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現
場
の
介
護
職
は
、
長
ら
く〝
心
あ

る
介
護
〟を
志
し
て
き
ま
し
た
。
し
か

し
、〝
心
〟と
は
対
極
に
あ
る
よ
う
な〝
科

学
〟と
い
う
言
葉
が
介
護
の
世
界
に
持

ち
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
戸
惑
っ
て

い
る
介
護
関
係
者
も
多
い
と
思
い
ま

す
。

「
科
学
的
介
護
」と
は
、
一
言
で
い
え

ば「
エ
ビ
デ
ン
ス
に
基
づ
い
た
介
護
」と

い
う
意
味
で
す
。
簡
単
に
い
う
と
、「
こ

の
ケ
ア
方
法
を
用
い
る
と
、
利
用
者
が

こ
の
よ
う
に
改
善
す
る
」と
い
う
因
果

関
係
が
、
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
検
証
さ

れ
、
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
介
護
と
い

う
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
加
え
て
、
ケ
ア

の
や
り
方
が
標
準
化
さ
れ
て
い
て
、
誰

が
い
つ
、
ど
こ
で
で
も
そ
れ
を
実
践
で

き
る
と
い
う
こ
と
も
、「
科
学
的
介
護
」

の
条
件
だ
と
い
え
ま
す
。

た
と
え
ば
、「
ベ
テ
ラ
ン
の
介
護
職

が
ケ
ア
を
行
う
と
、
な
ぜ
だ
か
わ
か
ら

な
い
が
利
用
者
が
元
気
に
な
る
」と
い

う
介
護
や
、「
素
晴
ら
し
い
ケ
ア
技
術

を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
誰
に
も
ま

ね
で
き
な
い
」と
い
う
介
護
は
、「
科
学

的
介
護
」
と
は
い
え
な
い
わ
け
で
す
。

誰
が
や
っ
て
も
同
じ
よ
う
な
結
果
が
導

け
る
、
つ
ま
り
再
現
性
が
あ
る
こ
と
が

必
要
で
す
。

「
科
学
的
介
護
」を
可
能
に
す
る
た
め

に
は
、ま
ず
、さ
ま
ざ
ま
な
ケ
ア
の
デ
ー

タ
を
集
め
、
そ
の
効
果
を
評
価
す
る
と

こ
ろ
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
そ
こ
で
、
Ｌ
Ｉ
Ｆ
Ｅ
の
よ
う
な
介

護
情
報
シ
ス
テ
ム
の
活
用
が
求
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
後
、
全
国

の
介
護
現
場
か
ら
膨
大
な
デ
ー
タ
を
収

集
し
て
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
つ
く
り
、
そ

れ
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
な

ケ
ー
ス
で
ど
の
ケ
ア
が
有
効
な
の
か
、

逆
に
無
効
な
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
作

業
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
う
し
た
科
学
的
介
護
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
が
構
築
さ
れ
れ
ば
、
介
護
職
が
現
場

で
ケ
ア
を
提
供
す
る
際
に〝
正
解
の
ケ

ア
〟が
見
つ
け
や
す
く
な
り
ま
す
。
経

験
の
浅
い
介
護
職
で
も
、
勘
や
経
験
に

頼
る
こ
と
な
く
、
科
学
的
見
地
に
基
づ

い
て
最
適
と
さ
れ
る
ケ
ア
を
、
目
の
前

の
利
用
者
に
提
供
で
き
る
よ
う
に
な
る

た
め
、
人
材
不
足
に
苦
し
む
介
護
現
場

の
救
い
に
な
る
と
期
待
さ
れ
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
、
科
学
に
裏
付
け
ら
れ
た

ケ
ア
を
実
践
す
る
こ
と
で
、
現
場
に
お

け
る
介
護
職
の
不
安
も
軽
減
さ
れ
る
こ

と
か
ら
、
働
き
や
す
い
環
境
が
整
う
と

い
う
こ
と
も
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
と
い
え

る
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
介
護
業
務
が
デ
ー
タ
化
さ
れ

る
と
、
業
務
の
量
や
質
が〝
見
え
る
化
〟

さ
れ
や
す
く
な
り
ま
す
。
そ
の
結
果
、

よ
り
多
く
の
人
に
介
護
の
仕
事
内
容
を

正
し
く
理
解
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
な

り
、
こ
れ
ま
で
過
小
評
価
さ
れ
が
ち

だ
っ
た
介
護
職
の
業
務
を
適
正
に
評
価

し
よ
う
と
す
る
気
運
も
高
ま
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

一
方
で
、
科
学
的
介
護
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
が
構
築
さ
れ
、
ケ
ア
の
標
準
化
が
進

む
こ
と
で
生
じ
る
懸
念
も
あ
り
ま
す
。

第
一
に
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、ケ
ア
の〝
画

一
化
〟に
つ
な
が
り
、
一
人
ひ
と
り
の

利
用
者
の
状
況
に
合
わ
せ
た
個
別
介
護

が
行
い
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は

な
い
か
と
い
う
心
配
で
す
。
標
準
化
に

と
ら
わ
れ
過
ぎ
る
と
、
一
定
の
条
件
下

に
あ
る
利
用
者
に
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
に

則
っ
た
同
じ
ケ
ア
が
一
律
に
提
供
さ
れ

て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
ケ
ア
の
評
価
項
目
が
、
食
事

や
排
泄
、
入
浴
な
ど
の
自
立
度
や
Ａ
Ｄ

Ｌ
の
改
善
度
な
ど
、
評
価
し
や
す
い
項

目
に
偏
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と

い
う
危
惧
も
あ
り
ま
す
。
介
護
の
本
来

の
目
的
は
、
利
用
者
が
自
分
の
能
力
を

活
用
し
な
が
ら
、
最
期
ま
で
自
分
ら
し

く
尊
厳
を
も
っ
て
生
き
て
い
け
る
よ
う

に
、
Ｑ
Ｏ
Ｌ
を
向
上
さ
せ
た
り
、
自
己

実
現
の
支
援
を
し
た
り
す
る
こ
と
で

す
。
食
事
や
排
泄
、
入
浴
の
介
助
や
、

リ
ハ
ビ
リ
で
行
う
歩
行
訓
練
な
ど
は
、

そ
う
し
た
介
護
の
目
的
を
実
現
す
る
た

め
の
”
手
段
”
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
そ

の
手
段
が
う
ま
く
い
く
こ
と
と
、
介
護

本
来
の
目
的
が
達
成
で
き
る
こ
と
は
別

で
す
。

そ
こ
を
読
み
違
え
る
と
、
介
護
の
手

段（
＝
介
助
）が
目
的
化
さ
れ
、
Ａ
Ｄ
Ｌ

が
向
上
し
た
だ
け
で
良
し
と
さ
れ
て
し

ま
っ
た
り
、
本
人
や
家
族
の
意
向
を
無

視
し
て
、
介
助
や
訓
練
を
押
し
つ
け
て

し
ま
っ
た
り
と
い
う
事
態
が
生
じ
る
お

そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
ま
し
て
、
そ
こ
に

報
酬
が
伴
う
よ
う
に
な
れ
ば
、〝
本
来

の
目
的
か
ら
外
れ
た
介
護
〟が
ま
か
り

通
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
ま

せ
ん
。

重
要
な
こ
と
は
、
今
後
、
Ｌ
Ｉ
Ｆ
Ｅ

に
基
づ
い
て
得
ら
れ
る
情
報
を
、
介
護

に
携
わ
る
者
が
ど
う
読
み
解
く
か
。
そ

し
て
、
そ
れ
を
ど
う
活
用
す
る
か
と
い

う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
科
学
的
デ
ー

タ
を
、
利
用
者
一
人
ひ
と
り
の
生
き
方

や
希
望
を
反
映
さ
せ
た
ケ
ア
に
つ
な
げ

ら
れ
る
よ
う
、
利
用
者
や
家
族
に
寄
り

添
う
立
場
に
あ
る
介
護
職
や
介
護
事
業

者
が
適
切
な
デ
ー
タ
の
読
み
取
り
方
、

評
価
の
仕
方
を
提
案
し
て
い
く
姿
勢
も

求
め
ら
れ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

評
価
項
目
や
評
価
方
法
に
改
善
の
余

地
が
あ
れ
ば
、
指
摘
し
て
い
く
こ
と
も

必
要
で
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
、
排
泄
介

助
を
、
お
む
つ
を
外
す
か
外
さ
な
い
か

の
二
択
で
し
か
評
価
で
き
な
い
と
す
れ

ば
、
利
用
者
の
個
別
の
ニ
ー
ズ
や
生
活

ス
タ
イ
ル
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
は
難
し

く
な
り
ま
す
。
お
む
つ
を
し
て
い
た
ほ

う
が
、
本
人
が
安
心
で
き
る
状
況
も
あ

る
か
ら
で
す
。
利
用
者
や
家
族
の
視
点

を
取
り
入
れ
、
状
況
に
応
じ
て
ケ
ア
が

選
択
で
き
る
よ
う
な
し
く
み
を
つ
く
っ

て
い
く
必
要
性
を
踏
ま
え
れ
ば
、
介
護

職
が
果
た
せ
る
役
割
は
大
き
い
と
い
え

ま
す
。

Ｌ
Ｉ
Ｆ
Ｅ
の
活
用
に
あ
た
り
、
各
事

業
所
は
大
切
な
デ
ー
タ
を
提
供
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
か
ら
、
利
用
者
に
と
っ

て
ベ
ス
ト
の
ケ
ア
を
導
き
出
せ
る
よ
う

な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
・
運
用
に
つ

な
げ
な
け
れ
ば
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
に
も
、
介
護
職
に
は
い
ま
の

う
ち
か
ら
、
デ
ー
タ
を
読
み
解
く
力
や

ア
セ
ス
メ
ン
ト
力
を
高
め
て
お
く
こ
と

が
、
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま

す
。
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収
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データ取得のみにこだわるな
LIFE活用の真の意味を捉えよ

データの結果だけが
提供するケアを

決めるわけではない
LIFEの本格運用が始まるが、

「なぜ必要なのか？」「手間が増えるだけでは」と、介護現場からは疑問・不満が噴出している。

CHASE・VISITの構築について検討してきた「科学的裏付けに基づく介護に係る検討会」の委員でもある

東洋大学の八木裕子准教授に、LIFE活用の意義や、活用する際の注意点をインタビューした。
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