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特集ヒ
ュ
ー
マ
ニ
チ
ュ
ー
ド（H

um
anitude

）が

ケ
ア
す
る
人
の
文
化
・

意
識
革
命
を
起
こ
す

～
認
知
症
の
人
に
対
す
る
新
た
な
ケ
ア
メ
ソ
ッ
ド
～

本
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美
和
子
氏
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国
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病
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機
構
東
京
医
療
セ
ン
タ
ー
総
合
内
科
医
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）
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　　　（東京都健康長寿医療センター研究員）

ヒューマニチュード研修

　
“
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
チ
ュ
ー
ド
”
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
発
祥

の
、
認
知
症
の
人
の
た
め
の
ケ
ア
メ
ソ
ッ
ド
を
ご
存

知
で
し
ょ
う
か
。
認
知
症
の
人
に
“
人
”
と
し
て
接

す
る
た
め
に
構
築
さ
れ
た
「
認
知
症
ケ
ア
理
論
」
と
、

実
践
す
る
た
め
の
１
５
０
を
超
え
る
「
具
体
的
な
技

術
」
は
、
認
知
症
の
人
の
周
辺
症
状
を
軽
減
す
る
ば

か
り
で
な
く
、
ケ
ア
す
る
人
に
や
り
が
い
と
感
動
を

も
た
ら
し
ま
す
。

　

今
月
号
で
は
、
実
際
に
フ
ラ
ン
ス
で
こ
の
メ
ソ
ッ
ド

を
学
び
、
日
本
に
広
め
る
取
組
み
を
展
開
し
て
お
ら
れ

る
国
立
病
院
機
構
東
京
医
療
セ
ン
タ
ー
総
合
内
科
医

長
の
本
田
美
和
子
先
生
に
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

ヒューマニチュードを考案した
イヴ・ジネスト氏とロゼット・マレスコッティ氏
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ヒ
ュ
ー
マ
ニ
チ
ュ
ー
ド
を
日
本
へ

　

フ
ラ
ン
ス
人
の
イ
ヴ
・
ジ
ネ
ス
ト
氏
と
ロ
ゼ
ッ

ト
・
マ
レ
ス
コ
ッ
テ
ィ
氏
は
、
35
年
か
け
て
「
認
知

症
の
人
の
た
め
の
ケ
ア
メ
ソ
ッ
ド
」
を
探
求
し
て
き

ま
し
た
。
彼
ら
は
、
認
知
症
の
人
に
対
し
て
＂
人
＂

と
し
て
接
す
る
た
め
の
「
認
知
症
ケ
ア
理
論
」
を
構

築
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
理
論
を
実
践
す
る
た
め
の

１
５
０
を
超
え
る
「
具
体
的
な
技
術
」
を
開
発
し
ま

し
た
。
そ
の
メ
ソ
ッ
ド
は
、H

um
an

（
人
）、
そ
し
て

Attitude

（
態
度
）
と
い
う
言
葉
か
ら
＂
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

チ
ュ
ー
ド
（H

um
anitude

）
＂
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
チ
ュ
ー
ド
は
、
認
知
症
の
人
だ
け
で

な
く
、
そ
の
他
の
疾
患
に
よ
り
ケ
ア
が
必
要
な
人
た

ち
に
も
用
い
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ケ
ア
す
る
人
た
ち
が
認
知
症
の
人
に
接
す
る
と
き

に
、
＂
人
に
接
す
る
態
度
＂
を
徹
底
で
き
る
よ
う
に

す
る
た
め
に
考
案
さ
れ
た
「
具
体
的
な
技
術
」
は
、

認
知
症
ケ
ア
に
長
年
携
わ
っ
て
き
た
職
員
た
ち
を
う

な
ら
せ
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
テ
レ
ビ
や
ウ
ェ
ブ

で
頻
繁
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
ス
イ
ス
・
ベ
ル
ギ
ー
・

ド
イ
ツ
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
・
カ
ナ
ダ
な
ど
、
国
を
超
え

て
導
入
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
チ
ュ
ー
ド
に
つ
い
て
の
記
事
を
日
本

航
空
の
雑
誌
で
読
ん
だ
の
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
フ

ラ
ン
ス
に
行
き
、
こ
の
ケ
ア
メ
ソ
ッ
ド
を
学
ん
で
き

ま
し
た
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
ケ
ア
技
術
は
、
従
来
行

わ
れ
て
い
る
ケ
ア
と
類
似
点
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

一
貫
し
た
哲
学
に
基
づ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
ケ
ア
を
統

合
さ
せ
た
こ
の
メ
ソ
ッ
ド
は
、
確
実
な
ケ
ア
の
質
の

向
上
、
患
者
の
満
足
感
、
医
療
従
事
者
の
充
足
感
を

も
た
ら
す
も
の
で
し
た
。
学
ぶ
う
ち
に
、
文
化
の
相

違
に
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
で
も
絶
対
に
活
用
で
き
る

と
確
信
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
急
性
期
病
院
で
働
く

看
護
師
た
ち
に
声
を
か
け
て
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
チ
ュ
ー

ド
・
ジ
ャ
ポ
ン
（
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
チ
ュ
ー
ド
・
日
本
支
部
）

を
立
ち
上
げ
、
日
本
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
チ
ュ
ー
ド
を
広

げ
る
べ
く
、
活
動
を
展
開
し
始
め
た
と
こ
ろ
で
す
。

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
チ
ュ
ー
ド
が

構
築
さ
れ
る
ま
で

　

ジ
ネ
ス
ト
氏
と
マ
レ
ス
コ
ッ
テ
ィ
氏
の
バ
ッ
ク
グ

ラ
ウ
ン
ド
は
、
体
育
学
の
教
師
で
す
。
彼
ら
が
病
院

や
施
設
で
の
ケ
ア
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か

け
は
、
職
員
の
腰
痛
予
防
の
た
め
で
し
た
。
次
第
に
、

職
員
か
ら
高
齢
者
の
移
動
の
仕
方
な
ど
に
つ
い
て
も

相
談
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
彼
ら
も
は
じ
め

の
う
ち
は
、
ケ
ア
し
よ
う
と
す
る
と
患
者
に
噛
み
つ

か
れ
た
り
、
叩
か
れ
た
り
し
た
よ
う
で
す
。「
患
者
が

そ
の
よ
う
な
行
動
を
と
る
に
は
、
理
由
が
あ
る
は
ず

だ
」
と
考
え
た
こ
と
が
、
こ
の
ケ
ア
メ
ソ
ッ
ド
哲
学

の
出
発
点
だ
そ
う
で
す
。

　

た
と
え
ば
、
寝
た
ま
ま
シ
ャ
ワ
ー
で
ケ
ア
さ
れ
て

い
る
患
者
が
叫
ん
で
い
た
と
き
、
単
純
に
、「
立
っ
て

も
ら
っ
た
ほ
う
が
洗
い
や
す
い
」
と
考
え
て
実
践
し

よ
う
と
し
ま
し
た
。
す
る
と
看
護
師
か
ら
、「
危
な
い

か
ら
ダ
メ
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
病
院
や

施
設
で
提
案
し
て
も
、
看
護
師
や
介
護
職
員
か
ら
「
ダ

メ
」
と
言
わ
れ
続
け
、
不
思
議
で
仕
方
が
な
か
っ
た

と
の
こ
と
で
す
。
ジ
ネ
ス
ト
氏
と
マ
レ
ス
コ
ッ
テ
ィ

氏
は
、
体
育
学
の
専
門
家
と
し
て
、
い
つ
も
＂
い
か

に
動
い
て
も
ら
う
か
＂
を
考
え
ま
す
。
と
こ
ろ
が
ど

ん
な
提
案
を
し
て
も
、
看
護
師
は
「
動
か
な
い
で
く

だ
さ
い
、
も
う
す
ぐ
終
わ
り
ま
す
」
と
患
者
に
声
を

か
け
続
け
る
の
で
す
。
生
き
て
い
く
上
で
立
つ
こ
と
、

歩
く
こ
と
は
重
要
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
高
齢

者
は
そ
れ
が
許
さ
れ
な
い
環
境
に
置
か
れ
て
い
る
こ

と
に
気
づ
き
、
現
場
を
変
え
る
た
め
に
は
ど
う
す
る

べ
き
か
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

ジ
ネ
ス
ト
氏
ら
は
「
看
護
師
や
介
護
職
員
が
悪
い

の
で
は
な
い
」
と
断
言
し
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
介
助

さ
せ
て
し
ま
う
文
化
と
、
そ
の
文
化
の
中
で
培
わ
れ

た
看
護
師
や
介
護
職
員
の
意
識
に
原
因
が
あ
る
の
だ

と
。
そ
こ
で
、
彼
ら
は
高
齢
者
ケ
ア
に
携
わ
る
す
べ

て
の
人
が
学
ぶ
べ
き
、
基
本
的
な
ケ
ア
の
ポ
イ
ン
ト

と
具
体
的
な
技
術
を
構
築
し
て
き
た
の
で
す
。

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
チ
ュ
ー
ド
と
は

　

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
チ
ュ
ー
ド
は
、
＂
認
知
症
の
人
た
ち

を
含
む
ケ
ア
が
必
要
な
す
べ
て
の
人
に
、「
介
護
す
る

人
＝
暴
力
を
ふ
る
う
人
」
だ
と
思
わ
れ
な
い
よ
う
に

す
る
た
め
の
技
術
＂
で
す
。

　

私
た
ち
は
、
認
知
症
な
ど
に
よ
っ
て
ケ
ア
が
必
要

な
人
の
た
め
に
、
た
と
え
強
制
的
な
か
か
わ
り
に
な
っ

て
も
体
を
洗
お
う
と
し
、
転
ば
な
い
よ
う
に
椅
子
に

座
っ
て
い
る
よ
う
に
伝
え
、
栄
養
を
と
る
た
め
に
な

ん
と
か
食
べ
さ
せ
よ
う
と
し
ま
す
。
し
か
し
、
相
手

の
た
め
を
思
う
か
ら
こ
そ
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

＂
強
制
的
な
ケ
ア
＂
が
毎
日
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
で
、

そ
れ
を
拒
否
す
る
認
知
症
の
人
た
ち
の
症
状
は
激
し

さ
を
増
し
、
＂
問
題
の
あ
る
患
者
・
利
用
者
＂
と
呼

ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
一
方
、
ケ

ア
す
る
人
は
、
や
さ
し
く
し
た
い
と
思
い
な
が
ら
も
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実
践
で
き
て
い
な
い
こ
と
を
感
じ
て
、
精
神
的
に
苦

し
む
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

　

最
も
大
切
で
、
最
も
困
難
な
の
は
、
私
た
ち
が
持
っ

て
い
る
価
値
観
と
実
際
の
行
動
を
一
致
さ
せ
る
こ
と

で
す
。
日
々
、「
大
変
！
」
と
感
じ
な
が
ら
仕
事
を

す
る
の
は
不
幸
な
こ
と
で
す
が
、
か
か
わ
り
方
を
変

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
や
り
が
い
や
感
動
を
感
じ
ら

れ
る
仕
事
だ
と
い
う
こ
と
を
認
識
で
き
る
よ
う
に
な

る
の
で
す
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
チ
ュ
ー
ド
は
、
認
知
症
の

人
の
周
辺
症
状
を
な
く
し
、
同
時
に
ケ
ア
す
る
人
が

や
り
が
い
や
感
動
を
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
ケ
ア
メ

ソ
ッ
ド
な
の
で
す
。

認
知
症
ケ
ア
に
お
い
て

最
も
大
切
で
最
も
難
し
い
こ
と

　

職
業
人
と
し
て
認
知
症

の
人
に
か
か
わ
る
と
き
に

は
、
い
か
な
る
場
合
も
個

人
の
健
康
を
妨
げ
て
は
な

り
ま
せ
ん
。「
そ
ん
な
こ

と
は
当
た
り
前
だ
！
」
と

思
う
人
は
た
く
さ
ん
い
る

で
し
ょ
う
。
し
か
し
本
当

に
理
解
し
、
実
践
で
き
て

い
る
で
し
ょ
う
か
。

　

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
チ
ュ
ー
ド

で
は
、
ケ
ア
す
る
と
き
に

は
次
の
３
つ
の
段
階
を
意

識
し
て
か
か
わ
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
ま
す
（
図
表

１
）。

　

ケ
ア
に
お
い
て
、
ま
ず
わ
た
し
た
ち
が
目
指
す
ゴ
ー

ル
は
「
回
復
」
で
す
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
患
者
が

回
復
を
得
ら
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
場

合
に
は
第
２
段
階
の
、
現
在
の
「
機
能
を
保
つ
」
こ

と
を
目
指
し
ま
す
。
し
か
し
、
機
能
を
い
つ
ま
で
も

維
持
す
る
こ
と
も
難
し
い
で
す
ね
。
そ
の
場
合
に
は
、

最
後
の
段
階
の
「
と
も
に
い
る
」
こ
と
を
大
切
に
す

る
…
と
い
っ
た
具
合
に
、
高
齢
者
の
段
階
を
知
る
必

要
が
あ
る
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
実
際
に
は
、
清
潔
ケ
ア
の
と
き
に
は
、

高
齢
者
の
状
態
に
合
わ
せ
た
ケ
ア
と
い
う
よ
り
も
、

き
れ
い
に
す
る
こ
と
や
安
全
を
意
識
し
て
し
ま
い
ま

す
。
そ
の
た
め
、
立
位
可
能
な
人
で
あ
っ
て
も
ベ
ッ

ド
に
寝
た
ま
ま
清
拭
し
ま
す
。
ベ
ッ
ド
で
清
拭
さ
れ

て
い
る
全
員
が
第
３
段
階
に
あ
る
人
た
ち
で
し
ょ
う

か
？　

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
チ
ュ
ー
ド
で
は
、
立
位
を
保
つ

こ
と
が
で
き
る
人
な
ら
ば
、
ベ
ッ
ド
の
柵
に
つ
か
ま
っ

て
も
ら
い
、
立
っ
て
清
拭
を
し
ま
す
。
そ
の
ほ
う
が

清
拭
を
し
や
す
い
上
に
、
本
人
の
筋
肉
を
使
う
の
で

筋
力
を
維
持
す
る
第
２
段
階
か
、
低
下
し
た
筋
力
を

回
復
す
る
第
１
段
階
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
リ
ハ
ビ

リ
の
時
間
を
確
保
す
る
の
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
が
、

日
常
の
ケ
ア
の
方
法
を
変
え
る
だ
け
で
、
リ
ハ
ビ
リ

に
な
る
の
で
す
。

　

ケ
ア
す
る
人
の
意
識
が
、
＂
清
潔
を
保
つ
こ
と
＂

や
＂
栄
養
を
と
る
こ
と
＂
に
集
中
し
す
ぎ
る
と
、
強

制
が
生
じ
や
す
く
な
り
ま
す
。
何
よ
り
も
、
認
知
症

の
人
の
段
階
に
合
っ
て
い
な
い
ケ
ア
の
方
法
を
選
択

す
る
こ
と
は
、
高
齢
者
の
能
力
を
低
下
さ
せ
る
こ
と

に
つ
な
が
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
よ
か
れ
と
思
っ
て
行
っ

た
ケ
ア
が
、
高
齢
者
の
健
康
を
妨
げ
て
い
る
こ
と
に

な
る
の
で
す
。

　

日
本
の
病
院
で
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
チ
ュ
ー
ド
を
取
り
入

れ
た
と
き
の
、
患
者
の
変
化
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

経
管
栄
養
で
、
ミ
ト
ン
拘
束
を
さ
れ
、
口
腔
内
の
処

置
の
時
に
は
叫
ん
で
嫌
が
る
患
者
が
、
マ
レ
ス
コ
ッ

テ
ィ
氏
の
ケ
ア
を
受
け
た
後
、
自
ら
イ
チ
ゴ
を
食
べ

（
す
っ
ぱ
く
て
し
み
た
よ
う
で
す
が
）、
３
日
後
に
は

座
位
で
食
事
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
も
ち

ろ
ん
経
管
栄
養
も
拘
束
も
は
ず
さ
れ
ま
し
た
。
信
じ

ら
れ
な
い
人
も
多
い
で
し
ょ
う
が
、
真
実
な
の
で
す
。

い
っ
た
い
マ
レ
ス
コ
ッ
テ
ィ
氏
は
何
を
し
た
の
で

し
ょ
う
か
？

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
チ
ュ
ー
ド
の

ケ
ア
メ
ソ
ッ
ド

　

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
チ
ュ
ー
ド
の
基
本
と
な
る
４
つ
の
柱

は
、
図
表
２
の
と
お
り
で
す
。「
な
ん
だ
、
そ
ん
な
こ

と
か
！
」
と
思
う
こ
と
ば
か
り
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、

彼
ら
の
講
義
を
聞
き
、
実
際
の
ビ
デ
オ
を
見
て
、
さ

ら
に
自
分
が
実
践
し
て
み
た
と
き
の
認
知
症
の
人
の

変
化
を
目
の
当
た
り
に
す
る
と
、
＂
知
っ
て
い
る
つ

も
り
で
何
も
知
ら
な
か
っ
た
＂
こ
と
を
痛
感
し
ま
す
。

特集 ヒューマニチュード（Humanitude）がケアする人の文化・意識革命を起こす

図表１　ケアの３つの段階

回復を目指す

機能を保つ（悪化しないようにする）

ともにいる（亡くなるまで付き添う）

第１段階

第２段階

第３段階

図表２
　ヒューマニチュードの
　基本となる４つの柱

①　見つめること

②　話しかけること

③　触れること

④　立つこと
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①
見
つ
め
る
こ
と

　

日
々
の
ケ
ア
の
中
で
私
た
ち
は
ど
れ
だ
け
認
知
症

の
人
を
見
つ
め
て
い
る
で
し
ょ
う
か
？

　

意
外
だ
と
思
い
ま
す
が
、
見
る
こ
と
は
あ
っ
て
も

見
つ
め
て
い
な
い
も
の
で
す
。
資
格
を
と
る
た
め
の

学
校
で
＂
目
を
見
て
話
し
か
け
ま
し
ょ
う
＂
と
習
い
、

そ
う
し
て
い
る
つ
も
り
で
い
ま
す
ね
。
し
か
し
、
寝

た
き
り
で
反
応
の
な
い
人
と
目
を
合
わ
せ
よ
う
と
し

て
、
自
分
の
立
ち
位
置
を
変
え
る
人
は
少
な
い
と
思

い
ま
す
。

　
「
私
は
見
て
い
ま
す
」
と
い
う
人
も
、
実
は
上
か
ら

見
下
ろ
し
て
い
た
り
し
ま
す
。
一
瞬
見
て
声
を
か
け

る
だ
け
で
、
す
ぐ
に
ケ
ア
を
始
め
て
し
ま
い
ま
す
。

②
話
し
か
け
る
こ
と

　

は
じ
め
の
う
ち
は
話
し
か
け
る
も
の
の
、
反
応
が

な
い
と
話
し
か
け
な
く
な
る
も
の
で
す
。
患
者
の
体

の
上
を
会
話
が
行
き
交
う
形
で
、
ケ
ア
す
る
人
同
士

が
話
し
続
け
る
体
験
は
、
多
く
の
人
が
持
っ
て
い
る

こ
と
で
し
ょ
う
。

　

寝
た
き
り
、
も
し
く
は
座
り
き
り
に
さ
れ
て
い
る

認
知
症
の
人
た
ち
は
、
自
分
に
目
が
向
け
ら
れ
ず
、

話
し
か
け
て
も
ら
え
な
い
環
境
に
長
い
間
放
置
さ
れ

れ
ば
、
自
分
の
殻
に
閉
じ
こ
も
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

な
ぜ
な
ら
、
見
て
も
ら
え
な
い
、
話
し
か
け
て
も
ら

え
な
い
状
況
は
、
存
在
そ
の
も
の
を
否
定
さ
れ
る
こ

と
で
あ
り
、
人
間
に
と
っ
て
は
最
も
耐
え
難
い
こ
と

だ
か
ら
で
す
。

　

ケ
ア
す
る
人
は
、
悪
気
な
く
…
と
い
う
よ
り
相
手
の

た
め
を
思
っ
て
、
清
拭
や
お
む
つ
交
換
を
行
い
ま
す
。

触
れ
方
も
強
制
的
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

　

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
チ
ュ
ー
ド
で
は
、
＂
相
手
の
腕
を
つ

か
ま
な
い
＂
こ
と
が
原
則
で
す
。
柔
ら
か
く
触
れ
る

技
術
を
学
び
、
一
旦
触
れ
た
ら
ケ
ア
が
終
わ
る
ま
で

で
き
る
だ
け
体
の
ど
こ
か
に
触
れ
て
い
る
よ
う
に
す

る
こ
と
な
ど
、
細
や
か
な
配
慮
を
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
認
知
症
の
人
が
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
ケ
ア
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
認
知
症
の
人
が
リ
ラ
ッ

ク
ス
し
て
協
力
的
に
な
る
と
、
看
護
師
が
絶
対
に
伸

び
な
い
と
思
っ
て
い
た
拘
縮
し
た
腕
が
、
ゆ
っ
く
り

伸
び
る
こ
と
も
あ
り
、
驚
か
さ
れ
ま
す
。

④
立
つ
こ
と

　

ジ
ネ
ス
ト
氏
ら
は
、
立
つ
こ
と
と
歩
く
こ
と
の
重

要
性
を
訴
え
て
い
ま
す
。
ケ
ア
の
３
つ
の
段
階
の
と

し
か
し
、
そ
の
人
と
か
か
わ
る
目
的
が
＂
清
拭
＂
や

＂
お
む
つ
交
換
＂
に
集
約
さ
れ
す
ぎ
る
と
、
認
知
症

の
人
に
と
っ
て
は
、
何
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か

を
理
解
で
き
な
い
ま
ま
、
突
然
シ
ー
ツ
を
め
く
ら
れ
、

お
む
つ
を
開
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ

ん
な
状
況
で
は
、
驚
い
て
叫
ぶ
の
は
当
然
の
反
応
で

す
ね
。

　

一
方
、
ケ
ア
す
る
人
は
、「
認
知
症
の
人
に
理
解
す

る
力
が
な
い
か
ら
、
＂
お
む
つ
を
か
え
ま
す
＂
と
声
を

か
け
た
こ
と
を
理
解
で
き
な
い
」
と
解
釈
し
て
し
ま
う

わ
け
で
す
。
そ
し
て
無
理
や
り
お
む
つ
を
交
換
す
る
の

で
、
認
知
症
の
人
か
ら
＂
暴
力
を
ふ
る
う
人
＂
と
認
識

さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
悪
循
環
に
陥
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
ケ
ア
が
一
日
に
何
度
も
繰
り
返
さ
れ

れ
ば
、
看
護
師
や
介
護
職
員
を
見
る
だ
け
で
怒
り
出

す
人
が
い
て
も
お
か
し
く
は
な
い
で
す
ね
。
だ
か
ら

こ
そ
、
清
拭
や
お
む
つ
交
換
な
ど
の
日
常
ケ
ア
の
場

を
、
人
と
人
と
の
か
か
わ
り
を
持
つ
チ
ャ
ン
ス
と
し

て
活
用
す
る
感
覚
が
必
要
な
の
で
す
。

③
触
れ
る
こ
と

　

さ
ら
に
、
自
分
が
高
齢
者
に
触
れ
る
と
き
の
手
が

ど
の
よ
う
に
触
れ
て
い
る
か
を
意
識
し
て
み
ま
し
ょ

う
。
脇
の
下
を
拭
く
と
き
な
ど
、
腕
を
つ
か
ん
で
伸

ば
そ
う
と
し
て
い
ま
せ
ん
か
？

　

高
齢
者
の
体
を
、
ケ
ア
す
る
人
の
思
い
ど
お
り
に

動
か
そ
う
と
す
る
と
、
腕
を
つ
か
ん
で
し
ま
い
ま
す
。

何
を
さ
れ
る
か
分
か
ら
な
い
状
態
で
、
突
然
腕
を
つ

か
ま
れ
れ
ば
、
高
齢
者
は
驚
い
た
り
、
恐
怖
を
感
じ

て
し
ま
っ
て
、
手
を
引
っ
込
め
よ
う
と
し
ま
す
。
ケ

ア
す
る
人
の
意
識
が
＂
拭
く
＂
こ
と
に
集
中
す
る
と
、

腕をつかんでいるところと、手をそえているところ
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認
知
症
の
人
た
ち
は
、
ケ
ア
す
る
人
の
視
線
、
話

し
方
、
態
度
か
ら
、
相
手
が
自
分
の
こ
と
を
ど
の
よ

う
に
感
じ
て
い
る
か
を
感
じ
取
り
、
感
情
記
憶
は
保

た
れ
て
い
る
た
め
、
相
手
が
よ
い
人
か
嫌
な
人
か
を

記
憶
す
る
の
で
す
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
認
知
症
が
進
行
し
て
い
る
人
に
話

し
か
け
る
と
き
に
は
、
水
平
に
、
正
面
か
ら
、
長
い

時
間
を
か
け
て
、
相
手
の
顔
か
ら
20
㎝
く
ら
い
の
距

離
で
話
し
か
け
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

誰
か
ら
も
見
つ
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の

人
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
＂
見
て
い
る

＂
つ
も
り
で
、
＂
見
つ
め
て
＂
こ
な
か
っ
た
こ
れ
ま
で

の
か
か
わ
り
方
を
振
り
返
り
、
無
意
識
の
う
ち
に
認
知

症
の
人
を
傷
つ
け
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
と
、
胸

が
つ
ま
る
思
い
で
す
ね
。

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
チ
ュ
ー
ド
の

技
術
を
身
に
つ
け
る

　
「
ゆ
っ
く
り
見
つ
め
て
語
り
か
け
た
り
、
今
ま
で

ベ
ッ
ド
で
清
拭
し
て
い
た
人
に
立
っ
て
も
ら
っ
た
り

す
る
と
ケ
ア
の
時
間
が
長
く
な
る
か
ら
、
職
員
を
増

や
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う

疑
問
が
わ
い
て
く
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
増
員
の

必
要
は
な
い
の
で
す
。
必
要
な
の
は
、
職
員
の
教
育

で
す
。

　

思
い
を
伝
え
る
こ
と
が
苦
手
な
職
員
で
も
、
優
し
さ

を
伝
え
る
技
術
を
身
に
つ
け
れ
ば
、
ケ
ア
を
ス
ム
ー
ズ

に
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
＂
技
術
を
学
ぶ
機
会
＂
が

必
要
な
の
で
す
。フ
ラ
ン
ス
で
は
、ヒ
ュ
ー
マ
ニ
チ
ュ
ー

ド
の
技
術
を
身
に
つ
け
る
の
に
最
低
３
か
月
か
か
る

と
い
い
ま
す
。
は
じ
め
は
長
す
ぎ
る
と
感
じ
ま
し
た

が
、
実
際
に
実
技
の
実
習
を
受
け
て
み
る
と
、
＂
高

齢
者
の
腕
を
つ
か
ま
な
い
＂
と
い
う
単
純
な
こ
と
で

す
ら
、
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
（
６

頁
写
真
）。
習
慣
と
し
て
身
に
つ
い
て
し
ま
っ
て
い
る

も
の
を
変
え
る
の
で
す
か
ら
、
長
期
間
か
か
る
の
で

し
ょ
う
。
し
か
し
、
ジ
ネ
ス
ト
氏
ら
は
、「
理
由
は
分

か
ら
な
い
が
、日
本
人
は
習
得
が
速
い
」
と
い
い
ま
す
。

　

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
チ
ュ
ー
ド
・
ジ
ャ
ポ
ン
で
は
、
講
演

や
短
期
の
講
習
で
日
本
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
チ
ュ
ー
ド
を

広
げ
、
ケ
ア
の
質
を
高
め
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

現
在
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
を
作
成
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。
み
な
さ
ん
も
、
ま
ず
は
＂
見
つ
め
る
＂
こ
と
か

ら
試
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

こ
ろ
で
も
示
し
た
と
お
り
、
立
っ
た
り
歩
い
た
り
で

き
る
人
に
そ
う
さ
せ
な
い
ケ
ア
は
、
高
齢
者
の
健
康

を
妨
げ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

立
つ
こ
と
、
歩
く
こ
と
を
安
全
に
行
っ
て
も
ら
う

た
め
の
技
術
は
、
数
多
く
あ
り
ま
す
。
ジ
ネ
ス
ト
氏

ら
は
、
ま
ず
寝
た
き
り
に
さ
れ
て
い
る
人
の
ベ
ッ
ド

上
で
の
清
拭
場
面
で
、
歩
く
機
能
が
保
持
さ
れ
て
い

る
か
を
確
認
し
ま
す
。
そ
し
て
、ケ
ア
技
術
を
用
い
て
、

認
知
症
の
人
に
再
び
立
っ
て
、
歩
く
チ
ャ
ン
ス
を
も

た
ら
す
の
で
す
。

　

日
本
の
病
院
で
も
、
看
護
師
が
絶
対
に
立
て
な
い

と
ア
セ
ス
メ
ン
ト
し
た
何
人
も
の
患
者
に
対
し
て
、

ジ
ネ
ス
ト
氏
ら
は
「
こ
の
人
は
立
て
る
」「
こ
の
人
な

ら
歩
け
る
」
と
ア
セ
ス
メ
ン
ト
し
、
そ
の
人
た
ち
は

再
度
立
っ
て
、
歩
く
こ
と
を
実
現
し
て
い
き
ま
し
た
。

脳
血
管
障
害
で
入
院
し
た
も
の
の
、
リ
ハ
ビ
リ
を
拒

否
し
て
い
た
男
性
は
、「
こ
れ
な
ら
痛
く
な
い
か
ら
で

き
る
。
い
つ
も
の
は
痛
く
て
や
り
た
く
な
か
っ
た
」

と
漏
ら
し
た
そ
う
で
す
。

“
見
つ
め
る
こ
と
”
の
技
術

　

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
チ
ュ
ー
ド
を
支
え
る
４
つ
の
柱
に
お

い
て
は
、
す
べ
て
に
具
体
的
な
技
術
が
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
は
＂
見
つ
め
る
こ
と
＂
の
技
術
に
つ
い
て
紹

介
し
ま
し
ょ
う
。
相
手
の
や
さ
し
さ
を
感
じ
る
視
線

に
は
、
一
定
の
規
則
が
あ
る
の
で
す
（
図
表
３
）。

　

上
か
ら
見
下
ろ
す
の
は
、
強
い
立
場
に
あ
る
こ
と
や

侮
蔑
を
意
味
し
ま
す
。
斜
め
か
ら
の
視
線
は
、
攻
撃
性

を
示
し
ま
す
。
一
瞬
で
目
を
そ
ら
す
の
は
、
自
信
の
な

さ
や
逃
げ
る
姿
勢
を
示
し
ま
す
。
距
離
を
と
る
の
は
、

相
手
へ
の
否
定
的
感
情
や
軽
蔑
を
示
し
ま
す
。

特集 ヒューマニチュード（Humanitude）がケアする人の文化・意識革命を起こす

※ヒューマニチュードに関しては、今後継続的な講習が実現できるよう準備中です。講演・講習についてのお問い合わせは、国立病院機構東京
医療センター総合内科医長・本田美和子（honda-1@umin.ac.jp）までお知らせください。

図表３　相手のやさしさを感じる視線

水平の高さから

近くから

正面から

長い時間

対等

親近感

誠実

やさしさ・友情・愛


