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在宅医療を受ける患者と家族の生活を支援する情報連携の仕組み
に関する研究∗

林　瑞恵

内容梗概

本論文では在宅医療を受ける患者とその家族の生活を支援するための情報連携の仕組
み”cocon”を提案する。これは、患者とその家族が在宅医療に関する情報を収集して自
らの医療に対する意思決定を支援することで、在宅での生活を維持するために必要なサ
ポートを在宅医療関係者から受けるための仕組みである。”cocon”は患者宅に置くイン
ターネット端末を利用して患者とその家族、在宅医療関係者が患者の情報を入力するこ
とで、患者と家族が在宅医療に関する情報を収集して一元的に保有し、各関係者が患者
の情報を共有することができるアプリケーションである。
　このような仕組みが必要であるのは在宅医療の現場では関係者がそれぞれ別の機関に
所属しているため、各関係者が持つ患者の情報が分散して管理されており、患者とその家
族が一元的に患者の情報を収集し、把握することのできる仕組みがないからである。患
者の状態や、受けているケアの内容といった在宅医療の情報を把握することができない
と患者とその家族は在宅医療に関する意思決定を行うことができない。そして、意思決
定を行うことができないと患者とその家族は在宅での生活を維持してゆくことができな
いのである。生活の中に医療がある在宅医療では患者とその家族自身が生活を維持して
いくことが求められるのだ。”cocon”は、そのような患者とその家族が在宅での生活を
維持するために必要とする情報を在宅医療関係者から収集して、情報を一元化して管理
することで患者とその家族が情報を把握することができるようにするための装置である。
　本研究では、民族誌学的調査に基づいて在宅医療を受ける患者とその家族の生活を支
援するための情報連携の仕組み”cocon”を提案する。また、質的調査として患者とその
家族、訪問診療を行う医師、訪問看護師、訪問介護を行うヘルパーに ”cocon ”を利用
してもらい、参与観察とインタ ビューを実施した。その結果を質的データ分析法に基づ
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いて分析することで、本論文において提案した仕組みの検証を行った。
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Research for information sharing structure to support

patient and their families’ lives in home care∗

Mizue Hayahi

Abstract

This paper will propose information sharing structure named ”cocon” for patients’

families and all the concerned as home care to support patient’s lives.By using this

system patients’ families is capable of gathering information as home medical care to

support decision making about own care policy, and receiving necessary support from

all relevant players as home care.Internet device ”cocoon” placed at patients’ home

enable patients’ family to keep information as home care themselves and share infor-

mation among all relevant players.Therefore by using ”cocon”, patients’ families can

gather necessary information from relevant players as home care and give information

to them.

　 As all relevant players belong to different organizations in the distance, all the pa-

tients’ records manage in different organizations. Therefore there is no information

structure for patients’ families to gather all patients’ records manage in an integrated

fashion.It is hard for patients’ families to make decision without any information about

home care, and if patients’ families can not make decision about their care policy, they

can not take necessary supports from relevant players as home care. In home care,

patients’ families required to keep their life by deciding their care policy and necessary

supports.”cocon” manage home care information in an integrated fashion so that pa-

tients’ families can figure out home care, by gathering care information from all the

relevant players as home care.

　 This paper will propose the information sharing structure to support patients fam-

ilies’ lives in home care by using application named ”cocoon” based on ethnographic
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field work.This paper will provide the effectiveness of the information sharing struc-

ture in home care by analyzing feedbacks from doctors, visiting nurses and home care

workers by conducting qualitative analysis.

Keywords:

Information Sharing, Home care, Supporting Patients’ Life, Ethnography Research
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