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患者と家族 を取り巻く人 々 に対する看護行為の 意味

宮 崎 美砂子 ･ 平 山 朝 子 (千葉大学看護学部)

本研究 は, 在宅 ケ ア の 援助過程 に お い て
,

患 者 と家族 を取り巻く援助関係者 に働きか け る看護 行為 が
, 患者 と家族 に質の

高 い 援助 を提供 す る上で
,

ど の よ う な意味 が あ るか を明 らか にす る こ と を目 的と した
｡

2 事例 の 援助過程 に つ い て
, 担 当 した保健婦 に対 し

, 非構成的 な面接調査 を行 っ た｡ そ して
, 看護行為 が誰 に 向 けた働き

か け で ある か に つ い て , ① 患者本人
, ② 家族 ･ 親 族, ③ 援助関係者 に分 け,

そ れ ら の 行為 が 充た そ う と し た ニ ー ズ及 び

創 出 した手段 を調 べ
, ③ に 対す る看護行為 の 侍 徴を 検討 し た

｡

そ の 結果, 援 助関係者 に対す る看護行為 に は
,
以 下の 特徴が 認 め られ た｡

1 . ｢ 依頼 す る｣ ｢ 相談す る｣ 等,
患者 の 立場 に 身を置 い て い るか ら こ そ 実施 でき る行為 が多く行 わ れて い た｡ 2 . 患者や 家

族 の 真意 に沿 っ た 医療 ･ 看護 ･ 福祉 サ
ー

ビス の 提供 や
, 周囲 の 人 々 と協調 した社会生活 の 継続 に 対す る ニ ー ズ に 応 じ る行為

で あ っ た｡ 3 . ｢ 援 助関係者 に直接働き か け る｣ ｢他 の 関係者を介在 させ る｣ ｢援助関係者同士 を つ な げ る｣ と い っ た 3 つ の

特徴 の あ る手段 が 用い られて い た
｡

以上 よ り
, 在 宅ケ ア におけ る

, 援助関係者 に 対す る看護行為 の 意味 と は
, 本人 や家族 の 気持 ちや意 向の 理解 を促 し, 患者

や 家族 に対 す る責 任性の 認識 を高 め る こ と に よ り, 地域 にお い て 人 々 が 望 む在宅 ケ ア 体制づ く りを推進 する こ と で あ る と考

え る｡

K E Y W O R D S : P a r ti cip a n t s i n C o m m u n it y C a r e
,

P a tie n t s N e e d s
,
N u r s l n g A c ti v itie s

I
. 目 的

看護 は
, 人 々 の 生活 を健康的で 自立的 な も の に 整 え る

こ と を 目的と し た援助活動 で あ る ｡ そ の 本質 は
, 対象 と

な っ た人 が 真 に 望ん で い る生活 と は どの よう な もの で あ

る か を援助者と し て 深く 理 解 し
,

そ の ニ ー ズ に 応 え て い

く こ と に ある ｡

望 む生活を 整え る こ と に 援助者 と して 責任 を 持 ち
,

そ

れ を追求する 姿勢 を貫 こ う と する と き , 看護 の 機能 は,

単 に 個人 に適用さ れ る状態 に と どま る もの で は な い ｡ 人

間の 生活 は
, 生活 の 営 み の 基盤 で あ る 家族, 生活共同体

と して の 地域社会 と密接 に 関わ っ て い る｡ そ れ 故 に
, 対

象 と な っ た人 の 生活 を整 え る に は
, 当然 の こ と な が ら,

家族 や地域社会 に ま で 広く看護 の 機能 を 適用 して い く こ

と が求 め られ る｡

ニ
ー

ズ を 充 たす手段 を み る と
, 看護職 が働 きか ける 対

象 は
, ① 患者本人, ② 家族(耕族 を含 む) , ③ 援助関

係者 に分 け られ , 特 に 在宅 ケ ア の 支援 に お い て は, ③が

多彩多様 で あり, ③ へ の 働 き か け が在宅ケ ア に お ける 看

護 の 質 を 高め る の に 重要 な意味を持 っ て い ると思わ れ る｡

そ れ は, 先 に, 保健婦 の 援助過程 に お け る認識内容 を 調

べ た と こ ろ
1 )

, 全体 の 約 7 割 が
, 援助関係者 に 関す る 認

識 で 構成 さ れ て い た こ とか ら も
, 推察 で き る｡

24 V O L . 2 No . 2 1 99 6 ,1 2 千葉看護学会会誌

在宅 ケ ア に お い て
, 看護職 が援助関係者 に 働きか け る

行為 は, 他職種と の 連携 あ る い は社会資源導入の 方法 に

関す る 文脈で 議論さ れ て い る が
, そ れ が看護 と して 本来

どの よ う な意味の あ る行為 で あ るか の 追究 は , 充分 に 行

わ れ て い な い ｡

病院施設内の ケ ア に お い て は, 援助関係者 に 対する看

護職 の 働 き か け は
, 同 じ施設内 に お け る 医療関係者 と の

協動 の 議論で あり
2 )

, ま た± 看護行為 と い う よ り , 看護

管理 的側面 か ら議論 さ れ る こ とが 多 い
3) 4 )

0

本研究 で ほ, 在宅ケ ア の 援助過程 に お い て , 援助関係

者 に 働 き か け る行為 が , 患者や 家族 に 質 の 高 い 援助 を提

供す る上 で どの よ う に 役立 っ て い るか
, 看護行為 と し て

の 意味 を 明ら か に する こ と を目的と す る｡

Ⅱ . 方 法

研究 の 目的に 対 し了解 の 得 られ た 保健婦 2 名 に 対 し
,

在宅 ケ ア の 援助 で 成果 が あ が っ た事例 を 申告 して もら い
,

援助開始 か ら成果 が あ が るま で の 期間の 援助過程 に つ い

て
, 事例 の 経過

, 行 っ た援助, 保健婦 の 考 え に つ い て の

非構成的 な面接調査 を行 う｡

調査事例 は 2 例 で あ り
, 概要 を表 1 に 示す｡

調査内容 は録音 し
, 逐語記録 を作成す る｡ ま ず, 逐語

記録か ら
, 保健婦 が働 き か けた行為 の 意味や 働きか け た

対象が 異 な る ごと に 1 件 の 行為 を抽出す る｡ 次 い で
, 抽

出 し た行為 を
,

A
. 行為 の 向 け られ た対象別 に ① 患者



表 1 事例 の 概要

[事例1 ]

本人 : 8 8 歳 ･ 女性 脳梗塞 ･ 胆嚢炎

2 年間入院 中｡ 寝 た きり状 態, 痴 呆症状 あり

Ⅰv H 実施 ･ パ ル ン カ テ
ー

テ ル 装着中

家族構成 : 長女56 歳 , 長女 の 夫56 歳, 孫娘24 歳

援助期間 : 8 カ月

援助開始の 契機 : 長女 か ら退 院希 望の 相談を受 け る

援助経過 : 主治医と会 い
, 本人の 退院 可能 性 を相 談｡

ⅠV H

が 経菅栄養 に順調 に 移行 すれば退院の 可能性 ありと 医師カラ

ら意見を 得 た｡ 本人 ･ 家族の 在宅療養希望 の 意 向に沿 う べ

く, 病院か ら地域 へ の 医療 ･ 看護の 継続体制, 介護負担軽

減 の た め の 福祉 サ
ー ビ ス 利用体制を整え た

｡

[事例 2 ]

本人 : 4 7 歳 ･ 女 性 . 不安神経症 ･ 精神分裂病疑

家族構成 : 長 女17 歳 , 実父80 歳 , 夫 と は数年前 に離 婚

援助期 間 : 8 カ 月

援助 開始 の 契機 : 福祉事務所児童相談員 か ら
, 長女 が 不登

校 とい う情 報を伝え られ , 援助依頼 を受 け る

援助経過 : 長女が 不登校, 父親 が痴呆 と い う問題 状況 に本

人 は遭遇 し,
こ の ま ま だ と自分 は ホ

ー ム レ ス に な っ て し ま

うの で はな い か と不安 を訴 え た｡ 医学 的判 断が 必要な 状態

で あり
, 早急 に受診 に結 び つ け た｡ 過 1 回 の 通 院 に よ り,

自宅 で の 生活が 継続で き るよ うか か わ っ た が
, 不安症状が

改善せ ず増悪 した た め
, 叔母 と連絡 を取 り, 本人了解 の 下

に入院 の 選択が で きる よ う状況 を整え た ｡

本人, ② 家族(親族) , ③ 援助関係者 に 分 け る｡ そ し て

①②③ の 個 々 の 行為 が
,

B . どの よう な ニ
ー ズ を充 た そ

う と し て 行 わ れ た もの で ある か , 及 び C
.

ど の よ う な手

段 を用 い て 行 わ れ た もの で あ るか を, 援助過程 に お け る

保健婦 の 認識 ･ 判断 ･ 意図 を基 に 調 べ る｡ 以上 か ら, 援

助関係者 に 働 きか け た行為③ が, 患者 や家族 へ の 看護の

質を 高め る上 で
,

ど の よ う な意味を持 っ て い るか を 検討

す る｡

Ⅲ . 結 果

1
. 働きか けた行為 の件数, 行為の 対象

逐語記録 か ら
, 事例1 は5 4 件, 事例2 は3 7 件 の 合計91

件 の 行為 を抽出 した ｡ 保健婦が 働 きか けた行為 の対象 は
,

① 本人 : 2 4 件, ② 家族 : 1 6 件, ③ 援助関係者 : 5 1 件

で あ っ た｡ 対象の 具体内容 を み る と, 家族 は
, 長女 (事

例1 ) 及び 叔母 (事例 2 ) で あ り, 援助関係者 と は
, 義

2 に 示す よ う に
, 事例1 で は1 2 の 種別に 及 ぶ保健 ･ 医療 ･

福祉関係者, 事例 2 で は 7 の 種別 に 及 ぶ 保健 ･ 医療 ･ 福

祉関係者 で あ っ た｡

2
. 行為 の 内容

本人 に 対する行為 は
,

訴え を 聞く ( 6 件, 以 下数字 の

み 示す) , 行動 を共 に す る (4) , 状態 を把握す る (4) , 情

報 を伝 え る (3) , 励 ま す(2) , 提 案す る (2) , 話 し 合 う

(1) , 話を し て 聞 か せ る (1) , 相 談 に の る (1 ) の 内容 で

あ っ た｡ 家族 に 対 して は, 話 し や考 え を 聞く (5) , 相談

す る (4) ,
情報 を伝 え る (4) , 訴 え を 聞く (2 ) , 状 悲 を

把握する (2) の 内容 で あ っ た ｡

一

方 , 援助関係者 に 対 し

て は
, 依頼す る(22) が顕著 に 多く, 他に

, 相談する(8) ,

情報 を伝 え る(8) , 情報を 聞 く (7) , 確 認す る ( 1) , 検

討する (1) , 相談 に の る(1) の 行為が 行 わ れ て い た｡

表 2 働き か け た 対象 の 種別

対 象 事 例 1 事 例 2 計

Q 本人 本人 ( 3) 本人 (21) 2 4

(卦家族 長女 (14) 叔母 ( 2) 1 6

③援助 主治医 (l l) 主治医 ( 5)

51

関係者 病院婦長 ( 5) 児童相談員 ( 3)

病院看護婦 ( 2) 社会福祉事務所

病院付添婦 ( 1) 職員 ( 1)

保健所長 ( 2) 福祉施設生活 指導

保健所保 健指導 良 ( 1)

課長 ( 2) 福祉施設 嘱託 医

保健所 保健婦 ( 1) E E
村保健 婦 ( 8) 保健 セ ン タ

- 長

村訪 問看護婦 ( 2) E E
村保 健課長 ( 1)

村 福祉課長 ( 1)

村社会福祉協議

会長 ( 1)

民生委員 ( 2)

計 54 3 7 9 1

( ) 内 の 数字 は行為 の 件数 を 示す｡

3 . 充 た そう と した ニ ー ズと用 い た手段 との 関連

1 ) 本人 へ の 働きか け

本人 の ニ ー ズを 充 たす た め に
, 直接本人 に 働きか ける

手段 が 用 い られ て い た (12 件) ｡
ニ

ー ズ の 具体内容 を み

る と
,

心身 の 状態 ･ 気持 ち ･ 日常生活 の 把握, 不安 の 受

けと め
, 相談相手, 意思決定や 行動化 の 促進 で あ っ た｡

ま た
, 家族員 の ニ ー ズ を充 たす た め に

, 本人 に 働 きか

け る手段が 用 い ら れ て い た ( 2 件) ｡ こ れ は
, 家族員 の

健康 や生活面 の ニ ー ズ
, あ る い は

, 患者本人 を家族 と し

て の 立場 か ら援助 して い く こ と へ の ニ ー ズを っ か もう と

し た時 に , 家族 と 直接面会 で き な い 状況下 に お い て 選択

さ れ た手段 で あり , 本人か ら家族員の 健康や 生活, 別居

家族 や親族 の 居住地 や職業, 本人と の 交流具合 を っ か む

こ と が 行わ れ て い た｡

2 ) 家族 へ の 働き か け

本人 の ニ ー ズ を充 た すた め
, 家族員 に 働 き か け る 手段
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が あ り ( 1 件) , それ は, 病状 に よ り他者と コ ミ ュ
ニ ケ ー

シ ョ ン が 取れ な い 状態 に あ る 本人 の 意向を 明ら か に する

ニ
ー ズを 充 たす も の で あ っ た｡

ま た
, 家族員 の ニ - ズ を充 た す た め に

,
そ の 家族員自

身 に 直接働き か け る手段 ( 9 件) と
, 別 の 家族員 に 働 き

か け る手段 ( 3 件) が用 い られ て い た｡ 前者 に み ら れ た

具体的な ニ ー ズ と は, 介護 に 直面 し た家族員 の 気持 ち の

把握, 気持 ち の 受 け と め
,

意思決定 を助 け る
, 望 む生活

像 の 明確化 介護能力 の 査定, 知識 ･ 技術習得 へ の 動機

づ け に 応 じる も の で あ っ た｡

一

方 , 後者 は
, 長女 の 夫 が

義母 の 退院と 在宅介護開始 を気持 ち よく受 け と め ら れ る

よ う に , 長女 を通 じ て 夫 の 考 え方 を 把握す る こ とや
, 本

人 の 入院に 際 し て , 同居 し て い る 高齢の 父と 高校生 の 娘

の 生活 を整 え る た めに
, 叔母 に 中心 に な っ て 考え て もら っ

た り, 県外 に 嫁 い で い る本人 の 妹 が本人 の 保護義務者 と

な る こ と を受 け入れ ら れ る よ う に
, 叔母 に仲介役を 担 っ

て もら っ た り する も の で あ っ た｡

そ の 他 に , 家族生活 の 方向性 を決定する ニ ー ズ に 対 し

て
, 家族 の 一 人 に 働き か け て

, 家族全体 の 意向を と らえ

る手段が 用 い ら れ て い た ( 3 件) ｡ 具体内容 を み る と
,

母親 を退院 さ せ て 在宅 で の 介護 を開始する と い う, 家族

全体 の 生活 に 関わ る 決定 に つ い て
, 長女 と話 し合 い

, 家

族 と し て の 意向を確認 し た も の で あ っ た｡

3 ) 援助関係者 へ の 働きかけ

次 の A - Ⅰ の 手段 が 用 い ら れ て い た｡ 具体内容 を表 3

に 示す｡

A : 本人 ･ 家族 に対する責任性 の 認 識 を つ か む

本人 ･

家族に か か わ っ て い る 援助関係者 と 直接会 い
,

行 っ て い る援助内容 に つ い て 話を 聞 い た り, 援助行為 を

観察 した りす る手段 に よ り,
そ の 関係者 の 援助者 と し て

の 責任性の 認識具合 を と ら え
, 本人 ･ 家族が 満足 の い く

援助 が受 け られ る よう に
, 保健婦 が 関係者 に か か わ る こ

と の 必要性や 方向性 を明確 に し よ う とす るもの で あ っ た｡

B : 本人 ･ 家族の 真意 を伝達する

本人 や 家族の 気持 ち や意向に 沿 っ た 援助提供が 行わ れ

る よ う に
, 協力が 必要 な関係者 に は 直接会 っ て

, 本人や

家族 の 真意 を 伝え る と い う手段 が用 い ら れ て い た｡ そ う

す る こ と に よ り, 関係者が 本人 ･ 家族 の 立場 に 立 っ て 問

題 の 理 解 が で き る よう 促 そ う と し て い た｡ こ れ は, 本人

や 家族 の 意向や 満足, 意思 を尊重す る ニ
ー

ズ を充 た すも

の で あ り, 関係者 に か か わ る前 に
, 本人 ･ 家族 の 真 の 気

持 ちや 意向が ど の よ う で あ るか を充分 に つ か もう とする
,

保健婦 の 行為 が存在 して い た ｡

C : 保健婦側 の 真意 ･ 熱意 ･ 誠意を 伝達す る

上記 の よ う に 本人 ･ 家族 の 真意を 協力が 必要 な関係者
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に 伝え る と共 に
, 協力 を得 た い 具体的事項 に つ い て 相談

を持 ちか け た り, 質問 し た り して
, 本人 ･ 家族の 真意 に

沿 っ た 援助 を実現 させ た い と考 え て い る保健婦側の 真剣

な気持ち ･ 熱意 ･ 誠意 を関係者 に 伝 え る手段 を 用 い て い

た｡ 具体内容 を み る と, 病院勤務医で あ る主治医 に 対 し

て
, 在宅ケ ア に 対す る理 解 や協力 を 引き出そ う と する 行

為で あ り, 本人や 家族の 意向 を充分 に 反映 した 医療方針

の 決定 や 医療体制確保の ニ ー ズ を充 た すもの で あ っ た｡

D : 人 ( 紐織) 同士の 既存 の 関係性を活用する

接近 しよ う とす る関係者 に 直接 か か わ る前 に
,

そ の 関

係者 に つ い て 知 っ て い る 人か ら予備情報 を入手 して
, 関

係者 に か か わ る方略を 考え た り
, 既 に そ の 関係者 を知 っ

て い る人 に 同席 を 依頼 して 関係者 と の 面会場面 を っ く っ

た り する手段 が 用い られ て い た｡ そ れ に より, 初期 の 時

点 か ら関係者 と の 関係 の 質 を 深 め
, 関係者か ら質 の 高 い

協力 を引 き 出そ う と する も の で あ っ た｡ こ の 手段 は, 援

助 の 必要性 を表明 して い な い 患者 へ の 面会や
, 家族 の 意

向を受 け て 保健婦側 か ら主治医 に 相談 を持 ち込 む場合 の

よ う に , 関係者 に と っ て 保健婦が か か わ る こ と の 理 由が

見 え に く い 状況下 に お い て 用 い られ て い た｡ そ の 背景 に

は, 誰が ど の よ う な外部資源 (人材 ･ 機関) と っ なが り,

ど の よ う な情報 を有 し て い る か を 日頃か ら注意深く把握

し て お き, そ れ を個別援助過程 に お い て 関係者 に 接近す

ると き に 活 か そ う とす る保健婦 の 考え が存在 して い た｡

E : 組織内 にお け る専門役割や, 職位 に よ っ て 規定され

る責任性 ･ 措辞性 ･ 影響力 を活用する

ある 関係者 に 働 きか け よ う と する 時に は
,

そ の 人 に影

響力の あ る
, 別 の 関係者を 介在 さ せ る こ と に よ り, 保健

婦が 直接 あ る 関係者 に 働 きか け る よりも, 質 の 高い 介入

効果 を ね ら っ た 手段が 用い られ て い た｡ 介在 さ せ る別 の

関係者 の 人選 に 際 して は
, 職種 と し て の 専門役割 や, 職

位 に よ っ て 規定 さ れ る責任性 ･ 指導性 ･ 影響力 を考慮 し

て い た｡ 具体例 を み る と
, 退院を 希望 し て い る本人 の 医

療 ニ - ズ を充 た すた め に
, 退院後 に 及ん で 主治医に 責任

を果 た し て もら う こ と が必要 と考え て
, 保健所長 や保健

指導課長 を介在 さ せ て 主治医 に 接近 した り, ま た
, 家族

の 介護負担軽減 の ニ ー ズ を充 た すた め に は, 病院看護婦

に も患者入院中に 実施 で き る家族教育の 重要性 を認識 し

て も らう こ とが 大切 と考 え て
, 病院婦長 や主治医 に も保

健婦の 意図 を伝 え る よう に し て い た｡

F : 地域に お ける個々 の 外部資源 と保健婦 と の 協力関係

を 蓄積 し
, その 関係を 活用す る

過去 の 援助事例 に お い て
, 保健婦 と地域内の 人材 や施

設等 と の 間で 協力 し合え た 関係性 を, 新 た な別 の 事例 へ

の 援助 に 際 して も積極的 に活 か す手段が用い られ て い た｡



表 3 援助関係者 へ の 働きかけ に 用い た 手段 と対応 した ニ ー ズの 内容

* ) 太字 は
,

患者本人 の ニ
ー

ズ へ の 対応を示す

用 い た 手 段 対応した ニ ー ズの 内容
*)

A : 本人 . 家族に対する責任性の認識をつ かむ

管内病院看護婦の看護に対する責任性病棟を訪問し, 看護婦に本人の病状や看護内容につ いて 尋ねるo 付添婦に聞い て 欲しいと回答あり

病室を訪ね, 本人の入院状態を観察し
, 付添婦による介護状況を把握する 管内病院看護婦の看護に対する責任性

B : 本人 . 家族の真意を伝達する

長女の意向に対する主治医の 理解促進家で 満足の いく介護をしてあげたい とい う母を思う長女の気持ちを主治医に伝える

退院を決断した家族の意志を保健婦から主治医に伝達し
,
主治医の協力を要請する 家族の選択に対する主治医の 理解促進

受診時には本人の満足がいくよう, 気持ちを受けと めてあげて欲しい と主治医にあらかじめ依頼して おく 本人の満足のいく受診実現

.一本人の 意志を無視した強制的な入院とならな い ように
, 時間をかけて説得して 欲しいと主治医に依頼する 本人の意思尊重

C : 保健婦側の意志 . 熱意 . 誠意を伝達する

長女の気持ちに対する主治医の理解促進母親を思う長女の気持ちを支援したい 保健婦の 意向を主治医に伝える

本人の 退院可能性につ い て医学的判断を仰ぐo ⅠⅤⅢ から経菅栄養へ 移行すれば可能性ありと回答あり 本人 . 家族の意向を反映させた医療方針

退院後の医療体制につ い て主治医に相談○ 往診は開業医に依頼, 緊急的は自分が対応すると の 回答あり 在宅療養における医療の確保

D : 人 (組織) 同士の既存の関係性を活用する

本人. 家族の理観 主治医の考え方の推察村保健婦に本人 . 家族や主治医と関わ つ た ことがあるか尋ねて
, 情報をもらう

保健所長は医師会との つ ながりがあるの で
, 入院先病院 . 主治医に関する情報をもらう 在宅ケアに対する主治医の関心具合の推察

保健指導課長は保健所管内の 病院婦長と会議を行つ て い る
o 入院先病院の 看護につ い で情報をもらう 病院看護婦との協動可能性の推察

主治医と面識の ある村保健婦に
, 主治医へ の相談の場に同席して もらう 主治医に対する相談の受け入れの促進

本人と面識のある児童相談員に同行して もらい
, 本人を訪ねる 本人に対する援助者の受け入れの促進

E : 組織内における専門役割や, 職位によつ て規定される責任性 . 指導性 . 影響力を活用する

本人. 家族と王台医との意思疎通の改善保健所長や保健指導課長から ｢主治医と会つ てきたらよい｣ と応援を得て
,
主治医面会の申し入れを行う

保健所長の挨拶を主治医に伝え
, 所長の了解の下に保健婦が相談に 訪れた ことを主治医に認識させる 責任ある医療の提供

保健指導課長に同行して もら い
, 保健所か らの依頼事項として 関係者会議ヘ の 出席依頼を主治医に行う 責任ある医療の提供

医師である保健所長にも関係者会議同席を依頼し
,
主治医に対して医師と して の責任性を喚起させる 責任ある医療の提供

退院後, 村の 保健福祉サ ー ビ スを活用する ことを予測し
, 村保健婦の 協力をあ らかじめ得て おく 家族の介護負担軽減

治療責任者である主治医の 了解を得ておき, 退院に向けて の 家族教育が病棟で実施できる状況をつ くる 家族の介護負担軽減

退院に向けての 家族教育が, 病棟内で どの程度進められてい るか婦長に確認したり
, 再度依頼したりする 家族教育に対する病院看護婦のB 5L喚起

在宅療養準備状況を婦長に伝え
, 退院後の生活を視野に入れた病院看護の実施を意識づける 退院を視野に入れ た病院看護の実施

村保健課長へ 研修の情報提供を行い
, 非常勤訪問看護婦が学びなが ら働ける職場の環境づくりを促す 村の訪問看護サ

ー ビス の質の 向上

F : 地域にお ける個々の外部資源と保健婦との協力関係を蓄積し, その関係を活用する

在宅ケア に対する主治医の関心の弓削ヒ退院後の 本人 . 家族の経過を主治医に報告する こと により, 主治医協力の成果を確認し合う

特別養護老人ホ
- ム生活指導員や嘱託医にデイサ - ビ ス適所時の父親の状態を尋ね

, 相談し合える関係をつ 父親の 健康 . 生活 へ の援助

くる

民生委員とは, 母親が寝たきり . 妻が糖尿病の た め関わりがあ つ たo 本人がトラブルを起こした住民ヘ の事情 近隣者と協調した地域生活の継続

聴取と本人 へ の偏見回避を民生委員に依頼し
, 同じ近隣者の立場から仲介役を担つ て もらう

3 年前から管内精神病院医師が保健セ ンタ
ー の精神保健相談嘱託医となり, 事例検討会を開始したo 嘱託医 受診の必要性 . 緊急性に対する医学的

の部下の医師に, 初回の 家庭訪問へ の同行を依頼した 判断

本人の入院に備え, 父親の 福祉施設 一 時入所の必要性を検討し
, 必要時には手続きが迅速に行われ る よう

,
父親の健康 . 生活の 維持

福祉事務所職員にあらかじめ状況を伝えておく

G : 公的な話し合いの場を活用する

主治医の理解促進 必要な医療 . 看護内保健所保健福祉サ ー ビス調整推進会議の制度を活用し
,

主治医, 病院婦長, 村の福祉課長, 社会福祉協議会

長, 訪問看護婦を参集し
, 事例にと つ て望ましい ケア の あり方につ い て 検討する 容 . 援助体制, 福祉サ

ー

ビス の明確化

村保健婦か ら提起して も改善さ れにくい村の福祉サ ー ビ ス運用方法につ いて
, 公的会議の場で 話題とする 入浴サ

ー ビス の実施回数の確保

保健婦 一 人で 判断する よりも
, 複数の 専門家で決断した方がよ いと考えて意見交換を実施する 受診の必要性 . 緊急性の判断

受療開始後1 カ月を経るが, 症状の 改善の ない 状況に対し
, 援助者を参集し

, 援助方針を検討する 援助方針 . 援助体制の評価

H : 良質な援助提供のための仕組みをつくる

管内地域の看護サ
ー ビス の質の向上看護サ マ リ

ー 作成を病院婦長に依頼し, 病院から地域へ の看護の質を継続さ せるための 体制をつ くる

本事例を村で計画中の訪問看護事業の モ デル 事例と して
, 村保健婦に認識してもらう 計画中の 訪問看護事業の質の向上

村の 保健婦 . 訪問看護婦と共に, 村の 在宅療養者へ の援助方法を検討する場を月1 回定期に持つ 村の訪問看護サ - ビス の質の向上

l : 教育的 . 啓発的な働きかけを継続する

家族による介護の価値の向上家族教育の重要性を病院看護に認識して もらう働き かけも 別事例におい ても行う

患者入院中から家族が介護技術の 学習ができ るよう
, 保健所の介護教室を見直し対象者の 枠を拡大する 家族による介護の 価値の向上

村の訪問看護婦が在宅ケア にやりが いを感じて働けるように
, 技術的にも精神的にも相談相手となる
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そ れ に より, 退院後 の 医療確保, 受療 に か か わ る緊急対

応
, 本人 と近隣者 と の ト ラ ブ ル へ の 対処, 家族員 と直接

面会 で き な い 状況下 で の 家族員 の 健康状態 の 把握, 本人

入院時 に お け る 同居家族 へ の 対応 の よ う に
, 生命 の 危険

や 地域 の 偏見 を 回避 し, 社会生活 の 継続 を はか る と い う

ニ ー

ズ に 対 し て
, 迅速 に

, し か も本人 ･ 家族 に と っ て 精

神的 に 負担 が か か らな い 状態 で
, 関係者 か らの 援助が 確

実 に 受 け ら れ る こ と を 可能 に す る も の で あ っ た｡

G : 公的な話 し合 い の 場を 活用す る

保健所保健福祉サ ー ビ ス 調整推進会議 の よ う な , 行政

の 枠組 み を活用 し た公的 な話 し合 い の 手段 を 用 い る こ と

に より, 本人 や 家族 へ の 援助 に あ た り協力を 呼 びか け た

い
, 地域内の 医療 ･ 福祉関係者 に

, 責任 あ る 立場 で 参集

し て もら う こ と が で きて い た｡ そ う し て , 本人 の ニ ー ズ

を 中心 に 据 え た援助 に つ い て の 協議を実現さ せ て
, 医療

･

看護 ･ 福祉 サ ー ビ ス 提供 に か か わ る 関係者自身の 役割認

識 を促 し, 本人 に と っ て 真 に 必要 な援助 を組織化す る こ

と が で き て い た｡

H : 良質 な援助提供 の た め の 仕組 み を つ く る

個別 の ニ ー ズ に対応 し た看護 サ
ー ビ ス が

, 質 の 高 い 状

態 で 継続 し て 行 わ れ る よう に
, 看護 サ

ー ビ ス 提供 に か か

わ る仕組 み を 開発 し
, 組織内 に そ れ を設定する 手段が 用

い られ て い た｡ 病院退院時 に 看護 サ マ リ ー

の 作成 を開始

し た り, 在宅 ケ ア事例 を資料化 し て
, 訪問看護 ニ ー ズ を

明示 し たり
, 事例検討会 の 定例化 に よ り, 看護職 が 援助

の あ り方 に つ い て 互 い に 検討 で き る場 を っ く っ た りする

こ とが 行 わ れ て い た｡ そ れ ら の 仕組 み の 開設 ･ 設定 は
,

地域内 の 看護 サ
ー ビ ス 自体 の 質 を 向上 さ せ る ニ ー ズを充

た すもの で あ っ た｡

I : 教育的 ･ 啓発的な働きか け を継続す る

ケ ア 提供 に か か わ る地域内 の 関係者が
, 家族介護 の 価

値 を 認識す る ニ ー ズ を充 た す た め に
, 教育的 ･ 啓発的な

働 き か け を継続す る手段 が 用 い られ て い た｡ そ れ は
, 過

院患者 に つ い て
, 病院看護婦 と 家族援助 の あ り方 に つ い

て
一

緒 に 考え る機会 を個別援助の 過程で 創り出す こ とや,

従来, 保健所 で 行 っ て い る介護教室内容 を見直 し て
, 多

く の 住民が 介護 の 教育機会 を 持て る よう に し て い くもの

で あ っ た ｡ それ に は
,

一

つ の 個別事例 に お い て 課題とな っ

た 関係者 と の か か わ り を
, 別 の 事例 に お い て も継続 し て

追求 し, 望 ま し い 援助 の あ り方 を 明 らか に し よ う とす る

保健婦 の 考え が 基盤 に あ っ た｡

Ⅳ . 考 察

援助関係者 に 対す る保健婦 の 働 き か け に つ い て
, 行為

内容 や, 充 た し て い た ニ ー ズ
, 創出 した 手段 の 観点か ら
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特徴 を 検討 し
, 看護行為 と し て の 意味に つ い て 考察する｡

1 . 援 助関係者に 対す る働きか けの 特徴

1 ) 行為内容

援助関係者 に 対す る行為内容 を量的 に み る と
, ｢ 依頼

する｣ が顕著 に 多か っ た｡ 依頼す る行為 と は, 自分 か ら

協力を得 た い 相手の 元 へ 出向 い て 理 解 を求 め
, 協力を要

請する能動的な 行為 で あ る｡ そ れ故 に
, 真に 本人 ･

家族

の 立場 に 立 っ て い な い と貫 け な い 行為 で あ り, 保健婦 が

本人 ･ 家族 の 意向を充分踏ま え て
, 援助関係者に か かわ っ

て い る こ と が う か が え る｡ ま た他 に も, 援助関係者 に 対

して
,
｢ 相談す る｣ ｢ 情報 を 聞く｣ ｢ 確認す る｣ が あ り

,

そ れ ら も ｢依頼す る｣ と同様 に
, 保健婦 が患者 の 立場 に

な り代 わ っ て
, 援助関係者 に か か わ っ て い る こ と を示す

も の と考 え る｡

一

方 , 本人 ･ 家族 に 対する行為 をみ ると
,

｢ 訴 え を聞く〕｢行動 を共 に す る｣ ｢ 状態 を把握す る｣ ｢ 話

や考 え を 聞く｣ で あ り,
それ ら は

, 本人 ･ 家族 を保健婦

自身 が ま ず受容 し
, 考え や 意向 を充分理 解 し よ う と する

も の と 考え ら れ る ｡

以 上 よ り, 援助関係者 に 働 きか け る行為 は
, 保健婦側

か ら協力を得 た い 関係者 の 元 に 飛 び込 ん で い く よ う な能

動性 が求 め ら れ る 行為 で あ るが , そ の 行為 の 基底 に は
,

本人 や 家族 の 真の 気持 ちや 意向 を理 解 し よ う と し て
, 本

人 ･ 家族 に か か わ る行為が 重要 な意味 を成 して い る こ と

が示唆さ れ た｡

2 ) 充 た して い た ニ ー ズと創出 した 手段

保健婦 が行 っ た 援助関係者 へ の 働 きか け に は
, 蓑 3 で

み た よ う に A - Ⅰ の 手段が用 い られ て い た が
, 本人 ･ 家

族 の ニ
ー ズ と の 関連 で 整理 する と

,
そ の 行為 の 特徴 は

,

次 の 3 つ に 集約 で き る もの と考 え る (図 1 ) 0 1 つ に は
,

関係者 に 対 し て , 直接 , 本人 や家族 の 真 の 気持 ちや 考 え

杏, 保健婦 の 熱意 や誠意 を示 しな が ら伝え る こ と に よ り,

関係者白身が 本人 や家族 の 状況 を 理 解す る の を促 し
, 本

人や 家族 に 対 し て 関係者 が行 う援助 を
, 本人や 家族 の 意

向 に 沿 っ た内容 に 整 え て い く こ と で ある (手段 A ･ B ･

C ･ Ⅰ : 図1 - 1 ) 0 B r o m q u i s t ら
5) は

, 関係者 が 患者

ニ ー ズ を認識 し て ケ ア 計画 が立 て られ る よう 助 ける こ と

は, 患者 を a d v o c a t e する た め に 保健婦 が 果 た す べ き 機

能 の
一

つ で あ る と し て お り
, 本研究 に お い て は

,
そ の 行

為 に お ける 看護 の 意味 を再確認 で き た と い え る｡ ま た 2

つ め に
, 協力を 要請 し た い 関係者 に 対 して は

,
そ の 関係

者 に と っ て 影響力 の あ る他 の 関係者 ( あ る い は 仕組 み)

を介在 さ せ る こ と に よ り, 本人や 家族 へ の 援助 に対する

関係者自身の 責任性 を喚起さ せ て
, 本人 や家族 の 意向に

沿 っ た援助 を 関係者が 主体的 に 行 う の を可能 に する こ と

で あ る (手段 D ･ E ･ H : 図1 - 2 ) ｡ 以 上 の よ う に 関
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図 1
- 1 直接働きか け る 図 1

- 2 他 の 関係者を介在させ る 図1 - 3 援助関係者同士をつ なげ る

図 1 援助関係者 に対する働きか け に用 い た手段 (英字 は表 3 の A - Ⅰ に 対応する)

係者 の
, 本人や 家族 に対す る理 解 や責任性 の 認識を 高 め

る行為 は, 地域内 に お け る多種多様 な援助 サ
ー ビ ス を

,

患者 や 家族 の 意向 に 沿 っ た 内容 に 整 え て い く上で 重要 で

あ り , 関係者 に 対す る教育的な働 き か けの 意味 を包含す

る も の と 考 え る｡ ま た
,

3 つ め に
, 保健婦が 直接, 個 々

の 関係者 の 認識 に 働 き か けた体験 を
,
地域内に集積さ せ

,

さ ら に は, そ れ ら個 々 の 関係者同士 が 協力 し合 え る よ う

な相互 の 関係性 を つ くり 出す こと で ある ( F ･ G : 図1 -

3 ) ｡ そう す る こ と に よ り , 関係者 の 存在 そ の も の を
,

本人 ･ 家族 に と っ て 必要 な時 に 的確 に 対応 して もら える
,

地域内の 援助資源 と し て 整 え る意味 を有する もの と 考え

る｡

2 . 援助関係者 に対す る看護行為 の 意味

米国 の N a ti o n a l L e a g u e f o r N u r s in g の 定義 に み る

よう に , 保健婦 に は, 他 の 保健医療関係者 の 行 う サ
ー ビ

ス と自分が 行 う サ
ー

ビ ス と を織り込 む (i n t e r w e a v e) 役

割が あ る こ と が協調 さ れ て き た
6 )

｡ ま た
, 在宅 ケ ア に お

い て は, ケ ア を コ ー デ ィ ネ ー

ト する 援助 の 重要性 が指摘

さ れ て い る
7 ) 8 ) 9 )

｡ し か し
,

こ れ ら の こ と は
, 単 に

, 煤

健婦 が地域内の 援助資源を 本人や 家族が 受 け入 れ ら れ る

よ う, 本人 や家族 に
一

方的 に 働 きか け る こ と を意味する

も の で はな い こ と が
, 本研究結果か ら 明確 に な っ た｡ 関

係者 に対 して は, 本人 ･ 家族 の 個 々 の 気持 ち や意向を 充

分認識 して も らう こ とや , 関係者自身 が本人 ･ 家族 に 対

して 果 たせ る責任性 に 気 づ い て も ら う よ う な 意図的 な働

き か けが 重要 で あ る｡ そ うす る こ と に よ っ て こ そ
, 本人

や家族 の 意向 に 沿 っ た質 の 高 い 医療 ･ 看護 ･ 福祉 サ ー ビ

ス の 実現 や , 患者 ･ 家族 の 生活 の 営み そ の もの を社会的

に 豊 か な 内容 に 整 え る こ と が可能で あり , 本人 や 家族 に

と っ て 満足の い く地域 の ケ ア 体制 づ くり を推進する こ と

に な る と 考え る｡
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