
Part 2

提言

医
療
法
人
ゆ
う
の
森
理
事
長　

永
井
康
徳

患
者
の
希
望
の
実
現
を
重
視
し

“
選
ば
れ
る
診
療
所
”を
つ
く
る

Focus

1　

多
職
種
に
よ
る
食
支
援
や
Ｑ
Ｏ
Ｌ
の
高
い
看
取
り
、
さ
ら
に
は
へ
き
地
医
療
支
援
な
ど
、
全
国
の
在
宅
医
療
関
係
者
が
そ
の

取
り
組
み
を
注
目
し
て
い
る
、
医
療
法
人
ゆ
う
の
森
た
ん
ぽ
ぽ
ク
リ
ニ
ッ
ク
。
そ
の
か
じ
取
り
を
行
っ
て
き
た
永
井
康
徳
理
事

長
に
、
今
後
の
在
宅
医
療
の
方
向
性
、
地
域
か
ら
支
持
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
取
り
組
み
な
ど
に
つ
い
て
聞
き
ま
し
た
。

無
で
し
た
が
、
現
在
は
10
以
上
に
増
え
て

い
ま
す
。

そ
う
な
る
と
、
地
域
の
病
院
や
患
者
さ

ん
か
ら
選
ば
れ
る
た
め
の
差
別
化
要
素
が

必
要
で
あ
り
、
そ
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
の

１
つ
は
、
病
院
に
お
け
る
退
院
困
難
事
例

（
図
表
）へ
の
対
応
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

か
か
り
つ
け
医
が
在
宅
で
受
け
入
れ
る

こ
と
が
で
き
な
い
患
者
さ
ん
を
ど
う
診
て

い
く
か
。
も
は
や
24
時
間
３
６
５
日
対
応

は
前
提
条
件
で
あ
り
、
訪
問
診
療
中
心
の

診
療
所
と
し
て
は
、「
入
院
前
に
比
べ
て

Ａ
Ｄ
Ｌ
が
低
下
し
、
退
院
後
の
生
活
様
式

の
再
編
が
必
要
で
あ
る
」な
ど
の
退
院
困

難
事
例
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
か
ど
う
か
が

問
わ
れ
る
時
代
に
突
入
し
て
い
る
と
言
え

ま
す
。

診
療
所
経
営
の
観
点
か
ら
結
論
め
い
た

こ
と
を
言
う
と
、
退
院
困
難
事
例
を
受
け

入
れ
ら
れ
る
体
制
や
患
者
さ
ん
の
Ｑ
Ｏ
Ｌ

を
追
求
す
る
体
制
を
整
え
、
そ
の
情
報
を

き
ち
ん
と
発
信
し
て
認
知
さ
れ
る
こ
と
が

重
要
で
す
。

王
道
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
今
後
選
ば

れ
る
在
宅
医
療
機
関
と
な
る
た
め
に
は
、「
こ

こ
で
最
期
ま
で
診
て
も
ら
お
う
」「（
重
症

者
で
も
）あ
そ
こ
に
任
せ
れ
ば
安
心
だ
」と

言
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
の
取
り
組
み

を
積
み
上
げ
て
い
く
こ
と
だ
と
考
え
て
い

ま
す
。

病
床
を
持
つ
こ
と
で

患
者
・
家
族
の
負
担
を
軽
減

―
―
そ
の
一
環
と
し
て
、
16
年
に
は
16
床

の
有
床
診
療
所（
以
下
、
有
床
診
）に
転

換
さ
れ
ま
し
た
。
病
床
を
持
つ
こ
と
は
、

退
院
困
難
事
例
へ
の
対
応
や
看
取
り
な

ど
に
つ
な
が
り
ま
す
か
。

永
井　
結
論
か
ら
言
う
と
、
病
床
が
あ

る
こ
と
が
、
他
の
訪
問
診
療
中
心
の
診
療

所
と
の
差
別
化
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
１
つ
は「
看
取
り
」機
能
の
強
化
で

す
。
私
は
看
取
り
の
質
を
高
め
る
た
め
に

は
次
の
８
つ
が
必
要
に
な
る
と
考
え
て
い

ま
す
。

１
．
不
安
を
取
り
除
く

２
．
信
頼
関
係
を
つ
く
る

３
．
死
に
向
き
合
う

４
．
と
こ
と
ん
楽
に
す
る

５
．
医
療
を
最
小
限
に
す
る

６
．
亡
く
な
る
最
期
ま
で
食
べ
る

７
．
患
者
の
や
り
た
い
こ
と
を
支
援
す
る

８
．�一
緒
に
悩
み
、
納
得
で
き
る
意
思
決

定
の
過
程
を
踏
む

選
ば
れ
る
た
め
に
不
可
欠
な

退
院
困
難
事
例
の
受
け
入
れ

―
―
最
初
に
今
後
の
在
宅
医
療
の
ニ
ー

ズ
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す

か
。

永
井　
厚
生
労
働
省
の
試
算
な
ど
に
も

あ
る
と
お
り
、
85
歳
以
上
の
高
齢
者
人
口

は
増
え
、
当
然
在
宅
医
療
の
需
要
自
体
は

今
後
も
増
え
て
い
き
ま
す
。
た
だ
し
、
市

場
は
大
き
く
変
化
し
て
い
く
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。
訪
問
診
療
を
行
う
診
療
所
は

も
ち
ろ
ん
、
在
宅
療
養
支
援
病
院
も
増

え
て
い
ま
す
し
、
診
療
報
酬
単
価
は
下

が
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
か
ら
、
競
争
は
激

し
く
な
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。
実
際
、

私
が
開
業
し
た
２
０
０
０
年
当
時
、
松
山

市
内
に
訪
問
診
療
中
心
の
診
療
所
は
皆
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パイオニアたちが描く
在宅医療の未来戦略特集

自
宅
で
穏
や
か
な
生
活
を
送
る
こ
と
が
で

き
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
い
よ
い
よ
看
取
り
が
近
づ
い

た
時
、
家
族
だ
け
で
は
支
え
切
れ
な
い
だ

ろ
う
と
考
え
て
、
こ
ち
ら
か
ら
緩
和
ケ
ア

病
棟
へ
の
入
院
を
勧
め
ま
し
た
。
そ
う
し

た
と
こ
ろ
、家
族
か
ら
は
入
院
を
拒
ま
れ
、

「
入
院
す
る
と
新
し
い
人
間
関
係
を
つ
く

る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
は
私
た
ち
に
と
っ

て
非
常
に
大
変
な
こ
と
な
の
で
す
」と
言

わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
言
葉
に
、
ハ
ッ
と
さ

せ
ら
れ
ま
し
た
。

入
院
し
た
場
合
、
当
然
、
患
者
さ
ん
や

家
族
は
そ
の
病
院
の
医
師
や
看
護
師
な
ど

新
し
い
人
間
関
係
を
築
か
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
そ
の
心
身
の
苦
労
は
相
当
な
も

の
だ
と
気
づ
い
た
の
で
す
。
私
た
ち
が
病

床
を
持
っ
て
い
れ
ば
、
そ
う
し
た
問
題
は

生
じ
ま
せ
ん
。
患
者
さ
ん
と
家
族
の
不
安

を
解
消
し
よ
う
。
こ
れ
が
有
床
診
を
開
設

す
る
こ
と
に
し
た
根
本
的
な
目
的
で
す
。

ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
機
能
で

重
症
患
者
の
紹
介
が
増
え
る

―
―「
看
取
り
」機
能
の
強
化
の
ほ
か
に

は
、
ど
の
よ
う
な
差
別
化
要
因
が
あ
り

ま
す
か
。

永
井　
現
在
、
当
院
の
病
床
は「
看
取
り
」

機
能
の
ほ
か
に
、「
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
」「
レ

ス
パ
イ
ト
」「
食
支
援
」「
医
療
型
短
期
入

所
」と
い
う
５
つ
の
機
能
を
発
揮
し
て
く

れ
て
い
ま
す
。
順
を
追
っ
て
簡
単
に
説
明

し
ま
す
。

ま
ず
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
機
能
と
は
、
簡
単

に
言
う
と
、
患
者
さ
ん
が
急
性
期
病
院
か

ら
在
宅
へ
の
移
行
前
に
一
時
入
院
し
、
在

宅
復
帰
準
備
を
行
う
受
け
皿
と
し
て
の
機

能
で
す
。
病
院
で
の
急
性
期
医
療
を
終
え

て
も
、
そ
の
ま
ま
在
宅
に
戻
る
こ
と
に
対

し
て
不
安
を
持
つ
患
者
さ
ん
や
家
族
、
さ

ら
に
は
医
師
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。「
こ

ん
な
重
症
な
患
者
さ
ん
を
自
宅
で
診
る
の

は
無
理
だ
ろ
う
」と
。

そ
こ
で
一
旦
、
有
床
診
に
転
院
し
て
も

ら
い
、
そ
こ
で
私
た
ち
が
在
宅
復
帰
に
向

け
た
支
援
を
行
う
こ
と
で
、
不
安
を
解
消

し
な
が
ら
在
宅
に
戻
し
て
い
く
と
い
う
ス

キ
ー
ム
で
す
。

こ
の
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
機
能
を
整
備
し
た

こ
と
で
、
在
宅
医
療
の
現
場
経
験
の
な
い

急
性
期
病
院
の
医
師
で
あ
っ
て
も
安
心
し

て
患
者
さ
ん
を
送
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
結
果
的
に
診
療
報
酬
単
価
の

比
較
的
高
い
重
症
な
患
者
さ
ん
が
多
く

紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ほ
か
、
24
時

間
医
療
者
が
い
る「
病
床
が
あ
る
」と
い

う
安
心
感
か
ら
そ
の
他
の
患
者
さ
ん
の
紹

介
件
数
も
増
え
ま
し
た
。
経
営
的
に
も
貢

献
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。

次
に
レ
ス
パ
イ
ト
機
能
で
す
が
、
在
宅

医
療
の
継
続
性
を
確
保
し
て
い
く
う
え
で

は
、
患
者
さ
ん
、
特
に
重
症
な
患
者
さ
ん

を
支
え
て
い
る
家
族
へ
の
配
慮
も
欠
か
せ

ま
せ
ん
。
家
族
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
を
目
的
と

し
た
レ
ス
パ
イ
ト
機
能
を
発
揮
で
き
る
の

も
有
床
診
な
ら
で
は
の
強
み
だ
と
言
え
ま

す
。ま

た
、
重
症
な
患
者
さ
ん
の
生
活
を
支

え
て
い
く
た
め
に
は
、
地
域
の
医
療
介
護

従
事
者
な
ど
に
よ
る
多
職
種
連
携
が
不

可
欠
で
あ
り
、
そ
の
究
極
の
形
が
食
支
援

機
能
だ
と
思
い
ま
す
。

「
最
期
ま
で
食
べ
た
い
」と

県
外
か
ら
移
住
す
る
患
者
も
い
る

―
―
な
ぜ
、
食
支
援
が
重
要
な
ポ
イ
ン

ト
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

永
井　
在
宅
患
者
さ
ん
は
近
い
将
来
、
口

か
ら
食
べ
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
問
題
に

直
面
し
ま
す
。
最
期
ま
で
点
滴
を
含
め
た

医
療
を
続
け
る
の
か
、
医
療
を
最
小
限
に

し
て
食
べ
た
い
も
の
を
食
べ
る
こ
と
を
優

先
す
る
の
か
。
Ａ
Ｃ
Ｐ
の
観
点
か
ら
も
食

べ
ら
れ
な
く
な
っ
た
ら
ど
う
す
る
の
か
を

早
い
段
階
で
考
え
る
こ
と
は
重
要
で
す
。

食
支
援
に
関
し
て
は
具
体
的
な
活
動
と

し
て
、
介
護
食
士
の
資
格
を
持
つ
調
理
師

と
管
理
栄
養
士
、言
語
聴
覚
士
が
連
携
し
、

患
者
さ
ん
に
と
っ
て
最
適
な
嚥
下
調
整
食

を
提
供
し
て
い
ま
す
。ま
た「
た
ん
ぽ
ぽ
ク
ッ

従
前
、
当
院
で
は
約
85
％
の
患
者
さ
ん

を
居
宅
で
看
取
っ
て
い
ま
し
た
。
残
り

15
％
に
つ
い
て
は
介
護
力
や
本
人
お
よ
び

家
族
の
不
安
な
ど
が
、
原
因
と
な
り
病
院

で
最
期
を
迎
え
て
い
ま
し
た
。
こ
の
数
字

自
体
に
つ
い
て
当
初
、「
仕
方
な
い
か
な
」

と
捉
え
て
い
た
の
で
す
が
、
あ
る
患
者
さ

ん
と
の
出
会
い
で
一
変
し
ま
し
た
。
50
代

の
末
期
が
ん
の
女
性
で
し
た
。

家
族
に
も
障
害
が
あ
っ
た
た
め
、
在
宅

で
の
療
養
は
、本
人
や
家
族
は
も
ち
ろ
ん
、

私
た
ち
に
も
不
安
感
が
あ
り
ま
し
た
。
そ

れ
で
も
行
政
と
も
連
携
し
て
何
と
か
在
宅

療
養
を
支
援
し
た
結
果
、病
状
は
安
定
し
、

急性期
一般入院料 
1(n=356)

急性期
一般入院料

2～ 3(n=46)

急性期
一般入院料

4～6(n=170)

地域包括ケア病棟入
院料・入院医療管理

料 (n=82)

回復期リハビリ
テー ション病棟入

院料 (n=94)
①悪性腫瘍、認知症又は誤嚥性肺炎等の急性呼吸

器感染症のいずれかであること 15.1% 13.4% 14.5% 8.8% 5.5%

②緊急入院であること 31.5% 27.0% 20.1% 16.5% 12.1%

③要介護状態であるとの疑いがあるが要介
護認定が未申請であること 4.8% 5.1% 5.2% 5.1% 5.4%

④家族又は同居者から虐待を受けている又
はその疑いがあること 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1%

⑤生活困窮者であること 0.8% 1.1% 0.9% 1.8% 0.5%

⑥入院前に比べADLが低下し、退院後の
生活様式の再編が必要であるこ と（必要
と推測されること）

24.7% 25.0% 31.6% 40.7% 51.3%

⑦排泄に介助を要すること 5.0% 6.9% 5.3% 5.8% 6.4%
⑧同居者の有無に関わらず、必要な養育又は

介護を十分に提供できる状 況にないこと 4.9% 7.2% 7.6% 8.0% 6.9%

⑨退院後に医療処置（胃瘻等の経管栄養法
を含む）が必要なこと 4.2% 4.3% 4.7% 4.5% 3.7%

⑩入退院を繰り返していること 2.9% 3.8% 4.9% 4.7% 3.4%
⑪入院治療を行っても長期的な低栄養状態

となることが見込まれること 0.4% 0.8% 1.1% 1.2% 0.3%

⑫家族に対する介護や介護等を日常的に
行っている児童等であること 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%

⑬児童等の家族から、介助や介護等を日常
的に受けていること 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

⑭その他患者の状況から判断して①から⑬ま
でに準ずると認められる場 合 5.4% 5.2% 4.2% 2.5% 4.4%

図表　入院料別の入退院支援加算の対象者における「退院困難な要因」

出典：厚生労働省「新たな地域医療構想を通じて目指すべき医療について」
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Part 2
提言

Focus

1

と
思
い
ま
す
が
、
採
算
は
と
れ
て
い
る
の

で
す
か
。

永
井　
も
ち
ろ
ん
、
嚥
下
食
に
関
し
て
は

法
人
か
ら
の
持
ち
出
し
で
す
。
し
か
し
、

そ
ん
な
に
多
額
の
お
金
が
か
か
る
も
の
で

は
な
い
し
、
そ
れ
で
患
者
さ
ん
本
人
に
喜

ん
で
も
ら
え
、
当
法
人
の
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン

グ
に
も
な
り
、
医
療
の
質
を
向
上
さ
せ
る

こ
と
で
ス
タ
ッ
フ
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の

向
上
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
費
用
対

効
果
は
高
い
と
思
い
ま
す
。

理
想
は
診
療
報
酬
で
認
め
て
も
ら
う
こ

と
で
す
が
、
重
症
患
者
さ
ん
の
受
け
入
れ

や
看
取
り
に
関
し
て
も
当
初
は
特
別
な
点

数
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
２
０
２
４
年

改
定
で
も
管
理
栄
養
士
は
往
診
の
基
準
で

配
置
が
努
力
義
務
と
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の

取
り
組
み
が
必
要
だ
と
判
断
さ
れ
れ
ば
、

制
度
に
反
映
さ
れ
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
学

会
等
で
の
情
報
発
信
は
続
け
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

直
接
的
な
収
益
と
い
う
と
、
小
児
か
ら

若
年
者
を
対
象
に
人
工
呼
吸
器
管
理
や
吸

引
、
経
管
栄
養
等
の
医
療
的
ケ
ア
を
必
要

と
す
る
方
へ
の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
や
宿
泊
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
す
る「
障
害
短
期
入
所
」の

方
が
大
き
い
で
す
。
こ
の
報
酬
は
医
療
保

険
で
は
な
く
福
祉
制
度
か
ら
の
報
酬
な
の

で
、
比
較
的
、
手
厚
い
報
酬
が
あ
り
、
経

営
改
善
に
大
き
く
寄
与
し
て
く
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
厚
生
労
働
省
も
有
床
診
を

再
評
価
す
る
流
れ
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
、

そ
れ
で
も
ま
だ
有
床
診
単
体
で
考
え
る
と
、

マ
イ
ナ
ス
で
あ
り
、
よ
う
や
く「
ト
ン
ト

ン
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
」と
い
う
の
が
実

情
で
す
。

患
者
数
を
増
や
す
こ
と
で

24
年
度
改
定
で
も
プ
ラ
ス
に

―
―
２
０
２
４
年
度
診
療
報
酬
改
定
の

影
響
は
ど
う
で
す
か
。

永
井　
６
月
は
落
ち
ま
し
た
が
、
７
月
以

降
は
前
年
度
比
プ
ラ
ス
と
な
っ
て
い
ま

す
。
患
者
1
人
当
た
り
単
価
は
落
ち
た

も
の
の
、
患
者
数
が
大
幅
に
増
え
た
か
ら

で
す
。

24
年
度
改
定
は
２
月
に
答
申
、
６
月

施
行
だ
っ
た
た
め
、
幸
い
な
こ
と
に
あ
る

程
度
準
備
期
間
が
あ
り
ま
し
た
。
答
申

が
出
た
段
階
で
こ
の
ま
ま
だ
と
マ
イ
ナ
ス

に
な
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
、
４
月
か

ら
認
知
活
動
や
渉
外
活
動
を
強
化
し
た
の

で
す
。
そ
の
活
動
が
実
を
結
び
、
こ
れ
ま

で
月
30
人
程
度
で
あ
っ
た
紹
介
患
者
さ
ん

の
数
が
月
約
50
人
ま
で
増
え
ま
し
た
。
ク

リ
ニ
ッ
ク
経
営
の
王
道
は
や
は
り「
患
者

数
の
増
加
」で
す
。
診
療
報
酬
に
つ
い
て

言
う
と
、
改
定
後
に
自
分
た
ち
の
方
向
性

を
変
え
る
の
で
は
な
く
、
診
療
報
酬
に
左

右
さ
れ
ず
に
、
患
者
や
地
域
に
必
要
な
こ

と
を
先
駆
け
て
行
っ
て
い
く
こ
と
が
大
切

で
す

―
―
患
者
数
が
増
え
る
と
現
場
の
負
担

が
大
き
く
な
り
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
対

策
を
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

永
井　
以
前
か
ら
現
場
の
負
担
に
な
り

す
ぎ
な
い
余
裕
を
持
っ
た
体
制
を
敷
い
て

き
ま
し
た
。
当
院
に
は
現
在
10
人
の
常
勤

医
に
対
し
て
、
患
者
数
は
６
０
０
人
。
単

純
計
算
に
は
な
り
ま
す
が
、
1
人
当
た
り

60
人
で
そ
れ
ほ
ど
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
私

と
し
て
は
収
益
を
追
う
の
で
は
な
く
、
全

体
と
し
て
黒
字
に
な
れ
ば
い
い
と
考
え
て

い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
マ
ン
パ
ワ
ー
の
裏

付
け
な
し
に
患
者
数
を
増
や
す
こ
と
は
せ

ず
、
必
要
に
応
じ
て
す
ぐ
に
往
診
で
き
る

よ
う
な
余
裕
を
も
っ
た
対
応
が
で
き
る
体

制
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

地
域
貢
献
や
働
き
や
す
い
環
境
な
ど

医
師
を
集
め
る
３
つ
の
工
夫

―
―
医
療
者
、
と
り
わ
け
医
師
の
採
用

は
地
方
の
診
療
所
で
は
大
き
な
課
題
と

な
っ
て
い
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
工
夫
を
し

て
い
ま
す
か
。

永
井　
大
き
く
3
つ
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る

と
考
え
て
い
ま
す

１
つ
目
は
患
者
さ
ん
や
地
域
の
た
め
に

な
る
活
動
を
し
て
、
取
り
組
み
内
容
等
を

き
ち
ん
と
発
信
す
る
こ
と
で
す
。

ク
ラ
ボ
」と
い
う
研
究
室
を
設
け
、
日
々

患
者
さ
ん
が
食
べ
や
す
い
調
理
の
仕
方
に

つ
い
て
の
研
究
も
行
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
今
年
の「
第
11
回
嚥
下
食
メ

ニ
ュ
ー
コ
ン
テ
ス
ト
」決
勝
審
査
会（
一
般

社
団
法
人
日
本
医
療
福
祉
セ
ン
ト
ラ
ル

キ
ッ
チ
ン
協
会
、嚥
下
食
ド
ッ
ト
コ
ム
主
催
）

に
お
い
て
、
私
た
ち
が
提
供
し
た「
和
牛

の
寒
天
ス
テ
ー
キ
と
フ
ォ
ア
グ
ラ
風
ム
ー
ス

の
五
感
で
楽
し
む
ロ
ッ
シ
ー
ニ
ス
タ
イ
ル
」

が
最
優
秀
グ
ラ
ン
プ
リ
に
選
ば
れ
ま
し
た
。

コ
ン
テ
ス
ト
で
は
料
理
の
技
術
や
味
は
も

ち
ろ
ん
、
普
段
か
ら
ど
の
よ
う
な
姿
勢
で

嚥
下
調
整
食
の
調
理
に
携
わ
っ
て
い
る
か

も
審
査
対
象
と
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
最

優
秀
グ
ラ
ン
プ
リ
は
ス
タ
ッ
フ
全
員
が
認

め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
非
常
に

う
れ
し
か
っ
た
で
す
。

こ
の
食
支
援
機
能
の
充
実
は
評
判
を
呼

び
、全
国
か
ら
問
い
合
わ
せ
が
あ
り
ま
す
。

最
期
ま
で
好
き
な
も
の
を
食
べ
た
い
と
、

松
山
市
外
は
も
ち
ろ
ん
、
愛
媛
県
外
か
ら

も
移
り
住
ん
で
く
る
方
も
い
ま
す
。
他
の

在
宅
医
療
機
関
と
の
差
別
化
の
大
き
な
ポ

イ
ン
ト
の
1
つ
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

障
害
短
期
入
所
に
よ
っ
て

マ
イ
ナ
ス
を
カ
バ
ー
す
る

―
―
現
状
、
素
晴
ら
し
い
嚥
下
調
整
食

に
対
す
る
診
療
報
酬
上
の
評
価
は
な
い
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パイオニアたちが描く
在宅医療の未来戦略特集

働
く
と
疲
弊
す
る
こ
と
が
目
に
見
え
て
い

る
か
ら
で
す
。

複
数
体
制
で
業
務
を
シ
ェ
ア
で
き
る
疲

弊
し
な
い
シ
ス
テ
ム
の
構
築
が
必
要
で
あ

り
、
た
と
え
ば
24
時
間
体
制
を
敷
く
の
で

あ
れ
ば
、
医
師
は
４
人
程
度
必
要
に
な
る

で
し
ょ
う
。

３
つ
目
は
教
育
研
修
機
能
で
す
。
当
院

は
毎
年
３
０
人
程
度
の
研
修
医
を
受
け
入

れ
て
い
る
ほ
か
、
在
宅
医
療
認
定
専
門
医

を
目
指
す
医
師
の
た
め
の
在
宅
医
療
研
修

プ
ロ
グ
ラ
ム
も
整
備
し
て
い
ま
す
。

ま
た
当
院
で
は
在
宅
ク
リ
ニ
ッ
ク
の
開

業
支
援
も
行
っ
て
お
り
、
現
在
、
12
人
の

医
師
が
全
国
へ
巣
立
っ
て
い
ま
す
。
開
業

支
援
を
行
う
こ
と
で
若
い
や
る
気
の
あ
る

医
師
が
集
ま
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

―
―
診
療
所
経
営
の
方
向
性
と
し
て
は

永
井
先
生
の
よ
う
に
1
つ
の
診
療
所
の

規
模
を
大
き
く
す
る
こ
と
と
、
分
院
展

開
し
て
い
く
方
法
も
あ
り
ま
す
。
分
院

展
開
を
選
択
す
る
開
業
医
が
多
い
な
か
、

あ
え
て
そ
の
道
を
選
ば
な
い
の
は
な
ぜ

で
す
か
。

永
井　
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
質
を
担
保
す
る

の
が
難
し
く
な
る
か
ら
で
す
。
患
者
数

３
０
０
人
が
分
院
展
開
の
分
水
嶺
に
な
る

と
思
い
ま
す
が
、
規
模
の
拡
大
が
目
的
で

は
な
い
の
で
現
状
、
分
院
展
開
は
考
え
て

い
ま
せ
ん
。

へ
き
地
医
療
を
支
え
る
に
は

経
営
的
に
も
在
宅
医
療
が
重
要

―
―
最
後
に
へ
き
地
に
お
け
る
在
宅
医

療
に
つ
い
て
お
聞
き
し
ま
す
。
松
山
市

か
ら
１
０
０
㎞
離
れ
た
西
予
市
の
俵
津

地
区
で
、
へ
き
地
診
療
所
を
立
て
直
す

「
俵
津
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」を
続
け
て
い
ま

す
。
そ
の
減
少
と
将
来
を
ど
う
み
て
い

ま
す
か
。

永
井　
西
予
市
明
浜
町
俵
津
は
人
口

１
０
０
０
人
程
度
で
、
高
齢
化
率
は
約

50
%
と
い
う
、
日
本
の
高
齢
化
を
先
取
り

し
て
い
る
地
域
で
す
。「
こ
の
ま
ま
だ
と

診
療
所
が
な
く
な
る
の
で
、
何
と
か
し
て

ほ
し
い
」と
い
う
地
域
住
民
か
ら
の
働
き

か
け
が
あ
り
、
２
０
１
２
年
か
ら
た
ん
ぽ

ぽ
俵
津
診
療
所
の
運
営
を
行
っ
て
い
ま

す
。現

在
は
本
院
の
医
師
が
曜
日
ご
と
に
交

代
で
勤
務
し
て
い
ま
す
。へ
き
地
に
お
い
て
、

１
人
で
24
時
間
３
６
５
日
診
る
の
は
心
身

の
負
担
が
大
き
い
た
め
に
、
カ
リ
ス
マ
的

な
医
師
に
し
か
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
複

数
医
師
に
よ
る
交
代
勤
務
制
に
し
た
の
で

す
。先

ほ
ど
の
分
院
の
話
に
も
あ
り
ま
し
た

が
、複
数
医
師
に
よ
る
交
代
勤
務
の
場
合
、

診
療
方
針
を
含
め
た
情
報
共
有
が
課
題

に
な
り
ま
す
が
、
電
子
カ
ル
テ
や
グ
ル
ー

プ
ウ
ェ
ア
な
ど
の
ツ
ー
ル
に
加
え
、
毎
朝

30
分
程
度
、
本
院
と
オ
ン
ラ
イ
ン
で
つ
な

い
で
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
行
う
こ
と
で
情
報

共
有
や
価
値
観
の
統
一
を
図
っ
て
い
ま
す
。

同
院
は
我
々
が
は
い
る
前
は
国
保
俵
津

診
療
所
と
し
て
運
営
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

年
間
３
０
０
０
万
円
も
の
赤
字
を
出
し
て

い
ま
し
た
。
し
か
し
我
々
が
か
か
わ
る
こ

と
で
黒
字
経
営
に
転
換
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
在
宅
医
療
が

あ
り
ま
す
。
外
来
よ
り
も
診
療
報
酬
が

高
い
こ
と
に
加
え
、
24
時
間
３
６
５
日
往

診
対
応
で
き
る
体
制
を
構
築
し
た
結
果
、

町
外
に
流
れ
て
い
た
患
者
さ
ん
も
戻
っ
て

き
た
の
で
す
。

た
だ
、
人
口
減
少
の
流
れ
を
受
け
て
経

営
的
に
厳
し
く
な
っ
て
い
る
の
も
事
実
で

あ
り
、
診
療
範
囲
を
広
げ
る
こ
と
で
採
算

を
確
保
し
て
い
る
と
い
う
状
況
で
す
。

―
―
最
後
に
今
後
の
戦
略
や
取
り
組
み

を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

永
井　
私
が
現
在
最
も
関
心
を
も
っ
て
い

る
の
は
、
私
た
ち
の
後
に
続
く
人
た
ち
を

育
て
る
こ
と
で
す
。
当
院
で
研
修
あ
る
い

は
働
い
た
こ
と
が
あ
る
人
た
ち
が
他
の
地

域
に
も
広
が
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
在

宅
医
療
と
い
う
花
を
咲
か
せ
て
ほ
し
い
。

そ
れ
こ
そ
タ
ン
ポ
ポ
の
種
が
広
く
飛
ん

で
、
た
く
さ
ん
の
花
を
咲
か
せ
る
よ
う
に

で
す
。

そ
の
取
り
組
み
の
方
向
性
は
さ
ま
ざ
ま

で
し
ょ
う
が
、「
こ
の
診
療
所
で
診
て
も
ら

い
た
い
か
ら
と
、患
者
さ
ん
や
家
族
が
引
っ

越
し
て
く
る
」レ
ベ
ル
の
も
の
が
必
要
で
す
。

当
院
で
は
、
こ
れ
ま
で
必
要
な
イ
ン
フ

ラ
を
整
備
し
、
医
療
を
最
小
限
に
抑
え
て

食
支
援
を
含
め
た
自
然
な
最
期
を
迎
え

ら
れ
る
取
り
組
み
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
本
を
出
し
た
り
、

講
演
し
た
り
、
Y
o
u
T
u
b
e
で
動
画

配
信
し
た
り
し
て
い
ま
す
。そ
の
結
果
、「
こ

こ
で
働
き
た
い
」と
モ
チ
ベ
―
シ
ョ
ン
の
高

い
医
師
が
き
て
く
れ
て
い
ま
す
。

2
つ
目
は
余
裕
の
あ
る
診
療
体
制
を

敷
く
こ
と
で
す
。
医
師
１
人
で
24
時
間
体

制
に
四
苦
八
苦
し
て
い
る
よ
う
な
診
療
所

で
働
き
た
い
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
で

永井康徳
医療法人ゆうの森理事長

ながい やすのり●1966年生まれ。愛
媛大学医学部を卒業後の９６年、今の
愛媛県西予市にあった国保俵津診療所
所長に就任。2000年、在宅医療専門
診療所「たんぽぽクリニック」を松山市に
開設した。「たんぽぽクリニック」や国保
俵津診療所を引き継いだ僻地診療所「た
んぽぽ俵津診療所」の運営を手がける。
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