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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 1 報） 

  ―当該地域に居住する高齢者の看護上の課題に焦点を当てて― 
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要旨 

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ある．2018 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の提言はあるものの，実態や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．そこで本研究では，病院・高齢者施設・訪問看護ステーション等に在籍している看護職者を対象

としたグループディスカッションから高齢者看護の実際とともに，現在発生している問題と今後の課題等を明らかにす

ることを目的とした．本研究結果においては，対象者の特性と看護が目指す方向性との矛盾が見られた．特に高齢者の

諸機能の低下は相互に関連し危険を有している．そこで，高齢者の残存機能を維持していこうとしても安全性の面から

は支持されないといった矛盾も生じている．また，高齢者の意思決定権が尊重されず，家族の生活状況，意思に左右さ

れていた．療養ならびに治療施設における課題としては，病院内における対象者の状況把握の不十分さや退院から在宅

看護への移行に関する課題，入所施設の目的と対象高齢者の希望との乖離など地域包括ケアシステムを運用していくに

あたっては多くの課題が明らかになった．今後は地域全体で，マンパワーを発揮しつつ，かつ連携して目的に一歩でも

近づける方策を導くための努力を有するものであると考える． 

キーワード：地域包括ケアシステム，高齢者，尊厳，連携，課題 

 

Ⅰ はじめに 

わ が 国 で は ， 超 高 齢 社 会 の 進 展 に 対 応 す る

た め の 体 制 整 備 が 進 め ら れ て き た ．2 0 0 0 年 に

介 護 保 険 制 度 が 成 立 し ， 高 齢 者 介 護 ・ 自 立 支

援 シ ス テ ム の 在 り 方 が 厚 生 労 働 省 を 中 心 に 議

論 さ れ ，2 0 18 年 1 2 月 に は 同 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 ホ ー ム ペ ー ジ ， 2 0 2 1 )．  

 

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 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 活 動 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 ，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 て い る （ 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 ． 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
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体 の 3 8 9 .6 に 対 し て 6 5 歳 以 上 で は 6 8 6 . 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）．  

上 記 の よ う に 社 会 状 況 や 医 療 ・ 保 健 ・ 介 護

が 急 速 に 変 革 し て い く 中 で ，対 象 者 で あ る「 個

人 」 を 中 心 に 見 る と ， 疾 病 に よ る 病 院 へ の 入

院 ， 退 院 後 の 在 宅 医 療 や 介 護 ， ま た ， 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 の 生 活 へ と 変 化 せ ざ る を 得 な い 状 況 に な っ

て い る ． こ う し た 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 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 て い 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 ， 対 象 者 は 一 定 の 看 護

レ ベ ル を 保 証 し た ケ ア が 受 け ら れ て い る の か

否 か が 明 ら か に さ れ て い な い ． む し ろ 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 20． 山 岸 ， 2 0 20）．  

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 は 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 明 ら か に

し て い か な け れ ば な ら な い と 考 え る ．  

ま た ， 看 護 に 関 連 す る 研 究 報 告 を み て も ，

2 0 1 8 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 1 7），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 本 研 究 で は ， 病 院 ・ 高 齢 者 施 設 ・ 訪

問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 等 に 在 籍 し て い る 看 護 職

者 を 対 象 と し た イ ン タ ビ ュ ー か ら 高 齢 者 看 護

の 実 際 と と も に ， 現 在 の 発 生 し て い る 問 題 と

今 後 の 課 題 等 を 明 ら か に す る こ と を 目 的 と し

た ． そ の 上 で ， 地 域 の 特 性 を 踏 ま え た 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 提 言

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 問 題 等 に つ い て 語 っ て も ら っ た ．

デ ィ ス カ ッ シ ョ ン 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 ． 抽 出 さ れ た 項

目 は 2 グ ル ー プ 合 わ せ て 3 6 7 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 1 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
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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 1 8 . 5 . 8）  

研 究 代 表 者 C I TI  J APA N  修 了 （ 2 0 1 6 .8 . 26）  

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 だ 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 多 く 抱 え る 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 勤 務 の 看

護 職 者 の 抱 え る 問 題 に つ い て で あ る ． す な わ

ち ， こ の よ う な 地 域 に お い て 地 域 包 括 ケ ア シ

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

を 阻 害 す る 因 子 や 背 景 ， ま た ， 各 施 設 間 の 連

携 の 在 り 方 に 等 に つ い て 看 護 師 が 語 っ た 内 容

を 分 析 し た 結 果 で あ る ．  

本 稿 で は 第 1 報 と し て ，看 護 実 践 者 が 日 々 感

じ て い る 看 護 上 の 課 題 に 絞 っ た 分 析 結 果 と す

る ．  

な お ， 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  対 象 者 の 特 性 と 看 護 が 目 指 す 方 向 性 と の

矛 盾  

本 項 で は ， 日 々 ， 日 常 生 活 の 援 助 を 行 っ て

い る 看 護 師 が 対 象 者 の 特 徴 を ど の よ う に 捉 え

て い る の か ， ま た ， 高 齢 者 の 健 康 や 生 活 に つ

い て ど の よ う に 考 え て い る の か に つ い て 明 ら

か に し た も の で あ る ．  

1）【 高 齢 者 の 諸 機 能 の 低 下 は 相 互 に 関 連 し

て い る 】  

ま ず ， 多 く の 看 護 師 の 発 言 か ら 高 齢 者 の 身

体 的 機 能 ， 認 知 機 能 ， 適 応 能 力 の 低 下 が 挙 げ

ら れ て い る ．身 体 的 機 能 に つ い て は ，「 高 齢 者

は 身 体 的 機 能 の 低 下 に 加 え ， 多 数 の 病 名 が 付

け ら れ た 病 気 の デ パ ー ト 」，「 高 齢 者 は 同 じ 量

の ご 飯 を 食 べ て い て も 体 重 は 減 っ て い く 」「 高

齢 者 は い つ 心 臓 が 止 ま っ て も お か し く な い 状

況 に あ る 」 と い っ た こ と が 語 ら れ た ． 看 護 師

ら は 高 齢 者 の 身 体 的 機 能 に つ い て 『 諸 機 能 の

低 下 と 病 気 の デ パ ー ト 』 と い っ た 身 体 的 な 予

備 力 の 低 下 と 脆 弱 性 を 指 摘 し て い た ．  

ま た ，「 あ っ ち の 病 院 ，こ っ ち の 病 院 で 薬 を

も ら い 沢 山 飲 ん で い る が ， 管 理 が で き て い な

い 」「 家 の 押 し 入 れ や 台 所 に し ま い 込 ん だ 薬 が

沢 山 出 て 来 る こ と が あ る 」「 リ ハ ビ リ に 来 て い

て も ， 薬 が 切 れ て い る こ と は す っ か り 忘 れ て

い る 」 と い っ た よ う に 『 認 知 機 能 の 低 下 は 身

体 機 能 の 低 下 や 疾 病 の 増 幅 に 関 連 』 し て い る

点 を 指 摘 し て い る ．  

適 応 能 力 は ，「 環 境 が 変 わ る と 身 体 状 態 は す

ぐ に 変 化 す る 」，「 病 院 入 院 中 に 症 状 が 落 ち 着

い て い る か ら と い っ て 帰 宅 す る と す ぐ に 状 態

が 悪 く な る 」，「 入 院 中 に 落 ち 着 い て み え る の

は ， 身 体 機 能 や 疾 病 ， 認 知 能 力 に 合 わ せ て ，

日 常 生 活 が 病 院 の 管 理 下 に 置 か れ て い る か ら

と 思 う 」な ど ，『 認 知 機 能 や 身 体 機 能 の 低 下 は

環 境 適 応 能 力 の 低 下 と 関 連 』 し て い る こ と が

語 ら れ た ．  

以 上 か ら 看 護 師 は ，【 高 齢 者 の 諸 機 能 の 低 下

は 相 互 に 関 連 し て い る 】 こ と を 十 分 に 理 解 さ

れ て い る こ と が 明 ら か に な っ た ． そ の 高 齢 者
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の 健 康 を 維 持 し て い く た め に は ， あ ら ゆ る 場

面 で 対 象 者 の 全 体 像 を 捉 え ， 計 画 的 か つ 意 図

的 な 援 助 を 行 っ て い く 必 要 が あ る と 考 え る ．  

2）【 高 齢 者 の 残 存 機 能 の 維 持 と 安 全 性 と の 矛  

盾 】  

看 護 師 は 「 で き る だ け 本 人 の 残 存 機 能 を 維

持 す る た め に ， 本 人 の 力 で 動 い て ほ し い 」 と

思 っ て い る ． 例 え ば ， 排 尿 に 対 し て 残 存 機 能

を 維 持 し た い と 考 え る 看 護 師 は ，「 排 尿 な ど は

自 覚 が あ れ ば 座 っ て し て み よ う か と 促 し ， 排

尿 を 介 助 す る 」．「 座 っ て排 尿 が 可 能 で あ れ ば ，

次 は ， 頑 張 っ て ベ ッ ド の 下 で 排 泄 を し て も ら

え る よ う な 援 助 を 行 う 」， そ こ ま で で き る と ，

対 象 者 は ，「 ト イ レ に 向 か っ て 廊 下 ま で 歩 い て

行 こ う と す る 」．そ う し た 状 況 に 対 し て 医 師 は

転 倒 の 危 険 を 考 え 「 転 ん だ ら 困 る か ら 動 か な

く て い い よ 」 と い い ， ま た ， 家 族 か ら は 「 誰

も い な い 日 中 に 徘 徊 し て ど こ か に 行 っ て し ま

う と 困 る の で 歩 か さ な い で ほ し い 」 と い う 要

望 が 出 さ れ る ．つ ま り ，『 退 院 の 目 標 や 方 向 性

が 看 護 師 と 医 師 ・ 家 族 間 で 一 致 し な い 』 と い

っ た 問 題 点 が 語 ら れ た ． 対 象 の 残 存 機 能 の 維

持 と 安 全 性 の 確 保 と い っ た 矛 盾 に 苛 ま れ な が

ら ， 看 護 師 は 高 齢 者 の 看 護 に あ た っ て い た ．  

3）【 高 齢 者 の 意 思 決 定 権 が 尊 重 さ れ な い 現 実 】 

看 護 師 は 「 後 期 高 齢 者 は ど の よ う な 最 期 を

送 り た い と 思 っ て い る の だ ろ う か ， 対 象 者 の

意 向 に 沿 わ な い 治 療 は 本 人 の た め に な る の か 」

と 言 っ た 矛 盾 や 悩 み と 向 か い 合 い な が ら 日 々

看 護 ケ ア に あ た っ て い る ．  

多 く の 高 齢 者 は 在 宅 や 高 齢 者 施 設 で 最 後 を

迎 え た い と 考 え て い る ． 看 護 ・ 介 護 す る 人 は

「 最 後 ま で 施 設 で 一 口 で も 好 き な も の を 食 べ

て ， そ の ま ま 朝 に な っ た ら 静 か に 眠 る よ う に

亡 く な っ て い る と い う の が 理 想 で は な い か 」

と 対 象 者 の 気 持 ち を 代 弁 し て い る ． し か し ，

現 実 は 「 最 後 ま で 居 ら れ る と 思 っ て 入 所 し た

施 設 で も 経 営 方 針 な ど 含 め て ， 亡 く な る 直 前

に は 病 院 に 移 さ れ る 」の が 辛 い と 語 っ て い た ．

『 対 象 者 の 望 む 場 所 で 人 生 の 最 期 が 迎 え ら れ

な い 』 現 実 が あ る ．  

ま た ，「 人 生 最 後（ 終 末 ）に 縛 ら れ て 点 滴 を

し な い と い け な い の だ ろ う か 」「 人 生 最 後 を 我

慢 と 苦 痛 だ け で 終 わ っ て よ い の だ ろ う か 」「 刺

身 だ っ た ら 食 べ ら れ る の に ， 好 き な も の を 食

べ さ せ て あ げ た ら 良 い の に と 思 う 」等 ，『 対 象

者 の 意 向 に 沿 わ な い 治 療 に 我 慢 と 苦 痛 の 最 期 』

で あ っ て 良 い の だ ろ う か と 疑 問 を 投 げ か け て

い る ． そ の 一 方 ，「 病 院 は 治 療 を す る と こ ろ ，

入 院 し た ら 治 療 せ ざ る を 得 な い 」 と い っ た 病

院 の 機 能 と 診 療 報 酬 と い っ た 制 約 を 無 視 で き

な い 事 情 も 抱 え て い る ． 地 域 包 括 ケ ア シ ス テ

ム が 発 動 し て い く 中 で ，医 療 体 制 上 の 矛 盾 や ，

看 護 と い う 立 場 か ら の 倫 理 的 ・ 道 義 的 課 題 等

が 多 く 挙 げ ら れ た ．  

4）【 対 象 高 齢 者 の ニ ー ズ と 家 族 の 介 護 方 針 の

乖 離 】  

続 い て ， 高 齢 者 の 意 思 が 尊 重 さ れ な い 事 柄

で は ， 高 齢 者 家 族 の 介 護 に 関 す る も の が 挙 げ

ら れ た ．高 齢 者 を 抱 え る 家 族 に は ，『 ど の よ う

な 条 件 で あ ろ う と も 介 護 を 拒 否 す る 家 族 』，潜

在 的 に は 介 護 拒 否 が あ ろ う が ，『「 病 院 が 手 の

か か ら な い 状 況 に し て か ら し か 介 護 を 引 き 受

け た く な い 」 と い っ た 条 件 付 き 家 族 』，『 在 宅

で 介 護 に 使 命 感 を 持 っ て 自 分 が 納 得 の い く ま

で 介 護 し た い 家 族 』 の 3 つ に 分 け ら れ た ．  

1 番 目 の 最 初 か ら 介 護 を 拒 否 す る 家 族 は ，

「 本 人 が 家 に 帰 り た い と 願 っ て も ， 介 護 す る

の は 私 よ ， と 言 っ て 対 象 者 は 帰 れ な い 」，「 日

中 働 い て い る の に 誰 が 見 る の よ ， と 言 っ て 帰

れ な い 」，「 特 養 に 入 れ る の は 受 診 時 も 面 会 時

も 行 か な く て す む か ら 入 れ た ん で す 」 な ど で

あ る ．こ れ ら は 言 い 換 え れ ば ，『 ど の よ う な 状

態 で あ っ て も 家 族 が 介 護 を 拒 否 』 す る と い う

も の で あ る ．  

2 番 目 に つ い て は 「 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 位 ，

通 常 6 割 位 か な 」 と 多 く の 対 象 者 を 見 て 来 て

い る 看 護 師 は 語 っ て い る ． す な わ ち ， 対 象 者

が 病 院 に 入 院 し た 場 合 ， 入 院 前 の 状 態 に 戻 っ

4  



敦賀市立看護大学ジャーナル 第６号 

Journal of Tsuruga Nursing University vol.6 

て 退 院 で き る 可 能 性 は 極 め て 低 い こ と を 表 し

て い る ． し か し ， 家 族 は ， 手 の か か ら な い 状

況 で 在 宅 へ の 移 行 を 望 ん で い る ．例 え ば ，「 入

院 時 と 同 じ 状 態 で 在 宅 に 戻 る こ と を 期 待 し て

い る 」，「 治 療 を き ち ん と し て も ら わ な い と 困

り ま す 」，「 家 に そ ん な 状 態 で 帰 す ん で す か ，

と 言 っ て 退 院 を 拒 否 す る 」な ど が 挙 げ ら れ る ．

そ う し た 家 族 に 対 し て ，看 護 師 は ，「 患 者 の し

た い よ う に し て あ げ た い が ， 家 族 は ， ち ゃ ん

と （ 元 に 戻 る ま で ） 治 療 し て く だ さ い ， と 言

い 折 り 合 い が つ か な い 」 と い っ た よ う な や り

と り が 語 ら れ た ． こ れ は ， 入 院 前 の 状 態 に 戻

り ，『 手 の 掛 か ら な い 状 態 で な け れ ば 在 宅 介 護

は 不 可 能 』，す な わ ち ，在 宅 で の 介 護 は 引 き 受

け ら れ な い と い う 意 思 表 示 で あ る と 考 え る ．  

3 番 目 は 自 宅 で 家 族 が 使 命 感 を も っ て 介 護

を 行 っ て い る 人 で あ る ． 介 護 を 家 族 で 行 う と

い う こ と に は 何 ら 問 題 は な い が ， こ の よ う な

傾 向 の 家 族 は ，「 介 護 に 専 念 し す ぎ て 周 囲 が 見

え な く な り ，サ ー ビ ス へ の 不 満 し か 語 ら な い 」，

「 息 子 さ ん が 介 護 へ の 使 命 感 で 仕 事 を 辞 め て

し ま う 」「 自 分 一 人 で 介 護 を 引 き 受 け ，他 の 家

族 も 親 戚 も シ ャ ッ ト ア ウ ト し ， 関 係 を 悪 く し

て い る 」ま た ，「 家 族 が 使 命 感 を 持 ち す ぎ る と

看 護 師 は は い れ な く な る 」 と い っ た 問 題 が 認

め ら れ た ． 家 族 が こ の よ う な 状 況 に 陥 る と ，

『 家 族 の 介 護 へ の 過 剰 な 使 命 感 は ， 対 象 者 の

自 由 と 他 者 と の 関 係 を 阻 害 す る 』こ と に な り ，

我 慢 と 苦 痛 の 日 々 を 送 る こ と に な る ． 事 実 を

直 視 し ， 家 族 員 そ れ ぞ れ が 介 護 さ れ る 人 と 介

護 す る 人 の 新 た な 生 活 の 構 築 が 課 題 と な る ．  

2  【 病 院 内 に お け る 各 科 の 連 携 が 不 十 分 】  

本 来 の 地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム は ， 地 域 に お

け る 対 象 者 の 生 活 や 治 療 の 場 に お け る 連 携 や

他 職 種 連 携 を 指 す も の で あ る が ， そ の 前 に 病

院 の 各 科 や そ こ で 働 く 職 種 間 の 連 携 に 焦 点 を

あ て る 必 要 が あ る と 考 え る ．  

ま ず ， 研 究 対 象 地 域 は ， 人 口 が 少 な く 過 疎

化 し て い る ． し た が っ て ， 地 域 に お け る 医 療

機 関 の 数 は 少 な く ， 点 在 し て い る と い う 特 徴

が あ る ． そ の た め ， 高 齢 者 が 病 院 受 診 す る に

あ た っ て は ， 一 病 院 の 一 診 療 科 を 受 診 す る こ

と は 少 な い ． 多 く の 場 合 ， 複 数 科 を 受 診 し て

い る ． 例 え ば ， 整 形 外 科 と 内 科 ， ま た は リ ハ

ビ リ テ ー シ ョ ン 科 ， 眼 科 と い っ た 診 療 科 等 の

受 診 で あ る ．  

そ こ で ， 対 象 者 の 治 療 や 看 護 を 行 う に あ た

っ て は ， 診 療 科 の 枠 を 超 え て 対 象 者 を あ ら ゆ

る 角 度 か ら 把 握 す る こ と か ら 始 め な け れ ば な

ら な い と 考 え る ．  

し か し ，実 際 に は ，各 部 署 が ば ら ば ら に 対 象

者 を 診 療 し て い る 現 実 が あ る ．そ の 結 果 ，「 患

者 が 受 け て い る 治 療 内 容 と 本 人 お よ び 家 族 の

理 解 や 要 望 が わ か ら な い 」，「 入 院 中 に 作 成 さ

れ た 患 者 シ ー ト が 外 来 受 診 時 に 活 用 さ れ て い

な い 」，逆 に「 入 院 前 に 外 来 に 通 院 し て い る 時

の 情 報 が 入 院 時 に 病 棟 に 入 っ て 来 て い な い 」

な ど ，『 病 院 全 体 で 対 象 者 を 把 握 で き る シ ス テ

ム が 不 十 分 で あ る 』 と い っ た 課 題 が 挙 げ ら れ

た ． 病 院 全 体 で 把 握 で き る シ ス テ ム が 構 築 さ

れ ， 運 用 さ れ た な ら ば 「 外 来 に 受 診 す る は ず

の 患 者 が 来 て い な い 」，と か「 ど こ か の 痛 み で

外 来 に 来 て い る が ， 内 科 の 薬 が す で に 無 く な

っ て い る は ず 」 と い っ た 点 に 気 づ き ， 対 象 者

の 情 報 の 確 認 と 対 応 が 円 滑 に 行 え る よ う に な

る と 語 ら れ た ．対 象 者 情 報 の 共 有 の た め に は ，

そ の 提 供 方 法 や 患 者 サ マ リ ー の 記 述 の 工 夫 ，

退 院 カ ン フ ァ レ ン ス の 在 り 方 等 の 情 報 の 活 用

方 法 が 指 摘 さ れ た ．  

3 【 病 院 か ら 在 宅（ 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン ）  

 へ の 継 続 的 ケ ア を 拒 む も の 】  

病 院 内 各 科 の 連 携 と 同 様 に ， 病 院 か ら 在 宅

に 移 行 す る に あ た っ て は ， 看 護 ケ ア が 継 続 す

る こ と が 最 も 重 要 で あ る と 考 え る ． 看 護 が 継

続 す る こ と で ， 身 体 お よ び 認 知 機 能 ， 生 活 に

適 応 で き る 機 能 を 維 持 す る こ と が 可 能 と な る ．

そ れ ら を 維 持 す る に は ， 第 1 に 病 院 入 院 中 の

情 報 が 伝 達 さ れ る こ と ， 第 2 に 退 院 と 同 時 に

在 宅 看 護 ケ ア が 受 け ら れ る こ と ， 第 3 に 生 活

支 援 上 の 他 職 種 ， 特 に 介 護 職 員 （ 以 下 ヘ ル パ
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ー ） や ケ ア マ ネ ジ ャ ー ， 介 護 す る 家 族 と の チ

ー ム ワ ー ク が 重 要 な 要 素 と な る ．  

し か し ， 現 状 は ， 在 宅 に 移 行 す る 時 点 で 入

院 中 の 対 象 者 の 情 報 が 得 ら れ な い ． 例 え ば ，

「 退 院 し て 来 て ， 訪 問 し て み る と ， と ん で も

な い 褥 瘡 が 出 来 て い た り ， 食 事 が 全 く 食 べ ら

れ て い な か っ た り す る こ と が あ る 」 な ど が 語

ら れ た ． 在 宅 で 継 続 的 に 看 護 ケ ア を 行 う に あ

た っ て は ，「 退 院 時 サ マ リ ー を 在 宅 で 活 用 で き

る と よ い 」，「 退 院 時 カ ン フ ァ レ ン ス で 医 療 行

為 の 有 無 や 内 容 を 十 分 把 握 し た い 」，「 患 者 に

よ っ て は 入 院 中 の 情 報 が 得 ら れ な い た め ， 訪

問 看 護 が 入 っ た 方 が 良 い か 否 か の 判 断 が で き

な か っ た り す る 」， な ど の 意 見 が 述 べ ら れ た ．

現 在 の 情 報 共 有 の 在 り 方 で は ，『 訪 問 看 護 の 必

要 性 が 判 断 さ れ 難 く ，対 象 者 本 人 お よ び 家 族 ，

看 護 師 の 三 者 間 で 看 護 の 内 容 の 確 認 が さ れ 難

い 』 と い っ た 問 題 点 が 挙 げ ら れ た ．  

次 に ， 退 院 と 同 時 に 間 を 空 け ず に ， 在 宅 看

護 ケ ア が 受 け ら れ る こ と の 重 要 性 に つ い て 語

ら れ た 内 容 に つ い て み て み る ． 在 宅 に 移 行 す

る に あ た っ て は ， 入 院 中 の 退 院 オ ー ダ ー は 医

師 が 出 す た め に 「 突 然 退 院 と な っ た 場 合 ， 退

院 後 に 医 師 の オ ー ダ ー が 出 さ れ た り す る 」，

「 対 象 者 が 退 院 し て 時 間 を 空 け て 訪 問 看 護 が

入 る こ と も あ る 」，「 早 い 時 点 （ 入 院 中 ） で 訪

問 看 護 の 必 要 性 を 判 断 す る 機 会 が な い 」 と 語

ら れ て い る ． そ の 他 ， 訪 問 看 護 が 依 頼 で き な

い 理 由 に は ，「 お 金 が 高 い の で ヘ ル パ ー さ ん に

頼 み ， そ の 後 必 要 に な っ て 訪 問 看 護 を 依 頼 す

る 」 と い っ た ケ ー ス も み ら れ た ． そ の 結 果 ，

「 退 院 後 日 常 生 活 が う ま く 送 れ ず 再 入 院 に な

っ た り す る 」こ と が あ る ．以 上 か ら ，『 早 期 に

的 確 な 情 報 提 供 が な い と ， 在 宅 で の 看 護 の 継

続 が 阻 害 さ れ る 』 こ と が 明 ら か に さ れ た ． 医

療 や 看 護 ， 介 護 に 当 た る 人 た ち の 間 で も 情 報

に 対 す る 認 識 に 大 き な 隔 た り が み ら れ た ．  

在 宅 で の 生 活 支 援 に 当 た っ て は ， 他 職 種 で

あ る ヘ ル パ ー や ケ ア マ ネ ジ ャ ー （ 以 下 ケ ア マ

ネ と す る ） と の 関 係 が 語 ら れ た ． 看 護 師 は 専

門 能 力 を 活 か し て 的 確 な ケ ア を 行 う と 同 時 に

ヘ ル パ ー の 指 導 に あ た ら な け れ ば な ら な い ．  

看 護 師 は ，「 在 宅 で は ヘ ル パ ー の 存 在 が 重 要 」

と 認 め な が ら ，「 看 護 師 と ヘ ル パ ー の 関 係 を 保

っ て 行 く に は ， 根 気 と 時 間 と 熱 意 が な い と で

き な い 」と 述 べ て い る ．例 え ば ，「 ヘ ル パ ー さ

ん に 軟 膏 を 塗 っ て も ら う と ， べ っ と り 塗 っ て

し ま う こ と が あ る 」 こ の よ う な 場 合 は 「 軟 膏

を 塗 る 時 は 量 や 作 用 ま で き ち ん と 説 明 す る と

出 来 る よ う に な る 」，「 ヘ ル パ ー さ ん か ら 正 確

な 情 報 を 得 る た め に は ， 具 体 的 な 視 点 や 見 方

の 方 法 を 伝 え な け れ ば な ら な い 」，「 褥 瘡 の 状

態 や 変 化 に つ い て も ， 丁 寧 に 伝 え ， 常 に 報 告

し て も ら っ て い る 」．『 上 手 に ヘ ル パ ー の 能 力

を 引 き 出 し 活 用 す る に は ， 根 気 と 時 間 と 熱 意

が な け れ ば で き な い 』 こ と が 体 験 を 通 し て 明

ら か に な っ た ． こ こ に 時 間 と 熱 意 を 注 ぐ こ と

は ， ヘ ル パ ー に 十 分 な 能 力 を 発 揮 し も ら う た

め で あ り ， そ れ は ， 対 象 者 の 生 活 や 疾 病 が 維

持 で き 好 転 さ れ る と 思 わ れ る か ら あ る ． し か

し ，「 時 に は ，ヘ ル パ ー が 看 護 師 と の 役 割 を 間

違 え ， 私 の 方 が 何 回 も 行 っ て い る の で 良 く 知

っ て い る 」 と い う よ う な こ と に な る ． こ う し

た 関 係 づ く り の 難 し さ が 語 ら れ て い た ．  

4 【 特 養・老 健 施 設 そ れ ぞ れ の 特 性 を 踏 ま え  

な い 対 象 者 の 転 居 】  

高 齢 者 施 設 で あ る 特 養 は ， 在 宅 で の 生 活 が

困 難 に な っ た 要 介 護 の 高 齢 者 が ， 介 護 保 険 に

よ っ て 入 居 で き る 施 設 で あ る の に 対 し て ， 老

健 は 要 介 護 高 齢 者 が 自 宅 復 帰 を 目 指 す た め に

医 師 の 管 理 の 下 ， 看 護 や 介 護 が 提 供 さ れ る 施

設 あ る ． 両 者 は 異 な っ た 目 的 と 性 質 を も っ て

い る ．  

病 院 で 治 療 を 受 け ， 退 院 後 に 施 設 に 移 行 す

る に あ た っ て は ， 病 院 関 係 者 ， 特 に 「 医 師 に

は 施 設 の 特 徴 が 理 解 さ れ て い な い の で は な い

か 」と 思 わ れ る 点 が 多 く 見 ら れ る と 語 ら れ た ．

具 体 的 に は「 特 養 は 対 象 者 7 0 名 ，シ ョ ー ト ス

テ イ 1 0 名 に 対 し て 看 護 師 3 名 が 在 籍 し て い

る だ け で ， 夜 間 は 常 勤 の 看 護 師 は 不 在 で 待 機
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の み で あ る 」ま た ，「 医 師 は 常 勤 し て い な い 」，

し た が っ て ，「 病 院 か ら 指 示 書 を 持 っ て 退 院 さ

れ て も ， 特 養 で は で き な い （ 不 可 能 な ） 処 置

も あ る 」 と 言 っ た よ う に 『 特 養 は 病 院 で は な

い の で 治 療 の 継 続 や 高 度 な 看 護 介 入 は 不 可 能 』

で あ る こ と を 理 解 し て ほ し い と 語 ら れ て い た ． 

施 設 の 特 性 が 理 解 さ れ て い な い と 思 わ れ る

発 言 に は ，「 帰 宅 だ っ た ら 退 院 は 許 可 し な い だ

ろ う と 思 わ れ る 対 象 で も 特 養 に い く の だ か ら

退 院 さ せ て も よ い と 考 え て い る の で は な い か

と 思 わ れ る 点 が 見 受 け ら れ る 」，「 突 然 の （ 予

測 さ れ な い ） 退 院 で 施 設 が 準 備 で き な い 」 な

ど が 挙 げ ら れ た ．  

基 本 的 に 『 特 養 は 一 部 治 療 的 な 部 分 は あ る

も の の ， 病 院 と は 異 な る 生 活 の 場 で あ る こ と

が 理 解 さ れ 難 い 』 の で あ る ． 特 養 で 行 わ れ る

支 援 は ， 食 事 や 入 浴 ， 排 泄 な ど の 身 体 介 助 や

生 活 支 援 で あ る ． こ れ ら の 支 援 を 専 門 的 立 場

か ら 行 う こ と に よ っ て ， 在 宅 で の 生 活 を 目 指

す も の で あ る と さ れ て い る ． し か し ， 高 齢 者

は 多 く の 疾 患 を 持 っ た り ， 諸 機 能 の 低 下 が み

ら れ た り す る た め ， 施 設 で 対 応 で き な い 状 況

も 頻 繁 に 発 生 す る ．し た が っ て ，「 治 療 が 必 要

に な っ た 場 合 は ， 看 護 師 が 対 象 者 を 病 院 に 連

れ て 行 く 」の で あ る ．し か し ，「 看 護 師 が 不 足

し て い る 上 に ， 他 の 業 務 に 手 を 取 ら れ ， 午 前

中 （ 受 診 可 能 な 時 間 ） の 適 切 な 時 間 に 受 診 で

き な い こ と も あ る 」． 一 方 ， 病 院 で は ，「 外 来

は 午 前 中 が 多 く ， 午 後 に な る と 医 師 や 看 護 師

の 人 手 が 不 足 」し て く る た め ，「 緊 急 の 入 院 に

な っ て も 患 者 の 安 全 が 確 保 で き な い 」な ど『 緊

急 で 病 院 受 診 を 必 要 と す る 場 合 の 施 設 側 と 病

院 側 の 条 件 の 不 一 致 』 と い う 事 情 を 抱 え て い

る こ と が 明 ら か に な っ た ．  

施 設 に 勤 務 す る 看 護 師 か ら 最 も 多 く の 意 見

が 出 さ れ た の は ，『 施 設 で は 看 取 り が で き な い 』

と い う 点 で あ っ た ．そ の 背 景 に は ，「 老 健 に は

医 師 が 1 名 在 籍 し て い る が ， 離 れ た 距 離 に 居

住 し て い る た め ，死 亡 の 診 断 が で き な い 」，「 死

亡 診 断 が で き な い と 死 亡 診 断 書 が 書 け な い 」．

「 2 4 時 間 以 内 に 病 院 を 受 診 し て い な い と 死

亡 時 検 死 の た め の 警 察 が 入 ら な け れ ば な ら な

い 」． そ の た め に ，「 心 肺 停 止 に な っ た ら ， 病

院 に 送 ら な け れ ば な ら な い 」 と い っ た 問 題 が

挙 げ ら れ た ．特 に ，結 果 の 1－ 3）で 述 べ た よ

う に ， 多 く の 高 齢 者 は 高 齢 者 施 設 で 最 後 を 迎

え た い と 考 え て い る ． し か し ， 現 実 は 『 最 後

ま で 入 所 し た 施 設 に 居 ら れ る と 思 っ て 入 所 し

て も ， 亡 く な る 直 前 に は 病 院 に 移 さ れ る 』 の

が 辛 い と い っ た 看 護 師 の 心 情 が 紹 介 さ れ た ．  

以 上 か ら ， 研 究 対 象 者 と な っ た 看 護 師 の 語

り を 分 析 し た 結 果 ， 対 象 者 を 中 心 に し た 現 状

の 問 題 点 や 課 題 が 明 ら か に な っ た ．  

Ⅳ 考察 

高 齢 化 の 進 展 に 対 応 す る た め ，2 0 1 8 年 に 厚

生 労 働 省 は 団 塊 の 世 代 が 7 5 歳 以 上 に な る

2 0 2 5 年 を 目 途 に 重 度 な 要 介 護 状 態 に な っ て

も 住 み 慣 れ た 地 域 で 自 分 ら し い 人 生 を 最 後 ま

で 続 け ら れ る よ う 地 域 包 括 シ ス テ ム を 構 築 す

る 旨 の 提 言 を 打 ち 出 し た ． そ の 前 身 と な る ，

訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン を 中 心 と し た 「 多 機 能

化 モ デ ル 事 業 」や「 機 能 強 化 型 ス テ ー シ ョ ン 」

案 が 2 0 1 4 年 頃 か ら 開 始 さ れ た ．し か し ，超 高

齢 化 社 会 は 急 速 に 進 み ， 地 域 そ れ ぞ れ で ， ど

の よ う な 問 題 が あ る の が 抽 出 さ れ な い ま ま ，

介 護 保 険 の 改 正 と 共 に 地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム

が 提 案 さ れ た ． し た が っ て ， 地 域 包 括 ケ ア シ

ス テ ム は モ デ ル 地 域 の 紹 介 は あ る も の の ，「 保

険 者 で あ る 市 町 村 や 都 道 府 県 が 地 域 の 自 主 性

や 主 体 性 に 基 づ き ， 地 域 の 特 性 に 応 じ て 作 り

上 げ て い く こ と 」 を 厚 生 労 働 省 ホ ー ム ペ ー ジ

に あ る 地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム の We b サ イ ト で

示 し て い る ．  

以 上 か ら 特 定 の 地 域 の 特 性 を 踏 ま え た 地 域

包 括 ケ ア シ ス テ ム を 構 築 す る た め に は ， 現 状

を 科 学 的 か つ 総 合 的 に 捉 え る 必 要 が あ る と 考

え た ．  
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1  地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム 構 築 に あ た っ て の  

背 景  

訪 問 看 護 や 在 宅 看 護 ， 地 域 包 括 ケ ア に 関 係

す る 研 究 は ， 1 個 人 や 特 定 の 疾 患 を 持 つ 対 象

に 対 す る 訪 問 看 護 の 実 情 や ， 他 職 種 と の 連 携

を 通 し て 対 象 者 に 関 わ っ た 評 価 と い っ た も の

が 多 く ， 当 該 地 域 に お け る 病 院 ・ 訪 問 看 護 ス

テ ー シ ョ ン ・ 高 齢 者 施 設 等 の 全 体 を 総 合 的 捉

え た も の は 総 説 等 に 留 ま っ て い る の が 現 状 で

あ る ． し た が っ て ， 現 状 の 研 究 は 「 個 」 の 看

護 を 超 え る も の で は な い と い え る ．  

こ れ か ら の 課 題 は ， 当 該 地 域 全 体 の 対 象 者

を 中 心 に し た 現 状 と 課 題 を 明 ら か に し ， そ の

解 決 も 地 域 全 体 で 議 論 し ， 方 策 を 検 討 し 実 行

し ， さ ら に そ れ ら を 検 証 し て こ そ 地 域 に 適 合

し た 包 括 ケ ア シ ス テ ム の 構 築 で あ る と 考 え る ． 

本 研 究 で は 各 施 設 か ら 11 名 の 経 験 豊 か な

実 践 看 護 師 が 一 堂 に 会 し ， 現 状 の 問 題 点 や 課

題 ，解 決 策 等 話 し 合 っ た 内 容 を 結 果 に 示 し た ．

そ れ に 基 づ い て 考 察 す る も の で あ る ．  

2 対 象 者 の 希 望 は 叶 え ら れ な い の か   

本 稿 冒 頭 に 厚 生 労 働 省 の 掲 げ る 地 域 包 括 ケ

ア シ ス テ ム の 定 義 と し て ，「 高 齢 者 の 尊 厳 の 保

持 と 自 立 生 活 の 支 援 を 目 指 す も の で ・ ・ ・ 」

と 明 記 さ れ て い る ． こ こ で は ， 結 果 に 示 す よ

う に ， い く つ か の 例 か ら 達 成 し に く い 課 題 に

つ い て 取 り 上 げ て み る ．  

病 院 か ら 退 院 後 に 自 宅 に 帰 り た い と 願 っ て

も 家 族 に 受 け 入 れ ら れ な い ． 一 方 ， 家 族 が 介

護 に 使 命 感 を 持 ち ， 介 護 者 の 思 い 通 り の 介 護

方 針 や 方 法 に よ っ て 他 の 家 族 や 他 者 と の 関 係

を 奪 う も の に な っ て い た ． 言 い 換 え る と 介 護

対 象 者 は 希 望 と 自 由 を 失 っ た 生 活 を 余 儀 な く

さ れ る こ と に な っ て い た ． 支 援 困 難 事 例 に つ

い て 研 究 し た 室 谷 ら （ 2 0 1 8） の 研 究 で は ， 支

援 す る 介 護 ・ 看 護 職 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 ． ま た ， 高 齢 者 の 生 き る 力

を 見 出 す た め ， 残 存 機 能 の 維 持 に 重 点 に 置 い

た 看 護 や 介 護 を 行 お う と す る と ， 家 族 や 医 師

か ら は ， 転 倒 や 徘 徊 の 危 険 性 を 取 り 上 げ 中 止

し な け れ ば な ら な い 事 態 も 発 生 し て い る ． 加

え て ， 伊 藤 （ 2 0 0 7） は 在 宅 で ケ ア マ ネ ジ メ ン

ト に あ た る 看 護 職 者 が 抱 え る 倫 理 的 ジ レ ン マ

に つ い て の 研 究 で ， 看 護 職 者 は 「 利 用 者 の 主

体 性 を 尊 重 す る 」 を 第 1 と す る が ， 危 険 を 察

知 す る と 「 生 命 尊 重 の 倫 理 的 原 則 」 が 立 ち 現

れ ， 倫 理 的 ジ レ ン マ に 悩 む こ と を 指 摘 し て い

る ． 残 存 機 能 維 持 と 安 全 に つ い て 訪 問 看 護 師

は ， 職 種 間 で の 目 的 の ず れ に つ い て の 葛 藤 に

加 え ， 自 身 の 倫 理 感 か ら の ジ レ ン マ も 抱 え て

い る こ と が 推 察 さ れ る ．   

対 象 者 は 退 院 後 に 在 宅 か ら 高 齢 者 施 設 に 入

所 す る こ と も あ る ． 特 に 特 養 の 場 合 は ， 人 生

の 最 後 ま で 施 設 で 過 ご し た い と 決 意 し 入 所 す

る ． 一 方 ， 高 齢 者 は 多 く の 機 能 の 低 下 や 疾 病

を 持 っ て の 入 所 で あ る た め ， い つ 疾 病 の 悪 化

や 心 肺 停 止 に 見 舞 わ れ る か わ か ら な い ． そ の

よ う な 場 合 は ， 病 院 に 緊 急 入 院 を 余 儀 な く さ

れ る こ と も 少 な く な い と い っ た 現 状 が あ る ．

上 記 の 問 題 は い ず れ も 高 齢 者 の 意 思 の 尊 重 や ，

自 立 生 活 の 支 援 か ら 遠 の く も の で あ る ． こ れ

ら を 解 決 す る た め に は ， 高 齢 者 を 支 え る 経 済

的 か つ 人 的 資 源 の 補 充 が な け れ ば 解 決 に 至 ら

な い 問 題 で あ る が ， 残 念 な が ら 本 邦 の 経 済 や

人 材 の 育 成 ・ 補 充 等 に は 余 裕 の な い こ と は 明

ら か で あ る （ 日 本 看 護 協 会 ， 2 0 15）．  

本 研 究 の 共 同 研 究 者 で あ る ベ テ ラ ン の 看 護

部 長 は 「 こ の 地 域 で は 3 割 が 後 期 高 齢 者 な の

で 人 手 が 全 く 足 ら な い ． こ れ だ け 人 的 リ ソ ー

ス が 減 っ て く る と ， 1 か 所 に 高 齢 者 を 集 め な

い と ケ ア ギ バ ー が 足 り な い ん で す 」，「 高 齢 者

が 幸 せ な 最 後 を 送 る た め に は ， 特 養 や 老 健 の

人 手 を 増 や し ケ ア の 質 を 上 げ る 事 が 重 要 で す

ね 」 と 述 べ て い る ． 看 護 者 の 能 力 の 向 上 や 意

識 改 革 ， 専 門 職 と し て の 高 度 な 使 命 感 を 持 っ

て も 解 決 に 至 ら な い と い う 難 度 の 高 い 問 題 を

抱 え て い る の が 、 現 在 の 地 域 包 括 シ ス テ ム で

あ る と 言 え る ．  
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3 情 報 共 有 シ ス テ ム の 作 成 と 運 用  

病 院 内 の 情 報 は 所 属 職 員 共 通 の 守 秘 義 務 に

よ っ て 共 有 が 可 能 で あ る ． ま た ， 共 有 方 法 は

情 報 が 入 力 さ れ て い る 電 子 カ ル テ ，「 患 者 シ ー

ト（ 仮 ）」と 呼 ば れ て い る 紙 ベ ー ス の 情 報 も あ

る ． ま た ， 退 院 に あ た っ て は 退 院 カ ン フ ァ レ

ン ス と い う 方 法 に よ っ て も 情 報 は 共 有 さ れ る ．

し か し ， 電 子 カ ル テ ， 患 者 シ ー ト ， 退 院 カ ン

フ ァ レ ン ス で も 情 報 共 有 で 大 切 な こ と は ， ど

の よ う な 情 報 を 示 せ ば ， 看 護 の 継 続 に 有 効 で

あ る か と い う 問 題 で あ る ． 退 院 カ ン フ ァ レ ン

ス に お い て は ， 出 席 者 や 時 間 の 問 題 も 加 え ら

れ る ． い ず れ に し て も ， 常 日 頃 か ら 対 象 者 の

看 護 の 継 続 を 目 的 に し た ， 意 識 的 な 情 報 提 供

と 看 護 を 継 続 す る と い う 志 を も っ た 積 極 的 な

情 報 収 集 の 姿 勢 が 重 要 で あ る ． こ れ ら は ， 看

護 師 の 再 教 育 や 働 き か け に よ っ て 解 決 さ れ る

問 題 と 考 え る ． 川 口 ら （ 川 口 ， 行 實 ， 2 0 1 9）

も 看 護 の 継 続 に つ い て 介 護 に 関 わ る 専 門 職 同

士 の 専 門 性 の 理 解 不 足 を 指 摘 し て お り ， 連 携

を 見 据 え た 研 修 体 制 の 構 築 に つ い て 述 べ て い

る ．  

次 に ， 例 を 挙 げ る な ら ば ， 病 院 で は 情 報 シ

ス テ ム を 運 用 し て 対 象 者 の 移 行 先 で あ る 訪 問

看 護 や 高 齢 者 施 設 ま で 情 報 の 共 有 を 可 能 と す

る か 否 か の 問 題 が 挙 げ ら れ る ． そ の 理 由 は ，

個 人 情 報 の 保 護 と の 関 係 に お い て で あ る ． 本

人 お よ び 家 族 の 了 解 の 下 で あ れ ば ， 病 院 内 同

様 に 目 的 は 看 護 や 医 療 の 継 続 で あ る こ と か ら ，

情 報 提 供 は 可 能 と な る だ ろ う ． し か し ， 1 人

暮 ら し で あ り ， し か も 認 知 機 能 が 低 下 し て い

る 場 合 な ど は ， 後 見 人 を 立 て る 手 続 き や ， 後

見 人 に 了 解 を 得 る 手 続 き 等 が 必 要 と な り ， 時

間 を 争 う ケ ア が 円 滑 に 行 え る と は 思 え な い と

い っ た 問 題 が あ る ．  

繰 り 返 し に な る が ， 対 象 に 関 わ る 情 報 共 有

は ， 看 護 や 介 護 を す る 上 で は 欠 か せ な い 課 題

で あ る ． 在 宅 看 護 に 移 行 す る に あ た っ て 「 退

院 前 カ ン フ ァ レ ン ス を 行 っ て も ら え れ ば 退 院

直 後 か ら 継 続 的 に ケ ア が で き る 」，「 退 院 時 の

対 象 者 の 情 報 は 在 宅 に 移 行 す る 時 に 是 非 必

要 」，「 退 院 者 の 状 態 把 握 に は 退 院 サ マ リ ー（ 患

者 シ ー ト ） の 活 用 が 重 要 」 と い っ た 意 見 も 述

べ ら れ て い た ．葛 西 ら も（ 葛 西 ，豊 増 ，大 石 ，

吉 岡 ， 川 口 ， 2 0 2 0） 自 立 支 援 に 向 け た 多 職 種

で の 情 報 共 有 に つ い て ， 地 域 包 括 ケ ア の 質 向

上 を 目 指 し た 情 報 ツ ー ル 開 発 の 必 要 性 を 示 唆

し て い る ．  

以 上 か ら ， 地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム の 中 で 対

象 者 に 対 し て ， よ り よ い ケ ア を 提 供 し て い く

た め の 方 策 の 1 つ と し て 対 象 者 の 情 報 の 取 り

扱 い に 関 す る 早 急 な 検 討 が 必 要 で は な い か と

考 え る ．  

4 対 象 者 の 看 護 ・ 介 護 の 限 界  

病 院 は 疾 病 の 治 療 に あ た り ， 在 宅 で は 治 療

を 含 め た 日 常 生 活 を ， 特 養 は 介 護 保 険 に よ っ

て 生 涯 入 居 で き る 施 設 ， 老 健 は 自 宅 復 帰 を 目

指 す た め の 施 設 と そ れ ぞ れ 目 的 を 異 に し て い

る（ 株 式 会 社 LI F U L L We b ペ ー ジ ）．そ れ ぞ れ

の 目 的 に よ っ て 選 択 は さ れ て い る も の の ， 対

象 者 は 高 齢 に よ る 諸 機 能 の 低 下 や 疾 病 ， 家 族

と の 関 係 ， 生 活 環 境 等 の 状 態 が 施 設 の 目 的 に

必 ず し も 合 致 せ ず ， ケ ア の 継 続 が 難 し く な る

こ と が あ る ．  

施 設 に 入 所 し て 最 後 ま で 過 ご し た い と 思 っ

て 入 院 し て も 病 気 に な り 病 院 を 受 診 し ， 入 院

に 至 る こ と も 少 な く な い ． ま た ， 施 設 内 で 心

肺 停 止 に な っ て 胸 骨 圧 迫 を 行 い な が ら 病 院 に

運 ば れ る こ と も あ る ． 何 故 そ の よ う な こ と が

起 こ る か と 言 え ば ， 施 設 内 に 医 師 の 常 勤 者 が

不 在 の た め で あ る ． 老 健 で は 入 所 者 1 0 0 人 に

対 し て 1 人 以 上 の 常 勤 医 師 が い る こ と を 義 務

づ け て い る が ，本 研 究 対 象 地 域 の 老 健 は 7 0 名

の 入 所 者 で あ る た め 医 師 の 常 勤 者 は い な い の

で あ る ． 看 護 師 は 介 護 職 員 合 わ せ て 入 所 者 3

人 に 1 人 以 上 で ， 看 護 職 員 人 数 は 看 護 ・ 介 護

職 員 総 数 の 7 分 の 2 程 度 を 標 準 と す る と な っ

て い る ． こ の 標 準 か ら は 看 護 職 員 は 何 名 と 数

で 示 さ れ て い る も の で は な い ． し た が っ て ，

施 設 側 の 条 件 か ら 「 施 設 で は 看 取 り が 出 来 な
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い 」 や 「 緊 急 で 病 院 受 診 を 必 要 と す る 場 合 の

施 設 側 と 病 院 側 の 受 診 時 間 等 の 不 一 致 」 が 発

生 し ，「 最 後 は 入 所 し て い る 高 齢 者 施 設 で 終 わ

り た い 」 と 思 っ て も 病 院 に 緊 急 搬 送 さ れ る 事

態 と な る ． こ の よ う な 病 院 へ の 搬 送 に つ い て

海 田 ら（ 2 0 2 1）は ，3 次 搬 送 さ れ た 施 設 長 期 入

所 者 の 心 肺 停 止 例 は 予 後 不 良 で あ る こ と を 述

べ ， 看 取 り に つ い て 検 討 す る こ と が 必 要 だ と

指 摘 し て い る ．  

こ れ ら の 問 題 は ， い ず れ も 対 象 者 側 の 問 題

で は な く ， 施 設 や 病 院 側 ， す な わ ち ， 地 域 包

括 ケ ア シ ス テ ム の 問 題 で あ り ， 早 急 に 改 善 し

な け れ ば な ら な い と 考 え る ． 例 え ば ， 心 肺 停

止 の 緊 急 時 に 対 象 者 が 施 設 か ら 病 院 に 移 動 す

る の で は な く ， ケ ア シ ス テ ム 内 に 常 駐 す る 医

師 を 確 保 す る こ と に よ り ， 在 宅 で も 施 設 で も

安 ら か な 死 が 迎 え ら れ る の で は な い か と 安 易

に 考 え る が ， 無 理 な 話 で あ ろ う か ． ま た ， 看

護 師 を 増 員 す れ ば 受 診 へ の 対 応 や 治 療 的 処 置

も 可 能 に な る も の も あ る ． 一 方 ， 日 本 医 師 会

総 合 政 策 研 究 機 構 の 「 地 域 の 医 療 介 護 提 供 体

制 の 現 状 -市 区 町 村 別 デ ー タ 集 (地 域 包 括 ケ ア

関 連 )  -」に お い て 記 載 方 法 が 変 更 さ れ る 2 0 1 5

年 ま で ， 福 井 県 の 医 療 体 制 は 福 井 市 ・ 坂 井 市

地 域 に 一 極 集 中 し て い る こ と が 繰 り 返 し 述 べ

ら れ て い る ． そ の よ う な 地 域 的 特 性 か ら 看 護

師 不 足 が 深 刻 で あ り 補 充 不 可 能 で あ る ． さ ら

に ， 施 設 経 営 面 か ら 人 件 費 に 回 す 余 裕 も な い

等 ， 理 想 と 現 実 の 乖 離 が 大 き く ， 理 屈 で は 解

決 で き な い 深 刻 な 問 題 が 研 究 対 象 者 の 発 言 か

ら 明 ら か に な っ た ．  

現 在 に お い て も Ad v a n c e  C a r e  P l a n n in g（ 以

下 AC P）と い う「 将 来 の 意 思 決 定 能 力 の 低 下

に 備 え て ， 今 後 の 医 療 ・ ケ ア ・ 療 養 に つ い て

本 人 と 家 族 な ど 大 切 な 人 お よ び 医 療 ・ ケ ア 提

供 者 が 本 人 の 価 値 観 や 選 好 に 基 づ き ， ど の よ

う に 生 き た い か の 人 生 ・ 生 活 の 目 標 を 共 有 し

な が ら 話 し 合 う 」プ ラ ン が あ る（ 厚 生 労 働 省 ，

人 生 会 議 し て み ま せ ん か ，2 0 2 1）．ど の よ う な

施 設 に 入 所 し て も 入 院 し て も ， ま た ， 在 宅 に

お い て も AC P が 運 用 さ れ ，活 か さ れ る の で あ

れ ば 上 記 の 問 題 も 解 決 す る で あ ろ う ． 地 域 包

括 シ ス テ ム の 構 築 と 実 現 に 向 け て ACP も 当

た り 前 に な る こ と を 願 う も の で あ る ．  

5 家 族 の 問 題 に ど こ ま で 介 入 可 能 か  

結 果 の 1 -3）で 述 べ た よ う に ，高 齢 者 の 意 思

が 尊 重 さ れ な い 事 柄 の 1 つ に ， 高 齢 者 を 抱 え

る 家 族 の 問 題 が あ る ．「 ど の よ う な 条 件 で あ ろ

う と も 介 護 を 拒 否 す る 家 族 」，「 病 院 が 手 の か

か ら な い 状 況 に し て か ら し か 介 護 を 引 き 受 け

た く な い 」と 言 っ た 条 件 付 き 家 族 ，「 在 宅 で 介

護 に 使 命 感 を 持 っ て 介 護 す る 人 が 納 得 の い く

介 護 を し た い 家 族 」 で あ る ．  

家 族 関 係 に は 長 い 歴 史 が あ り ， 様 々 な 出 来

事 を 乗 り 越 え 現 在 に 至 っ て い る ．し た が っ て ，

家 族 員 そ れ ぞ れ に 他 者 に は 理 解 で き な い 考 え

や 深 い 感 情 が あ る も の と 推 測 さ れ る ． 浜 崎 ら

（ 浜 崎 ， 堂 田 ， 2 0 0 9） は 高 齢 者 虐 待 の 対 応 困

難 事 例 に つ い て の 研 究 で 「 過 去 か ら 蓄 積 さ れ

た 家 族 員 の 力 関 係 が 逆 転 表 出 し た 事 例 」 に つ

い て 述 べ ， 家 族 関 係 の 長 い 歴 史 か ら く る 関 係

の 複 雑 さ を 明 ら か に し て い る ．  

筆 者 ら は ， 一 概 に 介 護 す る べ き と か ， 介 護

し て 当 た り 前 と い っ た 考 え は 通 用 し な い と ，

多 く の 家 族 か ら 教 え ら れ て き た ． 高 齢 者 が 病

院 や 特 養 か ら 住 み 慣 れ た 自 宅 に 帰 り た い と 祈

願 し て も 家 族 の 意 向 で 帰 れ な い 人 は 多 い の が

現 状 で あ る ． こ う し た 長 い 歴 史 を 背 負 っ た 家

族 の 中 に 看 護 師 は 果 た し て 介 入 す る こ と は 可

能 な の か と 疑 問 を 持 た ざ る を 得 な い ． こ こ に

至 る ま で に ， 一 般 的 に は 在 宅 に お け る 看 護 師

や ヘ ル パ ー の 役 割 や 具 体 的 な 援 助 の 方 法 な ど

に つ い て ，家 族 へ は 十 分 な 説 明 を 施 し て い る ．

ま た ， 家 族 が 自 由 に 外 出 や 仕 事 が 続 け ら れ る

よ う な 方 法 も 考 え 尽 く し 提 示 し て い る ． そ う

し た 説 明 に よ っ て 家 族 は 考 え を 変 え ， 対 象 者

が 自 宅 に 帰 れ る 場 合 は よ い が ， 根 強 い 家 族 の

関 係 か ら 生 ま れ る 問 題 に は ， ど の よ う な 介 入

を 試 み て も 結 果 は 変 わ ら な い こ と も あ る ． こ

の よ う な 場 合 は ， 看 護 師 の 限 界 と し て 地 方 自
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治 体 等 の 専 門 的 知 識 を 持 つ 職 者 が 地 域 包 括 ケ

ア シ ス テ ム 内 に 他 職 種 と し て 積 極 的 に 入 る こ

と を 期 待 す る も の で あ る ．  

Ⅴ おわりに 

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 ， 当 該

地 域 の 病 院 ， 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン ， 高 齢 者

施 設 等 が 連 携 し て 問 題 解 決 に あ た る 活 動 が 行

わ れ る よ う に な っ て き て い る ．  

地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム の 運 用 に あ た っ て は ，

高 齢 者 の 尊 厳 を 支 え ， 安 全 と 安 心 を 提 供 す る

と い っ た 視 点 か ら ， 対 象 者 は 一 定 の レ ベ ル を

保 証 し た ケ ア が 受 け ら れ て い る の か 否 か を 科

学 的 か つ 総 合 的 に 明 ら か に し て い か な け れ ば

な ら な い と 考 え る ．  

ま た ， 看 護 に 関 連 す る 研 究 報 告 を み て も ，

2 0 1 8 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 1 7），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 本 研 究 で は ， 病 院 ・ 高 齢 者 施 設 ・ 訪

問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 等 に 在 籍 し て い る 看 護 職

者 を 対 象 と し た グ ル ー プ デ ィ ス カ ッ シ ョ ン か

ら 高 齢 者 看 護 の 実 際 と と も に ， 現 在 の 発 生 し

て い る 問 題 と 今 後 の 課 題 等 を 明 ら か に す る こ

と を 目 的 と し た ．  

本 研 究 結 果 に お い て は ， 地 域 包 括 ケ ア シ ス

テ ム で 目 指 す 高 齢 者 の 尊 厳 の 保 持 と 自 立 生 活

に 関 す る 課 題 と ， 対 象 者 の 生 活 の 場 が 状 況 に

よ っ て 移 り 替 わ る 中 で ， 質 の 高 い 看 護 ケ ア を

継 続 し て い く 方 法 と し て ， 情 報 の 共 有 と い う

課 題 に 集 約 さ れ た ．  

高 齢 者 に 関 わ る 看 護 師 は ， 高 齢 者 の 身 体 機

能 ， 認 知 機 能 ， 環 境 適 応 機 能 そ れ ぞ れ が 低 下

し て い る と 同 時 に 相 互 に 関 連 し 合 っ て い る こ

と ， 多 く の 疾 病 も 持 っ て お り 諸 機 能 と の 関 係

も 認 め ら れ る こ と を 理 解 し て 看 護 に 当 た っ て

い た ． 高 齢 者 の 諸 機 能 の 低 下 と 疾 病 は ， 多 く

の 機 能 を 奪 っ て い く ． せ め て 残 さ れ た 機 能 を

維 持 す る こ と が 生 き る 力 に な る と 考 え 対 象 者

の 生 活 を 支 援 す る が ， 家 族 や 医 師 は 転 倒 ・ 徘

徊 等 の 危 険 か ら 中 止 を 余 儀 な く さ れ る こ と が

あ る ． ま た ， 病 院 や 施 設 の 退 院 ・ 退 所 後 ， 対

象 者 の 望 む 自 宅 療 養 は 家 族 の 意 向 が 優 先 し ，

高 齢 者 の 意 思 決 定 権 が 尊 重 さ れ な い こ と も 少

な く な い ． 高 齢 者 の 望 む と こ ろ で 安 ら か な 死

を 迎 え た い と 願 っ て も ， 医 師 が 常 駐 し な い 施

設 で は 最 後 は 病 院 に 運 ば れ る ． ま た ， 病 院 は

治 療 を 目 的 に す る た め ， 対 象 者 の 望 ま な い 苦

痛 な 治 療 も 施 さ れ て い た ．  

ま た ， 退 院 後 は 家 族 の 意 向 が 優 先 さ れ ， 対

象 者 が 自 宅 に 帰 り た い と 願 っ て も 受 け 入 れ ら

れ ず ， 自 宅 に 帰 れ な い 現 状 や 家 族 が 介 護 に 過

度 な 使 命 感 を 持 ち ， 対 象 者 の 考 え と は 別 に 介

護 者 の 方 針 で 介 護 が 行 わ れ る ． 言 い 換 え る と

介 護 対 象 者 は 自 由 を 失 っ た 生 活 を 余 儀 な く さ

れ る こ と に な っ て い た ．こ れ ら は ，い ず れ も ，

地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム の 目 指 す と こ ろ と 異 な

る も の で あ る ．  

次 に は ， 高 齢 の 対 象 者 が 病 院 ， 各 施 設 や 在

宅 へ と 移 動 す る に あ た っ て ， 科 学 的 根 拠 の 基

に 継 続 さ れ る た め に は 対 象 者 の 情 報 が 重 要 で

あ る こ と は 言 う ま で も な い ． し か し ， 病 院 内

の 各 科 を は じ め ， 病 院 か ら 訪 問 看 護 や 高 齢 者

施 設 へ ， 逆 に ， 在 宅 や 高 齢 者 施 設 か ら 病 院 へ

と い っ た 情 報 は ， 対 象 者 の 移 動 の ス ピ ー ド と

比 較 し て 付 い て 行 け て い な い の が 現 状 で あ っ

た ． ま た ， 医 療 や 看 護 ， 介 護 に 当 た る 人 た ち

の 間 で も 情 報 に 対 す る 認 識 に 大 き な 隔 た り が

み ら れ た ． し た が っ て ， 情 報 に 関 す る シ ス テ

ム の 構 築 も さ れ て い な い た め ， 提 供 と 活 用 が

不 十 分 で あ る と い う 問 題 点 が 挙 げ ら れ た ．  

病 院 内 で は ， 電 子 カ ル テ ， 患 者 シ ー ト ， 退

院 カ ン フ ァ レ ン ス 等 を 活 用 し ， 看 護 ケ ア 継 続

を 目 指 し た 情 報 内 容 の 精 査 と そ れ を 意 図 し た

活 用 に つ い て 検 討 し て い く 必 要 が あ る ．一 方 ，

病 院 ， 各 施 設 ， 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン と い っ

た 他 施 設 へ の 情 報 提 供 は 個 人 情 報 保 護 の 立 場
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か ら 今 後 の 検 討 課 題 で あ る と 考 え る ．  
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「 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．   
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Abstract   

The Community-based Integrated Care System aims to maintain the dignity of the elderly and support 

their independent living. Although there have been proposals on how the community-based integlated 

care system should be based on the revision of medical treatment fees and long-term care fees since 

2018, reports clarifying the actual situation and future issues have not yet caught up. Therefore, the 

purpose of this study was to clarify the actual situation of nursing care for the elderly, as well as the 

current problems and future issues, through group discussions with nurses working in hospitals, elderly 

care facilities, and home nursing stations. The results of this study showed a contradiction between the 

characteristics of elderly patients and the direction that nursing aims to take. In particular, the decline 

in various functions of the elderly is interrelated and dangerous. However, the contradiction arises when 

we try to maintain the residual functions of the elderly, which is not supported from the standpoint of 

safety. In addition, the decision-making rights of the elderly were not respected, and were influenced 

by their family's living conditions and will. On the other hand, many issues were revealed regarding the 

operation of the community-based integlated care system, such as insufficient understanding of the 

situation of the target patients through cooperation within the hospital, issues regarding the transition 

from discharge to home nursing, and the gap between the purpose of the residential facility and the 

wishes of the target elderly. In the future, we believe that the entire community should try to find a way 

to move even a single step closer to the objectives of the system by exercising manpower and working 

together. 
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