
老人の専門医療を考える会 

 

 

 

  どうする老人医療これからの老人病院（Part30） 
 
 

    ご存知ですか？ 

後期高齢者医療制度 

         （PartⅡ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３０回全国シンポジウム 

平成２０年２月２３日 

大手町サンケイプラザ 



 
目  次 

 
 

１．プログラム ·················································  1 

 

２．講師略歴 ···················································  2 

 

３．開会挨拶 ···················································  4 

 

４．基調講演 「後期高齢者医療制度について」····················  7 

 平 井 基 陽 
日本医師会「高齢者の診療報酬体系検討委員会」委員 

 
５．現場からの発言Ⅰ「後期高齢者医療制度で在宅医療に求められるもの」… 29 

照 沼 秀 也 
医療法人社団いばらき会いばらき診療所 理事長 

 

         Ⅱ「後期高齢者医療制度の中での老人医療」·····  39 

富 家 隆 樹 
医療法人社団富家会富家病院 理事長 

 

 Ⅲ「老人医療の変遷からみた後期高齢者医療制度」 

～病院の今後の役割～ ·····················  62 

大 川 博 樹 
南小樽病院 病院長 

 

 
６．シンポジウム ··············································  99 

 シンポジスト  平井基陽、照沼秀也 
富家隆樹、大川博樹 

 

 座     長  齊藤正身 
医療法人真正会霞ヶ関南病院 理事長 
 
 



 

 
プログラム 

 
 
１３：３０ 開会挨拶 

平 井 基 陽 
老人の専門医療を考える会 会長 

 
１３：４０ 基調講演「後期高齢者医療制度について」 

平 井 基 陽 
日本医師会「高齢者の診療報酬体系検討委員会」委員 

 
１４：３０ 現場からの発言Ⅰ「後期高齢者医療制度で在宅医療に求められるもの」 

照 沼 秀 也 
医療法人社団いばらき会いばらき診療所 理事長 

 
１４：５０ 現場からの発言Ⅱ「後期高齢者医療制度の中での老人医療」 

富 家 隆 樹 
医療法人社団富家会富家病院 理事長 

 
１５：１０ 現場からの発言Ⅲ 

「老人医療の変遷からみた後期高齢者医療制度」～病院の今後の役割～ 

大 川 博 樹 
南小樽病院 病院長 

 
１５：３０ 休憩 
 
１５：４５ シンポジウム 「制度改正で変わること、変わらないこと」 

シンポジスト 平井基陽、照沼秀也、富家隆樹、大川博樹 
座  長    齊藤正身（医療法人真正会霞ヶ関南病院 理事長） 

 
１７：００ 終了 

 
 

総合司会：山上久（老人の専門医療を考える会副会長） 



 

 
講師略歴 

 

 

平井基陽
ひらいもとはる

 
 
日本医師会「高齢者の診療報酬体系検討委員会」委員 

医療法人鴻池会秋津鴻池病院 理事長 
 
昭和４７年 山口大学医学部卒業、大阪大学・高次神経研究施設 

昭和５５年 医学博士（大阪大学）授与、奈良県立医科大学精神医学教室 

昭和６０年 奈良県立医科大学助教授 

平成 ２年 医療法人鴻池会秋津鴻池病院院長 

平成 ９年 医療法人鴻池会理事長 

平成１６年 奈良県立医科大学臨床教授 

 

 
 

照沼秀也
てるぬまひでや

 
 
医療法人社団いばらき会いばらき診療所 理事長 
 
昭和６１年 浜松医科大学医学部卒業、浜松医科大学第二外科入局 

平成 ５年 浜松医科大学第二生化学大学院卒業、駿河西病院副院長 

平成 ８年 いばらき診療所開設 

平成１０年 医療法人社団いばらき会設立、理事長 

 

富家
ふ け

隆樹
たかき

  
 
医療法人社団富家会富家病院 理事長 
 
平成 ３年 帝京大学医学部卒業 

平成 ９年 医学博士取得、アメリカミズーリ州メルビル大学大学院経営修士留学 

  医療法人ふけ会富家千葉病院理事長、社会福祉法人樹会大井苑理事長 

 



 

大川
おおかわ

博樹
ひろき

 
 
南小樽病院 病院長 
 
昭和６１年 札幌医科大学卒業、同大学内科学第三講座大学院入学 

昭和６２年 百合が原病院（現 札幌太平病院）勤務 

      医療法人社団上田病院（現 札幌江仁会病院）勤務 

平成 ４年 医療法人双葉会旭川十条病院病院長就任 

平成 ８年 南小樽病院開設 

 

齊藤
さいとう

正身
まさみ

 
 
医療法人真正会霞ヶ関南病院 理事長 
 
昭和５８年 帝京大学医学部卒業 

      埼玉医科大学放射線科および第３内科にて研修後、同大学助手 

昭和６３年 医療法人真正会霞ヶ関中央病院医局長 

平成 ２年 医療法人真正会霞ヶ関南病院病院長 

平成 ９年 医療法人真正会副理事長 

平成１２年 社会福祉法人真寿会理事長 

平成１４年 医療法人真正会理事長 
 

 



 

開会挨拶        
 

山 上   本 日 は 、お 忙 し い と こ ろ を お 集 ま り い た だ き ま し て あ り

が と う ご ざ い ま す 。  

こ れ か ら「 老 人 の 専 門 医 療 を 考 え る 会 」の 第 30 回 全 国 シ

ン ポ ジ ウ ム を 開 催 致 し ま す 。 テ ー マ は 、「 ど う す る 老 人 医

療  こ れ か ら の 老 人 病 院  Par t3 0」、サ ブ テ ー マ は 、「 ご 存

知 で す か ？  後 期 高 齢 者 医 療 制 度 （ PartⅡ ）」 で す 。 Part

Ⅱ と し て お り ま す の は 、昨 年 も 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 に つ い

て シ ン ポ ジ ウ ム を 開 催 し ま し た が 、い よ い よ 来 年 度 か ら 制

度 が ス タ ー ト す る た め 、昨 年 よ り も い ろ い ろ な こ と が 分 り 、

ま た 、そ れ に 対 応 し て い ろ い ろ な ご 意 見 等 々 も い た だ き ま

し た 。そ こ で 、今 回 も 続 け て PartⅡ と い う 形 で 開 催 す る こ

と に な り ま し た 。 今 日 は 13 時 30 分 か ら 17 時 の 予 定 で プ

ロ グ ラ ム を 進 行 さ せ て い た だ き ま す 。  

 で は 、 流 れ に 沿 い ま し て 、 開 会 の あ い さ つ を 会 長 か ら 、

よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。  

 

平 井   皆 様 、こ ん に ち は 。当 会 の 会 長 を お お せ つ か っ て い る 平

井 で ご ざ い ま す 。 今 回 は 第 30 回 全 国 シ ン ポ ジ ウ ム で 、 テ

ー マ は 、「 ご 存 知 で す か ？  後 期 高 齢 者 医 療 制 度 （ Part

Ⅱ ）」を 昨 年 に 引 き 続 い て 開 催 致 し ま す 。「 老 人 の 専 門 医 療

を 考 え る 会 」 は 、 昭 和 58 年 に 発 足 い た し ま し て 、 会 員 は

53 病 院 で す 。診 療 所 の 会 員 の 方 も い ら っ し ゃ い ま す し 、施

設 の 会 員 の 方 も い ら っ し ゃ い ま す が 、広 く 老 人 医 療 の 質 を

高 め よ う と 終 始 一 貫 言 い 続 け て 、25 周 年 を 昨 年 迎 え ま し た 。 

 こ れ ま で も 、い ろ い ろ な 医 療 制 度 改 革 が ご ざ い ま し た が 、

何 と 言 っ て も 、後 期 高 齢 者 医 療 制 度 が こ の ４ 月 か ら 始 ま り

ま す 。厚 生 労 働 省 の 医 療 課 へ 本 日 の 講 演 を お 願 い し た の で

す が 、「 こ の 時 期 、 土 曜 ・ 日 曜 は 、 わ た し た ち も 仕 事 を し

て い る の で 、出 席 は 難 し い 」と 昨 日 、正 式 に 欠 席 の お 返 事



 

が あ り ま し た 。そ こ で こ の あ と 私 か ら 、厚 生 労 働 省 に 代 わ

っ て と い う わ け で は な い の で す が 、制 度 の 概 略 を 発 表 、ご

報 告 さ せ て い た だ き ま す 。  

 今 日 は 、一 般 の 利 用 者 の 方 が た く さ ん お 見 え い た だ い て

い る か な と 思 っ た の で す が 、意 外 と 少 な い よ う で す 。さ て 、

介 護 療 養 型 医 療 施 設 の 廃 止 が 決 ま っ て 、今 、介 護 療 養 型 医

療 施 設 の 転 換 先 と し て 老 人 保 健 施 設 、通 称 は「 介 護 療 養 型

老 人 保 健 施 設 」と 名 称 が つ け ら れ る 方 向 ら し い で す が 、い

ず れ に し て も 、 病 床 を 削 減 す る 方 向 で ご ざ い ま す 。「 老 人

の 専 門 医 療 を 考 え る 会 」 と い た し ま し て は 、「 お 年 寄 り に

少 し で も い い 医 療 を 」と 終 始 一 貫 主 張 し て お り ま す 。昨 年

度 の こ の シ ン ポ ジ ウ ム で 、皆 様 方 に「 わ た し た ち の 会 の 考

え 方 」 を 、 ２ 点 、 挙 げ さ せ て い た だ き ま し た 。  

 一 つ は 、75 歳 と い う 年 齢 を も と に 、受 け ら れ る 医 療 を 制

限 し て は い け な い 。75 歳 を 過 ぎ れ ば 、そ れ ま で 受 け て い た

医 療 が 、75 歳 に な っ た 途 端 に そ れ ま で と は 違 う 医 療 、あ る

い は 、そ れ ま で 受 け ら れ て い た 医 療 が 受 け ら れ な く な る よ

う な 制 度 で あ っ て は い け な い 。そ れ か ら も う １ 点 は 、在 宅

医 療 、い わ ゆ る 医 療 機 関 以 外 で の 終 末 期 ケ ア が 、高 齢 者 の

選 択 に 基 づ く も の で な く て は い け な い 。福 祉 の 名 の も と に 、

医 療 抜 き の 終 末 期 ケ ア は 避 け な け れ ば な ら な い 。わ れ わ れ

は こ の ２ 点 に は 反 対 す る 、と 昨 年 の シ ン ポ ジ ウ ム で お 伝 え

し た と 思 い ま す 。  

 先 ほ ど 申 し 上 げ ま し た よ う に 、療 養 病 床 の 再 編 、あ る い

は 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 が 始 ま り ま す 。い ず れ に し て も 、制

度 が 変 わ る こ と が 、国 民 の ほ と ん ど の 方 が ご 存 じ な い ま ま

に 行 わ れ る 。そ れ を わ た し ど も は 非 常 に 心 配 い た し て お り

ま す 。そ れ か ら 、今 度 、介 護 療 養 型 医 療 施 設 が い く ら か は

介 護 保 険 施 設 に 変 わ る と 思 う の で す が 、そ の 内 容 に つ い て

も 、国 民 の 方 が は た し て 、従 来 の 老 人 保 健 施 設 と 介 護 療 養

型 老 人 保 健 施 設 の 違 い が 分 か る の か ど う か 。そ れ に も 増 し

て 、今 、医 療 で 診 て い る 高 齢 者 の 方 た ち が 、介 護 保 険 の 施



 

設 に な る こ と に よ っ て 、受 け ら れ る 医 療 が 制 限 さ れ る と い

う 、制 度 に よ っ て 制 限 を 受 け る こ と に 対 し て は 、わ た し ど

も の 会 と し て は 、や は り 療 養 病 床 は 必 要 で あ る と 主 張 し た

い 。  

 さ ら に 言 わ せ て い た だ け る の で し た ら 、療 養 型 病 床 群 の

制 度 化 に わ れ わ れ の 会 も 積 極 的 に 協 力 し て き ま し た 。そ し

て 、や っ と 、わ た し ど も は 、世 界 に 誇 れ る ナ ー シ ン グ ホ ー

ム が で き た 。こ れ か ら も っ と 充 実 さ せ よ う と 言 っ て い た 矢

先 に 、介 護 療 養 型 医 療 施 設 が 全 廃 に な る 事 が 決 ま り ま し た 。

こ れ は 日 本 の 医 療 の 平 均 在 院 日 数 を 減 ら す 目 的 の た め に

だ け な さ れ る 、 非 常 に 嘆 か わ し い 事 態 で あ る と い う の が 、

当 会 の 見 解 で ご ざ い ま す 。  

 ま た 今 日 の シ ン ポ ジ ス ト は 全 て 当 会 の 会 員 で ご ざ い ま

す 。会 場 の 皆 様 方 は 積 極 的 に 参 加 し て い た だ き 、今 日 一 日

が 高 齢 者 医 療 の 質 の 向 上 に 少 し で も お 役 に 立 て た ら 、今 日

開 催 さ せ て い た だ い た 意 義 が あ る と 思 っ て お り ま す の で 、

ど う か 短 い 時 間 で は あ り ま す が 、お つ き あ い の ほ ど よ ろ し

く お 願 い い た し ま す 。 ど う も あ り が と う ご ざ い ま し た 。  

 

山 上   あ り が と う ご ざ い ま し た 。申 し お く れ ま し た が 、司 会 の

副 会 長 の 山 上 で ご ざ い ま す 。 よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。

で は 、 こ れ か ら 、 平 井 会 長 か ら の 基 調 講 演 、「 後 期 高 齢 者

医 療 制 度 に つ い て 」の お 話 を 進 め さ せ て い た だ き た い と 思

い ま す 。 で は 、 よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。  



 

基調講演         

後期高齢者医療制度について 

          平井基陽 

  

 本 来 で し た ら 、 厚 生 労 働 省 の 担 当 の 方 が お 越 し に な っ て 、

今 度 ４ 月 １ 日 か ら 始 ま る 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 の 中 身 に つ い て

プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン を し て い た だ く の で す が 、 先 ほ ど 申 し 上

げ ま し た よ う に 、 厚 生 労 働 省 の 都 合 が つ か な い た め 、 私 か ら

主 に そ の 利 用 者 の 方 を 対 象 に 制 度 の あ ら ま し を 、 説 明 さ せ て

い た だ こ う と 思 っ て お り ま す 。 よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。  

 そ れ で は 、早 速 、 3 0 分 強 ぐ ら い の 予 定 で 進 め さ せ て い た だ

き ま す 。  

 こ れ は 、 国 か ら 出 し て い る パ ン フ レ ッ ト を も う 一 度 ス ラ イ

ド に 組 み 立 て た も の で す 。 わ た し ど も の 病 院 の 外 来 に こ の パ

ン フ レ ッ ト が 置 い て あ り ま す 。  

 平 成 2 0 年 ４ 月 か ら 、 7 5 歳 以 上 全 員 が 新 し い 後 期 高 齢 者 医

療 制 度 で 医 療 を 受 け ま す 。 実 は 、 年 齢 に よ っ て 医 療 保 険 制 度

が で き る と い う の は 、 我 が 国 で 初 め て の こ と で ご ざ い ま す 。

保 険 証 は 、 新 し い 保 険 証 が １ 人 に １ 枚 交 付 さ れ ま す 。 し た が

っ て 、 医 療 保 険 で は あ り ま す が 、 先 に あ る 介 護 保 険 制 度 を イ

メ ー ジ し て い た だ け れ ば 、 非 常 に 理 解 し や す い と 思 っ て お り

ま す 。そ れ か ら 、保 険 料 は 7 5 歳 以 上 全 員 が 納 め ま す 。特 別 徴

収 で 原 則 、年 金 か ら 天 引 き で 、保 険 料 を 納 め て い た だ き ま す 。

病 院 で 支 払 う 自 己 負 担 は 、 こ れ ま で の 老 人 保 健 と 変 わ り ま せ

ん 。 原 則 １ 割 の 自 己 負 担 で す が 、 現 役 並 み の 所 得 の あ る 方 は

３ 割 負 担 し て い た だ き ま す 。  

 財 源 の 問 題 で す が 、 大 事 な 点 は 公 費 で 、 つ ま り 国 、 都 道 府

県 、 市 町 村 が 、 そ の 保 険 料 の 半 分 を 負 担 し ま す 。 そ し て 、 若



 

年 者 の 保 険 料 （ 後 期 高 齢 者 支 援 金 ） か ら ４ 割 負 担 し ま す 。 そ

し て 、 7 5 歳 以 上 の 高 齢 者 ご 自 身 の 保 険 料 の 負 担 は １ 割 で す 。

先 ほ ど 言 い ま し た が 、 介 護 保 険 と 同 じ よ う に 、 特 別 徴 収 で 年

金 か ら 天 引 き さ れ る よ う に 、 手 続 き 上 は 行 わ れ る よ う に な り

ま し た 。 こ こ で 大 事 な こ と は 、 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 で 給 付 さ

れ る 総 額 の １ 割 が 保 険 料 で す 。逆 の 言 い 方 を し ま す と 、 7 5 歳

以 上 の 高 齢 者 ご 自 身 か ら 集 め る 保 険 料 の 1 0 倍 の サ ー ビ ス 給

付 し か で き な い こ と に な り ま す 。 で す か ら 、 そ こ で も う 総 額

が 決 ま っ て し ま う の で 、 今 の サ ー ビ ス が 悪 い と い う 声 が 出 れ

ば 、 国 は 「 で は 、 保 険 料 を 上 げ ま す よ 」 と 言 え る 仕 組 み に な

っ て お り ま す 。 こ こ が ま ず 、 第 一 の ポ イ ン ト で す 。  

 と こ ろ が 、 参 議 院 選 挙 の 結 果 を 踏 ま え て 、 少 し 負 担 軽 減 を

す る こ と に な り ま し た 。 例 え ば 、 ご 主 人 が 仕 事 を な さ っ て い

て 、 奥 さ ん が 家 に い ら っ し ゃ る 場 合 、 被 扶 養 者 と し て の 保 険

料 の 負 担 は な か っ た の で す ね 。と こ ろ が 、 7 5 歳 か ら の 後 期 高

齢 者 医 療 制 度 に な り ま す と 、 そ の 方 た ち も す べ て 、 保 険 料 を

納 め て い た だ き ま す 。 原 則 と し て 年 金 か ら 天 引 き し ま す 。 と

い う こ と だ っ た の で す 。 し か し 、 あ ま り に も そ の 負 担 、 あ る

い は 地 域 医 療 格 差 等 々 の 声 が 上 が っ て き ま し た の で 、 経 過 措

置 と し て 、 政 府 は 、 被 扶 養 者 は 、 ２ 年 間 は 半 分 負 担 だ っ た の

で す が 、４ 月 か ら ９ 月 ま で は 負 担 凍 結 に し ま し た 。そ れ か ら 、

1 0 月 か ら 翌 年 の ３ 月 は 、支 払 う べ き 保 険 料 の ９ 割 を 軽 減 す る

こ と が 、 つ い 先 だ っ て 決 ま り ま し た 。  

 で は 、 実 際 の 保 険 料 の 状 況 を 、 国 で 試 算 し た と こ ろ 、 年 額

一 人 当 た り 7 2 , 0 0 0 円 の 保 険 料 、月 額 に す る と 6 , 0 0 0 円 が 標 準

的 な 保 険 料 だ と 発 表 さ れ ま し た 。 そ し て 、 そ れ ぞ れ の 保 険 者

は 、 都 道 府 県 に な り ま す 。 一 番 安 い 秋 田 県 で 、 一 人 当 た り 年

間 4 7 , 0 0 0 円 、 平 均 は 7 2 , 0 0 0 円 で す 。 高 い 神 奈 川 県 で は 、

9 2 , 7 5 0 円 と 都 道 府 県 に よ っ て 格 差 が あ り ま す 。  

 保 険 料 の 算 定 方 法 は 、 す べ て の 人 に お 払 い い た だ く 応 益 割

（ 頭 割 ） と 、 応 能 割 （ 所 得 比 例 ） の 保 険 料 と を 合 わ せ た も の

で す 。 先 ほ ど の 話 に よ っ て 、 被 扶 養 者 に 関 し て は 半 年 は 保 険



 

料 が ゼ ロ で す 。 そ れ か ら 、 そ の あ と の 半 年 は １ 割 に 軽 減 さ れ

て お り ま す 。し か し 、枠 組 み そ の も の は 続 い て お り ま す の で 、

近 い 将 来 に な る と 思 い ま す が 、 全 額 負 担 と い う 構 造 に な る こ

と に 変 わ り あ り ま せ ん 。  

 そ れ か ら 次 は 、「 後 期 高 齢 者 医 療 の 在 り 方 」で す 。こ れ が 一

昨 年 か ら 、 後 期 高 齢 者 医 療 の 在 り 方 に 関 す る 審 議 会 の 特 別 部

会 が 国 に 設 け ら れ 、 そ こ で 後 期 高 齢 者 医 療 の 在 り 方 、 提 供 さ

れ る 医 療 は ど う あ る べ き か 、と い う 議 論 が 計 1 0 回 に わ た っ て

行 わ れ ま し た 。そ の 一 つ の ま と め の 時 期 が 第 ６ 回 で し た の で 、

そ こ の 資 料 を 引 用 し て お り ま す 。  

 ま ず「 後 期 高 齢 者 の 心 身 の 特 性 」。こ れ は 法 律 で 、後 期 高 齢

者 の 心 身 の 特 性 に ふ さ わ し い 医 療 制 度 で な い と い け な い と 法

律 に う た わ れ て お り ま す 。 で は 、 後 期 高 齢 者 の 心 身 の 特 性 と

は 何 か が 、 先 ほ ど の 特 別 部 会 で 協 議 さ れ ま し た 。 そ の 結 果 、

こ こ に 挙 げ て い ま す 三 つ の 特 徴 で す 。  

 １ 番 目 は 治 療 の 長 期 化 で す 。 高 齢 者 は い く つ も の 病 気 を 持

っ て い ま す 。 そ れ か ら ２ 番 目 は 、 症 状 の 軽 重 は 別 に し て 、 認

知 症 の 問 題 で す 。 こ れ は 後 期 高 齢 者 に と っ て は 避 け て 通 る こ

と が で き ま せ ん 。 あ る い は 、 す べ て の 方 に 対 し て 認 知 症 が あ

る 前 提 で 対 処 し な け れ ば い け ま せ ん 。 そ れ か ら ３ 番 目 は 、 7 5

歳 以 上 で す か ら 、 い ず れ 避 け る こ と が で き な い 死 を 迎 え る ま

す 。 こ れ が 後 期 高 齢 者 の 心 身 の 特 性 と し て 挙 げ ら れ た こ と に

意 味 が あ る と 思 っ て お り ま す 。  

 以 上 の 特 性 を も と に 、 で は ど の よ う な 視 点 を 持 つ べ き か 。

こ こ も 三 つ ご ざ い ま す 。 １ 番 目 は 後 期 高 齢 者 の 生 活 を 重 視 し

た 医 療 。 病 気 の 治 療 だ け で は な く て 、 む し ろ そ の 生 活 を 重 視

し た 医 療 で な い と い け な い 。 そ れ か ら 、 ２ 番 目 は 後 期 高 齢 者

の 尊 厳 に 配 慮 し た 医 療 で な い と い け な い 。 そ し て ３ 番 目 は 後

期 高 齢 者 ご 本 人 、 あ る い は ご 家 族 が 安 心 で き る 医 療 で な い と

い け な い と う た わ れ て お り ま す 。  

 そ し て 、 後 期 高 齢 者 医 療 に お け る 課 題 が ５ つ 掲 げ ら れ ま し

た 。 １ 番 目 は 、 複 数 の 疾 患 を 持 っ て お ら れ る の で 、 体 だ け で



 

は な く て 心 身 両 方 の ケ ア が 必 要 に な る 。 ２ 番 目 は 、 慢 性 疾 患

で す ぐ に は 治 ら な い た め 、 そ の 人 の 生 活 に 合 わ せ た 療 養 を 考

え る 必 要 が あ る 。 し か し な が ら 、 ３ 番 目 と し て 現 状 を 見 て み

る と 、 複 数 の 医 療 機 関 を 、 例 え ば 診 療 所 も 一 つ だ け で は な く

て 、二 つ 三 つ の 診 療 所 を 、そ れ も 何 回 も 受 診 す る 傾 向 が あ る 。

そ こ で 検 査 や 投 薬 が た く さ ん 行 わ れ て 、 重 な っ て い る 場 合 も

あ る と の 指 摘 が な さ れ ま し た 。  

 ４ 番 目 と し て は 、 地 域 に お け る 療 養 を 行 え る よ う に 、 つ ま

り 、 地 域 に お け る 介 護 力 を サ ポ ー ト し て い く 必 要 が あ る 。 こ

れ は 現 在 、 約 ３ 分 の １ の 高 齢 者 の 方 が 老 老 介 護 、 あ る い は お

年 寄 り だ け の 世 帯 で す か ら 、 だ れ が 介 護 を す る の か 。 あ る い

は 、 だ れ が ふ だ ん の 生 活 を サ ポ ー ト し て い く の か と い う こ と

が 現 実 問 題 と し て あ り ま す 。 こ の 後 期 高 齢 者 医 療 を 考 え る 場

合 に は 、 課 題 と し て 家 族 お よ び 地 域 の 介 護 力 を サ ポ ー ト し て

い く 必 要 が あ る と 挙 げ ら れ て い ま す 。  

 そ し て ５ 番 目 で す 。 そ の 患 者 さ ん ご 自 身 が 自 分 の 受 け る 治

療 を 理 解 し て 、 選 択 で き る よ う に す べ き で あ る こ と で す 。  

 以 上 の と こ ろ ま で で 、 後 期 高 齢 者 医 療 の 在 り 方 は 、 非 常 に

理 念 と し て は す ば ら し い 。 頻 回 受 診 を な ん と か し よ う と い う

裏 に は 、 も っ と 効 率 化 し た い と い う 目 的 が あ る の で す が 、 そ

れ は 別 と し て 、 理 念 、 考 え 方 と し て は 立 派 な こ と が う た わ れ

て お り ま す 。  

 そ こ で 、 実 際 の 医 療 の 在 り 方 は ど う あ る べ き か 、 こ こ で ４

点 ほ ど 挙 げ て あ り ま す 。 少 し 専 門 的 に な っ て い く の で す が 、

例 え ば 脳 卒 中 で 倒 れ る と か 、 心 筋 こ う そ く な ど 急 性 期 医 療 で

あ っ て も 、 治 療 後 の 生 活 を 見 越 し た 高 齢 者 の 総 合 評 価 と そ れ

か ら 病 院 を 退 院 さ れ た あ と 、 ど の よ う な 医 療 と ど の よ う な ケ

ア が 必 要 な の か が 、 ち ゃ ん と 評 価 さ れ な い と い け ま せ ん 。  

 そ れ か ら 、 在 宅 を 重 視 し た 医 療 。 こ こ で 「 か か り つ け 医 」

が 出 て く る の で す が 、 こ こ で い う 在 宅 と は 、 自 宅 だ け で は な

く て 、 居 住 系 施 設 も 含 ま れ ま す 。 具 体 的 に は 特 別 養 護 老 人 ホ

ー ム 、 ケ ア ハ ウ ス 、 有 料 老 人 ホ ー ム 、 グ ル ー プ ホ ー ム も 入 り



 

ま す 。国 は 、そ れ ら も 数 年 前 か ら「 在 宅 」と 呼 ん で お り ま す 。

そ し て 在 宅 を 重 視 し た 医 療 。 別 な 言 い 方 を し ま す と 、 入 院 外

の 医 療 を 重 視 し て い く 。  

 そ の 具 体 的 な も の と し て 、 か か り つ け 医 に よ る 訪 問 診 療 や

訪 問 看 護 、 そ れ か ら 、 病 院 あ る い は 診 療 所 で 、 そ れ ぞ れ が 得

意 と す る も の を 、 お 互 い に 助 け 合 っ て 連 携 し て い か な い と い

け ま せ ん 。 高 齢 者 は 、 複 数 疾 患 を 長 期 に 抱 え る 特 徴 が あ る の

だ か ら 、 一 人 の 医 者 が 総 合 的 に 診 な い と い け ま せ ん 、 と い わ

れ た わ け で す 。  

 先 ほ ど の 続 き で す け れ ど も 、 安 ら か な 終 末 期 を 迎 え る た め

に は 、 患 者 さ ん が 受 け る 医 療 、 ケ ア を 十 分 理 解 し た 上 で 、 ご

自 分 で 決 定 す る こ と が 大 事 な の で す 。 そ れ か ら 、 治 療 も 必 要

で す が 、 む し ろ 、 そ の 痛 み と か 苦 痛 を 和 ら げ る よ う な 体 制 が

必 要 で す 。 そ れ か ら 、 こ の 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 は 医 療 保 険 で

す の で 、 今 あ る 介 護 保 険 の サ ー ビ ス と 連 携 が 取 れ た 一 体 的 な

い わ ゆ る 切 れ 目 の な い シ ー ム レ ス な サ ー ビ ス が 提 供 さ れ な い

と い け ま せ ん 。  

 今 ま で 述 べ て き た よ う な 考 え と 、 そ れ か ら 、 医 療 の 提 供 体

制 の 在 り 方 そ の も の は 、非 常 に い い 方 向 性 が 出 さ れ て い ま す 。

私 も 日 本 医 師 会 の 、「 高 齢 者 の 診 療 報 酬 の 体 系 に 関 す る 検 討

委 員 会 」 に 所 属 し て お り ま し て 、 先 ほ ど の 理 念 が 、 ど の よ う

に 具 体 化 さ れ る の か な と 、半 分 は 楽 し み に 、そ れ か ら 半 分 は 、

国 の お 役 人 は ど の よ う に 実 現 す る よ う な 方 策 を 作 る の か な と

見 て い た わ け で す 。  

 そ こ で 今 度 は 診 療 報 酬 の 話 に 入 り ま す 。 ま ず 、 外 来 医 療 で

は 、 後 期 高 齢 者 を 総 合 的 に 診 る 。 そ れ か ら 、 薬 歴 管 理 で す 。

患 者 さ ん が 他 の 医 療 機 関 で ど の よ う な 薬 を ど の よ う に 飲 ん で

い る か を 、 き っ ち り す べ て を 管 理 し な い と い け な い 。 そ れ か

ら 、 介 護 保 険 な ど も 含 め て 、 関 係 者 、 患 者 ・ 家 族 と 、 情 報 共

有 と 連 携 を し な い と い け ま せ ん 。 入 院 医 療 に 関 し て は 、 退 院

後 の 生 活 を 見 越 し た 計 画 的 な 入 院 医 療 。 そ れ か ら 、 総 合 的 な

入 院 中 の 評 価 。 そ れ か ら 、 退 院 後 を ど の よ う に 支 援 し て い く



 

か が 、 も う 一 度 整 理 し 直 さ れ た わ け で す 。  

 こ こ で い く つ か 共 通 項 が あ り ま す 。 外 来 医 療 の 「 情 報 共 有

と 連 携 」。 そ れ か ら 、 在 宅 医 療 で も 「 情 報 共 有 と 連 携 」。 こ の

「 情 報 共 有 と 連 携 」 が 一 つ の キ ー ワ ー ド に な っ て い ま す し 、

居 住 系 施 設 等 、 つ ま り 「 在 宅 」 も 一 つ の キ ー ワ ー ド に な っ て

い ま す 。  

 こ れ は 、 実 際 、 診 療 報 酬 で 点 数 が 入 っ た の で す が 、 今 は あ

え て 点 数 は 抜 い て お り ま す 。 外 来 診 療 で は 、 後 期 高 齢 者 診 療

料 が 新 設 さ れ ま し た 。 こ れ は 原 則 診 療 所 で 行 わ れ ま す 。 大 切

な 点 は 、 患 者 の 主 病 、 主 な 病 気 、 複 数 疾 患 が あ り ま す が 、 そ

の う ち の 主 な 病 気 と 認 め ら れ る 慢 性 疾 患 の 診 療 を 行 う の は 、

１ 医 療 機 関 だ け で す 。 そ の 主 病 が 、 ど の よ う な も の が 対 象 な

の か は 、 ま だ 細 か く は 決 ま っ て い な い の で す が 、 こ こ で 挙 げ

ら れ て お り ま す の は 、 糖 尿 病 、 高 脂 血 症 、 高 血 圧 、 認 知 症 な

ど が 主 な 病 気 で あ る 場 合 に 、 一 つ の 医 療 機 関 で 総 合 的 に 診 て

い き ま す 。  

 そ の 診 療 計 画 の 中 身 は 、 必 要 な 指 導 、 そ の 日 に 行 っ た 診 療

の 内 容 、 栄 養 、 運 動 、 あ る い は 日 常 生 活 に 関 す る こ と な ど が

あ り ま す が 、 他 の 保 健 ・ 医 療 ・ 福 祉 サ ー ビ ス と の 連 携 が 重 要

で す 。 つ ま り 、 患 者 さ ん と 相 談 し て 、 あ ら か じ め 緊 急 時 の 入

院 先 を 決 め て お く 、 あ る い は 書 き 込 ん で お く こ と が 挙 げ ら れ

て い ま す 。 こ れ が 一 つ 。 総 合 的 に 診 る と い う の は 、 そ の 人 の

緊 急 時 に は ど う す る か 。 具 体 的 に ど の 病 院 に 行 く の か 、 と い

う よ う な こ と ま で 含 ま れ て い ま す 。  

 こ の 後 期 高 齢 者 診 療 料 で 診 療 報 酬 を も ら え る の は 、 研 修 を

受 け た 医 師 で す 。 と い う こ と は 、 外 来 医 療 で 後 期 高 齢 者 診 療

料 の 診 療 報 酬 を 得 よ う と す る 場 合 に は 、 こ の 研 修 を す べ て の

医 師 が 受 け な い と い け な い と 、 今 い わ れ て お り ま す 。 研 修 テ

ー マ と し て は 二 つ あ り ま し て 、 一 つ は 、 高 齢 者 の 心 身 の 特 性

に 関 す る 講 義 。 も う 一 つ は 、 診 療 計 画 の 策 定 や 高 齢 者 の 機 能

評 価 、 総 合 評 価 を ど の よ う に 評 価 す る か と い う 練 習 、 演 習 。

日 に ち は 違 っ て も い い の で す が 、 こ の 二 つ の テ ー マ に 関 し て



 

は 必 ず 受 け る よ う に 、 今 い わ れ て お り ま す 。  

 具 体 的 に は 、 緊 急 時 の 入 院 先 を あ ら か じ め 書 く こ と で す 。

緊 急 時 に 入 院 さ れ て 、 退 院 後 に 、 送 り 先 の 診 療 所 に 患 者 さ ん

が 帰 っ て こ ら れ た 最 初 の 診 療 日 に は 、 後 期 高 齢 者 外 来 継 続 指

導 料 が つ き ま す 。 制 度 上 、 組 み 込 ま れ て し ま う 危 険 性 を わ た

し は お 話 し し て い ま す の で 、 そ の 辺 は ど う ぞ ご 理 解 を お 願 い

い た し ま す 。  

 そ れ か ら 、 後 期 高 齢 者 終 末 期 相 談 支 援 料 も あ り ま す 。 こ れ

は 、 症 状 急 変 時 の 延 命 治 療 、 終 末 期 医 療 の 在 り 方 に 関 し て 、

何 か あ っ た と き に は 、「 延 命 治 療 を わ た し は ど の 程 度 ま で 希

望 し ま す 」 と か 、 も っ と 具 体 的 に 、 例 え ば 「 人 工 呼 吸 器 は 要

ら な い け れ ど も 、点 滴 は し て く だ さ い 」、あ る い は「 中 心 静 脈

栄 養 は し て く だ さ い 」 と か 、 そ の よ う な 延 命 治 療 な ど の 希 望

や 搬 送 先 の 医 療 機 関 と の 連 絡 先 等 を 文 章 に て 提 供 し ま す 。 こ

れ を 、 終 末 期 で す の で 、 あ る 程 度 死 が 予 測 さ れ る 場 合 、 あ る

い は い ず れ 死 を 迎 え る の で す か ら 、 元 気 な と き に 相 談 し て お

く と い う こ と で す ね 。  

 退 院 の 時 に つ い て 、 診 療 所 の 先 生 が 、 患 者 が 病 院 か ら 退 院

す る と き に 、 そ の 病 院 に 出 向 い て い っ て 、 み ん な で 相 談 す る

こ と で す ね 。 す で に 行 っ て い る と こ ろ も あ る の で す が 、 実 際

に 行 わ れ て い る の は 非 常 に 少 な い 。 先 ほ ど 、 日 本 医 師 会 の 委

員 会 の 話 を し ま し た が 、非 常 に 考 え と し て は 分 か る け れ ど も 、

い ち い ち カ ン フ ァ レ ン ス に は 行 け な い と い う 声 が 現 場 の 先 生

方 に は あ り ま し た 。 そ の た め に 、 医 師 だ け で は な く て 看 護 師

さ ん が 入 院 先 に 赴 い た 時 、 退 院 時 共 同 指 導 料 も 加 算 さ れ る よ

う 設 定 さ れ ま し た 。  

 そ れ か ら 、 通 院 で き な い 方 、 在 宅 で の 医 療 を 受 け て い ら っ

し ゃ る 方 に 、 何 か 急 変 が あ っ た と き 、 あ る い は 急 変 が 予 測 さ

れ る よ う な 事 態 に な っ た と き に は 、 患 者 さ ん の 家 、 あ る い は

患 者 さ ん が 住 ん で い ら っ し ゃ る と こ ろ に 、 医 師 又 は 看 護 師 が

出 向 い て い っ て 、 そ こ の 場 所 で 一 堂 に 会 し て 、 い ろ い ろ な 相

談 を し ま し ょ う と い う よ う な 制 度 で す ね 。  



 

 一 方 、入 院 さ れ た 場 合 、病 院 で は 、急 性 期 医 療 で あ っ て も 、

慢 性 期 医 療 で あ っ て も す べ て 入 る の で す が 、 後 期 高 齢 者 総 合

評 価 加 算 が つ き ま す 。 そ れ は 日 常 生 活 能 力 に 対 し て で 、 今 盛

ん に い わ れ て い る 看 護 必 要 度 、 認 知 機 能 、 意 欲 な ど が 、 こ の

評 価 の 対 象 に な っ て い ま す 。 こ の 評 価 を 算 定 す る と こ ろ は 、

職 員 が そ の 評 価 の た め の 勉 強 を し な い と い け ま せ ん 。 お そ ら

く 、 医 師 が 研 修 を 済 ま せ て 、 そ の 医 師 が 今 度 は 職 員 に 対 し て

研 修 を 行 う 構 図 に な る の だ ろ う と 思 い ま す 。今 回 の 診 療 報 酬 、

後 期 高 齢 者 医 療 制 度 に 関 し ま し て は 、 こ の 研 修 も 一 つ の キ ー

ワ ー ド に な っ て い ま す 。 こ れ は 介 護 保 険 な ど で 盛 ん に 取 り 入

れ ら れ て き た の で す ね 。  

 今 度 は 退 院 に 向 け て の 調 整 で す 。 こ れ は 退 院 が 一 見 難 し そ

う な 、 問 題 が あ り そ う な 方 に 関 し て は 、 専 従 の 看 護 師 あ る い

は 社 会 福 祉 士 が 病 棟 に 配 置 さ れ て い な い と い け ま せ ん 。 そ れ

か ら 、 退 院 時 共 同 指 導 料 は 、 退 院 後 の 医 師 も 駆 け つ け る の で

す け れ ど も 、 そ こ で は 入 院 中 の 患 者 さ ん に つ い て 、 医 師 ま た

は 看 護 師 が 入 院 中 の 情 報 、 あ る い は 、 今 後 の あ り よ う を 伝 え

な い と い け ま せ ん 。  

 医 師 と か 看 護 師 だ け で は な く て 、 歯 科 医 師 、 保 険 薬 剤 師 、

訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン の 看 護 師 、 あ る い は ケ ア マ ネ ジ ャ ー な

ど 、 こ の う ち の ３ 種 類 の 職 種 が 入 っ た 場 合 は 、 さ ら に こ の 指

導 料 に 加 算 さ れ ま す 。 だ か ら 、 こ の よ う な こ と を や っ て く だ

さ い と い う こ と で す ね 。  

 そ の 入 院 の 続 き で す け れ ど も 、 後 期 高 齢 者 外 来 患 者 緊 急 入

院 、 先 ほ ど 言 い ま し た 、 外 来 で 総 合 的 に 診 て く れ る 、 い わ ゆ

る 主 治 医 の 先 生 が 、「 あ な た に 何 か あ っ た と き は 、こ の 病 院 に

行 き ま し ょ う ね 」 と い う よ う に 、 病 院 と ち ゃ ん と 連 絡 を 取 っ

て 決 め て い た 場 合 に は 、 そ の 入 院 先 の 病 院 が 、 そ の 方 を 入 院

さ せ た 場 合 に は 、 入 院 加 算 が つ き ま す 。 定 め ら れ て い な け れ

ば 、 こ の 加 算 は つ き ま せ ん と か 、 あ る い は 半 額 に な り ま す と

か 、 い ろ い ろ な や り 方 が あ り ま す 。 そ れ か ら 、 病 院 で あ っ て

も 、 後 期 高 齢 者 終 末 期 に 関 し て 連 続 し て １ 時 間 以 上 相 談 支 援



 

が 行 わ れ た 場 合 に 、 そ れ を 文 書 に ま と め て 提 供 す る と 後 期 高

齢 者 終 末 期 相 談 支 援 料 が 加 算 さ れ ま す 。  

そ れ か ら 、 退 院 指 導 は 、 薬 剤 師 の 薬 に 関 す る 情 報 、 そ れ か

ら 栄 養 と か 食 事 に 関 し て は 、 栄 養 士 が 行 っ た 場 合 。 そ れ ぞ れ

に 報 酬 が つ き ま す 。 文 章 で 非 常 に 分 か り に く か っ た と 思 い ま

す の で 、 こ れ を 図 で 示 し ま し た 。  

 今 、 有 料 老 人 ホ ー ム 、 高 齢 者 専 用 賃 貸 住 宅 も 、 最 近 少 し ず

つ 増 え て い ま す 。 グ ル ー プ ホ ー ム 、 介 護 保 険 の 特 定 施 設 、 こ

の よ う な す べ て が 在 宅 と い う ひ と く く り に な っ て い ま す 。 で

す か ら 在 宅 診 療 は 、 こ れ ら の 場 所 に お け る 診 療 と 受 け 取 っ て

も ら っ た ら い い と 思 い ま す 。  

 後 期 高 齢 者 診 療 料 を 算 定 し て い る 、主 な 病 気（ 糖 尿 病 な ど ）

を 算 定 し て い る と こ ろ が 掛 か り つ け 主 治 医 に な り ま す 。 何 か

突 発 的 な こ と が 起 こ っ た 時 、 主 治 医 が あ ら か じ め 緊 急 入 院 先

を 、 患 者 さ ん と 同 意 し て 決 め て い た 病 院 に 入 院 し た 場 合 は 、

救 急 入 院 加 算 が つ き ま す 。 今 度 退 院 さ れ る と き は 、 診 療 所 の

先 生 が 病 院 に 出 向 い て い く 。 今 度 は 在 宅 に 帰 ら れ て か ら 、 訪

問 看 護 や ほ か の 職 種 の 方 と 一 緒 に な っ て 診 療 計 画 、医 療 計 画 、

ケ ア 計 画 を 行 っ た 場 合 、 退 院 時 共 同 指 導 料 が 算 定 で き ま す 。

次 は 、 亡 く な る 場 合 の 想 定 で す が 、 在 宅 で の 終 末 期 相 談 支 援

料 が 、こ の 診 療 所 の 場 合 に つ き ま す 。そ れ か ら 、同 じ よ う に 、

病 院 で も 連 続 し て １ 時 間 以 上 に わ た っ て 説 明 す る と 終 末 期 相

談 支 援 料 が 加 算 で き ま す 。  

 非 常 に よ く で き た 制 度 と 言 っ て い い の か 、 あ る い は が ん じ

が ら め に な っ た 制 度 と 言 っ て い い の か 、 こ れ で 本 当 に そ の 利

用 者 の 方 が 、 患 者 さ ん 方 が 分 か る の か ど う か で す ね 。 例 え ば

こ こ で Ｂ 診 療 が 、 こ の 後 期 高 齢 者 診 療 料 を 算 定 し て い る と す

れ ば 、 同 じ 病 気 で は Ａ 診 療 所 で は 算 定 で き ま せ ん 。 で す か ら

認 知 症 の 人 の 場 合 に 、 診 療 所 で 本 当 に そ の 患 者 の 掛 か り つ け

医 、主 治 医 に な っ て く れ る の か ど う か で す ね 。「 そ れ な ら 、病

院 だ っ た ら い い ん じ ゃ な い の 」と 思 い ま す が 、今 の と こ ろ は 、

病 院 で は こ の 主 治 医 に は な れ ま せ ん 。 例 外 的 に 、 ４ キ ロ 以 内



 

に 診 療 所 が な い 場 合 に 限 っ て 、 病 院 の 医 者 が 主 治 医 に な っ て

も い い の で す 。 一 時 的 に は 開 業 医 の 先 生 に 主 治 医 に な っ て も

ら い な さ い と い う 制 度 で す 。  

 こ の よ う に 非 常 に ち 密 に と い い ま す か 、 が ん じ が ら め に と

い う よ う な こ と で 、 今 、 ４ 月 を 迎 え よ う と し て い ま す 。 は た

し て ど こ ま で 、 肝 心 の 患 者 さ ん な り 、 ご 家 族 が 後 期 高 齢 者 医

療 制 度 に つ い て 分 か る の か と い う こ と で す ね 。 た だ 、 先 ほ ど

言 い ま し た よ う に 、 一 応 、 後 期 高 齢 者 医 療 の あ る べ き 姿 に 沿

っ て 、 具 体 的 な 方 法 が 考 え ら れ ま し た 。  

 そ れ で 、 先 ほ ど 、 点 数 は 入 れ ま せ ん と か 言 い ま し た が 、 例

え ば 後 期 高 齢 者 診 療 料 算 定 は 、 ひ と 月 に 6 0 0 点 で す か ら 、 診

療 所 に 入 る 金 額 は ひ と 月 に 6 , 0 0 0 円 で す 。で は 、ひ と 月 6 , 0 0 0

円 と は ど の よ う な 額 か 。 わ た し ど も の 病 院 の こ の １ 月 分 の 実

績 を 出 し て き ま し た 。 わ た し ど も の 病 院 は 、 7 5 歳 未 満 と 7 5

歳 以 上 の 入 院 件 数 で い う と 、 精 神 科 の 病 床 も あ り ま す の で 、

7 5 歳 以 上 の 方 は ４ 割 ほ ど で す 。そ れ か ら 、外 来 は 、大 体 ４ 割

ぐ ら い が 7 5 歳 以 上 の 方 に 該 当 し ま す 。外 来 だ け に 限 っ て 、レ

セ プ ト の 診 療 報 酬 請 求 書 の 点 数 を 見 て み ま す と 、 内 科 で は ひ

と 月 当 た り 1 , 3 3 1 点 。 お そ ら く 月 ２ 回 ぐ ら い 外 来 に 見 え て い

る こ と か ら １ 日 当 た り 6 1 5 点 で す 。精 神 科 は 、ひ と 月 が 1 , 5 8 0

点 で 、 １ 日 当 た り に し て も 1 , 1 3 7 点 で す 。 お お む ね ひ と 月 に

１ 回 の 通 院 の 方 が 多 い か 、 １ 回 目 と ２ 回 目 は 、 そ の １ 回 目 に

た く さ ん 点 数 が あ れ ば 、 ２ 回 目 は お 薬 だ け か も し れ ま せ ん 。  

 い ず れ に し て も 、 そ の 6 0 0 点 は 、 わ た し ど も の 内 科 で 、 今

そ れ ほ ど に 制 限 し て い る と も 制 限 を 受 け て い る と も 患 者 さ ん

も 感 じ て い な い し 、 医 者 も 普 通 の 感 覚 で 診 療 し て い て 、 １ 日

に 6 1 5 点 で す ね 。こ れ が ま さ に 、ひ と 月 で 6 0 0 点 と い う こ と

に な る と 、 先 ほ ど の 6 0 0 点 に は 薬 剤 も 治 療 費 も す べ て 含 ま れ

て お り ま す の で 、 単 純 に 言 え ば 今 の わ た し ど も の 病 院 で は 半

分 相 当 の 治 療 内 容 し か 受 け ら れ な い と い う こ と に 、 な っ て し

ま い ま す 。 実 際 に ４ 月 か ら 動 い て み な い と 分 か ら な い の で す

が 、 年 齢 に よ っ て 受 け る 医 療 に 制 限 が あ っ て は い け な い と わ



 

た し ど も は 言 っ て お り ま す 。す べ て で は な い の で す け れ ど も 、

ど ち ら か と い う と 制 限 す る ほ う に 向 い て い る 可 能 性 が あ る の

で 、 そ の 辺 は 今 後 、 検 証 し て い か な け れ ば い け な い と 思 っ て

お り ま す 。  

 以 上 が 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 の 概 要 で ご ざ い ま す 。 ど う も あ

り が と う ご ざ い ま し た 。  

 



医療法人鴻池会 秋津鴻池病院

平井基陽

老人の専門医療を考える会

全国シンポジウム（20.2.23)

対象者

75歳以上全員
（一定の障害のある人は65歳）

保険料

全員が納めます（原則 年金から天引）

これまで保険料負担のなかった健
保組合などの被扶養者だった人
も保険料を納めます

給付

給付は老人保健と
変わりません。

保険証

新しい保険証が1人に1枚交付

病院で支払う自己負担は、これまでの老人保健と変わりません。
原則1割負担、現役並みの所得者は3割負担。
入院時の生活療養費や訪問看護療養費などさまざまな給付も同様に受けられます

平成20年4月から新しい後期高齢者医療制度で医療を受けます



被保険者
（75歳以上の人・
一定の障害のある

65歳以上の人）

各医療保険
（健保組合、国保等）
の被保険者

（0歳以上75歳未満）

後期高齢者の心身の特性に応じた医療サービス

医療保険者
健保組合、国保など

社会保険診療
報酬支払基金

高齢者の保険料
（1割）

後期高齢者支援金
（若年者の保険料）

（約4割）

公費
（約5割）

国：都道府県：市町村

＝4：1：1

<交付>

保険料

<一括交付金>

保険料

年金から天引き

口座振替・銀行振込等

●後期高齢者医療制度の運営のしくみ

特別徴収

普通徴収

保険料

平成20年3月31日まで 平成20年4月1日から

保険料（税）は加入している
医療保険に各自納付します。

健保組合などの被扶養者は
保険料の負担はありません。

所得などに応じて決められた保険料を全員が
納めます。

原則として年金から天引きされます。

健保組合などの被扶養者だった人も保険料を
納めます。（経過措置有）

H.20.4-20.9 負担凍結
H.20.10-H.21.3 9割軽減



後期高齢者医療保険料の設定状況

（H.19.11.26現在）

一人当たりの平均額：年額 72,000円、月額 6,000円

67,60012,00092,750神奈川

64,90011,50047,000秋田

平均的な

厚生年金受給者

（201万円）

単身世帯

基礎年金受給者

（79万円）
一人当たり平均

●健保組合などの被扶養者で
保険料を負担していなかった人も納付します。

被用者保険（健康保険組合や船員保険、共済組合等）の被扶養者で、これまで自分で
保険料を払っていなかった人も、後期高齢者医療制度の被保険者となれば保険料を
負担しますが、
一定用件を満たす下記の人は、被保険者の資格を得た日の属する月
から2年間、保険料の均等割額が5割軽減されます（所得割は課されません）。
なお、平成20年4月から9月までは保険料が徴収されず、平成20年10月から平成21年

3月までの半年間の保険料は9割軽減されます。
ただし、前述の所得者への7割・5割・2割軽減措置とは重複して適用はされません。

●制度施行日の前日に健康保険組合や船員保険、共済組合等の被扶養者だった人
●制度施行後、75歳になって資格を得た日の前日に健康保険組合や船員保険、
共済組合等の被扶養者だった人



後期高齢者医療制度の保険料（平成２０年度推計）後期高齢者医療制度の保険料（平成２０年度推計）

○保険料の算定方法
応益割（頭割） 応能割（所得比例）

＋ ＝

全国平均 約3100円／月 約3100円／月 6200円／月(年７．４万円）

注１）応益：応能＝５０：５０

注２）軽減制度を適用しない場合の平均

※被用者保険の被扶養者については、激変緩和措置として、後期高齢者医療制度への加入
時から、２年間応益保険料を５割軽減し、１５００円とすることとしている。

○具体的な保険料の額

基礎年金受給者（基礎年金７９万円）

応益 ９００円 ＋ 応能 なし ＝ ９００円／月

厚生年金の平均的な年金額の受給者（厚生年金２０８万円）

応益 ３１００円 ＋ 応能 ３１００円 ＝ ６２００円／月

自営業者の子供と同居する者（子 年収３９０万円、親 基礎年金７９万円）

応益 ３１００円 ＋ 応能 なし ＝ ３１００円／月

被用者の子供と同居する者（子 政管平均年収３９０万円、親 基礎年金７９万円）

応益 ３１００円 ＋ 応能 なし ＝ ３１００円／月

（７割軽減）

※ 保険料の額は、国民健康保険と同様の基準により試算した全国平均の額 具体的な保険料の額は条例で定める。
９

後期高齢者医療の在り方

後期高齢者医療の在り方に関する特別部会
第6回資料より



（１）老化に伴う生理的機能の低下により、

治療の長期化、複数疾患への罹患（特に慢性疾患）が

見られる。

（２）多くの高齢者に、症状の軽重は別として、

認知症の問題が見られる。

（３）いずれ避けることが出来ない死を迎える。

１ 後期高齢者の心身の特性

２ 基本的な視点

・後期高齢者の生活の中での医療

・後期高齢者の尊厳に配慮した医療

・後期高齢者が安心できる医療

（１）複数の疾患を併有しており、併せて心のケアも
必要となっている。

（２）慢性的な疾患のために、その人の生活に合わせた
療養を考える必要がある。

（３）複数医療機関を頻回受診する傾向があり、
検査や投薬が多数・重複となる傾向がある。

（４）地域における療養を行えるよう、弱体化している
家族及び地域の介護力をサポートしていく必要がある。

（５）患者自身が、正しく理解をして自分の治療法を
選択することの重要性が高い。

３ 後期高齢者医療における課題



（１）急性期医療にあっても、治療後の生活を見越した、
高齢者の評価とマネジメントが必要（ＣＧＡ※、ＧＥＭｓ※）

（２）在宅（及び居住系施設）を重視した医療

・かかりつけ医による訪問診療、訪問看護等
・医療機関の機能特性に応じた地域における医療連携
・複数疾患を抱える後期高齢者を総合的に診る医師

※CGA（Comprehensive Geriatric Assessment）：高齢者総合評価

GEMs(Geriatric Evaluation and Management programs)
：高齢者評価とマネジメントプログラム

４ 後期高齢者にふさわしい医療の体系（１）

（３）安らかな終末期を迎えるための医療
・十分に理解した上での患者の自己決定の重視
・十分な疼痛緩和ケアが受けられる体制

（４）介護保険のサービスと連携の取れた一体的な
サービスを提供

４ 後期高齢者にふさわしい医療の体系（２）



後期高齢者医療の診療報酬体系の骨子

社会保障審議会後期高齢者医療の

在り方に関する特別部会

平成19年10月10日

後期高齢者医療の診療報酬に反映すべき事項

１．外来医療：後期高齢者を総合的に診る取り組みの推進

薬歴管理

関係者、患者・家族との情報共有と連携

２．入院医療：退院後の生活を見越した計画的な入院医療

入院中の評価とその結果の共有

退院後の支援

３．在宅医療：情報共有と連携 病院等による後方支援

在宅歯科診療 在宅療養における服薬支援

訪問看護 居住系施設等における医療

４．終末期における医療：終末期の医療

疼痛緩和ケア



後期高齢者診療料（月1回）

１．原則診療所

２．患者の主病と認められる慢性疾患の診療を行う1医療機関のみ

３．診療計画の定期的な策定

＊療養上必要な指導および診療内容

＊栄養、運動又は日常生活

＊他の保健・医療・福祉サービスとの連携（緊急時の入院先）

＊経時的な薬剤服用歴の管理（手帳等に記載）の策定

４．研修を受けた常勤医師

＊高齢者の心身の特性に関する講義

＊診療計画の策定や高齢者の機能評価の演習

５．対象疾患

＊糖尿病、脂質代謝異常症、高血圧性疾患、認知症 等

外来医療外来医療

後期高齢者外来継続指導料
（退院後の最初の診療日）

外来医療外来医療

後期高齢者終末期相談支援料

病状急変時の延命治療等の実施の希望、急変時の
搬送先の医療機関の連絡先等を文章にて提供

退院時共同指導料

退院後の在宅医療を担う医療機関の医師又は
看護師等が、入院先に赴いて・・・・・・・・・・

在宅・訪問医療 在宅患者連携指導料

在宅患者緊急時等カンファレンス料

患者の急変時に際し、主治医等が患家を訪問し、
関係する医療従事者と共同で一堂に会し・・・・



後期高齢者総合評価加算（入院中1回）外来医療入院医療 １

日常生活能力、認知機能、意欲等の総合的な評価

機能評価のための職員研修

後期高齢者退院調整加算

退院調整の必要性評価、支援計画、支援

専従の看護師又は社会福祉士の配置

退院時共同指導料

入院医療機関に赴いて、退院後の療養上必要な
説明及び指導を退院先の診療所と共同して行う

医師又は看護師等

＊診療所医師、歯科医師（歯科衛生士）、保険薬剤師、訪問看
護ステーションの看護師等又は居宅介護支援事業者の介護支
援専門員のうち３者以上の場合、さらに加算

後期高齢者外来患者緊急入院加算外来医療入院医療 ２

診療情報交換（患者の希望等）
＊診療計画であらかじめ定められた医療機関

退院時指導 後期高齢者退院時薬剤情報提供料

薬剤服用歴の経時的管理
「お薬手帳」等に記載

後期高齢者退院時栄養・食事管理指導料

計画に基づき栄養管理が実施されている患者に対し、
管理栄養士が患者・家族に情報提供

後期高齢者終末期相談支援料

医師が終末期における診療方針等について患者・家族と十分
（連続して１時間以上）話し合い、文章にまとめて提供



A診療所

一般病床

（回復期リハ）

療養病床

精神科病床

介護療養

転換型老健

老健

特養

居宅介護支
援事業所

訪問リハ 訪問看護訪問介護

B診療所

救急病院

家庭高專賃

有料老人ホーム

特定施設

グループホーム

後期高齢者
診療料算定退院時共同

指導料算定

在宅患者
共同指導
料の算定

後期高齢者にふさわしい医療の提供体制（１）

緊急入院加算

A診療所

一般病床

（回復期リハ）

療養病床

精神科病床

介護療養

転換型老健

老健

特養

居宅介護支
援事業所

訪問リハ 訪問看護訪問介護

B診療所

救急病院

家庭高專賃
有料老人ホーム

特定施設

グループホー
ム

後期高齢者
診療料算定退院時共同

指導料算定

在宅患者
緊急時等
カンファレ
ンス料

後期高齢者にふさわしい医療の提供体制（２）

緊急入院加算

終末期相談支援料

終
末
期
相
談

支
援
料



高齢者の診療実績から（H20年1月分)

1701631（37%）1070（63%）外来件数

543 232(43%）311(57%)入院件数

合計75歳以上75歳未満

1,137点1,580点262件精神科

615点1,331点369件内 科

1日あたり1月当たり外来件数

後期高齢者の通院治療医療費

ケアチーム

・日常的個別指導・相談
・支援困難事例等への指導・助言
・地域でのケアマネジャーのネットワークの構築

各種相談・支援、必要なサービスにつなぐ

ケアマネジャー

長
期
継
続
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

新
予
防
給
付
・
介
護
予
防
事
業

マネジメント

地域包括支援センター（地域包括ケアシステム）のイメージ

・アセスメントの実施
↓

・プランの策定
↓

・事業者によるプログ
ラムの実施
↓

・再アセスメントの実
施

被保険者

主治医

多職種協働・連携の実現

連携

行政機関、保健所、医療機関、児童相

談所など必要なサービスにつなぐ

多面的（制度横断的）支援の展開

介護サービス

成年後見制度

地域権利擁護

医療サービス ヘルスサービス

虐待防止

主治医

支援

ボランティア

民生委員

包括的・継続的マネジメントの支援

地域医師会

行政機関、保健所等
居宅サービス事業所

ＮＰＯ・住民団体・老人クラブ
介護保険施設

居宅介護支援事業所

ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ的
ケアマネジャー

地域包括支援センター
運営協議会（仮称）

介護予防マネジメント

・中立性の確保
・人員の派遣
・センターの運営支援

保健師

社会福祉士

市町村ごとに設置

介護相談員



 

現場からの発言Ⅰ     

後期高齢者医療制度で在宅医療に求

められるもの 

照沼秀也 
 

 皆 さ ん 、 こ ん に ち は 。 い ば ら き 診 療 所 の 照 沼 で す 。 わ た し

ど も は 、在 宅 医 療 と い う の を こ の 1 0 年 来 、取 り 組 ん で お り ま

し て 、 そ の 中 で 、 ど の よ う な 考 え で 在 宅 に 取 り 組 ん で き た の

か 、 今 後 ど の よ う に な っ て い っ た ら い い の か 等 、 こ こ で ご 紹

介 さ せ て い た だ け た ら と 思 い ま す 。  

 は じ め に 、 わ た し ど も の 診 療 所 は 、 県 内 ５ か 所 で 在 宅 医 療

を 行 っ て お り ま す 。 昨 年 、 在 宅 で お 看 取 り し た 患 者 様 は 、 9 8

名 ぐ ら い だ っ た と 思 い ま す 。 在 宅 医 療 を 受 け て い る 患 者 さ ん

の 中 で 大 体 ８ 割 強 の 患 者 様 が ご 在 宅 で 、 お 看 取 り し て お り ま

す 。  

 在 宅 医 療 が そ も そ も 生 ま れ て き た 理 由 は 、 日 本 の 全 体 の 社

会 保 障 の 中 で 医 療 費 だ け が 突 出 し て し ま う と 、 日 本 の 競 争 力

が 低 下 し て 、 そ れ で 日 本 が 元 気 が な く な っ て つ ぶ れ て し ま え

ば 、 社 会 保 障 も な く な っ て し ま う の で は な い か 。 そ の 論 理 の

中 で 、 病 院 よ り も 安 価 な 在 宅 医 療 を 推 進 し て い く こ と が 、 数

字 の 上 で の 推 奨 理 由 だ っ た と 思 い ま す 。 た だ 、 実 際 に わ れ わ

れ が 在 宅 医 療 を 始 め て み ま す と 、 割 合 お 医 者 さ ん に と っ て お

も し ろ い 、 結 構 「 医 者 に な っ て よ か っ た な 」 と 思 え る よ う な

医 療 が で き ま し て 、割 合 お も し ろ く 続 け ら れ た 1 0 年 で あ り ま

す 。  

 ま た 最 近 は 、 老 人 の 専 門 医 療 を 考 え る 会 や 日 本 医 師 会 で も

活 躍 さ れ て い る 天 本 先 生 が 提 唱 さ れ た ケ ア レ ジ デ ン ス を 、 高

齢 者 の 集 合 住 宅 と 在 宅 医 療 を 併 用 し て ま す 。 ケ ア レ ジ デ ン ス



 

と 、 １ 件 １ 件 、 訪 問 診 療 す る 在 宅 医 療 が 同 じ も の な の か と い

う と 、 そ れ は 少 し 難 し く 、 お 医 者 さ ん の 側 か ら す る と 、 ケ ア

レ ジ デ ン ス の ほ う が 少 し 楽 な の か な と 、 感 じ て お り ま す 。  

 た だ 、 最 終 的 に は 、 患 者 さ ん か ら 見 て 分 か り や す い 医 療 が

一 番 大 事 に な っ て く る と 思 い ま す 。 ま た 、 例 え ば 、 自 分 で 動

け る 方 は 外 来 医 療 、 外 来 診 療 に し て 、 も し く は 、 自 分 で 外 来

に 行 け な い 人 は 在 宅 医 療 に す る 。 医 療 を き ち っ と 説 明 し て 行

え る こ と は 、 医 療 に と っ て む だ の な い 医 療 に で き る 可 能 性 が

あ り ま す 。 も う 一 つ の テ ー マ と し て は 、 自 分 の 死 ぬ 時 期 が 分

か っ た 人 、 例 え ば 、 が ん で 終 末 期 医 療 に な っ て し ま っ た 、 緩

和 ケ ア を 受 け る よ う な 状 態 に な り 、 病 院 に 行 く の も し ん ど い

な と 思 っ て い る 人 は 、 自 分 で 病 院 に 行 け て も 行 か な い 方 が 結

構 お ら れ ま す の で 、 そ の よ う な 方 は 在 宅 医 療 で も い い の か な

と 考 え て お り ま す 。  

 い ば ら き 診 療 所 の 簡 単 な 概 要 な の で す が 、 日 立 市 と 水 戸 市

は 、 茨 城 県 の 中 で 北 部 と 中 部 の 都 市 な の で す が 、 そ こ の 間 に

東 海 村 、 ひ た ち な か 市 、 茨 城 町 と あ り ま す 。 こ の 数 か 所 そ れ

ぞ れ に 診 療 所 が あ り 、 そ こ で 数 名 の 医 師 が 在 宅 医 療 に 取 り 組

ん で い ま す 。全 員 で 常 勤 の 医 師 11 名 と 、非 常 勤 の 医 師 1 6 名 、

看 護 師 8 0 名 で 実 際 の 活 動 を し て お り ま す 。わ れ わ れ の 在 宅 で

看 て い る 患 者 様 の 中 で 、 最 後 お 亡 く な り に な っ た 患 者 様 が

111 名 、 実 際 は 9 8 名 が 在 宅 死 と い う こ と で す 。  

 「 在 宅 医 療 と は 」 と 書 き ま し た け れ ど も 、 在 宅 医 療 も い ろ

い ろ な パ タ ー ン が あ り ま す 。こ こ は 、「 い ば ら き 診 療 所 で の 在

宅 医 療 と は 」 と 考 え て く だ さ い 。 わ れ わ れ は 、 患 者 さ ん が 生

き る と い う テ ー マ を 持 っ て 生 活 さ れ て い る の を サ ポ ー ト し て

い き た い 、と 考 え て い る の で す 。病 院 で 療 養 生 活 が 終 わ っ て 、

ご 自 宅 に 帰 っ て く る と 、や は り 、「 療 養 は も う た く さ ん だ 、自

分 自 身 の 時 間 を 大 切 に し た い 」 と い う 方 が た く さ ん い ら っ し

ゃ い ま す 。 そ の よ う な 人 の 中 で 、 わ れ わ れ 医 療 が ど の よ う に

か か わ っ て い け る の か と い う こ と を 突 き 詰 め ら れ た ら と 考 え

て お り ま す 。  



 

 「 生 き る 」 と は い ろ い ろ な こ と が あ り ま す 。 も ち ろ ん 、 ご

家 族 が い る の も 大 事 な の で し ょ う 。 住 み 慣 れ た う ち が あ る の

も 大 事 な の で し ょ う が 、 人 そ れ ぞ れ 大 切 な も の は 、 1 0 0 人い

れ ば 1 0 0 と お り あ り ま す 。 そ の 大 切 な も の を 近 く に 感 じ て 過

ご せ る 時 間 を 、 わ れ わ れ の 診 療 所 で は 「 生 き る 」 と 考 え て お

り ま す 。 そ こ は 、 病 院 の 療 養 状 態 と 比 べ る と 、 在 宅 医 療 が 若

干 い い の か な と 思 わ れ る 点 で あ り ま す 。  

 高 齢 者 ケ ア の 変 化 も 、 や は り 避 け て 通 れ な い テ ー マ で す 。

今 度 の 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 は 、 や は り 高 齢 者 の 自 己 負 担 が か

な り 増 え て き ま す 。 そ れ は 何 を 意 味 す る か と い う と 、 療 養 さ

れ て い る ご 高 齢 の 方 か ら も 、 医 療 に つ い て の 説 明 を わ れ わ れ

が 求 め ら れ る 機 会 が 多 く な っ て く る 。 ま た 、 医 師 と 患 者 様 の

信 頼 関 係 を ど の よ う に 構 築 し て い く か 、 ま た 少 し 問 題 が 複 雑

化 し て い く 要 素 が あ り ま す 。  

日 本 の 高 齢 者 に 合 っ た 医 療 形 態 は 何 か と い う こ と も 、 や は

り 今 後 考 え て い か な く て は な ら な い と 思 い ま す 。 先 ほ ど 平 井

会 長 か ら 、 き れ い な モ デ ル が 示 さ れ ま し た が 、 実 際 は そ の モ

デ ル に 合 わ な い 患 者 様 も た く さ ん い ら っ し ゃ い ま す 。 ど う し

て も 在 宅 で 療 養 で き な い 患 者 様 も い ら っ し ゃ い ま す し 、 そ の

よ う な 方 は 、 や は り 療 養 病 棟 、 も し く は 介 護 施 設 が 必 要 な の

は 、 厳 然 た る 事 実 で あ り ま す 。 そ の よ う な 事 実 に 即 し た 医 療

形 態 を 作 っ て い て も 、 最 終 的 に は 、 在 宅 で お 亡 く な り に な る

患 者 様 と 、施 設 で お 亡 く な り に な る 患 者 様 が 5 0 対 5 0 ぐ らい

の 、 一 人 一 人 の 選 択 に 合 っ た 形 に な っ て い く の が 理 想 的 で は

な い の か な と わ た し ど も は 思 っ て お り ま す 。  

 ま た 、 在 宅 医 療 を 支 え る い ろ い ろ な ハ イ テ ク が 、 最 近 ど ん

ど ん 出 て き て い ま す 。 例 え ば 、 緩 和 ケ ア 。 わ れ わ れ は 、 が ん

の 末 期 の 患 者 さ ん も た く さ ん 診 さ せ て い た だ い て い る の で す

が 、 以 前 は 飲 み 薬 と か パ ッ チ 剤 が 主 流 で し た 。 最 近 は く も 膜

下 に ポ ー ト を 入 れ ま し て 、そ こ か ら 2 4 時 間 持 続 で 痛 み 止 め の

お 薬 を 使 う こ と が で き る よ う に な っ て お り ま す 。 ま た 、 静 脈

注 射 に 関 し て も 、 患 者 様 ご 自 身 で の コ ン ト ロ ー ル が し や す い



 

よ う な ポ ン プ の 容 量 が 1 0 0ｃ ｃ ぐ ら い あ る Ｐ Ｃ Ａ ポ ン プ が で

き ま し て 、 非 常 に 患 者 様 に と っ て は 喜 ば し い 状 態 に な っ て き

て お り ま す 。  

 ま た 、栄 養 評 価 で す ね 。在 宅 の 栄 養 評 価 も 、こ の 1 0 年 で 随

分 変 わ っ て き た 印 象 が あ り ま す 。 以 前 は 褥 瘡 が あ り ま す と 、

褥 瘡 を 洗 っ て な ん と か き れ い に す る だ け で し た が 、 最 近 は 必

ず 栄 養 士 さ ん も 入 り ま し て 、 ア ル ブ ミ ン の 評 価 と か 、 栄 養 状

態 の 評 価 が そ こ に 加 わ っ て お り ま す し 、 廃 用 症 候 群 に 関 し て

も 、 そ の 方 の え ん 下 機 能 、 も し く は 栄 養 状 態 の 指 標 は 、 ど の

よ う に か か わ っ て い っ た ら い い の か と い う 栄 養 士 さ ん の 評 価

も 、高 齢 者 ケ ア を 変 化 さ せ た 一 つ の 大 き な 要 因 だ と 思 い ま す 。 

 最 後 に な り ま す け れ ど も 、 代 表 的 な 変 化 と し て は 、 や は り

日 本 の 文 化 風 土 を ど う 考 え て い く の か も 、 高 齢 者 ケ ア の 中 で

は 大 切 に な っ て き て い る 感 が あ り ま す 。 新 聞 の 論 評 等 を 見 て

い ま し て も 、 や は り 欧 米 の ケ ア を 、 そ の ま ま 日 本 に 持 っ て き

て も 、 や は り 根 づ か な い だ ろ う と 思 い ま す 。 日 本 人 の 中 で ど

う い う よ う に 生 き 、 高 齢 に な っ た 時 期 を ど の よ う に 生 き て い

っ て 、 ど の よ う な 形 で 最 後 に 死 ん で い く の か を 、 や は り 日 本

人 自 身 が 感 じ て 、 一 つ の コ ン セ ン サ ス を 作 り 上 げ て い く 時 期

に 、 今 来 て い る 感 が あ り ま す 。  

 わ た し ど も が 最 初 に 在 宅 医 療 を 始 め た 1 0 年 前 は 、何 か の ん

び り し た 時 代 で し た 。 患 者 様 か ら 夜 中 に お 電 話 が 来 て 、 ダ ッ

シ ュ で 行 く と 、 緊 急 時 で も 「 こ ん な に 早 く 来 た の 」 と の お 話

を 患 者 様 か ら い た だ い た こ と も あ り ま す が 、最 近 は 、「 も う ち

ょ っ と ス ピ ー ド ア ッ プ で き な い の か 」 と い う ご 意 見 を 患 者 様

か ら い た だ く こ と も あ り ま す 。 そ の た め に 、 や は り こ の よ う

な 在 宅 医 療 の ネ ッ ト ワ ー ク の 中 に 救 急 隊 も 参 加 し た り 、 救 急

隊 と 一 緒 に カ ン フ ァ レ ン ス を し た り 、「 こ の 患 者 さ ん に は ど

う 対 応 し よ う か 」 と 相 談 す る ケ ー ス も 出 て き て お り ま す 。  

 次 に 、「 個 人 プ レ ー か ら チ ー ム プ レ ー に 」と い う こ と も 少 し

書 か せ て い た だ き ま し た 。 医 師 独 り で 開 業 し 、 地 域 の 患 者 さ

ん を 診 て い ら っ し ゃ る 先 生 も い ら っ し ゃ い ま す 。 お 医 者 さ ん



 

の 中 に は ス ー パ ー マ ン が お り ま し て 、 独 り で 何 で も で き て し

ま う 先 生 も い ら っ し ゃ る の で す 。 そ の ほ う が 非 常 に ハ ー ト フ

ル な 、 熱 い 医 療 が 展 開 さ れ て い る 地 域 が た く さ ん あ り ま す 。

そ の ほ う が い い こ と も あ り ま す が 、 例 え ば そ の 先 生 が 病 気 を

し て し ま っ た と き に 、 や は り 、 急 に お 医 者 さ ん の サ ポ ー ト が

な く な っ て し ま う リ ス ク や ど う し て も 、 医 師 も 生 身 の 人 間 で

す か ら 、体 調 が 悪 い と き 、都 合 が 悪 い と き な ど を 考 え ま す と 、

在 宅 の 場 合 2 4 時 間 の サ ポ ー ト を す る た め に は 、チ ー ム プ レ ー

の ほ う が よ い と 思 い ま す 。 ま た チ ー ム も 、 医 師 だ け で は な く

て 、 看 護 師 、 リ ハ ス タ ッ フ 、 ケ ー ス ワ ー カ ー さ ん 、 そ の 他 い

ろ い ろ な ス タ ッ フ が い る ほ う が よ い の で は な い で し ょ う か 。  

 ま た 、 先 ほ ど の ハ イ テ ク に も か か わ り ま す け れ ど も 、 紙 に

書 い た も の を 持 ち 寄 っ て 以 前 は ミ ー テ ィ ン グ を し て い ま し た

が 、 最 近 は デ ジ カ メ と か で 写 真 を き ち っ と 収 集 し 、 床 ず れ の

状 態 、患 者 さ ん の A D L の 状 態 、リ ハ ビ リ の 状 態 な ど が カ ン フ

ァ レ ン ス の と き に 画 面 で 見 れ る よ う に な っ た の も 、 在 宅 医 療

を し て い る 中 で 本 当 に 変 わ っ て き た な と 思 っ て い ま す 。  

 以 上 、簡 単 で は あ り ま す け れ ど も 、 1 0 年 来 、在 宅 医 療 を 行

っ て き た こ と と 、 若 干 変 わ っ て き た こ と を ご 紹 介 さ せ て い た

だ き ま し た 。  

 い ば ら き 診 療 所 の 在 宅 医 療 は 、 い か に 残 さ れ た 時 間 を 生 き

る の か を 始 め た 当 初 か ら 今 ま で 変 わ ら ず 考 え て き ま し た 。 決

し て 療 養 で は な い の で す 。 そ の 患 者 様 、 ご 高 齢 の 方 が 生 き る

時 間 を 、 い か に 大 切 に で き る か を 支 え て い き た い な と 考 え る

次 第 で ご ざ い ま す 。 簡 単 で は ご ざ い ま す が 、 わ た し ど も の 紹

介 は こ れ で 終 わ ら せ て い た だ き ま す 。  

 
 



後期高齢者医療制度で
在宅医療に求められるもの

いばらき診療所、照沼秀也

はじめに

• いばらき診療所のご紹介
• 在宅でお看取りした患者様総数１１１名（２００
７．１，１～２００７，１２，３１）



社会保障のなかで

• 日本の競争力を損なわない医療費
• ケアレジデンスと在宅医療
• 患者さんから見てわかりやすいこと＝無駄の
ない医療

（自分で動ける人：外来診療、じぶんで外来に
行けない人：在宅医療など）

（自分の死ぬ時期がわかったひと、癌など）



在宅医療とは

• 患者さんが生きるをサポートする医療
• 生きるとは自分の大切な物に囲まれている時
間、（家族、部屋、動物、犬、猫、植物、庭、本、
趣味のグッズー歴史サークル，ふるさと、仕
事）人により全く違うが、誰でも必ず自分で大
切にしているものがある。

• いばらき診療所の在宅医療＝生きる



高齢者ケアの変化

• 高齢者の自己負担割合の増加ーよりわかり
やすい医療、満足度の高い医療が求められ
る。

• 日本の高齢者に合った医療形態は何か？
• ハイテク医療と在宅医療（硬膜外、くも膜下
ポート、ＣＶポート、ＰＣＡポンプ）

• 栄養評価の重要性（廃用，じょくそう）
• 日本の文化風土の中の医療

在宅医療の変化

• 緊急時の対応、予測可能なケース、予測不
可能なケース（救急隊にも協力）

• 個人プレーからチームプレーに
よりよいチームづくり、ミーティング（携帯端
末で） 情報収集（デジカメ）



いばらき診療所の在宅医療

• 在宅医療＝生きる



 

現場からの発言Ⅱ     
後期高齢者医療制度の中での老人医療 

 

         富家隆樹  

 
 皆 さ ん 、 こ ん に ち は 。 僕 か ら は 、 療 養 型 病 院 と し て 、 特 に

終 末 期 を 中 心 に 資 料 を い く つ か 提 示 さ せ て い た だ い て 、 ど こ

で ど の よ う に 終 末 期 、 最 期 を 迎 え て い っ た ら い い の か を 一 緒

に 考 え て い け れ ば と 思 い ま す 。そ し て 老 人 医 療 を 考 え て い く 、

老 人 医 療 に 携 わ っ て い く 僕 た ち は 、 医 療 制 度 が ど ん ど ん 変 わ

っ て い く 中 で 、 ど の よ う に 進 ん で い っ た ら い い の か を 少 し 考

え た い と 思 い ま す 。 よ ろ し く お 願 い し ま す 。  

 ま ず 、 う ち の 病 院 の 紹 介 を さ せ て い た だ き ま す 。 埼 玉 県 の

ふ じ み 野 市 に あ り ま し て 、 東 武 東 上 線 の 上 福 岡 駅 か ら 車 で 約

2 0 分 の と こ ろ で す 。 療 養 型 病 院 で 標 榜 す る 科 は 内 科 、 外 科 、

泌 尿 器 科 、神 経 内 科 、腎 臓 内 科 、リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 科 で す 。

「 老 人 の 専 門 医 療 を 考 え る 会 」で 行 っ て い る 平 成 1 8 年 老 人 病

院 機 能 評 価 で 、 全 国 病 院 中 1 3 位 の 結 果 で し た 。 入 院 病 棟 は 、

医 療 療 養 型 病 床 が 1 5 6 床 、 回 復 期 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 病 棟 が

4 6 床 で す 。リ ハ ビ リ は 、Ｐ Ｔ 、Ｏ Ｔ 、Ｓ Ｔ 合 わ せ て 3 0 名 が 、

回 復 期 リ ハ や 維 持 期 リ ハ に 携 わ っ て お り ま す 。 療 養 型 病 院 と

し て は 珍 し く 、 透 析 室 が あ り ま し て 、 入 院 透 析 が 中 心 と な っ

て 、 約 2 0 台 、 １ 日 ２ ク ー ル 行 っ て お り ま す 。  

 う ち の 病 院 の 取 り 組 み で す け れ ど も 、 僕 が 今 、 こ の 病 院 の

院 長 に な っ て 約 ９ 年 に な り ま す が 、 そ の こ ろ か ら 、 積 極 的 に

重 症 患 者 様 の 受 け 入 れ を 行 っ て お り ま す 。 そ し て 、 そ の よ う

な 患 者 様 は 長 期 の 慢 性 期 の 期 間 が 長 く 、 経 済 的 に も 疲 弊 す る

部 分 が 大 き い で す か ら 、 な る べ く 安 価 で そ し て 快 適 な 療 養 生

活 を 送 れ る よ う に 、 保 険 外 負 担 の 部 分 や そ れ 以 外 の 部 分 を 安



 

価 で 提 供 で き な い か と 考 え て お り ま す 。 ま た 療 養 型 病 院 と し

て は 、 抑 制 撤 廃 、 終 末 期 ケ ア ・ 緩 和 ケ ア 、 医 療 事 故 の 低 減 や

リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 、 チ ー ム 医 療 や シ ー ム レ ス な 地 域 ケ ア な

ど に 取 り 組 ん で お り ま す 。  

 入 院 患 者 の 内 訳 と し て は 、 気 管 切 開 が 5 6 名 、 胃 ろ う が 8 2

名 、 入 院 透 析 が 5 5 名 で 、 神 経 難 病 の 患 者 が 3 2 名 お り ま す 。

平 均 在 院 日 数 は 4 7 6 日 で 、退 院 内 訳 の 中 で 、死 亡 が 4 4 . 3％ で

す 。 そ う い っ た 中 で 、 当 院 と し て も 終 末 期 ケ ア ・ 緩 和 ケ ア は

重 要 な 、 考 え て い か な け れ ば い け な い 、 取 り 組 ん で い か な け

れ ば い け な い も の の 課 題 の 一 つ に な っ て お り ま す 。  

 改 め て 、終 末 期 医 療・緩 和 ケ ア に つ い て 話 を し ま す と 、「 治

癒 を 目 的 と し た 治 療 に 反 応 し な く な っ た 疾 患 を 持 つ 患 者 に 対

す る 積 極 的 で 全 人 的 な ケ ア で あ る 。 痛 み を は じ め と す る 諸 症

状 、 心 理 的 苦 悩 、 社 会 的 問 題 、 ス ピ リ チ ャ ル な 問 題 の 解 決 を

最 重 要 課 題 と し 、 そ の 最 終 目 標 は 患 者 や 家 族 に と っ て で き る

限 り 良 好 な Ｑ Ｏ Ｌ の 実 現 で あ る 」 と Ｗ Ｈ Ｏ は 定 義 を し て お り

ま す 。 そ の 定 義 に 沿 う と 、 い わ ゆ る 終 末 期 、 緩 和 ケ ア で は が

ん を 想 像 し が ち で す が 、 寝 た き り 状 態 や 植 物 状 態 な ど 治 療 で

は こ れ 以 上 改 善 し な い 状 態 と い う の も 、 終 末 期 と し て 想 定 し

て い い の で は な い か と 思 っ て お り ま す 。  

 そ の ケ ア を し な け れ ば い け な い 、 乗 り 越 え な け れ ば い け な

い 、 取 り 去 っ て あ げ な け れ ば い け な い 「 四 つ の 全 人 的 苦 痛 」

で す け れ ど も 、 一 つ は 身 体 的 苦 痛 。 こ れ は な る べ く 積 極 的 に

鎮 痛 剤 を 使 用 し て 、 で き る 限 り 除 い て あ げ な け れ ば い け な い

で す し 、 精 神 的 な 苦 痛 に 関 し て は 、 当 院 で は 臨 床 心 理 士 を 配

置 し て お り ま し て 、 メ ン タ ル カ ウ ン セ リ ン グ 等 を 行 っ て お り

ま す 。 ま た 、 社 会 的 苦 痛 は 、 存 在 の 喪 失 感 等 は な か な か 難 し

い で す け れ ど も 、 経 済 的 な 部 分 で は ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー が ケ

ア し た り 、ス ピ リ チ ャ ル ペ イ ン も な か な か 難 し い 問 題 で す が 、

チ ー ム 医 療 で 乗 り 越 え て い き た い な と 考 え て お り ま す 。  

 先 ほ ど 平 井 会 長 も お 話 し さ れ た 、 後 期 高 齢 者 の 在 り 方 に 関

す る 特 別 部 会 で 、「 後 期 高 齢 者 に ふ さ わ し い 医 療 」が 、三 つ 示



 

さ れ ま し た 。 そ の 中 で 、「 避 け る こ と の で き な い 死 を 迎 え る 」

と い う こ と が 、 盛 り 込 ま れ て お り ま す 。 や は り 、 そ の 中 で ふ

さ わ し い 医 療 と し て 、 生 活 を 重 視 し た 医 療 、 尊 厳 に 配 慮 し た

医 療 、 患 者 や 家 族 が 安 心 、 納 得 で き る 医 療 を 提 供 し て い か な

け れ ば い け な い と 特 別 部 会 で も 掲 げ ら れ て お り ま す 。  

 そ こ で 、 改 め て 日 本 の 死 亡 者 数 、 そ し て 死 亡 場 所 に つ い て

考 え た い と 思 い ま す 。 年 間 の 死 亡 者 数 は 全 国 で 1 0 0 万 人 い ら

っ し ゃ い ま す 。 そ の 中 で 約 8 0 万 人 、 8 0％ の 方 が 病 院 で 亡 く

な っ て 、 1 3 . 5％ の 方 が 自 宅 で 亡 く な っ て い る の が 現 状 で す 。

こ の 数 字 を 見 る と 、先 ほ ど の 照 沼 先 生 の 9 8 名 と い う 数 字 が い

か に す ご い こ と か と 改 め て 感 じ さ せ て い た だ き ま し た 。  

 こ こ で 、「 終 末 期 医 療 に 関 す る 意 識 調 査 」 と し て 、 平 成 1 5

年 に 厚 生 労 働 省 が 行 っ た も の を 紹 介 し た い と 思 い ま す 。 対 象

は 、 一 般 国 民 5 , 0 0 0 人 、 医 師 が 3 , 1 0 0 人 、 看 護 職 員 が 3 , 6 0 0

人 、 介 護 職 員 が 2 , 0 0 0 人 を 対 象 に し た 意 識 調 査 で 、 問 １ と し

て 、「 あ な た 自 身 が 痛 み を 伴 い 、し か も 治 る 見 込 み が な く 死 期

が 迫 っ て い る 場 合 、 療 養 生 活 は 最 期 ま で ど こ で 送 り た い で す

か 」、つ ま り 、痛 み の あ る が ん に 冒 さ れ た 場 合 、ど こ で 過 ご し

た い か と い う 設 問 に 対 し て 、 一 般 国 民 は 、 緩 和 ケ ア 病 棟 や 医

療 機 関 、 も し く は 、 必 要 に な れ ば 入 院 し た い が 多 く 、 最 期 ま

で 自 宅 で 過 ご し た い と い う 方 は 1 0％ と 、意 外 に 少 な か っ た 結

果 が 出 て お り ま す 。  

 問 ２ と し て 、「 あ な た 自 身 が 高 齢 と な り 、脳 血 管 障 害 や 痴 呆

等 に よ っ て 日 常 生 活 が 困 難 と な り 、 さ ら に 、 治 る 見 込 み の な

い 疾 病 に 冒 さ れ た と 診 断 さ れ た 場 合 、 ど こ で 最 期 ま で 療 養 し

た い で す か 」、つ ま り 介 護 が 必 要 に な っ た 場 合 、ど こ で 過 ご し

た い か と い う 設 問 に 対 し て は 、一 般 国 民 は 病 院 、老 人 ホ ー ム 、

自 宅 の 順 で す が 、 医 師 や 看 護 職 員 は 自 宅 が ほ と ん ど 、 半 分 が

自 宅 で 過 ご し た い 、 そ れ 以 外 は 療 養 病 床 で 過 ご し た い と い う

答 え で 、 介 護 職 員 は 、 自 宅 が ４ 割 、 そ し て 介 護 福 祉 施 設 、 い

わ ゆ る 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム で 過 ご し た い と い う 方 が 2 6％ で

し た 。  



 

 こ の 中 で 、 な ぜ 自 宅 で 療 養 し た い か と い う 理 由 と し て は 、

「 住 み 慣 れ た 場 所 で 最 期 を 迎 え た い 」、そ し て「 最 期 ま で 好 き

な よ う に 過 ご し た い 」と い う の が 、自 宅 で 過 ご し た い 理 由 で 、

自 宅 以 外 で 療 養 し た い 方 の 理 由 は 、「 家 族 の 負 担 が 大 き い か

ら 」、「 緊 急 時 に 家 族 に 迷 惑 を か け る か も し れ な い 」 な ど が 、

自 宅 以 外 で 療 養 し た い 理 由 と し て 挙 げ ら れ て い ま し た 。  

 こ こ で 、「 死 に 至 る プ ロ セ ス 」に 少 し 触 れ て み た い と 思 い ま

す 。 大 き く 分 け て 三 つ あ り ま す 。 一 つ は 、 が ん で す ね 。 一 つ

は 心 臓 ・ 肺 ・ 肝 臓 等 の 臓 器 不 全 。 そ し て 三 つ め が 、 老 衰 ・ 認

知 症 等 で す 。 が ん な ど は 、 死 亡 の 数 週 間 前 ま で は 機 能 は 保 た

れ て 、 急 速 に 低 下 を し て 死 を 迎 え る 。 心 臓 ・ 肺 ・ 肝 臓 等 の 臓

器 不 全 で は 、 時 々 重 症 化 し な が ら 機 能 は 低 下 し て い き 、 最 終

的 に 死 を 迎 え る 。 老 衰 や 認 知 症 は 、 長 い 期 間 に わ た っ て 徐 々

に 機 能 は 低 下 し て い き な が ら 、 や は り 最 終 的 に 死 を 迎 え る と

い う よ う な 、 こ の ３ パ タ ー ン が 考 え ら れ て お り ま す 。  

 そ れ ぞ れ の プ ロ セ ス の 中 で 、 終 末 期 の 場 所 を 改 め て 考 え て

み る と 、 が ん は 、 末 期 を 明 確 に で き る こ と か ら 、 緩 和 ケ ア 病

棟 や ホ ス ピ ス が よ い の で は な い か 。 そ し て 、 臓 器 不 全 に 対 し

て は 、 継 続 的 な 医 療 管 理 が 必 要 な の で 、 医 療 ・ リ ハ ビ リ テ ー

シ ョ ン の 態 勢 が 整 っ て い る 療 養 病 床 が い い の で は な い か 。 そ

し て ３ 番 め の 老 衰 ・ 認 知 症 等 で は 、 医 療 の 必 要 性 は 低 い た め

に 、介 護 が 重 要 に な っ て き て 、「 生 活 の 場 」と し て の 配 慮 が さ

れ て い る 療 養 病 床 、 も し く は 終 末 期 医 療 が 可 能 な 介 護 福 祉 施

設 （ 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム ） が よ い の で は な い か な と 考 え ら れ

ま す 。  

 そ れ 以 外 の 終 末 期 の 場 所 と し て は 、 在 宅 で す ね 。 ど の よ う

な 場 合 で も 、 ど の よ う な 状 態 で も 、 ど の よ う な 病 態 で も 、 訪

問 診 療 や 訪 問 看 護 、 訪 問 介 護 な ど を 組 み 合 わ せ れ ば 、 在 宅 で

の ケ ア は 可 能 で す 。 た だ 、 介 護 す る ほ う も 費 用 的 に も か な り

負 担 が 大 き い の が 今 の 現 実 で す 。 ま た 老 人 保 健 施 設 は 、 病 院

か ら 在 宅 復 帰 に 向 け て の 中 間 施 設 を 想 定 し て お り 、 終 末 期 医

療 は 想 定 し て い な い の が 今 の 状 態 で す 。 今 後 で き る 転 換 型 老



 

健 で は 、 終 末 期 は 考 え て い る よ う で す 。 ま た 、 次 の 急 性 期 病

院 、 救 急 病 院 や 大 学 病 院 は 、 生 活 の 場 や 介 護 で は な く て 、 救

命 と 治 療 が 優 先 さ れ て お り ま す 。 こ こ で 、 今 ほ と ん ど の 方 が

お 亡 く な り に な ら れ て い ま す け れ ど も 、 終 末 期 医 療 を 目 的 に

急 性 期 病 院 で 治 療 を 行 う の は 、 Ｑ Ｏ Ｌ を 考 え れ ば 、 医 療 者 や

患 者 の 双 方 に と っ て 、 あ ま り 利 益 の 高 い こ と で は な い の で は

な い か と 考 え ら れ ま す 。 そ の 他 、 有 料 老 人 ホ ー ム ・ グ ル ー プ

ホ ー ム・ケ ア 付 マ ン シ ョ ン は 、介 護 は 想 定 し て い る け れ ど も 、

終 末 期 医 療 は 想 定 し て お り ま せ ん 。  

 そ の 終 末 期 の 場 所 の 数 に つ い て 、 緩 和 ケ ア 病 棟 は 全 国 に

1 6 3 施 設 、3 , 11 8 床 あ り ま す 。た だ 、反 対 に が ん の 死 亡 者 数 は

年 間 3 0 万 人 で す 。緩 和 ケ ア の 数 が あ ま り に も 少 な い 数 で は な

い か な と 考 え ら れ ま す 。 療 養 病 床 は 現 在 3 8 万 床 あ り ま す が 、

2 0 11 年 に 1 5 万 床 に 減 る と さ れ て お り ま す 。 反 対 に 、 急 性 期

病 院 は 現 在 9 0 万 床 あ り ま す 。特 別 養 護 老 人 ホ ー ム は 3 6 万床

あ り ま す が 、年 間 死 亡 者 数 は 5 , 0 0 0 人 、全 死 亡 に 対 し て 0 . 5 3％

と 、 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム で 亡 く な ら れ る 方 は 、 非 常 に 少 な い

の が 現 実 で す 。  

 こ こ で 在 宅 療 養 と 療 養 型 病 院 の 費 用 の 比 較 を し た い と 思 い

ま す 。 細 か い 数 字 が ち ょ っ と 間 違 っ て い る 部 分 が あ る と 思 い

ま す が 、 こ こ で お 話 し さ せ て い た だ き た い の は 、 在 宅 の 場 合

で も 療 養 型 の 場 合 で も 、 国 が 払 う お 金 は 在 宅 よ り 療 養 型 病 院

の ほ う が 大 き い で す 。た だ 、逆 に 主 介 護 者 の 人 件 費 、生 活 費 、

家 賃 等 を 考 慮 す る と 、 患 者 様 が 払 う お 金 は 在 宅 の ほ う が 大 き

く な っ て し ま う の が 、 現 在 の 料 金 体 系 の 違 い だ と 考 え ら れ ま

す 。  

 ま た 、 在 宅 医 療 の 法 律 上 の 解 釈 と 問 題 点 に つ い て 、 少 し 触

れ た い と 思 い ま す 。「 死 亡 す る 2 4 時 間 以 内 に 患 者 を 診 て い な

け れ ば 、 異 状 死 と み な す 」 と い う 、 異 状 死 の 問 題 が 在 宅 死 を

一 層 困 難 に し て い る の で は な い か な と 思 わ れ ま す 。 も う 一 つ

が 、 高 齢 者 が 身 体 機 能 が 低 下 し て い く 中 で 、 た ん や だ 液 等 に

よ る 窒 息 が 、避 け ら れ な い 死 の 一 つ の パ タ ー ン で は あ り ま す 。



 

そ れ は 外 因 死 と 分 類 さ れ 、保 険 会 社 が 保 険 を 払 わ な か っ た り 、

事 故 死 で は な い か 、 施 設 の 過 失 で は な い か と 誤 っ た 印 象 を 遺

族 に 与 え る こ と が 問 題 に な り ま す 。  

 最 後 に 、 医 療 に 対 す る 代 諾 権 が 現 在 規 定 さ れ て い ま せ ん 。

成 年 後 見 人 制 度 は あ り ま す け れ ど も 、 そ れ は 資 産 管 理 や 身 上

監 護 に 限 定 さ れ て い ま し て 、 医 療 に 関 す る 代 諾 権 が 認 め ら れ

て い な い の が 現 実 で す 。 そ の 異 状 死 の 問 題 の モ デ ル の 例 で す

け れ ど も 、 9 4 歳 の 女 性 で 、脳 こ う そ く で 全 介 助 状 態 で 、家族

や 本 人 は も う 在 宅 で 看 取 ら れ た い 、看 取 り た い 意 識 が あ っ て 、

主 治 医 か ら 年 齢 と 状 態 か ら 終 末 期 の 説 明 が 十 分 さ れ て い た に

も か か わ ら ず 、 訪 問 診 療 の ２ 日 後 に 亡 く な っ た 場 合 に 、 最 後

の 診 療 よ り ２ ４ 時 間 以 上 経 過 し て お り 厳 密 に 言 え ば「 異 状 死 」

と し て 判 断 さ れ て 、 検 死 が 行 わ れ た こ と が 一 例 あ り ま す 。 年

齢 的 に も 、 状 態 的 に も 、 そ し て 家 族 ・ 本 人 的 に も 、 だ れ も が

死 亡 診 断 書 に 「 老 衰 」 と 書 い て ほ し か っ た の で は な い か な と

い う 例 で あ り ま す 。  

 最 後 か ら ２ 枚 め の ス ラ イ ド は 、 去 年 の 2 0 0 7 年 の ６ 月 ７ 日

に 、 終 末 期 の 決 定 プ ロ セ ス に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン が 、 厚 生 労

働 省 か ら 発 表 さ れ ま し た 。こ の 中 に 、「 患 者 が 医 療 従 事 者 と 話

し 合 い を 行 い 」と か 、「 医 療・ケ ア チ ー ム に よ っ て 、医 学 的 妥

当 性 と 適 切 性 を 判 断 す る べ き だ 」と か 、「 医 療・ケ ア チ ー ム に

よ り 、 可 能 な 限 り 疼 痛 や 治 療 を 行 わ れ る べ き で は な い か 」 と

書 い て あ り ま す が 、 な か な か 、 診 療 所 レ ベ ル で ケ ア チ ー ム を

作 っ て い る と こ ろ が 少 な い の が 現 実 で す 。 療 養 型 病 床 や 高 齢

者 医 療 に 携 わ っ て い る 施 設 、 病 院 で は 、 こ の よ う な チ ー ム が

作 ら れ て い ま す 。 し か し 、 今 度 の 制 度 で は 主 治 医 に は な れ な

い と い う 懸 念 さ れ る べ き 話 が 出 て い ま す 。  

 最 後 の ス ラ イ ド で す 。「 ど う す る ？  後 期 高 齢 者 医 療 制 度

の 中 で の 老 人 医 療 」 と い う こ と で 、 今 ま で も 、 介 護 保 険 が 始

ま っ た り 、 医 療 制 度 が こ ろ こ ろ 変 わ っ た り す る 中 で も 、 同 じ

こ と を 行 っ て き た よ う に 思 い ま す 。 そ し て 、 こ れ か ら も 医 療

制 度 は 変 わ っ て い き ま す が 、 安 全 ・ 安 心 で 良 質 な 慢 性 期 医 療



 

を 、 そ し て 終 末 期 医 療 を 、 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン を 、 在 宅 医 療

を 、 レ ス パ イ ト ケ ア を 、 僕 ら は 考 え な が ら 、 み ん な で 相 談 し

な が ら 行 っ て い か な け れ ば い け な い し 、 行 っ て い こ う か な と

考 え て 、わ た し の 発 表 を 終 わ ら せ て い た だ き た い と 思 い ま す 。

ご 清 聴 あ り が と う ご ざ い ま し た 。  

 
  



ご存知ですか？
後期高齢者医療制度 （PartⅡ）

現場からの発言

富家病院 富家隆樹

病院紹介



埼玉県ふじみ野市
東武東上線 上福岡駅

療養型病院

内科・外科・泌尿器科

神経内科・腎臓内科

リハビリテーション科

平成18年老人病院機能評
価
１３位（全国１８０病院）

入院病棟

医療療養型病床 １５６床

回復期リハビリテーション病棟 ４６床



リハビリテーション

PT・OT・ST 計３０名
回復期リハ

難病リハ

維持期リハ

呼吸器リハ

小児言語訓練

透析室

入院透析中心

透析ベット２０台

１日２クール

感染症・認知症対応用個室

LDL吸着



富家病院の取り組み
～療養病床として～

重傷患者様の受け入れ

安価で快適な療養生活

抑制撤廃

終末期ケア・緩和ケア

医療事故の低減と安全性の確立

充実したリハビリテーション

チーム医療

シームレスな地域ケア

入院患者内訳ー１

気管切開 ５６名

胃瘻 ８２名

入院透析 ５５名

神経難病 ３２名

回復期リハビリ患者 ３５名

平均在院日数 ４７６．８日

退院内訳 自宅26.4％ 転院19.8％ 施設9.2％
死亡44.3％（H17.1.1～Ｈ17.12.31）



富家病院の取り組み
～療養病床として～

重傷患者様の受け入れ

安価で快適な療養生活

抑制撤廃

終末期ケア・緩和ケア

医療事故の低減と安全性の確立

充実したリハビリテーション

チーム医療

シームレスな地域ケア

終末期医療・緩和ケアとは？

WHOの定義
「治癒を目的とした治療に反応しなくなった疾患を
持つ患者に対する積極的で全人的なケアである。
痛みをはじめとする諸症状、心理的苦悩、社会的
問題、スピリチャルな問題の解決を最重要課題と
し、その最終目標は患者や家族にとってできる限
り良好なQOLの実現である。」



癌だけではない終末期

寿命

日本人の平均寿命

男性78.64才 女性85.59才

透析寿命

透析導入後１０年

寝たきり状態・植物状態

治療ではこれ以上改善しない状態

認知症の末期状態

免疫力・抵抗力の低下

終末期医療・緩和ケア

～四つの全人的苦痛～

身体的苦痛

積極的な鎮痛剤の使用（麻薬も含めた）

胃瘻造設による鼻腔チューブでの苦痛の緩和

気管切開による喀痰吸引の苦痛の緩和

精神的苦痛

臨床心理士によるメンタルカウンセリング

社会的苦痛

医療ソーシャルワーカー

スピリチャルペイン

チーム医療



社会保障審議会後期高齢者医療の在り方に関する特別部会

後期高齢者にふさわしい医療（基本的事項）1

○ 後期高齢者には、若年者と比較した場合、次に述
べるような心身の特性がある。

（１）老化に伴う生理的機能の低下により、治療の
長期化、複数疾患への罹患（特に慢性疾患）が見
られる。

（２）多くの高齢者に、症状の軽重は別として、認
知症の問題が見られる。

（３）新制度の被保険者である後期高齢者は、この
制度の中で、いずれ避けることができない死を迎
えることとなる。

社会保障審議会後期高齢者医療の在り方に関する特別部会

後期高齢者にふさわしい医療（基本的事項）２

後期高齢者の生活を重視した医療
一般に、療養生活が長引くことなどから、後期高齢者の医療は、高齢者の生活
を支える柱の一つとして提供されることが重要である。そのためには、どのよう
な介護・福祉サービスを受けているかを含め、本人の生活や家庭の状況等を踏

まえた上での医療が求められる。

後期高齢者の尊厳に配慮した医療
自らの意思が明らかな場合には、これを出来る限り尊重することは言うまで も

ないが、認知症等により自らの意思が明らかでない場合にも、個人として尊重さ
れ、人間らしさが保たれた環境においてその人らしい生活が送れるように配慮

した医療が求められる。

後期高齢者及びその家族が安心・納得できる医療

いずれ誰もが迎える死を前に、安らかで充実した生活が送れるように、安心 し

て生命を預けられる信頼感のある医療が求められる。



死亡場所と死亡者数

年間死亡者数
1028602名（男子557,097名，女子471,505名）

つまり 病院での死亡者 百万人 × 78.4% ＝ 78.4万人

終末期医療に関する意識調査

厚生労働省施行

H15年２月施行
対象 （有効回答率 ５０．７％）

一般国民 ５０００人

医師 ３１４０人

看護職員 ３６４７人

介護施設職員 ２０００人



終末期医療に関する意識調査
問１ あなたご自身が痛みを伴い、しかも治る見込みが
なく死期が迫っている（６ヶ月程度あるいはそれより短
い期間を想定）場合、療養生活は最期までどこで送りた
いですか？
→（痛みのある癌に冒された場合）

問１ あなたご自身が痛みを伴い、しかも治る見込みがなく死期が迫っている
（６ヶ月程度あるいはそれより短い期間を想定）場合、療養生活は最期までど
こで送りたいですか？

一般国民
なるべく早く医療機
関・緩和ケア病棟への
入院：32%
必要になれば入院：
48%
最後まで自宅：10%



終末期医療に関する意識調査
問２ あなた自身が高齢となり、脳血管障害や痴呆等
によって日常生活が困難となり、さらに、治る見込みの
ない疾病に侵されたと診断された場合、どこで最期まで
療養したいですか？

→ （介護が必要となった場合）

問２あなた自身が高齢となり、脳血管障害や痴呆等によって日常生活が困難
となり、さらに、治る見込みのない疾病に侵されたと診断された場合、どこで最
期まで療養したいですか。

一般国民
病院：38%
老人ホーム：25%
自宅：23%

医師・看護職員
自宅：49%
介護療養型医療施設又は
長期療養病院：23%

介護施設職員
自宅：38%
介護老人福祉施設（特別養
護老人ホーム）:26%



問２あなた自身が高齢となり、脳血管障害や痴呆等によって日常生活が困難
となり、さらに、治る見込みのない疾病に侵されたと診断された場合、どこで最
期まで療養したいですか。→介護が必要となった場合

自宅で療養したい理由

「住み慣れた場所で最期を迎えたい」（般６２％、
医６６％、看６５％、介７０％）、

「最期まで好きなように過ごしたい」（般４７％、医５
７％、看６６％、介６１％）

自宅以外で療養したい理由

「自宅では家族の介護などの負担が大きい」、「自
宅では緊急時に家族へ迷惑をかけるかもしれな
い」（般８４％、医７０％、看８１％、介７５％）。

死に至るプロセス
A）がん等：
死亡の数週間前まで機能は保たれ、以後急速に低下
意識や認知能力は通常最後まで保たれる（本人の希望確認
が可能）

B)心臓・肺・肝臓等の臓器不全：
時々重症化しながら、長い期間にわたり機能は低下
増悪した症状は軽減されるが、元のレベルまで回復しない（比
較的早期の段階から本人の意向を確認することが可能）

C)老衰・認知症等：
長い期間にわたり徐々に機能は低下
末期には食事を自分で摂取することができない（本人の意思
確認は一般に困難。家族の意向による ）



死のプロセス

それぞれの終末期の場所

A)がん等
末期を明確に規定できることから、緩和ケア病棟、ホスピス。

B)心臓・肺・肝臓等の臓器不全：
継続的な医療管理が必要。医療・リハビリテーションの態勢が整っ
ている療養病床。

C)老衰・認知症等：
要医療度は低いため医療よりも介護重要。「生活の場」としての配
慮がなされている療養病床。あるいは医療（看護を含めて）と密接
な連携を行っているため終末期医療が可能な介護福祉施設（特
別養護老人ホーム）。



終末期の場所
その他の場所
在宅

訪問診療・訪問看護・訪問介護などの在宅サービスを組み合わせることによっ
て、すべての場合において、本人および介護にあたる家族が共に望めば、家庭
(自宅)での終末期ケアが最適である
現状ではサービス利用者および提供者の双方が満足のいくケアを行うために
は多大の費用が掛かる。
核家族化・小家族の点から介護者の負担が大きい

介護老人保健施設（中間施設）
病院から在宅復帰に向けての中間施設を想定している。
そのため介護老人保健施設での終末期ケアの実施は、想定できない。

急性期病院（救急病院・大学病院）
急性期病院では「救命と治療」が優先される。「生活の場」と「介護」に配慮され
ない
終末期医療を目的に急性期病院にて治療を行うのは、QOLを考えれば患者・
治療者共に不利益を蒙ることになるであろう。

その他
有料老人ホーム・グループホーム・ケア付マンションは、介護は想定しているが、
終末期医療は想定していない

終末期の場所：その数

緩和ケア病棟１６３施設３１１８床（H18.1月）
がん死亡者数 ３０万人

療養病床 ３８万床（介護保険１３万 医療保
険２５万）
→２０１１年に１５万床に

・急性期病院 ９０万床

特別養護老人ホーム ３６万床
年間死亡者数5352人
（全死亡者数に対して0.53%)



在宅療養と療養型病院の費用比較

モデル症例：８２才 女性 脳梗塞

寝たきり状態で気管切開・胃瘻造設（要介護５）

在宅の場合ー主介護者必要
訪問診療２回／月・訪問看護３回／日・訪問介護３回／日・
訪問リハビリ１回／日・訪問入浴サービス３回／週等

総費用 380,000円（自己負担38,000円）
＋生活費（家賃、食費、光熱費、おむつ代）

療養型病院の場合（医療区分２）
総費用 399,000円（自己負担40,000円）＋食費（２４００
０円）

在宅医療の法律上の解釈と問題点

死亡する24時間以内に患者を診ていなければ、あるいは疾患の経過か
ら予測されない死亡の場合はすべて「異状死」とみなす

この法律によって「在宅死」をいっそう困難にしていると考える。
法的なガイドラインを早急に見直すことが必要である。

窒息が外因死と分類されている

現在の死亡診断書で定められている書式には窒息が外因死と分類され
ており、窒息即事故死（施設の過失）との誤った印象を遺族に与えている。
保険会社も窒息を機械的に事故死と解釈し、基礎疾患との関連性を認めな
い風潮にある。
この問題を放置すれば、喀痰による窒息も、すべてが事故死と認定され、す
べてが異状死とされかねない。

医療に関する代諾権がない
現在の法律では、後見人が行使できる代諾の範囲は資産管理、身上監護に
限定されており医療に関する代諾権は認められていない。今後、身寄りのな
い認知症高齢者の増加が予測される中、この点について早急な検討が必要



症例１：在宅での終末期医療

９４才女性 脳梗塞で全介助状態（寝たきり状態）

本人の強い意志と家族の希望にて在宅での看取りを希望され、訪
問診療・訪問看護・訪問看護にて在宅療養を送っていた。

年齢と状態から終末期の説明は主治医より十分されており、家族
は十分理解されていた。

H18年８月１３日の訪問診療では特に変化を認めなく全身状態は
安定していた。

H18年８月１５日疾病の罹患無く誘因無く眠るように永眠。
主治医の最後の診察より２４時間以上経過しており、「異常死」と
判断され、警察より検死が行われた。

→だれもが「老衰」望んだのではないだろうか？

終末期医療の決定プロセスに
関するガイドライン
厚生労働省2007年6月7日 公表

終末期医療及びケアの在り方
① 医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなさ
れ、それに基づいて患者が医療従事者と話し合いを行い、患
者本人による決定を基本としたうえで、終末期医療を進める
ことが最も重要な原則である。
② 終末期医療における医療行為の開始・不開始、医療内容
の変更、医療行為の中止等は、多専門職種の医療従事者か
ら構成される医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適
切性を基に慎重に判断すべきである。
③ 医療・ケアチームにより可能な限り疼痛やその他の不快
な症状を十分に緩和し、患者・家族の精神的・社会的な援助
も含めた総合的な医療及びケアを行うことが必要である。
④ 生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本ガイドラ
インでは対象としない。



どうする？
後期高齢者医療制度の中での老人医療

いままでもこれからも

安全・安心・良質で先進な慢性期医療

人生の一部となる終末期医療の提供

急性期病院を支える後方病院

QOLを高めるリハビリテーション
介護・看護負担を軽減する在宅医療

介護者の負担を軽減するレスパイトケア



 

現場からの発言Ⅲ    

老人医療の変遷からみた 

後期高齢者医療制度  
 
 ～病院の今後の役割～  

大川博樹  
 
 ご 紹 介 に 預 か り ま し た 、 南 小 樽 病 院 の 大 川 と 申 し ま す 。 何

か ら 話 せ ば よ い か わ か ら な い の で す が 、 後 期 高 齢 者 医 療 制 度

の 主 治 医 に は 、 病 院 は 該 当 し ま せ ん 。 当 院 は 病 院 で あ り ま す

か ら 、 い く つ か の 加 算 を 取 れ る だ け で し て 、 何 を ど う 話 し て

い い か 、 ど こ の 視 点 か ら 始 め た ら い い か よ く 分 か ら な く て 、

３ か 月 間 、 イ ン タ ー ネ ッ ト を 含 め て い ろ い ろ な も の を 探 し た

挙 句 に 、自 分 と し て は ず っ と 外 来 を 行 っ て い る も の で す か ら 、

そ こ か ら 少 し 話 を さ せ て い た だ き た い な と 思 っ て い ま す 。  

 去 年 の シ ン ポ ジ ウ ム 、 今 年 の シ ン ポ ジ ウ ム 、 と 後 期 高 齢 者

医 療 制 度 の お 話 が 続 き 、 わ た し が 最 後 の 発 表 な の で 、 一 部 、

小 樽 の 宣 伝 も 含 め て 、 今 日 は 発 表 さ せ て い た だ き た い と 思 い

ま す 。  

 皆 さ ん 、 お 疲 れ で は な い で す か 。 わ た し は よ く 、 大 学 の 講

義 の と き に 、札 幌 の 医 科 大 学 だ っ た の で す け れ ど も 、 6 0 分 や

9 0 分 の 講 義 の う ち に 半 分 ぐ ら い に な る と 、意 識 が 消 失 し て い

ま し た も の で す か ら 、 ス ラ イ ド と い う の は 非 常 に ト ラ ウ マ が

あ り ま す 。 な る べ く 楽 し く 、 最 後 ま で 終 わ っ て 、 そ の 中 か ら

一 つ ぐ ら い 、「 あ あ 、あ ん な こ と を 小 樽 の や ろ う は 言 っ て た ん

だ な 」 と い う こ と を 覚 え て い た だ け れ ば い い か と 思 い ま す 。  

 そ れ で は 、 は じ め さ せ て い た だ き た い と 思 い ま す 。 よ ろ し

く お 願 い い た し ま す 。  

 当 院 の 概 略 で す 。 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン が 半 地 下 に あ り



 

ま す 。 小 樽 は 坂 の 街 で し て 、 坂 だ っ た の を ト ラ ッ ク 8 , 0 0 0 台

分 く ら い の 土 を 採 っ て 、 病 院 を 造 り ま し た 。 こ ち ら が １ 階 で

外 来 が あ り ま す 。 こ こ に ２ 、 ３ 、 ４ と 、 三 つ の 病 棟 が あ り ま

す 。 平 成 ８ 年 の ８ 月 に は 、 ほ か の 場 所 で 賃 貸 で 行 っ て い て 、

今 の 所 に 1 3 年 の ８ 月 に 移 転 し ま し た 。診 療 科 は 内 科 、わ た し

が 呼 吸 器 な の で す け れ ど も 、 そ の ほ か に 外 科 、 リ ハ ビ リ が あ

り ま す 。 医 者 の ス タ ッ フ が ５ 人 お り 、 何 が あ っ て も 一 応 対 応

す る よ う に そ ろ え て い ま す 。 病 床 数 は 1 3 1 床 で 、 医 療 が 4 8

床 、 介 護 8 3 床 で す 。 介 護 が 二 つ の 病 棟 に な っ て い ま す 。  

 こ の 右 下 の 写 真 が 、 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン で す 。 ナ ム コ

さ ん と デ ザ イ ン を 提 携 し た 通 所 リ ハ ビ リ を 行 っ て い ま す 。 定

員 が 4 0 人 で 、来 る の が 3 0 人 で す 。稼 働 率 が 悪 い と 責 め ら れ

る の で す が 、 ど う し て も 今 日 は 休 む と い う 方 が 多 い の で 、 3 0

人 し か 来 ま せ ん 。 外 来 と １ 日 リ ハ ビ リ も 含 め て １ 日 の 来 院 数

は 約 7 0 人 で す 。そ の 内 訳 が 、わ た し が 行 っ て い る 内 科 は あ ま

り 来 な く て 3 0～ 4 0 人 。 残 り が リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン で す 。 職

員 数 は 約 1 5 0 人 い ま す 。  

 こ れ は 病 院 の 宣 伝 な の で す が 、 左 上 の 写 真 は 外 来 ロ ビ ー で

す 。わ た し の 設 計 と し て は 、車 い す で も い い し 、ゆ っ た り と 、

あ ま り 、 す し 詰 め に な ら な い で 、 の ん び ら こ ん と 、 こ こ に お

茶 が 置 い て い ま す の で 、 お 菓 子 を 食 べ て 帰 っ て い た だ く と い

う 基 本 設 計 、 理 念 で 行 っ て い ま す 。 右 下 の 写 真 は ナ ム コ さ ん

と 作 っ た 通 所 リ ハ ビ リ で 、 ゲ ー ム マ シ ン が あ っ た り 、 こ れ は

１ 個 1 0 0 万 円 す る の で す 。 楽 し く や ろ う と い う の が 当 院 の モ

ッ ト ー で ご ざ い ま す 。  

 次 の ス ラ イ ド 左 上 の 写 真 で す が 、 つ い こ の 間 撮 っ た 患 者 さ

ん の パ ー キ ン グ 写 真 で す 。 ロ ー ド ヒ ー テ ィ ン グ と 書 い て あ り

ま す が 、 こ こ に 雪 が な い の は 職 員 が 雪 か き を し て い る わ け で

は な く て 、 こ の 道 の 下 に う ち の ボ イ ラ ー が あ り ま す 。 パ イ プ

を ぐ る っ と 回 し て ま し て 、 当 然 Ａ 重 油 を 使 っ て ボ イ ラ ー で 沸

騰 液 を た い て 、 ぐ る ぐ る ぐ る ぐ る 、 モ ー タ ー で 回 わ し て い ま

す 。 右 下 の 写 真 は う ち の 前 の 道 で 、 ち ょ う ど 坂 に な っ て い ま



 

し て 、 国 道 ５ 号 線 が あ っ て 、 こ の 道 が も し も 凍 っ て い た ら 、

ず っ と 下 り て し ま い 、 ぶ つ か っ て 事 故 に な り ま す 。 こ こ の 道

の ロ ー ド ヒ ー テ ィ ン グ は 市 が 電 気 で や っ て い ま す 。  

 さ て 、 今 年 か ら 石 油 の 値 段 が と て も 上 が っ て い ま し て 、 リ

ッ タ ー 8 1 円 で す 。 前 は 4 0 円 ぐ ら い で 重 油 を 買 っ て い た と 思

う の で す が 、 １ 月 の 集 計 を し た と こ ろ 3 0 0 万 に な っ て い た 。

こ の う ち の 1 0 0 万 円 が 中 の 暖 房 代 だ と 思 う の で す が 、 2 0 0 万

円 は こ の 雪 を 溶 か し て い ま す 。 こ れ が 数 か 月 間 続 き ま す 。 こ

れ だ け で も 、 病 院 も 大 変 な の だ と い う よ う に 理 解 し て い た だ

け た ら と 思 い ま す 。  

 具 体 的 に 小 樽 は 坂 の 街 で す 。 船 見 坂 と か が あ り ま し て 、 よ

く テ レ ビ と か で 上 か ら 見 る 絵 が あ る と 思 い ま す 。 上 か ら 見 る

と と て も き れ い な の で す が 、 下 か ら 見 る と と て も 大 変 な こ と

に な っ て い ま す 。 そ れ は 階 段 で 行 か な い と こ の う ち に 行 け な

い 。 で す か ら 救 急 車 の お じ さ ん は 、 階 段 で お ん ぶ し て 、 下 り

る 。 だ か ら 、 通 院 す る と き も 、 な か な か こ の 階 段 を 下 り た く

な い の で す ね 。 だ か ら 、 ち ょ っ と 悪 く な る と 、 す ぐ に 入 院 さ

せ て ほ し い と な る の で す 。 こ こ に 道 が あ り ま し て 、 こ こ の 家

に 行 く に は こ の 道 を 通 る し か な い の が 小 樽 の 街 で す 。 冬 は ほ

と ん ど こ こ ら 辺 の 人 し か 歩 け な い よ う な 状 態 に な っ て い ま し

て 、 往 診 す る に も 、 自 力 で 歩 け な く な っ て し ま っ た ら 、 通 所

の 方 は 、 こ こ に 行 っ て お ん ぶ し て 下 り て く る の が 現 実 で す 。  

 当 院 の 後 期 高 齢 者 は 、 し た が っ て 医 療 病 棟 ・ 介 護 病 棟 両 方

含 め て も 、 7 5 歳 以 上 は 8 5％ 、 8 0％ を 占 め 、 ほ と ん ど 後 期 高

齢 者 の 方 は 、入 院 の 中 心 に な っ て い ま す 。平 均 医 療 区 分 が 2 . 2、

平 均 要 介 護 度 が 4 . 2 に な っ て い ま す 。 外 来 で は 逆 に 、 先 ほ ど

平 井 先 生 の と こ ろ も そ う だ っ た と 思 う の で す け れ ど も 、 意 外

と 少 な い 。 う ち は リ ハ ビ リ も 行 っ て い ま す の で 、 意 外 と 少 な

い の が 現 状 で す 。  

 次 の ス ラ イ ド は 厚 労 省 か ら 発 表 さ れ て い る 都 道 府 県 別 一 人

当 た り 医 療 費 で す 。 先 日 も 、 高 齢 者 の 医 療 費 の ラ ン ク が 出 て

い ま し た が 、 ２ 番 が 北 海 道 で 、 一 人 当 た り 1 0 0 万 か か っ て い



 

る こ と に な っ て い ま す 。 最 低 が 長 野 で す 。 こ れ は 平 均 か ら 見

た 図 で 、 北 海 道 は 特 に 、 一 番 入 院 医 療 が 多 い 。 外 来 は そ れ ほ

ど な い が 、 入 院 医 療 が 多 い の で す 。 な ぜ こ の よ う な 図 が あ る

か と い う と 、後 期 高 齢 者 医 療 制 度 の 中 で 広 域 連 合 を 組 み ま す 。

北 海 道 は 北 見 市 の 市 長 が ト ッ プ な の で す が 、 そ の 北 海 道 の 保

険 料 は 、 結 局 こ こ が 決 め る の で 、 今 は よ い と し て も 、 こ の よ

う な 状 態 が 続 い て く る と 、 こ の よ う な 県 は ど う す る の だ ろ う

か と 非 常 に 心 配 し ま す 。  

 た だ 、 入 院 が 多 い か ら 医 療 費 が 高 い の で し ょ う か 。 こ の グ

ラ フ は 、 県 庁 所 在 地 の 、 県 庁 別 、 都 市 別 の 雪 日 数 を 示 し て い

ま す が 、札 幌 が 1 2 5 日 。年 間 3 6 5 日 の う ち 、３ 日 に １ 日 は 雪

が 積 も っ て い る 状 態 で す 。 札 幌 な ら ま だ よ い の で す が 、 そ の

ず っ と 上 の 稚 内 と か 、 道 東 と か 、 襟 裳 岬 と か へ 行 く と 、 小 樽

は こ こ な の で す が 、 非 常 に 大 変 な 状 態 に な り ま す か ら 、 通 院

し て 下 さ い と い っ た と き に 、「 ち ょ っ と 熱 が 出 た か ら ２ 、３ 日

置 い て く れ 」 と い う の が ほ と ん ど の 状 態 で す 。 そ の ほ か に 、

こ の 雪 に か な り お 金 も か か る の で す が 、そ れ だ け で は な く て 、

生 活 保 護 受 給 率 、 失 業 率 を 見 て い く と 、 北 海 道 は ダ ン ト ツ に

高 く な っ て い ま す 。  

 皆 さ ん も 疲 れ る で し ょ う か ら 、 小 樽 の 雪 明 り の ス ラ イ ド で

す 。 こ れ は 、 小 樽 運 河 が あ り ま し て 、 古 い 倉 庫 が あ っ て 、 つ

ら ら が 立 っ て い ま す 。 こ こ に ろ う そ く を 出 し て 、 雪 明 り の よ

う に し て 、 年 間 6 0 万 人 、 雪 祭 り の 最 中 に や っ て い ま す か ら 、

ぜ ひ お 金 の あ る 方 は 、 ち ょ っ と 小 樽 運 河 に 来 て 下 さ い 。 た だ

雪 の 中 に 穴 を 掘 っ て 、 ろ う そ く を 入 れ て い る だ け な の で す け

れ ど も 、 ゆ ら ゆ ら し て き れ い で す 。 小 樽 運 河 は 夏 に 見 る と そ

う で も な い の で す が 、 冬 は と て も き れ い な と こ ろ で す 。  

 次 は 社 会 保 障 費 の 話 で す 。 先 ほ ど 、 照 沼 先 生 か ら も お 話 が

あ り ま し た が 、 社 会 保 障 費 が 、 ど ん ど ん 増 え る と 、 国 が ど う

な る の だ ろ う か と い う 話 が あ る の で す が 、 現 在 の 社 会 保 障 費

の 総 額 は 8 8 兆 円 で す 。こ れ は 国 が 8 8 兆 円 出 し て い る の で は

な く て 、給 付 し て い く み ん な の 保 険 料 も 集 め て 、 8 8 兆 円 に な



 

っ て い ま す 。 対 前 年 度 の 伸 び が 2 . 3％ 、 対 国 民 所 得 約 2 3 . 9％

が 、 社 会 保 障 に 回 っ て い る 。 一 人 頭 7 0 万 円 ぐ ら い 、 一 世 帯

1 8 0 万 円 ぐ ら い 社 会 保 障 費 に い っ て い ま す 。 そ の 内 、 年 金 が

4 6 . 3 兆 円 （ 5 3％ ） で す 。 現 実 問 題 、 年 金 が 医 療 の 2 8 . 1 兆 円

（ 3 2％ ）よ り も ず っ と 多 い 。年 金 は 、ど ん ど ん 増 え て い ま す 。

医 療 も 増 え て い る の で 、 非 常 に 問 題 に な っ て い る 。 福 祉 そ の

他 は 1 3 . 5 兆 円 （ 1 5％ ） で す 。  

 こ ち ら も 、 よ く 厚 労 省 か ら 発 表 さ れ る 、 社 会 保 障 給 付 費 の

推 移 の グ ラ フ で す 。 こ の す ご い 伸 び だ と 、 国 が つ ぶ れ る の で

は な い か と い う 図 な の で す が 、 こ れ の 分 子 と 分 母 を 見 て み る

と 、 対 国 民 所 得 、 つ ま り 国 民 所 得 が 伸 び て い る と き に は 、 同

じ 額 だ と 逆 に 下 が る こ と が あ る 。 こ の 下 が っ て い る の は 、 バ

ブ ル の 時 期 で す 。高 度 経 済 成 長 の 時 も 、あ ま り 伸 び て い な い 。

し か し な が ら 、 こ こ は 低 経 済 、 ニ ク ソ ン シ ョ ッ ク 、 オ イ ル シ

ョ ッ ク が あ り ま し て 、 ど っ と 戻 っ て い る 。 バ ブ ル の 後 の 、 1 0

年 も ど ん と 伸 び て い ま す 。 そ れ か ら 、 こ れ だ け を 見 る と 、 非

常 に 危 機 感 を 感 じ る と 思 う の で す が 、 現 実 問 題 は 、 社 会 保 障

給 付 費 の う ち の 医 療 費 は こ の グ ラ フ （ 矢 印 8％ ） で す 。 そ れ

ほ ど 伸 び て い な い 。特 に 、 8 0 年 代 は 非 常 に 抑 制 傾 向 が 強 か っ

た 。 今 現 在 の 医 療 費 は 約 ８ ％ に な っ て い ま す 。 一 方 で 伸 び て

い る の が 年 金 。 こ の 赤 で 書 い て あ る の が 福 祉 元 年 で す 。 福 祉

元 年 に は 確 か に 一 時 的 に 伸 び て い ま す が 、8 0 年 代 に な っ て ず

っ と 抑 制 傾 向 が 続 い た こ と は 、 こ の グ ラ フ で 分 か る と 思 い ま

す 。  

 要 す る に 経 済 の 停 滞 と の 比 で す か ら 、 当 時 は 、 多 い と き で

1 3％ ぐ ら い の 経 済 成 長 が あ り ま し た の で 、 大 体 平 均 で ９ ％ 。

そ れ か ら ニ ク ソ ン シ ョ ッ ク 、 ち ょ う ど 福 祉 元 年 が 始 ま っ て か

ら は 、大 体 ４ ％ ぐ ら い の 成 長 。最 近 は １ ～ ２ ％ の 成 長 で 、２ ％

は い か な い し 、 マ イ ナ ス 成 長 も あ り ま す 。 福 祉 元 年 に な っ た

と き に 、 戦 後 初 め て マ イ ナ ス 成 長 に な っ た の で 、 結 局 社 会 保

障 費 総 額 が 下 り て き ま す か ら 、 医 療 費 の 割 合 が ど ん ど ん 高 く

な っ て い る よ う に 思 わ れ て い る の か 。  



 

 次 の 「 医 療 費 と 国 民 所 得 」 の グ ラ フ も 、 わ た し は 厚 労 省 が

よ く 使 う 図 だ と 思 う の で す け れ ど も 、 今 日 は 厚 労 省 の 方 が い

な い の で 言 い た い の で す が 、４ 年 の 次 が な ぜ 6 0 年 な の か よ く

分 か り ま せ ん 。 こ の 中 に 数 年 あ っ た わ け で す 。 省 か れ た 年 を

き ち ん と グ ラ フ に 入 れ れ ば 、「 そ ん な に 変 わ っ て な い で は な

い か 。老 人 医 療 っ て そ ん な に な い で は な い か 。」と い う こ と を

わ た し は 言 い た か っ た の で 、 こ れ を 出 し た の で す 。 老 人 医 療

費 は 、 で は す ご く う な ぎ 登 り に 伸 び て い る の か と い う と 、 そ

う で は な い で す 。 介 護 保 険 で 、 一 回 落 ち て い ま す が 、 そ れ ほ

ど 変 わ ら な い 。ほ か の と こ ろ は 増 え て い る の に 。だ け れ ど も 、

割 合 も ８ ％ ぐ ら い に な っ て い る の で 、こ れ だ け 見 せ ら れ る と 、

イ ン パ ク ト が な い 図 に な る の で 、 ５ 年 前 の グ ラ フ を 入 れ た の

か な と い う 、 非 常 に わ た し は う が っ た 見 方 を し て し ま う 図 な

の で 、 こ れ を ぜ ひ 見 せ た か っ た の で す 。  

 国 の 負 担 と 個 人 負 担 は ど う な っ て い る か が 、 こ の 中 の 社 会

保 障 費 の 内 訳 か ら わ か り ま す 。国 民 医 療 費 な の で す け れ ど も 、

よ く よ く 見 て み る と 、1 9 8 0 年 代 は 、国 は ３ 割 払 っ て い ま し た 。

2 0 0 3 年 に な り ま す と 、 ２ 割 ５ 分 し か 払 っ て い な い 。 そ の 分 、

家 計 で は 、元 々 4 0 . 2％ だ っ た の が 、今 は 4 5 . 0％ 。ど ん ど ん 家

計 の 負 担 が 伸 び て い っ て い る 。 一 方 、 企 業 負 担 は 、 2 4 . 0％ か

ら 2 0 . 9％ と 、企 業 負 担 は 減 っ て い る 。で す か ら 、医 療 費 が 伸

び て い る 中 で 、一 番 し わ 寄 せ を 受 け て い る の は 、や は り 家 計 、

あ と 地 方 と い う の が 、 統 計 的 に 明 ら か に 言 え る こ と だ と 思 い

ま す 。 今 後 も ど ん ど ん 、 国 は 小 さ い 政 府 を 目 指 し て お り ま す

の で 、 国 の 負 担 を 減 ら し た い 。 高 齢 者 の 一 人 一 人 全 員 か ら お

金 を 取 っ て 、 家 計 の 負 担 は 増 や し た い 。 結 局 、 だ れ が 一 番 大

変 な の か と い え ば 、 家 計 が 大 変 な の は 、 こ の 図 か ら も 明 ら か

に 分 か る と 思 い ま す 。  

 で す か ら 、 ま と め る と 、 経 済 成 長 と 医 療 費 は 、 非 常 に モ ト

イ ラ の 関 係 と い う よ う に 考 え な い と 、 医 療 費 だ け を 単 独 に 考

え た 話 に は な か な か な ら な い の で は な い か な 、 と わ た し は 思

い ま す 。 で す か ら 、 低 経 済 成 長 の 今 は 時 代 で す か ら 、 医 療 費



 

抑 制 を 非 常 に 鮮 明 に 出 し て い る 。 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 は 、 言

い 換 え る と 、 わ た し は 医 療 費 抑 制 策 と し か 見 え な い 部 分 が あ

り ま す 。 も ち ろ ん 、 制 度 と し て 、 平 井 会 長 が お っ し ゃ っ た よ

う に 、 非 常 に 立 派 な 体 系 を 作 っ て い ま す 。 今 回 の 医 療 費 抑 制

策 は 、 経 済 成 長 の 伸 び の 悩 み と 高 齢 社 会 の 到 来 を 見 据 え た 、

非 常 に 厳 し い 医 療 費 の 適 正 化 で あ る と 思 い ま す 。 適 正 化 と 聞

い た と き に は 、わ た し は 、「 削 減 」と 読 み 替 え て お り ま す の で 、

非 常 に 厳 し い 医 療 費 の 削 減 を 、 今 ま た 迫 ら れ て い る 現 状 だ と

思 っ て い ま す 。  

 よ く Ｏ Ｅ Ｃ Ｄ の 中 で 、 し か も Ｇ ７ の 中 で 、 日 本 は ８ ％ の 医

療 費 Ｇ Ｄ Ｐ 比 率 な の で す が 、 少 な い の で も っ と 増 や し た ら い

い で は な い か 、 と 議 論 を さ れ る 方 が い ま す 。 そ れ は 全 然 、 厚

労 省 に は 届 か な い 議 論 で あ る と 思 っ て い ま す 。 現 実 に い ろ い

ろ な 試 算 を 見 て み ま す と 、厚 労 省 の 出 し た 数 字 の 中 で は 7 . 4％

と か 7 . 5％ で い い だ ろ う と い う 話 が あ り ま す 。  

 そ れ で 、次 に 、大 変 雑 多 な ス ラ イ ド で 申 し 訳 な い の で す が 、

高 齢 者 医 療 制 度 の 経 緯 の 話 を 簡 単 に わ た し な り に ま と め た も

の で す 。す で に 、今 か ら 1 0 年 前 の「 2 1 世 紀 の 医 療 保 険 制 度 」

と い う 厚 労 省 の 出 し た 中 で 、 医 療 保 険 お よ び 医 療 提 供 体 制 の

抜 本 的 改 革 の 方 向 が 示 さ れ 、 そ の と き に 、 高 齢 者 別 建 て 案 ・

高 齢 者 医 療 制 度 の 原 案 は 、 す で に 載 っ て お り ま す 。 そ れ に 引

き 続 き ま し て 、 平 成 1 5 年 、 2 0 0 3 年 、 小 泉 内 閣 の と き に 、 基

本 方 針 の 閣 議 決 定 の 中 に 、高 齢 者 医 療 制 度 の 大 枠 が 決 定 さ れ 、

閣 議 決 定 の 中 で 、 平 成 1 6 年 に 決 ま り ま し た 。  

 次 は 、こ こ に は 書 い て あ り ま せ ん け れ ど も 、 1 6 年 の ４ 月 に

強 行 採 決 で 、 委 員 会 を 通 り ま し た 。 そ れ で 、 実 際 に 衆 議 院 を

通 っ た の は 、確 か ワ ー ル ド カ ッ プ の 真 っ 最 中 で す 。で す か ら 、

わ た し も 、 個 人 的 に は ワ ー ル ド カ ッ プ に か ま け て い ま し て 、

あ ま り こ の 通 っ た と い う 記 事 を 見 た 覚 え は な い の で す が 、 こ

の よ う な こ と で し た 。 や っ と 、 最 近 、 高 齢 者 医 療 制 度 に つ い

て 、「 い い の だ ろ う か ？ 」と い う 話 が で て い ま す け れ ど も 、す

で に も う 1 0 年 前 か ら 話 が あ っ て 、小 泉 内 閣 の と き か ら 実 は 決



 

ま っ て い た 。  

 そ の 中 で 、 老 人 保 健 法 と い う 、 昭 和 5 7 年 に で き た 法 律 が 、

「 高 齢 者 の 医 療 の 確 保 に 関 す る 法 律 」 へ 名 前 が 書 き 換 え ら れ

ま し た 。 こ れ が 第 １ 条 で す 。 第 １ 条 は 、 法 律 の 理 念 を 示 し た

も の だ と 思 う の で 、 そ こ で ２ 法 を 比 べ て み ま す と 、 老 人 保 健

法 は 、「 … … 国 民 の 老 後 に お け る 健 康 の 保 持 と 適 切 な 医 療 の

確 保 を 図 る た め … … 」、こ れ は 適 切 と 書 い て あ る の と 、健 康 の

保 持 と 書 い て あ り ま す 。  

 と こ ろ が こ れ が 、 平 成 1 6 年 に 変 わ っ た 法 律 に よ り ま す と 、

「 … … 国 民 の 高 齢 期 に お け る 適 切 な … … 」 こ れ は 、 老 後 は 高

齢 期 に 変 わ っ て い ま す 。「 老 人 」 と い う 言 葉 が 消 え ま し た 。

「 高 齢 期 に お け る 適 切 な 医 療 の 確 保 」 は 同 じ な の で す が 、 次

に 、「 医 療 費 の 適 正 化 を 推 進 す る 」と 書 い て あ り ま す 。明 ら か

に 、 法 律 の 中 に 医 療 費 を 削 減 し よ う と す る 意 図 が 見 え ま す 。

い つ の 間 に か 、「 国 民 の 共 同 連 帯 の 理 念 」、 の 文 言 が 、 高 齢 者

の 医 療 の 確 保 に 関 す る 法 律 １ 条 で 、 入 っ て い ま し た ね 。 こ こ

に 対 し て 、 ど う 考 え る の か が 、 こ れ か ら の 課 題 だ と 思 っ て い

ま す 。  

 老 人 福 祉 法 と い う 法 律 に よ る と 、こ の 中 で は 、「 老 人 は 、多

年 に わ た り 社 会 の 進 展 に 寄 与 し て き た 者 と し て 、 か つ 、 豊 富

な 知 識 と 経 験 を 有 す る 者 と し て 敬 愛 さ れ る … … 生 き が い を も

て る 健 全 で 安 ら か な 生 活 を 保 障 さ れ る … … 」 の が 国 の 債 務 で

あ る と 書 い て あ り ま す 。 し か し 、 い つ の 間 に か 健 康 の 保 持 す

ら な く な っ て 、医 療 費 の 適 正 化 の た め の 計 画 を し な さ い 、「 国

民 の 共 同 連 帯 の 理 念 」 と な り 、 国 の 債 務 で は な い と 徐 々 に 国

は 何 を す る か と い う 姿 勢 が 、 こ の よ う な 法 律 の 変 化 に わ た し

は 現 れ て い る と 考 え ま す 。  

 う ち の 病 院 で も 外 科 の ヤ ス ダ 先 生 が 、7 5 歳 に な り ま す 。7 5

歳 に な っ た 途 端 に 、 う ち の 健 康 保 険 証 が 使 え な く な っ て 、 ヤ

ス ダ 先 生 に 「 カ ー ド が 来 る の で 、 ぜ ひ 見 せ て く れ 」 と 言 っ て

い ま す 。  

さ て 今 期 7 5 歳 の 方 は 、ど の よ う な 人 生 を 歩 ん だ の か 、ち ょ



 

っ と わ た し も 興 味 が あ り ま し て 、 今 の 制 度 は こ う な の か も し

れ な い が 、 過 去 の 姿 が 日 本 の 今 を 作 っ た わ け で す か ら 、 そ ん

な こ と を 考 え て い か な い と 、 そ の 高 齢 者 の 医 療 を 気 持 ち と し

て や っ て い い の だ ろ う か と い う の が 、 わ た し の 気 持 ち の 中 に

い つ も あ る の で 、 次 の よ う な ス ラ イ ド を 作 り ま し た 。  

 1 2 歳 の と き に 、 ３ 年 半 続 い た 太 平 洋 戦 争 が 終 わ り ま し た 。

途 端 に 食 料 不 足 が 来 た わ け で す ね 。 と い う の は 、 戦 地 な ど か

ら 人 が 帰 っ て き た こ と や 食 糧 生 産 が 追 い つ か な か っ た こ と か

ら 配 給 制 度 に な っ た 。 や み 市 場 が あ っ た 。 た け の こ 生 活 が あ

り ま し た 。も う 食 べ る 物 が な い 、明 日 ど う な る か 分 か ら な い 。

小 樽 で も 空 襲 が あ っ た ら し い で す 。 こ の 東 京 の 街 は 焼 け 野 原

に な っ た 。そ の よ う な と こ ろ か ら 、 1 2 歳 で ち ょ う ど 終 戦 と な

り 、 1 0 代 の 多 感 な 時 期 を 迎 え た の が 、 今 年 7 5 歳 の 方 で す 。

そ れ で 2 8 歳 の 働 き 盛 り の と き に は 、国 民 皆 保 険 制 度 が 始 ま り

ま し た の で 、 そ の と き か ら ず っ と 今 ま で 保 険 料 を 払 っ て き て

い る 方 で す 。  

 福 祉 元 年 の と き に は 4 0 歳 で す 。こ の と き に は ち ょ う ど 田 中

角 栄 さ ん の 列 島 改 造 で 、 非 常 に 高 度 経 済 成 長 で 、 働 く の も す

ご い し 、 仕 事 も す ご い し 、 成 長 も す ご い と き で し た 。 ち ょ う

ど 自 分 の 両 親 が 、「 老 人 医 療 費 、無 料 だ か ら 、ち ょ っ と 病 院 へ

入 っ て よ 」 と 当 時 の 老 人 医 療 の 病 院 に も そ の よ う な こ と が い

っ ぱ い あ り ま し た 。 し か し 、 そ れ を な ん と か し な け れ ば な ら

な い と い う の で 、 こ の 「 老 人 の 専 門 医 療 を 考 え る 会 」 が 発 足

し て 、 今 ま で 活 動 を 続 け て き て い る わ け で す 。 そ の よ う な 時

代 で は 、 国 は 、 年 取 れ ば 面 倒 見 て く れ る と い う 甘 い 幻 想 を 、

当 時 は お 金 も あ る か ら な ん と か な る と 思 っ た 時 期 が 4 0 代 で

す 。 こ の 間 ず っ と 、 働 き 盛 り の と き は 高 度 経 済 成 長 で 、 も う

「 働 け 、 働 け 」 の 時 代 だ っ た と 思 い 出 し て も い い の で は な い

か な と 思 っ て い ま す 。ち な み に 、わ た し は 5 2 年 生 ま れ で す の

で 、 よ く 覚 え て い ま せ ん 。  

 そ し て 最 後 に 、 引 退 す る 寸 前 に ち ょ っ と バ ブ ル 景 気 が あ っ

て 、ち ょ っ と い い 思 い を し た か も し れ な い 。 6 7 歳 に な り ま し



 

て 、 老 齢 年 金 を も ら う こ と に な る と 、 年 金 か ら 介 護 保 険 料 が

引 か れ 始 め る 。で 、今 年 、め で た く 、 7 5 歳 で 後 期 高 齢 者 に な

っ て し ま っ た 。 こ の よ う な 人 生 を 考 え る と き に 、 ２ 回 の 高 度

経 済 、こ こ は 別 に し て も 、約 2 0 年 間 を 、日 本 の 国 で 働 き 手 の

中 心 と し て 支 え て い た 方 々 が 、今 こ れ か ら 後 期 高 齢 者 に 入 る 。

戦 争 は 、 自 分 が 始 め た 戦 争 で は な く 、 自 分 は そ の 戦 争 に 巻 き

込 ま れ た の で す 。  

 で す か ら 、 7 5 歳 以 上 の 方 は 、み ん な そ の よ う な 経 験 を お 持

ち で す 。 わ た し の 患 者 さ ん で 、 小 樽 で 徴 用 さ れ て 、 大 阪 の 兵

器 工 場 に 行 っ た 方 が い ま し て 、 小 樽 か ら 大 阪 へ 行 っ て 、 当 時

何 を し た か と い う と 、 中 古 の 兵 器 を 組 み 立 て て 、 新 し い 兵 器

を 作 る 仕 事 を し て い ま し た 。 本 人 は 「 こ れ は も う 負 け る わ 」

と 思 っ て い た ら し い の で す が 、 大 阪 は 当 時 、 機 銃 掃 射 が 来 ま

し て 、 そ れ が 来 る と 、 ば っ と 防 空 ご う に 隠 れ な け れ ば な ら な

か っ た ら し い で す ね 。実 際 に 、わ た し が 聴 い た 話 な の で す が 、

「 来 る と 、 ぱ っ と 伏 せ る の で す 。 伏 せ た ら 、 ぼ く の 手 の 1 0

セ ン チ 前 を 、 ミ シ ン 目 が 通 っ て い っ た 。 バ ッ バ ッ バ ッ バ ッ バ

ッ バ ッ … … 」と 。「 よ く 生 き ま し た ね 」と 言 っ た ら 、「 い や あ 、

も う 死 ぬ か と 思 っ た 」 と 。 飛 行 機 が 行 っ て し ま っ た あ と に 、

今 度 は 仲 間 の 遺 体 を 自 分 た ち で 片 付 け な け れ ば な ら な い 。 そ

の よ う な 時 代 を 生 き て き た 方 だ と わ た し は 思 っ て い ま す 。  

 次 は 、「 よ く 働 い た 」後 期 高 齢 者 、と い う ス ラ イ ド で す 。戦

前 に 生 ま れ て 、 戦 前 は 、 年 間 仕 事 時 間 が 3 , 0 0 0 時 間 で す 。 4 7

年 に 労 働 基 準 法 が で き て も 、 2 , 0 0 0 時 間 を 超 え て い る 。 オ イ

ル シ ョ ッ ク ま で 、2 , 0 0 0～ 2 , 5 0 0 時 間 、年 間 働 い て い ま す 。2 , 0 0 0

時 間 で す と 、 土 曜 日 な く し て 、 １ 日 7 . 5 時 間 ぐ ら い で す か 。

働 い て 、 働 い て 、 働 い た 。 そ れ で 日 本 の 国 を 作 っ て い っ た の

で は な い だ ろ う か と わ た し は 思 う の で す ね 。  

 次 は 「 い も を 食 べ た 青 春 」 と 、 わ た し が つ け た キ ャ プ チ ャ

ー な の で す が 、 食 糧 事 情 も 非 常 に 悪 か っ た と き で す 。 こ れ が

ち ょ う ど 戦 争 の 時 期 で す が 、 米 が ど ー ん と 供 給 量 が 落 ち ま し

て 、 い も が ど ー ん と 増 え た 。 こ の よ う な 時 代 に 成 長 期 の 1 0



 

代 を 過 ご し た 方 々 が 、今 7 5 歳 に な っ て い る の が 現 実 だ と 、わ

た し は 思 っ て い ま す 。  

 こ れ は 別 の 話 で す 。 わ た し が 直 接 行 っ た わ け で は な い の で

す け れ ど も 、石 川 県 で １ 月 1 8 日 に 約 1 , 0 0 0 人 が 参 加 し た 後 期

高 齢 者 医 療 フ ォ ー ラ ム で の 、 と あ る 課 長 補 佐 の 発 言 が イ ン タ

ー ネ ッ ト に 大 々 的 に 出 ま し た 。 い く つ か お っ し ゃ っ て い て 、

文 脈 も あ る と は 思 う の で す が 、そ の 中 で 、「 医 療 費 が 際 限 な く

上 が っ て ゆ く 痛 み を 、 後 期 高 齢 者 が 自 分 の 感 覚 で 感 じ 取 っ て

い た だ き た い 」と い う 発 言 を さ れ た と 、記 録 に 載 っ て い ま す 。  

 確 か に 、 そ こ だ け で 別 建 て の 保 険 に な り ま す か ら 、 上 が っ

て い け ば 自 分 の と こ ろ に 返 っ て く る 。 特 に 北 海 道 は 高 い で す

か ら 、 む や み や た ら と 医 者 に か か る な 、 病 気 を し て は い け な

い 、 お 金 が か か る の で 、 病 気 を す る こ と は み ん な の 痛 み に な

っ て 、 そ れ を 感 じ て も ら う 。 だ か ら 、 こ の 後 期 高 齢 者 医 療 制

度 を 作 っ た の だ と の 発 言 が あ り ま し て 、 こ れ が 非 常 に 波 紋 を

広 げ ま し た 。北 海 道 に つ い て も 言 及 さ れ て い ま し て 、「 広 い の

で 病 院 の ア ク セ ス が 悪 い た め 、 す ぐ 入 院 と な る … … ･」。 単 純

に こ う で は な い わ け で す 。 広 い か ら 何 で も 入 院 す れ ば い い と

は 。 確 か に 、 昔 は 越 冬 つ ば め で は な く て 、 越 冬 入 院 も 確 か に

あ り ま し た が 、 最 近 で は そ の よ う な こ と が で き な い よ う に な

っ て い ま す 。  

 さ て 、「 敬 老 の 日 」が あ り ま す が 、そ の よ う な 高 齢 者 へ の 思

い は ど こ へ 行 っ た の か と 、 わ た し は 最 近 つ く づ く 思 っ て い ま

す 。 現 実 に 統 計 を 見 る と 、 高 齢 者 が 預 金 を 崩 し て 生 活 に 当 て

て い る 。 高 齢 者 の 平 均 収 入 は 高 い で は な い か 。 平 均 す る と 家

計 収 入 が 4 0 0 万 も あ る で は な い か 。 と こ ろ が 、 そ れ は 平 均 値

で あ り ま し て 、 2 0 0 万 前 後 の 世 帯 が 一 番 多 い の が 現 実 で す 。

現 実 に 貯 金 比 率 が 非 常 に 下 が っ て き て い ま す 。 受 診 回 数 を 減

ら し な さ い 、 軽 い 病 気 で は か か る の で は な い 。 先 ほ ど の 課 長

は 、風 邪 の こ と も 書 か れ て い ま し た 。「 風 邪 は 乾 布 摩 擦 で 僕 は

治 し た の に 、 都 会 に 来 た ら 、 病 院 に 行 く よ う に な っ て し ま っ

た 」 と お 話 を し て い ま す 。 北 海 道 で 乾 布 摩 擦 を す る と 、 風 邪



 

を も っ と 引 く よ う な 気 が し て 、 わ た し は ち ょ っ と か わ い そ う

だ と 思 い ま す 。  

 医 療 費 の 増 大 は「 医 療 費 亡 国 論 」と い う の が 、昔 、 1 9 8 3 年

に あ り ま し た 。今 支 え て い る 若 者 が 、「 わ た し た ち が 年 を 取 っ

て き た と き に ど う な る の だ ろ う か 」 と 思 う こ と が あ り ま す 。

わ た し は よ く 職 員 に 言 う の で す が 、「 今 、 み ん な が 一 生 懸 命 、

高 齢 者 ケ ア 、 医 療 、 看 護 を 含 め た こ と を や ろ う 。 そ れ が 、 自

分 た ち に 返 っ て く る の で は な い の だ ろ う か 。 日 本 の 国 が ど う

あ れ 、 わ た し た ち が 、 今 、 目 の 前 で だ れ か が 行 っ て い か な い

と 、 わ た し た ち が 老 人 な っ た と き に は 、 悲 惨 な 思 い を す る の

だ 」と い う こ と を 、よ く 言 い 含 め て 話 し て い ま す 。そ れ か ら 、

高 齢 者 の 不 安 が 強 い と こ ろ の 国 は 、 非 常 に 少 子 化 に な っ て い

る と 、 あ る 種 の デ ー タ で 出 て い ま す 。  

 で す か ら 、 希 望 と 明 る さ を 持 て る 制 度 設 計 が な ん と か で き

な い も の だ ろ う か と 、 わ た し は こ の 勉 強 を 通 じ て 非 常 に 考 え

ま し た 。先 ほ ど 、平 井 会 長 も 、昔 は 、療 養 型 を 作 る と き に は 、

老 人 の 専 門 医 療 を 考 え る 会 等 に も 参 加 し て 、 一 つ の も の を 作

っ て き た 気 持 ち が あ る 。 け れ ど も 、 こ の 後 期 高 齢 者 医 療 制 度

に 関 し て は 、 ど う も 何 か 違 う の で は な い か 、 と い う 気 が 非 常

に わ た し は し ま す 。  

 こ れ が 現 実 に 、 高 齢 者 の 世 帯 の 国 民 生 活 基 礎 調 査 な の で す

が 、 1 , 0 0 0 万 円 の 人 は あ ま り い な い の で 、 こ こ は 平 均 な の で

す け れ ど も 、 7 8％ が 4 0 0 万 以 下 で あ る 。高 齢 者 と し て も 、収

入 は こ の 辺 が レ ベ ル で あ る と 。 や は り 、 い ろ い ろ な 医 療 制 度

改 革 で 、 老 人 は あ ま り 病 院 に 行 か な い よ う 確 か に 努 力 を さ れ

て い ま す 。 6 5 歳 以 上 の 方 の 外 来 受 診 率 、入 院 受 診 率 の 統 計 を

見 る と 、1 9 9 0 年 か ら ド ド ッ と 落 ち て き て い ま す 。企 業 も 努 力

を し て い る か も し れ ま せ ん が 、 か か る 患 者 さ ん も 、 そ れ な り

に や は り 努 力 を し て 減 ら し て き て い る 。 も っ と 減 ら せ と い う

の だ ろ う か と い う の が わ た し の 考 え 方 で す 。  

 こ の よ う な 現 実 を 見 て 、6 0 歳 未 満 の 方 の 世 帯 主 に ア ン ケ ー

ト を 取 り ま す と 、 医 療 費 が 厳 し く な っ て 、 小 泉 改 革 が 行 わ れ



 

た あ た り か ら 、「 心 配 」 が 非 常 に 増 え て 、「 心 配 で な い 」 が 全

然 い な い 。「 心 配 し て な い 」が 2 0 0 3 年 11 . 3％ し か な く て 、世

帯 主 、 世 帯 で は 、「 ど う な る の だ ろ う か 」「 老 後 ど う な る の か

心 配 だ 」 と ９ 割 に 近 い 方 が 考 え て い る の が 、 今 の 現 実 だ と 思

い ま す 。 そ の よ う な 中 で 、 国 に 望 む 政 策 と し て は 、 や は り 、

医 療 ・ 年 金 の 社 会 保 障 改 革 を し て ほ し い と ６ ７ ． ７ ％ 、 高 齢

者 対 策 を し て ほ し い と ４ ９ ． ８ ％ が 回 答 し て い る 。 こ の 二 つ

合 わ せ る と 、 複 数 回 答 な の で す が 、 1 0 0 を 超 え ま す 。 景 気 対

策 は ５ ８ ． ６ ％ 回 答 あ り ま す が 、 少 子 化 対 策 が ２ ８ ． ９ ％ と

少 な い で す ね 。  

 こ れ は 、 小 樽 の 夜 の 夜 景 。 き れ い に 見 え ま す が 、 大 し た こ

と は な い で す 。こ れ は 、雪 祭 り で す ね 。エ ジ プ ト 、人 の 高 さ 、

こ れ は ス テ ー ジ な の で す が 、 い か に 大 き な も の を 自 衛 隊 が 作

っ て い る か わ か る と 思 い ま す 。 自 衛 隊 と し て は 、 名 目 は 、 雪

中 訓 練 で す 。自 衛 隊 で な い と 、こ の よ う な こ と は で き ま せ ん 。

設 計 図 を 書 い て 、 謄 写 し て や る の で す ね 。 主 に 大 通 り 公 園 の

会 場 で 3 0 0 万 人 ぐ ら い 来 て い ま す の で 、来 た こ と の な い 方 は 、

ぜ ひ 来 て く だ さ い 。  

 次 の ス ラ イ ド 。 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 の 問 題 点 が い ろ い ろ あ

り ま す 。 ネ ッ ト や い ろ い ろ な 本 に 山 ほ ど 書 い て あ り ま す 。 将

来 は 保 険 料 が 上 が る の が 問 題 で は な い か と 。 ま た 滞 納 に 対 す

る ペ ナ ル テ ィ ー は 非 常 に き つ い 。 す ぐ 取 り 上 げ ら れ る 。 現 役

並 み 所 得 者 は 、 こ の よ う に し か 書 い て い な い の で 、 ど ん ど ん

現 役 並 み 所 得 者 の レ ベ ル を 下 げ て い く と 、 今 の 団 塊 の 世 代 の

方 が 年 金 を 普 通 に も ら っ て も 、 現 役 並 み 所 得 者 と 考 え ら れ る

可 能 性 が 高 い 。 そ れ か ら 、 給 料 明 細 の 中 に 「 特 定 保 険 料 」 と

い う 形 で 、 後 期 高 齢 者 の 方 に い く 保 険 料 を 別 建 て で ち ゃ ん と

書 く こ と に な っ て い ま す か ら 、若 い 人 が 見 た と き に 、「 年 寄 り

の た め に こ ん な に 持 っ て い か れ て い る の だ 」 と 分 か る よ う な

シ ス テ ム に な っ て い ま す 。  

 そ れ か ら 、 か か り つ け 医 に 病 院 が な れ な い 包 括 医 療 の 問 題

点 。 あ と は 、 も う 一 つ 、 メ タ ボ 健 診 、 先 ほ ど の 過 去 に 関 す る



 

法 律 の 中 で は 、 メ タ ボ 健 診 の 話 が 、 一 緒 に 法 律 の 中 に あ り ま

す 。で す か ら 下 手 す る と 、「 あ ん た 、自 分 で そ う い う 、お 酒 飲

ん だ り 、 自 堕 落 な 生 活 を し た か ら 、 病 気 に な っ た ん だ 」 と 責

め ら れ か ね な い 。 で も 、 人 間 で す か ら ね 。  

後 期 高 齢 者 連 合 は ど う な る か 。 北 海 道 の 広 域 連 合 は 、 本 当

に 保 険 者 と し て 、 き ち っ と し た 適 正 な 医 療 計 画 を 立 て ら れ る

の だ ろ う か と 私 は 心 配 し て い ま す 。  

 問 題 点 は 、 国 は ど ん ど ん 責 任 を 逃 れ て い る 。 企 業 も ど ん ど

ん 負 担 が 下 が っ て そ れ で 、 い い の だ ろ う か 。 国 民 負 担 率 が さ

ら に 増 え る の で は な い だ ろ う か 。 現 在 の 国 民 の 税 負 担 率 が

4 5％ に な っ て い ま す か ら 、 も っ と 増 え る の で は な い か 。 で す

か ら 、 こ の 経 済 情 勢 は 確 か に 分 か る の で す が 、 わ た し は 、 後

期 高 齢 者 医 療 制 度 が 、 単 な る 医 療 費 抑 制 の 手 段 で あ っ て は ど

う も な ら な い だ ろ う と 思 い ま す 。  

 最 後 に 、「 中 小 病 院 の 役 割 」と し て 、高 齢 者 担 当 医 は 診 療 所

の み に な っ て い ま す 。 病 院 は 、 今 、 医 師 、 看 護 師 、 介 護 、 Ｐ

Ｔ 、 Ｏ Ｔ 、 Ｓ Ｔ が 全 部 そ ろ っ て い ま す 。 そ れ か ら 、 Ｍ Ｓ Ｗ 、

社 会 福 祉 士 、 薬 剤 師 、 管 理 栄 養 士 、 ケ ア マ ネ ジ ャ ー な ど 、 全

部 病 院 の ス タ ッ フ と し て そ ろ っ て い て 、 マ ン パ ワ ー は 一 番 あ

る 。し か も 、2 4 時 間 3 6 5 日 、町 の 中 の ホ ッ ト ス テ ー シ ョ ン で 、

医 師 、 看 護 師 、 介 護 が あ る の は 病 院 だ け で す 。 診 療 所 に は 、

電 話 を か け る と 、「 今 日 は 閉 ま り ま し た 」と 、い ば ら き 診 療 所

さ ん は 別 と し て も 、ほ と ん ど で す 。で す か ら 2 4 時 間 3 6 5 日 、

医 師 ・ 看 護 師 が い て 、 Ｐ Ｔ は 夜 い ま せ ん け れ ど も 、 そ の よ う

な リ ソ ー ス が あ っ て 、 す ご く 高 齢 者 を 支 援 で き る 病 院 が 、 な

ぜ 高 齢 者 担 当 医 に 入 ら な い の だ ろ う か 。 今 、 病 院 の 役 割 と 診

療 所 の 役 割 は 明 確 に 分 け た い と 言 っ て い ま す の で 、 せ っ か く

あ る の に 使 わ せ て く れ な い こ と は 、 は た し て そ れ が 効 率 化 な

の だ ろ う か と わ た し は 思 っ て い ま す 。  

 最 後 な の で す が 、「 安 心 な 老 後 を 過 ご せ る 国 づ く り 」も し て

い か な け れ ば な ら な い と 思 い ま す 。 自 分 が で き る こ と は 、 地

域 の 町 医 者 で す の で 、 制 度 に 命 を 吹 き 込 む の は 、 や は り 現 場



 

力 だ ろ う 。 経 済 的 制 約 は 確 か に あ る し 、 お 金 が つ く 、 つ か な

い に か か わ ら ず 、 現 場 で な ん と か や れ る こ と を 、 質 の い い こ

と を や る し か 、 わ た し に は な い 。 そ の 代 わ り 、 現 場 の 声 が 届

く 制 度 づ く り を し て ほ し い 。 い ろ い ろ な ア ン ケ ー ト を 見 ま し

た け れ ど も 、 そ の 中 で 「 も っ と 医 療 制 度 の 政 策 づ く り に 患 者

さ ん の 声 を 反 映 し て ほ し い 」 と い う の が 、 一 つ あ り ま し た 。

確 か に そ の と お り で す 。 で き れ ば 、 老 人 福 祉 法 の 理 念 を 実 現

す る 国 づ く り が で き た ら 、 も っ と よ い 社 会 に な っ て 、 そ れ か

ら 、 次 に わ た し た ち の 子 孫 の 世 代 に も 、 こ の 国 を 立 派 に 胸 を

張 っ て 渡 せ る の で は な い か と 思 っ て い ま す 。  

 以 上 、 長 々 と な り ま し た け れ ど も 、 ご 清 聴 あ り が と う ご ざ

い ま し た 。  

 

 

  



現場からの発言 Ⅲ

南小樽病院

大川博樹

平成20年2月23日

南小樽病院の紹介
・平成8年8月開院 （内科、外科、リハビリテーション科）
・病床数 131 （医療 48，介護 83）
・通所リハビリテーション 定員 40
・外来 一日平均 約90名
・通所 一日平均 約30名
・職員数 149名（パート16名）



理念
１．患者様中心の医療サービスの実践
２．高齢者医療を通しての社会貢献
３．明るく、楽しく、きびしい職場

外来ロビー

通所リハビリ

ロードヒーティング
重油 300万（月）



小樽は坂の街

雪と坂で、通院は一苦労

当院の後期高齢者・・入院中心
介護病棟

75歳以上
85%

75歳未満
15%

医療病棟

75歳以上
80%

75歳未満
20%

外来

７４歳未満
65%

７５歳以上
35%

平均医療区分
２．２

平均介護度
４．２



都道府県別一人当たり医療費

北海道は2番目！！ 入院では一番



小樽雪あかりの路

社会保障費

総額88兆円 (平成17年度）
対前年度伸び率・・2.3%
対国民所得率・・・・23.9%
一人当たり給付費・・68.8万円
一世帯・・・・・・・・・・・184.5万円

年金 46.3兆円（53%）
医療 28.1兆円（32%)
福祉その他 13.5兆円(15%）



８％

経済の停滞と社会保障費



医療費と国民所得

国の負担の減少と個人負担の増加



経済成長と医療費

低経済成長の時代

医療費抑制はより鮮明である

後期高齢者医療制度・・医療費抑制策

「医療費抑制」策は経済成長率の伸び悩みと
高齢社会の到来を見据えた・・

非常に厳しい医療費「適正化」である

もっと下がる対ＧＤＰ比率？



高齢者医療制度の道筋

平成9年(1997) 「21世紀の医療保険制度」
医療保険及び医療提供体制の抜本的改
革の方向

高齢者別建て案・高齢者医療制度の原案

高齢者の保険料は高齢者に、定率負担、公
費は3割程度など
平成15年（2003）「基本方針」の閣議決定

高齢者医療制度の大枠の決定

老人保健法の改正

・・国民の老後における
健康の保持と適切な医
療の確保を図るた
め、・・保健事業を総合
的に実施し・・・もって、
国民保健の向上及び
老人福祉の増進を図
る・・

老人保健法

・・国民の高齢期におけ
る適切な医療の確保を
図るため、医療費の適
正化を推進するための
計画の作成および保険
者による健康診査等の
実施・・国民の共同連
帯の理念に基づき・・必
要な制度を設け、もっ
て・・
高齢者の医療の確保に関する法律



今年７５歳は、昭和8(1933）年生まれ

太平洋戦争終戦 12歳 食料不足

国民皆保険制度 28歳 保険料支払い

福祉元年 40歳 列島改造

高度経済成長（1955～74） 22～41歳
バブル景気（1986～91） 53～60歳
介護保険料 67歳
後期高齢者になる 75歳



よく働いた後期高齢者

いもを食べた青春



石川県後期高齢者医療広域連合主催

「後期高齢者医療フォーラム」

平成20年1月18日
参加者約1000名
厚労省・・課長補佐発言の波紋

「医療費が際限なく上がってゆく痛みを、後期
高齢者が自分の感覚で感じ取っていただくこ
とにした」

「北海道は広いので病院へのアクセスが悪い
のですぐ入院となる・・・」

「敬老の日」はあるが・・・

高齢者への思いはどこへ？

預金を崩して生活に当てている姿

さらに、高齢者の医療には「無駄」がある

受診回数を減らせ、軽い病気ではかかるな

医療費の増大は「医療費亡国論」

若者の将来への不安の増大・・少子化？

希望と明るさを持てる制度設計は？





国に望む政策



後期高齢者医療制度の問題点

保険料負担増・・将来の保険料引き上げも

滞納へのペナルティー

現役並み所得者の線引き

「特定保険料」の明示の効果

包括医療、「かかりつけ医」（高齢者担当医）

自己責任論の危険性

広域連合のあり方、保険者の強化

.



問題点の続き

国の責任の明確化は(財源としても）
企業の責任の明確化は(財源としても）
国民負担率のさらなる増大か

今、この経済情勢のなかでも、

後期高齢者医療制度が単なる医療費抑制の
手段であってはならない

中小病院の役割

「高齢者担当医」は高齢者の医療的コーディ
ネート・・・・診療所のみ？

病院はマンパワーの充実

医師、看護師、介護はもとより、リハビリ（ＰＴ，
ＯＴ，ＳＴ）、ＭＳＷ(社会福祉士）、薬剤師、管
理栄養士、ケアマネジャーなど

24時間365日、医師、看護師、（介護）がある
のは「病院」



安心な老後を過ごせる国づくり

制度に命を吹き込むのは「現場」

経済的制約のなかでも「現場力」の発揮

「現場」の声が届く制度作りを

老人福祉法の理念を実現する国づくりを



 

シンポジウム      

 

齊 藤   こ れ ま で の お 話 を 聞 い て い て お 分 か り の よ う に 、 後   

期 高 齢 者 医 療 制 度 は 単 に 医 療 保 険 が 分 割 さ れ た わ け で

は な い と い う こ と で す 。 こ の こ と が 国 民 の 皆 さ ん は も

ち ろ ん で す が 、 実 は そ れ ほ ど 、 医 療 関 係 者 に も 分 か っ

て い な い 方 が 結 構 い ら っ し ゃ い ま す 。 特 に こ の １ 年 は

年 金 の 問 題 も あ り 、 ど ち ら の ほ う が 大 き い の か 、 重 さ

は 決 め ら れ ま せ ん が 、 な ん と な く 後 期 高 齢 者 医 療 制 度

の こ と が 隠 れ て き て し ま っ た よ う な 、 そ の よ う な 印 象

も 受 け る と こ ろ で す 。  

    特 に 今 、 医 療 に し て も 介 護 に し て も 、 質 の 向 上 を と

い う よ う な 時 期 に 、 7 5 歳 以 上 の 方 々 が 実 際 に 、今 ま で

以 上 の 医 療 の サ ー ビ ス が 受 け ら れ る よ う に と 考 え て い

る と こ ろ に 、 今 回 こ の よ う な 制 度 が 入 っ て き て 、 先 ほ

ど か ら シ ン ポ ジ ス ト で い ら っ し ゃ る 方 々 が 危 惧 さ れ て

い る よ う な 、 医 療 が 制 限 さ れ る の で は な い か 、 診 療 所

の 先 生 た ち だ け で は た し て う ま く 機 能 す る だ ろ う か 、

診 療 所 で も 一 生 懸 命 や っ て い ら っ し ゃ る 先 生 も い ま す

が 、 現 実 ど う な の だ ろ う か と い う こ と 。 そ れ か ら 在 宅

と 病 院 施 設 と の 関 係 が 、 ど な た か の デ ー タ に も 出 て い

ま し た よ う に 、 病 院 や 施 設 に 対 し て の 国 民 の 方 々 の 考

え 方 と 、 現 実 に 行 わ れ て い る 施 策 が 本 当 に 合 っ て い る

の か ど う か と か 。  

    実 は こ の 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 が 、 決 ま る 決 ま ら な い



配布資料 

老人医療の変遷からみた後期高齢者医療制度 

～病院の今後の役割～ 

 
南小樽病院 病院長 大川博樹 

 
高齢者医療制度は、我が国で初めての年齢区分による「別立て」医療制度である。

そのスタートが間近に迫っている時期に、このような制度にたどり着いた我が国の老

人医療の歴史と、この制度が内包する諸問題、また医療現場への影響について考えて

みたい。 
 昭和 35年（1960）に一地方自治体から始まった「老人医療費の無料化」は９年後
に東京都でも実施された(昭和 44 年、1969)。さらに 4 年後の昭和 48 年（1973）に
は国として老人医療費の無料化が開始された。一地方自治体での取り組みが 13 年か
けてでも国家としての取り組みになりえた時代であった。これは医療費の自己負担分

を公費で肩代わりする制度であり、当時の高度経済成長にバックアップされながらも、

「成長か福祉か」の議論のなかで、福祉国家を日本が選択したかのような期待を抱か

せる決定であった。 
しかし、まもなくオイルショックが経済を冷え込ませ、同時に老人医療費無料化が

総医療費の急激な上昇をもたらし、その後 10 年間で社会保障給付費の対国民所得比
は 6.5％から 13.7％へと２倍以上に急拡大した。もっとも、内訳では年金の伸びがよ
り著しく、昭和 55 年（1980）を境に年金は医療を上回るようになった。平成 16 年
（2004）には対国民所得比で、医療 7.52％、年金 12.61％と、年金は医療の 1.7倍に
なっている。もともと福祉元年（昭和 48 年 1973）には、医療 3.58％、年金 1.75％
で、医療が年金の約 2倍であり、30年の間に双方の立場は逆転している。 
この間、医療は 2.1倍の伸びでとどまっているのに対し、年金は 7.2倍になってい
る。医療は平成 12 年（2000）の介護保険導入により伸びが抑えられた事もあるが、
社会保障総額が対国民所得の 25％に迫る勢いのなかで、年金給付単独で社会保障費
の 55％弱を占めている。医療費と福祉・介護関係費は、両方合わせても 50％に至っ
てはいない。したがって社会保障費の伸びを論じるときに、一方的に医療費の抑制論

につなげることはいかがなものだろうか。 
 しかしながら、「病院のサロン化」とか「乱診乱療」、「社会的入院」などと言われ

たように、総医療費の増加の原因となったのは老人医療費であったことは否めない。

昭和 56 年（1981）に高齢化率が 9.1％になり高齢化社会になったことも老人医療費
対策を加速させ、無料化は風前のともし火となった。その結果、昭和 57年（1982）
に「老人保健法」が成立、昭和 58 年に施行された。つまり老人医療費無料化の時代



は約 10年間続いたが、その政策が我が国で再び実現することはないであろう。 
老人保健法での老人保健対象者は、70歳以上の各医療保険加入者と、65歳以上 70
歳未満の一定の障害状態と認定された方々であった。そして、対象者は加入のままの

医療保険で対応し、「別立て」の保険に移行するものではなかった。自己負担は、外

来一ヶ月 400円、入院一日 300円(2ヶ月限度)となった。患者負担を除くと、30％を
公費(国、都道府県、市町村)、70％が各保険者からの拠出金でまかなう仕組みであっ
た。後に、この拠出金が各保険者にとっての重荷になってくる事が後期高齢者医療制

度の伏線になる。 
 昭和 59年度（1984）には健康保険法等の改正が行われた。それにあたり、厚生大
臣による「今後の医療政策―視点と方向」がとりまとめられた。その中には現在の医

療政策にまで連なる基礎的な事項が多く盛り込まれており、今の医療政策は、あたか

も当時の「視点と方向」を追認するかのようである。 
要点としては、疾病構造の変化と人口の高齢化、国民所得の伸びを上回る医療コス

トの増大、経済の低成長化と医療費負担能力の低下。また、健康保持・疾病予防の自

己責任の明確化、適正かつ効率的な医療体制の整備、社会的公平に立脚する医療保険

制度の実現などがあげられている。「自己責任」、「適正化」については、前者は「別

立て保険」や「メタボ健診」につながり、後者は高齢者医療制度の目的に据えられて

いる。また、「効率化」は再三再四繰り返されている。 
当時の時代背景としては、武見医師会会長の辞任（1982）、ロッキード事件などが
あげられ、政界・医療界ともに強力なリーダーシップの時代が終わりつつある時代で

あった。時期を同じくして、後に「医療費亡国論」と引用される論文が、厚生省保険

局長の執筆で社会保険旬報に掲載されている。この論文が厚労省の基本的な医療費に

対する考え方なのかどうかは定かではないが、この時期以来、国の政策として一貫し

た医療費抑制策がとられていることは事実であろう。 
 昭和 61年（1986）の老人保健法改正により、一部負担金は外来 800円、入院 400
円となった。老人保健制度を開始した昭和５８年度の老人医療費は、制度改正にもか

かわらず前年比で 20％の伸びを示し、その傾向はその後も持続し、ますます市町村
国保の財政を圧迫していった。病床規制時の駆け込み増床も医療費増加の一つの原因

となったであろう。この改正では、老人医療費の抑制も見据えて、当初は中間施設（病

院と在宅をつなぐ意味）と呼ばれた老人保健施設の創設も図られた。 
 平成３年（1991）の老人保健法の改正では、平成元年（1989）に策定された「高
齢者福祉推進十カ年戦略」（ゴールドプラン）が背景にあり、老人保健と介護との総

合的な取り組みが盛り込まれていた。また、老人医療費は 6兆円にのぼり、現役世代
の負担感が重くなりつつあった。一部負担金はさらにアップし、外来 900 円、入院
600円となった。ただこの時期の老人保健法改正の焦点は、一部負担金よりもむしろ、
老人保健への各保険者からの拠出金のありかたであったことがうかがえる。 



 さらに、平成 9 年（1997）の改正を通して、老人の自己負担を徐々に上昇させる
ことが決められ、平成 12年（2000）には上限は定めたものの一割の定率負担が導入
された。定率負担とは病状の重い患者がより多く支払うことであり、高齢者の可処分

所得が若年者と遜色ないと喧伝されたことも記憶に新しい。 
しかし、定率となった時点で、高齢者の抱える老化による脆弱性への理解や、社会

のサポートは損なわれ始めたのではないだろうか。定額制による医療への経済的な安

心感は定率制ではもたらされない。定率制は医療費抑制のインセンティブになること

が狙われている。社会全体が高齢者を支える仕組みは、経済・財政の許す範囲である

ことはその通りなのだが、過去における社会貢献を、現在の社会保障費を通しての所

得再分配で報いる事ができない時代になってしまった事実を認識したい。 
 この前後の老人医療費の伸びは介護保険に一部財源が移行したため一時的には鈍

化したが、国民健康保険の財政問題、組合健康保険の拠出金の負担の問題、潜在的に

さらに急激に伸びると見込まれる老人医療費の問題を解決すべく、平成 18 年 6 月
（2006）に「老人保健法」自体が改正され「高齢者の医療の確保に関する法律」とな
った。ここに四半世紀にわたる老人保健法の理念は書き換えられ、「高齢者医療制度」

の創設と、いわゆる「メタボ健診」の創設がなされた。このときの国会の委員会審議

が強行採決であり、ドイツワールドカップで報道が一色になっていた時期の法案可決

であることは記憶に新しい。 
 このように振り返ってみると、一連の老人医療政策は、ミクロな視点では老人医療

の質の改善への取り組みや施設環境改善へのインセンティブ、付添介護廃止と介護力

強化病院の創設、後の介護保険への伏線など評価されることも多い。しかし、マクロ

な見方では「一貫した医療費抑制、とりわけ老人医療費の抑制政策」の歴史といえよ

う。「成長か福祉か」と議論され、国があたかも福祉を選択したかのような姿勢を示

した時代もつかの間、一転して医療費、とりわけ老人医療費は「亡国」につながるリ

スクファクターにされたかのようである。 
たしかに、福祉国家は高負担の見返りの高保障であり、消費税導入時の国民の動向

から推し量っても高負担への抵抗感は大きいと思われる。さらに、多くの資源を持た

ない国として産業、とりわけ製造・輸出産業の成長を推進することに重点を置かざる

を得ないことも事実であろう。経済成長なくして社会保障もないという見方もできよ

う。 
いずれにしろ現実的には、高齢者に対してさらなる高負担が「後期高齢者医療制度」

として、まず実現されようとしている。また、そこに高保障の確約はない。そして、

いわゆるメタボ健診は将来にわたり数兆円の医療費抑制効果があるとされており、自

己責任が医療費の抑制につながるという論理が組み立てられている。 
 さて、高齢者医療制度は現在地方自治体を始め、多くの場で論議されている。ネッ

ト上でも賛否両論である。というより、賛よりも否が多いことが特徴的である。問題



点としてあげられている事項を列挙してみると、まず、高齢者の保険料負担増、将来

の保険料引き上げの仕組みなど個人の負担の増大。さらに、滞納へのペナルティー。

現役並み所得者への公費負担からの除外（現役並みのラインの引き方いかんにかか

る）。現役世代の「特定保険料」設定による、世代間対立の構図。もともと、75歳の
根拠の不明さ。包括診療報酬の導入や「高齢者担当医制」による制限的な医療。担当

医に病院の医師が除外されている事。定率負担制やメタボ健診で窺えるように高齢者

や保険組合の自己責任論の強調。特定療養費の廃止と「保険外併用療養費」導入によ

る、保険部分と自己負担部分の２階建て制度へのステップの可能性。広域連合内での

各保険者や市町村の意見の反映の仕組みの不確実さ（広域連合のあり方、権限の問題）。

後期高齢者の健診が今までのような義務ではなくなったこと。地域の医療費が保険料

に跳ね返る仕組みや都市と地方の医療体制の違いによる格差問題。もともと削減を意

味する「適正化」という文言が法律の理念になっていること自体の問題。終末期にお

ける医療費削減の見え隠れ。医療保険と介護保険との「一体的なサービス提供」の危

険性、等々である。 
 「老人保健法」と「高齢者の医療の確保に関する法律」の目的を読み比べると、新

たな制度の意図しているところが明らかになる。老人保健法にあった「健康の保持」

は削除され、代わりに「医療費の適正化」「国民の共同連帯の理念」などという事項

が加えられた。健康の保持ではなく、適切な医療の「確保」が目的となった。そのた

めに医療費を適正化する計画を立て、健診を実施するということである。 
また、国民の共同連帯の理念は言い換えると、自己責任の強調につながりかねない。

老人福祉法にある「国の責務」という文言は措置を講じる、推進するという文言に置

き換わっている。もはや高齢者の福祉は国の責務ではないかのようである。広域連合

に医療費適正化計画を策定させ、それに対する「措置や推進」が国の責任であるかの

ように述べられている。言い換えると、高齢者の健康の保持や増進という理念は、医

療費をどう確保していくかに置き換わっており、国の責務の方向や姿勢が変化・後退

している事が窺える。そもそも、健康の「確保」はできない。増進したり保持するも

のであろう。 
 今年 75歳を迎える「後期高齢者」は昭和 8年生まれ。少年から思春期を国の戦争
のさなかに過ごし、28歳（1961）から医療保険を支払い、40歳の時には老人医療費
の無料化を経験。介護保険もなく、親の世話も自費で行なうのが当たり前の時代を過

ごしてきた。高度経済成長に寄与し、67 歳からは介護保険料も支払い、老人保健の
対象年齢にはなかなか達せず、75歳になった今、「後期高齢者」と呼ばれるようにな
った。 
私たちは、このような世代の方々に大きな影響を与える制度作りを、財政的見地か

らだけの論議で終始していって良いものであろうか。高齢者の尊厳を実現するには、

財政や経済やマクロな視点だけではなく、一人ひとりの人生を見据えた制度作りが必



要なのではないだろうか。現場の医療・看護・介護をになう私たちと高齢者が、とも

に希望の持てる医療制度改革ならば大歓迎である。 
  
 医療現場においては、当院のような 200床以下の病院が後期高齢者医療制度に関わ
れるのは、主に入院・退院、高齢者担当医との調整などであろうか。外来では、従来

から当たり前のように行ってきている服薬の確認・お薬手帳による他院の投薬の確

認・社会的資源の相談などを今後も継続していく事になる。中小病院の強みは医師・

看護師のみならず、医療ソーシャルワーカー・リハビリスタッフ（ＰＴ，ＯＴ，ＳＴ）・

薬剤師・栄養士などが揃っていることであり、診療所とは違った医療資源を提供でき

ると考えている。地域連携のさらなる構築を小樽市で試みてみたい。 



 

だ け で は な く 、 医 療 が 今 後 の 日 本 の 大 き な 課 題 に な っ

て い る と い う こ と は 確 か で 、 手 を こ ま ね い て い て は い

け な い の で は な い か と い う こ と で 、 あ え て 今 回 ま た こ

の テ ー マ で シ ン ポ ジ ウ ム を 行 う こ と に な っ た わ け で す 。

会 長 も 含 め て 、 シ ン ポ ジ ス ト か ら ご 発 言 が い く つ か あ

り ま し た が 、 皆 さ ん 方 ま だ し ゃ べ り 足 り な さ そ う で し

た が 、 そ れ は 最 後 に 残 し て お い て 、 使 え る 時 間 も 限 ら

れ て い る よ う で す の で 、 当 初 の 予 定 よ り 少 し 早 め に 終

わ ら せ た い と 思 い ま す 。  

    ま ず 照 沼 先 生 か ら 今 さ れ て い る 在 宅 の お 話 を お 聞 き

し ま し た が 、 在 宅 で の 経 費 の こ と と い い ま す か 、 在 宅

と 病 院 に 入 院 し て い る 場 合 の 経 費 の あ た り を も う 少 し

詳 し く 分 か る よ う に お 話 し し て い た だ け れ ば と 思 い ま

す 。お そ ら く 患 者 さ ん は 軽 い 人 ば か り で は な い で す し 、

重 い 方 も い る わ け で 、 重 い 方 が こ れ か ら ど ん ど ん 在 宅

に 帰 っ て い き ま す ね 。 そ う な っ て き た と き に は た し て

国 が 言 っ て い る よ う な 感 じ で い く の で し ょ う か 。 そ の

辺 に つ い て 、 先 生 の ご 意 見 を 少 し お 聞 か せ い た だ け ま

す か 。  

 

照 沼   そ う で す ね 、一 つ 大 き く 分 け て 言 え る の

は 、 例 え ば 身 体 障 害 状 態 に な っ て し ま っ た

場 合 な ど は 医 療 費 は か な り 補 助 が 出 ま す 。

実 際 、 ご 家 族 が 払 う 医 療 費 は 介 護 負 担 の 費

用 だ け に な っ て い ま す 。 た だ 今 後 、 こ の 後 期 高 齢 者 医

療 制 度 の よ う な 適 正 化 が 、 な さ れ て い っ た と き に は 、

障 害 者 の 方 、肢 体 の 身 障 ２ 級 で す ね 、も し く は 呼 吸 の 、

内 臓 系 の 障 害 の ３ 級 以 上 の 方 、 そ の よ う な 方 に も ご 負

担 い た だ く よ う な 事 態 も 出 て く る 可 能 性 が あ り ま す 。

そ う す る と 、 現 状 で は そ の よ う な 医 療 費 が か か ら な い

患 者 様 に も 医 療 費 が か か っ て き ま す 。重 症 の 方 で す ね 。

そ の よ う な 場 合 も あ り ま す し 、 今 後 や は り 適 正 化 と い



 

う 波 は 大 き な キ ー ワ ー ド に な っ て く る と い う よ う に 感

じ ま す 。  

    現 状 で す と 、 普 通 の 在 宅 医 療 を 受 け る 場 合 は 、 医 師

の 訪 問 が 月 ２ 回 程 度 な ら ば 、 ご 家 族 の 負 担 は 6 , 0 0 0 円

程 度 で す 。 そ れ か ら 状 態 に も よ り ま す け れ ど も 、 ケ ア

リ ビ ン グ と い っ て 、 グ ル ー プ ホ ー ム と か 、 そ の よ う な

と こ ろ に 入 っ て い る 方 、 い わ ゆ る 在 宅 だ け れ ど も 半 分

入 所 施 設 の よ う な 状 態 の と こ ろ に い る 方 に 関 し て は

3 , 0 0 0 円 く ら い で す ね 。 今 の 段 階 で は 4 , 0 0 0 円 く ら い

で す け ど 、 3 , 0 0 0 円 く ら い に 今 度 引 き 下 げ ら れ る と い

う よ う に な っ て い ま す 。 だ ん だ ん 重 症 化 し て 最 期 ま で

ご 自 宅 で 過 ご さ れ た い と い う 方 の 場 合 は 、 わ れ わ れ の

と こ ろ で の イ メ ー ジ で す と 、 例 え ば 亡 く な る と き に ど

の ぐ ら い の 金 額 の 領 収 書 が 発 行 さ れ て い る か と い う と 、

お 一 人 の 負 担 が ５ 万 円 か ら ６ 万 円 と い う 場 合 も あ り ま

す 。 そ れ は 一 番 多 い 患 者 様 で す ね 。 そ の よ う な ご 負 担

を い た だ い て い る 方 も い ら っ し ゃ い ま す 。 在 宅 の 末 期

の 患 者 様 は 医 療 費 と し て は 5 0 万 円 ぐ ら い か か っ て い

る の で す 。 が ん の 末 期 の 患 者 様 と か 、 痛 み 止 め の お 薬

を た く さ ん 使 う 方 に 関 し て は 、 そ の よ う な 医 療 費 が 出

ま す 。 ご 高 齢 の 方 に 関 し て は そ れ で も よ い の で す け れ

ど も 、が ん の 患 者 様 で す と 若 い 方 も い ら っ し ゃ い ま す 。

３ 割 負 担 と い う 形 に な り ま す と 、 患 者 側 の 負 担 と し て

は 1 5 万 く ら い の 負 担 で す ね 。1 0 万 か ら 1 5 万 ぐ ら い の

負 担 が 出 て い る と い う 場 合 も あ り ま す 。  

    そ れ か ら 、 在 宅 医 療 だ か ら 医 療 費 が 安 い 、 患 者 様 の

ご 負 担 が 安 い と い う こ と は な い の で す 。 施 設 に 入 る と

き と 同 じ よ う に か か る 場 合 も あ り ま す 。 特 に ハ イ テ ク

な 医 療 で す ね 。 ど う し て も 在 宅 の 末 期 の 患 者 様 で 、 が

ん の 痛 み な ど が ひ ど い 患 者 様 に 関 し て は 、 痛 み 止 め の

麻 薬 や 先 ほ ど お 話 に 出 ま し た 硬 膜 外 ポ ー ト と い う 、 こ

れ は 直 接 背 中 に カ テ ー テ ル を 入 れ て 、 そ こ か ら 持 続 的



 

に 2 4 時 間 薬 液 を 流 す 、 麻 薬 を 流 す 治 療 で す け れ ど も 、

そ の よ う な 医 療 を し た 場 合 に は 、 そ れ に ま た 加 算 さ れ

て 患 者 様 の ご 負 担 が 発 生 し て い る の が 現 状 で す 。  

    そ の 辺 を 含 め て ど の よ う な 形 で 制 度 設 計 を し て い く

の か が 大 き な 問 題 と な っ て き ま す が 、 決 し て 安 い 医 療

で は な い と い う よ う な 印 象 を 持 っ て い ま す 。  

 

齊 藤   そ う で す ね 。 お そ ら く 医 療 費 だ け の 問 題 で は な い の

だ と 思 い ま す ね 。 ご 自 宅 で 暮 ら さ れ る と い う の は 生 活

費 も か か る し 、 ご 家 族 が そ の 間 パ ー ト に 行 け た の が 行

け な く な っ た り と か 、 平 井 会 長 、 そ の よ う な こ と を 総

合 的 に 示 し た よ う な 数 字 と い う の は あ る の で し ょ う か 。 

 

平 井   私 が 知 っ て い る 限 り は な い で す 。 清 水 先 生 と 先 ほ ど

話 し た と こ ろ 7 5 万 と か い う 数 字 が あ り ま し た ね 。  

  

齊 藤   清 水 先 生 、ど う ぞ 一 言 、そ の 辺 を お 話 下 さ い ま す か 。  

 

清 水   7 8 万 と い う の は 、こ れ は あ く ま で も 試 算 で す け れ ど

も 、 要 介 護 度 ５ の 方 で 、 寝 た き り で 家 族 が 介 護 が で き

な い と い う よ う な 条 件 、 つ ま り 介 護 療 養 型 医 療 施 設 に

一 番 多 く 入 院 さ れ て い る よ う な タ イ プ の 方 が 、 仮 に 在

宅 に 戻 ら れ る と い い ま す か 、 在 宅 で 入 院 生 活 に 一 番 近

い よ う な サ ー ビ ス を 受 け ら れ た と す る と 、 自 己 負 担 が

約 7 8 万 か か り ま す と い う 試 算 を し ま し た 。  

 

齊 藤   自 己 負 担 が で す か 。  

 

清 水   そ う で す 。 い わ ゆ る 上 乗 せ 横 出 し の 部 分 で す ね 。 そ

の よ う な こ と で ご ざ い ま す 。  

 

齊 藤   ど う も あ り が と う ご ざ い ま す 。 実 際 そ の よ う な 数 字



 

は き ち ん と 出 て い な い の で す 。 こ れ は か な り 大 き な 問

題 だ ろ う と 思 う の で す が 、 お そ ら く 厚 生 労 働 省 だ け で

は 出 せ な い で す し 、 ほ か の 省 庁 に な る と 医 療 費 の こ と

は あ ま り 考 え な い で 生 活 だ け の 話 に な っ た り 、 そ の あ

た り は や は り 老 人 の 専 門 医 療 を 考 え る 会 と し て も 少 し

考 え な い と い け な い と こ ろ の よ う な 気 が し ま す 。 一 つ

の 課 題 と し て 、 結 論 に 持 っ て い か な い と い け な い こ と

が 初 め に 出 て し ま っ た か も し れ ま せ ん が 、 そ の よ う な

こ と も 気 に し て み て は 、 と い う よ う に も 思 い ま す 。  

    そ れ か ら 照 沼 先 生 、 も う 一 つ 、 日 本 の 高 齢 者 に 合 っ

た 医 療 形 態 は 、と い う お 話 を 先 ほ ど さ れ て い ま し た ね 。

5 0 対 5 0 と 言 わ れ た 意 味 が わ た し に は 分 か ら な か っ た

の で す け れ ど も 、 そ こ を 少 し 教 え て い た だ け ま す か 。  

 

照 沼   ご 自 宅 で 亡 く な る 方 、 自 分 の お 部 屋 で 最 期 ま で 暮 ら

し た い と い う 方 、も ち ろ ん 最 期 を 病 院 で 暮 ら し た い 方 、

イ メ ー ジ 的 な 問 題 な の で す け れ ど も 、 外 来 な ど で 診 て

い ま す と 、 最 期 ま で う ち に い た い と い う 方 と 、 最 期 は

病 院 と か 、 そ の よ う な 施 設 に い た い と い う 方 と 、 大 体

半 々 ぐ ら い の 印 象 な の で す 。 病 院 に 行 か な く て は い け

な い と い う 方 は 、や は り 圧 倒 的 に 介 護 力 で す ね 。「 一 人

暮 ら し だ し 、 病 院 に そ ろ そ ろ 入 れ て く れ な い か 」 と い

う よ う な 話 は よ く あ り ま す 。 そ れ で そ の 介 護 力 の ト ー

タ ル の 面 と し て 考 え れ ば 、 半 分 ぐ ら い の 方 が ご 自 宅 で

ず っ と 過 ご し て 、 半 分 ぐ ら い の 方 が 施 設 に 入 所 さ れ て

と い う の が 、 な ん と な く 今 の 一 般 的 な 世 相 を 表 し て い

る の か な と い う よ う に 感 じ て お り ま す 。  

  

齊 藤   そ う す る と 、 医 療 形 態 と い う の は 、 入 院 か 在 宅 か と

い う 医 療 形 態 の こ と で す ね 。 分 か り ま し た 。  

    そ れ で は 、 次 に 富 家 先 生 、 先 生 の と こ ろ の 病 院 は か

な り 重 い 方 が た く さ ん い ら っ し ゃ い ま す ね 。 在 宅 の サ



 

ー ビ ス も い ろ い ろ や っ て い ら っ し ゃ い ま す が 、 そ れ ぞ

れ の 終 末 期 の 場 所 と い う お 話 が 先 ほ ど あ っ た と 思 う の

で す が 、 そ の あ た り に つ い て 先 生 自 身 は 、 例 え ば 、 が

ん 、 心 臓 、 肺 、 肝 臓 、 そ れ か ら 老 衰 、 認 知 症 と 、 死 に

至 る 三 つ の パ タ ー ン の お 話 の 中 で 、 こ こ に 書 い て あ る

の は 先 生 の 言 葉 で 書 か れ た の で す か 。  

 

富 家   こ の 中 に 書 い て あ る こ と も 、 や は り 老 人 の 専 門 医 療

を 考 え る 会 で 考 え て い き た い と い う 、 終 末 期 医 療 の 提

言 に 載 っ て い た 文 で は あ る の で す け れ ど も 。  

  

齊 藤   先 生 は そ れ を ど の よ う に 思 わ れ ま す か 。  

 

富 家   特 に 僕 が 中 心 と な っ て 診 て い る の が Ｂ の 臓 器 不 全 の

患 者 様 が 主 で あ り ま す の で 、 や は り 自 分 が 受 け た い 医

療 を う ち の 病 院 で は 作 っ て い っ て い る つ も り で は あ り

ま す 。療 養 病 床 で こ の よ う な 患 者 様 は 診 て い き た い な 、

と 僕 自 身 も 思 い ま す し 、 そ の よ う な 状 態 で あ れ ば 療 養

病 床 に 入 院 し て 診 て も ら う の が 一 番 う れ し い の で は な

い で し ょ う か 。 た だ 、 が ん の 場 合 、 緩 和 系 病 棟 と こ こ

に 書 か せ て も ら い ま し た け れ ど も 、 圧 倒 的 に そ う い っ

た 病 棟 の 数 が 少 な く て 、 ま だ ま だ 政 府 そ の も の も 、 緩

和 ケ ア の 充 実 と い う よ う に う た っ て き て は い る の で す

が 、 数 は そ ろ っ て い ま せ ん 。 ま た 、 医 療 従 事 者 、 特 に

緩 和 ケ ア に 特 化 し た 医 者 が と て も 少 な い の が 現 実 で す 。

も う 少 し こ の 辺 が 充 実 し て く れ ば 、 緩 和 ケ ア の 研 修 会

で 講 師 か ら 「 緩 和 ケ ア と い う の は 、 治 療 が も う こ れ 以

上 で き な く な っ た と こ ろ か ら 緩 和 ケ ア が 始 ま る の で は

な く て 、 が ん が 分 か っ た と こ ろ か ら 緩 和 ケ ア が 始 ま っ

て 、 苦 痛 の 少 な い 闘 病 生 活 を 送 る こ と も 、 緩 和 ケ ア の

一 つ の 目 的 で も あ る ん だ 」 と い う お 話 を い た だ い て い

た の で す け れ ど も 、 そ の よ う な こ と が ま だ ま だ 日 本 で



 

は 浸 透 し て い ま せ ん 。「 も う 、あ な た は 治 療 す る こ と が

な く な っ た か ら 、 ホ ス ピ ス に 行 き な さ い 」 と 言 い 放 っ

て し ま う 医 者 が 多 い と い う の が 現 実 な の で す 。 も う 少

し そ の よ う な 意 味 で の 終 末 期 の 場 所 が 整 備 さ れ て く れ

ば と い う よ う に は 考 え て い ま す 。  

 

齊 藤   あ り が と う ご ざ い ま す 。 平 井 会 長 、 こ の あ た り は 老

人 の 専 門 医 療 を 考 え る 会 と し て の ま と め と い う 話 で す

が 、 会 長 自 身 は ど の よ う に お 考 え に な っ て い ま す か 。

終 末 期 の そ れ ぞ れ の 場 所 と い う 、 こ の よ う な こ と に つ

い て 。  

 

平 井   終 末 期 の 場 所 と し て 介 護 療 養 型 の 療 養

病 床 も そ の 一 つ に 入 っ て い た の で す が 、そ

れ が な く な る こ と に な り 、そ の よ う な と こ

ろ を ど ん ど ん な く し て い っ て 大 丈 夫 な の

か と い う の が 一 つ あ り ま す 。 お そ ら く 、 わ た し が 一 番

心 配 し て い る の は 、 国 家 統 制 で や っ て し ま う の で は な

い か と い う こ と な の で す 。 怖 い の は 、 終 末 期 が 、 そ ん

な に 医 療 は 要 ら な い よ 、 と い い ま す か 、 医 療 は む だ と

い う よ う な 世 論 操 作 で す ね 。 と い う の は 、 い わ ゆ る 病

床 と い う の を な く し て し ま う の で 、 と し た ら 施 設 で 十

分 、 国 民 の 方 が 満 足 い く 終 末 と い う の が 送 れ る の で は

な い か と い う よ う な こ と が 、 こ の 後 期 高 齢 者 医 療 制 度

を き っ か け に 、そ の よ う な 世 論 が 広 が る の で は な い か 。

そ れ で ハ ッ ピ ー だ っ た ら よ い の で す け れ ど も 、 当 初 か

ら そ の こ と を 一 番 心 配 し て い ま す ね 。  

 

齊 藤   当 会 で も 、 特 に 終 末 期 に 関 し て は シ ン ポ ジ ウ ム で も

ず っ と 議 論 を し て き ま し た 。 当 会 の ス タ ン ス と い う の

は 決 め て 進 ん で き て は い る の で す が 、 世 間 に ま だ ア ピ

ー ル す る ま で に 至 っ て い な い も の で す か ら 、 こ れ も 当



 

会 と し て は 緩 め ず に や っ て い か な く て は い け な い こ と

と い う こ と で 質 問 さ せ て い た だ き ま し た 。  

    大 川 先 生 、 お 話 の 中 で 、 お も し ろ い お 話 だ っ た こ と

だ け で は な く て 、 実 は す ご く 厳 し い お 話 を さ れ て い た

よ う に 思 う の で す が 、 そ の 中 で 僕 は ２ 点 、 と て も 感 じ

た と こ ろ が あ り ま し た 。１ 点 め は 地 域 差 の こ と で す ね 。

今 、 国 で 制 度 を ど ん ど ん 決 め て い ま す が 、 実 際 、 表 向

き で は 「 県 単 位 だ よ 」 と か ｢地 方 自 治 体 だ よ ｣と か 、 介

護 保 険 で も 同 じ で す け れ ど も 、 そ う は な っ て い て も 結

局 国 全 体 で 決 ま っ て い る よ う な こ と が 非 常 に 多 い で す

ね 。 そ の あ た り 、 こ の 地 域 差 の 問 題 に つ い て 先 生 が 思

う と こ ろ は い か が で し ょ う 。  

 

大 川   特 に 北 海 道 が ど う し て こ の よ う に 医 療 費 が 高 い の か

と い う こ と と 、 い ろ い ろ な こ と を 実 際 に デ ー タ を 打 ち

込 ん で 見 て み た の で す が 、 や は り 一 番 関 連 す る の は 入

院 費 が 高 い と い う こ と が あ る の で す 。 場 所 が 非 常 に 広

い 。 雪 が あ る 。 そ れ か ら 、 東 京 と 比 べ る と 賃 金 指 数 が

8 5 く ら い で す か 。 そ の 割 に 物 価 指 数 が 9 0 い く ら な の

で す 。 で す か ら 失 業 率 が 高 い 。 生 活 保 護 率 が 高 い 。 わ

た し の 患 者 さ ん で も 昼 間 は パ ー ト に 出 て い て 老 人 が 独

居 で あ る 。 そ れ が 入 院 す る 。 し か も 病 院 の ベ ッ ト 数 が

多 い の も 事 実 な の で す け れ ど も 。 そ の よ う な 複 数 の 要

素 が 絡 ん だ こ と が 、 地 域 差 だ っ た り し ま す 。  

    で は 今 の 北 海 道 の 広 域 連 合 団 体 は 、 も し く は 北 海 道

庁 も 医 療 費 適 正 化 の 明 確 な ガ イ ド ラ イ ン を 出 し て い る

か と い う と 何 一 つ 出 す こ と が で き な い 。 つ ま り 地 方 自

治 体 が 、 今 ま で 国 に お ん ぶ に だ っ こ で 決 め て き た こ と

も あ る し 、 国 自 体 が 診 療 報 酬 を 決 め て 、 調 整 も ろ く に

し て く れ な い と い う 状 態 で は 、 な か な か 地 域 の 独 立 性

と か 、 北 海 道 だ か ら と い う こ と を 主 張 す る こ と は で き

な い 。「 北 海 道 だ か ら こ う な ん だ 」と 言 う と「 じ ゃ あ 長



 

野 県 は ち ゃ ん と こ う や っ て い る じ ゃ な い か 」 と い う こ

と は 国 の 調 整 で あ っ て は い け な い 。  

    た だ 、 北 海 道 は や は り 貧 し く 、 借 金 だ ら け の 県 な も

の で す か ら 、 ど の よ う に や る の だ ろ う か と い う こ と は

大 変 な 問 題 だ と 思 う の で す 。 そ の よ う な こ と が で き る

ス タ ッ フ が 道 庁 に い る の だ ろ う か 、 そ れ も い な い 。 そ

こ で 地 域 に ど ん と 丸 投 げ し て 、 は た し て や れ る の だ ろ

う か 。 結 果 と し て 「 医 療 費 が 上 が っ た か ら 、 あ ん た の

と こ ろ は 保 険 料 が 上 が っ て 痛 み を 感 じ る ん だ よ 」 と い

う こ と で あ れ ば 、 国 の 調 整 機 能 と い う の は 、 全 く 機 能

し て い な い に 等 し い と い う こ と に な る の で は な い か と

思 い ま す 。  

 

齊 藤   全 く 皆 さ ん 同 感 だ ろ う と い う よ う に 思 い ま す が 、 大

川 先 生 、 も う 一 つ で す ね 、 中 小 病 院 の 役 割 、 特 に 療 養

病 床 の 役 割 と い う 話 を お 聞 き し た い と 思 い ま す 。 今 回

は 病 院 の 医 師 は 主 治 医 に な れ な い と い う よ う な 話 が あ

っ た り 、 そ れ な の に 終 末 期 に は １ 時 間 以 上 相 談 で き る

医 師 で な い と 加 算 が 取 れ な い 。 も し か し た ら 診 療 所 の

先 生 で １ 時 間 そ の 時 間 を 取 れ る 先 生 が は た し て ど れ だ

け い る の か 。 か え っ て 病 院 な ら 医 師 も 含 め て チ ー ム で

相 談 に 乗 る こ と が で き る の で は な い か と か 、 今 日 お 話

を 聞 き な が ら ず っ と そ の よ う に も 思 っ て い た の で す が 、

こ の あ た り の と こ ろ も お 願 い し ま す 。  

 

大 川   今 の 日 本 の 厚 労 省 の 考 え 方 と し て 、診 療

所 は 、 あ く ま で も イ ギ リ ス の よ う に 、 ま ず

そ こ に 行 っ て そ こ か ら 紹 介 し て も ら い な

さ い と 。 そ れ が サ ッ チ ャ ー 政 権 の と き に は 、

が ん の 入 院 ６ か 月 待 ち に つ な が っ た わ け で す ね 。 ア メ

リ カ で も 同 じ よ う に 民 間 医 療 保 険 制 度 の 中 で 主 治 医 は

決 め ら れ て い ま す か ら 、 そ こ に ま ず 行 き な さ い と 。 日



 

本 は 皆 保 険 で す か ら 、 全 員 が 強 制 加 入 で お 金 を 出 し て

い る わ け で 、 あ る 意 味 で の フ リ ー ア ク セ ス が あ る わ け

で す ね 。 そ の 中 で 、 今 度 の 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 の よ う

に 、 主 治 医 と 称 さ れ る も の が 診 療 所 だ け と い う の は 著

し い 制 限 医 療 だ と 思 い ま す 。  

    逆 に 、 例 え ば わ た し の と こ ろ に 外 来 の 初 診 が 来 て 、

ざ っ と 診 た だ け で 病 名 が 1 0 く ら い つ く わ け で す ね 。そ

れ で 病 名 が 1 0 つ い て 、薬 を ３ か 所 く ら い か ら も ら っ て

い る 。 し か も 全 部 あ わ せ て 1 6、 7 種 類 の 薬 を 飲 ん で い

る と い う 方 の 薬 歴 を 見 て 、「 過 去 に ど う で し た か 」「 あ

あ 、実 は 2 0 年 前 に こ う で し た 、い や 、修 正 後 に こ う で

し た 」と い う 話 を 全 部 ア ナ ム ネ ー ゼ で 取 っ て い く と 2 0

分 で は 終 わ ら な い 。 下 手 を す る と 3 0、 4 0 分 か か る 、

そ れ を は た し て 診 療 所 の 先 生 方 が き ち ん と 今 後 も や れ

る の だ ろ う か と い う の は 、 わ た し は 疑 問 に 思 い ま す 。

小 樽 の 診 療 所 で 、 は や っ て い る と こ ろ で は 1 0 0 人 以 上

来 ま す か ら 。 1 0 0 人 を １ 日 ７ 時 間 で 診 て い る 状 態 で 、

は た し て そ れ が き ち ん と 厚 労 省 が 言 う よ う な 制 度 の 中

で 運 用 で き る の か と い う こ と は 、 は な は だ し く 疑 問 だ

と 思 っ て い ま す 。  

    で す か ら 、 前 に 小 樽 で 医 者 の 中 で 、 認 知 症 を 診 る こ

と に つ い て 手 を 挙 げ ろ と い う 話 が あ り ま し て 、 い わ ゆ

る 長 谷 川 式 痴 ほ う ス ケ ー ル を ど れ だ け の 医 者 が 評 価 し

て い る か と い う と 、 一 般 加 入 の 先 生 は ほ と ん ど で き ま

せ ん 。 も し く は 使 っ て い ま せ ん 。 病 院 で は Ｓ Ｔ と か い

ろ い ろ な ス ケ ー ル を や る よ う に 訓 練 し ま す し 、 そ れ は

で き ま す け れ ど も 、 そ れ す ら で き な い の に 、 ど の よ う

に し て 全 国 の 先 生 方 が 1 , 3 0 0 万 を 対 象 に で き る の か と

い う の は 、 当 初 か ら わ た し は 制 度 設 計 に 問 題 が あ る と

い う よ う に 思 っ て い ま す 。  

 

齊 藤   富 家 先 生 、 そ の あ た り ど う で す か 。  



 

 

富 家   僕 も 今 回 の 、 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 で は 、

病 院 が 主 治 医 に な れ な い と い う の に 驚 き

ま し た 。例 え ば 歩 け な い 患 者 様 が ど う す る

の か 、と い う の が 大 き な 疑 問 で も あ り ま し

た 。 よ く 従 業 員 に 「 送 迎 が 大 変 な の で デ イ ケ ア の つ い

で に 診 て ほ し い 」 と い う よ う な リ ク エ ス ト が あ っ た り

も し ま す 。逆 に 診 療 所 の 先 生 か ら 、「 も う う ち に は 通 え

な く な っ た の で 先 生 の と こ ろ で 診 て ほ し い 」 と い う よ

う な 依 頼 を 受 け た り は す る の で す け れ ど も 、 歩 け る 患

者 様 が 前 提 と な っ て 、 こ の 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 が で き

て い る と す る と 、 そ う で は な い 人 の ほ う が 多 い の で 、

逆 に そ の よ う な 患 者 様 も 診 れ る 診 療 所 と い う の は 一 体

ど れ だ け あ っ て 、ど れ だ け 在 宅 に 力 を 入 れ て い る 病 院 、

診 療 所 が あ る の か と い う の を も う 一 回 調 べ た り 、 照 沼

先 生 に 少 し お 聞 き し た い と 思 っ た り し ま す 。  

 

齊 藤   で は 、 照 沼 先 生 ど う ぞ 。  

 

照 沼   そ の よ う な 病 院 に 来 れ な い お じ い ち ゃ ん お ば あ ち ゃ

ん を 診 に 、 実 際 そ こ ま で 行 っ て 診 療 す る と い う 診 療 所

の ス タ イ ル は 、わ た し の 知 る 限 り 全 国 で 1 0 か 所 な い ぐ

ら い で す ね 。 た だ 、 わ た し の 診 療 所 で 、 一 つ い い な と

思 う の は 、最 近 診 療 所 に「 在 宅 医 療 や り た い ん だ け ど 」

と 、 岩 手 と か 秋 田 と か 東 京 の 先 生 方 も 来 ら れ て い ま す

し 、 同 じ よ う な シ ス テ ム で そ の よ う な 在 宅 医 療 を や り

た い と い う 先 生 方 が 集 っ て い る の で す 。 そ の よ う な 先

生 方 が 、の ち の ち 少 し シ ス テ ム を 持 っ て い て も ら っ て 、

そ れ ぞ れ の 地 域 で 広 め て も ら え た ら 、 日 本 全 体 に そ の

よ う な 在 宅 医 療 の ネ ッ ト ワ ー ク が 広 が っ て い く の か な

と い う よ う に 思 っ て い ま す 。  

    た だ 一 人 で や る 診 療 と い う の は 、 先 ほ ど か ら 齊 藤 先



 

生 の お 話 に も あ り ま し た け ど 、 限 界 が あ り ま す し 、 や

は り チ ー ム で 当 た っ て い く 在 宅 医 療 と い う の が 求 め ら

れ て く る の で は な い か と い う よ う に 思 っ て い ま す 。  

 

齊 藤   そ の あ た り も き っ と わ た し た ち が こ れ か ら 主 張 し て

い か な け れ ば い け な い と 思 う の で す が 、 平 井 会 長 、 今

の 話 も そ う な の で す が 、 終 末 期 に そ の よ う な 相 談 を す

る と 相 談 料 の よ う な 加 算 が つ い た り 、 そ れ か ら 、 総 合

評 価 の 加 算 が つ い た り と 、 よ く あ る 加 算 を た く さ ん つ

け て き て 、 そ れ を 取 れ ば 点 数 に な る よ と い う よ う な 感

じ な の で す が 、 こ れ で い い の で し ょ う か 。 成 り 立 つ の

か と い う の が 非 常 に 不 安 で す 。  

    と い う の は 、 介 護 保 険 で う ま く い っ て い な い よ う な

こ と が 結 構 あ る の で す ね 。 チ ー ム み ん な で カ ン フ ァ レ

ン ス を 開 こ う と 思 っ て も 、 全 国 的 に そ れ が う ま く い っ

て い る と こ ろ と い う の は 本 当 に 少 な い わ け で す 。 で す

か ら 、医 師 が １ 時 間 以 上 相 談 で 点 数 が つ い て い ま す が 、

チ ー ム で も 成 り 立 っ て い な い 、 だ か ら お 医 者 さ ん 一 人

で と い う の か ど う か 分 か り ま せ ん が 。 そ れ か ら 介 護 保

険 で も 掛 か り つ け 医 の 研 修 が あ っ た り 、 先 ほ ど 言 っ た

認 知 症 の サ ポ ー ト 医 の 研 修 と か い ろ い ろ あ り ま す が 、

そ れ が 本 当 に 機 能 し て い る か ど う か と い う と 、 ま だ ま

だ こ れ か ら 何 年 か し て み な い と 分 か ら な い よ う な 状 況

な の で す 。 そ れ に 上 乗 せ す る よ う に 同 じ よ う な 研 修 と

か 、 カ ン フ ァ レ ン ス や 相 談 な ど 、 現 在 で も う ま く い っ

て い な い 上 に ま た や る と い う の は ど う い う こ と な の か 、

も う 少 し 考 え て す す め て ほ し い と い う よ う に 、 以 前 か

ら 思 っ て い ま す 。 そ の あ た り を 、 今 日 は 平 井 会 長 に お

話 を 聞 こ う か な と 思 い ま す 。  

 

平 井   先 ほ ど 、 わ た し は 日 本 医 師 会 の 高 齢 者 の 診 療 報 酬 の

あ り 方 の 検 討 委 員 会 に 入 っ た と い う よ う な 話 を し ま し



 

た け れ ど も 、 委 員 構 成 か ら す る と 、 わ た し は 病 院 の 立

場 か ら 、 そ れ か ら 老 人 医 療 の 実 践 者 の 立 場 か ら 発 言 し

て ほ し い と い う よ う な こ と で し た 。 わ た し が 感 じ て い

る こ と を い く つ か 言 っ た 中 で 、 今 、 齊 藤 先 生 が 言 わ れ

た こ と が あ り ま す 。 と に か く こ の 後 期 高 齢 者 医 療 制 度

は 、 介 護 保 険 制 度 と だ ぶ ら せ て い る と こ ろ が 多 い の で

す 。 そ れ で 、 わ た し が そ の と き 主 張 し た の は 、 で は 主

治 医 で も 何 で も よ い け れ ど 、 今 で 言 う 6 0 0 点 算 定 す る

医 者 は 、必 ず 介 護 保 険 の 主 治 医 の 意 見 書 を 書 き な さ い 。

そ れ を 条 件 に す べ き で あ る と 。 あ の 意 見 書 を 書 け る 人

は 国 の 求 め る 管 理 の で き る 医 師 で す 。 そ れ と 分 離 す る

よ う な こ と は 絶 対 や め て ほ し い と い う の は 、 一 つ 言 い

ま し た 。  

    そ れ か ら も う 一 つ は 、 実 は 時 間 制 を 導 入 し た ら と い

う の も 、 私 が 提 案 し ま し た 。 こ れ は 認 知 症 の 患 者 さ ん

を い つ も 診 て い る の で 、 大 体 初 診 の 場 合 は １ 人 １ 時 間

か け て い ま す 。 と て も そ の よ う な 報 酬 は 出 て お り ま せ

ん し 、 今 、 大 川 先 生 が お っ し ゃ っ た よ う に 初 診 の 場 合

に は 、 時 間 が ５ 分 や そ こ ら と い う わ け で も な い 。 別 に

開 業 医 の 先 生 を ど う こ う と い う わ け で は な い け れ ど も 、

「 １ 時 間 の あ い だ に 5 0 人 診 る と い う の は な い で し ょ

う 」 と い う こ と を 課 長 に 申 し 上 げ た こ と は あ っ た の で

す が 、 そ の と き は さ す が に ほ か の 開 業 医 の 先 生 方 や 厚

労 省 の 課 長 か ら も 「 時 間 の こ と を 言 わ れ る と や り に く

い で す よ ね 」 と い う よ う な 話 が あ っ た の で す 。 今 回 は

制 度 の 中 に 時 間 ５ 分 と 入 っ て い る の で す け れ ど も 、 ５

分 で 書 け と い う の で あ れ ば 、 よ ほ ど 簡 単 な も の で な い

と 書 け な い 。  

    そ れ か ら 、 今 、 齊 藤 先 生 が 言 わ れ た カ ン フ ァ レ ン ス

と い う の は 、 元 々 介 護 保 険 の ほ う で 、 あ る い は リ ハ ビ

リ の 世 界 で や っ と 積 み 上 げ て き た 手 法 な の で す 。 そ の

要 介 護 認 定 の と こ ろ で も 、 主 治 医 の 意 見 書 が な か な か



 

出 て こ な い と か 、 訪 問 リ ハ ビ リ と か 在 宅 サ ー ビ ス に し

て も 、 主 治 医 の 指 示 書 が な か な か 出 て こ な い と か い う

よ う な こ と が あ っ て 、 そ れ と 日 医 の 検 討 委 員 に な っ て

い る 野 中 先 生 が 、 強 力 に こ の よ う な カ ン フ ァ レ ン ス を

し な さ い と い う よ う な こ と を お っ し ゃ ら れ ま し た 。 非

常 に よ い こ と だ と 思 う の で す が 、「 実 際 ど う す る の か 、

本 当 に 開 業 医 の 先 生 が 病 院 に 来 ら れ る の で す か 」 と い

う よ う な こ と も 、 委 員 会 の 場 で は 結 構 や り 合 っ た の で

す け れ ど も 、 こ の よ う な 結 果 に な り ま し た 。  

    で す か ら 、 こ の よ う な 制 度 に す る の だ っ た ら 、 点 数

を 今 の ５ 倍 ぐ ら い は つ け て や っ て ほ し か っ た と 思 う の

で す 。 銭 金 の 話 は し た く な い と い い ま し た け れ ど も 、

今 の よ う な 2 0 0 点 と か 1 , 0 0 0 点 と か い う の で あ れ ば 、

医 者 の 側 か ら 言 う 費 用 対 効 率 と い う の は 極 め て 悪 い の

で す 。 だ か ら 、 そ の よ う な 意 味 か ら い う と 、 今 回 は 実

際 の 運 用 は 難 し く て も 道 筋 を つ け た 功 労 は あ る の か な

と 思 う の で す 。  

    た だ い つ も 言 わ れ る こ と で す が 、 介 護 保 険 担 当 課 と

医 療 保 険 の 担 当 課 が 違 う の で 、 介 護 保 険 と の 整 合 性 と

か 、 切 れ 目 の な い と か 言 っ た と こ ろ で 、 一 体 化 し て 提

示 し て も ら わ な い と 分 か ら な い し 、 そ う 言 わ れ る 前 に

わ れ わ れ が 介 護 保 険 を 取 り 込 ん だ 一 体 化 し た モ デ ル を 、

提 示 し て い か な い と だ め だ ろ う と は 思 っ て い ま す 。  

 

齊 藤   全 く そ の と お り で 、病 院 関 係 者 で は な い

方 々 も い ら っ し ゃ っ て い る と 思 う の で 、お

話 し し た い と 思 い ま す が 、実 は 後 期 高 齢 者

医 療 制 度 以 外 の 診 療 報 酬 の 改 定 の す べ て

を 見 て み る と 、 例 え ば 脳 卒 中 の 方 が 病 院 に 入 院 な さ っ

て 一 命 を 取 り 留 め 、 そ し て リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン を 行 っ

て 、 そ し て 在 宅 に 帰 り 生 活 さ れ て い く と い う 流 れ の 中

で 急 性 期 と 回 復 期 リ ハ ビ リ の 期 間 が 短 く な っ た の で す 。



 

な お か つ 在 宅 に 多 く 返 す と 点 数 が つ く と い う 、 何 か 成

功 報 酬 の よ う な 、 自 宅 復 帰 率 が 高 く て 改 善 率 が 高 い と

点 数 が つ く と い う 仕 組 み が 、 今 回 導 入 さ れ た の で す 。

試 験 的 に か も し れ ま せ ん が 。  

    つ ま り 、 早 い 時 期 に 在 宅 に 帰 る の で す ね 。 早 い 時 期

に 在 宅 に 帰 っ て 、 帰 っ た ら こ の 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 を

今 度 使 う こ と に な っ て く る わ け で す 。 そ の 制 度 が ち ゃ

ん と 基 盤 が で き て い な い の に 帰 せ る だ ろ う か 。し か し 、

病 院 は 無 理 に で も 家 に 帰 そ う と す る よ う な こ と が 起 こ

っ て き か ね な い と い う の が 今 の 現 状 で す 。 実 は 後 期 高

齢 者 医 療 制 度 だ け 見 て い る と ほ か に も い ろ い ろ と 大 き

な 課 題 が 実 は 残 っ て い る 。 今 回 は 小 児 科 、 産 婦 人 科 そ

れ か ら 急 性 期 の ほ う に 報 酬 が つ い て 、 ど ち ら か と い う

と 、 そ う で は な い 部 分 は 下 げ ら れ て し ま っ て い ま す 。

で も や る べ き こ と は 多 く 出 て き て い る と い う の が 現 状

で 、 実 は 医 療 関 係 者 に と っ て は 非 常 に 頭 が 痛 い 。 そ の

よ う な 状 況 で あ る と い う こ と を ご 理 解 い た だ け れ ば と

思 い ま す 。  

    さ て 、 そ れ で は 会 場 か ら ご 意 見 や ご 質 問 が ご ざ い ま

し た ら 、 ぜ ひ お う か が い し た い と 思 い ま す 。 手 を 挙 げ

て い た だ け れ ば 、 難 し い 話 は 平 井 会 長 が 全 部 答 え て く

れ る と 思 い ま す し 、 現 場 の 在 宅 や 病 院 の 話 は ほ か の 先

生 方 が 話 し て く れ る と 思 い ま す の で 、 ど う で し ょ う 。

は い 、 ど う ぞ 。  

 

井 上   小 倉 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 病 院 の 井 上 と 申 し ま す 。 今

日 は あ り が と う ご ざ い ま す 。 私 も こ の 後 期 高 齢 者 医 療

制 度 に 関 し ま し て は 、 非 常 に シ ス テ ム が 分 か り づ ら く

て 、 あ ま り 理 解 の な い ま ま 、 今 日 こ こ に や っ て き た の

で す け れ ど も 、 会 長 の お 話 を お 聞 き ま す と 、 大 き く 二

つ 課 題 が あ る の か な と 思 い ま し た 。  

    一 つ は や は り 非 常 に 分 か り に く い シ ス テ ム で す の で 、



 

利 用 者 さ ん に よ く 理 解 し て い た だ く た め の 、 こ ち ら の

は た ら き か け が 要 る の か な と い う こ と で す 。 も う 一 つ

は 、 お っ し ゃ っ て い た よ う に 、 連 携 と い う も の が あ っ

て 、 た だ こ の 連 携 と い う の は ず い ぶ ん と 使 い 古 さ れ た

言 葉 で 、 や ら な け れ ば い け な い と い う の は 分 か っ て は

い る の で す け れ ど も 、 な か な か 地 域 の 中 で は 、 で き て

い ま せ ん 。  

    た だ 、 い よ い よ 介 護 保 険 と 医 療 保 険 の 垣 根 を 乗 り 越

え て や ら な く て は い け な い と い う こ と が 課 題 と し て あ

る の だ ろ う と 思 い ま す 。 先 ほ ど か ら 主 治 医 と い う 言 葉

が 出 て い ま し た け れ ど も 、 特 に 連 携 と い う 中 で の キ ー

マ ン と し て 主 治 医 の 役 割 と い う の は 非 常 に 大 き く 、 連

携 だ け で は な い と 思 い ま す が 、 役 割 は ま す ま す 大 き く

な っ て く る よ う に 思 う の で す 。 そ の 辺 に つ い て 平 井 先

生 、 大 川 先 生 に ご 意 見 い た だ け れ ば と い う よ う に 思 う

の で す が 、 い か が で し ょ う か 。 お 願 い 致 し ま す 。  

 

齊 藤   で は 大 川 先 生 か ら お 願 い し ま す 。  

 

大 川   わ た し は 基 本 的 に 、 患 者 様 が 自 分 が 信 頼 で き て 馬 が

合 う 、 た ま た ま 運 命 的 に 出 会 っ て し ま っ た 方 が 主 治 医

に な っ て く れ れ ば 、 一 番 い い の で は な い か と 思 う の で

す 。 い ろ い ろ な 病 気 を 持 っ て い る の は 事 実 で す か ら 、

そ の 中 で 内 科 系 が い い の か 何 科 が い い の か 、 い ろ い ろ

な こ と を 考 え ま す け れ ど も 、 基 本 的 に 医 師 と 患 者 様 の

信 頼 関 係 の 中 で 医 療 と い う の は 行 わ れ る べ き で あ り ま

す か ら 、 そ れ を 入 り 口 を 制 限 し て 、 自 分 が か か っ て い

る と こ ろ が た ま た ま 病 院 だ っ た な ら ど う す る か と い う

と 門 前 ク リ ニ ッ ク を 作 る こ と で い い の だ ろ う か と い う

こ と に な り ま す ね 。  

    一 時 、 診 療 報 酬 の 問 題 で 門 前 ク リ ニ ッ ク が 山 ほ ど で

き て 、 し か も そ ち ら の ほ う が 報 酬 が 高 く な る わ け で す



 

ね 。 再 診 料 も 高 け れ ば 、 特 定 疾 患 治 療 料 も わ た し た ち

が 8 0 0 円 の と こ ろ を 2 , 0 0 0 円 以 上 取 る わ け で す ね 。 そ

れ だ け で も コ ス ト が 高 く な っ て 、 ち っ と も 抑 制 策 に な

ら な い 。 け れ ど も そ ち ら に 誘 導 し て い く 。 同 じ よ う な

こ と と し て 、薬 剤 師 さ ん に 怒 ら れ る か も し れ ま せ ん が 、

調 剤 薬 局 を 作 っ た 時 点 で 、 う ち も 仕 方 な く 薬 局 を 外 に

出 し ま し た け れ ど も 、 患 者 様 の 負 担 は 増 え る わ け で す

ね 。  

    確 か に い ろ い ろ な メ リ ッ ト も あ る の で し ょ う が 、 そ

の 中 で 医 療 費 抑 制 と 言 い な が ら 、 実 際 に 起 き て い る こ

と は 、 そ の よ う な こ と で は な い の で は な い か と 思 い ま

す 。 も っ と そ こ を 効 率 化 し て い け ば 、 う ち の よ う に 中

小 の 八 百 屋 の 親 父 の よ う に 行 っ て い る と こ ろ に 来 て も

ら っ て 、 町 医 者 が や る こ と に 何 の 問 題 が あ る の だ ろ う

か と 。 そ の 制 限 さ れ る こ と に 関 し て は 非 常 に 憤 り を 感

じ て い ま す 。 う ち の 病 院 の よ う な と こ ろ は Ｐ Ｔ を 含 め

て 、 い ろ い ろ な リ ソ ー ス が あ る わ け で す ね 。 何 か 問 題

が あ っ た ら 、 例 え ば 介 護 保 険 を 持 っ て い な い 場 合 な ど

も 、Ｍ Ｓ Ｗ が し っ か り 申 請 の 手 続 き も 代 行 し て い る し 、

申 請 の 仕 方 も 教 え る し 、 親 書 を 取 る と き に も や り 方 も

全 部 教 え て あ げ る こ と が で き ま す 。 そ の よ う な リ ソ ー

ス が あ る わ け で す 。薬 剤 師 も 訪 問 に 行 け る わ け で す ね 。

服 薬 状 況 の カ レ ン ダ ー も き ち ん と 作 っ て 、 毎 週 毎 週 入

れ 直 す こ と も で き る 。  

    病 院 で は そ の よ う な こ と が で き る の に 、 現 実 に ク リ

ニ ッ ク に 薬 剤 師 が い る こ と は ま ず あ り 得 な い し 、 Ｓ Ｔ

も Ｐ Ｔ も い な い 、 ま し て や Ｍ Ｓ Ｗ 、 社 会 福 祉 士 も い な

い 。 い わ ゆ る ゲ ー ト キ ー パ ー と い う 誘 導 を す る よ う な

制 度 を 高 齢 者 に 導 入 す る と い う こ と は 、 お そ ら く 制 度

と し て 若 い 人 に も 広 が っ て い く 可 能 性 が あ る と 思 い ま

す 。 う ま く い っ た 時 点 で の こ と に な る で し ょ う が 。 そ

れ は 今 の 国 民 皆 保 険 の 精 神 と 合 致 す る の だ ろ う か と い



 

う 疑 問 を わ た し は 持 っ て い ま す 。 非 常 に 危 ぐ し て い ま

す 。  

 

齊 藤   あ り が と う ご ざ い ま す 。 平 井 会 長 、 お 願 い し ま す 。  

 

平 井   井 上 さ ん 、 わ た し が 思 っ て い る の は 、 キ ー マ ン は ケ

ア マ ネ ジ ャ ー だ と 思 っ て い る の で す 。 け れ ど も 、 い く

ら ケ ア マ ネ ジ ャ ー が 出 向 い て も 、 一 銭 も 出 な い 構 図 に

し て し ま っ て い る の で す 。 そ れ は 、 ケ ア マ ネ ジ ャ ー と

い う の は 介 護 保 険 の 世 界 で 配 置 さ れ て い る か ら だ と 思

う の で す が 、 せ っ か く 国 が 養 成 を し て お き な が ら 有 効

に 使 わ な い 。 だ か ら 、 そ こ に 大 き な 問 題 が あ る の で す

け れ ど も 、 や は り キ ー マ ン は ケ ア マ ネ ジ ャ ー に な っ て

い た だ い て 、 在 宅 は 訪 問 看 護 に が ん ば っ て も ら う と い

う こ と に 尽 き る の で は な い か と 思 い ま す 。  

 

齊 藤   そ れ で は 、 主 治 医 は 利 用 者 に と っ て 何 が メ リ ッ ト な

の で し ょ う か 。 ち ょ っ と 単 刀 直 入 す ぎ ま し た か 。 主 治

医 に な る と こ の よ う な 点 数 が つ く と か 加 算 が つ く と い

う 、 医 療 側 か ら の 話 は 分 か っ た の で す が 、 今 回 の こ と

で 利 用 者 に と っ て は 何 が メ リ ッ ト な の で し ょ う か 。 ど

な た か お 答 え い た だ け ま す か 。  

 
平 井   多 分 、 こ れ ま で 主 治 医 の 先 生 が 患 者 さ ん に 「 あ な た

の 掛 か り つ け 医 は ど な た で す か 」 と 言 う と 、「 い ま せ

ん 」と 言 っ た り 、「 外 科 は あ の 先 生 で 、内 科 は あ の 先 生



 

で 、 皮 膚 科 は あ の 先 生 で す 」 と い う 、 そ の 感 覚 だ っ た

と 思 い ま す 。 今 度 は 「 い や 、 主 治 医 は １ 人 し か で き な

い の で す よ 」 と い う こ と に な っ て 、 そ こ で 初 め て 「 だ

れ が こ の よ う な こ と を 決 め た の だ 」 と 、 患 者 さ ん が 怒

る の で は な い で し ょ う か 。  

 

齊 藤   例 え ば 、 わ た し も 外 来 を 受 け 持 っ た り 、 患 者 様 の 担

当 医 を し て い ま す が 、 今 度 は 国 で い う 主 治 医 で は な い

の で す ね 、 病 院 の 医 者 で す か ら 。 と す る と 、 患 者 さ ん

は 別 に 無 理 に 主 治 医 を 作 る 必 要 は な い と い う こ と な の

で し ょ う か 。 主 治 医 と い う こ と が ど ん ど ん 進 ん で い く

と 患 者 さ ん が お 医 者 さ ん を 選 べ な い の で す ね 。 そ の 辺

は ど う な る の か な と い う よ う に 思 い ま す 。  

    も う 一 つ 大 き な 疑 問 と い い ま す か 、 ど う な っ て し ま

う か 心 配 し て い る の は 、 介 護 保 険 の 制 度 に は 掛 か り つ

け 医 が い る の で す 、 主 治 医 意 見 書 と い う の を 書 く 医 師

で す 。 そ の 介 護 保 険 の 主 治 医 と 、 病 気 の ほ う の 、 医 療

制 度 の 主 治 医 が 同 じ と は 限 ら な い と い う こ と が 出 て く

る の で す 。 例 え ば 大 き な 病 院 に 入 院 な さ っ て い て 、 リ

ハ ビ リ を や っ て い る あ い だ に 主 治 医 意 見 書 を 書 き ま す

ね 。 そ の と き に 書 い た 主 治 医 は 、 病 院 の 先 生 で す 。 そ

れ で 退 院 す る と ま た 違 う 主 治 医 が で き ま す が 、 介 護 保

険 の 中 だ け で も 、 実 は そ の 主 治 医 か ら 次 の 新 し い 主 治

医 へ の 連 携 と い う の が な か な か う ま く い っ て い な い 中

に 、今 度 は 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 も 加 わ り ま す 。し か し 、

実 は そ の 前 の 段 階 か ら 、 在 宅 に い る と き に 主 治 医 が い

る わ け で す ね 。  

    そ の 辺 が 、 本 当 に 平 井 会 長 が 言 わ れ る よ う に 介 護 保

険 と の 整 合 性 と い い ま す か 、 な ん と か し て い か な い と

な ら な い と い う の は 、 実 感 と し て 感 じ る と こ ろ で す 。

ぜ ひ こ の あ た り も 皆 さ ん 少 し 注 目 し て い た だ き た い と

思 う と こ ろ で あ り ま す 。  



 

 

平 井   別 に 不 安 を あ お る わ け で は な い の で す が 、 ふ と 考 え

た の で す が 、 今 、 救 急 医 療 が 全 国 で 問 題 に な っ て い ま

す ね 。 た ら い 回 し と か 何 と か と い う こ と で 。 わ た し が

心 配 し て い る の は 、 今 後 、 救 急 病 院 、 い わ ゆ る 専 門 的

に 言 う と Ｄ Ｐ Ｃ 病 院 、 ７ 対 １ 病 院 は 、 掛 か り つ け 医 の

紹 介 状 が な け れ ば 、 受 け 付 け る 必 要 は な い と い う よ う

に な る 可 能 性 が あ る か も し れ ま せ ん 。 そ こ で 、 心 筋 こ

う そ く と か 脳 卒 中 と か と い う の を 具 体 的 に 詰 め て い か

な い と い け な い と 思 う の で す が 、 も し か し た ら 主 治 医

と い う の は 、「 あ な た が い ざ と い う と き に 、主 治 医 が い

な け れ ば 病 院 に 入 院 で き な い の で す よ 」 と い う 手 段 に

打 っ て 出 ら れ る 可 能 性 は あ り ま す ね 。 今 ふ と 思 い 浮 か

び ま し た 。  

 

大 川   例 え ば 、 わ た し が 患 者 の 身 分 で 、 夜 中 で も 調 子 が 悪

く な っ た ら 、 担 当 医 の 先 生 に 電 話 を す る と ち ゃ ん と 病

院 を 紹 介 し て く れ て 、 救 急 医 療 に 回 し て く れ た り 、 だ

れ か 来 て く れ た り と い う こ と を 期 待 さ れ て も 、 そ こ は

制 度 に 書 い て い な い わ け で す ね 。  

 

齊 藤   実 際 、在 宅 療 養 支 援 診 療 所 の 先 生 方 は 2 4 時 間 体 制 で

す か ら 、 そ の よ う な 役 割 を す る の か も し れ ま せ ん 。 主

治 医 も 提 携 先 の 病 院 を 決 め な く て は い け な い で し ょ う

か ら 。 そ の よ う な 役 は や る で し ょ う け れ ど も 。 で も 、

在 宅 療 養 支 援 診 療 所 も 去 年 の 数 で 5 , 0 0 0 件 ぐ ら い で す

ね 。 そ の う ち 実 際 に や っ て い る と こ ろ は 1 , 0 0 0 い く つ

ぐ ら い し か な い と 言 っ て い ま し た か ら 、 そ れ が す べ て

期 待 で き る わ け で は な い で す ね 。  

    ほ か に 何 か ご 質 問 は ご ざ い ま せ ん か 。 よ ろ し い で す

か 。  

    実 は こ の 制 度 と い う の は 、 今 わ た し が と て も 感 じ る



 

の は 、 こ こ で 少 し の 時 間 で 話 し て い て も 、 疑 問 と か 、

ど う す る の だ ろ う と か 分 か ら な い と こ ろ が 結 構 あ る の

で す ね 。 で す か ら 、 本 来 は 厚 生 労 働 省 の 人 に 来 て い た

だ い て 説 明 し て も ら う の が よ い と 思 い ま す が 、 き っ と

そ の 人 も 担 当 官 と い う だ け で す か ら 、 今 そ う 決 ま っ た

の だ と い う 話 し か で き な い と 思 い ま す 。 や は り 全 体 的

に 見 て も 、 こ の 制 度 以 外 の こ と も そ う で す け れ ど も 、

利 用 者 の 立 場 と い い ま す か 、 利 用 者 の 声 が な か な か 入

っ て い な い の と 、 そ れ か ら や は り 、 こ こ で 今 出 た よ う

な 議 論 が 、は た し て 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 を 作 る と き に 、

な さ れ て き た の だ ろ う か と い う こ と も 、 実 は よ く 分 か

り ま せ ん 。 わ た し も 今 日 に 備 え て い ろ い ろ と 議 事 録 な

ど を 見 て き ま し た が 、 あ ま り こ の よ う な こ と は 出 て き

て い な い よ う な 感 じ が し ま す 。  

    実 は 使 う 側 に と っ て 安 心 で き る 医 療 の 体 制 と い う こ

と を 考 え れ ば 、 そ こ が 一 番 大 事 な よ う に 思 い ま す 。 老

人 の 専 門 医 療 を 考 え る 会 も 、 会 長 か ら 先 ほ ど お 話 が あ

っ た よ う に 、も う 2 5 年 た ち ま す 。こ れ か ら ど う 打 っ て

出 る か と い う と こ ろ だ ろ う と 思 う の で す 。 こ れ は 会 長

が 宣 言 さ れ て い く と 思 い ま す が 、 事 務 局 長 と い う 立 場

で お 話 し さ せ て い た だ け れ ば 、 老 人 の 専 門 医 療 を 考 え

る 会 が で き る き っ か け と い う の は 、「 老 人 病 院 と い う

の は 、も う 、ろ く な と こ ろ が な い よ 」と い う 話 の 中 で 、

「 そ ん な こ と は な い 。 一 生 懸 命 や っ て い る と こ ろ も あ

る ん だ 」と 立 ち 上 が っ た い く つ か の 病 院 が 、今 ま で 2 5

年 が ん ば っ て き て 、 結 果 的 に 介 護 力 強 化 型 と い う 病 院

の 制 度 が で き ま し た 。 介 護 職 の 方 は 、 当 会 の 発 足 当 時

は 付 き 添 い 婦 さ ん し か 入 っ て い な か っ た の を 、 自 前 の

職 員 と し て 入 れ て い き ま し た 。 わ た し た ち の 立 場 で 言

え ば 、 そ の 人 た ち の 賃 金 と い う の は 保 証 さ れ て い な い

わ け で す ね 。 そ れ を な ん と か 自 分 た ち で 、 や せ 我 慢 し

な が ら や っ て き た 結 果 、 制 度 が で き 、 療 養 型 病 床 に つ



 

な が っ て き た と い う 経 緯 が あ り ま す 。 そ の よ う な 意 味

で は 、 あ る 意 味 誇 り を 持 っ て 今 ま で や っ て き た わ け で

す 。  

    そ れ が 政 権 が 変 わ っ た り 、 制 度 が 変 わ っ た り 、 そ の

た び に 時 代 が 違 う か ら と か 、 団 塊 の 世 代 の 人 に な っ た

か ら と か 、 い ろ い ろ な 理 由 で 、 結 局 は 財 政 な の か も し

れ ま せ ん が 、 せ っ か く 何 か 培 っ て き た も の が 崩 れ て い

く よ う な 気 が し ま す 。 そ れ を 手 を こ ま ね い て い て 見 て

い て よ い の か と い う 、 そ の よ う な 時 期 に 来 て い る の か

も し れ ま せ ん 。 老 人 の 専 門 医 療 を 考 え る 会 は 、 し っ か

り や っ て い る 、 そ の よ う な と こ ろ も し っ か り 見 て よ と

い う 話 だ っ た の が 、 こ れ か ら は 本 来 は こ う あ る べ き だ

と い う こ と を 前 に 出 て 訴 え て い く 時 期 に 来 て い る と い

う よ う に 思 う と こ ろ で す 。 ぜ ひ わ た し た ち の 活 動 を 今

後 も よ く 見 守 っ て い た だ け れ ば と い う よ う に 思 い ま す 。 

    最 後 に お 一 人 ず つ 、 言 い 残 し た こ と と い い ま す か 、

大 川 先 生 か ら 一 言 ず つ お 願 い し ま す 。  

 

 

 

大 川   自 分 は 今 日 の シ ン ポ ジ ス ト を 引 き 受 け る に あ た り 調

べ て み て 、 い ろ い ろ な こ と を 感 じ た の で す が 、 一 番 残

念 な の は こ の 国 が こ の よ う に な っ て し ま っ て 、 歴 史 的

に 見 て 戦 争 と か そ の よ う な こ と を 通 り 越 し た 方 を 、 な

ん と か 尊 厳 を 持 っ て 最 後 ま で 看 取 っ て い く よ う な 医 療

な り 看 護 な り を で き る よ う な 国 の 体 制 、 経 済 的 な あ り



 

方 で あ っ て ほ し い と い う よ う に 、 わ た し が 個 人 レ ベ ル

で い く ら 言 っ て も 、 ど う も そ の よ う な 方 向 に な っ て い

な い と い う こ と に 、 非 常 に 残 念 で 悲 し い と い う 気 持 ち

に な り ま し た 。 少 な く と も う ち の 病 院 な り 、 老 人 の 専

門 医 療 を 考 え る 会 の 病 院 の 方 は 、 そ う で は な い ス ピ リ

ッ ト に 燃 え て 今 後 も や っ て い く の だ と い う よ う に 思 っ

て く だ さ い 。 わ た し た ち も 現 場 か ら 一 つ ず つ 積 み 上 げ

て き た も の で 進 ん で い き た い と 思 っ て お り ま す の で 、

よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。  

 

齊 藤   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 で は 、 富 家 先 生 。  

 

富 家   僕 自 身 も 先 生 方 の お 話 を 聞 い て 将 来 に 若 干 不 安 を 持

ち 、 だ ん だ ん 話 を 聞 い て い る と 暗 く な っ て し ま い ま し

た 。 こ の 前 、 実 は 東 京 都 青 年 医 師 会 と い う の が 、 永 生

病 院 の 安 藤 先 生 の 勧 め で 「 早 朝 勉 強 会 を や っ て い る か

ら 出 て み な い か 」 と い う よ う に 言 わ れ て 、 昨 日 の 朝 ６

時 半 か ら 京 王 プ ラ ザ ホ テ ル で ２ 時 間 ぐ ら い の 勉 強 会 に

参 加 し て い た の で す け れ ど も 、 そ こ に は 主 に 全 日 病 の

比 較 的 、 若 手 の 先 生 方 が 集 ま っ て 話 を し て い ま し た 。  

    ど の よ う な 話 を し た か と い う と 、 ア ジ ア の 医 療 と い

う テ ー マ で 話 が あ っ た の で す け れ ど も 、 例 え ば タ イ と

か シ ン ガ ポ ー ル と い う の は 医 療 そ の も の が 外 貨 を 稼 ぐ

手 段 に な っ て い ま す 。中 国 や イ ン ド か ら 患 者 様 が 来 て 、

そ こ で 治 療 し て ま た 帰 っ て い く と い う こ と で 、 そ の よ

う な こ と も 日 本 で も 考 え て い っ て い い の で は な い か と 、

少 し 夢 の あ る 話 も 出 て い ま し た 。 逆 に 今 、 僕 ら が 行 っ

て い る 医 療 と い う の は 、 と て も 良 質 で と て も コ ス ト が

安 い の で す 。 も し 保 険 を 払 わ な く て も 、 中 国 の 富 裕 層

の 方 や ア ジ ア 圏 の お 金 を 持 っ て い る 方 々 は 日 本 の 医 療

の レ ベ ル で あ れ ば 来 て く れ る の で は な い か と 思 い ま す 。

そ の よ う な サ ー ビ ス を 提 供 し て い く こ と も 、 一 つ の 病



 

院 の 経 営 と し て の 選 択 肢 と し て 考 え て も よ い の で は な

い か と い う 、 半 分 夢 の よ う な 話 が あ り ま し た 。 少 し は

明 る い 話 か な と 思 っ て 最 後 に 話 を さ せ て い た だ き ま し

た 。  

 

齊 藤   で は 照 沼 先 生 。  

 

照 沼   後 期 高 齢 者 医 療 制 度 と い う こ と で は 、 わ た し も ま だ

不 安 な 点 が い ろ い ろ あ り ま す 。 と り あ え ず 自 分 た ち が

向 か っ て い く 医 療 は 、 や は り 日 本 人 に 合 っ た 医 療 、 日

本 の 文 化 風 土 の 中 で ど う 考 え て い く か 、 ど の よ う に 生

き て 、 病 気 に な っ た と き に ど の よ う に 支 え て い く の か

と 、 そ の よ う な 医 療 を や は り 続 け た い と 思 い ま す し 、

そ の よ う な も の を 今 後 の 診 療 の 中 で 作 っ て い け た ら 、

と い う よ う に 感 じ て い ま す 。  

 

齊 藤   あ り が と う ご ざ い ま す 。 で は 、 平 井 会 長 。  

 

平 井   わ れ わ れ の 老 人 の 専 門 医 療 を 考 え る 会 と い う の は 会

員 は 5 0 少 し で 、こ の 2 5 年 通 し て も 大 体 そ の あ た り の

数 字 で す 。 私 の 力 不 足 も あ る の で す が 、 こ こ 数 年 は 会

員 の 皆 さ ん そ れ ぞ れ の 病 院 で あ る べ き 老 人 医 療 を 展 開

し て く だ さ い と い う こ と で 、 現 に こ の 会 の 先 生 方 は 、

本 当 に が ん ば っ て や っ て い ら っ し ゃ る と 思 い ま す 。  

    け れ ど も 、こ こ １ 年 ぐ ら い で す か 、「 老 人 の 専 門 医 療

を 考 え る 会 は 何 を や っ て い る の だ 」と い う こ と で 、「 も

う 少 し 声 を 上 げ ろ 」 と い う よ う な 要 望 が 強 い こ と を わ

た し も 感 じ て お り ま す 。 た だ 、 政 党 政 治 、 そ れ か ら 特

定 の 団 体 に 偏 ら な い 、 ス ポ ン サ ー は つ け な い と い う よ

う な 、 全 部 、 手 弁 当 で と い う の が わ れ わ れ の 会 の 趣 旨

で ご ざ い ま す 。 本 当 は 今 、 政 治 課 題 と し て 問 題 提 起 す

る と い う の は 非 常 に 有 効 な 時 期 だ と は 思 う の で す け れ



 

ど も 、 そ の あ た り は 実 戦 部 隊 の 日 本 療 養 病 床 協 会 に 任

せ る と し て 、 や は り 何 と 言 わ れ よ う と あ る べ き 姿 は こ

う だ 、 と い う の は 言 い 続 け て 、 せ め て 自 分 の 施 設 で は

そ れ を 実 践 し て い き た い と い う よ う に 思 っ て い ま す 。  

    た だ 、 や は り 医 療 の 質 、 あ る い は 老 人 医 療 の 質 を 守

る と い う よ う な 使 命 は 、 こ れ か ら も ず っ と 続 い て い く

の だ と 思 い ま す の で 、 今 後 、 慢 性 期 医 療 に 限 ら ず 、 老

人 医 療 は 急 性 期 も 当 然 あ る わ け で す 。 緩 和 ケ ア も あ る

し 、 終 末 期 も あ る わ け で す が 、 老 人 医 療 と い う の は こ

う あ る べ き と い う よ う な こ と は 、 会 と し て 発 信 で き る

よ う に し た い と 考 え ま す 。 ま た そ の た め の デ ィ ス カ ッ

シ ョ ン も し て い き た い し 、 研 究 も し て い き た い と い う

よ う に 思 っ て い ま す 。  

 

 
 

齊 藤   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 少 し 海 外 の 話 を 最 後 に さ

せ て い た だ き た い と 思 う の で す が 、 昨 年 ス ウ ェ ー デ ン

に 初 め て 行 っ た の で す が 、 そ こ で お も し ろ い と い い ま

す か 、 考 え た ら 当 た り 前 か な と い う 医 療 の 体 制 が あ り

ま し た 。  

    そ れ は 、 ス ト ッ ク ホ ル ム か ら 少 し 離 れ た 郊 外 に あ る

医 療 セ ン タ ー の よ う な と こ ろ な の で す が 、 そ こ の ド ク

タ ー は 朝 の ９ 時 か ら 1 0 時 の １ 時 間 は 、地 域 の 皆 さ ん か

ら の 電 話 を 受 け る 時 間 と 決 ま っ て い る の で す 。 電 話 を

直 接 受 け る の は 医 師 で す 。 医 師 が 受 け て 、 お 話 を 聞 い

て 、「 今 日 は そ の ま ま で い い ん じ ゃ な い か 」「 今 日 は 来



 

て く だ さ い 」「 明 日 い ら っ し ゃ い 」と か 、あ る い は「 だ

っ た ら す ぐ 訪 問 看 護 が 行 く よ 」「 わ た し が 今 す ぐ 行 き

ま す 」 と か い う よ う に 、 １ 時 間 を 電 話 で 応 え る 時 間 と

決 め て い る の で す 。 そ れ で 何 が 起 こ っ た か と い う と 、

夕 方 に な っ て か ら 飛 び 込 ん で く る 外 来 が ほ と ん ど い な

く な っ た そ う で す 。 朝 、 必 ず そ の 時 間 に 何 も な く て も

電 話 し て く れ る 。 患 者 さ ん と い い ま す か 、 地 域 の 方 に

と っ て も 、 相 談 が な く て も 電 話 で 先 生 の 声 を 直 接 聞 く

こ と が で き る 。 そ の 話 を 聞 い た と き に 、 そ れ こ そ 本 当

の 医 療 の あ り 方 と い い ま す か 、 安 心 と い う の は そ の よ

う な こ と を 言 う の か な と 感 じ ま し た 。 お 薬 を 出 し た り

検 査 を し た り す る だ け が 大 事 な の で は な く て 、 そ の 前

に 、 や は り コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を し っ か り 取 り 、 そ の

方 に い つ も 寄 り 添 っ て い る と い う 姿 を お 見 せ す る こ と

が 今 の 日 本 の 医 療 に は 、 欠 け て き て い る の で は な い か

と い う の が 一 つ 感 じ た こ と で す 。  

    そ れ か ら 、 一 昨 年 オ ラ ン ダ に 行 っ た と き に 面 倒 を 見

て く だ さ っ た 、 オ ラ ン ダ の 厚 生 労 働 省 に 近 い 役 所 の 方

に こ の よ う な こ と を 言 わ れ ま し た 。「 ど う し て 日 本 は

ア メ リ カ ば か り 見 る ん だ 」と 。「 評 価 だ 、何 だ と 、そ ん

な こ と ば っ か り 言 っ て る ア メ リ カ ば か り ど う し て 見 て

る ん だ 」 と 。 そ れ で 「 日 本 の 医 療 制 度 は い い じ ゃ な い

か 。何 で そ れ を 捨 て よ う と す る ん だ 」「 も し ど こ か の ま

ね を す る ん だ っ た ら 、 オ ラ ン ダ を ま ね ろ 」 と 言 わ れ た

の で す 。ダ ッ チ モ デ ル と 言 っ て い ま し た が 、「 元 々 長 崎

に 蘭 学 と し て 入 っ て 、 そ こ か ら 日 本 の 医 療 は 始 ま っ て

い る ん だ か ら 、 ま ね す る な ら オ ラ ン ダ を ま ね ろ 」 と 。  

    そ の 辺 は ウ ィ ッ ト に 富 ん だ お 話 だ っ た の で す が 、 先

ほ ど 照 沼 先 生 が 言 わ れ た よ う に 、 日 本 の 文 化 風 土 に 合

っ た 医 療 と い う の は 、 お そ ら く 今 ま で や っ て き た こ と

が 日 本 の 文 化 風 土 に 合 っ て き た こ と だ っ た の だ ろ う と

思 う の で す 。 そ れ を 、 何 で も 大 き く 改 革 す る こ と が い



 

い よ う に 思 わ れ て い ま す が 、 や は り い い と こ ろ は し っ

か り 残 し て い き な が ら 、 う ま く い か な い と こ ろ だ け を

直 し て い け る よ う に す る べ き で す 。 病 院 や 施 設 が こ れ

だ け た く さ ん あ る の で す か ら 、 そ れ を な ぜ 有 効 に 活 用

し な い の か と い う よ う な こ と も 、 も う 一 度 考 え 直 す 時

期 に 今 来 て い る よ う に 思 い ま す 。  

    わ た し た ち の 会 は そ の よ う な 心 構 え で 今 後 も が ん ば

っ て い く つ も り で お り ま す の で 、 ぜ ひ 会 員 の 皆 様 は も

ち ろ ん 、 そ う で な い 方 も 注 目 し て い た だ け れ ば と 思 い

ま す し 、 平 井 会 長 が 言 わ れ た 「 老 人 の 専 門 医 療 を 考 え

る 会 は 何 を や っ て い る ん だ 」 と い う の は 、 事 務 局 長 で

あ る わ た し が 言 わ れ た も の と い う よ う に 受 け 止 め て 、

何 ら か の 活 動 を 行 い 、 皆 さ ん 方 に 発 信 し て い け れ ば と

い う よ う に 思 っ て い ま す 。 ぜ ひ よ ろ し く お 願 い い た し

ま す 。  

    そ れ で は 、 こ れ で 終 わ り に さ せ て い た だ き ま す 。 外

は 寒 そ う で す の で 、 暖 か く し て 風 邪 を 引 か れ な い よ う

に お 帰 り い た だ け れ ば と 思 い ま す 。 そ れ で は 、 シ ン ポ

ジ ス ト の ４ 名 の 先 生 方 に も う 一 度 拍 手 を お 願 い 致 し ま

す 。 ど う も あ り が と う ご ざ い ま し た 。  

    「 ど う す る 老 人 医 療  こ れ か ら の 老 人 病 院 」 第 3 0

回 全 国 シ ン ポ ジ ウ ム を こ れ で 終 わ り に さ せ て い た だ き

た い と 思 い ま す 。 ど う も あ り が と う ご ざ い ま し た 。  
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