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論文題目：身体侵襲を伴う診療場面における医師と看護師間相互行為の解明 

要約 

Ⅰ．緒言 

診療とは、医師が患者の疾病状態に対し医学的判断をし、疾病の治癒、症状の改善、病

気からの回復促進を目的1）として実施する診察や治療である。このような診療には、穿刺や

挿入等、身体への侵襲を伴う行為を含む診療もある。身体侵襲を伴う診療は、合併症や予

期せぬ傷害を発生する危険がある。看護師は、医師との相互行為を通して合併症や予期せ

ぬ傷害を防止し、安全な診療提供を支援する。 

 また、診療中、看護師は、患者、医師との相互行為を通して診療目標達成を支援する。

特に、診療を提供する医師との相互行為は、診療目標達成に直接影響を及ぼす。これらは、

医師と看護師の相互行為の知識が身体侵襲を伴う診療の安全な提供、診療目標達成に不可

欠であることを示す。 

 文献検討の結果、看護師の相互行為を解明した研究の多く2）は、患者や看護学生など、目

標達成の成果を得る側との相互行為を対象としており、目標達成に向けた支援を提供する

他専門職者との相互行為を対象とした研究は少ない。身体侵襲を伴う診療場面における医

師と看護師間相互行為を解明した研究は 1 件3）のみであり、手術中の診療用器械の受け渡し

という特定の行為に焦点を当てていた。しかし、身体侵襲を伴う診療は、手術室のみなら

ず、様々な診療場面にも展開され、その種類は多岐に及ぶ。多岐に及ぶ診療を補助する看

護師が活用可能な研究結果は産出されていない。 

 以上を背景とする本研究は、身体侵襲を伴う診療場面における医師と看護師間相互行為

を解明する。文献検討に基づき次の３段階を経て、診療目標を達成した相互行為を解明す

る。第１に相互行為分析に用いる医師と看護師各々の行動を表す概念を明らかにする。第

２に身体侵襲を伴う診療場面の相互行為を分析しパターンを明らかにする。第３に診療目

標達成場面と未達成場面の相互行為パターンを明らかにする。 

 この研究結果は、看護職者が身体侵襲を伴う診療場面において診療目標達成を支援する

ために必要な知識となる。また、相互行為の構造を示し、身体侵襲を伴う診療場面におい

て質の高い看護を実践できる看護職者養成に活用可能な知識となる。さらに、この成果に

基づく相互行為の展開は、身体侵襲を伴う診療を受ける患者への質の高い看護の提供に貢

献する。 

 

Ⅱ．研究目的 

身体侵襲を伴う診療場面における医師と看護師間相互行為の要素とパターンを解明し、



考察を通して診療目標達成場面の医師と看護師間相互行為の特徴を明らかにし、身体侵襲

を伴う診療を受ける患者に質の高い看護を提供できる看護職者養成に向けて提言する。 

 

Ⅲ．第 1段階「身体侵襲を伴う診療場面における医師行動を表す概念の創出」 

 文献検討の結果、身体侵襲を伴う診療場面における医師の行動を表す概念はなく、新た

に創出した。また、身体侵襲を伴う診療場面の看護師行動を表す概念は、修士論文の成果

のみであり、置換性を確認後、使用の是非を決定することにした。 

１．研究方法 

 医師の行動を表す概念を創出する方法は、看護概念創出法4）を参考に決定した。 

１）データ収集 

 参加観察法（非参加型）を用い、身体侵襲を伴う診療場面を対象とし、医師、看護師、

患者の行動を観察した。持続比較のための問い「この医師の行動は、患者、看護師との三

者間相互行為を通した診療目標達成という視点から見るとどのような行動か」を観察した

医師の行動にかけ、その回答を比較し、性質の異なる行動をデータ化した。性質の異なる

行動が新たに出現しないことを確認した後もデータ収集を継続し、スーパービジョンを受

け、飽和化を確認しデータ収集を終了した。 

２）分析 

 分析フォームを用い、データをコード化した。医師行動の同質性に基づきコードの集合

体を形成し、カテゴリとした。形成したカテゴリに持続比較のための問いをかけ、医師の

行動の共通性を発見し、問いへの回答をカテゴリとして命名した。 

３）信用性の確保 

 看護概念創出法に規定された信用性確保の方法を用い、分析のすべての過程にスーパー

ビジョンを受けた。これに加え、結果の確実性5）を確認するため、医師に概念を用いて診療

中の行動を表せるか否かを質問した。 

 

２．結果 

 観察した複数の現象から 28 現象を選択しデータ化した。データ化の対象となった医師 29

名は、女性 6 名を含み、1 年から 35 年の臨床経験をもち、内科系、外科系の診療科に所属

していた。データ化した診療は、抜鈎や胸腔穿刺など、身体侵襲の程度が異なった。 

 身体侵襲を伴う診療場面における医師の行動から抽出された 303 のコードは 195 サブカ

テゴリ、129 カテゴリを形成し、身体侵襲を伴う診療場面における医師の行動を表す 20 概

念が創出された。 



  

3．信用性確保 

医師行動の概念創出後に、データを提供した医師 4 名に概念が、身体侵襲を伴う診療中

の医師の行動を表せることを確認した。また、データ提供者とは異なる診療科に所属する

医師４名に概念が身体侵襲を伴う診療中の医師の行動を表せることを確認した。 

 

４．倫理的配慮 

日本看護教育学学会研究倫理指針6）に従い、次の３点に配慮した。 

１）研究対象者に対する自己決定の権利保障 

２）研究協力による研究対象者への不利益の排除 

３）対象者のプライバシー、匿名性の厳守 

 なお、この倫理的配慮は、段階を問わず、研究の全過程を通して遵守した。 

 

Ⅳ．第 2 段階「身体侵襲を伴う診療場面における医師と看護師間相互行為に存在する要素

と相互行為パターンの解明」 

１．研究方法 

１）データ収集 

 第 1 段階と同様に参加観察法（非参加型）を用い、身体侵襲を伴う診療場面の医師、看

護師、患者を観察した。分析視点「身体侵襲を伴う診療を受ける患者の診療目標達成に向

けて医師と看護師は何をしているのか」に基づき、医師と看護師間相互行為の性質の差異

を比較した。比較の結果から性質の異なる相互行為を含む場面をデータ化した。分析視点

に基づき相互行為の性質を比較しながら観察し、観察現象の飽和を確認した。 

２）分析 

 相互行為の分析には、第 1 段階の結果である医師行動の概念と修士論文の結果である看

護師行動の概念7）を用いた。分析に先立ち、両概念の置換性確認のため、コード化の対象と

しなかった場面を分析し、医師、看護師の行動が各概念を用いて表せることを確認した。 

 分析フォームを用いて身体侵襲を伴う診療場面の医師と看護師間相互行を分析し、相互

行為を構成する医師と看護師行動を表す概念の共通性を相互行為の要素として命名した。 

観察現象から抽出したすべての相互行為の要素を比較し、診療目標達成に向かうための

機能に着目し、その共通性に基づき要素を分類し、要素のもつ機能として命名した。 

観察現象を構成する相互行為の要素がもつ機能の共通性、目標達成に向けた過程の類似

性に基づき、場面を分類し、相互行為パターンとして命名した。 



３）信用性の確保 

 分析フォームを用い、分析の視点に基づき、一貫した視点を保ち分析した。現実を忠実

に反映しているかを自己査定し、分析を繰り返して命名を洗練させると共に、スーパービ

ジョンを受けた。 

 

２．結果 

観察した複数の場面から性質が異なる医師と看護師間相互行為を含む 26 現象 31 場面を

分析対象とした。この 31 場面は、医師 21 名、看護師 16 名、患者 21 名から構成されてい

た。対象となった医師、看護師、患者の背景は多様であった。また、観察した診療は侵襲

の程度や実施場所が異なった。 

 分析の結果、身体侵襲を伴う診療場面における医師と看護師間相互行為を表す 44 要素を

抽出した。44 要素を診療目標達成に向かうための機能の共通性から、14 に分類し機能とし

て命名した。場面を構成する相互行為の要素がもつ機能の共通性、診療目標達成に向けた

過程の類似性に基づき 31 場面を分析した結果、7 パターンを明らかにした。 

 

３．信用性の確保 

 相互行為パターン解明後に、要素抽出のデータにしていなかった身体侵襲を伴う診療場

面を分析した。分析した 10 場面の医師と看護師間相互行為が、本研究の結果明らかになっ

た相互行為の要素、要素がもつ機能、パターンにより表せることを確認した。 

 

Ⅴ．第 3段階「診療目標達成場面と未達成場面に存在する医師と看護師間相互行為の比較」 

１．研究方法 

１）データ収集 

 第 2 段階と同様の方法を用いてデータを収集した。 

２）分析 

 観察場面を診療目標達成場面と未達成場面に分類し、各場面の相互行為パターンを比較

した。 

 

２．結果 

 診療目標達成場面を構成する相互行為は４パターン存在した。それは、問題未然防止に

よる目標達成直進型、手段変更による目標達成直進型、目標達成過程と問題解決過程の並

進を伴う問題解決型、目標達成過程の中断再開を伴う問題解決型である。診療目標未達成



場面を構成する相互行為は３パターン存在した。それは、手段変更無効による目標達成過

程の中断再開型、問題未解決下での目標達成強行型、手段無効と問題頻発を伴う目標達成

過程断続型である。 

 

Ⅵ．考察 

 本研究は、設置主体、規模の異なる病院をフィールドとし、健康レベルや発達段階の異

なる患者、経験年数や教育背景の多様な看護師、経験年数や所属診療科の多様な医師を観

察対象とした。また、分析の視点に基づき相互行為の性質を比較し、飽和を確認するまで

参加観察を続けた。これは、本研究のデータが身体侵襲を伴う診療場面における医師と看

護師間相互行為を包括している可能性が高く、そのデータを分析した結果が高い置換性を

確保していることを示す。 

 本研究の結果明らかになった相互行為７パターンは、身体侵襲を伴う診療場面の医師と

看護師間相互行為の全体構造を示す。看護学生、新人看護師は相互行為 7 パターンを知識

とすることにより、身体侵襲を伴う診療場面の医師と看護師間相互行為の全体構造を把握

して診療目標達成に向かう支援を展開できる。 

 次に、診療目標を達成した医師と看護師間相互行為の特徴を示す。相互行為パターン問

題未然防止による目標達成直進型は、最も少ない機能から構成されており、診療目標を達

成した相互行為が、問題を未然に防止する手段を必ず実施していることを示す。スタンダ

ードプレコーションなど、身体侵襲を伴う診療時の問題を未然に防止する標準対策は、全

ての医療職者の基本的な知識であり、その遵守は必須である8）。標準対策の遵守は身体侵襲

を伴う診療場面における問題を未然に防止し、安全な診療提供、診療目標達成に不可欠で

ある。 

 目標達成過程と問題解決過程の並進を伴う問題解決型、目標達成過程の中断再開を伴う

問題解決型は、問題を解決し診療目標を達成していた。一方、手段変更無効による目標達

成過程の中断再開型、問題未解決下での目標達成強行型、手段無効と問題頻発を伴う目標

達成過程断続型は、問題を解決せず目標も達成していなかった。これは、診療目標達成に

は問題解決が必須であることを示す。また、看護師が問題解決を担うことにより、医師が

診療目標達成手段を継続でき、目標達成できる可能性が高いことを示唆する。身体侵襲を

伴う診療場面では合併症など診療に伴う問題の他に、医師や看護師のエラーなど診療提供

者側の問題、物品の不備や不測事態の発生など環境的な問題、医師と看護師の診療方法に

対する意見の不一致など相互行為の問題といった多様な問題が生じる9）。卓越した看護を実

践する看護師は多様な手段を用いて問題を解決している10）。診療中の問題解決には、多様



な問題を予測し対処できる高度な問題解決能力を要するため、継続的な学習が必要である。 

 手段変更による目標達成直進型、手段変更無効による目標達成過程の中断再開型、手段

無効と問題頻発を伴う目標達成過程断続型は、目標達成に向け、有効な手段へと変更する

必要性を示す。身体侵襲を伴う診療により、患者の状態は変化する。そのため、変化する

状況に応じた手段の変更が必要であり、有効な変更とするためには、状況を正確に査定す

る必要がある。看護師は、最も長時間患者のそばにいる医療専門職者であり11）、患者の変

化への精緻な観察が可能である12）。観察に基づき、正確な情報を医師に伝えることにより、

適確な手段への変更を支援できる。また、患者が医師の説明を理解できない時に説明を補

足するなど、目標達成に向けて手段を変更し、実施している。このような行動のうち、有

効な手段へと変更できた看護師の行動は、診療目標達成に向けた支援提供に有用な知識と

なる。 

 以上、身体侵襲を伴う診療場面の医師と看護師間相互行為の特徴から、診療目標達成を

支援できる看護職者養成に向け、次の示唆を得た。 

 保健師助産師看護師法は、診療の補助を看護師の業務として規定している。従来、診療

の補助は、患者の苦痛緩和や診療環境を整えることなどが強調されてきた。本研究の結果

は、診療目標達成に向けた過程に７パターン存在することを明らかにした。診療目標達成

の過程への支援として、診療の補助を説明した文献はない。この成果を看護基礎教育内容

に包含することにより、看護学生が診療過程の全体構造を把握して目標達成に向かう支援

を提供できる。 

 考察を通して、診療目標を達成した医師と看護師間相互行為の特徴が明らかになった。

それは、問題防止策を必ず実施する、問題を確実に解決する、状況に応じて手段を変更す

るである。この特徴を持つ相互行為を展開することにより、診療目標を達成できる可能性

は高い。診療目標達成に向け、看護師は、問題を予測し、それに対処できる能力、医師に

適切な情報を提供し手段変更を提言できる能力、状況に応じた手段を実施する能力を向上

する必要がある。 

Ⅶ．結論 

 身体侵襲を伴う診療場面の医師と看護師間相互行為には７パターンが存在した。看護学

生、新人看護師は、この７パターンを知識とすることにより、診療場面の全体構造を把握

して診療目標達成に向かう支援を提供できる。また、診療目標達成を支援できる看護職者

養成に向け、問題を予測し対処する能力、医師に正確な情報を提供し手段変更を提言でき

る能力、状況に応じて手段を変更する能力の修得を提言する。 
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