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家族 の ケ アカを高め る看護援助 に関する研究

佐 藤 紀 子 (千 葉大学看護学部)

本研究 の 目的は
, 家族 が 育児や 介護を成 し遂 げて い くた め に発揮す る力 すなわ ち ｢ 家族 の ケ ア カ｣ の 高まりを明 らか に し

,

家族 の ケ アカを高 め る 看護援助を検討す る こ と で ある
｡

育児に取り組 む家族 1 世 帯と介護 に取り組 む家族 2 世帯 を分析 対象と し
, 筆者 自 ら保健師 の 立場 で行 っ た援 助過程 にお け

る家族貞 の 言動お よ び筆者の 保健 師と して の 言動 とそれ に伴う認識を デ
ー

タ と した
｡ 家族貞 の 言動 か ら ケ ア カに 関連す る認

識と 行動を抽 出 し, そ の 発 展的変化か ら ｢ 家族 の ケ アカ の 高まり｣ を明 らか に した ｡ そ して そ れ に影響 を及ぼ した 看護援助

との 関連を調 べ
, 家族 の ケア カを高め る看護援助 を検討 した

｡ その 結 泉 家族 の ケ ア カは ｢ 健康生活 を維持 ･ 獲 得 して い く

力｣ , ｢ 児 ･ 要 介護 者の 健康 問題 に 対処 して い く 力｣ , ｢ 家族員 間の 協力 関係 を築 い て い く 力｣ , ｢ 外部資源を活用 して い く 力｣

の 4 項目 に整理 さ れ
,

こ れ らは 関連性 と 循環性を もっ て高 め られ て い た ｡ 家族 の ケ ア カを高め る 看護援助 は
,

以下 が 重要と

考え られ た
｡

1
. ケア カを発揮す る基 と な る家 族員 の 認識を深 め る

｡
つ ま り. 家族員が 家族 の 健康生活 や健 康問題 に対す る 関心 や 理解 を

深め た り, それ に対応 して い こ うと する 意欲や 責任感 を高 め た りす る援助で ある ｡

2 . 家族員 の 対処行動 を維持 ･ 促進する ｡
つ まり , 家族員 が健康生活 の 椎持

･

獲得や ケ ア を必要 とす る家族員 の 健康問題 の

改善 ･ 解決 に向 けて好ま しい 行動 や 必要 に応 じた 工 夫, 自信 をも っ て 対処で き る よう促 し
, 継続を支 える援助 で ある

｡

3 . 家 族貞の ケ ア カが 発揮 で きる状況 を整え る
o

- つ は
, 家族員 が協 力 しあえ る家族 で ある こと を実感す る こ と で

, 自 己の

対 処意欲や 家族内他者 を尊重 した行動 をもた らす よう家族 内の 関係性 を整え る援助で ある ｡ もう
一

つ は
, 家族員 が外 部

資源の 活用を とお して周 囲か らの 支えを実感 し, 安心す る こ と で 自己の 力が 発揮 でき る よう支援 体制を整え る援助 で あ

る
｡
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Ⅰ . はじめに

育児や 介護は
,
本来家族 に備 わ っ て い る機能で あり

1)
,

日 々 の 家族生活の 営 み の なか で 取り組ま れ て い る ｡ しか

し
,

家族 に よ っ て は
,

そ れ が ス ト レ ス と なり , 破綻 にま

で 陥 る こ と が ある と い わ れ て い る
2)

｡

地 域 を基盤 に看護活動を展開 し て い る保健師 は
,

公

衆衛生看護 の 理念に 基 づ き
,

家族 に健康問題 が生 じる こ

と
, も しくは 生 じた 健康問題 に よ っ て 家族 が危機的状態

に 陥る こ と を未然 に防ぐこ とを 目的 と して 援助を行 っ て

い る
3 )

｡ 援 助 にあた っ て は
, 従来か ら家庭生 活 の な か に

深く入り込み , 家族が 自 ら の 力 で 問題を切り開き, 持て

る力 や 資源を最大限活用 し て 課題や 問題 を乗り越えて い

け る よう に , その 過程 を支え て い る
｡

こ の よう な 特徴を

もつ 看護援助は
, そ の

一

方で
, 淡 々 と した生 活の なか で

の 家族 の 小 さ な変化を見出 しなが ら, 援助を展開 して い

く こ と と な り, しか も家族 と い う複雑な現象 の をか で 援

助 と の 関連 は み え にく い 状況 にあ る｡ その た め
,

こ う し

た 予防意義 の 高 い 援助効果を明 ら か にす る こ と は 重要 と

考え る｡ しかし,
こ の よ うな観点 か ら家族 に 焦点をあ て

て 援助効果を明 ら か に し た報告 は
, 見 い だせ なか っ た ｡

ま た
, 育児 や 介護 に 関す る 研究 か ら は

, 負担感
4 )

-

5 )

,

介護体験
6)

, 母 親 の 心理
7 ト 8 )

な ど主 に家族の な か で ケ

アを提供 して い る 特定の 家族員 の 内面を明 らか に しよ う

とす る も の や, 母子相 互作用
9 )

-

I O)

や 要介護者 と介護者

と い っ た ケ ア の 受け手と 担 い 手 と い う関係性 に 焦点を当

て た もの
1 1 ト 1 2)

が 多く
,

家族全体性 へ の 関わ り に 焦点 を

あて た研究 は わ ずか で あ っ た
1 3)

｡

そ こ で
, 本研究で は

,
･ 家族が 日常生 活 の 営 み の なか で

行う育児 や介護を どの よ う に成 し遂げて い く の か を ｢家

族 の ケ ア カ｣ と い う観点か ら捉え, そ の ケラカの 高ま
,

り

を看護援助 と の 関連の なか で 明ら か に しよう と 考え た｡

Ⅱ. 目 的

家族 が 日常生 活の 営み の な か で行う育児 や介護を家族

に よ る ケ ア と捉え
, 家族が 育児 や介護を成 し遂げ て い く

た め に発揮す る力すな わち ｢家族 の ケ ア カ｣ の 高まりを

明 ら か に し
, 家族の ケ ア カを高 め る看護援助を検討す る
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こ と を 目的 とす る｡

Ⅲ. 用語の定義

【家族の ケア カの 高ま り】

家族が 育児 や 介護を成 し遂げて い く過程に お い て
,

そ

の 構成家族員 が
,

自己も しく は家族内他者の 健康お よ び

安寧 の 保持追求の た め に発揮す る 力が 高ま っ て い く発展

的変化 の 様相 , お よ び そ の 影響 に よ る 家族員間の 関係性

の 発展的変化の 様相｡

Ⅳ . 研究方法

1 . 対象事例

育児も しく は 介護を行 っ て い る家族 で
, 筆者 が 一

定期

間保健師 の 立場 で 家庭訪問 を中心 と した援助を実施で き

た 3 家族を分析対象事例と し た｡ 事例 の 概要お よ び 筆者

の 援助状況 は 表1 に 示すと お り で ある ｡

表 1 分析対象事例の 概要

A 家族 B 家族 C 家族

本人の

状況

3 歳 , 男 児 , 軽 度 9 0 歳代前半
,

女性
,

8 0 歳代後半 . 女性 ,

の 言葉の 遅れ
,

難聴 , 狭 心 症 , 高 パ ー

キ ン ソ ン 病 ,

ア トピ ー

性皮膚炎 血圧 . 要介護 2 要介護 2

家族 の

状 況

母 親 : 3 0 歳 代 ( 糖 隣 に姪家族 が居住 次 男 の 妻 : 50 歳 代

尿病) , 父親 : 40 歳 姪 : 5 0 歳代 ( 圭 介 (圭介 護者) ,
次男 :

代 (農 業) ,
祖母 : 護者 ,

高血圧)
,

痩 50 歳 代 ( 会社 員) ,

7 0 歳 代 ( 農 業 ,
高 の 夫 : 5 0 歳 代 ( 公 孫娘 2 人 (社会 人 .

血圧) ,
祖父 : 70 歳 務貞)

,
姪
■
の 息子 4 大学生)

代 (農業) 人 ( 社 会 人 , 大 学

生 2 人 , 中学生)

援助 開始

の 契機

1 歳 半健 康 診査 で 保健 師 に よ る 独 居 本 人と の 同 居 に あ

経過観察 高齢 者 - の 状況 確 た り
,

家 族 より 相

FE]
ロ. L ､ 読

これ まで 乳幼 児 フ ォ ロ ー 教 地域推進員の 派遣
,

デ イサ
ー ビス

, ホ
-

の

援 助内容

塞
,

保 健 師 の 家庭

訪問

保健師の 家庭訪問 ム ヘ ル パ
ー

派遣

筆者の H 14 . 7
-

H 14 , 8
- H 14 . 6 -

援 助状 況 H 15 . 3 ( 11 回) ･ H 15 . 3 ( 9 回) H 15 . 3 ( 9 回)

2 . デ
ー

タ収集方法

筆者が 保健師 の 立場 で
,

7
- 9 ケ月間継続 して 家庭訪

問お よ び対象家族 が利用 して い るサ ー ビス に参加 し
,

揺

助 を行 っ た
｡ そ の 相 互 作用 の な か で 捉えた 家族員 の 言

動, お よ び 筆者 の 保健師 と し て の 言動 と 認識を デ ー タ

と し た ｡ 録音 テ
ー プ は

, 援助 そ の もの に 影響す る と 考

え使用せ ず, 援助終了後, 早期 に援助場面を想起 し記述

した ｡ 援助は
, 家族の ケ ア カを高め る こ と を意識 し なが

ら
,
対象家族 の ニ ー ズ に応 じて 行 っ た ｡

3 . 分 析方法

1 ) 家族の ケ ア カ の 高まり を 明 らか にす る手順

収集 した デ ー タ か ら作成 し た援助経過記録をもと に
,

家族 の ケ ア カを高 め る こ と を 意図 し て 筆者 が 関 わ っ た
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場面を抽出 した ｡ そ し て 場面 ご と に家族員の 言動 か ら

ケ アカ に 関連す る家族員の 認識 と行動を抽出 した
｡ それ

らを家族員別に整 理 し
,

時間経過 に そ っ て 並 べ
, 発展的

変化を調 べ た ｡ そ れ らを家族全体 と して どの ような ケ ア

カを 高め た の か と い う観点 か ら, 項目を 立て て 分類整理

した ｡ 家族 ごと に 分析 し た結果を全家族 で 統合 し集約 し

た ｡

2 ) 家族の ケ ア カの 高まり に影響 を 及 ぼ した 看護援助 を

明 らか にする 手順

家族の ケ アカの 高まり ごと に抽出 した 場面 に戻り, 時

間経過 に そ っ て
,

実施 した援助行為と 家族員の 認識お よ

び行動 と の 相互 作用 の 状況を調 べ た ｡ そ し て
, 家族員の

認識 や 行動 に影響を及 ぼ し た と考え ら れ る 授助行為を,

家族員 の 認識お よ び行動 の 大分類 ごと に整理 し, そ の 内

容を統合 ･ 整理 し た
｡

3 ) 家族 の ケ ア カ の 高まりと 援助の 関連 の 検討

家族の ケ ア カ の 高まり に影響を及 ぼ した 看護援助が ,

家族 の ケ アカ の 高まり の 経過 に どの よ う に 関与 し て い た

の か を検討 した｡

4 . 対象家族に対する倫理的配慮

対象家族 に は
,

研究 の 趣旨 に つ い て 説明す る と と も

に
,
協力の 可 否 に よ る 不利益が 生 じ な い こ と

, 途中中断

の 自由
,

匿名性 の 保障 に つ い て 説明 し, 承諾を得 た
｡

5 . 真 実性 (c r e dibilit y) の 確保

筆者自ら 家族員の 生 活の 場 で 長期間
一

貫 して 関わ る こ

と に よ っ て
,
家族員の 言動か らケ アカ に 関わ る 認識 お よ

び行動を可能な限り詳細か つ 家族員 の 立場 で捉えら れ る

よう努 め た ｡ 対象家族の 担当保健師 に は
,

筆者の 初 回 と

最終訪問時の 同行 の 依頼
,

お よ び援助期間中は そ の つ ど

実施 した援助内容 を提示す る こ と に よ っ て
,

筆者 の 援助

と家族 の 変化 と の 関連性の 確認を求 め た ｡ また
,

研究過

程を定期的 に指導教員 に提示 し, 研究 の 厳密 さ お よ び分

析過程 で 産出 した デ ー タ の 信頼性 の 確保 に 努め た｡

Ⅴ . 結 果

1 . 家族 の ケアカ の高まり

3 家族の 抽出され た 援助場面 は総数9 8場面で
,

家族員

の ケ アカ に 関連す る 認識 お よ び 行動 の デ ー タ は 合計3 77

件抽出さ れ た ｡ こ れ ら は
,

同質の 内容 か ら5 5 の 中分類か

らな る2 6 の 大分類 を得 ,
さ ら に家族 の ケ ア カの 高まり と

して ≪健康生活を維持 ･ 獲得 して い く力≫
,
《児 ･ 要介護

者 の 健康問題 に対処 して い く力≫, 《家族員間の 協力関係

を築 い て い く力≫, 《外部資源を活用 し て い く力≫ と い う

4 つ の 項目 に分類整理す る こ とが で きた ( 表2 ) ｡



表 2 家族の ケ ア カの 高まり の 内容

項目 家族員 の認識 お よび 行動の 内容 ( 大分類) 家族名

健

康
坐
宿

悶
て

●

し ヽ

く
力

自己の 健康生 活 へ の 関心 一 理解 A
,
B

,
C

自己の 健 衆生 活の 維持 . 獲得 に向かう意 欲 A ,
B

自己の 健康生活 の維持 . 獲 得に向けた 取り組み . 工 夫 A
,
B

,
C

家族全体 の健 康生活 - の 関心 . 理解 A
,
C

家族の 健康生 活を促 す責任感 A
,
C

家族内他者の健康生 活を促 すた め の 取り組 み . 工 夫 A
,

■C

家族内他者 の 内面 - の 関心 . 理解 A

脂 児 , 要介護者の健康 問題 - の 関心 . 理解 A
,
B

,
C

児
.

要介護者の健康 問題 へ の 対処意欲 .

責任感 A
,
B

,
C

児 .

要介護者の健康問題の改善に向けた取り組み . 工 夫 A
,
B

,
C

児 へ の 愛着
. 愛情 A

要介護者の 内面 へ の 関心 . 理 解 B
,
C

介護の 肯定感 B
,
C

衣

壁

至芸
家族関係の 洞察 A

,
B

,
C

自己と家族内他者と の位置 関係 の 調整 A

協力関係を発展させ て い く志 向 A

家族内他者の 受容 A
,
B

,
C

家族員 間の 協力関係 を発展 させ て い く働きかけ A
,
B

,
C

家族の 協力関係の 確信 A
,
ち

,
C

外

那
餐
源

活 を

用
し
て
い

く
力

サ ー ビス 利用 に対す る関心 . 理解 A
,
B

,
C

サ ー ビ ス 利用 . 継続お よ びそ れ に かかわる 行動 A
,
B

,
C

サ ー ビ ス 利用の 意義の 確信 A
,
B

,
C

外 部支援 者からの 支 えの 意識化 A
,
B

地域 の 人 々 との 交流 へ の 関心 A
,
B

,
C

地域 の 人々 との 交流の 継続 . 広が り A
,
B

,
C

地域 の 人々 との 交流の 意味づ け A
,
B

,
C

以下 ,
まず,

A 家族 の 結果を用 い て 項目 ご と に家族 の

ケ アカの 高 まり の 内容を説明 し, 次 い で 3 家族の 分析結

果を統合 し項 目 間の 関連 に つ い て 述 べ る ｡ なお
, 文中の

《 ≫ は 家族 の ケ ア カ の 高まりの 項 目 ,
< > は 家族員

の 認識お よ び行動 の 内容 (大分類) を示す (表 2 参照) ｡

(1) 項目ご との 家族の ケ アカ の高まりの 内容

① 《健康生 活を維持
･

獲得 して い く力≫ の 高まり

全く自己の 健康 に無関心 で あ っ た 父 親 に は
, 血 圧 測

定な どを と お して まず< 自己の 健康生活 へ の 関心 ･ 理

解 > が み ら れ る よ う に な っ た｡ そ れ は
, 初 め て 市 の

健診を受診す る よ う に な る な ど< 自己の 健康生 活 の

維持
･

獲得 に 向かう意欲 > < 自己の 健康生活 に 向けた

取り組み ･ 工 夫 > に つ なが っ た ｡ < 自己 の 健康生活 の

維持
･

獲得 に 向かう意欲 > の 高まり は
, さ ら に < 自己

の 健康生 活 に 向けた取り組 み ･ 工 夫 > を発展させ て い

た｡ 健診を受診 した 父親 は
, その 結果か ら体脂肪 が 高

い こ とや
, 高血 圧 で ある こ と を知り, そ れ は< 自己の

健康生 活 へ の 関心 ･ 理解 > をさ ら に深め るも の と な っ

て い た｡ こ う した 父親 の 変化は
, 母親の 変化 と関連 し

あ っ て 高ま っ て い た ｡ もと もと 家族の 健康を気遣 っ て

い た母親 は
, 筆者 が 父親 の 健康状態を話題 にす る こ と

で
,

< 家族全体 の 健康生 活 へ の 関心 ･ 理 解 >
,

< 家族

の 健康生 活を促す責任感 > が深まり
,

そ れ は父 親 に健

診を促 したり,

､
父 親の 気持ちを察 しなが ら医療機関 を

受診す る よう働きか け る よう に な る な ど< 家族内他者

の 健康生 活を促すた め の 取り組 み ･ 工 夫 >
,

< 家族内

他者の 内面 へ の 関心 ･ 理解 > に発展 した ｡

つ まり,
こ の よ うな家族員 の 自己の 健康生 活 の 維

持
･

獲得 に 向 か う認識 お よ び行動 と
, 家族全体 と し

て の 健康生活 の 推持 ･ 獲得 に向か う認識 お よ び 行動の

発展的変化の 様相 を 《健康生 活を維持 ･ 獲得 して い く

力≫ の 高まりと し た
｡

ま た
,

こ の ケ アカ が 高 め ら れ る 過程 で は
,

糖尿病

を抱える 母親の < 自己の 健康生活 へ の 関心 ･ 理 解 > の

深まり か ら, 運動を か ねて 本児を連れ て 公園に で か け

る よう に な っ た り, 野 菜入り の 味噌汁 を つ く る よう に

な っ たり と い う < 自己 の 健康生 活の 維持 ･ 獲得 の た め

の 取り組 み > が
, 児 の 生 活 リ ズ ム や 偏食の 改善 へ の 取

り組み に なる こ と に気 づ く な ど《児 の 健康問題 に対処

して い く力≫ を高め る 様相も み ら れ た ｡

② 《児 の 健康問題 に対処 し て い く力》 の 高まり

こ の ケ ア カ は
, まず,

ア ト ピ ー

性皮膚炎 の 薬を嫌

が る 本児 の 行動を, 母親が 発達面 か ら 理 解で きる よ う

になる な ど< 児 の 健康問題 へ の 関心 ･ 理解 > が み られ

る よ う にな っ た｡ そ れ が 本児の わ か る言葉 で 納得さ せ

て 薬 を つ け る よう に な る と い う < 児 の 健康問題の 改善

に向け た 取り組 み > や , 児 の 状態を よくする こ と は親

の 役 目 だ と思う よう に な る な ど < 児 の 健康問題 へ の 対

処意欲 ･ 責任感 > に つ なが っ て い た｡
こ の < 児 の 健康

問題 へ の 対処意欲 ･ 責任感 > は
,

さ ら に < 児の 健康問

題の 改善 に 向け た取り組 み ･ 工 夫 > を継続 ･ 拡大 させ

て い た ｡ こ れ は
,

< 児 へ の 愛情 ･ 愛着 > に つ なが り
,

そ れ は再 び < 児の 健康問題 へ の 対処意欲 ･ 責任感 >
,

< 児 の 健康問題 の 改善 に 向 け た 取り組 み ･ 工 夫 > に

フ ィ
ー

ドバ ッ ク さ れ る もの で あ っ た｡

また
, 母親 の < 児 の 健康問題の 改善 に 向け た 取り組

み > の 継続 は
,
児自身が 薬 の 必要性を理解で き るよ う

にな る と い う変化をもた ら し た｡

つ まり,
こ の よう な家族員お よ び児自身の 児 の 健康

問題 へ の 対処 に 向かう認識お よ び行動 の 発展的変化 の

様相を 《児 の 健康問題 に対処 し て い く力》 の 高まり と

した ｡

ま た
,

こ の ケ ア カが 高 め ら れ る 過程 で は
,

母親 の

< 児 の 健康問題 へ の 関心 ･ 理解 > が
,

児 の 健康問題

に家族員 の 関わ り や 家族関係 が 影響を及 ぼ して い る

こ と を見 つ め る と い う < 家族関係 の 洞察 > を も た ら
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した り, 同様 に < 児 の 健康問題 へ の 関心 ･ 理解 > が
,

< サ ー ビ ス 利用 に対す る理解 > や
,

< 地域の 人 々 と の

交流 へ の 関心 > をも た ら すな ど
, ≪家族員間の 協力関

係を築 い て い く力》 と 《外部資源 を活用 して い く力≫

を高め る 様相が み ら れ た ｡

③ 《家族員間の 協力関係を築 い て い く力≫ の 高まり

こ の ケ ア カ は
,

前述 の よう に 母親 が 《児 の 健康問

題 に対処 して い く力≫ の < 児 の 健康問題 へ の 関心 ･ 理

解 > を深 め る過程 で み ら れ た < 家族関係 の 洞察 > か

ら 発展 して い っ た｡ 母親 の < 家族関係の 洞察 > は
,

父

親や 祖母と の < 協力関係を発展させ て い く志向> をも

た ら し
,

父 親 に本児 の 生 活リ ズ ム の 改善 へ の 協力を求

め る よ う に な る
,

祖母に 幼稚園入園 に 向けた相談 をす

る よ う にな るな ど< 自己と 家族内他者 と の 位置関係 の

調整 > や < 協力関係 を発展さ せ て い く働きか け> に発

展 した ｡ そ れ に よ っ て
,

母親の 父 親や 祖母 と の 関わり

方 に変化が み ら れ る よう に なり
,

母親か ら は父 親 や祖

母の 思 い や 果 た して い る役割 を認め るな ど< 家族内他

者の 受容 > の 認識 が み られ る よ う に な っ た｡ 母親 の 変

化 に伴 い
, 祖母 や 父 親 にも母親の 努力を認 め る よう に

な る
, 母親 に協力姿勢を示すよ う にな る と い う変化が

あ っ た｡ 母親 は 父 親や 祖母の 変化を確認 で きる と
,

自

分 の 家族 は協力 しあえる の だ と < 家族 の 協力関係 の 確

信 > をもた ら した ｡ そ れ は 《児 の 健康問題 に対処 して

い く力≫ の < 児 の 健康問題 へ の 対処意欲 ･ 責任感 > に

フ ィ
ー ドバ ッ ク され た ｡

つ まり
,

家族員 の 他の 家族員 と の 関係を協力関係 に

向 け て 発展させ て い こ うと す る認識お よ び行動 の 変化

の 様相を
, 《家族員間 の 協力関係を築 い て い く力≫ の

高まり と した ｡

④ 《外部資源を活用 して い く力≫ の 高まり

こ の ケ ア カ の 高まりも 《家族員間の 協力関係 を 築

い て い く力≫ の 高まり と 同様 に
, 《児 の 健康問題 に対

処 して い く力≫ の < 児 の 健康問題 へ の 関心 ･ 理解 > か

ら発展 した もの で あ る｡ そ れ は
,

母親 に 中断 して い た

乳幼児 フ ォ ロ ー 教室 へ の 関心 が再 び み ら れ る よう にな

る と い う < サ ー ビス 利用 に対す る 関心 ･ 理解 > と
,

近

隣 の 子育 て 家族 と 幼稚園 に向け た情報交換 を す る よ

う にな るな ど< 地域の 人 々 と の 交流 へ の 関心 > に つ な

が っ た｡ そ して
,

そ れ ら は< サ ー ビス 利用 の 意義の 確

信 > < 外部支援者か らの 支えの 意識化 > や
,

< 地域 の

人々 と の 交流 の 意味 づ け> に発展 し た｡ < 外部支援者

か ら の 支えの 意識化 > や < 地域 の 人々 と の 交流 の 意味

づ け > は
,

母親 に安心感 をも た ら し
,

そ れ は 《児 の 健

康問題 に対処 して い く力≫ の < 対処意欲 ･ 責任感 > や
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< 改善 に向 け た取り組み > に フ ィ
ー

ド バ ッ ク さ れ る も

の と な っ て い た｡

つ まり
,

家族貞 の 児 の 健康問題 へ の 対処お よ び 家族

の 健康生 活の 維持 ･ 獲得 の た め に外部資源 を活用 して

い こ う と す る 認識お よ び行動 の 変化 の 様相を, 《外部

資源を活用 し て い く力≫ の 高まりと した ｡

(2) 家族 の ケア カの 項目間の 関連

A 家族の ケ ア カ は
, 項 目 ご と の 家族員の 認識お よ び 行

動の 発展的変化 の 様相 か ら, 項目間が 互 い に関連 しあ っ

て 高ま っ て い く こ とが 確認 で きた
｡

介護 に取り組むB 家族,
C 家族 に つ い て も同様の 分析

を行 っ た 結果, 家族 に よ っ て 項 目 ごと の 家族員の 認識や

行動の 内容や 現 れ方 に違 い は み られ たもの の
, 家族の ケ

ア カの 高まり の 起点とな っ た 家族員の 認識お よ び 行動と

項 目間の 関連性 に は
,
A 家族 と共通 の 結果が確認 で きた｡

つ まり, 《健康 生 活を嘩持
.

獲得 して い く力≫と
, 《児

･

要介護者 の 健康問題 に対処 し て い く力》 は
, まず < 関

jL l
･ 理 解 > が 深まり, そ れ が < 意欲 ･ 責任感 > や < 取

り組み ･ 工 夫 > に つ な が っ て 発展 し て い っ た
｡

< 取り組

み ･ 工 夫 > の 発展 は
,

再 び < 関心 ･ 理解 > を深め るもの

と な っ た ｡ 《健康生 活を維持 ･ 獲得 して い く力≫ と 《児 ･

要介護者 の 健康問題 に対処 し て い く力≫ の < 関心 ･ 理

解 > は
, 《家族員間の 協力関係 を築 い て い く力≫や 《外部

資源を活用 して い く力》 の 家族員の 認識及 び行動 に つ な

が り
,

そ れ ら を 発展 させ て い く基と な っ て い た｡ 《家妖

月間の 協力関係を築 い て い く力≫ と 《外部資源を活用 し

て い く力≫ の 高まり と して 現 れ た 家族員 の 認識 は
, 《健

康生活 を維持 ･ 獲得 して い く力≫ や 《児 ･ 要介護者の 健

康問題 に対処 して い く力≫ に フ ィ
ー ド バ ッ ク し, そ れ ら

を さ ら に高め て い た ｡

こ れ らか ら,
4 項 目 の ケ ア カ は

, 項目 間が 関連性と 循

環性をも っ て 高 め ら れ て い た こ と が確認で き
,

図 1 の よ

う に示す こ と が で きた｡ な お , 図中の 楕円 は家族員の 認

識
,

四 角 は家族員 の 行動を示す｡

図1 家族 の ケ ア カの 高まり



2 . 家族 の ケア カの 高まりに影響を及ぼした看護援助

家族の ケ ア カ の 高まり に影響を及 ぼ し た と 考え ら れ

た援助行為を
,

家族員の 認識 お よ び行動の 大分類 ご と に

統合 ･ 整理 した と こ ろ
,

29 の 援助行為 が 得 られ た｡ そ れ

ら は そ の 性質か ら 【共 に歩 む姿勢】, 【受容 ･ 共感】, 【洞

察 の 促進】, 【支持 ･ 意味 づ け】, 【情報 ･ 知識 ･ 教育 の 提

供】, 【家族内他者 へ の 専心 の 促進】, 【家族員間の 相互 作

用 の 促進】, 【外部資源の 活用 の 促進】 の 8 項目 に分類 で

き た (表 3 ) ｡

表 3 家族 の ケ ア カの 高まり に影響 を及ぼ した 看護援助

援助項 目 援助行為 (統合
.

整理さ れた もの)

共 に歩 む

姿勢

共 に悩み 考 える
, 共 に喜 ぶ な ど共に 歩む姿勢 を示す

家族の 健康生活 を支援 する 立場 を示す

助力の 意 を示す

受容
.

共感

理解
.

共感 を示す

家族員の 意 向を認 める

家族員の 気持ち を受 け止 め る .

労 う

洞察 の

促進

傾聴 し, 語り を促す

家族員の 気がかりとな つ て い る事柄 に 関心 を向け , 問 い 返す

看護職者が関心 を向けて もらい た い 事柄 に つ い て 問 い かける

支持
.

意味づ け

要介護者の 保持能力 を捉 え
, 評価す る

家族員の 言動を意味 づ けて伝 える

対処状況や それ に向かう姿勢 を支持
.

評価 する

情報
.

知

識
.

教育

の 提 供

知識
.

情報
.

技術の 提供 ,
モ デ ル を示す

無理なく取り組め る方法の 提案

先の 見通しを示す

看 護職者の 考 えや判断 を伝 える

家族内他者へ

の専心の促進

他の 家族員 へ の 関心
.

理解 を促す

家族の ことを思う気持 ちを支持す る

家族員間

の 相互作

用の 促進

家族員が 同席の 場 で援助 を行う
. 互 い の 思 い が表出で きる

場の 提供

家族員間の 意向や思 い の相違 を筆者 の 言葉で 言語化す る

家族内の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を促す

家族内の 情報の 共有化 をは かる

家族員が果 たせ る役割 を提示す る

家族員の 果た して い る役割 を捉 え
, 伝 える

外部資源

の 活用め

促進

サ
ー ビス 利用を促す .

サ ー ビス の 利用効果を確認する
, 筆者の 捉えた 効果を伝える

関係職種 との 関係調整

家族員以外の 人 々と の交流 関係 を捉 え , 支持する

3 . 家族の ケア カの 高まりと援助との 関連

【共 に 歩 む 姿勢】 は
,

A 家族 の 祖母 や 父 親 の よ う に
,

当初保健師 は本児 と母親 の た め に 訪問 して い る もの と認

識 し て い る家族員 に対 し
,

"

家 族の 健康生 活を支援す る

立場 で ある こ と を伝え る
"

と い うも の と
, 家族員 が あ

き らめ て い る
, うまく で きな い 状況に お い て

``

共 に悩 み

考え る
' ' "

助 力の 意 を 示す
"

と い うもの が あ っ た
｡

･ こ れ

によ っ て 家族員 に は
,

こ れ まで無関心で あ っ た健康生活

や 児 ･ 要介護者 の 健康問題 に 関心 が み られ る よう に な っ

た り
,

あきら め ず に再 びや っ て み よ うと い う意欲 や工 夫

が み ら れ る よう に な っ た｡
つ まり

,
家族員の < 関心 ･ 理

解 >
,

< 意欲 ･ 責任感 >
,

< 取り組 み ･ 工 夫 > を促進 し

て い た ｡

【受容 ･ 共感】 と 【洞察 の 促進】 は
,

組 み 合 わ せ て 行

わ れ る こ と が多く み られ た ｡ こ れ ら は
,

家族員が 安心 し

て 自己の 内面を語 る状況を つ くり だ し
,

その 語り に よ っ

て 家族員 は 現実 と 自己と の 関係を見 つ め
,

洞察を深め

て い た ｡ そ し て 自分自身が 行為の 主体者 で ある こ と を認

識 し
,
状況 に向か う意欲をもた ら して い た｡ つ まり

,
こ

れ ら の 援助 は
,

主 に家族員 の 健康 生 活や 児
･ 要介護者 の

健康問題 に対処 し て い く < 関心 ･ 理解 > や < 意欲 ･

責任

感 > を促進 して い た ｡

【支持 ･ 意味 づ け】 は
,

家族員 に 自分 の 能力 や 考え
,

行動 に 自信 や 確信 をも た ら し
,

そ れ が 家族員 の < 意欲 ･

責任感 > や < 取り組 み ･ 工 夫 > < 家族員間の 協力関係を

発展 させ て い く働きか け> な どの 対処行動を継続 ･ 促進

して い た｡

【情報 ･ 知識 ･ 教育の 提供】 は
,

家族員 の 健康生活 や

ケ ア を必要 とす る家族員の 健康問題 に対す る < 関心 ･ 理

解 >
,

< 取り組み ･ 工 夫 > を促進 し て い た｡ また
, 無理

な く取り組め る方法を提案 した り
,

先 の 見通 し を示 し た

りする 援助 は
,

家族員 が どの よ う に対処 して い け ば よ い

か わ か らな い 状況 に お い て 実施 して お り
,

それ に よ っ て

家族員は 具体的 な対処 や先 の イ メ ー ジが で きる よう に な

り
,
不安が 解消 さ れ

,
意欲 が もた ら され て い た｡ つ まり

< 意欲 ･ 責任感 > を促進する効果もあ る こ と が確認で き

た ｡

【家族内他者 へ の 専心 の 促進】 は, 家族員 か ら表出さ

れ る 他の 家族員 を思 う気持ち を支持 した り
,

他 の 家族員

が 心配 して い る こ とを看護職者の 言葉で 伝え
,

他 の 家族

員 へ の 関心 ･ 理解 を促 そう と した りす る援助 で あ っ､ た｡

こ の 援助 は
,

家族貞 の 他 の 家族員 に関わ る認識 お よ び 行

動に 関連 して お り, 4 項 目 す べ て の ケ ア カ の 高まりを促

進する もの で あ っ た ｡

【家族員間の 相互 作用 の 促進】 は
,

家族員 が 互 い の 意

向や 気持ちを伝え る場 や機会を提供 し
,

相互 理 解 や役割

分担 を促進 し て お り
,
《家族員間 の 協力関係を築 い て い

く力≫ を促す中心的 な援助 で あ っ た ｡ ま た
,

要介護者 と

介護者の 相互 作用を促進す る援助 は
,

相手 の 気持 ち や 意

向の 理 解 を促 し, そ れ は そ れ ぞ れ の < 対処意欲 > や < 取

り組 み > を促進 し て い た ｡

【外部資源の 活用 の 促進】 は
,

"

サ ー ビ ス 利用 を促す
''

,

"

.

地域 の 人々 と の 交流状況を捉え, そ の 交流を支持す る
"

な どで
, 外部資源を活用 して い く力の 高まり を促進す る
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中心的な援助 で あ っ た ｡ ま た
,

こ の 援助は , 家族員 に周

囲か ら の 支えが あ る と い う安心感をもた ら し, そ れ は健

康生活 や児
･

要介護者 の 健康問題 に 対する < 意欲 ･ 責任

感 >
,

< 取り組み ･ 工 夫 > を促進 して い た ｡

こ れ ら 8 項 目の 性質か ら なる援助行為 は
, 家族員 の 状

況 に応 じて
,

組み 合 わせ たり繰り返 した り し て 駆使 して

い た ｡ そ れ に よ っ て 家族員の 認識や 行動 に発展的変化を

もた ら して い た｡

Ⅵ . 考 察

1 . 家族の ケア カ の高ま りの 特徴

個 々 の 家族員 の 認識お よ び行動 の 発展的変化 か ら 見出

され た 4 項 目 の 家族の ケ ア カ の 高まり, すな わ ち 《健康

生 活 を維持 ･ 獲得 して い く力≫
,
《児 ･ 要介護者 の 健康問

題 に対処 して い く力》, 《家族員間の 協力関係を築 い て い

く力≫, 《外部資源を活用 し て い く力≫ は, 島内ら の
1 4)

衣

族が 健康生活をお くる 能力 と して の ｢ 家族生活力量｣ の

3 つ の 要素 と整合性が み ら れ
, 育児 や介護 に取り組む 家

族 に と っ て 必要な力が 高め ら れ た と い える ｡
こ れ ら 4 項

目 の ケ ア カ は
, 関連性と 循環性をも っ て 高め ら れ て い く

こ と が確認 で きた ｡ こ の 高まり の 特徴 は
,

次の よ う に述

べ る こ と が で き-る . 個 々 の 家族員 の 健康生活 を維持 ･ 獲

得 して い く力や
, 児

･ 要介護者 の 健康問題 に対処 し て い

く力 は
, 家族員間 の 相互 作用

,
ま た 家族員以外 の 外部支

援者や 地域住民 と の 相互 作用 に よ っ て 高 め ら れ て い く｡

そ の 相 互作用か ら生み 出 さ れ る家族員間の 協力関係
,

衣

族 と外部資源と の 肯定的な関係 が家族全体 と して の 機能

の 高まり と なる ｡ そ し て 家族員 が 自分 の 家族が協力 しあ

える こ と や周囲の 人 々 か ら支えら れ て い る こ と を意識化

で きる と
,

それ は安心感をもた ら し
,

そ の 家族員の 意欲

や対処行動 に還元 され
,

家族 の なか で 自分の 力が 発揮 で

きる状況 になる と 考え ら れ る ｡

こ の ような個 々 の 家族員 と家族全体 と して の 機能の 関

係 を 島内 は
15 )

,
全体 の 家族 シス テ ム にお け る個人 へ の 視

点と して
, 個 々 の 家族員 の 欲求構造

,
精神力動

,
価値椀

が独自性 を持ちなが ら調整 や統合をは か り,
生 活集団と

して 家族 が 成立 し て い る と し
, 個人の あり ようを捉え る

こ と の 重要性を述 べ て い る ｡ つ まり
,
社会的な存在 で あ

る 人間個人の 力の 高まり は
, 他者 と の 関係 の な か で 高め

られ る と い う局面を内包 して おり , 個 々 の 家族員の 力を

促す援助 を行う こ と で
,

こ れ ら の 人間に よ っ て 構成さ れ

る家族全体 の 力の 高まり に つ な が る と い える ｡ こ の こ と

は
, 家族員間の 関係性, 家族 と周囲の 人々 と の 関係性を

捉えな が ら
, 個 々 の 家族員 に働きか け る援助 の 重要性 を

支持す る もの で ある ｡
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ま た
, 家族 の ケ ア カ の 高まり に は

, 家族員 の 他の 家族

員を心配 し気遣う･ 気持ち が大きく関与 して い る こ と が わ

か っ た ｡ メ イ ヤ ロ フ は
1 6 )

は
, 他の 家族員 を思う気持ち

や 関心 を ｢専心｣ と して
, ケ ア に と っ て 本質的 なもの と

述 べ て い る ｡ こ の よ う な家族員 の 家族内他者 を思う感情

は
, 家族と い う特有 の 関係 に ある者 が もと も と有 して い

る も の と さ れ て い る
1 7)

が , 普段 は 家族 の な か で な か な

か 表現 さ れ なか っ たり , 家族員自身もあま り意識 して い

な い と 思 わ れ る ｡ よ っ て
,

こ の よう な 感情を表出 させ
,

支持
･

強化す る こ と が 重要と 考える ｡

さ ら に, 家族 の ケ ア カが 高め られ る 過程 で は
, 健康 に

無関心 で あ っ た家族員 や
,

な ん らか の 疾患 を抱えなが ら

も育児 や介護 に取り組 む 家族員が
, 自己の 健康生 活 へ の

関心を高め
, 健康生 活の 維持

･

獲得 に向 け た予防行動が

も た ら さ れ る こ と が 確認 で きた ｡ ま た
, 介護家族 で は

,

主介護者の 介護状況を そ の 子 ど もが み て 介護 へ の 関心

を高 め たり, 高齢者 へ の 接 し方を学 ん だり と
, ケ ア を必

要 とす る家族員を支える こ と が 世代を超えて 受け継が れ

て い く家族の 価値 を 育て る こ と が確認 さ れ た ｡ こ の こ と

は
,

家族の ケ アカ を高め る 支援が , 新 た に生 じる可能性

の ある健康問題 に対処する 力を高め る と と もに
,

世代間

に 渡る 家族の ケ ア 機能を高め る と い う長期的に予防意義

の 高 い もの と なる こ と を確認する こ と と な っ た ｡

2 . 家族 の ケアカを高める看護援助

本研究結果よ り
,

家族 の ケ ア カ の 高まり と 家族 の ケ

アカを高め る看護援助の 関係 は図 2 の よう に 示す こ と が

【

家
族
の

ケ
ア

カ
の

高
ま

り
】

【

家

族
の

ケ

ア

カ

を
高
め

る

看
護
援

助
】

図 2 家族 の ケ ア カ の 高まり と 家族 の ケ ア カを高 め る

看護援助の 関係



で きた ｡ 家族 の ケ ア カの 高まり に影響 を及 ぼ した援助行

為 【共 に歩 む姿勢】, 【受容
･

共感】, 【洞察 の 促進】, 【支

持
･

意味 づ け】, 【情報
･

知識
･ 教育の 提供】, 【家族内他

者 へ の 専心 の 促進】, 【家族員間の 相互 作用 の 促進】, 【外

部資源の 活用 の 促進】 は
, 家族の ケ ア カ の 高まり と の 関

連か ら,
1 ) ケ ア を発揮す る基 と な る 家族員 の 認識 を深

め
,

2 ) 家族員 の 対処行動を維持
･

促進 し
,

3 ) 家族員

の ケ ア カが 発揮 で きる状況 を整え る援助 で あ っ た と い う

こ とが で きた｡
つ まり,

こ れ ら3 つ の 看護援助を提供する

こ と によ っ て
, 家族 の ケ ア カ は高め られ る と考えら れた ｡

以下 3 つ の 家族の ケ ア カ を高 め る 看護援助 に つ い て
t

家族の ケ ア カ と の 関係を踏まえて 述 べ る｡

1 ) ケ ア カ を発揮す る基 と なる 家族員 の 認識を深 め る

家族 の ケ ア カ の 高まり は
, 家族員 の 自己お よ び 家族

全体の 健康生活 や児
･

要介護者の 健康問題 に対す る < 関

心 ･ 理解 > が 起点 と な っ て い た ｡ そ し て そ れ に伴 い 高

め ら れ た < 意欲
･

責任感 > は
,

さ ら に対処行動を継続 ･

促進す る も の で あ っ た ｡
つ まり, 家族員 の < 関心 ･ 理

解 >
,

< 意欲 ･

責任感 > と い う認識を深 め る こ と は
,

ケ ア カを発揮す る 基を作り出す こ と で あ る と い え る｡

W righ t ら が 開発 し た カ ル ガリ ー 家族看護介入モ デ ル に

お い て も
18 )

, 家族 が 自 ら問題 に認識する こ と
,

つ まり見

て い て も意識 さ れ な か っ た こ と に気 づ く こ と を重視 して

お り,
そ れ に よ っ て 新 し い 解決の 可能性が 見 い だせ る と

し て い る ｡

その ため に は
, 関心の 対象と な るも の に つ い て 問 い か

け, 自己の 考えや気持ちを表出 させ
,

洞察を促す,
理解

に必要な情報
･

知識
･

教育 を家族の ペ ー ス に あわ せ て 提

供す る
, 家族員の 考えや 気 づ きを支持

･ 意味 づ けする 援

助が 重要 と 考える ｡

2 ) 家族員 の 対処行動を維持
･

促進す る

家族員 の 自己 お よ び 家族全体 の 健康生 活 や児
･

要介

護者 の 健康問題 に対す る < 関心 ･ 理解 >
,

< 意欲 ･ 責

任感> は
, 健康生 活 を維持

･

獲得 や
, 児

･

要介護者の 健

康問題 の 改善
･

解決の ため の < 取り組 み ･ 工 夫 > に つ な

が り発展する ｡ 看護職者 は
,

家族員 に み ら れ る < 取り組

み > が
, 好ま し い 方法や 選択 で 行える

,
状況 に応 じ て 工

夫で きる よ う促 し
,

それ が継続 で きる よう支える こ とが

必要と 考える ｡ そ の た め に は
,

家族員 の 対処状況 に常 に

関心を向け
, 対処 に必要 引青報

･

知識 ･ 教育の 提供 と と

もに
, 家族員の 対処を支持 ･ 意味 づ け する こ と が 重要 と

考える ｡ そ れ に よ っ て 家族員 は
,

自己の 対処に確信 と自

信を得て
, 対処を継続 し て い け る と考える ｡

3 ) 家族員の ケ アカが 発揮 で きる状況を整える

個 々 の 家族員 の ケ アカ は
,

家族 の な か で 十分 に 発揮

で きな け れ ば
,

そ れ はな い に等 し い こ と で ある ｡ 対象事

例 で ある A 家族の 父 親 は
,

日常的 に児 へ の 関わり が あ っ

た が
,

母親 は 父 親 に子育 て に つ い て 相談す る こ と は な

く
,

父親 の 本児 - の 関 わり は
, 母親 に と っ て 自分 の 子育

て の 意向に 反する も の と して 受け 止め ら れ て い た ｡ 祖母

も孫を常 に気 が か り に し て い た が
,

あえ て 無関心を装 っ

て い た ｡ こ れ は個 々 の 家族員 の ケ ア カが 潜在 して い る に

もか か わ ら ず
,

そ れ ぞ れ の 力 が 家族の な か で うまく発揮

さ れ て い な い 状況で あ る｡ しか し
,

母親 に父 親 や祖母と

の 関係を協力関係 に変え て い こう と い う志向が もた ら さ

れ る と
,

そ れ が 父 親や 祖母 に も影響 し
,

家族員間の 協力

関係 が発展 して い っ た ｡ そ して
,

母親 は発展 した家族関

係を意識化する こ と で
, 自己の 対処意欲 を示 した｡ つ ま

り
一

人の 家族員の 変化か ら家族 の 関係性 は発展 し
,

家族

関係 が協力関係 に変化 し た こ と を家族員が 意識化す る こ

と で , そ の 家族員 は家族 の な か で 力 を発揮 で きる状況 に

な る と い え る ｡ 鈴木 ら
1 9)

は
,

-

単位 と し て の 家族 に対

す る看護職 の 役割 は
,

問題解決 の た め に個 々 の 家族成員

が より望 ま し い 相 互 作用を生 み 出すよ う援助す る こ と と

し
,

家族内部の 相 互 作用の 触媒役を果た す こ と で ある と

述 べ て い る ｡ そ の た め の 援助 は
,

看護職者が 個 々 の 家族

員の 思 い や考えを 受け止 め な が ら, 家族員が 自己の 思 い

や 考えを他 の 家族具に 表出 で きる場 を提供 し
,

相互 理 解

を促す こ と が 必要と 考え る｡ そ して
,

家族関係 の 肯定的

な変化を捉えて 評価 を与え, 家族員 が 自分の 家族 は協力

で き る 関係 に ある の だ と 意識化 で きる よ う促す こ と が重

要で ある ｡

ま た
,

家族員は外部支援者 と の 関わ りや 地域 の 人 々 と

の 交流 を と お して
,

周囲 の 支えを実感 で き る よう に なる

こ と に よ っ て も
,

そ の 安心感 か ら 意欲をも た ら し
,

力を

発揮す る こ と が確認 で き た｡ つ まり
, 外部資源 の 活用を

促 し
,

家族の 支援体制 を整える援助も
,

家族貞 が力 を発

揮 で きる状況を整え る援助 と して 重要と 考え る｡

Ⅶ . 結 語

本研究は
,

筆者が 保健師の 立場 で 7 - 9 ケ 月間継続 し

て 援助を行 っ た なか で 得 ら れ た デ ー タ に基 づ くもの で あ

る ｡
こ の よ う に し て 得 ら れ た デ

ー

タ は
,

家族員 と の 関係

を築き
,

さ ら に生 活 の 場 や家族員間の 交流状況を直接観

察 し感 じる こ と によ っ て捉えた もの で あ る｡ それ に よ っ

て
,

ア ン ケ ー ト調査 や 単発的 な イ ン タ ビ ュ
ー な ど で 得

ら れ に く い 家族の 複雑な様相 を 明ら か にす る こ とが で き

た ｡

家族 の ケ ア カ は
,
｢ 健康 生 活を維持 ･ 獲得 し て い く

力｣
,
｢ 児 ･ 要介護者 の 健康問題 に対処 して い く力｣ , ｢ 家

千葉看会誌 V O L .1 0 N o . 1 2 00 4 . 6 7



族貞間の 協力関係を築 い て い く力｣ , ｢ 外部資源を活用 し

て い く力｣ の 4 項目に 整理され
,

こ れ ら は 関連性 と循環

性をも っ て 高 め ら れ て い た ｡

家族 の ケ ア カを高 め る た め に は
, ｢ ケ ア カを発揮する

基と な る家族員 の 認識を促す援助｣ ,
｢ 家族員 の 対処行動

を維持
･

促進す る援助｣ , ｢ 家族員 の ケ アカ が発揮 で きる

状況 を整え る援助｣ が 必要と 考え ら れ た ｡ そ して
,

そ れ

らの 看護援助 は
, 家族を構成す る家族員全員を援助の 対

象と し
, 【共 に歩 む姿勢】, 【受容

･

共感】, 【洞察の 促進】,

【支持
･

意味 づ け】, 【情報
･

知識 ･

教育 の 提供】, 【家族

内他者 へ の 専心 の 促進】, 【家族員間の 相 互作用の 促進】,

【外部資源の 活用 の 促進】 と い う性質をも つ 援助行為を
,

家族員 の 状況 に応 じて 駆使す る こ と に よ っ て 成 し得 るも

の と い え る｡

( 本論文 は
, 千葉大学大学院看護学研究科 に お ける博 士

論文 の
一

部 を加筆
･ 修 正 し た もの で ある ｡)
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