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第
一
弾
の
テ
ー
マ
は
「
身
体
抑

制
」
で
す
。

　

最
高
裁
判
所
は
、
平
成
22
年
1

月
26
日
の
判
決
で
、
看
護
師
が
行

っ
た
身
体
抑
制
の
違
法
性
に
つ
い

て
正
面
か
ら
判
断
を
示
し
ま
し
た
。

と
て
も
参
考
に
な
り
ま
す
の
で
、

こ
こ
で
ご
紹
介
し
ま
す
。

こ
ん
な
事
例
で
す

　

夜
間
せ
ん
妄
の
傾
向
が
あ
っ
た

女
性
入
院
患
者
Ａ
さ
ん（
80
歳
）が
、

「
看
護
師
ら
が
抑
制
具（
ミ
ト
ン
）を

用
い
て
両
手
を
ベ
ッ
ド
柵
に
く
く

り
つ
け
た
行
為
は
違
法
だ
！
」
と

主
張
し
て
、
損
害
賠
償
を
請
求
し

ま
し
た
。

臨
床
現
場
の
み
な
さ
ん
へ

　

本
件
の
よ
う
に
、
抑
制
が
許
さ

れ
る
場
合
で
も
、
患
者
さ
ん
の
ご

家
族
が
、
抑
制
さ
れ
た
状
態
を
見

て
驚
き
、
そ
れ
が
病
院
や
医
療
者

へ
の
不
信
感
、
ひ
い
て
は
後
の
紛

争
に
つ
な
が
る
こ
と
は
あ
り
得
ま

す
。
患
者
さ
ん
や
そ
の
ご
家
族
に

は
、
事
前
に
抑
制
の
必
要
性
を
説

明
し
、
同
意
を
得
て
お
く
と
よ
い

で
し
ょ
う
。　

　

そ
し
て
紛
争
解
決
と
い
う
観
点

か
ら
は
、
医
療
機
関
は
、
チ
ェ
ッ

ク
ポ
イ
ン
ト
3
点
を
意
識
し
て
、

身
体
抑
制
を
必
要
と
判
断
し
た
経

緯
、
看
護
の
経
過
な
ど
を
記
録
に

残
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
に
な
り

ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
記
録
に

は
、
Ｉ
Ｃ
の
実
施
や
同
意
を
得
た

こ
と
も
書
き
ま
し
ょ
う
。

　

な
お
、
本
判
決
の
後
、「
や
む
を

得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
事
情
」
が

あ
っ
た
の
に
抑
制
帯
を
使
用
し
な

か
っ
た
事
案
で
病
院
側
に
責
任
が

あ
る
と
判
断
さ
れ
た
も
の
も
あ
り

ま
す
。（
広
島
高
裁
岡
山
支
部
平

22
・
12
・
9
判
決
）。

「
そ
の
身
体
抑
制
は
大
丈
夫
!?
」

　

入
院
患
者
の
身
体
抑
制
は
、
そ
の

患
者
の
受
傷
防
止
の
た
め
に
、
必
要

や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
事
情

が
あ
る
場
合
に
の
み
許
さ
れ
る
。
本

件
に
は
、
次
の
①
〜
⑥
と
い
う
事
情

が
あ
り
、
看
護
師
ら
が
、
Ａ
が
転
倒
・

転
落
に
よ
り
重
大
な
傷
害
を
負
う
危

険
を
避
け
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
ず

行
っ
た
行
為
で
あ
り
、
違
法
で
は
な

い
。

①
抑
制
当
日
の
Ａ
の
状
況

　

Ａ
は
、
せ
ん
妄
状
態
で
、
深
夜
頻

繁
に
ナ
ー
ス
コ
ー
ル
を
繰
り
返
し
、

車
イ
ス
で
詰
所
に
行
っ
て
は
オ
ム
ツ

の
交
換
を
求
め
、
大
声
を
出
す
な
ど

し
た
う
え
、
興
奮
し
て
ベ
ッ
ド
に
起

き
上
が
ろ
う
と
す
る
行
為
を
繰
り
返

し
て
い
た
。

②
Ａ
の
転
倒
歴

　

Ａ
は
、
80
歳
で
高
齢
。
か
つ
、
４

カ
月
前
に
他
病
院
で
転
倒
し
て
骨

折
。
さ
ら
に
、
10
日
ほ
ど
前
に
も
せ

ん
妄
状
態
で
①
と
同
じ
行
動
を
繰
り

返
し
て
転
倒
し
て
い
た
。

③
看
護
師
の
対
応

　

看
護
師
ら
は
約
4
時
間
に
も
わ
た

り
、
Ａ
の
求
め
に
応
じ
て
汚
れ
て
い

な
く
て
も
オ
ム
ツ
を
交
換
し
、
お
茶

を
飲
ま
せ
る
な
ど
し
て
落
ち
着
か
せ

よ
う
と
努
め
た
が
、
興
奮
状
態
は
一

向
に
収
ま
ら
な
か
っ
た
。

④
看
護
師
の
勤
務
体
制

　

当
直
看
護
師
3
名
で
27
名
の
入
院

患
者
に
対
応
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち

1
名
が
長
時
間
Ａ
に
付
き
っ
き
り
と

な
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。

⑤
投
薬
で
き
ず

　

Ａ
に
は
腎
不
全
が
あ
り
、
薬
効
の

強
い
向
精
神
薬
を
服
用
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。

⑥
拘
束
時
間

　

看
護
師
は
、
Ａ
の
入
眠
後
す
ぐ
に

ミ
ト
ン
を
は
ず
し
て
お
り
、
拘
束
時

間
は
約
2
時
間
程
度
。

※
な
お
、
本
判
決
が
、
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
３
点
の
要
素
を
含
め
本
件
に
お
け
る

諸
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
を
す
べ
き
で
す
。

切迫性
根拠：①②

（すぐに抑制しないと患者に
危険が差し迫っていること）

（他に転倒・転落の危険を防止
する適切な手段がないこと）

（必要最小限度の
方法であること） 非代替性

根拠：③～⑤
一時性
根拠：⑥

『
看
護
師
の
行
為
は
違
法
で
は
な
い
』

チェック
ポイント
1

チェック
ポイント
3

チェック
ポイント
2

裁
判
所
の
判
断

1
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今
回
の
テ
ー
マ
は
「
褥
瘡
の
責

任
と
看
護
記
録
」
で
す
。
褥
瘡
の

発
生
に
つ
い
て
病
院
側
の
責
任
が

追
及
さ
れ
た
事
例
は
、
実
は
そ
れ

ほ
ど
多
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
今
回

は
、
そ
の
責
任
が
問
わ
れ
た
高
松

高
等
裁
判
所
平
成
17
年
12
月
９
日

判
決
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

こ
ん
な
事
例
で
す

　

あ
る
病
院
に
入
院
し
て
い
た
女

性
患
者
Ｂ
さ
ん（
38
歳
）が
、「
入
院

中
の
褥
瘡
予
防
措
置
が
不
適
切
だ

っ
た
か
ら
褥
瘡
が
発
生
し
た
！
」

と
、
損
害
賠
償
を
請
求
し
ま
し
た
。

臨
床
現
場
の
み
な
さ
ん
へ

　

み
な
さ
ん
の
病
院
で
は
、
既
に

様
々
な
褥
瘡
対
策
が
な
さ
れ
て
い
る

と
思
い
ま
す
。
よ
い
ケ
ア
の
提
供
は

も
ち
ろ
ん
重
要
で
す
が
、
今
回
の
裁

判
例
を
み
る
と
、
そ
れ
を
記
録
す
る

こ
と
も
同
じ
く
ら
い
重
要
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
ね
。

　

な
お
、
看
護
記
録
に
２
時
間
毎
の

体
位
交
換
の
記
載
が
な
く
て
も
、「
褥

瘡
発
生
防
止
義
務
違
反
は
な
い
」
と

判
断
さ
れ
た
裁
判
例
も
あ
り
ま
す

（
東
京
地
判
平
成
22
年
4
月
15
日
）。

こ
れ
は
、
看
護
師
が
褥
瘡
発
生
に
気

づ
い
た
日
以
降
、
医
師
に
治
療
な
ど

を
求
め
な
が
ら
、
き
ち
ん
と
看
護
計

画
を
立
て
て
褥
瘡
悪
化
防
止
に
努
め

て
い
た
事
例
で
し
た
。

　

２
０
１
２
年
の
診
療
報
酬
改
定

で
、
褥
瘡
患
者
管
理
加
算
は
入
院
基

本
料
の
施
設
基
準
に
包
括
さ
れ
ま
し

た
。
褥
瘡
対
策
に
つ
い
て
適
切
な
体

制
を
整
え
る
と
と
も
に
、
ぜ
ひ
、
こ

の
裁
判
例
を
参
考
に
、
ケ
ア
後
の
記

録
、
患
者
さ
ん
へ
の
説
明
と
そ
の
記

録
に
つ
い
て
も
、
考
え
て
み
て
く
だ

さ
い
。

「
ケ
ア
を
し
た
ら
必
ず
記
録
に
残
そ
う
！
」

│
褥
瘡
の
事
例
か
ら
│

①
Ｂ
さ
ん
の
状
態
と
病
院
が
負
う
注

意
義
務

　

Ｂ
さ
ん
は
、
入
院
中
、
麻
疹
脳
炎
を

発
症
。
意
識
障
害
に
よ
り
体
動
が
な
く

な
り
、
湿
潤
に
さ
ら
さ
れ
る
な
ど
し
た

た
め
、
持
続
的
圧
迫
や
ず
れ
に
よ
り
血

行
障
害
を
起
こ
し
、
褥
瘡
の
好
発
部
位

に
褥
瘡
を
発
症
し
た
。
病
院
は
、
こ
の

状
態
を
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
か

ら
、
２
時
間
毎
の
体
位
変
換
を
実
施
す

る
な
ど
し
て
褥
瘡
の
発
症
を
予
防
す
べ

き
注
意
義
務
が
あ
っ
た
。

②
病
院
側
の
「
２
時
間
毎
の
体
位
変

換
な
ど
褥
瘡
予
防
措
置
を
実
施
し

て
い
た
」
と
い
う
主
張
に
つ
い
て

看
護
記
録
に
は
、
体
位
変
換
に
つ
い

て
の
記
載
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。証
人（
看

護
師
）は
、「
２
時
間
毎
の
体
位
変
換
は
、

看
護
計
画（
引
継
ぎ
の
た
め
の
カ
ー
デ

ッ
ク
ス
）に
記
載
さ
れ
て
い
た
の
で
、

体
位
変
換
の
際
、
痛
み
を
訴
え
る
な
ど

異
常
が
あ
っ
た
と
き
だ
け
看
護
記
録
に

記
載
し
、
異
常
が
な
か
っ
た
場
合
は
記

載
し
な
か
っ
た
」
と
証
言
す
る
。
し
か

し
、
カ
ー
デ
ッ
ク
ス
も
既
に
廃
棄
さ
れ

存
在
せ
ず
、
看
護
記
録
に
も
記
載
が
な

い
の
で
、
２
時
間
毎
の
体
位
変
換
の
実

施
を
積
極
的
に
認
め
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
。

③
病
院
側
の
「
Ｂ
さ
ん
の
母
親
に
エ

ア
ー
マ
ッ
ト
の
使
用
を
勧
め
た
が
、

経
済
的
負
担
を
理
由
に
断
ら
れ
た
」

と
い
う
主
張
に
つ
い
て

　

エ
ア
ー
マ
ッ
ト
使
用
料
は
１
日

２
０
０
円
と
低
額
。
看
護
師
ら
が
そ
の

効
用
を
説
明
し
て
勧
め
た
と
す
れ
ば
、

母
親
が
そ
の
使
用
を
断
る
こ
と
は
考
え

難
い
。
よ
っ
て
、
病
院
の
主
張
は
採
用

で
き
な
い
。

④
病
院
の
処
置

　

急
性
期（
黒
色
期
）の
褥
瘡
に
対
し
、

赤
色
期（
慢
性
期
）の
褥
瘡
に
使
用
さ
れ

る
薬
剤
を
使
用
す
る
な
ど
、
処
置
の
方

法
が
適
切
で
あ
っ
た
か
疑
問
が
残
る
。

（１）ケアをしたら必ず記録に残そう！
（２） 治療に必要な措置については，しっかりと

患者・家族に説明して理解を得よう！

『
医
師
・
看
護
師
ら
に
は
、褥
瘡
予
防
措
置
を
実
施
し
な

か
っ
た
過
失
が
あ
る
の
で
、損
害
賠
償
責
任
を
負
う
』

これだけは
覚えておきたい！

裁
判
所
の
判
断

2
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先
日
、
あ
る
看
護
師
さ
ん
か
ら
こ
ん

な
質
問
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
皆
さ
ん

も
気
に
な
る
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
の

で
、今
回
は
、病
院
か
ら
の
退
去
請
求
を

認
め
た
名
古
屋
高
等
裁
判
所
平
成
20
年

12
月
２
日
判
決
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

こ
ん
な
事
例
で
す

　

急
性
心
筋
梗
塞
の
治
療
を
受
け
た
C

さ
ん
が
「
医
療
ミ
ス
に
よ
っ
て
損
害
を

被
っ
た
」
と
言
っ
て
入
院
を
続
け
、
５

年
以
上
も
の
間
退
院
し
て
く
れ
ま
せ

ん
。
困
っ
た
病
院
は
、
①
医
療
ミ
ス
は

な
く
損
害
賠
償
の
義
務
は
存
在
し
な
い

こ
と
の
確
認
、
②
病
院
か
ら
の
退
去（
こ

こ
に
注
目
！
）な
ど
を
求
め
て
訴
え
を

起
こ
し
ま
し
た
。

臨
床
現
場
の
み
な
さ
ん
へ

　

こ
の
判
決
は
、
患
者
さ
ん
に
「
退
去

義
務
あ
り
」
と
さ
れ
る
３
つ
の
条
件
を

示
し
て
い
ま
す
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

医
師
の
診
断
に
は
合
理
性
が
求
め
ら
れ

て
お
り
、
例
え
ば
平
均
在
院
日
数
短
縮

の
た
め
に
、
ま
だ
入
院
の
必
要
性
が
あ

る
患
者
を
退
院
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
な

こ
と
が
許
さ
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
と
は
い
え
逆
に
、
患
者
が
④
な
ど

の
事
情
を
理
由
に
入
院
の
継
続
を
希
望

し
て
も
、
３
条
件
に
問
題
が
な
け
れ
ば

応
じ
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
こ
の
裁
判
例
で
は
、
病
院
が

患
者
に
対
し
裁
判
を
起
こ
し
て
い
る
こ

と
も
１
つ
の
特
徴
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、

医
療
ミ
ス
を
ち
ら
つ
か
せ
て
居
座
る
患

者
さ
ん
に
対
し
、
病
院
は
何
も
で
き
な

い
わ
け
で
は
な
く
、
積
極
的
に
「
損
害

賠
償
債
務
な
ん
て
負
っ
て
い
な
い
」
と

確
認
す
る
裁
判
が
で
き
ま
す
。

　

裁
判
で
退
去
義
務
が
認
め
ら
れ
れ

ば
、
そ
れ
を
強
制
す
る
手
段
も
一
応
あ

り
ま
す
の
で
、
患
者
さ
ん
の
居
座
り
に

お
困
り
の
場
合
は
、
ぜ
ひ
こ
の
裁
判
例

を
参
考
に
な
さ
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

「
患
者
さ
ん
を
退
院
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
？
」

　

裁
判
所
は
、
ま
ず
本
件
の
診
療

経
過
に
お
い
て
、医
師
・
看
護
師
の

過
失
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
上

で
、
病
院
か
ら
の
退
去
請
求
に
つ

い
て
次
の
と
お
り
判
断
し
ま
し
た
。

①
病
院
と
患
者
Ｃ
の
契
約
の
内

容

　

病
院
│
Ｃ
間
の
入
院
を
伴
う
診

療
契
約
は
、
病
院
の
入
院
患
者
用

施
設
を
利
用
し
て
、
患
者
の
病
状

が
、
通
院
可
能
な
程
度
に
ま
で
回

復
す
る
よ
う
に
、
治
療
に
努
め
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
契
約
で
あ

る
。

②
い
つ
患
者
は
退
去
義
務
を
負

う
か
。

　

患
者
は
、
入
院
を
伴
う
診
療
契

約
が
終
了
し
た
時
点
で
、
速
や
か

に
入
院
患
者
用
施
設
で
あ
る
病
室

か
ら
退
去
す
る
義
務
を
負
う
。

③
「
入
院
を
伴
う
診
療
契
約
が
終

了
し
た
時
点
」
と
は
？

　

❶
医
師
が
、
患
者
の
病
状
が
、

通
院
可
能
な
程
度
に
ま
で
治
癒
し

た
と
診
断
し
た
場
合
に
、
❷
同
診

断
に
基
づ
き
病
院
か
ら
患
者
に
対

し
退
院
す
べ
き
旨
の
意
思
表
示
が

あ
っ
た
と
き
は
、
❸
医
師
の
診
断

が
医
療
的
裁
量
を
逸
脱
し
た
不
合

理
な
も
の
で
あ
る
な
ど
の
特
段
の

事
由
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
入

院
に
伴
う
診
療
契
約
は
終
了
す

る
。

④「
収
入
、資
産
、居
住
先
が
な
い
」

「
就
労
が
困
難
で
あ
る
」と
い

う
C
の
主
張
に
つ
い
て

　

現
在
、
Ｃ
は
１
人
で
車
で
外
出

す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
、
日
常

生
活
に
大
き
な
支
障
が
な
く
、
退

院
し
て
も
通
院
加
療
に
よ
り
病
状

を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
可
能
で
あ
る
。

そ
の
上
、
Ｃ
を
扶
養
す
べ
き
親
族

が
存
在
す
る
こ
と
も
う
か
が
わ
れ

る
。
よ
っ
て
、
病
院
の
Ｃ
に
対
す

る
退
院
請
求
は
信
義
則
に
反
し
な

い
。

【患者さんに退院を求めることができる場合】

『
患
者
に
は
病
室
を
退
去
す
べ
き
義
務
が
あ
る
』

裁
判
所
の
判
断

3

最低でも
この３つの条件は

クリアしよう！

1

2

3

「患者の病状が通院治療でコントロールできる」という医師の診断がある。

病院が患者に「入院治療の必要性がないこと」「退院すべきであること」を告げた。

医師の診断が医療的裁量を逸脱した不合理なものであるなどの特段の事由がない。
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今
回
は
、
看
護
師
が
患
者
の
心
拍
数

の
異
常
を
知
ら
せ
る
ア
ラ
ー
ム
音
に
気

づ
か
な
か
っ
た
と
い
う
、
少
し
ド
キ
ッ

と
す
る
事
例
で
す（
神
戸
地
方
裁
判
所

平
成
23
年
9
月
27
日
判
決
）。
忙
し
い

業
務
の
中
で
も
優
先
順
位
を
つ
け
て
対

応
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
ね
。

こ
ん
な
事
例
で
す

　

重
症
肺
炎
が
悪
化
し
、
人
工
呼
吸
器

を
装
着（
気
管
切
開
）し
て
い
た
D
さ
ん

（
3
0
3
号
室
）に
は
、
心
電
図
な
ど
の

モ
ニ
タ
ー
が
装
着
さ
れ
、
ナ
ー
ス
ス
テ

ー
シ
ョ
ン（
N
S
）内
の
モ
ニ
タ
ー
画
面

に
、
心
電
図
、
心
拍
数
、
呼
吸
数
が
表

示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
○
月
×
日
の
経

過
は
次
の
と
お
り
で
す
。

「
ア
ラ
ー
ム
音
は
最
優
先
!?
」

看
護
師
が
負
う
注
意
義
務
の
内
容

　

本
件
モ
ニ
タ
ー
は
、
心
拍
数
が
下
限

値
を
下
回
る
か
上
限
値
を
超
え
た
場
合

に
N
S
内
の
看
護
師
ら
に
異
常
を
知
ら

せ
る
ア
ラ
ー
ム
が
鳴
る
仕
組
み
に
な
っ

て
い
た
。
N
S
に
い
る
看
護
師
と
し
て

は
、
ア
ラ
ー
ム
が
鳴
っ
た
場
合
に
は
、

直
ち
に
モ
ニ
タ
ー
を
確
認
し
て
単
な
る

一
時
的
な
異
常
と
判
断
さ
れ
る
場
合
以

外
は
、
そ
の
患
者
の
病
室
を
訪
問
し
て

異
常
の
原
因
を
除
去
し
た
り
医
師
に
異

常
を
伝
え
る
な
ど
の
措
置
を
と
る
べ
き

注
意
義
務
が
あ
る
。

A
は
、
事
故
日
の
①
、
②
、
③
の
間
、

N
S
に
お
り
、
D
の
心
拍
数
ア
ラ
ー
ム

が
鳴
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何

ら
の
対
応
も
行
っ
て
い
な
い
か
ら
、
注

意
義
務
に
違
反
し
た
。

『
ア
ラ
ー
ム
に
気
づ
か
な
か
っ
た
看
護
師
に
は
過
失
が
あ
る
。』

裁
判
所
の
判
断

4

① 　短時間（30秒間）で、Aは、306号の患者の対応途
中にNSに立ち寄ったものであるが、約50床の患者
を3名の看護師で対応し、当時うち2名はおむつ交換
を順次行いNSにいなかったという以上、複数の業務
のうち適宜優先すべき業務から対応すべきである。
　アラームへの不対応や遅滞は人命にかかわる場合
もあるので、おむつ交換よりも優先すべきであった。
なお、Aがアラームが鳴っていること自体に気づ

かなかったとすれば、特に気づかなかったとしても
やむを得なかったというべき事情（緊急の業務への
従事など）も認められないから、気づかなかったこ
と自体が過失となる。（下線部は②、③でも同じ判断）

② 　短時間（30秒間）で、Aは、305号の患者のNCに
対応するためにNSを出たが、NCはごく日常的なこ
とも含めて様々な原因でされるものであって（この
際もおむつ交換のためにNCがされた）、アラーム対
応を優先すべきであった。

③ 　1分半程度の時間があり、比較的余裕をもって対
応することができたはず。Aは、315号室の患者に
よるNCに対応するためにNSを出たが（この際は患
者と話をしただけ）、アラーム対応を優先すべきで
あった。

○月×日 患者の状態、看護師の行動 アラーム

5時16分頃 看護師Aはナースコール（NC）を受けて306号室へ。おむつ交換。

　  20分頃まで Dの気道からカニューレが抜けかけ、気道を不完全に閉塞。呼吸が困難な状態。

　  21分14秒頃
①

ナースステーションに戻り手洗い。 鳴

　  21分39秒頃 再び306号室へ 鳴

　  23分59秒頃
②

ナースステーションに戻る。 鳴

　  24分34秒頃 ナースコールを受けて305号室へ。おむつ交換。 鳴

　  29分20秒頃 汚物処理をトイレで。

　  29分21秒頃
③

トイレを出てナースステーションに戻り手洗い。 鳴

　  31分04秒頃 ナースコールを受けて315号室へ。患者と会話。 鳴

　  31分42秒頃 ナースコールを受けて315号→306号へ。

　  31分55秒頃
ナースステーションに戻り手洗い後、複数の患者のアラームが鳴っていたので、
モニター確認。Dの心拍数が下がり、除脈に。

鳴

　  37分13秒頃
訪室。カニューレが抜けかけ、左頸静脈の点滴ルートが外されていた。Dは瞳孔
散大。呼吸停止。心拍数20前後。

Dは意識を回復することなく約10か月後に死亡。

 それぞれの時間の対応
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先
日
、
患
者
の
死
亡
と
い
う
結
果
が
発

生
し
た
医
療
事
故
の
第
三
者
機
関
へ
の

届
出
と
、
原
因
究
明
の
た
め
の
院
内
調
査

を
す
べ
て
の
医
療
機
関
に
義
務
づ
け
る

医
療
法
改
正
案
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
本
国

会
で
成
立
す
る
見
込
み
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
制
度
で
は
、
遺
族
・
医
療
機
関
か
ら

の
依
頼
が
あ
れ
ば
、
第
三
者
機
関
に
よ
る

調
査
も
可
能
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
遺

族
が
院
内
調
査
の
結
果
に
納
得
で
き
な

い
場
合
な
ど
を
想
定
し
て
い
る
制
度
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
今
回
は
、
医
療
事
故
の
原
因

究
明
は
、
誰
の
法
的
な
利
益
か
を
考
え
て

み
ま
し
ょ
う
。
東
京
地
方
裁
判
所
平
成
22

年
1
月
28
日
判
決（
判
タ
1
3
2
8
号

1
6
7
頁
）を
ご
紹
介
し
ま
す
。

こ
ん
な
事
例
で
す

　

肺
炎
で
死
亡
し
た
患
者
の
家
族
が
、
病

院
に
、
診
療
録
の
開
示
を
求
め
ま
し
た
。

し
か
し
、
病
院
側
は
、
再
三
の
求
め
に
も

応
じ
ず
、
そ
の
後
、
遺
族
か
ら
訴
訟
が
提

起
さ
れ
た
時
点
で
は
診
療
録
を
紛
失
し

て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
遺
族
は
、
病
院

に
は
診
療
録
を
隠
匿
し
た
故
意
・
過
失
が

あ
る
と
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
ま
し
た
。

臨
床
現
場
の
み
な
さ
ん
へ

　

以
上
の
と
お
り
、
裁
判
所
は
患
者
・

家
族
の
「
真
相
を
知
り
た
い
」「
情
報
を

開
示
し
て
も
ら
い
た
い
」
と
い
う
思
い

に
つ
い
て
、
患
者
・
家
族
の
法
的
な
利

益
と
し
て
認
め
て
い
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
患
者
・
家
族
の
原
因

究
明
作
業
を
妨
害
し
、
そ
れ
に
よ
り
精

神
的
苦
痛
を
与
え
た
り
す
る
と
、
法
的

利
益
を
侵
害
し
た
も
の
と
し
て
、
法
的

責
任
が
生
じ
る
余
地
が
あ
り
ま
す
。
本

判
決
も
、
診
療
録
や
看
護
記
録
が
医
療

裁
判
で
最
も
重
要
な
証
拠
と
な
っ
て
い

る
実
状
を
踏
ま
え
、
病
院
の
損
害
賠
償

責
任
を
認
め
て
い
ま
す
。

　

少
し
極
端
な
事
例
で
は
あ
り
ま
す
が
、

医
療
事
故
の
第
三
者
調
査
機
関
が
設
置

さ
れ
た
タ
イ
ム
リ
ー
な
話
題
で
も
あ
り

ま
す
か
ら
、
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

「
医
療
事
故
の
原
因
究
明
は
、
誰
の
法・

的・

な
利
益
？
」

①
医
師
法
を
根
拠
に
診
療
録
の
開
示
を

　

求
め
ら
れ
る
か
。

で
き
な
い

　

医
療
を
受
け
た
者
や
そ
の
家
族
が
、

医
師
法
に
基
づ
い
て
、
当
然
に
病
院
又

は
診
療
所
の
管
理
者
に
対
し
て
診
療
録

の
開
示
を
求
め
る
権
利
を
有
し
て
い
る

と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

②
患
者
・
家
族
は
原
因
究
明
の

　

法
的
な
利
益
を
有
す
る
か
。

有
す
る

　

他
方
、
医
療
は
、
生
命
の
尊
重
と
個

人
の
尊
厳
の
保
持
を
旨
と
し
、
医
療
の

担
い
手
と
医
療
を
受
け
る
者
と
の
信
頼

関
係
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
る
か
ら（
医
療
法
１
条
の
２
）、
医

療
行
為
後
に
死
亡
や
後
遺
症
と
い
っ
た

悪
し
き
結
果
が
生
じ
た
場
合
に
、
患
者
・

家
族
が
、
そ
の
結
果
が
生
じ
た
原
因
を

知
り
た
い
と
考
え
る
こ
と
は
自
然
な
成

り
行
き
で
あ
り
、
そ
の
解
明
の
た
め
に
、

医
療
機
関
側
の
説
明
の
ほ
か
に
、
第
三

者
の
意
見
を
求
め
た
い
と
考
え
る
に
至

っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
を
不
当
・
過
大
な

要
求
と
決
め
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

そ
し
て
、
患
者
の
生
命
や
健
康
は
、

患
者
本
人
の
み
な
ら
ず
家
族
に
と
っ
て

も
極
め
て
重
要
な
保
護
法
益
で
あ
り
、

ま
た
、
医
療
機
関
に
は
、
診
療
契
約
に

基
づ
い
て
患
者
・
家
族
に
診
療
内
容
を
報

告
す
べ
き
義
務
が
あ
る
か
ら
、
医
療
行

為
後
に
悪
し
き
結
果
が
生
じ
た
場
合
に

は
、
患
者
・
家
族
は
そ
の
原
因
究
明
を
試

み
る
こ
と
に
つ
い
て
も
法
的
な
利
益
を

有
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
診

療
録
や
看
護
記
録
は
、
医
療
行
為
を
記

録
し
た
最
も
重
要
な
資
料
で
あ
る
か
ら
、

医
療
機
関
が
適
切
な
管
理
を
怠
っ
た
た

め
に
患
者
・
家
族
の
原
因
究
明
の
手
段
が

制
約
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
精
神
的
苦

痛
を
被
っ
た
場
合
に
は
、
医
療
機
関
側

の
対
応
い
か
ん
に
よ
っ
て
、
患
者
・
家
族

の
法
的
利
益
を
侵
害
し
た
も
の
と
し
て
、

不
法
行
為
が
成
立
す
る
余
地
が
あ
る
。

『
診
療
録
の
適
切
な
管
理
を
怠
っ
た
過
失
が
あ
る
』

裁
判
所
の
判
断

5
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今
回
は
、
く
す
り
に
関
す
る
裁
判
例

（
最
高
裁
平
成
8
年
1
月
23
日
判
決（
判

タ
9
1
4
号
1
0
6
頁
））を
ご
紹
介
し

ま
す
。
看
護
師
も
薬
剤
を
扱
う
こ
と
が

多
い
で
す
か
ら
、
し
っ
か
り
と
チ
ェ
ッ

ク
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

こ
ん
な
事
例
で
す

A（
7
歳
5
か
月
）が
虫
垂
切
除
手
術

を
受
け
た
と
こ
ろ
、
腰
椎
麻
酔
シ
ョ
ッ

ク
に
よ
り
手
術
中
に
心
停
止
に
陥
り
、

蘇
生
後
に
重
大
な
脳
機
能
低
下
症
の
後

遺
症
が
残
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
A
の

両
親
は
、
病
院
や
医
師
に
対
し
、
損
害

賠
償
を
求
め
ま
し
た
。

　

本
件
で
使
用
さ
れ
た
麻
酔
剤
は
ペ
ル

カ
ミ
ン
S（
主
成
分
は
ジ
ブ
カ
イ
ン
）。

そ
の
添
付
文
書（
能
書
）の
「
副
作
用
と

そ
の
対
策
」
の
項
に
は
、
血
圧
対
策
と

し
て
、「
麻
酔
剤
注
入
前
１
回
、
注
入
後

は
10
分
な
い
し
15
分
ま
で
２
分
間
隔
に

血
圧
を
測
定
す
る
こ
と
」
が
記
載
さ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
医
師
は
、
手
術
に
あ

た
り
介
助
の
看
護
師
に
５
分
ご
と
に
血

圧
を
測
定
し
て
報
告
す
る
よ
う
に
指
示

し
て
い
ま
し
た
。

臨
床
現
場
の
み
な
さ
ん
へ

　

こ
の
判
例
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
医

薬
品
の
使
用
上
の
注
意
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
に
従
わ
な
い
合
理
的
な
理
由
が
な

い
限
り
、
従
わ
な
い
と
、
過
失
が
推
定

さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、

医
療
機
関
側
が
、
過
失
が
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
を
主
張
・
立
証
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
の
で
、
と
て
も
大
変
に
な

り
ま
す
。
も
っ
と
も
、
合
理
的
な
理
由

が
あ
れ
ば
、
従
わ
な
く
て
も
よ
く
、
実

際
に
そ
の
よ
う
に
判
断
し
た
事
例
も
あ

り
ま
す（
大
阪
地
裁
平
成
25
年
2
月
27

日
判
タ
1
3
9
3
号
2
0
6
頁
）。

　

ど
ち
ら
に
し
て
も
、
使
用
上
の
注
意

は
よ
く
み
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
の

で
、
こ
の
点
は
覚
え
て
お
い
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
医
薬
品
の
使
用
上
の
注
意
事
項
を
み
て
い
ま
す
か
？
」

（
１
）医
師
の
注
意
義
務
の
基
準
は
？

　

人
の
生
命
・
健
康
を
管
理
す
べ
き
業
務

（
医
業
）に
従
事
す
る
者
は
、
そ
の
業
務
の

性
質
に
照
ら
し
、
危
険
防
止
の
た
め
に
実

験
上
必
要
と
さ
れ
る
最
善
の
注
意
義
務

を
要
求
さ
れ
る
。
具
体
的
に
、
医
師
の
注

意
義
務
の
基
準
と
な
る
の
は
、
一
般
的
に

は
診
療
当
時
の
い
わ
ゆ
る
臨
床
医
学
の

実
践
に
お
け
る
医
療
水
準
で
あ
る
。

（
２
）臨
床
医
学
の
実
践
に
お
け
る

　
　

医
療
水
準
と
は
？

　

こ
れ
は
、
全
国
一
律
に
絶
対
的
な
基
準

と
し
て
考
え
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
診

療
に
あ
た
っ
た
当
該
医
師
の
専
門
分
野
、

所
属
す
る
診
療
機
関
の
性
格
、
そ
の
所
在

す
る
地
域
の
医
療
環
境
の
特
性
等
の
諸

般
の
事
情
を
考
慮
し
て
決
せ
ら
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
る
が
、
医
療
水
準
は
、
医
師

の
注
意
義
務
の
基
準（
規
範
）と
な
る
も
の

で
あ
る
か
ら
、
平
均
的
医
師
が
現
に
行
っ

て
い
る
医
療
慣
行
と
は
必
ず
し
も
一
致

す
る
も
の
で
は
な
く
、
医
師
が
医
療
慣
行

に
従
っ
た
医
療
行
為
を
行
っ
た
か
ら
と

い
っ
て
、
医
療
水
準
に
従
っ
た
注
意
義
務

を
尽
く
し
た
と
直
ち
に
い
う
こ
と
は
で

き
な
い
。

（
３
）本
件
で
は
、
医
療
水
準
を

　
　

ど
う
考
え
る
か
？

　

原
判
決
は
、
本
件
能
書
の
記
載
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
昭
和
49
年
頃
は
、
血
圧
は
少

な
く
と
も
5
分
間
隔
で
測
る
と
い
う
の

が
一
般
開
業
医
の
常
識
で
あ
っ
た
と
し

て
、
当
時
の
医
療
水
準
を
基
準
に
す
る
限

り
、
医
師
に
過
失
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

は
で
き
な
い
、と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

医
薬
品
の
添
付
文
書（
能
書
）の
記
載
事
項

は
、
当
該
医
薬
品
の
危
険
性（
副
作
用
等
）

に
つ
き
最
も
高
度
な
情
報
を
有
し
て
い

る
製
造
業
者
や
輸
入
販
売
業
者
が
、
投
与

を
受
け
る
患
者
の
安
全
を
確
保
す
る
た

め
に
、
こ
れ
を
使
用
す
る
医
師
等
に
対
し

て
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
目
的
で
記

載
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
医
師
が
医
薬

品
を
使
用
す
る
に
あ
た
っ
て
右
文
書
に

記
載
さ
れ
た
使
用
上
の
注
意
事
項
に
従

わ
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
医
療
事
故
が
発
生

し
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た

こ
と
に
つ
き
特
段
の
合
理
的
理
由
が
な

い
限
り
、
当
該
医
師
の
過
失
が
推
定
さ
れ

る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

『
医
師
に
は
過
失
が
認
め
ら
れ
る
』

裁
判
所
の
判
断
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