 養 支 援 対 策 』  

看 護 師 は 退 院 後 の 在 宅 に お け る 生 活 状 況 の

把 握 と 現 在 行 わ れ て い る 対 策 に つ い て 語 っ て

い た ． 1 点 目 は ， 在 宅 に お け る 療 養 生 活 が 想

定 で き な い で い る 退 院 前 対 象 者 に 対 し て ， 病

院 看 護 師 は 『 退 院 に あ た っ て の 情 報 収 集 の た

め の 自 宅 訪 問 を す る 』 こ と に よ っ て ， 現 実 味

を お び た 退 院 指 導 が 可 能 に な る と 語 っ て い
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る ．「 自 宅 を 訪 問 さ せ て も ら う こ と で 生 活 環

境 と 現 在 の AD L を 関 連 さ せ て 評 価 す る 」 こ

と が で き る と も 述 べ て い る ． ま た ，「 訪 問 す

る こ と で 退 院 指 導 に 活 用 で き た り ， 訪 問 看 護

ス テ ー シ ョ ン を 活 用 し た 看 護 ケ ア を 勧 め た り

す る 手 が か り に も な る 」 と 考 え て い た ．  

2 点 目 は ， 対 象 者 に 帰 宅 体 験 を 行 っ て も ら

う こ と で あ る ． こ の こ と に よ っ て 対 象 者 も 家

族 も 『 退 院 後 の イ メ ー ジ 形 成 に は 帰 宅 体 験 が

有 効 』 で あ っ た と 話 さ れ ， さ ら に ，「 退 院 後

の 生 活 の 拠 点 を 決 定 す る 機 会 に な っ て い る 」

こ と が 語 ら れ た ． 帰 宅 体 験 に は 「 退 院 後 ど う

す る か 迷 い ， 岐 路 に 立 っ て い る 時 ， 在 宅 療 養

を 体 験 し て み る と い う 1 つ の チ ャ ン ス に な

る 」， い ろ い ろ 心 配 し て い る 間 は 決 め ら れ な

い 事 で も 「 い っ た ん 帰 宅 し て み る と ， 生 活 の

感 じ が 掴 め る 」 と い っ た メ リ ッ ト も あ る と 語

ら れ て い た ．  

３ ）【 対 象 者 や 家 族 の 意 向 に あ っ た 退 院 支 援

カ ン フ ァ レ ン ス 】  

病 院 か ら 退 院 し て 在 宅 療 養 に 移 る 場 合 ， 病

院 と 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン と い う 組 織 同 士 の

連 携 と ， 病 院 勤 務 看 護 師 と 訪 問 看 護 師 と い っ

た 看 護 を 提 供 す る 「 人 」 の 『 連 携 は 医 療 や 看

護 ， 介 護 を 繋 ぐ 唯 一 の 方 法 』 に な っ て い る ．

す な わ ち ， 連 携 は 看 護 が 継 続 し て 行 わ れ る こ

と を 意 味 し て い る ．  

ま た ， そ の よ う に 医 療 や 看 護 が 継 続 す る た

め に は ， 正 確 で 看 護 に と っ て 必 要 な 情 報 が 提

供 さ れ な け れ ば な ら な い ． そ こ で ， 地 域 包 括

支 援 シ ス テ ム に お い て 注 目 を 集 め て い る の が

情 報 共 有 の た め に 行 わ れ る 退 院 支 援 カ ン フ ァ

レ ン ス と サ ー ビ ス 担 当 者 会 議 で あ る ．  

 な か で も 退 院 支 援 カ ン フ ァ レ ン ス に つ い て

多 く の 問 題 点 が 挙 げ ら れ た ． 第 1 に は ，『 退

院 す る に あ た っ て ， ど の よ う な 時 期 に ど の よ

う な 内 容 を 誰 と 共 有 す る こ と が 重 要 な の か 明

確 に さ れ て い な い 』 の で あ る ． 例 え ば ，「 退

院 支 援 カ ン フ ァ レ ン ス を １ 週 間 毎 に 開 催 し て

い る が ， 出 席 者 は 看 護 師 の み で ご 本 人 は 蚊 帳

の 外 に な っ て い る ．」「 退 院 後 の 患 者 の ゴ ー ル

を 決 め る の に 患 者 と 家 族 が 入 っ て い な い 」 な

ど で あ る ．「 患 者 や 家 族 が 退 院 後 何 処 で 生 活

し た い の か 希 望 が 聞 け て い な い で カ ン フ ァ レ

ン ス を 行 っ て い る ．」 と い っ た 疑 問 が 看 護 師

か ら 多 く 出 さ れ た ． こ う し た 一 連 の 連 携 活 動

を 通 し て 気 づ い た こ と は ， カ ン フ ァ レ ン ス を

通 し て 『 対 象 者 と 家 族 の 意 向 に 沿 っ た 退 院 支

援 』 の 必 要 性 を 再 認 識 さ せ ら れ た と 語 ら れ て

い た ． 特 に 在 宅 に 帰 る 場 合 ， 何 ら か の 支 援 を

要 す る と 判 断 さ れ て も ，「 退 院 支 援 カ ン フ ァ

レ ン ス に は 訪 問 看 護 師 も ケ ア マ ネ ジ ャ ー （ 以

降 ケ ア マ ネ と す る ） の 出 席 も さ れ て い な い の

で す ．」 と い っ た 実 態 も 語 ら れ た ． こ れ ら の

問 題 点 を 総 括 す る と ， 誰 の た め に 何 の 目 的 で

開 催 さ れ る 退 院 支 援 カ ン フ ァ レ ン ス な の か と

い う 本 質 的 な 部 分 で の 自 覚 と 認 識 が 不 十 分 で

あ る と 思 わ れ た ．  

４ ）【 病 院 か ら 在 宅 療 養 ・ 施 設 入 所 を 繋 ぐ 介  

護 保 険 の 役 割 】  

 対 象 者 が 退 院 し ， 在 宅 療 養 や 高 齢 者 施 設

へ の 移 行 に あ た っ て は ， 医 療 機 関 と 訪 問 看 護

ス テ ー シ ョ ン ， 高 齢 者 施 設 と の 連 携 に よ っ

て ， は じ め て 医 療 や 看 護 が 継 続 さ れ る こ と は

す で に 述 べ た と こ ろ で あ る ． そ う し た 『 医 療

や 看 護 ， さ ら に は 介 護 を 支 え る の は 介 護 度 の

認 定 結 果 』 で あ る ． 言 い 換 え る と ， 訪 問 看 護

や 介 護 支 援 は 介 護 度 の 認 定 結 果 に 看 護 や 介 護

内 容 が 左 右 さ れ て い る の で あ る ．  

そ こ で ， 一 般 的 に 介 護 認 定 結 果 を 得 る た め

に は ， ま ず 初 め に 家 族 に よ る 介 護 申 請 が 行 わ

れ る こ と で あ る ． 介 護 申 請 に 対 し て ， 介 護 審

査 が 行 わ れ ， 介 護 度 が 決 定 さ れ る ． そ の 結 果

に 基 づ き ， ケ ア マ ネ が 決 ま り ， 看 護 ・ 介 護 ，

ま た は リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 等 の 支 援 を 受 け る

こ と が 可 能 と な る ． し た が っ て ，「 家 族 が 介

護 保 険 申 請 を 早 期 に 行 う こ と に よ り 対 象 者 は

救 わ れ る 」 と い う 論 理 が 成 り 立 つ の で あ る ．

し か し ， 家 族 に よ る 申 請 は 必 ず し も 迅 速 に 行

え て い な い の が 現 状 で あ っ た ． 申 請 が 行 わ れ
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難 い 理 由 に つ い て 次 の よ う に 語 ら れ て い た ．

ま ず ， 介 護 保 険 と い う も の に 触 れ た こ と の な

い 人 は ， 介 護 保 険 が ど の よ う な も の か ， ど う

し た ら 介 護 保 険 は 適 応 さ れ る の か ， 誰 が そ れ

を 行 う も の な の か と い っ た 基 本 的 な 知 識 が な

い こ と に 気 づ か さ れ る ． し た が っ て ， 介 護 保

険 の 申 請 に つ い て 「 介 護 保 険 の 申 請 の 必 要 性

と 方 法 を 理 解 し て い た だ く た め の 講 座 を 開 い

て も ， 全 く 人 気 が 無 く 人 が 来 な い の で す ．」

「 ま ず は 介 護 保 険 の 手 続 き に は ご 家 族 に 動 い

て い た だ か な い と 介 護 認 定 が で き な い の で

す ．」 家 族 は ， 介 護 保 険 の 申 請 は 「 病 院 か 誰

か が 何 と か し て く れ る と 思 っ て い る 人 は 多 い

で す 」 と 言 っ た よ う な 捉 え 方 で あ る と 看 護 師

は 語 っ て い た ．  

介 護 保 険 を 活 用 す る の は 退 院 後 ，「 通 常

は ， 介 護 保 険 で ま ず 日 常 生 活 の 支 援 を 行 っ

て ， 要 介 護 度 を 維 持 す る ． も し く は 介 護 度 を

低 く し て い く ． そ の 次 の 段 階 で は 要 介 護 に あ

っ た 支 援 を 行 っ て い く こ と に な る の で す ．」

し か し ， こ の よ う に 介 護 申 請 が 遅 れ る と 「 介

護 保 険 に よ る サ ー ビ ス は 本 当 に 悪 く な っ て

（ 介 護 度 が 上 が っ て ） か ら し か 活 用 で き な い

よ う に な っ て し ま う の で す ． 介 護 度 を 維 持 し

た り 自 立 に 向 か う こ と に 活 か さ れ な く な る の

で す 」． と い っ た 介 護 保 険 を 活 用 す る 本 来 の

意 味 が 希 薄 に な っ て し ま う と い っ た 問 題 点 が

語 ら れ た ．  

次 に ， 介 護 保 険 審 査 結 果 に つ い て も 審 査 に

要 す る 時 間 ， 決 定 ， 連 絡 等 の 一 連 の 手 続 き

は ， 早 い と は 言 い が た い の が 現 状 で あ る ． 一

般 に 『 介 護 度 の 決 定 は 遅 く そ の 後 の サ ー ビ ス

に 影 響 』 す る と 言 わ れ て い る ． 審 査 結 果 が 出

さ れ な い と 「 ケ ア マ ネ さ ん も 決 ま ら ず ， 何 も

前 に 進 ま な い 」，「 介 護 認 定 が 決 ま っ て か ら

2 0 日 間 位 の 間 に 退 院 先 や サ ー ビ ス を 決 め な

い と い け な い の で ド タ バ タ に な っ て し ま い ま

す 」，「 介 護 認 定 後 に バ リ ア フ リ ー の 修 繕 を し

た り ， 手 す り を 設 置 し た り す る の で 大 変 で

す ．」 等 が あ げ ら れ た ． ま た ，「 訪 問 看 護 を 活

用 す る に あ た っ て は 介 護 認 定 の 申 請 は も ち ろ

ん ， 介 護 が 認 め ら れ 介 護 の 点 数 が 付 く こ と が

必 須 条 件 に な り ま す 」． 判 定 前 の 先 取 り の ケ

ア も 認 め ら れ て は い る が ， 正 式 な 『 介 護 点 数

が 在 宅 療 養 の サ ー ビ ス 内 容 を 決 定 し て い く 』

こ と に な っ て い る の で 『 病 院 か ら 在 宅 療 養 ・

施 設 入 所 へ と 円 滑 な 継 続 に は 介 護 保 険 が 重 要

な 役 割 を 担 っ て い る 』 こ と が 多 く の 看 護 者 に

よ っ て 語 ら れ た ． 以 上 の よ う な 審 査 結 果 が 看

護 や 介 護 に 影 響 す る 事 案 と し て 挙 げ ら れ た ．  

2 訪 問 看 護 師 や 高 齢 者 施 設 看 護 師 か ら の 病  

院 へ の ア ク セ ス  

退 院 後 に 在 宅 生 活 に 移 行 し た 場 合 ， 病 院 と

の 関 係 は ど の よ う に な っ て い る の か を 訪 問 看

護 師 の 視 点 か ら の 発 言 を 紹 介 す る ． 高 齢 者 の

退 院 に あ た っ て は ， 疾 患 の 特 性 や 高 齢 者 特 有

の 全 身 機 能 の 低 下 か ら 病 院 と の 関 係 を 末 永 く

継 続 さ れ て 行 か な け れ ば な ら な い の で あ る ．  

第 1 に ， 退 院 す る に あ た っ て ， 引 き 受 け る

側 の 訪 問 看 護 師 は 「 ど の よ う な 状 況 に な っ た

ら 在 宅 に 帰 っ て も ら っ た ら よ い か を 相 互 で よ

く 話 し 合 う 必 要 が あ る 」 と 語 っ て い た ． そ の

背 景 に は ， 病 院 に 対 し て 必 要 時 に 「 Ｓ Ｏ Ｓ を

出 し て も 対 応 し て も ら え な い と き も あ っ た 」

り ，「 在 宅 か ら 電 話 し た ら 実 際 に 迷 惑 が ら れ

た こ と も 何 回 も あ り ま し た 」． 対 象 者 に と っ

て 必 要 で あ る か ら S O S を 出 し て い る の で

「“ 急 に 状 況 が 悪 化 し た 時 な ど は S O S を 出 し

た ら 対 応 し て ほ し い ” と 願 っ て い る ． こ う い

う 時 こ そ 連 携 だ と 思 う 」． こ の よ う に 病 院 と

訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 相 互 の 関 係 の 在 り 方 に

課 題 が 見 ら れ た ．  

第 2 に ，『 病 院 の 地 域 連 携 室 の 効 果 と 対 応

内 容 の 不 足 』 の 両 面 か ら の 意 見 が 語 ら れ た ．

最 初 に 地 域 連 携 室 の 機 能 が 活 か さ れ て い る 点

つ い て み る と ，「 在 宅 療 養 者 の 件 で 病 院 に 連

絡 を 取 る 場 合 は 連 携 室 を 通 す の が 筋 で あ

る 」， 逆 に ，「 病 院 か ら 訪 問 看 護 師 に お 願 い し

た い こ と も 全 部 地 域 連 携 室 を 通 し て 行 っ て い

る 」 と こ ろ も あ り ，『 連 携 室 が 間 に 入 っ た お
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か げ で ス ム ー ズ に 連 絡 や 指 示 ・ 情 報 が 取 れ

た 』 と い っ た 地 域 連 携 室 の 機 能 の 効 果 に つ い

て 語 ら れ て い た ． こ の よ う に 地 域 連 携 室 の 機

能 が 効 果 的 に 働 い て い る 病 院 で は 「 連 携 室 と

病 棟 の 情 報 交 換 は 密 に 行 っ て い ま す 」 と い う

も の で あ っ た ．  

そ の 一 方 で ， 問 題 点 も 指 摘 さ れ て い る ．

「 地 域 連 携 室 の 担 当 者 が 看 護 師 で な い 場 合 ，

伝 え た い ， 聞 き た い ， の 両 方 が う ま く か み 合

わ な い こ と が あ る 」， ま た ，「 訪 問 看 護 ス テ ー

シ ョ ン は 2 4 時 間 体 制 を 取 っ て い る ． 高 齢 対

象 者 の 指 示 を 尋 ね た 場 合 な ど は ， 個 人 病 院 は

す ぐ に 対 処 し て も ら え る が ， 大 き い 病 院 ほ ど

指 示 を も ら う の に 時 間 を 要 す る ．」 な ど 『 訪

問 看 護 ス テ ー シ ョ ン と 地 域 連 携 室 の 関 係 で

は ， 伝 え た い こ と が 伝 わ ら な い 上 ， 対 応 も 時

間 的 に 十 分 で は な い 』 な ど の 課 題 も 明 ら か に

な っ た ．  

 

Ⅳ 考察 

本 項 で は ， 病 院 ， 在 宅 医 療 施 設 ・ 訪 問 看 護

ス テ ー シ ョ ン ， 特 養 ・ 老 健 と い っ た 高 齢 者 施

設 を 目 的 お よ び 条 件 に よ っ て 選 択 し ， 利 用 し

て い く 現 状 に 対 し て 個 々 人 の 看 護 や 支 援 サ ー

ビ ス 等 が ど の よ う に 提 供 さ れ て い る の か ． ま

た ， 実 践 者 の 体 験 を 通 し て 見 え て き た 課 題 に

対 し て ， ど の よ う に 考 え ， 実 践 し て い く こ と

が 地 域 医 療 の 連 携 を 果 た し 得 た こ と に な る の

か ． さ ら に ， 地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム の 運 用 と

言 え る の か に つ い て 考 察 す る ．  

１  在 宅 療 養 は 可 否 で は な く 対 象 者 の 希 望 の

有 無 で  

高 齢 者 が 病 院 を 退 院 す る 場 合 は ， 次 に ど こ

を 拠 点 に し て 療 養 生 活 を 続 け る か を 入 院 中 に

決 定 し な け れ ば な ら な い ． ま た 在 宅 療 養 を 希

望 し た 場 合 ， 看 護 師 は 在 宅 療 養 が 可 能 か 否 か

の 判 断 が 必 要 で あ る と 述 べ て い る ． 病 院 看 護

師 は ，「 一 人 暮 ら し や ， 昼 間 一 人 に な る 人 ，

家 族 の 介 護 力 が 不 足 し て い る 場 合 は 在 宅 に は

帰 れ な い 」， そ う い う 人 は 施 設 を 探 す と い っ

た 退 院 支 援 が 必 要 と 考 え ， 訪 問 看 護 師 は ，

「 家 族 が ノ ー タ ッ チ で も 在 宅 で 療 養 で き ま

す 」「 ヘ ル パ ー と 訪 問 看 護 師 の い ず れ か が 朝

一 番 で 訪 問 し ， 家 族 は 全 く 関 わ ら な い で 家 で

生 活 で き ま す 」 と い う よ う に ， 両 者 間 で 方

針 ・ 意 見 が 分 か れ た ． 両 者 の 意 見 と も そ の 通

り で あ る ． し か し ， こ の 理 論 に は 問 題 点 が あ

る よ う に 思 え る ． 病 院 看 護 師 は 在 宅 療 養 の 可

否 に つ い て 患 者 の 置 か れ る 状 況 や ， 家 族 の 介

護 力 を 問 題 と し て い る ． 一 方 ， 訪 問 看 護 師 は

自 ら が 提 供 で き る サ ー ビ ス の 能 力 を 提 示 し て

い る ． そ こ に は 双 方 と も に 患 者 の 希 望 が 組 み

入 れ ら れ て は い な い ． 支 援 困 難 事 例 に つ い て

研 究 し た 室 谷 ら （ 2 0 1 8） の 研 究 に お い て も ，

利 用 者 本 人 の 思 い や 望 み な ど ， 本 人 に 注 目 し

た 発 言 が 少 な い こ と を 明 ら か に し て い る ． い

く ら 地 域 包 括 病 棟 か ら の 退 院 に し て も ， 在 宅

療 養 が 可 能 か 否 か ， 出 来 る か で き な い か の 問

題 で は な い ． 対 象 者 が 在 宅 療 養 を し た い か し

た く な い か で は な い か ， ま た ， 施 設 に 入 所 し

た い か ， し た く な い か で は な い か と 考 え る ．

先 ず は 高 齢 対 象 者 が ど ち ら の 生 活 が 自 分 に と

っ て 合 っ て い て 幸 せ と 感 じ る か で は な い か と

考 え る ． 対 象 者 を 中 心 と し て 連 携 し て い く た

め に は ， 対 象 者 の 希 望 を 中 心 に 据 え 判 断 す る

こ と が 必 要 で あ ろ う ．  

第 1 報 に お い て Ad v a n c e  C a r e  P l a n n in g（ 以

下 AC P） と い う プ ラ ン を 取 り 上 げ た （ 厚 生

労 働 省 ， 人 生 会 議 し て み ま せ ん か ， 2 0 2 1）．

こ れ は ， 将 来 の 意 思 決 定 能 力 の 低 下 に 備 え

て ， 医 療 ・ ケ ア 提 供 者 が 本 人 の 価 値 観 や 選 好

に 基 づ き ， 人 生 ・ 生 活 の 目 標 を 共 有 し な が ら

話 し 合 う プ ラ ン で あ る が ， こ の AC P 同 様

に ， 今 ， 退 院 す る に あ た っ て 高 齢 者 自 身 ど の

よ う な 生 活 場 所 で ど の よ う な 生 活 を 描 い て い

る の か を 話 し 合 い 理 解 し た 上 で 方 法 を 講 じ な

く て は な ら な い と 考 え る ． こ う し た 考 え や 選

択 の 過 程 は ど こ に 移 り 住 む か に あ た っ て も 共

有 し ， 在 宅 で も 高 齢 者 施 設 に お い て も 継 続 し

て 受 け 継 が れ て い く こ と が 対 象 の 理 解 の 第 1
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歩 で あ り ， ま た ， 連 携 の 基 盤 で あ る と 考 え

る ． 病 院 ・ 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン ， 高 齢 者 施

設 を 問 わ ず 方 向 性 を 共 に す る こ と こ そ 高 齢 者

の た め の 連 携 と 考 え る ．  

在 宅 で の 生 活 者 の 背 景 は 様 々 で あ る ． 慢 性

疾 患 を 抱 え て 生 活 す る 人 ， 終 末 期 を 過 ご し て

い る 人 な ど 多 様 な 人 を 支 え て い く た め に は ，

連 携 に お い て 高 齢 者 の 尊 厳 を 守 る 意 味 も 込 め

な く て は な ら な い と 考 え る ． こ の 点 に お い て

古 田 ら （ 古 田 ， 三 好 ， 2 0 2 0） は ， 高 齢 者 の 看

護 倫 理 に お け る 研 究 動 向 と 課 題 の な か で ， 高

齢 者 を 看 護 す る 看 護 師 は ， 倫 理 的 な 葛 藤 や ジ

レ ン マ に 関 す る 報 告 が 多 い こ と を 指 摘 し て い

る ．   

2   病 院 看 護 師 と 訪 問 看 護 師 の 役 割 分 担 に よ

る 連 携 と 効 率 化  

 「 病 院 に 入 院 し 退 院 す る 時 の 高 齢 者 の 回 復

力 は ， 良 く っ て ほ ぼ 8 割 ， 通 常 6 割 く ら い 」

と 多 く の 対 象 者 を 見 て き た 看 護 師 は 語 っ て い

る こ と は 結 果 で 示 し た 通 り で あ る ． そ う し た

現 実 に 対 し て ， 対 象 者 側 か ら は ， ① 退 院 後 の

生 活 が 描 け な い こ と か ら ， 拠 点 を ど こ に す る

か 決 め ら れ な い ． ② 退 院 後 の 健 康 管 理 や 生 活

支 援 を 依 頼 し た い が 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン の

看 護 師 や 介 護 士 に は 何 を ど の よ う に 助 け て も

ら え る の か が 分 か ら な い と い う 2 点 が 挙 げ ら

れ た ．  

上 記 の よ う な 問 題 に 対 し て 看 護 者 側 は ， 在

宅 に お け る 療 養 生 活 イ メ ー ジ 形 成 に 向 け て ，

入 院 中 か ら の ① 「 帰 宅 体 験 」 や 病 院 看 護 師 に

よ る ② 「 退 院 前 の 家 庭 訪 問 」 な ど が 行 わ れ て

い る ． ま た ， 結 果 の ２ ） 同 類 で あ る が ， 加 え

て ③ 病 院 に お け る 「 退 院 支 援 カ ン フ ァ レ ン

ス 」 が あ る ．  

退 院 支 援 カ ン フ ァ レ ン ス の 目 的 は ， 対 象 者

や 家 族 の 意 向 の 確 認 や 病 院 看 護 師 と 訪 問 看 護

師 の 情 報 共 有 に 留 ま ら な い 看 護 の 方 向 性 や 対

象 者 に あ っ た 具 体 的 な ケ ア の 方 法 の 継 続 に あ

る と 考 え る ． す な わ ち ， 病 院 と 訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン と い う 組 織 同 士 の 連 携 と ， そ こ に 所

属 す る 看 護 師 の 看 護 を 提 供 す る 「 人 」 と し て

の 連 携 で あ る ． し か し ， 現 実 は 『 退 院 す る に

あ た っ て ， ど の よ う な 時 期 に ど の よ う な 内 容

を 誰 と 共 有 す る こ と が 重 要 な の か 明 確 に さ れ

て い な い 』 の で あ る ． 例 え ば ，「 退 院 支 援 カ

ン フ ァ レ ン ス の 出 席 者 が 看 護 師 の み で ご 本 人

は 蚊 帳 の 外 」，「 退 院 後 の 患 者 の ゴ ー ル を 決 め

る の に 患 者 と 家 族 が 入 っ て い な い 」，「 患 者 や

家 族 が 退 院 後 何 処 で 生 活 し た い の か 希 望 が 聞

け て い な い で カ ン フ ァ レ ン ス 」，「 退 院 支 援 カ

ン フ ァ レ ン ス に は 訪 問 看 護 師 も ケ ア マ ネ も 出

席 を さ れ て い な い 」 な ど の 問 題 点 が 挙 げ ら れ

た ． こ れ ら の 問 題 点 を 総 括 す る と ， 誰 の た め

に 何 の 目 的 で 開 催 さ れ る 退 院 支 援 カ ン フ ァ レ

ン ス な の か と い う 本 質 的 な 部 分 で の 問 題 が 見

え て く る ．  

以 上 の 問 題 点 か ら ， 退 院 支 援 カ ン フ ァ レ ン

ス を 有 効 な も の に す る た め に は ， ① 対 象 者 の

情 報 を 共 有 し 看 護 を 継 続 さ せ る た め に は ， 担

当 す る 訪 問 看 護 師 の 参 加 が 不 可 欠 と な る ． そ

の 上 で 訪 問 看 護 サ ー ビ ス に お け る 内 容 （ ど の

よ う な サ ー ビ ス を ど の 程 度 受 け る こ と が 可 能

な の か 等 ） 決 定 す る こ と が 重 要 と 考 え る ． 藤

山 ら （ 藤 山 ， 佐 藤 ， 2 0 18） は AD L が 低 下 し

た 高 齢 透 析 患 者 の 退 院 支 援 に お い て は 病 院 看

護 師 と ケ ア マ ネ だ け で な く ， 訪 問 看 護 師 や 担

当 ヘ ル パ ー も 入 る こ と で よ り 詳 細 な 情 報 共 有

で き る こ と を 報 告 し て い る ．   

次 に 『 連 携 は 医 療 や 看 護 ， 介 護 を 繋 ぐ 唯 一

の 方 法 』 と い う 点 に 焦 点 を 当 て て 考 察 を 加 え

る ． こ こ で は 病 院 と 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン に

お け る 看 護 師 間 の 連 携 を 考 え る ． 連 携 の 第 1

は そ れ ぞ れ の 業 務 を 責 任 も っ て 遂 行 し な が

ら ， し か も 両 者 が 業 務 を 合 理 的 に 分 担 し て い

か な け れ ば な ら な い と 考 え る ． 例 え ば ， 対 象

の ケ ア の 継 続 に 必 要 な 情 報 は 確 実 に 共 有 さ れ

活 用 さ れ る こ と ． 具 体 的 に は ， 対 象 者 か ら 帰

宅 体 験 の 了 解 が 得 ら れ れ ば ， 病 院 か ら 訪 問 看

護 師 に 依 頼 し ， 在 宅 の 看 護 師 は 付 き 添 い 生 活

状 況 や AD L と 居 宅 環 境 が 適 合 し て い る か 否
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か を 観 察 す る ． 対 象 者 か ら 病 棟 看 護 師 が 確 認

し き れ な い と こ ろ を 訪 問 看 護 師 へ 依 頼 す る こ

と も で き る ． ま た ， そ の 機 会 を 活 用 し 訪 問 看

護 の 活 動 に つ い て も 説 明 す る ． 帰 宅 体 験 が 訪

問 看 護 師 同 席 で 可 能 に な れ ば 退 院 前 家 庭 訪 問

も 同 時 に 果 た せ る こ と に な る ． そ の 時 に 得 た

情 報 は 病 院 看 護 師 に 詳 細 に 伝 え ， 退 院 後 の 生

活 相 談 や 指 導 に 活 用 し て も ら う ．  

一 方 ， 退 院 カ ン フ ァ レ ン ス は 病 院 看 護 師 が

主 体 と な っ て 本 人 ， 家 族 ， ケ ア マ ネ ， 訪 問 看

護 師 等 を 招 き ， 病 気 や 回 復 度 合 い ， AD L， 対

象 者 の 行 動 特 性 等 必 要 な 情 報 を 提 供 す る ． こ

う し た 相 互 の 関 係 が 看 護 の 継 続 を 可 能 に し ，

連 携 と な っ て 活 き て く る も の と 考 え る ．  

連 携 で 重 要 な 点 の 二 つ 目 は ， 情 報 の 理 解 や

看 護 が 同 じ レ ベ ル で 理 解 が 得 ら れ る よ う な 看

護 職 者 の 質 の 向 上 と シ ス テ ム 作 り が 必 要 で あ

る と 考 え る ． そ れ は 地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム と

い う よ う な 大 き な 枠 組 み で 捉 え る の で は な

く ， 誰 が ど の よ う な 役 割 を 分 担 し ， 責 任 を も

っ て 対 象 者 の 意 思 確 認 や 家 族 の 考 え を 取 り 入

れ ， そ の 上 で 生 活 の 向 上 を 目 指 し た H o l i s t i c

な 援 助 設 計 が 建 て ら れ る か が 重 要 で あ る ． こ

う し た こ と の 積 み 重 ね が 地 域 医 療 の 連 携 の 基

盤 と な っ て い く こ と を 期 待 し た い ．  

３   退 院 後 の 健 康 保 持 と 悪 化 防 止 の た め の

介 護 保 険 サ ー ビ ス の 早 期 活 用  

介 護 保 険 法 は 1 9 97 年 に 成 立 し ， 2 0 00 年 か

ら 施 行 さ れ た ． そ の 後 ， 当 保 険 法 は 改 正 を 重

ね ， 2 0 14 年 の 内 容 の 改 正 に よ っ て ， 介 護 予

防 を 充 実 さ せ る 地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム の 構 築

が な さ れ た （ 厚 生 労 働 省 ， 介 護 保 険 の 概 要 ，

2 0 2 1）． 高 齢 対 象 者 が 予 防 給 付 や 介 護 給 付 に

よ る サ ー ビ ス を 希 望 し て い る 場 合 や ， 要 介 護

認 定 が 必 要 な 場 合 ， 例 え ば ， 訪 問 看 護 ス テ ー

シ ョ ン に よ る 在 宅 看 護 サ ー ビ ス を 受 け る に し

て も ， 高 齢 者 施 設 に 入 居 す る に し て も ， は た

ま た 短 期 入 所 生 活 介 護 を 受 け る に し て も ， 訪

問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン を 利 用 す る に し て も ，

そ れ ら は 全 て 介 護 保 険 法 の 下 で 施 行 さ れ る 行

為 で あ る ． し た が っ て ， 対 象 者 が 在 宅 看 護 や

施 設 入 所 ， ま た は ， 何 ら か の 在 宅 で の サ ー ビ

ス を 希 望 す る 場 合 に は 介 護 保 険 法 に 基 づ く 介

護 申 請 と 申 請 の 結 果 得 ら れ た 介 護 度 の 判 定 結

果 が 必 要 で あ る こ と は 言 う ま で も な い ． 本 項

で は ， 最 初 に ， 個 人 に と っ て 介 護 保 険 が 必 要

な 時 ， い か に 円 滑 に 申 請 ， 審 査 ， 判 定 ， サ ー

ビ ス の 提 供 が 行 え る か ， と い う 問 い と 同 時

に ， そ れ を 妨 げ て い る 要 因 は 何 か 検 討 し て み

た い と 考 え る ．   

 ま ず ， 介 護 保 険 は 対 象 高 齢 者 の 家 族 が 申 請

す る も の と や や 決 め つ け て い る 点 に 注 目 す る

と ， 高 齢 者 の 単 独 世 帯 は 1 7 .8％ ， 夫 婦 の み

の 世 帯 は 3 2 . 5％ ， 合 わ せ る と 5 0 .3％ と 半 数

を 超 え て い る （ 厚 生 労 働 統 計 協 会 編 b，

2 0 1 8， 再 掲 ）． 6 5 歳 以 上 の 高 齢 者 に 申 請 手 続

き を 説 明 し て も 理 解 に 至 る に は か な り の 時 間

を 要 す る こ と は 推 測 さ れ る ． ま た ， 2 0％ 弱 の

単 身 世 帯 で は 対 象 者 自 身 が 病 院 入 院 中 に 申 請

す る こ と に な る ． こ う し た 背 景 か ら み て 単 身

世 帯 と 同 世 代 の 夫 婦 の み の 世 帯 で は 大 変 難 し

い 課 題 で あ る こ と の 認 識 が 重 要 と 思 わ れ る ．  

 以 上 の よ う な 申 請 者 側 の 問 題 に 加 え て ， 申

請 を サ ポ ー ト す る 側 に つ い て み る と ， 病 院 看

護 師 は ， 入 院 中 の 状 況 か ら 退 院 後 は 介 護 サ ー

ビ ス が 必 要 に な る だ ろ う と 予 測 し た 患 者 や 家

族 に 対 し て は 申 請 を 働 き か け て い る ． 入 院 中

に 申 請 手 続 き を す る 場 合 は ， 看 護 師 が ケ ー ス

ワ ー カ ー と 情 報 交 換 し ， 話 し 合 い な が ら 家 族

に 対 す る サ ポ ー ト を 行 っ て い る ． 入 院 中 の 介

護 保 険 申 請 へ の 働 き か け は ， 誰 が 気 づ き 行 っ

て い る か と い う と ， 多 く の 場 合 は 病 棟 の 看 護

師 長 や そ の 役 に 近 い 人 た ち で あ る ． 患 者 の 日

常 の ケ ア に 追 わ れ て い る 看 護 師 に と っ て ， 介

護 保 険 の 申 請 へ の 働 き か け を 患 者 や 家 族 に 行

う の は 大 変 難 し い ． 狩 野 ら （ 狩 野 ， 岡 田 ， 鈴

木 ， 佐 藤 ， 漆 原 ， 2 0 2 0） の 研 究 で も 病 棟 看 護

師 が 退 院 支 援 を 進 め る う え で 困 難 さ を 感 じ て

い る こ と と し て ， 介 護 保 険 の 申 請 や 変 更 申 請

の 説 明 を 挙 げ て い る ． す な わ ち ， 適 切 な 時 期
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に 看 護 師 の 働 き か け に よ り 申 請 が 行 え る か 否

か が そ の 後 の 在 宅 療 養 支 援 や 施 設 へ の 入 所 ，

看 護 ・ 介 護 支 援 を 左 右 す る も の と な る か ら で

あ る ． し か し な が ら ， 早 期 の 介 護 申 請 に 対 し

て 対 応 で き な い 理 由 に ，「 あ る 程 度 患 者 の 状

態 が 落 ち 着 い て ， 治 療 や 処 置 が 一 段 落 し て か

ら で な い と 認 定 調 査 に 入 っ て も ら え な い 」 と

い う 制 約 が あ る ． こ う し た 制 約 も 介 護 保 険 サ

ー ビ ス 早 期 利 用 の 妨 げ に な っ て い る と 考 え

る ．  

 介 護 保 険 の 申 請 を 行 う 側 の 問 題 に 対 し て

は ， 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 や 地 域 包 括 支 援 セ ン

タ ー な ど が 申 請 を 代 行 す る の で 活 用 す る こ と

も 可 能 で あ る ． ま た ， 申 請 が 遅 れ た り ， 申 請

を 知 ら な い 対 象 へ の 働 き か け を し た り す る こ

と は ， 地 域 の 医 療 連 携 の 前 に 入 院 中 で あ れ ば

病 院 内 の 各 診 療 科 の 連 携 や 病 棟 と 社 会 福 祉 関

係 部 署 と の 連 携 ， さ ら に ， そ の 前 に 病 棟 で 直

接 看 護 に 当 た る 看 護 師 の 退 院 後 の 生 活 に 関 す

る 想 像 力 ， 退 院 後 の 継 続 看 護 の 必 要 性 と そ の

判 断 力 ， 介 護 保 険 の 介 入 の 先 見 力 ， 高 齢 対 象

者 に 対 す る 看 護 者 と し て の 温 か い 心 遣 い な ど

が 介 護 保 険 の 申 請 へ の 働 き か け に 繋 が る の で

は な い か と 考 え る ．  

い ず れ に し て も ， 介 護 保 険 は 申 請 に よ っ て

利 用 開 始 が な さ れ る 申 請 主 義 を 取 っ て い る ．

申 請 が 無 け れ ば 介 護 保 険 下 で の 地 域 包 括 シ ス

テ ム は 作 動 し な い ． そ の 意 味 で も ， 入 院 中 か

ら の 看 護 師 か ら の 働 き か け は 重 要 で あ る ． ま

た ， ど う い う 状 況 に な っ た ら 介 護 保 険 の 申 請

を 積 極 的 に 進 め て い く か の 方 針 を 決 め て お く

の も 申 請 に 向 か う た め に 必 要 な 点 で あ る と 考

え る ． 申 請 主 義 は 申 請 者 が 主 体 的 に 働 き か け

る こ と が 課 題 と さ れ て お り （ 賢 見 ， 2 0 1 5），

困 っ て い る 人 を 自 動 的 に 救 い 上 げ る こ と は で

き な い ． こ の 先 ， 地 域 包 括 シ ス テ ム を 作 動 す

る た め に は 申 請 だ け に 依 存 す る の で な く ， 介

護 保 険 が 必 要 な 対 象 者 は 別 の 方 法 で も 救 え る

方 策 の 準 備 が 必 要 と 考 え る ． そ う す る こ と が

本 当 の 地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム で あ り ， 目 的 を

達 成 す る と 同 時 に 医 療 費 や 介 護 保 険 料 の 削 減

に 貢 献 で き る も の と 考 え る ．  

４   退 院 後 の 病 院 へ の 必 要 時 の ア ク セ ス は

効 果 的 に  

 高 齢 者 は ， 加 齢 に よ る 心 身 の 機 能 低 下 に 加

え ， 多 く の 高 齢 者 は 疾 病 を 持 っ て い る こ と は

す で に 述 べ た 通 り で あ る ． そ こ に 疾 病 の 発 症

や 悪 化 ， 再 発 等 で 病 院 に 入 院 し た 場 合 ， 回 復

率 は 良 く て 8 割 位 ， 通 常 6 割 か も 知 れ な い と

ベ テ ラ ン 看 護 師 は 語 っ て い た ． こ の よ う な 背

景 を 踏 ま え る と ， 退 院 後 に 自 宅 で の 在 宅 療 養

に し て も 高 齢 者 施 設 入 所 に し て も 病 院 と の 関

係 は ， 連 携 と い う 形 で 末 永 く 継 続 さ れ て い か

な け れ ば な ら な い ．  

在 宅 看 護 に あ た っ て い る 場 合 や 施 設 で 生 活

さ れ て い る 対 象 者 の ケ ア に 当 た っ て い る 看 護

師 は 常 に 緊 急 事 態 発 生 を 予 測 し ， い つ で も そ

れ に 対 応 で き る 体 制 を 整 え る 必 要 が あ る ． し

か し ， イ ン タ ビ ュ ー で 語 ら れ て い る よ う に

「 S O S を 出 し て も 対 応 し て も ら え な い と き

も あ っ た 」 や 「 在 宅 か ら 電 話 し た ら 実 際 に 迷

惑 が ら れ た こ と も 何 回 も あ り ま し た 」 と い う

実 態 も 明 ら か に さ れ た ． そ の 一 方 で ， 地 域 包

括 ケ ア シ ス テ ム の 1 つ で 設 置 さ れ て い る 病 院

の 地 域 連 携 室 を 通 す こ と に よ っ て 「 ス ム ー ズ

に 連 絡 や 指 示 ・ 情 報 が 取 れ た 」 と い う よ う に

効 果 を 見 出 し て い る と こ ろ も あ る ． こ う し た

関 係 こ そ 対 象 者 の ケ ア の 質 に 関 連 す る 要 因 で

あ る と 考 え る ． ま た ， 入 退 院 支 援 に 関 連 し た

櫻 井 ら （ 櫻 井 ， 井 上 ， 2 0 2 1） の 研 究 で は ， 病

院 に お い て 家 族 支 援 を 専 門 に 行 う 看 護 師 の 有

用 性 を 報 告 し て い る ． こ の よ う に 専 門 の 支 援

員 を 配 置 す る こ と も 上 記 の よ う な 問 題 解 決 へ

の 一 つ の 方 策 と 言 え る ．  

以 上 か ら ， 高 齢 対 象 者 を め ぐ っ て は ， 病

院 ， 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン ， 高 齢 者 施 設 と 立

場 の 異 な る 施 設 で 働 く 看 護 師 が ， 医 師 や 地 域

連 携 室 の 担 当 職 員 を 含 め て ， ど の よ う な 関 係

が 作 ら れ た ら 地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム に お い て

高 齢 者 の 尊 厳 の 保 持 と 自 立 生 活 の 支 援 を 目 指
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す も の に な る の か を 明 確 に し な け れ ば な ら な

い と 考 え る ．  

 ま ず ， 高 齢 対 象 者 の 健 康 問 題 に 関 す る 情 報

の 収 集 や 医 師 に よ る 現 在 の 症 状 に 対 す る 診

断 ， お よ び 治 療 指 示 等 は ， そ れ を 求 め る 目 的

や 意 味 を 相 手 方 に 的 確 に 伝 え 理 解 を 得 る こ と

が 重 要 で あ る と 思 う ． ま た ， そ の 指 示 を 受 け

対 応 す る こ と に よ っ て ， 対 象 者 に ど の よ う な

効 果 が 得 ら れ る か を 伝 え る こ と も 必 要 で あ

る ． そ う し た 合 理 的 な や り 取 り に よ っ て ， 迅

速 か つ 積 極 的 に 対 応 し な け れ ば な ら な い と い

う こ と を 相 互 で 確 認 す る こ と も 必 要 で あ る ．

そ の 根 底 に は 専 門 職 と し て の 一 定 の レ ベ ル を

備 え て い る こ と ． ま た は 備 え よ う と 努 力 し て

い る 姿 勢 が 相 手 に 見 え る こ と も 重 要 で あ る ．

さ ら に ， 専 門 家 と し て の 冷 静 さ と 役 割 を 果 た

そ う と す る 姿 勢 も 必 要 で あ る ． こ う し た こ と

を 達 成 し つ つ ， S O S を 発 信 し た な ら ば ど の

よ う な 対 応 に な る か ， 試 し て み た い 衝 動 に 駆

ら れ る も の で あ る ． 地 域 連 携 室 を 挟 ん で の や

り 取 り が 期 待 以 上 の 成 果 を 上 げ て い る 点 も ，

地 域 連 携 室 も 専 門 性 と い う 役 割 を 自 覚 し 対 応

し て い る 結 果 で あ る と 考 え る ． い ず れ に し て

も ， 地 域 連 携 室 を 設 置 し 対 応 し て い く こ と

は ， 地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム に お け る 連 携 と い

う 役 割 を 果 た し て い る と 言 え る の で は な い か

と 考 え て い る ．  

 

Ⅴ  おわりに 

我 が 国 で は ， 2 0 18 年 か ら 診 療 報 酬 ・ 介 護

報 酬 の 改 定 を 踏 ま え た 地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム

の あ り 方 が 提 言 さ れ て い る ． 特 例 と し て の 連

携 成 功 事 例 等 の 報 告 は 見 ら れ る も の の ， 実 態

や 今 後 の 課 題 等 の 報 告 は ま だ 追 い つ い て い な

い の が 現 状 で あ る ．  

今 後 地 域 包 括 ケ ア を 展 開 し て い く た め に

は ， 地 域 の 高 齢 者 を 支 え る 環 境 ， 施 設 間 移 行

に 伴 う 問 題 等 を 直 視 し ， 看 護 は ど の よ う な 役

割 を 担 っ て い っ た ら よ い の か を 本 研 究 を 通 し

て 明 ら か に し た い と 考 え た ． す な わ ち ， 高 齢

者 が 利 用 す る 病 院 ・ 高 齢 者 施 設 ・ 訪 問 看 護 ス

テ ー シ ョ ン 等 に お け る 特 性 と 相 互 間 の 連 携 の

実 態 と 問 題 点 ， 今 後 の 課 題 等 に つ い て 看 護 職

者 を 対 象 と し た イ ン タ ビ ュ ー か ら 明 ら か に す

る こ と を 目 的 と し た ．  

そ の 結 果 ， 対 象 者 は 病 院 に 入 院 し て 急 性 期

が 過 ぎ る と 地 域 包 括 病 棟 で 過 ご し ， 訪 問 看 護

ス テ ー シ ョ ン の 管 轄 に 引 き 継 が れ る こ と が 多

い ． こ の 施 設 間 の 移 行 に あ た っ て は ， 以 下 の

よ う な 問 題 が 明 ら か に な っ た ． そ の 第 1 は ，

家 族 側 の 問 題 と し て ， 対 象 者 の 意 向 が 取 り 入

れ ら れ な い で ， 回 復 度 や AD L を 理 由 に ， 在

宅 に 引 き 取 ら な い 家 族 が 見 ら れ た ．  

第 2 は ， 看 護 師 側 も 対 象 者 の 意 向 ， 家 族 の

希 望 ， 同 居 の 有 無 ， 身 体 機 能 ， AD L 等 に 基

づ い た 在 宅 生 活 の 可 能 性 の 判 断 は 難 く ， 病 院

看 護 師 と 在 宅 看 護 師 の 基 準 は 異 に す る も の で

あ っ た ．  

さ ら に ， 第 3 に は ， 対 象 者 本 人 に 至 っ て

は ， 退 院 後 の 生 活 の 拠 点 を 決 め る に あ た っ

て ， 在 宅 で の 生 活 イ メ ー ジ が 作 り 難 い 状 況 に

あ っ た ．  

上 記 1・ 2 点 に つ い て は 対 象 者 本 人 が 主 体

で あ る こ と を 改 め て 認 識 し た 対 応 の 改 善 を 必

要 と す る が ， 3 点 目 は さ ま ざ ま な 方 策 に よ

り ． 解 決 し よ う と 努 め て い る ．  

具 体 的 に は ， 生 活 イ メ ー ジ が 作 り 難 い 背 景

に は ， 退 院 後 に そ れ 以 前 と 同 質 に な れ な い 機

能 や AD L の 低 下 ， 回 復 し に く い 疾 病 ， 継 続

す る 治 療 等 で あ る ． さ ら に ， 訪 問 看 護 の 役 割

や サ ー ビ ス の 内 容 に つ い て 知 ら な い 事 で あ っ

た ． そ こ で ， 帰 宅 体 験 や 退 院 支 援 カ ン フ ァ レ

ン ス 等 が 行 わ れ て い る と こ ろ も あ る ． 病 院 看

護 師 ， ケ ー ス ワ ー カ ー ， 在 宅 看 護 師 ， ケ ア マ

ネ 等 が 退 院 者 に 関 わ り 今 後 の 生 活 を 支 援 し て

い く 方 向 に は あ る が ， 現 実 は 形 と し て は 行 わ

れ て い く も の の ， そ の 効 果 や 将 来 の 継 続 看 護

に 繋 が る よ う な 目 的 を し っ か り 見 据 え た も の

に な っ て い る か と い う と や や 不 十 分 と 思 わ れ

る ．   
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 次 に ， 医 療 や 看 護 ， さ ら に は 介 護 を 支 え る

の は 介 護 度 の 認 定 結 果 で あ る ． 言 い 換 え る

と ， 訪 問 看 護 や 介 護 支 援 は 介 護 度 の 認 定 結 果

に 看 護 や 介 護 内 容 が 左 右 さ れ て い る の で あ

る ． そ の 介 護 保 険 は 申 請 に よ っ て 利 用 開 始 が

な さ れ る 申 請 主 義 を 取 っ て い る ． 申 請 主 義 で

は 困 っ て い る 人 を 自 動 的 に 救 い 上 げ る こ と は

で き な い ． 申 請 に あ た っ て も 高 齢 者 の 中 に は

独 居 者 と 夫 婦 2 人 家 族 は 半 数 を 超 え て い る ．

ま た ， 申 請 を 働 き か け る 人 は ， そ の 人 の 状 態

を 知 る 看 護 師 や ケ ー ス ワ ー カ ー で あ る ． 申 請

が 遅 れ た り ， 申 請 を 知 ら な い 対 象 へ の 働 き か

け を し た り す る こ と は ， 地 域 の 医 療 連 携 の 前

に 入 院 中 で あ れ ば 病 院 内 の 各 診 療 科 の 連 携 や

病 棟 と 社 会 福 祉 関 係 部 署 と の 連 携 ， さ ら に ，

そ の 前 に 病 棟 で 直 接 看 護 に 当 た る 看 護 師 の 退

院 後 の 生 活 に 関 す る 想 像 力 ， 退 院 後 の 継 続 看

護 の 必 要 性 と そ の 判 断 力 ， 介 護 保 険 の 介 入 の

先 見 力 ， 高 齢 対 象 者 に 対 す る 看 護 者 と し て の

温 か い 心 遣 い な ど が 介 護 保 険 の 申 請 へ の 働 き

か け に 繋 が る の で は な い か と 考 え る ．  

病 院 か ら 在 宅 ・ 高 齢 者 施 設 で は な く 逆 に 在

宅 や 高 齢 者 施 設 か ら の 病 院 へ の ア ク セ ス に つ

い て で あ る ． 病 院 に 対 し て 必 要 時 に 「 Ｓ Ｏ Ｓ

を 出 し て も 対 応 し て も ら え な い と き も あ っ

た 」「 急 に 状 況 が 悪 化 し た 時 な ど は S O S を 出

し た ら 対 応 し て ほ し い 」 と の 要 望 も 出 さ れ

た ． そ の 反 面 ， 地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム の 1 つ

と し て 病 院 内 に 地 域 連 携 室 が 設 置 さ れ た ． 病

院 の 地 域 連 携 室 を 通 す こ と に よ っ て 「 ス ム ー

ズ に 連 絡 や 指 示 ・ 情 報 が 取 れ た 」 と い う よ う

に 効 果 を 見 出 し て い る と こ ろ も あ る ． 地 域 連

携 室 を 挟 ん で の や り 取 り が 期 待 以 上 の 成 果 を

上 げ て い る 点 も ， 地 域 連 携 室 が 専 門 性 と い う

役 割 を 自 覚 し 対 応 し て い る 結 果 で あ る と 考 え

る ． こ う し た 関 係 を よ り 高 め ， 期 待 に 沿 っ た

活 動 を 展 開 す る こ と に よ っ て 対 象 者 の 情 報 の

共 有 や そ れ に 基 づ く ケ ア の 質 の 向 上 に 繋 が る

も の と 今 後 を 期 待 し た い と 考 え る ．  

最 後 に ， そ れ ぞ れ の 施 設 に 所 属 す る 11 名

の 経 験 豊 か な 実 践 看 護 師 の グ ル ー プ デ ィ ス カ

ッ シ ョ ン 形 式 の 中 で ， 語 ら れ た テ ー マ か ら 地

域 包 括 ケ ア に 関 連 し ， か つ ， 連 携 を 意 図 し た

項 目 を 抽 出 し た も の で あ る ． デ ー タ の 分 析 を

行 っ た 結 果 ， ① 対 象 者 の 現 問 題 を 看 護 師 と し

て ど の よ う に 捉 え て い る か ， ② そ れ ぞ れ が 所

属 す る 異 な る 立 場 か ら 対 象 を ど の よ う に 見

て ， 何 を ケ ア ま た は 支 援 し よ う と し て い る

か ， ③ 十 分 で な い 人 材 や 施 設 ・ 設 備 の 中 で ど

う 工 夫 を し よ う と し て い る の か ， ④ 対 象 者 の

尊 厳 を ど の よ う に 守 ろ う と し て い る の か ， と

い っ た 原 点 的 な 問 題 が 見 え 隠 れ し ， そ の 上 で

の 連 携 と し て の 繋 が り で あ っ た ． 時 間 が 許 さ

れ る の で あ れ ば ， 連 携 の 前 に 上 述 し た 問 題 に

つ い て 議 論 を し ， 深 め ら れ た ら と 考 え る ．  
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3 . h t ml（ 検 索 日 2 0 21 年 8 月 1 6 日 ）  

厚 生 労 働 省 ホ ー ム ペ ー ジ 「 介 護 保 険 の 概 要 」  

h t t p s : / / ww w. mh l w. go . j p / s t f / s e i s a k u n i t s u i t e

/ b u n ya / h u k u s h i _ k a i go / ka i g o _ ko u r e i s h a / g a i

yo / i n d e x . h t ml（ 検 索 日 2 0 2 1 年 8 月 6 日 ） 

厚 生 労 働 統 計 協 会 編 a（ 2 0 18）．「 第 1 表  人

口 」『 国 民 衛 生 の 動 向 2 01 8 / 20 1 9』3 9 3，東

京 ， 厚 生 労 働 統 計 協 会 ．  

厚 生 労 働 統 計 協 会 編 b（ 2 0 18）．「 第 2 編  衛

生 の 主 要 指 標  第 1 章  人 口 静 態 」『 国 民

衛 生 の 動 向 2 0 18 / 20 1 9』5 0，東 京 ，厚 生 労

働 統 計 協 会 ．  

厚 生 労 働 統 計 協 会 編 c（ 2 0 1 8）．「 第 2 5 表  有

訴 者 数 」『 国 民 衛 生 の 動 向 2 0 1 8 /2 0 19』  

4 3 8 -4 3 9， 東 京 ， 厚 生 労 働 統 計 協 会 ．  

藤 林 慶 子 （ 2 0 1 7）．「 地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム と

相 談 支 援 の 政 策 動 向 」『 保 健 の 科 学 』5 9（ 3），

1 4 8 -1 5 3  

藤 山  恵 美 子 ，佐 藤  友 子（ 2 0 1 8）「 脳 梗 塞 に よ

る AD L 低 下 の 為 ，腹 膜 透 析 が 困 難 に な っ

た 患 者 に 対 す る 退 院 支 援 」『 日 本 看 護 学 会

論 文 集 :  在 宅 看 護 』 4 8， 1 5 - 1 8  

古 田  知 香 ，三 好  陽 子（ 2 0 2 0）「 高 齢 者 の 看 護  

倫 理 に お け る 研 究 動 向 と 課 題 」『 四 日 市 看

護 医 療 大 学 紀 要 』 1 3（ 1）， 6 3 -7 4  

日 比 野 直 子 （ 2 0 2 0）．「 名 古 屋 市 南 部 の 訪 問 看

護 ス テ ー シ ョ ン の 管 理 者 が 捉 え て い る 看

護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 の 認 識  訪 問

看 護 ス テ ー シ ョ ン 管 理 者 の ア ン ケ ー ト 調

査 よ り 」『 日 本 健 康 医 学 会 雑 誌 』 2 9（ 3），

3 3 6 -3 4 2．  

室 谷 牧 子 ,  佐 瀬 美 恵 子 ,  外 堀 佳 代 ,  黒 田 研 二

（ 2 0 18）「 多 職 種 事 例 検 討 会 に お け る 支 援

困 難 事 例 の 分 析  :  学 際 的 ア セ ス メ ン ト

と ス ト レ ン グ ス に 配 慮 し た 課 題  解 決 策 」

『 人 間 健 康 研 究 科 論 集 』 1， 3 - 28  

櫻 井  大 輔 ， 井 上  玲 子 「 病 院 に 勤 務 す る 家 族

支 援 専 門 看 護 師 の 活 動 実 態 調 査 」『 家 族 看

護 学 研 究 』 2 6（ 1 - 2）， 7 6 - 8 5  

山 岸 暁 美 ，中 神  祐 介 ， 妹 尾  栄 治 ら（ 2 0 2 0）．

「 本 人 の 意 向 を 反 映 し た 人 生 の 最 終 段 階

の 医 療 ・ ケ ア の 実 現 の た め に 何 が 求 め ら

れ る の か ?  増 加 す る 高 齢 者 救 急 搬 送 に

係 る 地 域 包 括 ケ ア 現 場 の 課 題 」『 日 本 在 宅

救 急 医 学 会 誌 』 4（ 1）， 6 1 - 68．   

 

 

（ 受 付 日 ： 2 0 21 年 1 0 月 1 日 ）  

（ 受 理 日 ： 2 0 21 年 11 月 2 6 日 ）  

 

2 7  



敦賀市立看護大学ジャーナル 第６号 

Journal of Tsuruga Nursing University vol.6 

Current Status and Issues in the Introduction of The Community-

based Integrated Care System (2nd Report) 

  -Focusing on the actual status of regional medical cooperation 
in said area 

Yoshiko KATANO1), Hironobu IKEHARA1), Yukiko MOROE2), Kayoko OOEDA3), 

Takako KITAMURA1), Hitomi NAKAMURA4) 

1）  Faculty of Nursing Science, Tsuruga Nursing University 

2）Former JCHO Wakasa Takahama Hospital, JCHO Takaokafushiki Hospital 

3) Former Sugita Genpaku Memorial Obama Municipal Hospital 

4) Sugita Genpaku Memorial Obama Municipal Hospital 

 

Abstract   

 The purpose of this study was to clarify the characteristics of hospital, nursing home, and home 

nursing care station used by the elderly, as well as the actual status and problems of cooperation among 

them and future issues through interviews with nursing professionals. 

The results showed that hospital nurses and home health nurses differed in their criteria for judging 

whether or not home care is possible when transitioning from hospital to home. Once elderly patients 

were admitted to a hospital, it was difficult for them to form an image of life at home due to the decline 

in various functions and changes in their medical conditions and ADLs. Therefore, although nurses as 

practitioners are collecting information for home care, conducting pre-discharge home visits based on 

this information, holding discharge support conferences and homecoming experiences. We consider that 

methods need to be examined in the future to determine their effectiveness. The application for long-

term care insurance and the results of certification are required for admission from a hospital to a home 

or facility. However, since the criteria for applying for long-term care insurance are not clear, the current 

situation is that there is not enough encouragement. Home health nurses and nursing home nurses who 

take on elderly patients after they are discharged from hospitals may need to give instructions or consult 

with hospitals when their medical conditions change. In such cases, there are some hospitals that do not 

respond to the SOS. Even in such cases, the role of collaboration is almost always fulfilled by regional 

cooperation Office. 

 

Keyword the Community-based Integrated Care System, elderly, dignity, cooperation, issue 
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