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1．は じめに

　HIWAIDS 患者 ・感染者の 看護を行な う上 で ふ だ ん

か ら気をっ ける こ ととして 患者 の プ ライ バ シ
ー

と感染

予防策との 兼ね 合 い の 問題が あ る 。 プ ラ イ バ シ ーを配

慮した い 理由は HIVIAIDS に は差別 や 偏見が付帯す る

か らで あり， 受診 の プ ロ セ ス に お い て 患者 ・感染者で

あ る こ とを露 わ に した り，暗示 した りす る よ うな 情報

漏れを起 こ さ な い よ う注意 が 必要 で あ る 。 ま た

HIVIAIDS の 療養中は免疫 シ ス テ ム の 状況を確認す る

目的で ウイ ル ス 量を定期的に測定す る必要が あ り，患

者 に と っ て 定期受診時 の 採血 は欠 か せ な い もの に な っ

て い る 。 HIV は 血液介在性の感染症で あ る こ とか ら

採血 に か か わ る 医療職員 に は 感染曝露 の 機会 とな るの

で ，採血 に は慎重 な操作が 必要とな る 。

　神戸市 の エ イ ズ診療拠点病院 （以下，当院 と略） は

外来看護部門に兼任の エ イ ズ 診療担当看護師 3名 を配

置し，プ ラ イ マ リ
ー

ナ
ー

シ ン グ制 の もとで 看護 ケ ア を

行な っ て い る。 患者か らは 「慎重 にケ ア す る体制が整っ

て い る 」 と い う評価 を得て い る
一

方， 残念 に も受診 を

中断 して しまうケース も発生 して い る 。 患者に よ れ ば

診療環境 に お ける プ ラ イ バ シ
ー

の 問題 や，医療職員 の

認識不足 な ど に よ る対応 の まず さが 理 由との こ とだ っ

た が，本人 に は不愉快 で つ らい 体験 だ っ た と推測 さ れ

る。 H 工V！AIDS 患者 ・感染者の 受診中断に は疾患 に 関

す る理解不足に 次い で 医療者側の 対応 の ま ずさが あが っ

て お り〔渡辺 2002），患者 の 受診意欲を低下 させ 療養継

続 を 困難 に して い る理由 に なって い る 。 患者の 外来受

診過程 に は多様 な 医療職員が関与 しあ っ て い る た め，

ど こ か の 対応 の ま ずさ は患者の 療養継続全体に影響を

及 ぼ して し まう。関係者 が一
致 した 対応 を と る こ と が

で き る よ う に HIV 担当看護師と して 何 らか の 働きか

けをす る必要があろう。こ れはまた病院 とい う公共 の

場 に お ける他の 患者 へ の 感染予防や，医療職員の 職業

感染 をい か に 予防す るか と い う病院全職員 の 課題 と し

て も回帰する問題で あ る 。

　 そ こで 今回，HIV〆AIDS患者 ・感染者 の プ ラ イバ シ
ー

を配慮 しな が ら，同時に 発生 して くる医療職員や他患

者 へ の 感染予防対策 に 取り組むた め，当院を受診 して

い る HIV 〆AIDS 患者・感染者が受診時に ど の よ うな体

験を して い る の か，そ の 実状 と問題点を明 らか に す る

こ と を 目的に調査 を行な っ た 。

1．受診に際して体験した 「つ らい こ と，困っ た こ と」

　　の 実状

2003 年 7 月〜2004 年 6 月に ， 定期受診 して い る
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HIVIAIDS 患者 ・感染者に対 して ，日常生活や診療の

場で 体験して い る こ とを明らか にす るため に イ ン タビ ュ
ー

調査を企画 した 。 調査依頼は 日頃か ら患者個々 人の 事

情を よ く把握 して い る プ ラ イ マ リー
ナ
ー

ス が あ た り，

調査目的 と方法を 口頭 で 説明したうえで 自由意志 に基

づ くもの で あ る こ と，協力が得られ な くて も何 ら不利

益を受け る こ とがな い こ とを慎重 に 伝えた結果，14

名の男性患者か ら協力の同意 が得られ た 。 調査は，定

期受診 の 診察終了後 に，個室 で，約 1 時間程度 ，
プ ラ

イ マ リーナー
ス が イ ン タ ビ ュ

ーを行な っ て デ
ータを収

集 した 。 デ
ー

タ収集 に は HIV陽性者 の た め の 相談サ
ー

ビ ス （ぶ れ い す東京）で 取り上げ られ て い る話題を参

考に して 10項 目か らな る独自の 質問紙を作成 し，こ

れ に基づ い て イ ン タ ビ ュ
ーを行な っ た 。 こ こ で は 「受

診で 辛か っ た 体験 や 困 っ た体験 の 有無 と そ の 内容」 に

焦点を絞 る。

　 厂梭査 の と きに 技歸 に HIV の こ とが わ か る と思 う。

守秘義務はあ るだ ろ うが誰に言っ たか わ か ら な い し，

入 の 耳 に 入 る か もしれな いゴ厂中央採血室 で採血 で き

な い し くみ カゴい や o 局 じよ う に 容器 を持 っ て い る入 〜こ

出 ぐわ さ な い か心配 で い っ も容器を隠 しなが ら際 り て

ぐる．1厂待ち時間中，勉の 患者か ら ど う して こ こ で 採

1血する の か聞か れ て 困 っ た。そ の た め 長 い待 ち時聞 は

冶 や汗が出るノ厂皆と達 う場所で採血 する こ と，他の

入と達 う場所 で す る の な らい やだ
’
y 厂ユ ニ バ ー

サ ル プ

リコ
ー

シ ョ ン が で き て い な い と い うこ とが，こ の シ ス

テ ム で わ か るゴ 厂1司 じ容器を持 っ て い ると，周 じ病気

の 入 な の か なと想 うの で ， 向こ うも気に な っ て い る の

で は な い か 。 採血 する 場所 で容器 が用意 さ れ た らい い

と想 うゴ厂救急受診の とき，
一

か ら説明し な い と い げ

な い の が一
番 っ らいゴ

　以 上 の よ うに 採血 で の 体験 が きわめ て 多 く語 られた 。

当院の HIV 陽性者は な ぜ中央採血室 で 採血 して も ら

えず，あ まっ さ え検体容器 を受け取 りに 行か な け れ ば

な らな い の か 。 当院外来 の 現状を評価す る た めに，

2004年 7 月〜2005年 6 月，近隣の ブ ロ
ッ ク拠点病院

（1施設）と拠点病院 （2 施設）の 対応 に つ い て聞き取

りと見学 に よ る 調査を企画した。

2，当院及び他院 に お け る外来採血 シ ス テ ム の 実状 と

　　比較

　データ収集 は HIV 診療を直接担当して い る医師 ・

看護師 ・MSW とし， 質問内容は 「HIVIAIDS 外来診

療の 全体」「職員の か か わ り方」「診療環境と情報の 流

れ」「外来看護師の 役割」「相談 ・カ ウ ン セ リン グの 状

況」 な どで あ る 。 1施設 にっ き複数の 調査者が訪問 し，

訪問回数 は複数回，1 回 の 訪問時間は半 日〜1 日，2

回目以降は 1時間程度とした 。 そ の 他 ， 電話と E メー

ル で もデ
ー

タ 収集 を行 な っ た 。 あ らか じめ 口 頭 と文書

で 調査主 旨を説明し了解を得た うえ で，さ らに外来診

療 の 見学 に 際 して は患者 と直接接触 した り対面す る こ

と の な い よ う担当者 と事前調整 して 臨 ん だ。な お 当院

の 状況 に っ い て は外来看護師が HIVIAIDS サ ポートチー

ム の メ ン バ ーを通 して データ収集を行な っ た 。

　 こ こ で は特 に 「HIV 陽性者 の 外来受診時 の 採血場

所」「採血時 の 標準予防策 の 実施状況」「検体の 取 り扱

い 」 に っ い て 焦点を絞る （表1）。

　施設 1 で は，1998年 に ブ ロ
ッ ク 拠点病院 に 指定 さ

れ た年に標準予防策 （ス タ ン ダードプ リ コ
ーシ ョ ン ，

以下 SP と略）を採用 して い る 。
コ
ー

デ ィ ネ
ー

タ
ー

ナ
ー

ス は，「コ
ーデ ィ ネ

ー
タ
ー

と して の 研修を受け た と き

に SPの 必要性を感 じた」 との こ とで，研修終了後，

こ れ を感染委員会に議題 として 提出し， そ の 後は安全

対策委員会 な ど の 関連委員会や 各部署 で の 話 し合い が

な され，必要性が広 く認められた の だ とい う 。

　施設 2 で は，経営合理化上，検査業務が外部委託 と

な りそ れ に伴 い SP に 則 っ て 全患者と も中央採血室 で

実施す る よ うに な っ た 。 た だ し 1990年頃は医師が 外

来で 採血 して い た時期が あ り，
っ い で 看護師が採血の

機会を利用 して 患者 と の コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン を は か る

表 1　 採血 シ ス テ ム の状況

　 　 　　 　　 　施 設

方法

　 　 　 　 1
（ブ 囗

ッ ク拠点病 院）

　 　 2
（拠点病院）

　 　 3
（拠点病 院）

　 当院

（拠点病院）

採 血 場 所

標準予 防策

検体 シ
ー

ル

中央採血室

　 採用

　 な し

中央採 血室

　 採用

　 な し

　　 　中央採 血室

（ただ し再診者は外来診察室）

　　　　 採用

　　　　 なし

　 　外来診 察室

　 　　不採用

　 （素手で 採血）

検体に シール を貼る
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よ うに な り，2000 年 ご ろか ら現在 の 方法 に な っ た と

い う。

　施設 3 で は，2003 年 に 病 院が 新築 され た と きか ら

中央採血室で 採血 して い る 。 当然 SP に 則 っ て の 採血

で あ る 。 た だ し HIV 陽性 が 判明 し た再診患者 は 診察

終了後に 外来で HIV 担当の 看護師が行な っ て い る 。

こ の こ と に っ い て 担当者は 「ど うして か は わか らな い 。

自分 は 中央採血で よ い の で はな い か と考え て い るが，

患者の な か に は病気 を知 って い る人 に 採 っ て も ら うの

で 安心 だ 」 とい う声 もあ る との こ とで あ る 。

　調査 した 3 っ の 施設で は SP に 従 っ て 中央採血室で

実施 して い る が，当院 の 場合 は 患者が HIV 陽性か そ

うで な い か に 従 っ て 採血す る場所を分け て お り，HIV

陽性者 の 採血 は外来 の 処置室 で 看護師が行なうこ とに

な っ て い る 。 そ の た め患者は中央採血室の 受付に出向

き，検査容器 を 受け取 り，そ れ を持 っ て 外来処置室へ

戻 っ て くる こ と にな る。 前出の 「っ らい
， 困 っ た体験」

と い う の は そ の 道中の 体験 と して 語 られ た もの で あ る。

一
般 の 外来患者と HIV 陽性者 の 採血場所を区別 して

い る こ と に つ い て は，1996年 に
一

人 目の 患者 を 受け

入れた と きに 外来で 採血 した こ とが 始 ま り に な っ て い

て，そ れ が受け継が れ て きた こ とに よ る 。 診療側に と っ

て は習慣化 した方法で あ るが，患者 に と っ て は他人 の

視線 が気 に な り不快で あ り，理 不 尽 な思 い を体験 して

い る こ とが わか っ た 。 実 は以前 よ りこ の こ と を問題 と

して とらえ て い た外来看護師は ， 機会あ る ご と に管理

師長や HIV 診療担当医を介して 採血の
一

元化の 申し

出を検査室 に行な っ て きた の だが，見直しが され な い

ままに な っ て い た。

一
方中央採血室 の 実状はどうか 。

HIV に感染し て い る こ とを患者 自身が 知 らな い とか，

陽性の 事実を申告す る意志が患者 に な い 場合 に は問題

で あ る 。 HIV の 他に も HCV や HBV 陽性者 の 採血を

して い る中央採血室で は無防備な状態が発生 して お り，

医療安全上 きわめて危険で あ る 。

H ．関連する研究の状況

1．医療安全 。感染予防策に関す る研究

　米国 CDC の 「病院に お け る 隔離予防策 の た め の ガ

イ ドライ ン 」 は北米にお け る HIV の流行が背景に な っ

て い る。 最初 の 予防指針は 1985年 に ユ ニ バ ー
サ ル ・

プ リ コ
ー

シ ョ ン （
一

般予防策） と して 設 け られ，医療

状況 や社会 の 意識 の 変化 な ど を 受 けて ，1996 年 に は

現在 の ス タ ン ダ
ー

ド ・プ リ コ
ー

シ ョ ン （標準予防策）

す な わ ちすべ て の 患者に適用 さ れ る基本予防策 へ と更

新 され て き た 。 こ こ で 防護 の 対象 と され て い る の は，

「血液」「す べ て の 体液 ・分泌物 ・排泄物」「傷 の あ る

皮膚」「粘膜」 で あ り，こ れ ら に 接触す る と き の手袋

の 装着， はず した と きの 手洗い
， 汚染が 予測 さ れ る と

きの マ ス ク，ガ ウ ン ，フ ェ イ ス シ ール ドの 装着が推奨

され て い る。こ の 推奨を実行す る こ とで HIV 感染事

故の 発生 を最小限 に す る こ とが可能とな る の で ，医療

従事者 は こ れ らの 予防手技を遵守す る こ とが ふ さわ し

い し，そ の た め に医療機関は職場環境を整 え る こ とが

望ま しい 。ス タ ン ダー
ドプ リ コ

ー
シ ョ ン に 従 う と い う

こ と は 「すべ て の 検体を感染症 で あ るかもしれな い と

みなす」 こ とで ある。 看護師や医療従事者が，患者が

HIV や B 型肝炎 な どの 血液介在性 の 疾患 に 罹患 して

い る こ と に 気づ い て い な い状況 は起こ り うる 。 そ の た

め に も予防指針を遵守す る こ とが勧告され て い る 。 こ

う した ス タ ン ス に 立 て ば HIV 陽性 で あ る こ と を警告

す る ラ ベ ル を検体 に つ ける必要 はな く，区別すると い

う
一

点 に お い て は不適切と さえ言え るか も しれ な い
。

感染を恐れ る あまり過剰 な 防御 を す る こ と は単に 無意

味で あ るだ け で な く，経済的で もな い
。

　とこ ろ で 職業上 の 曝露 に よ る HIV の 感染率は非常

に 低 い こ と が 分 か っ て きて い る。Henderson （1990）

の 報告 で は，針刺 し に よ りHIV に 曝露さ れ た 医療従

事者の 田 V 感染の 可能性は 0．3％と想定され て い る。

現在で は さ らに 詳細な調査に よ っ て 「HIV を含ん だ

血液に おけ る針刺 し事故 や，経皮的損傷を被 っ た医療

従事者が HIV に 感染す る危険性 は，約 0．2〜 0，3％」，

「B 型肝炎 ウ ィ ル ス の 感染率 は，e 抗原陰性 の 場合 は 5

％，e 抗原陽性 の 場合は 43％ ，
　 C 型肝炎ウ ィ ル ス の感

染率は 1〜3％」 と い うと こ ろ まで 明らか に な っ て い

る 。 通常の 接触 （患者に 触れ る，体位変換，清拭，理

学療法 ， そ の 他 の ケ ア 行為） で は HIV の 感染 は起 こ

らな い 。 必要 な 防御 を必要 な時 に 必要 なだ けす る こ と，

根拠に基 づ い て 適切 に 線引き して と りか か る こ と，そ

れが 示 さ れて い る。

2 ．医療従事者の ス トレ ス

　ICN の 看護師の 倫理綱領前文に は ， 看護師 は看護 の

提供 に 際 し，各個人 の 人権や価値観が尊重さ れ る よ う

な環 境 の 実現を目指す こ と，と掲げ られて い る。また

WHO と ICN が 合同 で 出して い る 「HIV 感染の看護管
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理の ガ イ ドラ イ ン （1988）」 にお い て も， 「看護師は個

人の 尊厳を 尊重 した 看護 を行 うと と もに，他 の 医療従

事者や社会の 人 々 に偏見の ない 姿勢を示す模範を なす

べ き立場 に ある」 こ とが述 べ られて い る。 こ れら綱領

や ガ イ ドラ イ ン の 目的 は，そ の よ う に あろ う，そ う あ

るべ しとい う理 念 と して 掲 げる と こ ろ に あ る 。 掲げる

こ とで個々 の 看護師に価値観の 変容を促した り， 行動

と して 示せ る よ う期待す る の で あ る 。

　で は HIV 感染症 医療 の 現場 で 働 く医療従事者は実

際 の と こ ろ ど うな の か 。 HIV に 対す る看護師 の 姿勢

を調査 した Blumenfieldら （1987），　 Kelly ら （1988）

に よ る と，「患者 の 看護を拒否は しな い が感染者を良

く思わない ，非難 して い る看護師が多 くい る」 とい う

こ と で あ る 。 Hrv と い う疾患 に ま っ わ る社会的背景

が 関係 して い るこ とは疑 い よ うがな く，「実体 とい う

よ りも感覚が世論や倫理観を決定して い る （Freedman

l988）」 の か も しれ な い 。

　HIV 感染症 の 医療に従事す る と い う こ と は ど の よ

うな 意味で ス ト レス フ ル な の か 。 平林 ら （1999）は医

療現場 に お け る 医療従事者 の ス トレ ス を調査 した結果，

ス ト レ ス の 対象 は 「患者」「同僚の 治療 ス タ ッ フ 」 「病

院の 治療環境」 で
，

そ の 具体的な 内容は 「自分自身の

感染の 心配」「性行為感染に よ る患者を診察する際に，

自分 自身の 持 っ て い る性行動 の 基準，規範意識 性道

徳が あ り，こ れ を切 り離 して 考え よ うと す るが，割 り

切 れ ず ス ト レ ス を感 じて い る 」「通常 の 診察室，病室

で は プ ラ イ バ シ ーが守れ な い こ ともあ り気を使う」

「プ ラ イ バ シ
ー

の 配慮 に 細心 の 注意 を 払 わ な けれ ば な

らな い 」「多 くの 職種か らな る チ
ー

ム 医療で は，そ れ

ぞ れ の 職種 の 理解，協力が困難 な こ と もある」「病院

管理職の HIV 感染症に対する理解不足が あ る」「病院

全体と して HIV 感染者 の プ ラ イ バ シ
ー

に 対す る 配慮

が不足 して い る」 な ど で あ っ た こ とを報告して い る 。

　医療従事者 自身 の 感染 に つ い て ，米国 CDC の 発表

（2001 年 資料） に よ る と ， 医療従事者 の エ イ ズ は

22，000 人で ，多 い 順 に 「看護助手 （5，222 人）」「看護

師 （5，105人）」「検査技師 （3，046 人）」「セ ラ ピ ス ト

（1，
042 人）」 「内科医 （1，746人）」「歯科従業者 （482

人）」 「外科医 （117人）」 で あ る 。 曝露の 内容は ， 「経

皮的な 刺傷」 「皮膚粘膜 へ の 付着」 な ど で ，曝露源 は

「血液」「研究室 の ウ イ ル ス 濃縮作業」「血液混入 の 体

液」 「由来不 明 の 体液」 で あ っ た と い う 。 木村 ら

（1997） が 拠点病院 に お け る 血液媒介性 の 職業感染の

状況を調査 した と こ ろ ， HIV 。HCV 。HBV を含め た

事故報告者 の うち職種の 記載が あ っ た もの で 多い 順 に ，

「看護師 64％」「医師 26％」「「看護助手 3％」 「検査

技師 2％」 だ った と報告 して い る。 原因 が特定で き た

もの で は，「注射器の デ ィ ス ポ針 29％」「翼状針 21％」

「縫合針 11％」「留置針 6％ 」「真空採血針4％ 」 の 順

に な っ て お り， 安全 な器材 の 導入を義務づ け る こ とが

急 務 で あ る と指摘 して い る 。

3，医療体制 に 関する 研究

　エ イ ズ 診療を は じめ る に あた り厚生労働省 は患者が

安心 して 医療を受け る体制を整備する よ う通達 （1993）

して お り，拠点病院 は そ れぞ れがそ の 準備を して きた

もの と思 わ れ る。 飯塚 （2003）は医療の 質に 取 り組 む

と きの 原則 に っ い て 「患者本位」「全員参加 の 原則」

「シ ス テ ム 志向」を強調 して い るが ， 質とい うの は組

織 の 構成員全員 の 活動が 関係す るか らに 他な ら な い 。

第 7回 ICAAP に お い て秋山 （2005）は ， 拠点病院 と

して 指定され た病院が患者を受 け入れ る まで に ど の よ

うに取 り組 ん だか，そ の 経過を報告 して い る。そ こ で

は約 1 年か けて 派遣 カ ウ ン セ ラ
ーと と もに病院全職員

に 対す る 講演， 小グ ル ープ で の 講義，ロ
ー

ル プ レ イ ン

グを用 い た研修な どを行な っ て きた こ とが述べ られた。

　大垣 （2002） は HIV 研修終了看護師 と して ，患者

と の 接点を っ くる た め に 「田 V 相談窓 口」 を っ くり

た い とい う思 い を，所属師長に 支援され な が ら病院組

織に働きか けて い っ た経過を報告 して い る。 看護師の

あ あ した い，こ う した い とい う思 い を病院の シ ス テ ム

に生かす た め に は 「看護師に 発言権や 決定権を与 え る

こ と も必要」 と渡辺 （2003）は言っ て い る が ， こ こで

は一人の 発言を吸い あげて い く管理者の 役割が大きか っ

た と思 わ れ る 。

　前出の 医療従事者 の ス ト レ ス で も明らかに な っ た と

お り HIV 診療 の 場 は，そ れ 自体が ス トレ ス 源 で あ る 。

患者 の ア ドボ ケ
ー

タ
ー

として 看護師 の 役割を尊重 して

も ら うた め に は，「同僚の 治療 ス タ ッ フ 」 だ けで な く

「病院の 治療環境」 に お い て 協働す る 他職種の 役割 も

尊重 しな けれ ば な らず，他職種を視野に 入れ て 考え る

こ とが期待されて い る。

皿．問題の整理 と取 り組みの 経過

1．問題 の 整 理 ・明確化
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　他施設の 採血 に 関す る 調査結果 を評価 した り，関連

する研究の 状況などを踏まえ て み る と， 当院外来を受

診 して い る HIV ／AIDS 患者 ・感染者 の 体験 に は以 下 の

よ うな 問題が 含まれて い る こ とが明らか に な っ た。

1　患者の プ ラ イ バ シーの 脅 か し

　　　 （知 られ た くな い権利）

2　 標準予防策を用 い て い ない 検体 の 取り扱 い

3　公衆衛生的観点か らの 感染防御 に 関す る職員 の

　 認識

　HIVIAIDS と い う疾患 そ の もの や HIV 陽性者 に 対す

る社会
一

般の 反応 （ス テ ィ グマ な ど）をみ る と，採血

の 都度，不快 で 理不尽な体験を しながらす ご して い る

患者 の 気持ち は尊重 さ れ な けれ ば な らな い。ま た HIV

陽性者は 再生産的 に 増加 して お り，一
般採血者 の 誰 に

で も感染の 機会は潜ん で い る 。 すべ て の 血液検体は感

染の 危険性が あ る もの と わ き まえ る べ きで あ っ て，ど

の 血液が危険なの かを事前 に 区別する こ とはで きな い。

そ して そ れ は患者を 区別す る必要 が な い とい うこ とで

もある。さ らに 採血す る 時に 手袋を着用 せ ず に行 な う

こ とは ， 医療従事者の 感染曝露の 発生状況報告で わ か

る よ う に 危険 で あ る 。 HIV 陽性者 を 除外す る と い う

意識 除外す る こ とに よ っ て 採血上 の 安全を担保 しよ

うとす る意識，習慣化 した採血方法を評価するこ とな

く維持して い る意識，
こ れ ら は以前よ り採血の 一元化

を 申し出て い た に もか か わ らず見直 そ うとす る こ との

なか っ た意識と根を同じに す る もの で あ る 。 以上 の こ

とか ら，関係 す る職員 の 感染予防 に 関す る知識 と，現

実的な態度変容を含 め た採血 シ ス テ ム の 見直 しと改善

が 必要 で あ る。

1　 HIVIAIDS サ ポー
ト チ

ーム （医師 ・看護師 ・臨

　 床検査技師 ・臨床心理士 ・MSW ）

2　 関連す る委員会組織

　HIVIAIDS サ ポ ートチーム の メ ン バ ーは患者支援の

目的 に おい て 外来看護師 と価値観を共有 して お り，精

神的に最も近い関係に あ る 。 話を聞い て も らう こ とで

理解者を広 め，さ らな る精神的支援を得 る こ と，エ ン

パ ワ
ーされ る こ と を ね ら っ た 。 検査部門か ら来て い る

メ ン バ ー
に は日常業務 と直結す る問題なの で，話題 に

す る こ とで 不快感や唐突な印象を与え る こ との な い よ

う，また 患者 の 体験 して い る 事実 が 先入観 を 入れ ず に

伝わ る よ う，  対面で，  文字情報も含めて，  口頭

で 補足報告 し，  意見交換で きるよ うに した。 初回 の

報告会 の ほか，院内で 組織的 に行動す る た め の 対策検

討会 の た め に 2 回，計 3 回 の 話 し合 い を もち，共通理

解と と もに公的な委員会へ 問題提起す る こ とに つ い て

の 了解を得 る こ とが で きた 。

　 そ の 後，関連 の あ る公的 な委員会 に働 きかけ る こ と

に した 。 委員会 の 誰 に ，ど の よ うな 方法 で 問題提起す

るの か につ い て は外来担当看護師の 直属 の 上司 と話 し

合い ，上司か ら委員会 メ ン バ ーへ と い うル ートを用 い

る こ と に な っ た。委員会 に 問題提起す る た め こ れ まで

の 調査経過 とともに 提案事項を添 え た文書を作成 し，

先 の 委員 に託 して 委員会 に 提出するこ とがで きた 。 提

出後の 委員会の 動き に っ い て は外来担当看護師の 直属

の 上司 な どか ら随時情報を 提供 して も ら っ て い る が，

現在は院内の 職員に向け た教育企画案が検討されて い

る との こ とで あ る 。 今後 は採血 シ ス テ ム の 見直 し と標

準予防策 とがどの よ うに実現 さ れ る の かを見守 る とと

もに ，協力 で きる と こ ろに 貢献 して い きた い 。

2．組織へ 働きか ける た め の 計画

　2005年 7 月，得 られ た 成果を外来看護師だ け の も

の に留 め ず，現実 に 働 き か けて そ の 結果 に 少 しで も影

響を与え る こ との で きる ル
ー

トを見出す こ と，その ル ー

トに直接働きか けて 何 らか の 結果 を得 る こ とを 目標 と

して 取 り組 ん だ
。

そ の た め に は まず こ れ まで の 結果を

院内に 提示す る こ と，提示す る先は シ ス テ ム で あ る こ

と，私的な シ ス テ ム か らよ り公的な シ ス テ ム へ と広げ

る こ と と い う方針を立 て ，具体的 に は以 下の 順序 で 提

示す る こ と と した。

IV．おわ りに

　 日本 の HIV 感染者 の 絶対数 は少 な い （2004 ：兵庫

県内の HIVtAIDS 患者 ・感染者総数 164名） とは い え，

HIV 感染流行 は 歯止 め が か か っ て お らず新規感染の

報告は増加して い る 。 HIVIAIDS 患者 ・感染者の 多 く

は 外来通院者で あ る 。 患者が安心 で き る環境の な か で

主体的 ・継続的に治療 ・ケ ァ を受け られ る よ う，質 の

良 い 外来 サ
ービ ス が 今後 ま す ます 求 め られ るだ ろ う 。

そ の ため に も患者 の 思 い を最 も正確 に 知 りうる第
一

線

の 立場を生か し，患者の ア ドボ ケーターと して の役割
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を遂行して い きた い 。 最後 に，本調査 に 快く参加して

くださ っ た 14名 の 外来患者 の 皆様，見学 ・研修 の た

め に ご指導 くだ さ い ま した 近隣の ブ ロ ッ ク拠点病院と

拠点病院の 関係者の み な さ ま に 深 くお 礼申 し上 げます。

　な お 、 本研究 は平成 15・16年度神戸市看護大学共

同研究費 （臨床） の 助成 を 受 けて 実施 した 。
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