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1．はじめに

　糖尿病をもっ 人 （以下，患者 とす る）は，日 々，血

糖値を少しで も下げよ う，血糖 コ ン ト ロ
ー

ル を改善 し

よ うと努力を重 ね て い る。 多くの 患者は定期的な外来

受診時の 検査結果を 見 て ，前回 の 外来か ら今回 の 外来

まで の 生活を振り返 り，血糖 コ ン トロ
ール の改善，あ

るい は悪化 の 要因を考えて い る。 患者 の 中 に は，外来

受診の 繰 り返 しの なか で ，自らの 体験 か ら コ ン トロ
ー

ル 方法を学び，自分 に あ っ た方法を少 しずっ 身 にっ け，

専門家以上に糖尿病療養の 専門家に な る患者もあれ ば，

努力の 成果が 見 え な い ままバ ーン ァ ゥ ト しかか っ て い

る患者，ま た は両者の 中間に位置す る患者もみ られ る 。

　従来の 研究で は ， 患者がどの よ うに考え ， 自分自身

の コ ン トロ
ール 方法 を生活の な か に 取 り入れ て い るの

か につ い て ，明らか に さ れ て い な い
。 そ の 理 由の

一
つ

に，患者 は素人，医療者 は専門家 で あ り，患者 の 判断

が すべ て 医学的に 適切で あ る と は言 い が た い と い う見

方 が影響して い る 。 しか し，こ の 正0年余りの 先行研究

の 成果か ら，医療者が専門家で あ り素人 の 患者を指導

す る とい う ア プ ロ ーチ で は ， 患者 の 血糖 コ ン トロ
ール

の 改善 に 効果的 と は 言 え な い こ とが 明 らか に さ れて お

り ，

“
患者と医療者とが共に病気や生活 に っ い て 考え

る
”

と い うア プ ロ
ー

チ が 必要 で ある と考え られ る 。

　 こ の よ うな こ とか ら，本研究で は，患者が考え，感

じて い る血糖値や 血糖 コ ン トロ
ー

ル に促進的，阻害的

に 影響 して い る要因 を明 らか に した い と考え た 。 患者

が何を ど の よ うな 理由で 促進要因，阻害要因として 認

知 して い る の か を 明 らか に す る こ とで ，そ れ ぞ れ の 患

者に合 っ た コ ン トロ ール 方法を患者と共 に考え て い く

手助けと な る と考え る 。

皿．目　 的

　外来通院 して い る患者が認知 して い るgood　control

へ の 促進要因 と阻害要因を 明 らか に し，今後の 患者指

導 や サ ポ ートの あ り方へ の 示唆を得 る。

皿．研究方法

1 ．用語 の定義

　1）　good　 control

　　　患者自身が 認知して い る血 糖 コ ン トロ ール お よ

　　び体調管理が うま く い っ て い る 状態 の こ と
，

　　HbAlcな どを 用 い た 医学的指標 に 基づ くもの で は

　　 な い
。

　2 ）促進要因

　　　患者自身が考え るgood　control の達成に むけて

　　働く要因
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3）阻害要因

　　患者自身が考え る good　control の 達 成 を 妨 げ る

　要因

2 ，研究対象

　1）参加者の選定条件

　　　類似 の テーマ にっ い て の 先行研究が な い た め ，

　　年齢，糖尿病 の 病型，糖尿病 と診断 さ れ て か らの

　　罹病期間，合併症 の 有無 な ど に 関わ りな く さ ま ざ

　　まな状況 に ある患者 の 自己管理 の 実態を明らか に

　　した い と考え た 。 そ こ で ，参加者の 条件 は，20歳

　　以上 で ある こ と，心理的 に 安定 しイ ン タ ビ ュ
ー

に

　　応 じる こ とが で き る こ と と した 。 参加者の 募集 は，

　　ポ ス タ
ー・チ ラ シで の 呼 び か け と共同研究者で あ

　　る外来看護師に よ る呼び か け と した 。 研究へ の 同

　　意と参加 の 意志が確認 で きた患者は50名で あ っ た

　　が，時間 の 都合 な ど の 理 由で 5 名の 方が 参加 で き

　　なか っ たため，最終的 に参加者 は45名とな っ た 。

　2 ）場　所

　　　神戸市内A 病院　糖尿 ・内分泌内科外来

要因の い ずれ に も分類し難い データ は分析か ら排

除 した 。 分析過程 で は デ
ー

タ の 解釈の 偏りを 最小

限 に し，分析の 妥当性を高め る た め に，複数の 研

究指導者か らス
ーパ ーバ イ ズ を受 けな が ら実施 し

た。

4．研究参加者へ の倫理的配慮

　　外来受診 日 に 外来看護師に よ り研究参加者の 紹介

　を得た 。 研究参加者 に は，（1）研究の 概要と 目的，

　方法の 説明，（2）研究 に参加 しない こ とによ る不利

　益 を 被 らな い こ と，（3）研究の 承諾後 に も中断が 可

　能 で あ る こ と，（4）秘密保持と匿名性 の 厳守，（5）

　研究で 知 り得た 個人情報は研究目的以外 で 使用 しな

　い こ とを分か りや す く明記 し た 「研究へ の ご 協力へ

　の お願い 」を 用 い て，口 頭 で 説明 し，自記 に よ る 同

　意書へ の 署名を も っ て承諾を得た 、 ま た ， プ ライ バ

　 シ
ー

保護の た め，面接 は 外来診療科 の 個室 で 実施 し

　 た 。

IV．結　果

3 ．研究方法

　 1） データ収集期間

　　　2004年 1月29日か ら 4 月 5 日

　2 ）デー
タ収集方法

　　　患者自身が good　 control に影響す る と認知して

　　い る 促進要因 と 阻審要因 に っ い て ，イ ン タ ビ ュ
ー

　　ガイ ドを用 いて半構成的イ ン タ ビ ュ
ーを実施した 。

　　面接の 質問項目は 療養生活を送 る 中で
， 血糖 コ ン

　　トロ
ール に良い あ る い は悪い と考え て い る こ とが

　　あれば教えて ください，そ の 判断の 指標とな る こ

　　 とが あ れ ば 教え て くだ さ い，で あ る 。 面接内容 は

　　協力者の 許可を得 て か ら テープ レ コ ーダーに録音

　　 した 。 録音を 断 られ た場合 は，面接終了後 で きる

　　だけ早期に内容を思 い 出し記録に残 した 。

　3 ）分析方法

　　　面接の 内容を逐語録と して 書き起 こ し，用語 の

　　操作的定義に基 づ き自己管理行動とそ の行動の根

　　拠や 関連す る事柄 を 短文化 しコ
ー

ド化 した。次 に

　　
一

つ ずっ の コ ードが参加者 に と っ て ，促進要因あ

　　る い は 阻害要因 か を分析 した。 最後 に 促進要因，

　　阻害要因 ご と に類似して い る意味内容の 短文を 分

　　類し，カ テ ゴ リ
ー

化 した。な お，促進要因，阻害

1．参加者の概要 ：参加者は表 董に示すよ うに，45名

　（男性25名，女性 20名） で ，平均年齢 は 63，7歳， 1

　型 5 名，2 型40名で ，参加者全体と して は，2 型糖

　尿病 ・65歳以上の 高齢者 ・仕事を持たない 人 ・夫婦

　の み の 世帯が 50〜70％ を 占め て い た 。

表 1　 参加者の 概要

（n ＝45）

項目　　　　分類　　　人数　 割合 （％ ）

性別 男性

女性

2520 55．045

．0

糖尿病 の 病型 1 型

2 型

540 11．ユ

88．9

年齢 20〜39 歳

40〜 59 歳

60〜79 歳

21033 4．522

．273

．3

職業 あ り

なし

1728 37．862

．2

世帯構成 　独居

夫婦 の み

その 他

82314 17．851

．131

．1
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2．促進要因 ：促進要因は表2 に 示すよ う に，llの カ

　 テ ゴ リ
ー

に 分類 さ れた。こ れ ら11の カ テ ゴ リ
ー

は，

　さ らに く効果的な運動を す る 〉 ＜適切な食事を心が

　ける 〉 〈 健康法 を実践す る 〉 ＜ 生活 「丿ズ ム を 調整す

　る 〉 〈 飲酒の 工夫をす る 〉 な ど の 行動の実行，＜ 気

　力を維持す る 〉 〈 宗教的な教えに従 う〉 ＜糖尿病を

　気 に しな い 〉 〈合併症の 怖 さ を か み しめ る 〉 な ど の
　の　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　■　　　■　　　コ　　　■　　　■
　心 構え や認 知的なス キ ル ，＜ 周囲 か らの サ ポ

ー
トを

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　■　　　ゆ　　　，
　得る 〉 〈 医療者か ら支持を 得 る 〉 な ど の ソ

ーシ ャ ル

　サ ポート，
の 3 っ に分類で き た 。 次に そ れ ぞ れ の カ

　テ ゴ リ
ー

に つ い て 内容を分析す る 。

　1）効果的な 運動をす る

　　　患者 が 効果的 と認知 して い る運動 の 種類 は，歩

　　く （12名） ・犬 の 散歩を す る （2 名） ・ ダ ン ス

　　（2 名） ・ジ ョ ギ ン グ （1名） ・体操 （1名） ・

　　サ ウ ナ ス ー
ッ を着て 歩 く （1 名） な ど で あ る 。

　　「歩 く」 に は，「買 い物 に行 くときは歩 くよ うに な っ

　　た 」，「よ く歩くよ うに な っ た」，「夜9 時を す ぎ て

　　なければ歩 く」，「バ ス や 地下鉄 に乗 らない よ うに

　　 して い る」 な どの よ うに，今ま で 意 識 して い な か っ

　　た 「歩 く」とい う行動を生活 に取 り入れ る よ うに

　　な っ た こ とが 促進要因 と捉 え られて い る 。 「ダ ン

　　ス 」 は，「ス ク エ ア ーダ ン ス 」 ・「フ ラ ダ ン ス 」

　　で ，2 名と も趣味で は じめ た もの で あ っ た 。 週に

　　1回の ペ ース で は ある が運動療法として 認知され

　　て い る こ と，ま た，「ダ ン ス を す る と楽 しい 」 こ

　　とか ら，運動が楽 しみ とな っ て い る こ とがわか っ

　　た 。 「体操」 は，「朝寒 い か ら歩 くの をやめ て い る

　　か わ りに，寝間 の 上 で 真向法体操を40分間行 っ て

　　い る」 と い うもの で あ っ た。

　　　糖尿病の 運動療法の 原則 は イ ン ス リ ン 感受性の

　　改善を目的 と し
， 食事療法を守 りなが ら， 最大酸

　　素摂取量の 40〜50％，中等度以下の 運動を週に 3

　　回，「い っ で もどこ で も 1人 で もで き る」 種類の

　　運動 を20分 か ら30分程度実施す るの が 効果的 とさ

　　れて い る が，結果をみ る と運動の 強度，回数を指

　　標 に して い る もの は み られなか っ た 。 しか し
一

方

　　で ，運動の 時間 に つ い て は 2 名が 「20分歩 い た と

　　い う の は 何 らか の 効果が あ る と思 う ん で す よ ね 」，

　　「40分歩くと ダ イ エ ッ トに 効果が あ っ た 」 と述べ ，

　　運動の 時間を指標に して い た
。

2 名を除く他の 25

　　名は，以前よ り 「歩 くよ うに な っ た こ と」 自体が

　　効果的 で あ る と考えて お り，指導 を受 けた 運動強

　度や時間， 回数な ど は意識され て い な い こ とが わ

　か っ た。

　　
一
方， 「運動した くて もで きな い 」「運動 さえ で

　きた ら コ ン ト ロ
ー

ル が 良 くな るの に 」 とい う思 い

　を抱え て い な が ら も， 5名の 患者が慢性関節リウ

　 マ チ や 心筋梗塞 な ど と い っ た他の 慢性疾患の た め，

　運動に よ る関節や心臓へ の 負担が か か る リス ク の

　方が 大 きい と 感 じて い るた め に運動 で きな い 状態

　 に あ っ た 。

　　ま た ， 歩く， ダ ン ス
， 体操な どの 運動を は じめ

　る き っ か け と して は，家族や友人の すすめ ・広告 ・

　テ レ ビ な ど医療者以外からの 情報 も多 く，そ の な

　か か ら臼分が 楽 しみ な が らで きる運動 を考 え 実行

　 して い る こ と が わ か っ た。そ の 他，運動 に 関 して

　は性差 に よ る影響 もみられた 。 男性 で は 「世間体

　な ど を気 にす るが故に屋外で の 運動に抵抗を感 じ

　 る」「腕 をふ っ て 歩 い て い る 方 もい ら っ し ゃ る け

　ど， 1人で や ろ う と思 う と勇気が い りま すよ 」 な

　どの ように世間体を気 に して い るの に対 し，女性

　で は屋 外 で の 運 動 に つ い て 世間体を気 に して で き

　ない とい う人 は い なか っ た こ とか ら，男性 で は運

　動に関 して 世間体とい う要因が 影響して い る こ と

　が 窺 わ れ た。

2）適切な食事を心 が け る

　　く 適切な食事を心が ける 〉 で は，主食 の 量を減

　らす （3 名），野菜 を多め に す る （3 名），粗食を

　心がける （2 名），油物を控え る （2 名）などが

　見 られ，こ れ らは カ ロ リ
ーを 減 らす た め に 食品 の

　量 や種類を選択す る とい う工 夫で あ っ た。また，

　外食をす る場合 もカ ロ リ
ーを減 らすた め に メ ニ ュ

ー

　を考え て 選 ん だ り残した りす る （3 名）ほか ， 外

　食 の 回数を減 らす （2名） とい う工 夫が み られ た 。

　　教育入院や外来通院中に 栄養士 か ら指導を受け

　 た こ との ある 患者 は，カ ロ リ
ー
制限や バ ラ ン ス の

　維持 な ど の 糖尿病食 に っ い て の 知識 を も っ て い た

　が， 1 日 の 総摂取 カ ロ リ
ー

を計算 して い る患者 は

　2名，カ ロ リ
ー

計算まで は して い な い が カ ロ リ
ー

　を気に して い る もの は 4 名で ， 食品交換表を活用

　しな が ら食事療法を実行 して い る 患者は み られ な

　か っ た 。 患者の 多くは ， カ ロ リーを減らす た め に

　は
， 食品 の 計量 や カ ロ リ

ー
計算 な ど の 方法よ りも，

　外食や家で の 食事の メ ニ ュー選択や，食 べ る段階

　 で食品 の 種類や 量を気 に かけ，目分量 で カ ロ リ
ー
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　を減らす こ と が good　control を促進す る と 認知 し

　 て い た。

3 ）健康法を実践 す る

　　バ ナ バ 茶 ・ア ル カ リイ オ ン 水 などをは じめ，複

　数の 健康食品を試 して い る患者が 2 名あ っ た 。 そ

　の 他 の 食品 に は
， 煎茶 （1名）， きな こ 牛乳 （1

　名）が み られ，食品以外で は腹式で 歌う こ と が良

　い （1名）があ っ た 。 患者が健康法を選択した 理

　由に は，「糖尿 に い い と言 わ れ た」 「血糖値が 下 が

　 る と聞 い た」「バ ナ バ 茶を飲む の と飲 まな い の と

　で は違う と思 う し，（そ の 理由 は） 今 の 先生が

　『ち ょ っ と良 くな っ て い る』 と言 っ た時は，歩い

　 て な か っ た の に ア ル カ リイ オ ン 水 とバ ナ バ 茶飲 ん

　だの が （血糖値が良くな っ て い る）助け に な っ て

　 い る と思 う」 と血糖値 を 意識 して い る もの と，

　「体に い い っ て 聞い た か ら」「どの 病気に もい い っ

　 て 聞い た か ら」 と健康維持や糖尿病 も含 め た病気

　全般の 予防の た め に行 っ て い る もの が あ っ た 。

4 ）生活 リズ ム を調整す る

　　食事時間を一定に す る （2 名）， 時間が あ れ ば

　運動す る （1名） とい っ た生活 リズ ム の 調整 が血

　糖 コ ン トロ
ール を改善す る た め に 促進要因 と認知

　されて い た 。

5）飲酒の 工 夫をす る

　　節酒す る （1名），日本酒 は糖分 が 多 く含 ま れ

　る の で ビ ール や焼酎な ど に変え る （1名） な ど，

　い ず れ も酒 の カ ロ リーを減 らす工 夫が 促進要因と

　 な っ て い た 。

6）気力を維持す る

　　 「頭 の 中 に 糖尿，糖尿 と常 に意識 して い る 。 こ

　ん な こ とを した ら糖尿 に良くな い とか，い っ も気

　を付けて い る 。 や っ ぱり自分で 自分 を管理 しない

　と誰が面倒を見て くれ ま すか ？だ か らそ れ を もう

　徹底 して や っ て い る」，「自分 との 戦 い だ か ら， 空

　腹で も辛抱す る」，「食べ た い とい う欲求は 自分 の

　中か ら捨て て い ます」 な ど ， 自己管理 と食事療法

　へ の ス ト レス に 対処す る た め に
， 「常に 糖尿病を

　意識す る」「自分と戦う」 と い う努力を して い た 。

　　また糖尿病を意識 す る とい う
一
方で ， 「絶対に

　食 べ 物と運動を や っ た ら血糖 コ ン ト ロ
ール は うま

　くい くこ とは わか っ て い る 。 そ れを して 絶対元通

　りに な らな い （そ れ を した ら，絶対 に 元 の コ ン ト

　ロ
ー

ル の 悪 い 状態 に戻らな い ）の で あ れ ばそ こ ま

　で す る けど，安心す る と戻 っ て し まうで し ょ 。そ

　 こ まで 辛抱 して （コ ン トロ ール が良 い 状態に）戻 っ

　 て ，ち ょ っ と安 心 して ま た （悪 い 状 態 に ）戻 っ た

　ら同じ事で しょ 。 そ れで ず っ と維持は しん どい と

　思 う。 だ っ た ら最低 ラ イ ン で ぼ ち ぼ ち い っ た ほ う

　が ま し。 」 と
， 自己 と の 対話に よ り最低ラ イ ン を

　維持す る こ とで 療養生活 を続けよ うとす る もの も

　あ っ た 。

7 ）宗教的 な教 え に 従 う

　　 「こ れは自分に 与え られ た一
っ の 修行だと思 う」，

　「信心があ る の とない の とで は や っ ぱり違 う。臼

　分の 人生に 対 して 前向き に と らえ られ る」 と 5 名

　が糖尿病を修行 と捉 え，信心をもっ こ とを通 して

　糖尿病と向き合え る こ とが促進要因の 理 由で あ っ

　 た。

8 ）糖尿病を気に しな い

　　 「あま り気 に しな い よ うに す る方が良 くな っ て

　 きて い る よ うな気 が す る。 食事 だ けは気 に して ね」

　「心配 して もき り が な い の で ， あ ま り気に しな い

　よ うに して い る」 と の 言葉か ら，気 に しな い こ と

　の 効果は ， 糖尿病を管理 しな け ればな らな い とい

　う負担感が 減 る こ と と，心配 を長続 き させ な い こ

　とに な り，そ の こ とが糖尿病者自身の ス トレ ス を

　軽減す る こ とに な り促進要因 とな っ て い た 。

9 ）合併症 の 怖 さ をか み しめ る

　　 「教育入院で 怖 い ビデ オ をたくさん見 せ られて，

　そ れ で そ の 件に つ い て は何と か しな くて は と思 っ

　 て い た 」 と ビ デ オ を通 して 糖尿病 の 合併症 の 怖 さ

　を実感する こ とが療養行動の動機付けに な り促進

　要因とな っ て い た。

10）周囲か らの サ ポートを得 る

　　周囲か らの サ ポー
トを促進要因として 認知 して

　い る患者は，男性 5名，女性 9 名で あ っ た 。 男性

　5 名中 4 名が妻の サ ポ ート，残り の 1名の 男性は

　
一

人暮 らしで，女性 の 友人 か らの サ ポー
トを得 て

　 い た 。

　　
一

方， 女性で は夫の サ ポ ート と回答した もの は

　み られ ず，娘か らの サ ポー
ト （5 名），家族以外

　の友人の サ ポート （4名）と回答して い た 。 これ

　 らの 性差 に よ る サ ポー
ト提供者 の 相違 は，男性 の

　場合 「妻が食べ る食事の 量を一生懸命言っ て くれ

　 る」，「妻が 食事 に 対 して は注意を払 っ て くれ る 」

　な ど食事に 関す る手段的サ ポートと して ，女性の
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　場合は 「
一
緒に歩 く友人が い る か ら行か な くて は

　 とい う思 い で や っ て い る。 1人だ と絶対続か な い 」，

　「娘が糖尿病 の ビ デ オ も全部
一

緒に見 て くれた。

　栄養士さん の 言葉も
一緒 に 聞きに い っ て くれ る」，

　「家族 が 自分と同 じもの を食 べ て くれ る」 「娘が 冷

　蔵庫に食品 の カ ロ リーを書 い て 貼 っ て くれ て 厳 し

　く言われ るi な ど食事や 運動の 手段的 ・情緒的サ

　ポ ー
トと して 認知 され て い た

。

11）医療者か ら支持を得る

　　 「○○さん，気を付けな い とと言われ て先生方

　や み な さん に助け て も ら っ て い る⊥ 「先生 の 期待

　に 答え た い な と思 う」 の 言葉か ら，5 名 の 患者が

医師を は じめ と す る医療者か らの 支援や期待を促

　進要因 と して い た。

3．阻害要因

　　 阻害要因 は く 日常性 の 維持が 難 しい 〉 ＜ 生 活上 の

　　ス ト レ ス が大きい 〉 〈 力不足を感 じる 〉 ＜ 運動 の 継

　 続が難しい 〉 の 4 っ の カ テ ゴ リー
に 分類 さ れた （表

　 2）。

　　1）日常性の 維持が難し い

　　　　「法事で ， 自分が主催で や る ときは ， 酒も食事

　　　も しな い と い うわ けに は い か な い 」，「仕事 で の っ

　　　きあい の 季節 ご との 宴会で は何も食 べ な い わ け に

　　　は い か な い 」 な ど か ら，冠婚葬祭 ・年中行事 で ご

　　 馳走や飲酒の 機会に遭遇 しや す い が，冠婚葬祭や

　　 年中行事 は 社会生活 を営む上で は 欠か せ な い こ と

　　 で あ るた め ， 冠婚葬祭 ・年中行事に と もな う会食

　　 で の カ ロ リ
ー

オ
ーバ ー

や 飲酒 は阻害要因と捉え ら

　　 れ て い た 。

　　　 行事に よ る阻害要因の 他に，役割に よ る影響も

　　 み られ た 。 患者 が サ ラ リ
ー

マ ン の 場合，「食事 も

　　 忙 し くて バ タバ タ して い る と き は外食に な っ て し

　　　ま い が ちで あ る」 「外食は若 い 人 とも
一

緒 に 行 く

　　 か ら油物の 多い 店に な っ て しまうこ とが あ る」 な

　　　ど，外食 に よ る カ ロ リーオ ーバ ーが 問題 に な っ て

　　 い た 。 主婦で は 「間食 の 誘惑が 多 い 」 こ と，退職

　　　した高齢男性の 患者で は 「妻が み か ん や ケーキ を

　　 出 して くる の で ，っ い 食べ て しまう」と い うよ う

　　 に 間食の 問題 は主婦と退職後 の 男性 に 見 られ た 。

　 2）生活上 の ス ト レ ス が大きい

　　　　 「仕事 や育児 に よ る ス トレ ス が か か っ て い る と，
’
　　 療養生活をあ る程度守 っ て い て も血糖 は上が る と

　自覚 して い る」 とい う理 由か ら， 6 名が仕事の 役

　職変化 や 主 婦役割 に 伴 う心理 的負担 を ス ト レ ス と

　 して 捉え，ス ト レ ス を阻害要因と捉えて い た。こ

　れ ら仕事や育児 に と もな うス ト レ ス の ほか，介護

　に よ る ス トレ ス が 2 名み られ た。

3 ）期待 した結果 が見 え な い

　　 「定期受診で 血糖値が期待通 りの数値として あ

　らわれ な い と きは，や る気を失 っ て しまう」，「仕

　事や付 き合い で 多忙に な る と，あ きら め の 気持ち

　 に な る」 とい う否定的な感情 は，療養の 効果が見

　 え な い こ とや 自分 で 環境 を コ ン トロ
ール で き な い

　 こ とへ の 自己へ の 失望を表 して お り，療養行動 の

　意欲が 低下す る こ とが 阻害要因 に な っ て い た 。

4 ）運動の 継続が難 しい

　　 「仕事上，体を動か す機会が得られ な い の で 運

　動す る機会を失 っ て しま う」， 「家事が忙しい と運

　動す る 時間 が と れ な い 」 な ど の 時聞的要因 と，

　「冬は外で 運動す る に は寒い 」 などの 季節的な要

　因は，運動 を継続す る た め の 障害とい う理 由か ら

　阻害要因に な っ て い た 。

V ．考　察

1 ．患者が認知するgood　controL へ の促進要因の 特徴

　　促進要因 の カ テ ゴ リ
ー

の 中で件数 の 多か っ た もの

　は，良好な血糖 コ ン トロ
ール を保っ た め に不可欠な

　食事療法 と運動療法を実行す る と い うもの で あ っ た。

　 こ の 食事 と運動に関連した カ テ ゴ リーに は ， 〈生活

　 リズ ム を調整す る 〉
，

〈 飲酒の 工 夫 を す る 〉
，

＜ 合

　併症の 怖さ をか み しめ る 〉 な どが見られ た 。 こ れ ら

　の カ テ ゴ リ
ー

の 内容をみ る と，患者は，糖尿病教室

　 や 教育入院 な どで 医療者 が提供 して い る知識 の ほか

　に，メ デ ィ ア や信頼で き る 人か ら得た 知識を活 用 し

　なが ら，自己管理行動をと っ て い る こ と が わか る。

　　な か で も60％ もの 患者が 『運動に 関する もの 』を

　促進要因 と考 え て お り，実際 に独自の 運動を生活 に

　取 り入 れ て い る 患者 は そ れ が good　 control へ と っ な

　が っ て い る と感 じて い る だ けで な く ， 運動す る こ と

　 に よ っ て 楽 しさを得 る こ とが で きて い た。中に はそ

　の 運動を 生 きが い と感 じて い る もの も い た 。 河合ら

　（2001）が， 運動 に よる活動性の 向上 はQOLを高 め，

　 日々 好 日の 豊 か な生 き が い づ くりに っ な が る と い う

　よ うに，促進要因 で あ る運動 に よ っ て 患者 の QOL
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表 2 ：糖尿 病者が認 知 して い る促進要 因 と阻害要因

カテゴリー（総 数） コ
ード

効果 的な運 動 をする（27） ・サウナス ーツを着 て歩く
・週 に1回スクエ ア

ーダンス の サークル に通 う

適切な食事 を心 が ける（14） ・お じや など の 粗食を 心 が ける

・シ ュ ガーレ スを使っ て 調理 をする

健康 法を実 践する（9）

行

動

の

実

行

・ボディス
ー

ツを着用する

・バ ナ バ 茶 を飲む

生活 リズ ム を調 整す る  ・食事 時閙 は守る

飲酒の 工 夫をす る（3） ・焼酎 を湯割にして薄め る
・日本酒 はやめ る

気力を維 持す る（12） ・自分 との 戦 い だと思 っ てがん ばる
・初心 の 気 持ちで や っ て い く

宗教的な教え に従 う 

　 心

的 構
ス 兄

キ や
ル 認
　 知

・信心 があるか らや っ て い ける

・我 欲を なくす とい う教 えを守る

糖 尿病 を気 にしすぎない   ・HbAlcや血糖値は 気 にせ ず 自分の 思うように生 活する

促
　

進

　

要
　

因

合併症 の 怖 さをかみ しめる（2） ・教育 入院で 合併症 の ビデオ をみて 怖 くな っ た か ら

周 囲か らの サ ポ
ー

トを得る（14）
サ ソ

ポ ！

1 シ

ト諺

・家族 が 「司じ食 事を食べ て くれ る

・友人 が運 動 に参加 してくれ る

医療者 か らの 支持 を得る（5） ・
医 師 に怒 られて やる気 にな っ た

日常性 の 維 持 が難 しい （17） ・結婚 式、法 事 な どの 年 中行 事で の 食事。
・外食や 間食の 誘惑阻

害

要

因

生活 上の ス トレス が大きい （9） ・
仕事や 育児によるス トレス

力不 足 を感じる  ・「もうええわ」とあきらめ て しまう

運 動 の 継続 が 難 しい （6） ・デス クワ ークだと運動 する機 会を失 っ て しまう

が向上 して い る こ と が わ か っ た 、　 さ らに 食事や 運

動 に 関して ， 例え ば 「サ ウ ナ ス
ー

ツ をきて歩く」，

「お じや な どの 粗食 を 心 が け る 」 な ど，多様性 に 富

ん だ 内容が みられた事 は ， 患者 それぞれが，生活 に

合わ せ て 実行可能な療養方法を選択して い る こ と だ

と言え る 。 そ して そ の よ うな方法を実行した結果，

血糖コ ン ト ロ
ール や 体調の 改善 が み られ た場合，そ

の 方法が自分に あ っ た 自己管理方法で ある と患者自

身 が 認知 し，そ れ を療養生活 に 取 り入れ，実行して

い るの で は な い だ ろ うか 。 こ れ は成人で あ る患者が，

糖尿病 の 自己管理方法を生活 の 中で 試行錯誤 しなが

ら 学 習 し て い く過 程 に お い て ，Knowles ，　 M ．S．

（1980） の い う成人学習者 の 特性 で あ る 自己決定性

を生か し，彼 らの 経験を用 い て 自分 な りの 自己管理

方法を獲得して い る こ とだ と考え られ る 。

　加え て ，患者 の 行動 の 実践 な か で 特徴的だ っ た の

は，〈健康法を実践す る 〉 の カ テ ゴ リー
で あ る。そ

の 内容 に は，「バ ナ バ 茶を飲む」，「ア ル カ リイ オ ン

水を 飲 む」 な どの 民間療法に 関す る もの が あ っ た 。

バ ナ バ 茶と水 は い ずれ も飲むとい う手間の かか らな

い 方法で ，価格的に も手ごろ で ある た め，患者に も

取り入れ られや す い 。 健康法を実行す る こ とで 血糖

コ ン トロ
ール が 良 くな る，あ る い は悪化 しな い と い

う結果期待と，少 しの 経済的負担 で 実行で きる とい

う効力期待を持っ こ とで 自己効力感が高ま る た め，

〈 健康法を実践する 〉 こ とが促進要因と認知 さ れて

い る と考え られ た。ま た，患者 は，テ レ ビ な ど の メ

デ ィ ア か ら得た情報や 知 り合い
， 家族か ら得た情報

を も と に ， こ れ ら の 方法 を 試 し て い る 。 森 ら

（1999） の 調査で も，対象者 の 79．3％ が健康法 ・民

間療法を利用 して お り，利用す る き っ か けとして

「効果が あ っ た と い う他 の 人 か らすす め られ た 」 が

最 も多か っ た。しか し，坪井 （1996）も指摘 して い

るよ うに，こ れらは 根拠や科学 的裏付 けの な い 自己

体験談に基づ くもの が 多 く， 医学的に有効性が 認 め

られて い な くて も，目分に も有効な の で は な い か と

い う期待を患者が抱い て し ま う可能性が あ る 。

　次 に，心 構えや 認知的な ス キ ル の 特徴で あ るが，

〈 宗教的な教 え に 従う〉，〈気力を維持 す る 〉で は，

「糖尿病を修行 として 捉 え る」，「常 に 糖尿病 を意識
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す る こ とで欲を捨て る」 とい うよ うに，糖尿病で あ

る 自分 を 認 め，糖尿病 を管理 しな い と合併症 を 引き

起 こ す とい う重大性を意識す る こ と が で きて い る 。

こ れ は宗像 （1996）が述べ て い る よ うに ，糖尿病を

管理 す る た め の 自己管理 行動を と る心 理 的準備状態

が 高 ま っ て い る と い え る。っ まり，good　controlへ

の 自己管理行動を と る た め の 動機付けが高ま っ て い

る た め
， 自己効力感 も高ま っ て い る こ とが考え られ

る 。

　
一

方 ， 〈糖尿病を気に しす ぎな い 〉 とい う カ テ ゴ

リーは，荒木 （1995）が 「一時的 に あきらめ た り，

考え な い よ う に す る こ とが，食事療法 の ス トレ ス や

ネガ テ ィ ブ社会 サ ポ ー
ト （食事療法 に 関 して 文句や

小言を言 っ た り，世話を や きす ぎ た りす る人 が糖尿

病患者の 周囲 に 多い こ と を指す） に 打ち勝 ち，適正

な食事療法を長続き させ る コ ッ か も しれ な い」 と述

べ て い る よ うに，患者 は
一

生続 く療養生活の な か で，

バ ーン ア ウ トしな い よ うに 心理 的な安定を保っ こ と

が 患者 に と っ て 促進要因と認知 され て い る と考え ら

れ る 。

2．患者が 認知す るgood　controt へ の 阻害要因 の 特徴

　　阻害要因 と して み られ た く 日常性の 維持が 難 し

　い 〉 や 〈 運動の 継続が難しい 〉 は患者が社会的役割

　を果 た そ うとす る際の 摩擦 として 生 じて い る 。

　Strauss，
　 A．L，（1984） は，慢性疾患 を生 きるうえで

　 の 問題点 の 中で ，療養が 達成 され な い 理 由の 1 っ は，

　療養法の た め に 患者 が 社会的 に 疎外 さ れるこ とで あ

　る と述 べ て い る 。 冠婚葬祭な ど の 行事へ の 参加や，

　仕事上運動す る 機会を 作れ な い こ と な ど は ，役割 を

　遂行す る こ と に よ り社会的に阻害され る こ と は な い

　が，食事 の カ ロ リ
ー

オ
ーバ ー

や 運動で きな い こ とに

　よ り，血糖 コ ン トロ
ール は乱れ るた め患 者 は阻害要

　因と して 捉えて い る と考え られ る。

　　育児 ・仕事 ・介護 に 伴う心理的 ス ト レ ス が 阻害要

　因 と して み られ た の は，ス トレ ス に よ る交感神経系

　 と 内分泌系 を 介 した 直接的 な影響 で 血糖値 が 上昇す

　る こ と と ， ス トレ ス が過食や拒食な ど食行動に影響

　を及 ぼ し，そ の た め に 間接的 に 血糖値が 上昇す る こ

　と を患者も理 解して い る た め と考え る 。 〈 期待 した

　結果が見えない 〉 こ とか ら生 じる力不足 とい う感 じ

　は，糖尿病 に つ い て の 否定的感情 で あ る 。 Polonsky

　（1992） は，そ の よ うな否定的な感情があ る と糖尿

病を う ま く管理 で きな い事を指摘して い る よ う に，

あきらめ の 気持 ち な どが 阻害要因 と して 患者 に 認知

さ れ て い る こ とだ と考え る。

3，今後の糖尿病教育へ の 示唆

　　患者 が 認知 して い るgood　controrの 促進要因 と 阻

　害要因を あ わせ た分析か ら，今後の 糖尿病教育へ の

　示唆を以下に述 べ る 。

　1）運動継続 の た め の 援助

　　　運動は 患者に と っ て促進要因とな る上 に ， QO

　　Lを 高 め る こ と だ と も考え られ て い る 。 個 々 の 患

　　者に 合 っ た運動指導の 方法を吟味 して い く必要が

　　ある。 糖尿病 の チ
ーム 医療 の

一
員 に 運動 の 専門家

　　で あ る運動療法士 が位置づ け られ る施設もあ る 。

　　国内で も国民 の 健康作 りに対 して ，厚生労働大臣

　　の 認定事業と して 健康運動指導士の養成が行わ れ

　　 て い る。今後 さ らに 医学的知識 と運動知識 と を併

　　せ もっ 運動の 専門家の 活躍の 場を拡大して い く こ

　　とが必要で あ る 。

　2 ） 力 ロ リ
ー
調整の た め の 援助

　　　冠婚葬祭 や年中行事 が ある場合 は，行事 の 前後

　　日で カ ロ リー調整をす る こ とや，外食時はメ ニ
ュ
ー

　　選択の 工 夫を患者とともに考え る必要が あ る 。 同

　　時に 食品 の 選択や 匿分量 で の 減量 に よ る カ ロ リー

　　調整 の 方法 の 精度を高 め て い く工夫も必要で あ る。

　　足立 （1998）は食品交換表 よ りも患者 に 受 け入 れ

　　 や す い 計算 ・計量不 要 の 簡便 な指導方法 が 有用 で

　　効果的な 手段 と い うこ と を述 べ て い る 。 また，手

　　ば か り法 ・フ ー ド ピ ラ ミ ッ ドに よ る測量 や食品交

　　換表 を 利用 しや す い よ うに 改良したバ ラ ン ス 表な

　　ど も開発さ れ て い る。 こ の よ う な よ り有効な栄養

　　指導を今後も患者に合わせ て 取 り入れて い く必要

　　が あ る 。

　3 ）情報 リテ ラ シ
ー
能力 の 育成 にむけて

　　　情報化社会 の 中 で 生活す る患者を サ ポー
トす る

　　た め に は，医療者も民間療法 な ど の 動 きに 敏感 に

　　 な り，患者 が 活用 で きる知識や情報 を 学習 して い

　　く必要が あ る 。 そ うする こ とで ， 医療者か ら患者

　　に 正 しい 情報が 提供 さ れる よ うに な り，患者 の 療

　　養生活が守られ て い くの で は な い だ ろ うか 。
ヘ ル

　　 ス リテ ラ シ
ー

とい う言葉が近年欧米 で も注目され

　　て い るが，杉森 （2004） は，健康情報を 理解す る

　　だけで なく，健康情報 に接する機会を積極的 に 増
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や して，そ れ を効果 的 に活用 で き る能力の 育成が

必要で あ る と言 っ て い る よ うに，まず は 医療者が

ヘ ル ス リテ ラ シーを向上 させ
， 患者に そ れ を伝え

て い くこ とが 必要 だ と考 え る。患者 は医師を は じ

め とす る 医療者か らの 励ま しを促進要因と して捉

え て い る こ と を医療者 はも っ と自覚 し，患者が安

心 して 療養生活を相談で きる良きパ ートナ
ーとな っ

て い くこ と も大切 で あ る 。

VI．研究の 限界と今後の 課題

　今回 は 患者 の 療養行動 の なか でgood　control に結び

っ い て い る こ とを広い 範囲で 把握す る こ と を 目的 と し

て い たた め，成人で あ る こ と， 心理的に安定して い る

こ と以外に対象の 選定条件を定め て い な か っ た 。 結果

的に 45名の うち40名が 2型糖尿病 で あ り，重篤な合併

症 を有して い る もの が少な か っ た た め，結果 の
一

般化

は難 しい と考え る 。 また ， 目的か ら血糖 コ ン トロ ール

状態 の 客観的指標 は デ
ータ収集 して い な い が，今後 は

客観的指標との 整合性 も併 せ て 分析す る必要が あ る と

考え る。

的 な運動を す る 〉で は，患者が 運 動 を生活 に 取 り入

れ実行す る こ と が good　controlへ とっ な が っ て い る

と感じて い るだ けで な く ， 運動する こ と に よ っ て 楽

しさ も感 じる こ とが で きて い た。

4 ．〈 健康法を実践す る 〉 で は 「バ ナ バ 茶や ア ル カ リ

　 イ オ ン 水 を 飲む 」 な ど 民間療法 に 関す る もの も見 ら

　れ，こ れらは い ずれ も飲むとい う手間 の かからない

　方法で あり，い ずれ も価格的 に 手 ご ろな もの で ある

　 こ と，患者は医学的 に有効性が 認 め られ て い な くて

　も，他者か ら効果 が あ っ た と い う事を聞 くと，そ れ

　が代理体験と して考え られ ， 自分自身に もあて は ま

　 る の で は と い う期待 か ら取り入れ や す く促進要因 と

　な っ て い る と考え られた 。

5 ．〈 宗教的な教え に 従う 〉 〈 気力を維持す る 〉 ＜ 糖
　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　ロ　　　ロ　　　　　　ロ　　　の　　　　　　　　
　尿病 を気 に しす ぎな い 〉 と い っ た心 構えや認知的 ス
　，　　　コ
　キル に関す る カ テ ゴ リ＝ は ， 常に糖尿病を意識す る

　こ とで 欲を捨て る ，
バ ーン ァ ウ ト しな い よ うに 心理

　的な安定を保つ こ と が で き る た め に，患者に 促進要

　因として認知されて い る と考え られた。

皿．結　論

　糖尿病外来 に 通院 して い る45名の 患者を対象に
， 患

者が認知 して い るgood　 control の 促進要因と阻害要因

に つ い て 半構成的面接を実施 した結果，以下 の こ とが

明 らか に な っ た 。

1 ．促進要因 に は く 効果的 な運動 をす る 〉 ＜ 適切 な 食

　事を心 が ける 〉 〈 健康法を実践する 〉 〈 生活 リズ ム

　を 調整す る 〉 〈 飲酒の 工 夫をす る 〉 な ど の 行動 の 実

　右，〈気力 を維持す る 〉 〈宗教的な教え に従う 〉

　〈 糖尿病 を 気 に しな い 〉 ＜ 合併症 の 怖さをか み しめ
　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　ロ　　　　　　　ロ　　　　　　　の　　　　　　　サ
　る 〉 な どの 心構え や 認知的なス キル，〈 周囲 か ら の

　サ ポー
トを得 る 〉 〈 医療者から支持を得る 〉 などの

　ソ
ーシ ャ ル サポ

ー
トの 11個 の カ テ ゴ リ

ー
があ っ た。

2 ．阻害要因 に は，〈 宗教的な教え に 従 う〉 〈 生活上

　の ス ト レ ス が大きい 〉 〈 期待 した結果 が 見 え な い 〉

　 〈 運動の 継続が 難 しい 〉 の 4 っ が あ っ た。

3．促進要因 の なか で ， 60％ の 患者に み られ た く効果

　以上の こ とか ら，今後 の 糖尿病教育へ の 示唆として，

1 ）個々 の 患者に合 っ た運動指導の 方法を吟味し，運

動を継続で きる よ う援助す る こ と
， 2 ）冠婚葬祭や年

中行事が あ る場合の カ ロ リー
調整や，目分量で の 減量

に よ る カ ロ リ
ー
調整 の 方法の 精度を高めて い け る よ う

援助す る こ と，3 ）患者 の 情報 リ テ ラ シ
ー
能力の 育成

にむけて ，医療者も民間療法などの 動きに 敏感 にな り，

患者が 活用 で きる知識や情報を学習す る こ との 3 っ が

あげられ た 。
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