
　
坂
本
　
高
齢
化
が
進
む
に
つ
れ
て
医
療
機

関
を
受
診
す
る
人
が
増
え
、
患
者
さ
ん
の

ニ
ー
ズ
も
多
様
化
し
て
い
ま
す
。
入
院
日
数

が
短
く
な
り
、
医
療
の
高
度
化
・
複
雑
化
も

加
速
し
て
い
ま
す
。
看
護
職
の
負
担
は
増
す

ば
か
り
で
す
。

　
看
護
職
は
２４
時
間
３
６
５
日
、
夜
勤
・
交

代
制
勤
務
で
患
者
さ
ん
を
ケ
ア
し
ま
す
。
や

り
が
い
は
あ
り
ま
す
が
、
夜
勤
を
伴
う
労
働

環
境
な
ど
が
離
職
や
体
調
を
崩
す
原
因
に
も

な
っ
て
い
ま
す
。
看
護
職
が
意
欲
を
持
っ
て

働
き
続
け
ら
れ
な
け
れ
ば
、
看
護
の
質
を
維

持
す
る
こ
と
も
難
し
く
な
り
ま
す
。

　
井
上
　
看
護
職
の
大
半
は
女
性
だ
と
思
い

ま
す
。
子
育
て
や
介
護
な
ど
、
家
庭
で
の
役

割
を
背
負
っ
て
い
る
方
も
多
く
、
負
担
感
は

大
き
い
で
し
ょ
う
。
責
任
感
が
強
く
、
が
ん
ば

り
す
ぎ
て
し
ま
う
人
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で

し
ょ
う
ね
。

　
坂
本
　
１
人
の
看
護
職
が
燃
え
尽
き
、
離

職
し
て
し
ま
う
と
、
周
囲
の
負
担
が
一
気
に

増
え
て
皆
が
疲
弊
し
て
し
ま
い
ま
す
。
つ
ま

り
、
１
人
の
Ｗ
Ｌ
Ｂ
を
実
現
す
る
こ
と
は
、

チ
ー
ム
全
体
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
向
上
さ

せ
、
看
護
の
質
の
向
上
に
つ
な
が
る
の
で
す
。

看
護
職
の
笑
顔
ほ
ど
病
院
の
利
益
に
な
る
も

の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
に
余
裕
が
な
け
れ

ば
、
患
者
さ
ん
の
要
望
に
き
め
細
か
く
応
え

る
の
は
難
し
い
。
看
護
職
の
Ｗ
Ｌ
Ｂ
を
な
お

ざ
り
に
す
る
こ
と
は
、
病
院
経
営
に
と
っ
て

も
大
き
な
マ
イ
ナ
ス
で
す
。

　
井
上
　
ど
ん
な
職
業
に
も
共
通
し
て
い
え

る
こ
と
で
す
ね
。
私
は
業
務
改
革
室
管
掌
時

代
、
特
に
支
払
い
や
入
力
業
務
を
担
う
部
門

で
は
適
切
な
余
裕
を
持
っ
て
業
務
に
当
た
れ

る
よ
う
改
革
を
推
進
し
ま
し
た
。
余
裕
が
な

い
と
ミ
ス
に
つ
な
が
り
、
結
果
ロ
ス
と
な
り

ま
す
。
患
者
さ
ん
の
命
を
預
か
る
看
護
職
は
、

な
お
さ
ら
余
裕
が
必
要
で
す
。

　
坂
本
　
日
本
看
護
協
会
は
、「
看
護
職
の

安
全
と
健
康
が
、
患
者
の
安
全
と
健
康
を
守

る
」
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
夜
勤
・

交
代
制
勤
務
の
負
担
を
軽
減
し
、
看
護
職
が

働
き
続
け
ら
れ
る
環
境
を
整
備
す
る
た
め
、

新
た
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
つ
く
り
ま
し
た
。

　
看
護
職
の
安
全
と
健
康
を
守
る
職
場
づ
く

り
は
組
織
の
責
任
で
す
。
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に

は
、
毎
月
の
勤
務
表
を
作
成
す
る
際
に
留
意

す
べ
き
項
目
を
示
し
た
ほ
か
、
看
護
職
が
心

身
と
も
に
健
康
に
過
ご
す
た
め
の
ヒ
ン
ト
を

盛
り
込
み
ま
し
た
。
強
制
力
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
看
護
管
理
者
や
病
院
経
営
者
に
実
践
し

て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　
井
上
　
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
策
定
さ
れ
た
こ

と
は
、
看
護
職
を
取
り
巻
く
課
題
を
解
決
す

る
大
き
な
一
歩
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
当
社

も
様
々
な
制
度
を
整
え
、
今
で
は
全
社
員
の

約
４
割
が
女
性
で
、
ワ
ー
キ
ン
グ
マ
ザ
ー
比

率
は
１０
年
前
の
約
５
％
か
ら
約
２５
％
に
、
女

性
管
理
職
の
比
率
も
約
６
％
か
ら
約
１７
％
に

拡
大
し
て
い
ま
す
（
３
月
１
日
現
在
）。

　
坂
本
　
家
庭
と
両
立
し
な
が
ら
、
管
理
職

と
し
て
も
育
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
素
晴
ら
し

い
で
す
ね
。

　
井
上
　
よ
り
働
き
や
す
い
職
場
を
目
指
し

て
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
や
短
時
間
勤
務
を
導

入
し
た
ほ
か
、
女
性
社
員
向
け
の
研
修
も
実

施
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
若
手
の
女
性
社

員
向
け
に
開
催
す
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
、
外

部
の
講
師
や
女
性
管
理
職
と
交
流
す
る
機
会

を
設
け
、
長
期
的
な
キ
ャ
リ
ア
を
築
く
意
識

を
育
て
ま
す
。

　
産
休
前
・
育
休
中
の
社
員
向
け
に
開
く
懇

親
会
で
は
、
先
輩
ワ
ー
キ
ン
グ
マ
ザ
ー
と
の

情
報
交
換
を
通
じ
て
職
場
復
帰
後
の
イ
メ
ー

ジ
を
つ
か
め
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
２
０

１
０
年
度
か
ら
は
、
女
性
管
理
職
や
主
に
営

業
担
当
の
ワ
ー
キ
ン
グ
マ
ザ
ー
を
対
象
に
メ

ン
タ
リ
ン
グ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
始
め
ま
し
た
。

経
験
豊
か
な
先
輩
社
員
が
、
仕
事
や
キ
ャ
リ

ア
の
相
談
に
乗
り
ま
す
。
こ
う
し
た
取
り
組

み
を
通
じ
て
視
野
を
広
げ
、
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ

プ
し
な
が
ら
長
期
的
に
働
い
て
ほ
し
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

　
坂
本
　
日
本
看
護
協
会
も
、
短
時
間
正
職

員
制
度
な
ど
多
様
な
働
き
方
の
実
現
を
推
進

し
て
い
ま
す
。
一
人
一
人
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ

た
働
き
方
を
認
め
る
こ
と
で
、
継
続
的
に
働

く
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
看
護
の
専
門

職
と
し
て
能
力
を
高
め
た
り
、
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
に
携
わ
っ
て
い
く
こ
と
も
可
能
に
な
り
ま

す
。

　
ま
た
、
全
国
に
５５
万
〜
６５
万
人
い
る
と
推

計
さ
れ
て
い
る
潜
在
看
護
職
（
看
護
の
仕
事

に
就
い
て
い
な
い
有
資
格
者
）
の
中
に
は
、

復
職
を
望
ん
で
い
る
人
も
多
く
い
ま
す
。
柔

軟
な
働
き
方
が
可
能
に
な
れ
ば
現
場
復
帰
し

や
す
く
な
る
は
ず
で
す
。

　
離
職
率
が
低
下
し
、
人
員
が
増
え
れ
ば
、

現
場
に
余
裕
が
生
ま
れ
、
看
護
の
質
は
向
上

す
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
患
者
さ
ん

の
満
足
度
と
評
価
が
高
ま
れ
ば
、
病
院
経
営

に
も
プ
ラ
ス
に
な
る
は
ず
で
す
。

　
井
上
　
企
業
で
も
自
社
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
受
け

継
ぐ
社
員
が
辞
め
て
し
ま
う
の
は
損
失
で

す
。
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
に
、
仕
事
も
家
庭

も
犠
牲
に
し
な
い
で
済
む
社
内
制
度
を
整
え

る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
看
護
職
の
仕
事
の

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
何
で
す
か
。

　
坂
本
　
社
会
貢
献
の
意
識
が
強
く
、
患
者

さ
ん
が
健
康
に
な
り
、
喜
ん
で
く
れ
る
こ
と

が
看
護
職
の
喜
び
で
す
。
逆
に
言
え
ば
、
患

者
さ
ん
が
良
く
な
る
過
程
が
見
え
な
い
と
手

応
え
を
感
じ
に
く
い
。
入
院
日
数
が
短
く

な
っ
て
い
る
現
在
で
は
、
自
分
の
仕
事
の
成

果
が
見
え
に
く
く
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
維

持
に
苦
し
む
例
も
あ
り
ま
す
。

　
今
後
、
団
塊
の
世
代
が
後
期
高
齢
者
と
な

り
、
看
護
の
需
要
は
増
大
す
る
と
み
ら
れ
ま

す
。
看
護
職
の
確
保
は
、
病
院
に
と
っ
て
喫

緊
の
経
営
課
題
で
す
。
看
護
管
理
者
や
病
院

経
営
者
に
は
、
無
理
の
多
い
働
き
方
を
是
正

す
る
こ
と
で
離
職
を
防
ぎ
、
潜
在
看
護
職
の

復
帰
を
促
し
、
看
護
職
を
志
す
若
者
に
選
ば

れ
る
病
院
を
目
指
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま

す
。

　
井
上
　
当
社
は
、
ど
ん
な
に
収
益
を
上
げ

て
い
る
部
署
で
も
管
理
職
に
対
し
て
は
、
業

務
改
革
の
意
識
を
持
つ
よ
う
に
お
願
い
し
て

い
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
常
に
労
働
環

境
が
改
善
さ
れ
、
結
果
と
し
て
人
材
確
保
に

つ
な
が
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
は
病
院
も
同
じ

は
ず
で
す
。

　
坂
本
　
看
護
職
が
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
加
わ

れ
ば
、
現
場
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
経
営
に
生
か
せ

る
で
し
ょ
う
。
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
規
制
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
の
病
院
を
見
つ
め
直
す

ツ
ー
ル
と
し
て
活
用
し
、
で
き
る
と
こ
ろ
か

ら
改
善
を
進
め
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　
井
上
　
一
番
大
切
な
こ
と
は
、
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
や
制
度
が
適
正
に
運
用
さ
れ
る
こ
と
で

す
。
そ
の
た
め
に
も
各
部
署
の
管
理
職
の
制

度
に
対
す
る
理
解
・
浸
透
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

当
社
で
ワ
ー
キ
ン
グ
マ
ザ
ー
が
当
た
り
前
な

の
は
、
そ
の
結
果
で
す
。 

働
き
や
す
い
職
場

づ
く
り
が
質
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
に
つ
な
が
る

と
信
じ
て
共
に
が
ん
ば
り
ま
し
ょ
う
。

　
坂
本
　
働
く
女
性
の
１７
人
に
１
人
は
看
護

職
で
す
。
看
護
職
の
働
く
環
境
が
良
く
な
れ

ば
、
女
性
全
体
の
労
働
環
境
も
き
っ
と
良
く

な
る
は
ず
で
す
。
本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
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女
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防
ぐ

　超高齢社会が到来し、医療現場を支える看護職の役割は増すばかりだ。しかし、夜勤を含む交代制勤務からなる労
働環境は離職の原因の一つにもなっている。看護職のワーク・ライフ・バランス（WLB）の向上は患者のケアの質に
直結する問題であり、病院経営者にとって正面から取り組むべき課題だ。そこで、柔軟な働き方や女性の活用に先進
的な取り組みを実践しているオリックスの井上亮社長・グループ最高執行責任者（COO）と、日本看護協会の坂本す
が会長が対談。働く人のWLBについて意見を交わした。

公益社団法人日本看護協会

夜勤の負担を軽減し、もっと安全で健康に
　日本看護協会は、「看護職の安全と健

康が、患者の安全と健康を守る」と考え

ています。看護職が安全で健康に働き続

けられるように、夜勤・交代制勤務の負

担を軽減するためのガイドラインを作成

しました。

　ガイドラインでは、夜勤・交代制勤務

の現状と課題を整理し、「組織で取り組

む対策」として、勤務編成の基準やマネ

ジメント、人事労務管理のポイントなど

を解説しています。また、一人一人の看

護職が生活していく中で「個人で取り組

む対策」も紹介しています。

ガイドラインについて＞＞＞

■看護の仕事をお探しの方、もう一度看護職として働きたい方へ
　看護職の相談員が条件に合う職場を紹介します。また、復職に不安のある

看護職のための各種研修を実施しています。

■困ったことがあったらまずはナースセンターへ
　看護職の悩みを受ける窓口を設けています。職場や学校では相談できない

不安や悩みに、丁寧に対応します。

■東日本大震災の被災県の看護職確保について
　被災3県（岩手、宮城、福島）では、看護職の確保が困難な状況が続いて

います。被災地での就業を希望される方はぜひ、お近くのナースセンターに

ご連絡ください。

※インターネット上で「看護協会」「ナースセンター」などの文言を使って、サイトへの誘引を行っ
　ている有料職業紹介事業者があります。ご注意ください。

https://www.nurse-center.net/

（さかもと・すが）和歌山県立高等看護学院保健助産学部卒業後、同県立医科大学附
属病院に入職（助産婦）。1976年関東逓信病院（現NTT東日本関東病院）産婦人科病棟、
97年同院看護部長。2006年東京医療保健大学看護学科学科長・教授に就任。11年か
ら現職。第一線で患者に接してきた経験を生かし、安心・安全な医療の実現と看護
職の労働環境改善に尽力している。

（いのうえ・まこと）1975年中央大学卒業後、オリエント・リース（現
オリックス）入社。2003年投資銀行本部副本部長、05年執行役、
09年専務執行役、10年取締役 兼 執行役副社長、11年取締役 兼 代
表執行役社長・グループCOOに就任し、現在に至る。

http://www.nurse.or.jp/nursing/practice/shuroanzen/guideline/

看護職の仕事のことは

働
き
方
を
見
直
し
て

選
ば
れ
る
病
院
へ

人を大切にすることが
仕事の質向上につながる

ワーク・ライフ・バランスの実現が課題ワーク・ライフ・バランスの実現が課題

e-ナースセンター＞＞＞

ナースセンター

ガイドラインガイドライ
看護職の夜勤・交代制勤務に関する

看護職の働き方～スペシャル対談～看護職の働き方～スペシャル対談～


