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IoT・AIを導入した在宅医療

超
高
齢
社
会
の
到
来
に
伴
い
医
療
需
要

は
大
き
く
変
化
し
て
い
ま
す
。
特
に
地
方
で

は
都
会
よ
り
10
年
、
20
年
高
齢
化
の
進
展

が
早
く
、
既
に
後
期
高
齢
者
の
中
で
も
85

歳
以
上
高
齢
者
が
急
増
す
る
と
い
う
大
き

な
課
題
に
直
面
し
て
い
ま
す
。こ
の
問
題
は
、

従
来
の
よ
う
に
施
設
な
ど
の
箱
物
を
作
っ
た

り
、
た
だ
介
護
ス
タ
ッ
フ
を
増
や
す
と
い
う

だ
け
の
発
想
で
は
、
財
政
的
に
も
マ
ン
パ

ワ
ー
の
面
か
ら
も
無
理
な
の
は
明
ら
か
で

す
。
そ
こ
で
我
々
は「
在
宅
は
難
し
い
」と
い

う
考
え
を
改
め
、「
85
歳
以
上
で
も
施
設
か

ら
在
宅
へ
」の
流
れ
を
本
格
化
す
る
た
め
に
、

入
院
か
ら
在
宅
医
療
に
向
け
て
の
一
貫
し
た

取
り
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。本
格
的
な「
治

す
医
療
」か
ら
、「
治
し
支
え
る
医
療
」へ
の

転
換
で
す
。

我
々
の
取
り
組
み
を
紹
介
し
ま
す
と
、
こ

れ
ま
で
実
績
を
積
ん
で
き
た
退
院
直
後
の
多

職
種
協
働
の
チ
ー
ム
に
よ
る
在
宅
医
療
と
並

行
し
て
、
2
0
1
6
年
10
月
よ
り
、
I
T

企
業
と
協
力
し
て
、IoT

（
モ
ノ
の
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
）と
A
I（
人
工
知
能
）を
使
っ
た
在

宅
見
守
り
シ
ス
テ
ム
の
実
証
実
験
を
進
め
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
パ
ソ
コ
ン
類
以
外
の〝
モ

ノ
〞に
セ
ン
サ
ー
を
取
り
付
け
て
、イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
介
し
て
離
れ
た
場
所
で
も
、
そ
の

状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
場

合
に
よ
っ
て
は
、
そ
の〝
モ
ノ
〞を
操
作
す
る

こ
と
も
可
能
と
い
う
新
し
い
考
え
の
応
用
で

す
。「
ア
ク
シ
デ
ン
ト
発
生
を
如
何
に
早
く

見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
」が
、
在
宅
見

守
り
で
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
が
、IoT・

AI

技
術
を
用
い
て
、
そ
の
可
能
性
を
探
る
大

き
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
で
す
。
自
宅
に
は「
A
I

カ
メ
ラ
」
を
設
置
し
、
取
得
し
た
映
像
を

「O
PT

iM

 C
loud IoT

 O
S

」に
搭
載
さ
れ

て
い
る
A
I
を
用
い
て
解
析
し
、
転
倒
動
作

や
長
時
間
不
動
な
ど
の
異
常
を
検
知
す
る

こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。
こ
の
A
I
カ
メ

ラ
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
配
慮
し
て
お
り
、
基

本
的
に
映
像
は
A
I
を
通
じ
て
の
み
の
見

守
り
に
な
り
ま
す
。
異
常
を
検
知
し
た
と
き

は「O
PT

iM

 C
loud IoT

 O
S

」か
ら
病
院

や
家
族
へ
通
知
し
、
家
族
の
許
可
を
得
た
上

で
起
動
し
、
初
め
て
病
院
に
お
い
て
生
の
映

像
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
と
な
っ
て

い
ま
す（
特
許
出
願
中
）。
さ
ら
に
、
夏
期
の

熱
中
症
を
防
ぐ
た
め
の
温
度
セ
ン
サ
ー
に
よ

る
室
温
管
理
や
、
患
者
が
装
着
し
て
い
る
ス

マ
ー
ト
ウ
ォ
ッ
チ
上
の
ナ
ー
ス
コ
ー
ル
が
押

さ
れ
る
と
病
院
に
通
知
し
、
患
者
宅
の
タ
ブ

レ
ッ
ト（
一
般
テ
レ
ビ
も
使
用
可
能
）を
強
制

的
に
起
動
さ
せ
る「
ナ
ー
ス
コ
ー
ル
機
能
」、

患
者
の
身
体
状
態
を
よ
り
明
確
に
把
握
で

き
る「
バ
イ
タ
ル
デ
ー
タ
収
集
機
能
」
な
ど

を
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
し
て
在
宅
で
の
提
供
を
検

討
し
て
い
ま
す
。
こ
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
よ
っ

て
、
自
宅
に
居
な
が
ら
病
院
内
で
医
師
や
看

護
師
に
見
守
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
よ
う
な
状

態
を
実
現
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

現
在
実
証
実
験
中
で
は
あ
り
ま
す
が
、
お

使
い
い
た
だ
い
た
患
者
さ
ん
か
ら
は
緊
急
時

の
不
安
が
軽
減
し
、
退
院
後
の
自
宅
で
の
生

活
に
自
信
が
つ
い
た
と
の
声
を
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。
ま
た
ご
家
族
か
ら
も
介
護
の
不
安

が
軽
減
し
た
な
ど
好
評
で
す
。

少
子
高
齢
化
が
続
く
中
、
医
療
や
介
護

分
野
に
お
い
て
も
マ
ン
パ
ワ
ー
に
頼
る
だ
け

で
は
な
く
、
I
C
T
を
活
用
し
た
情
報
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は

当
然
の
帰
結
と
い
え
ま
す
。
以
上
、
パ
ラ
ダ

イ
ム
シ
フ
ト
が
求
め
ら
れ
る
時
代
に
あ
っ

て
、
我
々
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
ご
紹
介
い

た
し
ま
し
た
。
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IoT・AIによる在宅見守りの高齢者にアクシデントが起きた場合にアラートが鳴り知らせる。
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