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在宅ケ ア に おける外部支援に か か わる看護援助に 関する研究

米 増 直 美 (千葉大学大学 院看護学研究科博士後期課 程)

在宅 ケ ア に お け る外部支援 にか か わ る看護援助 の 在り方 と して の 基本 的な考 え 方を明確 にす る こ と を目指 した ｡

一

事例 へ

の 援助経過 の 中か ら
-

, 外部支援 に かか わ る援助 実績 と直面 し た看護援助 の 課題 をデ
ー

タ化 し
, 外部支援 に か か わ る看護援助

と し て の 基本 的な 側面 と具体的 な方法 を検討 した
｡

そ の 結果, 援 助実績で は, 保健婦 は患者本人 ･ 家 族 と外部支援 の 間 に立 ち
, 両方 向 へ 働きか け, 本人 ･ 家族 が 自 ら の 判断

に よ り外部支援 を 活用す る こ とを 促 し て い た｡ 直面 した 看護援助 の 課題 は
, 乱 本人 の 自立心 を尊 重す る b . 家族 員 間 の

気持ち の 理解 を 促す c . 本人 の 病気 の 理 解 と受容 状況を捉え る d . 本人 の 個別 の 意 見を捉 え
, 尊重 する e . 親族 と の 交

流状況 を把握 し介護協力を得 る可能性 を検討 す る f . 支援者が 支援提供す る上 で 困 っ て い る事 へ の 対応 g . 本人の 意欲 を

引き出す で あ っ た ｡

これ らを総合 し て 援助 の あ り方 を考 え る と
, 外部支援 に関わ る看護援助 を導く基 本的側面 と して

,
1 ) 患者 ･ 家族 の 自立

心 や主体性 の 尊重 2 ) 対象 の 気持 ち や考 え に 沿う姿勢,
が あ げら れ た｡ そ して 具 体的な 援助方法 と して

,
(1)患者 ･ 家族 の

気持 ち や 考え を捉え る, (2)助力 を得 る可能性 の あ る人々 と の 交流状況 を把握 する (3)調 整的援助,
が あげられた

｡ 調整的援

助 に は , 患者 ･ 家族側 と外部支援側 の 間の 調整 , 患者 ･ 家族内部 で の 調整
, 外部支 援側 の 調整が あ っ た

｡
こ れ らの 援助方法

は, 看護 援助の 基本的 な側面 に基 づ き具体化 さ れた もの で あ る こ と を確認 した｡
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I . 目 的

保健婦 の 在宅ケ ア 支援 に お い て は
, 患者自身 に よる 問

題解決 を促すと と も に 家族 に よ る ケ ア を充実 さ せ
,

一

方

で はそ の ケ ア を 支援 で き る人 を幅広く集 め
,

患者と そ の

家族の 社会生活 を可能 な限り豊 か な もの に し て い く
1 )

｡

筆者 は, 在宅 ケ ア に は直面 し て い な い
一

般 の 住民 を対象

に
, 近隣住民同士 で の 介護協力 に 関す る意識 を捉 え

, 介

護協力促進 の 方法 を検討 し て き た
2 )

｡ そ の 過程 で
, 家族

に よ る ケ ア の 中に
, 外部 か ら の 支援 を 導入す る に は

,
患

者 ･ 家族側 に 抵抗感 が あ る た め
, 外部支援 の 受 け入 れ を

促す保健婦 の 援助 の 必要性 が 高 い と 考え た｡ 患者 ･ 家族

側 の 抵抗感 な ど
, 外部支援 に か か わ る看護援助 に は どの

よ う な課題 が あ り,
どの よう な 方法 で 対応 し て い く の か

を 明ら か に して い く必要が あ る｡ す で に
, 外部支援 を 導

入 し
, 活用 を促す援助が 数多く な さ れ て い る が

, 援助方

法に つ い て の 原則や 一

般化 し た方式 を記述 した 文献 は乏

しい ｡ そ こ で
, 本研究で は

,

一

事例 へ の 援助経過の 中か

ら, 外部支援 に か か わ る 看護援助 と し て の 基本的な 側面

と 具体的な方法 を検討 し
, 保健婦 の 行 う個 々 の 在宅 ケ ア

支援 に お け る外部支援 に か か わ る看護援助 の 在り 方 と し

て の 基本的 な考 え方 を 明確 に し た い ｡

Ⅱ . 方 法

1 調査対象事例 の 選 定

筆者が 担当保健婦 と して
,

一 定期間家庭訪問 し
,

外部

支援 の 導入及 び活用促進 の 援助 を継続する｡ 外部支援 の

活用 に は
,

地域住民 の 介護 に 関する意識 が 大 きく 影響す

る の で
, 援助事例 の 選定 に は

,
地域性 を 考慮す る必要 が

あ る｡ 本研究 で は, 人 口1 2
,
7 4 8 , 世 帯数3

,
83 8 , 人 口 に

占め る65 歳 以 上者 の 割合 が24 . 1 % の 農村地域 の
一

つ の 町

を選定する｡ 筆者 は こ れ ま で に
,

こ の 地域 に お い て 広く

一 般住民の 外部支援 に か か わ る意識 を 捉 え る き た
3) 4 )

｡

こ の 地域住民 の 特性 を考慮 しな が ら, 個別 の 援助 を 試み

る｡

対象 を表 1 に 示す｡ すで に 外部支援 を導入 し, 今後も

活用促進さ せ て い く必要が あ る事例 で あ る｡ 主 に 筆者が

担当保健婦 と し て 関わ っ た 期間 の 援助 を 取 り 上 げる が ,

外部支援 に か か わ る 援助 は長 い 期間 の 積 み重 ね に よ り成

表 1 事例の 概要

性別 二 女性 年齢 : 62 歳 病 名 : 脊髄小脳変性症

機 能障害程度 : 平衡感覚 障害 に より 転倒 し やすく歩行要介助｡

上 肢の 震え あり｡ 言語不 明瞭｡

家族構成お よ び家族 の 健康状 態 : 夫,
6 5 歳 ｡ 高血圧 の た め 服

薬治療中｡ 子供 な し｡

地区保健婦 の 援助期 間 : 41 ケ 月

筆者 に よ る援助期 間 : 4 ケ 月
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り立 っ の で
, 地区保健婦 が外部支援活用 へ の 援助 を開始

し た時期 か らの 援助経過 を分析 の 対象と す る｡ 筆者が 関

わ る以 前 の 援助経過 を訪問記録 と地区保健婦か ら の 聞 き

取り に よ り 捉え る｡

2 調査内容

援助 の 中で は
, 外部支援 の 活用を 促 し, 患者本人 と家

族 の 反応 か ら, 外部支援 に 対 し どの よう な気持 ち や考 え

を持 っ て い る か を 捉え る｡ 援助経過 を以下 の 2 点 に つ い

て 整 理 する ｡

1 ) 外部支援活用 へ の 援助 の 実績 : 外部支援 を導入 ま

た は活用促進の た め の 援助 に つ い て , 導入 の ね ら い
, 働

き か け た 対象, 援助 の 方法 を取 り 出 し, 外部支援 の 受 け

入 れ側 で あ る患者 ･ 家族, 支援提供す る外部支援側 そ れ

ぞ れ に 対 して どの よ う な援助 を 行 っ たか を整理 す る｡

2 ) 直面 した 看護援助 の 課 題 : 個別事例 の 外部支援 に

対する反応や 気持 ち ･ 考 え の 状況や , それ ら と地域住民

の 外部支援 に か か わ る意識 の 状況と を 合 わ せ て 検討 し ,

看護援助と して 必要 と さ れ る 側面を 調 べ る｡

3 本研究で 用 い る ｢外部支援｣ の 定義

在宅ケ ア を支え る社会資源と して , 公的 な制度 や民間

の 有償 サ ー ビ ス 等 の 社会的 な 制度 で あ る f o r m al s u p-

p o r t や , 家族自身 や親戚, 近隣者, 友人 に よ る支援 で

あ る i nf o r m a l s u p p o r t を取 り上 げた研究
5 〕6 ) 7 ) 8 )

が 多 く

な さ れ て い る｡ 本研究 で 言う ｢ 外部支援｣ に は こ れ ら の

資源を 幅広く 捉 え て , 患者本人と そ の 家族 の 生活 を充実

さ せ る こ と の で きる人 ･ 制度 な どを含め て 用い たい
｡ 従 っ

て
, 保健 ･ 医療 ･ 福祉 サ ー ビ ス に 携わ る人や 保健 ･ 福祉

制度等の f o r m al s u p p o r t , 親 族 や 近隣者 な ど の i Ⅲf o r
-

m al s u p p o r t , 各 種の 社会資源 が含 ま れ, 看護援助 の 方

法 を論 じ る に あ た っ て は
,

そ の 社会資源 に 介在す る人 を

中心 に そ の 人 へ の 対応方法 を取 り 上げて い く｡

n
. 結 果

1 外部支援活用 へ の 援助 の 実績

外部支援 に か か わ る援助実績 に つ い て , 外部支援 の 種

類毎 に 導入の ね ら い を整理 し た もの が 表2 で あ る｡ 以 下

に 外部支援別 に み た保健婦 の 援助 の 内容 を具体的 に 説明

する｡

家虚医 : 保健婦訪問中 に 本人 の 貝合 が 悪く な っ た時, 本

人 の 症状 を 観察す る と と もに
, 夫 の 判断を 確認 し

,
ど の

よ う に 対応する か 相談 し た｡ 回復 の 状況 に よ っ て は
, 夫

か ら家庭医の 往診を 依頼す る こ と を促 した｡ そ して
, 保

健婦 は夫 の 了解を 得た 上 で
, 家庭医 へ 本人 の 身体状況と

必要 に 応 じて 夫か ら往診 の 依頼 を する こ と を 伝え た ｡

主治医 : 本人 に 歯科治療 の 必要性 が 出て き た ｡ 歯科治療
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表 2 外部支援の 種類 と導入 の ね ら い

外部支援の 種類 導 入 の ね ら い

家 庭 医
本人 の 身体面 の 医学的管 理

夫 の 健康管 理

主 治 医 本人 の 身体面 の 医学的管 理

歯 科 医 適切な 歯科治療

宿

祉

刺

皮

ホ
ー ム ヘ ル パ ー

夫婦間で の コ ミ ュ ニ ケ
ー シ ョ ン を促す

社会性拡大

A D L 低下予 防

夫不在時 の 介護 の 代替 え

身 体 障 害 者

手 帳 の 交 付
福祉 サ

ー

ビ ス を受 けや すく す る

日 常 生 活 用

具 の 給 付
予測 さ れ るA D L 低下に備 え る

シ ョ
ー

トス テイ
夫不在時 の 介護代 替え

夫 の 介護負担軽減

栄 養 士 食生活改善 の た め の 指導

男 性 の 料 理 教 室
栄養 の 知識 を つ け食生活 を充 実さ せ る

夫 の 社会参加 . 仲 間づく り

近隣者の 共 同購入
の グ ル ー

プ

本人 の 社会生活拡 大

本人 に ｢ 買 い 物｣ と い う家事 役割を 持た

せ る

N さ ん
本人 の 社会性 拡大

N さん の 社会 性拡大

親 戚
社会性拡大

日常生活面全 般の 援助

ボ ラ ン テ ィ ア 本人 の 社会性 拡大

友愛訪問ボ ラ ン テ

イ ア Y さん
本人 の 社会性拡大

機 能 訓 練 事 業

A■D L 低下予 防

社会参加促進

障害者 . 介護者 の 交流

の適否 に つ い て 専門医 に よ る 医学的判断を得 て 援助方針

を立 て た｡ ま た
, 本人 ･ 夫 へ 主治医の 判断 を伝 え

, 歯科

治療 に つ い て 相談 し た｡

歯科医 : 本人 ･ 夫 へ 早期治療 を促すと共 に
, 希望 に 沿 い

なが ら
,

ど こ の 歯科医院 で 治療する か本人 ･ 夫 が 決定す

る事 を促 し た｡ 夫が 本人の 病状 に つ い て 適切 に 歯科医 へ

伝え ら れ る よ う援助 し
,

さ ら に 治療開始後も本人 ･ 夫が

満足 し て 治療 が 受 け られ て い る か確認 し た｡

ホ ー

ム ヘ ル パ ー

: 本人 は平衡感覚障害 の た め に 転倒 しや

すく, 介護者 で ある 夫不在時 に 転倒 し て し ま う と起 き あ

が れ な い た め
, 夫不在時 に は介護代替 え者が 必要 で あ っ

た｡ ま た
,

こ の 夫婦 の 間で はお 互 い に 意志 を確認 し合 う

こ とが 少 なく, 何 で も夫が 決 め て し ま う傾向 が あ り, 第

三 者が 介在 し お 互 い の 気持ち を受 け と め
,

コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン を促す働 き か けが 必要 で あ っ た｡ 本人 ･ 夫に 対 し,



ホ ー ム ヘ ル パ ー

( 以 下 ヘ ル パ ー と する) 派遣制度 の 紹介

と受 け入 れ に 関す る気持 ち を捉 え
,

ま ず は話 し相手や
一

緒 に 体操 を す る相手 と し て 活用 を促 した .
ヘ ル パ - へ も

本人側の 意向 に 従 い 援助 を依頼 し
, 本人甲病気や 障害 の

説明を した ｡

身体障害者手帳 の 交付 : 申請時に 家庭医と 等級 に 関 し て

相談する と共 に
, 本人 ･ 夫 が等級に つ い て 納得 し て 申請

で き る よう に
, 本人側 か ら家庭医 へ 相談 を持 ち か け る よ

う に 促 し た｡

日常生活用具 の 給付 : 今後の 言語障害 の 進行 に 備 え る た

め
,

コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 補助器の 使用 をすす め た. 給付

に あ た っ て は, 町の 福祉担当者 と相談 し
,

ま た, 使用可

能か ど うか 試すた め に 業者 に 借用 を依頼 し た｡ そ の 後,

本人 ･ 夫 の 気持 ち を 捉え な が ら効果的 に 活用 で き る よう

働 き か け た｡

シ ョ
ー トス テ イ : 夫が 数 日間不在 に な る 時が あ っ た た め

そ の 対応 と して
,

ま た
, 夫 の 介護負担軽減 の た め

, 活用

を促 し た｡ ま ず は
, 制度 の 紹介 を し

, 本人 ･ 夫の 気持 ち

を捉 え た｡

栄養士 : 本人 は食事が 充分 に 摂 れ ず, 内容的 に も問題 が

あ っ た ため
, 栄養士 の 活用 を検討 し た｡ 保健婦か ら栄養

士 へ 本人の 食事状況 を伝 え
, 今後指導 を 依頼す る可能性

が あ る こ と を伝 え た｡

男性 の 料理 教室 : 町で 開催 して い る
,

男性 を対象 と し た

料理 教室 で あ る｡ 教室の 紹介 と
, 参加 の た め に ヘ ル パ ー

の 援助 を活用する こ と をすす め
, 夫 の 参加 を促 した｡

近隣者 の 共同購入グル ー プ : こ の 家 で は, 日 常の 食糧品

を近隣者数名 で 共同購入 し て お り,
そ の 仕分 け作業 の た

め
, 週1 回, 近隣者 グ ル ー プ が集 ま っ て い た ｡ そ こ で ,

本人の 社会性 の 拡大,
さ ら に

, 本人 に 家事役割 を持 た せ

る こ と を ね ら い
, 本人 と こ の グ ル ー プ と の 積極的な 交流

を 促 した ｡

N さん : N さ ん は近所 に住 む 同年代 の 女性 で
, 脳梗塞 の

後遺症の た め 日常生活動作 は要介助 で あ る｡ 町の 機能訓

練事業 に 参加 し た 際, 久 し ぶ り に 再会 し
,

お 互 い に 抱 き

合 っ て 喜 ぶ と い う事 が あ っ た｡ 本人,
N さ ん お 互 い の 社

会性拡大 を ね ら い
, 機能訓練参加以外 で の 交流を促 した｡

親 戚 : 日常生活面全般 で の 助力 と な る 事を ね ら い
, 親

戚 と本人 ･ 夫 の お互 い の 交流状況 を捉 え
, 親戚 の 助力 を

活性化 させ る可能性 は な い か検討 した｡

ボ ラ ン テ ィ ア : 夫 は
, 近所 に 高齢者 を 対象 に し た給食会

の ボ ラ ン テ ィ ア を して い る人 を知 っ て お り
,

ボ ラ ン テ ィ

ア の 活用 に 関心 を 持 っ て い た｡ 夫婦間の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ

ン を促すた め に も, 第三 者 が 関わ る こ とが 必要 で あ る と

判断 し
,

ボ ラ ン テ ィ ア 活動 の 窓口 で あ る社会福祉協議会

へ
, 話 し相手 と し て の ボ ラ ン テ ィ ア が い な い か 確認する

と と も.
に

, 地域 の ニ ー ズ を伝 え た ｡

友愛訪問ボ ラ ン テ ィ ア ( Y さ ん) : 保健婦が 地域 の ニ ー

ズ を伝 え た 後 に
, 社会福祉協議会 に お い て 老人 ク ラ ブ会

員の 中か ら友愛訪問 ボ ラ ン テ ィ ア 育成が 開始 さ れ た ｡ そ

の 中 に
, 従来か ら近隣者 と して

,
ま た, 民生委員 と して

本人と っ き あ い の あ っ た Y さ ん が い た｡ Y さ ん の 活用を

促すた め に
, 本人 の 希望 を 捉え る と共 に , Y さ ん の 考え

や ボ ラ ン テ ィ ア と し て 関わ る上 で 難 し い と感 じて い る こ

と を捉 え
, 相談 に の っ た ｡

機能訓練事業 : 保健婦が 関 わり始 め た 当初参加 し た が ,

そ の 後数 ヶ 月聞入院 し た時 か ら
,

体調が 良く な い こ と も

あ り参加 しな く な っ た経緯 が あ る ｡ 本人 ･ 夫 の 気持 ち を

確認 しな が ら再参加 を促 した｡

こ れ らの 援助実績 を総体的 に 示 し た もの が 図1 で あ る｡

図 1 外部支援活用促進の 働きか け

⊂) 直接人 が 働きか ける外部支援

⊂コ芸芸三芳芸…忘
間 接的 に 人が

一 - - 既 存の つ なが り

○ 保健撮

+ > 保健婦が 働 きか け た方向

きか け に より 患者側 が

撲 を 受 け入 れ て い る状態
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保健婦 は
,

患者 ･ 家族 と外部支援 の 間 に 立 ち
, 両方向 へ

働 き か け た｡ 受 け入 れ側 で あ る本人 ･ 夫 へ ば外部支援 の

紹介 や 説明, 活用 の 勧 め等 を 実施 し, 本人 ･ 夫自身 の 判

断 に よ る 活用 を促 し た｡ 外部支援側 へ は
, 患者側 の 意向

を確認 して
,

それ に 基 づ き支援提供 の 依頼や 支援可能 か

ど う か の 確認, 患者 に 関する情報提供等 の 働きか け を し

た｡ ま た
,

す で に 援助 を受 けて い た 主治医や 家庭医に つ

い て も
, 本人側か ら の 判断 に より 適宜相談が 出来 る よ う

に 援助 した ｡ 従来か ら つ な が り の あ る親戚や友人N さん,

ボ ラ ン テ ィ ア Y さん な ど へ も, 本人 ･ 夫が さ ら に
, 在宅

ケ ア 支援 と い う側面 で の 助力を 求め られ る よ う に 援助 し

た｡

2 直面 した 看護援助 の 課題

a
. 本人 の ｢ 自立 し た い｣ と い う気持ち の 尊重 : 車椅子

や ベ
ッ ド を 利用す る際 に 本人 が

, ｢ 自分 が 歩 け な く な る

か ら い や だ｣ ｢ 自分 で は認め た く な い｣ と 言 い
, 使用す る

こ と に 納得 して い なか っ た｡ ま た,
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

補助器 を購入す る こ と に は抵抗 な か っ た が , 使用す る こ

と に は ｢自分 で 話せ る｣ ｢ 自分 の 声 じ ゃ な い｣ と言 い
,

活用 し て い な か っ た｡ 自立 で きて い る 部分 に は手 を 出し

て 欲 しく な い
, 自立 で き て い る こ と を 認め て 欲 し い と い

う気持 ち が あ る と 考 え ら れ た｡ こ の よ う な 本人の ｢自立

し た い｣ と い う 気持 ち を尊重する こ と が 重要で あ っ た｡

b . 本人 ･ 夫相互 の 気持 ち の 理 解 を 促す こ と : 援助過程

に お い て 本人 や 大の 気持 ち や考 え を捉 え て い く 中 で
, 車

椅子 ･ ベ
ッ ドの 使用 に つ い て

, 夫 が決 め て しま い
, 本人

の 意志 を組 み入 れ な か っ た の で は な い か と思 わ れ , こ の

夫婦 の 日常 で は夫婦間で じ っ く り話 し合 う こ と が 少な い

の で は な い か と推察 さ れ た ｡ 本人か ら ｢夫 は
,

お 前の 言

う こ と は ち っ と も分 か らな い と言 っ て 十分 に 聞 い て くれ

な い｣ と い う訴 え が あ っ た｡ 本人 は も っ と自分 の 気持 ち

を 聞 い て 欲 し い の で あ る｡ 本人の 気持 ち を十分 に 引き 出

し
, 夫が 本人 の 気持 ち を尊重する よう 促 し て い く援助 が

必要 で あ っ た｡ ま た, 本人 か ら, 夫 は酒 に 酔 う と ｢早く

死 ん で しま え ば い い｣ ｢ 施設 に 入 れ る｣ と 話す と い う 訴

え が あ っ た｡

一

方夫 は, 保健婦 に 対 して は ｢ で き る だ け

自宅 で 看 て い き た い｣ と話 し て い た｡ 家で 看 て い き た い

け ど
, 負担 も あ る と い う の が夫 の 気持ち で あ る と思わ れ

た｡ こ の よ う な 夫の 気持 ち を本人 が 理解 し
, 尊重 して い

け る よ う促す必要 が あ っ た｡
つ まり, 本人 ･ 夫相互 の 気

持 ち の 理 解 を促す こ と が 必要 で あ っ た｡

c
. 本 人 の 病気 の 理 解 と 受容状況 を 捉 え る : 将来 の

A D L 低下 に 備 え
,

コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 補助器 を 購入 し

た が , 現在 は必要性 が な い と 言 い
, 活用 し て い な い ｡ 購

入の 目的 を説明す る と本人 は理 解 し て い お り, 自分 の 病
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気 や将来 に つ い て 全く理 解で き て い な い 訳 で は な い
｡ 本

人 の ｢ で き る だ け 自立 し た い｣ と い う気持 ち と も深く 関

連 し て い る と思 わ れ た｡ ま た
,

ヘ ル パ ー の 活用 に つ い て
,

夫不在時 の 介護代替 え を 初め は ｢ 大丈夫 だか らい らな い｣

と言 っ て い たが
, 夫不在時 に転倒 し, 保健婦 の 援助 を受

け た時 か ら
,

一

人 で い る こ と に ｢ 自信 が な い｣ と言 い
,

ヘ ル パ ー

の 援助内容拡大 を了解 した ｡ こ の よ う に
,

日常

の 生活体験 を も と に 自分 の 身体状況 を受容 し
, 納得 し た

上 で 他者 の 支援 を受 け入 れ る と い う 過程が あ っ た｡ 今現

在 の 生活状況 と合 わ せ て
, 本人 が 自分自身 の 病気や 身体

状況 を ど の よ う に 受 けと め て い る の か を把握 し
,

そ の 時

の 気持 ち に 沿 う姿勢 が重要 で あ っ た｡

d . 援助対象 とな っ て い る人 の 個別 の 意見を 捉え , 尊重

す る : 在宅 ケ ア に 直面 し て い な い
一

般住民 の 外部支援受

け入れ に 関する 意識調査 の 結果
9〕

で は
, 家事 ･ 介護行為

別の 支援を 頼み た い 相手 と し て , 身体 に ふ れ て の 直接的

介護 は ヘ ル パ ー

に 頼 み た い と い う考 え の 者 が 多 か っ た ｡

しか し こ の 事例の 場合, 話 し相手 な ら ば ヘ ル パ ー の 援助

を受 ける が
, 身体介護 は顧 み たく な い と い う こ と で あ っ

た｡ こ の よ う な
, 対象者 の 個 々 の 気持 ち や 考 え を 捉 え

,

そ の 気持ち や 考え に 沿 う援助が 必要 で あ っ た｡

e
. 別居親族 と の 交流状況 の 実態 を把撞 し介護協力 を得

る可能性 を検討す る :
一

般住民 の 外部支援受 け入 れ 意

識
10) 11〕

で は
,

｢ で き る だ け身内 ･

親戚 で 世話 を し た い｣ と

い う意識 が強 か っ た ｡ こ の 事例の 場合 は
, 子供 が な く ,

身近 に 頼 る こ と の で き る 親族を 幅広く捉 え て
, 介護協力

を促 し て い く こ と が 必要と さ れ た が
,

近所 の 親戚 と は あ

ま り交流が なく, 親戚の 者も本人の 身体状況 を知 ら な い

様子 だ っ た｡ 夫 は ｢ 親戚 は皆仕事 を して い るか ら介護 は

頼 め な い｣ と言 い
, 介護協力 は得 られ に く い 状況 に あ っ

た｡ しか し
, 町外 に い る本人 の き ょ う だ い と は交流が あ

り, 夫も援助を 依頼 で き る関係 に あ る こ と が わ か り , 今

後介護協力を 拡大 し て い く可能性 を検討する こ と が で き

た｡ 親族か らの 助力 を拡大す る た め に は
, 普段の 交流 は

どう か
, 人間関係 は ど う かが 関 わ る の で

,
こ の よ う な状

況を捉 え る必要 が あ っ た｡

f
. 支援者が 支援提供する上で 因っ て い る こ と へ の対応 :

友愛訪問ボ ラ ン テ ィ ア は, 本人 の こ と が気 に な っ て な が

ら も, 本人 の 言葉 が は っ き りせ ず, 話 が分 か ら な い の で

話 し相手 に な れ な い と 思 い
, 援助 が と だ え て し ま っ た｡

力 に な り た い と思 い っ つ も
,

どの よう に し た ら良 い か が

分か ら な い 状態 で あ る｡ こ の よ う に 外部支援者が 支援提

供す る上 で 困難 を感 じ て い る こ と を捉 え
, 対応する 事 に

より , 支援提供 を促す必要 が あ っ た｡

g
. 本人の 意欲を 引き出す働きか け : 共同購入で の 買 い



物 な ら ば, 夫 ･ 近隣者 グ ル ー プ ･ 販売職員の 協力を得て
,

本人 に で き る の で はな い か と考 え
,

本人 に 仕分 け作業の

様子 や チ ラ シ を 見 る よう 促 し た｡ 家庭内で の 役割を 持 つ

と い う こ と は
, 本人 の 生活 の 張 り合 い と な る こ と と思 わ

れ る｡ こ の 家庭内役割 の 実施 に は
,

夫 の 理解 と
, 近憐着,

販売職員の 理 解 と協力が 不可欠 で あ が, ま ず は, 本人 が

外部支援を 活用 し なが ら役割 を担 う と い う 意欲 を引 き 出

す こ とが 必要 で あ っ た｡

Ⅳ
. 考 察

外部支援 に 関 わ る看護援助 を 導く た め の 基本的 な側面

と具体的 な援助方法,
そ して

, 看護援助 の 基本的 な考 え

方 に つ い て 論 じ た い ｡

1 外部支援 に か か わる 看護援助を 導く基本的側面

1 ) 患者 ･ 家族 の 自立心 や 主体性の 尊重

本人 の ｢ 自立 し た い｣ と い う気持 ち は, 外部支援 を 受

け入 れ る に 当 たり , 抵抗 と な る面 で あ るよ うに 見え るが
,

看護過程の 中 で は
, 最 も尊重 し な け れ ばな らな い 面 で あ

る｡ 看護 の 目的 は
, 対象 と な る人 が 自分自身の 力 で 自 ら

の 健康生活 を整 え て い く こ と が で き る よう に , 自己管理

能力 を高 め て い く こ と を支援する こ と で あり , 対象 の 自

立 を助 け る こ と に あ る
12)

｡ 人間 は本来自立 を求 め て や ま

な い も の で あ り, 持 っ て い る機能を 発揮 し続 け る存在 で

あ る｡ 人 は, 自分で 自分の ニ ー

ド を満 たす こ と が で き な

く な っ た 時, 初め て 他 の 人 々 の 援助 を 必要 と す る13)
｡ 自

立的生活と は, 生活上 の 困 り ごと が
, 何 と か した い こ と

と して 認知さ れ ,
そ れ が ど う な れ ば良 い の か の 受 け止 め

もさ れ , 人や 物 や継続的サ
ー ビ ス な どの 手段で 解決 で き

る よ う に な る こ と で あ る
14)

｡ こ の 事例 の 患者が ,
で き る

限 り自立 に 向け て 努力 し
, 自分の 力で で き なく な っ た と

こ ろ を認識 し,
ヘ ル パ ー の 援助 を活用 し て い く と い う気

持 ち は, 自立的生活と 言え る｡ 看護 は, 患者 お よ び 家族

自身 が 判断 し, 外部支援 を選 び
, 活用 で き る よ う に 援助

して い く の で あ る｡ そ の た め に は
, 自立JL , や 主体性 を尊

重す る こ とが 基本的 な側面 で あ る と言 え る｡

2 ) 対象 の 気持 ちや考 え に沿う姿勢

在宅 ケ ア の 中に 外部支援 が 入る こ と に よ り
,

患者 の 自

立心 や主体性 が奪 わ れ て しま う と
, 看護 の 目的に 沿 わ な

い ｡ 外部支援 の 活用 へ の 援助 を行 う保健婦自身 が, 援助

対象 で あ る本人 ･ 家族 を主体 に 置 き
, 気持 ち や考 え を 尊

重する 姿勢 を貰 い た関係づ く り重要 で あ る ｡ 看護者 が
,

対象 の 気持 ちや 考 え に 沿 う立場 を と る こ と に より , 対象

が 外部支援 を活用す る こ と を支 え て い る の で あ る｡ こ の

気持 ちや 考 え に 沿 う姿勢 が
, 看護援助を 展開す る際 の 基

本的 な側面 で あ る と考 え る｡

2 具体的援助方法

1 ) 患者 ･ 家族の 気持 ちや考 え を捉 え る

患者 や 家族 は外部支援 の 活用 に つ い て 様 々 な価値観 や

気持 ち ･ 考 え を 持 っ て い る｡ 看護援助 と し て は
, 目前 に

い る援助対象者個別 の 気持 ち や考 え を捉 え る こ と が必要

で あ る｡ 住民集団 で 捉 え た意識 の 傾向 と し て は
,
｢ 身体

介護 は ヘ ル パ ー

に 頼 み た い｣ で あ る が
, 事例 の 希望 は

｢話相手 と し て の - ル パ ー ｣ で あ る｡ 看護援助 で は
,

こ

の 個別の 意識 を尊重する べ き で あ り,
そ の た め に は

,
ま

ず対象 の 個別 の 気持 ち や 考え を捉 え る こ と は原則で あ る｡

ま た
, 事例 で は

,

ヘ ル パ ー の 活用 に つ い て
, 援助経過 の

中 で 本人 の 病気 の 受容状況 の 変化 に 伴 い ｢ 話 し相手｣ と

し て の 支援者 か ら ｢介護代替者｣ と し て の 活用が 了解 さ

れ て き た｡ 日常 の 生活体験 を通 し て
, 患者 は自分自身 の

病気や 障害 を受容 して い く過程 が あ り ,
そ の 中 で 気持 ち

は常 に 変化 して い く ｡ 患者 は
, 今,

どの よう に 自分 の 病

気 を受容 し て い る か , ど の よ う な気持ち ･ 考え を持 っ て

い る か を把握 して い く 必要 が あ る｡ 家族の 気持 ち や考 え

も同様 に , ひ と り ひ と り に 対 し て
, 捉え る必要 が あ る｡

2 ) 助力を 得 る可能性 の ある人 々 との 交流状況 を把握す

る : 別居親族と の 交流状況 を把握す る こ と に よ り,
こ の

事例の 場合 は, 近隣 の 親戚 よ り も, 町外 の 本人 の き ょ う

だ い と の こ と を頼 り に して お り , 助力 を得 る可能性が 大

き い と考 え ら れ た｡ ま た , 共同購入 の 仕分 け作業 が こ の

家 で 行 わ れ
,

週 1 回 は近所 の 人 が集 ま る と い う 実態 を っ

か む こ と が で き
,

近隣者 の 協力 を得 る 可能性の 検討 が で

き た｡ 普段交流が あ る と い う こ と は
, 程度の 差 はあ るが

,

そ れ ぞ れ に 信頼関係 は形成 さ れ ,
お 互 い に 影響 し合 う 関

係 , 何 らか の 助 け合 い 関係 が あ る と思 わ れ る｡ ま た
,

人

と 人 と の 関係 に お い て は, 関わ る人 の 人間性 が 問わ れ て

く る｡ 例 え ば ボ ラ ン テ ィ ア を受 け入 れ る場合 で も
, 初 め

て 出会 う ボ ラ ン テ ィ ア と
,

Y さ ん の よ う に元民生委員 で

も あ り近隣者 と して の つ き あ い の あ る ボ ラ ン テ ィ ア と の

受 け入 れ方 で は当然違 い が あ る だ ろ う｡ 在宅 ケ ア 支援 と

い う場面 に
, 従来か ら の 関係 が生 か さ れ る よう に す る た

め に は保健婦 の 援助 が必要 で はあ る が
, 在宅 ケ ア へ の 助

力と な る可能性 は大 き い と 思わ れ る｡ こ の よ う に
, 現状

の 交流状況 を把握 し, さ ら に 本人や 家族 が そ の 人 に 対 し

ど の よ う な気持 ち で い る か を 把握 し
, 現状 の つ な が り の

中か ら外部支援 と して 活用の 可能性 を拡大 して い く こ と

が 重要 な視点 で あ る ｡ こ の こ と は
, 患者本人 ･ 家族が 本

来持 っ て い る 力を 引き 出 し, 育 て る こ と で あ り ,
基本的

側面 に 基 づ く援助で あ る と言 え る｡
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3 ) 保健婦 の 調整的役割

(1) 外部支援 の 受け入れ側 と支援提供者間の 調整

外部支援活用 の 援助実績か ら言 え る よ う に
, 保健婦 は

患者本人 ･ 家族 と外部支援 の 間 に 立 ち
, 両方向 へ 働 き か

けて い る｡
こ の 時 に は

, 家庭医の 活用 の 場面 で 説明 した

よう に
, 保健婦 の 判断で 家庭医 に 往診 を依頼す る の で は

な く, 夫が 判断 し
, 往診 を 依頼す る こと を助けるた めに ,

夫の 考え を捉 え
, 対応方法 を 共 に 話 し合 い

, さ ら に 夫 の

了解 を 得 た上 で
,

そ の 場 で 家庭医 に 連絡す る と い う方法

を と っ た ｡
こ の こ と ば

, 夫 が ｢ 自分 で 判断 し て 往診 を依

頼する｣ と い う自覚 を促すと 共 に
, 往診 を依頼 し や すい

状況 を 整え て い る と言 え る｡ 本人 ･ 家族が 自 ら外部支援

を活用す る に 至 る に は
, 両方向 へ の 働きか け に よ り, 本

人 ･

家族 の 気持 ち を引き出し
, 支 え て い く事が 必要 で あ

る｡

(2) 受け 入れ側 へ の 援助

①家族員間で の 気持 ち の 理解 を促 し, 意見の 調整を 図

る : 結果 2
,

b で 述 べ た よ う に
, 家族員相互の 気持 ち の

理 解 を促す よう な 働 きか け が必要 で あ る｡ 保健婦 は中立

的な立場 で
, 夫婦間 で の 気持 ち の 理解 を促す こ と を 目指

し て
,

お互 い の 気持 ちや 考 え が表出で きる よ う な 場づ く

り な ど を して
,

そ れ ぞ れ の 気持 ち を尊重 しな が ら
,

意見

を調整 し て い く こ と が 必要 で あ る｡

②本人 の 意欲を 引き出す : 外部支援活用 へ の 看護援助

は
, 本人 が主体 と な っ て 活用す る こ と を支 え て い く こ と

で あ る｡ そ れ に は
, 本人の 気持 ち や考 え に 沿 う と い う 援

助 の 基本的側面 に 基 づ く 中 で
, 本人 が外部支援 を活用 し

なが ら自立 へ 向か お う と す る意欲 を引き出し
, 支 え て い

く こ とが 必要 で あ る｡ 家族 や 外部支援 と調整 を取 り な が

ら
, 支援提供方法 に つ い て 検討す る必要が あ る が

,
ま ず

は本人 の 意欲 を引き出し て い く こ と が 必要 で あ る｡

(3) 外部支援側 へ の 働き か け

結果 2
,

f の よ う に
, 外部支援側の 支援提供 に 関わ る

気持 ち や 考え を 把握 し
, 相談相手 と な り

, 支援提供 を促

進 さ せ て い く必要が あ る｡ ま た, 事例 へ の 援助経過 の 中

で
, 栄養士 や社会福祉協議会 へ 地域住民 の ニ ー ズを 伝え

る こ と に よ り, 在宅 ケ ア を支援する社会資源 と して の 行

政 サ
ー

ビ ス を充実 さ せ て い く事 が必要 で あ る｡

3 外部支援 に 関わる 看護援助 の 基本的考 え方

外部支援 に 関わ る看護援助 の 基本的な考 え方 は
, 図2

の よ う に 示 さ れ る｡

中JL ､ に 主体 で あ る患者 ･ 家族が あ り
,

土台 と し て
, 香

護援助 を導く基本的側面 が あ る ｡ 患者 ･ 家族 の 上 に 別居

の 親族 と外部支援 が あ る｡ 家族が 本来病人 の 世話や 子供

を 育 て る な ど, 保護 の 必要 な 者の 世話 をす る と い う機能
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患者 ･ 家族が行う外部支援の

活用を助 ける

患者
･

家族の 気持ちや考えを

捉える

図2 外部支援 にか か わ る看護援助

を持 っ よ う に
, 特 に ｢ 介護 は身内が や る もの｣ と い う意

識 が 強 い 地域で は
, 別居 の 親族もそ の 機能 を 持 っ と考 え

る｡ 地域性や 個々 の 価値観 に よ っ て は, 別居親族が家族

の よ う に 機能で き な い 場合もあ る と考 え ら れ が
, 看護援

助 と し て 関わ る場合に は基本的 に , 別居親族も家族 と し

て 考 え た い｡ 従 っ て
, 別居親族 は, 患者 ･ 家族 の 身近 な

存在 と して
, 患者 ･ 家族 と外部支援 の 間 に 位置づ け, 忠

者 ･ 家族 と別居親族 の 間の 境界線 は個 々 の 状況 に よ り変

化す る もの と考 る｡ ま た
, 基本的側面 に 直結 し た援助方

法 は
, 患者本人 ･ 家族 の 気持 ち を捉え た り, 患者 ･ 家族

が本来持 っ 外部支援活用の 可能性 を拡大す る た め に
, 覗

状 の 外部 と の 交流状況 を 把握する こ と で あ る｡ そ し て
,

保健婦が 調整的役割 を担 う こ と に より , 患者 ･ 家族が 行

う外部支援 の 活用 を助 け て い る｡ こ れ ら の 援助方法 は
,

基本的 な側面 に 従 っ て 導 か れ た も の で あ る｡

外部支援 に 関わ る看護援助 と は
, 患者 ･ 家族を 主体に

置き, 看護者 は, 患者 ･

家族 の 意志 に 基 づ き
, 患者 ･ 家

族が主体 で 行う こ と を 支 え て い る の で あ る｡ つ ま り , 主

体形成 の 援助と も言え る｡
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