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は じめに

　医療の 高度化
・
複雑化 ・多様化 に よ り，看護実践 の

場 で は 日 々 倫理的課題 に直面して い る 。 日本看護協会

は2003年，良質の 看護 を提供す る た め新た に 「看護者

の 倫理綱領」 を公表 した D 看護基礎教育に お け る倫理

教育が 問 わ れ る中，本学 で は 2 年次後期 に 「倫理 学」，

4 年次後期に 「看護倫理」の 科目が開講されて い るが，

老人看護学 に お い て も学科 目の 中で ，「高齢者 の 人権」

「痴呆高齢者の 人権」「訪問看護にお け る倫理的課題」

に つ い て 単元 を 設け，講義を行 な っ て い る。さ らに，

老人看護学実習で は 「実習体験を通 して高齢者の看護

ケ ア に お ける 人権 の 保証 と倫理 的配慮 に つ い て 考察 で

きる」を目標の 1 っ に 掲げ，講義内容と実践が結びっ

くような学習支援 に努 め て い る。

　 こ れ まで に，看護倫理 の 教育に つ い て は，学生の 倫

理課題 に対す る認知 と行動 の 経年的変化に関す る もの

（高野，2003）や臨床 に お け る ケ ア リン グ教育の あ り

方に関す る もの （細川， 2000）， 基礎看護学実習に お

ける倫理的体験 に 関す る もの （大 日 向，2002） な どの

研究が あ る が，老人看護学実習 に関する そ れ らの 検討

は見当た らない
。

　 フ ラ イ　（1998） は，倫理的意思決定 は倫理的感受性

と道徳的推論能力 の 発達 に よ る とこ ろが 大 きい と して

い る 。 ま た，高田 （2003a） は，倫理的実践を 目指す

に は，倫理 原則 の 適用 だ け で は不十分で あ り，倫理的

な 問題 の 分析と問題解決へ の 道筋を っ け る こ とが 必要

と述べ て い る。大切なの は，倫理 に 関する知識を獲得

す るだ けで は な く，何 が 問題 な の か，何を す べ き な の

か奥深く考え
， 倫理的実践 に っ な げる こ とで あ る。

　そ こ で 本研究で は，実習記録を分析 し，老人看護学

実習にお い て学生 は どの よ うな看護場面 に倫理的な疑

問を 感 じ，そ こ か らど の よ うな背景要因を捉え対応策

を導い たの か，また，看護専門職 として どの よ うな倫

理的能力が 必要 と考察して い た の か を 明 らか に す る こ

とを目的と し ， 倫理的能力育成の た め の 今後の 学習支

援 に つ い て 考察した 。

1．方　法

1．対　象 ：2003年 5 月〜11月 に 老人看護学実習 を行

　な った 4 年生40名，3 年生41名の う ち，研究協力の

　承諾が 得 られ た 4 年生 37名， 3年生39名 の 計 76名 の

　実習記録内容 で あ る。

2 ．老人看護学実習 の 概要 ：老人看護学実習 の 目的お

　よ び 目標を表 1 に示す 。 老人看護学実習は，3 年次

　後期から 4年次前期 に行な っ て おり，K市内 の 2 つ

　 の 介護老人保健施設を フ ィ
ール ドと して い る 。 1 グ

　 ル ープ は 6 〜7 人の 学生 で 構成 され，同時期 に 2 グ

　 ル ープが 2 っ の 施設 に 分 か れて 実習 を行 な っ て い る 。

　実習期間 は 2 週間で，そ の うち 1 日は併設 の 通所 リ
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表 1 ，老人 看護学実習の 目的お よび目標

〈 目的 〉

　健康障害をもっ て 生活する高齢者の 看護ケア を通 して ，高齢者の 健康問題や望ま しい 生 活にっ い て 理解 し，
健康 レベ ル に応 じた 老人看護の実際を学習する 。 ま た，高齢者 とそ の 家族の あ り方や高齢者ケ ア シ ス テ ム の実

態につ い て学習す るなかで，今後 の ケ ア シ ス テ ム の あるべ き姿や看護専門職 の 役割 と責任につ い て考察を深め

る。
＜ 目標＞

L 人間 の ライ フ サイ ク ル と心身 の 発達過程の 視点 か ら，看護の 対象 とな る高齢者の 健康 レ ベ ル や そ の 人 に と

　 っ て 望 ま しい 生活につ い て 理解 し，対象者 の 個別性
・
主体性

・
安全性を考慮 した援助が で きる

2 ，高齢者ケア シ ス テ ム を理解 し， 今後 の 高齢者の 生活に 必 要なサービ ス の あ りか たと， 他職種と連携・協働す

　る 中で の 看護専門職の 役割と責任に つ い て 考察で きる

3 ．実習体験を通 して 高齢者 の 看護ケア に お ける 人権 の 保証と倫理 的配慮 につ い て 考察で きる

4 ．高齢者との 関わ りを通 して，老 年期を生 きる人に対する見方，考 え方 が どの よ うに変化 した の か考察す る

ハ ビ リテ
ー

シ ョ ン に参加す る。学生 は，施設 の ケ ア

に 参加 しな が ら，実習開始 3 日目まで に 自分 で 受け

持ち高齢者を決定 し， 看護を展開して い く。 ま た，

実習目標に 沿 っ た テ
ー

マ を学生 が設定 し，毎 日 1時

間程度 の カ ン フ ァ レ ン ス を実施して い る 。 した が っ

て ，学生は実習中に 倫理を テ
ー

マ としたカ ン フ ァ レ

ン ス を実施 し，意見交換 を行 な っ て い る 。

3 ，実習施設 に つ い て ： A 介護老人保健施設 は，開設

　か ら10年目の 施設 で あ る。病院 の 併設施設 で あ り，

　緊急時の受診が可能で あ る。 自宅療養と施設利用 を

　繰 り返 して い る利用者が多 く，家庭的 な雰囲気を大

　切 に して い る。 B 介護老人保健施設 は，開設 か ら 5

　年 目の 施設 で ある。リハ ビ リテ
ー

シ ョ ン 病院の 併設

　施設で あ り，脳血管疾患の 後遺症 （麻痺や高次脳機

　能障害 な ど）を抱 え た 利用者が多 い 。リハ ビ リテー

　 シ ョ ン に力を入 れ て お り，家庭復帰 を 目指 して ケ ア

　が行なわれて い る 。 両介護老人保健施設で は ， 看護

　師，介護職員 （介護福祉士，介護員）， リ ハ 職員

　（理学療法士，作業療法士），支援相談員，医師 （併

　設病院 と兼務）などに よ りケ ア が 提供 され て い る。

　学生 は 主 に，高齢者の 生活を24時間支え る看護師，

　介護職員 と ともに 受 け持ち高齢者 の ケア を行な っ て

　 い る 。

4 ．データ収集 ：老人看護学実習で は，実習記録用紙

　の
一

っ として 「高齢者の 看護ケ ア に お け る人権の 保

　証 と倫 理 的配慮 を考 え る 」 た め に， 2 種類の ワ
ー

ク

　 シ
ー

トを用いて い る。 ワ
ーク シ ート 1 は，「実習中，

　 あ な た が 倫理的 に 疑問を感 じた こ とに っ い て 例をあ

　げて み ま し ょ う」， 「そ の 状況に は ど の よ うな背景要

　因が あ りますか 」，「倫理的実践 を行 な う た め に ，あ

な た な ら こ の 状況 で ど の よ うな対応を した ら よ い と

考えます か」の 3 っ の 設問か ら構成 されて い る 。 ワ
ー

ク シ ート 1で は ， 学生自身が経験した場面か ら， 考

え を深 め る こ と を目的 と して い る。ワ ーク シ
ー

ト 2

の設問 は 「老人看護領域の看護専門職に期待さ れ る

倫理的な能力 に は どの ようなもの がありますか」 で

あ る Q ワ
ーク シ ート 2 で は，ワ

ーク シ ート 1を ふ ま

え，看護者 として 必要な倫理能力お よ び高齢者 の 人

権と権利擁護 に っ い て，さ らに 学び を深 め て い くこ

とを目的 と して い る。今回は ，こ れ らの ワ ーク シ
ー

トの 記述内容を デ ータ と した 。

5 ，分析方法 ： ワ
ー

ク シ ー
ト 1 で は，そ れ ぞ れ 3 つ の

　設問に対す る学生 の 記述内容から，まず倫理的 に疑

　問を感じた場面 を分類し，そ の 場面 に は ど の よ うな

　背景要因 が あ る と捉 え，どの よ うな 対応を考 え て い

　 た の か を分析 した。ワ
ーク シ

ー
ト 2 で は，記述 さ れ

　て い た内容を意味の ある まとま りごとに抽出した 。

　次 い で ，学生 は どの よ うな倫理的側面 に つ い て 学習

　を深め て い た の か を明らか に す るた め に ，「看護者

　 の 倫理綱領 （日本看護協会，2003）（表 2 ）」 を基 に

　分類し，分析 を行 な っ た 。

6 ，倫理的配慮 ：対象者に は，本研究 の 目的 と方法，

　研究協力は自由意志 で あ る こ と ， 実習や授業の 成績

　評価に 影響 しな い こ と，ま た，記録内容等 の 情報は，

　個人を特定で きな い よ うに処理 し プ ラ イ バ シ ーを厳

　守す る こ と
， 研究 の 目的以外 に は 用 い な い こ と を 文

　書と口 頭で 説明を行な い ，同意書で 同意を得た 。 協

　力依頼 や デ
ー

タ収集 は，実習の 成績評価 が 終了 した

　後に行 な った 。
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表 Z，看護者 の 倫理 綱領 （日本看護協 会，2003）

＜条文 ＞

1 ．看護者は，人間の 生命，人間 として の 尊厳及び権利を尊重す る。
2 ．看護者 は，国籍，人権 ・民族，宗教，信条，年齢，性別 及 び 性 的指向，社会的地位，経済的状態，ラ イ フ

　ス タ イ ル ，健康問題 の 性質 にか か わ らず，対象とな る人 々 に 平等 に看護 を提供す る。
3 ．看護者 は，対象 とな る人々 との 間に 信頼関係を築き，そ の 信頼関係 に 基づ い て看護 を提供す る。
4 ．看護者は，人々 の 知 る権利及 び 自己 決定 の 権利を尊重 し，そ の 権利を擁護す る。
5 ．看護者 は ， 守秘義務を遵守 し

， 個人 情報の 保護に 努 め る とともに，こ れ を他者 と共有す る場合 は適切な判

　断 の もと に行 う。
6 ．看護者は，対象 となる人々 へ の 看護が1沮害され て い るときや危険にさらされて い るときは，人 々 を保護 し

　安全を確保する。

7 ．看護者 は，自己 の 責任 と能力を的確 に認識 し，実施 した看護 につ い て 個人 として の 責任をもつ 。
8 ．看護者 は，常に，個人 の 責任 と して の 継続学習に よ る能 力 の 維持 ・

開発 に努 め る、
9 ．看護者 は，他 の 看護者及び保健医療福祉関係者 とともに 協働 し て看護 を提供す る。
10，看護者 は，よ り質の 高 い 看護を行 うた め に，看護実践，看護管理 ，看護教育，看護研究の 望ま しい 基準を

　設定 し，実施する。
11．看護者 は，研究や実践 を通 して，専門的知識・技術の 創造 と開発 に努め，看護学 の 発 展 に 寄与す る 。

12．看護者は，よ り質の 高い 看護を行 うた め に，看護者自身の 心身の 健康の保持増進 に努め る。
13．看護者は，社会 の 人 々 の 信頼を得 る ように，個人と して の 品行 を常 に高く維持す る。
14，看護者は，人々 が よ り よい 健康を獲得 して い くた め に，環境の 問題 につ い て祉会と責任 を 共有する 。

15，看護者 は ， 専門職組織を通 じ て
， 看護 の 質を高 め る た め の 制度 の 確 立 に参画 し

，
よ りよい 社会作 りに 貢献

　す る。

ll。結　果

以下，学生 の 記述 デ
ー

タを 「」 で 記載す る 。

1 ．学生が 倫理 的に 疑問 を 感 じた場面，そ の 背景要因

　と対応策 （ワークシート1）

　　学生が 倫理的 に 疑問を感 じた場面 は，介護老人保

　健施設 と い う実習場所の 特性上，日常生活援助を中

　心 と したもの で あ っ た 。 記述は82場面あり，そ の 内

　容か ら12場面 に分類さ れ た 。 そ の 詳細 は，表 3 に 示

　す とおりで あ る。こ こ で は，い くっ か場面をあげ，

　学生が ど の よ うな こ と に気づ き，考え て い た の か を

　述べ て い く。

　　最 も記述 が 多か っ た の は，入浴 の 場面 で あ っ た 。

　「女性の 入浴に男性 ス タ ッ フ が，男性 の 入浴に 女性

　 ス タ ッ フ が 介助をして い た」，「裸 の 状態で 並ん で待 っ

　て い る人 が い た 」，「（入 浴 の 援助が）流れ作業の よ

　うに 次か ら次 へ と行 な われて い た」 な ど，利用者 の

　尊厳や プ ラ イ バ シ
ー

に か か わ る場面や 「入浴 の 時間

　が決ま っ て い る た め
， 希望 の 時間で は な く ， 大浴場

　で
一斉に 入浴 して い た」 な ど，意思 と選択の 尊重に

　かかわ る場面を記述 して い た 。 そ の背景要因と して ，

　 ス タ ッ フ に は 「高齢 な の で ，董恥 心 へ の 配慮 は しな

　くて い い とい う考え」 や 「難聴 や 視力低下に よ り，

　聞 こ え て な い ，見 え て い な い とい う思 い 」などが あ

るの で はない か，利用者や家族 に は 「介護を して も

ら っ て い る とい う思 い か ら，意見 が 言 い に くい 」，

「意見を言 え る雰囲気 が な い 」状況 が あ る の で は な

い か と考え て い た 。 「援助の 過程が流れ作業の よ う

に な っ て い る 状況 に ス タ ッ フ は 誰 も違和感を持 っ て

な い 」と捉え，た とえ 違和感をおぼえ て も 「どうし

よ うもない と感 じ，あきらめ て い る」 の で は な い か

と い う記述 もみ られ た 。 ま た，「（施設で はス ケ ジ ュ
ー

ル があるため）入浴の 時間が 限 られて い る」，「ス タッ

フ の 数が少な い 」 な ど も挙げ られ て い た 。
こ の よ う

な 場面 に っ い て 学生 が 考 え た対応 は，「不必要 な 露

出を避ける」 た め に 「待 っ て い る と き や洗体の と き

に （胸や陰部に ） タ オ ル をかける」，「更衣 の 手順を

工 夫す る」 な どの よ うに す ぐに 実践が 可能 と思 わ れ

る こ とや 「異性の ス タ ッ フ が介助す る こ とに つ い て

説明し，了解を得 る」，「ボ ラ ン テ ィ ア を入れ るな ど，

介護者の 人数を増 や す」 こ と な どが挙げられ て い た。

また，利用者や家族 に 対 し，「意見 を言 え る環境や

関係を作る」，「今の 入浴方法に っ い て の 意見や要望

をき く」 な ど の 対応が 必要と考え て い た
。

　次に 多か っ た の は ，排泄介助の 場面で あ っ た 。

「異性の ス タ ッ フ が介助をして い た」， 「（ドア の 内側

に あ る ） カ ー
テ ン は 閉め て い た が， ドア を 閉 め ず に

介助をして い た」，「利用者 の 意思 に 関わらず，食後

に は必ず トイ レ に 誘導 さ れ て い た 」，「利用者が 自分
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表 3 ．学生が 倫理 的に 疑問を感 じた場面i その 背景要因と対 応策

場園 （場面数） 具体 的な場面 背景要 因 対応

1，入浴 の 場面 〔27 ） ・女性 の 人浴 に男性ス タ ッ フが、男性の 入浴に 高齢 なので ，羞恥心への 配慮 は しなくて い い と ・タオル をか けた り更衣の 手順 の工 夫な

女性 ス タ ッ フ が 介助を して い た い う考 えがある どにより、不必要な露出を避ける
・裸の 状態で 並ん で待 っ てい る人 がいた ・難聴や視力低下 に よ り，聞こえて な い，見 え

．
C ’

痴 呆や 意識障害の有無に 関わ らず，羞
・〔入浴の 援助が｝流れ作業の よ うに次か ら次 い ない とい う思い がある 恥心への 配慮を必 ず行な う　 　　 ・
へと行なわれ て い た ・利用者や家族 は，ケア をして もらって い るとい ・異性 の ス タ ッ フ が介助する 二 とに っ い

・
入 浴 の 時間が 決ま って い るた め ，希 望の 時間 う思い か ら，意見が言 い に く い て，了解 を得る

ではな く，大浴場で
一斉 に入浴 レて いた ・利用者や家族が意見 を言 える雰囲気がない

・異性の ス タ ッ フ が介助する揚含が ある

・援助 の 過程が流れ作業 の ように な っ てお り，そ こ とを，入所時に 説明する

の こ とにス タ ッ フ は誰 も違和感を持ってな い ・利用者や家族 が意見 を言える環境，関
・ス タ ッフは ，何か違和感 をお ぼえ て もど う しよ 係 を作る

うもない と感 じ，あきらめて い る
・利用者や家族 に ，今 の人 浴方法に っ い

・施設で はス ケジュール があり，入浴 の時聞が決 て の意見や要望をきく

ま って い る ・利 用 者 に こ れ ま で の 入 俗 習慣 を きき ，
・軟膏塗布や褥癒 パ ル ンカ テ

ー
テル の 処置を脱 で き る限 り対 応で き るよ う努力する

衣揚で おこ な うため，対応 に忙しい
・ボラ ン テ ィア を入 れ るな ど，介護者の

・ス タ ッ フ の 数が足りない （特に男性 ス タ ッ 7 ） 人数 を増やす

2．排泄の場面 〔14） ・利用者の意思に 関わ らず，食後に は必ずきま ・利用者の意思 を確認 して い ない ・利用者 の 意思を必ず確認する

っ た トイ レに 誘導され て いた ・利用者は ，意思や思い をうま く伝え られ ない ・丁寧に ケアを行なう
・異性 の スタ ッ フ が介助 をして いた ・利用者や 家族 は、介護を して も ら っ てい る とい

鹽一
つ
一

つ の ケ ア に対 し，ど うで あ っ た

・〔ドア の 内側 に ある｝カ ーテ ン は閉めて い た う思い か ら，意見が言 い に くい か振 り返 りを行な う

が，ドア を閉め ず に介助 を してい た ・高齢 なので ，羞恥心 への 配慮は しなくて い い と ・焦 らせ な い よ うな姿勢で か か わ り，利
・利用者が 自分で できる とこ ろ もあ っ た の に ，い う考えが あ る 用者が で き る と ころ は介助せ ずに 見守る

すべて 介助を行な っ て い た ・利用者 は文句や不 平を言 わない だろ う，難聴だ ・異性の ス タ ッ フ が介助する こ と につ い

・排泄 の介助を行 なってい た ス タ ッ フ が 廊下に か ら聞 こ えない だ ろうとい う思 い が ある て，了解 を得る

い た別 の ス タ ッフ に、大 きな声で 失禁 した 利用 ・忙しい た め に待て ない ・ス タッフ に対 し，倫理教育を行 なう

者の 更衣介助を頼ん で い た
・
十 分な （二 人の介助者が入 れ る 、草掎子が入 る〕

・
ス タ ッフ の数を 増やす

広さの トイ レ が 少ない

3、利用 者と ス タ ソ
・ス タ ッ フ が利用者に 「OD おば あちゃん」や ・利用者に対 し弱者 とい う見方をどこ かで してい

・自分が どの ような言葉遣 い をして い る

フ の 会 話 の 場 面 あだ名 で呼ん で いた る か 、なぜ そ の 言葉遣 い になって い るの か

〔12） ・
敬 語 を使わず，子 供 に話すよ うな言 葉遣い を

・
利用 者に対す る尊敬の念が 薄れ てい る 振り遮 る

して い た ・親 しみ を感 じ、ア ッ トホーム な関係 を作ろ うと （言葉では な く）表情や態嵐　しぐさか

してい る． ら尊敬や親 しみを感 じられるよ うなかか
・
特に痴呆が ある利用者 と話す ときは，伝わ るよ わり方をする

」 うに簡 単で わ か りや すい 言葉に な る の では ない

か
・倫理や篠遇 の 教育を受けて い ない

・
接遇

・
倫理 の教育を行な う

4．安全 を優先 させ ・獅呆に よ り収集 磚が ある利用者 に対し，本ノ、・（持ち物 の チェッ クには〕食品 の 腐敗や トラブ ・利用者 の 意思を必ず確認する

たケア の場面 〔LO） がい ない間に 持ち物の チェック をして い た ル を防ぐ目的が あった
・
安易に行なわ ず，必要な揚合に限る

・転倒 を繰 り返す利用者は ベ ッ ドサイ ドに セ ン ・利用者は 自分の 状況 （た とえば危険を回避 でき ・どうして も必 要な揚合は ，利用者や家

サ
ー

が 設置 され，動き　〔立 とうとした1寺な ど） な い 状況）を把握で きて い ない 族にわかる ように説 明し同意を得る

が わ か る （ナ
ー

ス コール が鳴る｝よ うになって 〔ス タ ッ フは ）人数が 少ない た め に，（安全に対 ・頻回 に訪室する こ とで，安全 の 配慮や
い た し〕．世．分 に配慮で きて い ない の では ないか とい う 要望に 対 応 して い く

・利用者は，独歩 の 人でも，エ レ ベ ーターに一 心配が ある

人で 乗るこ とを禁止 され てい た
、

5、移 乗
・
移 動 の 場

・
利 用 者に はそ の 人な りの 〔ベ ッ ドか ら車 椅子

・
ス タ ッフは忙 しい た め，高

．
齢者の ゆ っ くり した

・
か かわ る際に 声をか け、どの よ うな 援

面 （3｝ への ）移乗方法がある の に、ス タ ッ 7 の ペ ース 動きに つい手 を出 して しま う 助が必 要か利 用 者に確 認す る

で 介助 した結果 痛みを訴えてい た ・難聴が ある の で；話 して も聞こえな い し分から ・自分で行なお うとす る姿勢を尊重 して

・
利用 者が車 椅子 を 自操 して い た が，途中か ら ない の で は と い う考えが ある 援助を行 な う

ス タ ッ フが無言 で車椅子 を押して い た
・
他 の利用 者が よん でい て （ナ

ー
ス 卩一ル が 鳴っ

・
利用 者の ペ ース で行 なえ る よ う，余裕

て い た〕，対応 しなければい けなかった を持って 早めに声をかける

5．口腔ケ ア
・整容 ・

他者が行き来す るような場所に テ
ープル が置

・
利用者は介助して もらって い る とい う思い があ

・プライ バ シ
ー
を守るため 、ケアの 環境

の 場面 （3〕 い て あ り，複数 の 利用者が
一
緒に 口腔ケア を行 ウ，意見が言 えな い を整 える

な うよ うになってい た ・難聴や視力 の 低 下により，聞 こ えて い ない ，見 ・利用者 の 意思 を必ず確認する
・
利用 者の髪が 、小さい 子にするよ うな結 び方 えてい ない ので は とい う考 えが ス タッフにある

・
丁寧にケアを行なう

をされ て い た

7，食 事の 場面 〔3｝ ・利用者 の食事中に，ス タ ッ フの 間で排泄 ケア
・
ス タ ッ フに は、難聴があるの で話 して も聞こえ ・

ケ アに 関する話は サービス ステ
ー

シ ョ

につ い て話を して い た な い F分か らな い ので は とい う考 えがある ン 内で 行な う
・
（ス ク ッ フ 全員が lr寺間をかけて 食事をす るこ

・施設で は ス ケジ ュール がある の で，食事後 の 予 ・食事に 満足感や楽 しみ を感じ られる よ

とを承 知して い るに もか か わらず）独力で 食べ 定を考 え，時間を 気 に して い た う，援助を行な う

て い る 利用者に 急がせ る よ うな言葉か け を し

た

8．与薬 の 場面 （3〕 ・食事 中な の に食後 の 薬 を飲 ませて い た ・薬 の 脆用に介助が必 要な人 が多 い ・利用者 の 意思 を必ず確認する
．

・（利用者に）
．．
ド剤と い うと　（服用を｝拒否 さ ・ス タ ッ フ は，内服 を確実に して もらう貢任 があ ・内服 の 必要性 を何度 も説明す る

れ る ため、言 わずに飲ま せ てい た る ・下剤を 内 服す る以外の ケア を実施す る

・
ス タ ッ フの数が 足 りず 調食事が終わ っ た 人に対

し確認 しなが ら服用の 援助 をする こ とは難 しい

・理解力が 低
．
ドして い るた め，説明を して も理解

で きな い の では な いか とい う考え があ る

9．軟膏処 置 の 場 ・〔実際は） 白癬な の に，利 用者には褥瘡 と言 ・理解力が低下 して い て、説明をして も分か らな ・正 しい 説明を行な う

面 （2） って軟膏 を塗 o て い た い の ではな い か とい う考えが ある ・自分が ケア をされる立場だった らどう
・軟膏塗布 を行ないなが ら，ス タ ッフ 同 士 で違 ・利用 者は ケア を して も ら って い る と い う気持ち し て 欲 し い か考 え，ケア に 活か す

う話を して い た か ら，意見 が言い に くい

10．余 暇 の 場 面
・ボラ ンテ ィ ア 主催の喫茶 に参加 で きる人 とで

鹽
お金 を準 備 して い な い利用者がお り，お 金 の貸 ・利 用 者の意思 を必ず確認する

（2＞ きな い 入が い た し借 りに よ る トラブル を防 ぐた め
・喫茶に っ い て 家族 に説明 を し、お 金の

準備 と管理にっ い て相談する

11、リハ ビ リ の 場 ・リハ ビ リでパ ズ ル を行な っ て いたが，OT が手
・時間が迫 っ て お り，完成させ て 〔利用者に 〕達 ・利用者の 気持 ちを尊貢 した 介入 を 行な

面   伝いす ぎて い る と感じた 成感を持たせ た か った う

巴 ．ナース コール
・トイ レ か らナ

ー
スコール が 鳴った 時，ス テ

ー ・看護師 は，〔「利用者に と って は，看穫師 と介護 ・看謹師 と介謹福祉士 が 協力 す る こ とで

対応 の 場面 〔1｝ シ ョン で記録をして い た看護師で は なく，他の 福祉 士の どち らもケア 提供者に 変わ りは ない」 充実したケ アが 成 り立つ ため，お 互 いの

利用者の とこ ろに い た介護福祉士 が応 じ て い が）生活 の 援助 を介護福祉士の仕事とし，様子 を 立場を尊重 し支 え合 っ てケ ア にか かわ

た 見てい た る

・
看護職 介護職の お 彑い の位事 を見 つ

め なお す

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Kobe City College of Nursing

NII-Electronic Library Service

Kobe 　City 　College 　of 　Nursing

老人看護 学実 習 に おける倫 理 的課 題 に関す る学習 内容の 分析　 　79

で で きる と こ ろ もあ っ た の に，すべ て 介助を 行 な っ

て い た 」 な ど，入浴 の 場面 と同様 に，利用者 の 尊厳

や プ ラ イバ シ
ー
，意思 と選択の 尊重 に か か わ る場面

につ い て 記述されて い た。 そ の 背景要因で は，ス タ ッ

フ に は 「高齢 な の で，羞恥心 へ の 配 慮 は しな くて い

い とい う考 え 」や 「利用者 は文句や不平を言わ な い

だろ う」 と い う思 い が あ る こ とや，ス タ ッ フ が 「利

用者 の 意思を確認 して い な い 」， 「忙 しい た め に （利

用者の 動作を）待て ずに 介助を して し ま う」 こ と な

どが挙 げられて い た。 また ， 利用者に は 「自分の 意

思 や 思 い を う ま く伝 え られ な い」，「介護を して も ら っ

て い る とい う思 い か ら意見が言 い に くい」 状況があ

る と考え て い た 。 こ の 場面 へ の 必要 な 対応 と して ，

「利用者の 意思 を必ず確認」 して 「丁寧に ケ ア を行

な う」，「焦らせ な い よ うな姿勢で か か わ り，利用者

がで きる と こ ろ は介助せ ずに見守る」， 「
一

っ
一

っ の

ケ ア に 対 し，ど うで あ っ た か 振 り返 りを行 な う」 な

どが記述 さ れて い た 。

　利用者と ス タ ッ フ の 会話 の 場面で は，主 に 「利用

者の こ とを 「○○お ば あ ち ゃ ん 』や あ だ名 で 呼ん で

い た」，「敬語 を 使わず，子供 に 話す よ うな
’
言葉遣 い

をして い た 」 な どが記述 さ れ て お り，学生 は ス タ ッ

フ の 言葉遣 い に 倫理的問題 を捉 え て い た。そ の 背景

要因 として ，「利用者に 対し弱者と い う見方」を ど

こ か で して い るため に，「利用者 に 対する尊敬 の 念

が薄れ て い る」 な どが挙げられ て い た 。 また，「親

しみ が 感 じ られ，ア ッ トホ
ーム な 関係を作 る た め 」，

「特に痴呆が あ る利用者と話す と き は，伝わ る よ う

に 簡単で わか りや す い 言葉に な るの で は な い か 」 な

どの 積極的な解釈もあ っ た 。 こ の 場面 に対 して 必要

な対応 に つ い て は，「自分がどの よ うな言葉遣 い を

して い るか 」，「自分 は なぜ こ の よ うな言葉遣 い を し

て い る の か 」 な ど にっ い て 「振り返 る こ とが大切」

と述 べ て い た 。 ま た，「表情 や 態度，しぐさか ら

（尊敬や親しみ を）感 じ られ る よ うな か か わ り方を

す る」 とい う記述の よ うに，尊敬 や 親 しみ は言葉遣

い で は な く，か か わ り方 で 表 せ るの で は な い か と考

えて い た 。

　安全 を 優先 さ せ た ケ ア の 場面 で は，「痴呆 に よ り

収集癖が あ る利用者に 対し，本人が い な い 間 に 持ち

物 の チ ェ ッ ク を して い た」，「転倒を繰 り返す利用者

は ベ
ッ ドサ イ ドにセ ン サーが 設置 され，動 き （立位

に な ろうとした時など）がわか る （ナ
ー

ス コ
ー

ル が

鳴る）よ うに な っ て い た 」 な どが 記述され て い た 。

そ の 背景要因 に は，食品 の 腐敗 や ト ラ ブル ，転倒 な

どを回避 しよ う と す る ス タ ッ フ の 目的や 思 い が あ る

と考え て い た 。 こ の 場面 へ の 必要な対応 として，

「安易 に行な わ な い 」，「ど う して も必要な場合に は，

利用者や家族 に わ か るよ うに 説明 し同意 を得 る 」 こ

と，「頻回 に 訪室す る こ とで 安全の 配慮や要望に対

応 して い く」 こ とな どが記述 さ れて い た 。

　移乗・移動の 場面で は，「利用者に はそ の 人な りの

（ベ
ッ ドか ら車椅子へ の ）移乗方法があ る の に ，

ス

タ ッ フ の ペ ー
ス で 介助 した結果，痛 み を 訴 え る こ と

に な っ た」 な ど，ス タ ッ フ の ペ
ー

ス で っ い 援助 して

しま う状況 を挙 げて い た 。 そ の 背景要因 に は，「

（忙 しい た め ）高齢者の ゆ っ く り した動きに つ い 手

を 出して しま う」，「（ナ
ー

ス コ
ー

ル が鳴 っ て い て ）

他の 対応を しな け れ ば い け なか っ た」 な ど の 記述が

み られ た 。 こ の 場面 の 必要 な 対応 と して は，「ど の

よ うな援助が必要か利用者に確認をす る」，「自分で

しよ うとす る姿勢を尊重 して 援助を行 な う」 な どが

記述され て い た 。

　 ナ
ー

ス コ
ー

ル の 対応 の 場面で は，「トイ レ か らナ
ー

ス コ
ール が鳴っ た時，ス テ

ーシ ョ ン で 記録を して い

た 看護師 で は な く，他の 利用者 の と こ ろ に い た 介護

福祉士が 応 じて い た 」場面を挙げ，そ の 背景要因と

して，「看護師は，利用者 に と っ て は，看護師 と介

護福祉士の どち らもケ ア 提供者に変わりは な い の に，

生活の 援助を介護福祉士 の 仕事 と し，様子をみ て い

た の で は な い か 」 と記述して い た 。 こ の 場面 の 必要

な対応 と して は ， 「看護師と介護福祉士が協力す る

こ とで 充実した ケ ア が成り立っ た め，お 互 い の 立場

を尊重 し，支え合 っ て ケ ア にか か わ る」，「看護職，

介護職 の お互 い の 仕事を見っ め なおす」など が 記述

され て い た 。

　以上の よ うに，今回の 記述内容で は，学生は主 に ，

日常生活援助の 場面 に お け る高齢者の 尊厳や権利，

自律 の 侵害 な ど に つ い て 疑問を感 じて い た。そ の 背

景要因 と して ，そ の 状況か ら学生 な りの 解釈 や 説明

を行な っ て お り， ま た ， 必要な対応 と して ， 学生が

自分自身 で す ぐに 実行で きる こ と，今後 ス タ ッ フ に

考え て 欲しい こ と な どが 混在 して い た 。

2 ，学生 が 考 え た 老 人 看護学領域 の 看護専門職 に 期待

　される倫理的能力 （ワ
ーク シート2）
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　 ワ
ーク シ ートの 内容か ら， 計288の 記述を抽出し

た 。 こ の う ち，倫 理 的視点が 全 く含まれ て い な い 2

記述を除外 した286の 記述を分析 した 。 学生 の 記述

内容は，看護者 の 倫理綱領 （日本看護協会，2003）

の 10条文 に 分類 さ れ た （表 4）。以下，学生 の 記 述

が 多か っ た 条文の 1頃に 述 べ て い く。

1） ＜ 条文 1．人 間 の 生命，尊厳お よ び権利 の尊

　重 ＞81 （28，3％） ：最 も記述 が 多か っ た の は 「人

　生経験で培っ た価値観を大切に して ケ ア を行な う」，

　「痴呆 や 身体機能 の 低下 に よ り介助 が 必要に な っ

　 て も，子 ど も扱 い や 非難す る こ と に よ り自尊心 を

　傷 っ ける こ との な い よ う，人生 の 先輩として 尊ぶ

　態度で 接
’
す る」，「年長者 と して 敬う言葉遣 い や態

　度を心が け る」 と い う記述 に み られ る よ う に，人

　生 の 先輩と して 尊敬の 念を持っ こ と で あ っ た。特

　に 「身体の 露出を伴う入浴や排泄の介助」 や 「導

　尿，排便処置 な どの 医療処置」 の 際 は 「高齢者 は

　プ ラ イバ シ ーや 人権が侵害さ れや す い 」状況 に な

　 る た め，「プ ラ イバ シ ー
が守 られ るように かかわ

　る こ とが大事」，「羞恥 心 に配 慮 す る能力 が 必 要」

　 と記述 されて い た。また，「限 られ た状況 （ス タ ッ

　フ 数， 時間，設備）の 中で ，い か に利用者の 求め

　 る 看護 を把握 し実施で きる か 」，「で きる 限 り，利

　用者と そ の 家族の 意思 ・希望を尊重す る」， 「生 き

　 が い の あ る 人生 を過 ごせ る 環境 を作 る」 な ど，最

　良の 援助を目指す内容の 記述がみ られた 。

2） 〈 条 文 8 ．看護者 の 能力 の 維持 ・開 発 〉 アO

　（24．5％） ： こ こ で は，特 に ア セ ス メ ン トや 判断

　力，実践力を身に っ ける必要性が述べ られ て い た 。

　「訴 え や 症状の 出現 が 乏 しい た め，異常の 発見と

　対応 に っ な が る よ うな ア セ ス メ ン ト能力」，「そ の

　方の 健康観や価値観を大切に した，生活史を含め

　た ア セ ス メ ン ト能力」，「身体的特性だ けで は な く，

　心理 的 ・社会的特性，発達 課題 な ど か ら包括的に

　考え る能力」 な ど，利用者 に つ い て 深く理解 し，

　適切な判断を して い くた め に 必要 な能力 に っ い て

　の 記述 の ほ か ， 「介護者 で あ る家族 を含 め て 考 え

　られ る能力」や 「他職種の 中心 と な っ て 動き考

　え られ る能力」 な ど の記述もみ ら れ た 。 ま た ，

　「話を引き出す力，傾聴で きる 力」，「細か な 配慮 が

　で き る」，「優 しい 気持ちで 丁寧に で きる」，「自分

　 の 価値を押 し付けない 」など，関係をっ くる能力

　 にっ い て も記 述 さ れ て い た 。

3） ＜ 条文 2．平等な看護 の提供 ＞48 （16．8％） ：

　「弱者 と い う視点を持た な い 」，「こ れ ま で の生活

　史 （家族背景，習慣，価値観な ど を含 む ） を理 解

表 4．学生が考えた老人看護 学領域 の 看護専 門職 に期待 される倫理的能 力 （n＝286）

条文 記述 数 〔％） 主 な記述 内容

1．人間の 生命，尊厳および権利の 尊重 81 （28，3）
人 生の 先輩 と して 尊敬 の念を持っ ，人 権を尊重しプ ライ バ シーを 守る ，最 良の 援助を

目指す

8．看護者 の 能力 の 維 持 ・開発 70 （2組．5） ア セ ス メ ン ト・計画・実 践力 を身 に つ ける ，ケア され る側 の 立場で 対応 で きる

2．平等な看護の 提供 48 （正6．8） 高齢 者 を固定 した概念 ひ とく く りに して 捉 えな い ，公平 に 接す る，偏見 を持 た ない

4，知 る権利お よび 自己 決定 の 権利 の

尊重 と擁護
31 （IO．8）

高齢者の意思を表出 しやすくする，高齢者へ説明を行ない 納得・
了解を得 る ，自己決

定を尊重す る

6．人 々 を保 護 し安全 を確保 す る 18 （6．3） 安 全 ・安 楽の 保証，疑 問 を持 っ ，疑問 の 解決 に向けて行動 を起 こ す

7，自己責任 と能力を的確に 認識 し

実施 した看護に っ い て 責任を持つ

11 （3，9） 倫 理的配 慮を して い た か 自分 自身を振 り返 る

9．他 の 看護者 ・保健 医療 福祉 関係者 と

協働 して 看護を提供す る
10 （3，5）

ス タ ッ フ 金 員でケアの 向上を 図る，連 携 ・協働 によ っ て よ りよい ケア を提 供 する，他

職種 の 領域に も幅 広 く関心 を持 つ

3．信頼関係に 基づ い た看護の 提供 8 （2．8） 高齢者の 思い を聴け る関係 を作 る，説 明
・納得

・
了解を得 られ る関係 を作る

5．守秘義務 の 遵 守 8 （2．8） 知 り得 た情報 の守 秘義 務 を徹底する

15．看護の 質を高 めるた めの 制度の

　確立に 参画す る
1 （0．3） 行 政一ヒの 施策に も反映 させ るた めに関係 機 関に働 きかけ るな ど政 策決 定に参画 する
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　して かかわ る」， 「老化が必ず し もマ イ ナ ス で な い

　 こ とを 認識し，老 い を そ の 人が ど の よ う に 捉 え て

　 い るの か，日常生活 に ど の よ うに 影響 して い る の

　か を理解す る」 な ど と い う記述 の よ うに ，高齢者

　 を ス テ レ オ タ イ プ 化 せ ず個別性 の あ るケ ア を行 な

　う能力が 必要と考え て い た 。 ま た，主 に 入浴
・
更

　衣 ・排泄 ケ ア の 場面を挙げ， 「高齢者の性を正 し

　く捉え る 力」 や 「介護す る側，さ れ る 側 で 上下関

　係を作 らな い よ うに，また そ の こ とを高齢者に感

　 じ させ ない よ うに 意識 して ケア を提供 で きる力」

　の 必要性を 記述 して い た 。

4 ） ＜ 条文 4 ，知る権利及び自己決定 の 権利 の 尊重

　と擁護＞31 （10．8％） ：多 くの 学生が 「高齢者は

　介助が 必要 に な る こ と で 申 し訳 な い と感 じ た り，

　存在価値を低下さ せ て い る場合が多い 」 と捉え て

　お り，「自分 の 意思を表出で き る よ うな環境を っ

　く る こ とが大切」 と記述 さ れ て い た 。 同時 に ，

　「痴呆 や 判断能力 の 低下 に よ り，安易 に他者 に決

　定され や す い 」 た め，「自己決定が で き る よ うな

　援助が必要」 と考え て い た
。

5） ＜ 条文 6 ．人 々 を保護 し安全 を 確保す る ＞ 18

　（6．3％）　二安全 ・安楽を保証す る た め に 「的確 に

　確実 に 行 な え る判断力 と技術 を獲得す る」 こ とが

　挙げられて い た。また，自身 の 不適切 な判断や 行

　為に気づ くた め 「こ れ が善で あるか 考 え る能力」，

　「日常業務に 流さ れず客観的に判断で き る能力」

　が 必要と考え，さ らに 「問違 っ て い る 時は （他の

　ス タ ッ フ に）キ チ ン と言え る」 な ど疑問や問題 の

　解決 に 向けて 行動 を 起 こ す能力 に つ い て 記述 さ れ

　て い た 。

6 ） ＜ 条文 7．自己責任と能力を的確 に認識 し実施

　し た看護に つ い て責任をもつ ＞ 11 （3．9％）

　「自分 の ケ ア や か か わ り方を客観的 に振 り返 る視

　点を持っ 」，「本当に これ で い い の か と 自分 の 良心

　や 価値観 に 問い か ける」など， 倫理 的配慮を行な っ

　て い た か 自分自身を振り返 られ る 能力が 必要 と考

　え て い た 。

7 ） ＜ 条文 9 ，他 の 看護者 ・保健医療福祉関係者と

　協働 して看護 を 提供す る ＞ 10 （3．5％） ：質 の 高

　 い ケ ア を提供す る ため 「カ ン フ ァ レ ン ス や 勉強会

　の 実施，活用す る能力」 を挙げ，「か か わ るス タ ッ

　 フ 同士 が コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン を と る」 こ と，「知

　識や技術を共有す る」 こ とが大切と考え て い た 。

　そ の た め に は，「そ れぞれの 職種 の 専門性を理解

　し尊 重 す る」必 要性が あ る と し，ま た，看護職 に

　 は 「職種間 の 調整役をす る力」 が求 め られ る と記

　述され て い た 。

8） ＜ 条文 3 ．信頼関係 に基 づ い た看護 の 提供 ＞ 8

　（2．8％） ：学生 は，「痴呆や言語障害が あ っ て も，

　言い た い こ とを汲み取ろ うとす る姿勢」で 高齢者

　 に か か わ り，「高齢者 が 本音 を 漏 らせ る よ う な信

　頼関係を築 く」 こ とが 大切 と考 え て い た。 そ れに

　は，「日頃か ら十分 な 説明 と丁寧 な ケ ア の 実施」

　の 必要性が 記述 され て い た 。

9） ＜ 条文 5．守秘義務 の 遵守 ＞ 8 （2．8％） ； 「知

　り得た情報の守秘義務を徹底する」 こ と な ど の 記

　述 が み られ た。

10） ＜ 条文15，看護の質を高め るため の 制度 の確

　立 に 参画す る ＞ 1 （0．3％）　：こ の 条文 に つ い て

　は，一
人 の 学生 の 記 述 の み で あ った 。

こ の 学生 は

　「健康生活 に関する予算，施設，人員 の 充足 な ど

　行政上の 施策に 反映させ る た め，関係機関に働き

　か けた り代表を送 っ た りす る な ど
， 積極的 に 政策

　決定に 参画す る能力」 と記述して い た 。

皿．考　察

　多 くの 学生は，老人看護領域 の 看護専門職に期待さ

れ る倫理 的能力と して
， 尊厳や権利を尊重す る 態度を

挙げた 。 学生は，実習中に 疑問 を感じた場面を通 し，

倫理 的実践を目指 して考え を深め て い くにつ れ ， 高齢

者の 尊厳や 権利 が 侵害 さ れ や す い 状況 に あ る こ とに 気

づ い た こ とが うかがえ る 。 中島 （1997a） は，老年看

護 や 医療 の 場で は，固定概念 だ けで はな く，老人性格

に 対す る否定的な レ ッ テ ル 貼りや ス テ ィ グマ も多くみ

られ る と述 べ ， こ の よ うな Ageism （老年差別） に 気

づ き，乗 り越え な けれ ば な らな い （中島，1997b）と

して い る 。 疑問に 感 じた多 くの 場面 に 共通す る 背景要

因 は，「理解力が 低下 して い て わ か らな い だ ろ う」，

「難聴や視力 の 低下 が あ り，聞こえ て い な い ，見 え て

い ない だ ろ う」，「文句や不平 は言わな い だ ろう」 な ど

の Ageism で あ り，そ れ が 「羞恥 心 へ の 配 慮」 や 「意

思 の 確認」を欠 き，「危険 や ト ラ ブ ル の 回避」 に 重 き

を 置い た ケ ア の 実施にっ なが っ て い る と考え て い た 。

こ の こ と か ら，学生 は，まず 「弱者 と い う視点を持た

ず に1，「老化が必ずし もマ イ ナ ス で な い こ とを認識し
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て 」 ケ ア を行な う必要性を挙げて い る 。 そ して ，「痴

呆や身体機能の 低下 に よ り介助が必要 に な っ て も，子

ど も扱い や非難す る こ と に よ り自尊心 を傷っ け る こ と

の な い よ う」人生 の 先輩 として 尊敬 の 念を持 っ こ とや

「人生経験で 培 っ た価値観を大切に して ケ ア を行な う」，

「老 い を そ の 人 が ど の よ うに 捉え て い る の か
， 日常生

活に どの よ う に 影響 して い るの か を理解する 」 な ど高

齢者を ス テ レ オ タ イ プ化せず個別性 の ある ケ ァ を行な

う能力 が 必 要 と考 え て い る 。 学 生 は
，個別性 の あ る ケ

ァ を展開す る際，「こ れまで の 生活史 （家族背景 ， 習

慣，価値観な ど を含む）を理解 して 関わる」視点 に 着

目して い る。 生活史を理解す る こ とは ， 老人看護学の

全て の 学科目に お い て ，繰 り返 し学生に 伝 え て い る 。

学生 は ， 実習の 中で高齢者の 生活史を聴くこ とを通 し，

そ の 人を 解か る体験 を す るだ けで な く，大事 に 思 う気

持ちが湧き，善い ケ ア へ の 原動力とな る こ とを実感 し

た の で はな い か と推察す る。 高齢者 の 生活史 は，こ れ

ま で の 人生の 理解に止ま らず， 生 きて い る今，こ の 瞬

間，こ れ か ら先の 生 を よ りよ く援助す る こ と に 繋 が っ

て い る 。 利用者の人生を深 く理解す る こ との 重要性を

講義内容 と合わせ て 実習 の 場 で も伝 え て い き，実際の

ケ ア に 活か せ る よ う支援して い く必要性が あ る と考え

る。

　
一
方 ， 学生 は，高齢者や そ の 家族に は 「ケ ア を して

もら っ て い る と い う気持ち」 か ら 「諦 め」 や 「意見が

言え な い 」状況が あ り，こ の こ と も ま た，高齢者の 尊

厳 や権利 が 侵害 さ れ や す い 状況 をつ くりだ す要因 の
一

っ に な っ て い る と気づ い て い る 。 し た が っ て ，高齢者

や そ の 家族が 「意思を表 出で きる」環境をつ くり，

「自己決定が で き る」 よ うに 援助 を 行 な う必要性を考

え て い た。ま た ， 「ど の よ う な援助 が 必要か利用者に

確認 を す る」，「自分 で しよ うとす る姿勢を 尊重 して 援

助を行な う」 な ど の 記述は，高齢者 の 持 っ て い る力を

信じて 援助を 行 な うこ とが尊厳 や権利を擁護す る姿勢

に っ な が る こ と に な る と理解 して い る 。 老人看護学の

学科目で は，生涯発達 の 視点を重視し， 老年期を喪失

期と して の み 理 解す る の で は な く，高齢者の 持つ 可能

性 に も焦点をあて た講義を行な っ て い る。 上記の よ う

な高齢者 の 自律や意思決定を尊重 した考えは，講義 で

得 た知識 と実習で 出会った強み を持っ 高齢者の 存在が

結 びっ い た結果で あると推察される。しか し，介護 の

必要な高齢者に は，症状や障害に よ り発話困難や判断

力の 低下を 伴 い，意思 の 表明や決定が 難 しい 人 も多い
。

看護者は，こ の よ う な高齢者 に 対し ア ドボケ イ トで き

る能力が求 め られ る 。 高田 （2003b） は，看護師が ア

ドボ ケ イ トす るの は，そ の 基 に看護者と患者との 関係，

看護 に おける関係性 が あ る よ うに 思 うと述べ ，看護師

が患者の 気持ち が わ か る よ う に な るに は ， 看護師の 関

心 の 集中が 必要と して い る。学生 は 高齢者を
“
解りた

い
”

と い う気持ちと
“
解る

”
とい う体験を積み 重ねて

い くなかで，そ の 人を大事 に思 う気持ちが湧きあが っ

て くる と思 わ れ る 。 大 事 に 思 う気持 ちが 増す ほ ど，学

生 の 高齢者 に対す る 関心は集中 して い くと思われる。

学生 が こ の よ うな関わ りが で きる よ うに支援する必要

があ る と考え る 。

　また，学生は 「自分の ケ ア や か か わ り方を客観的に

振り返 る視点を持っ 」， 「本当に こ れで い い の かと自分

の 良心 や 価値観 に 問い か け る」 と い う記述 の よ う に，

自身の 不適切 な判断や行為に気づ くこ とが必要と考え，

さ らに，「間違 っ て い る時は （他の ス タ ッ フ に も）キ

チ ン と言え る」 な ど疑問や問題 の 解決に向けて 行動を

起 こ す能力が 必要 と述 べ て い る。こ れ は，学生が倫理

的に疑問を感 じた場面の 背景要因として 「（援助の 過

程 が 流れ 作業 の よ うに な っ て い る状況 に ） ス タ ッ フ は

誰 も違和感を持 っ て な い の で は な い か 」，「（た とえ 違

和感をお ぼえて も） ど うしよ うもな い と感 じ，あきら

め て い る の で は な い か 」 と捉え て い た こ とか ら導き出

され た もの と考 え る。しか し，な ぜ 違和感 を持た な い

の か ， なぜ あ き らめ る こ と に な っ て い る の か につ い て

は，考 え が 及 ん で い な い 。 倫理的実践 を 目指すた め に

は，存在する背景要因に っ い て ，よ り深く，よ り多面

的 に考察で きる こ とが 必要 で あ る。現在，学生 の カ ン

フ ァ レ ン ス に は，主 に 実習指導者で あ る看護師が勤務

状況 の 可能な範囲で 参加 して お り，参加 で きな い 場合

に は，司会 を した学生と教員とで カ ン フ ァ レ ン ス．の 内

容を報告して い る 。 今後は ， 協働して ケ ア の 提供を行

な っ て い る 介護職 ス タ ッ フ に も参加 を 依頼 し，臨床側

の 意見や思 い を話 し，一緒に検討して い く こ とが大切

だ と考え る 。
ス タ ッ フ もまた，自身 の ケ ァ を語 る場

と な り，よ り質 の 高 い ケ ア の 実践 に っ な が るの で はな

い かと思われる 。 もちろ ん，倫理 に っ い て 考える場 は

カ ン フ ァ レ ン ス だけで は な い 。 　例えば，カ ン フ ァ レ

ン ス を行な っ た後，学生 は実習指導者 よ り 「高齢者や

その 家族 に こ こ の 入浴を ど の よ うに 思 っ て い るの か，

実際に尋 ね て み て は ど うか 」，「ス タ ッ フ に なぜ トイ レ

の ドア を 閉め な い の か率直 に きい て み て は ど うか 」 な
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どの ア ドバ イ ス をもらうこ とが ある 。 学生 は ア ドバ イ

ス を受け て
， 高齢者や家族，

ス タ ッ フ に 話を うか が い
，

思 い や考え を確か め た後に ，再び学生同士や実習指導

者と意見を交わ して い る。 学生 の 思 い や考え を単に ワ
ー

ク シ
ートの 記述 に 止 めず，ス タ ッ フ と共有す る こ とが

重要と考え る 。 教員は ，
こ の 学生とス タ ッ フ の や りと

りを大切に し，意見交換 が で きる よ うに か か わ る必要

が あ る と考え る 。

　学生 は，制度上の 問題 や施設の シ ス テ ム ，建物 の 構

造の 問題 も倫理 的に疑問を感じ た背景要因の一
っ に あ

げて い た。こ の 要因 に っ い て 期待 さ れ る 倫理的能力 の

一
っ と して は，看護者の 倫理 綱領く 条文15．看護 の 質

を高 め る ため の 制度 の 確立 に参画す る 〉 が考え ら
．
れ る 。

しか し，こ の 条文 に関す る 記述 は， 1名 の 学生の み で

あ っ た。この 問題の 解決 に っ い て学生が 考え及ぼな か っ

た理由に は，2 っ の こ と が推察さ れ る。

一
つ は，学生

が制度 や シ ス テ ム を変 え る こ と は難 し く，現在 の 状況

を仕方が な い もの と感じて い る の で は な い か と い う こ

とで あ る 。 もう
一

っ は，制度また は ケ ア シ ス テ ム の 問

題 に つ い て 「ス タ ッ フ が 足 りな い 」，「ス ケ ジ ュ
ール が

決 ま っ て い て 時闇が な い 」，「場所が な い 」 な ど単純 な

捉え方を して お り，深 い 検討 に 至 っ て い な い こ とで あ

る。 高齢者を対象に した保健 ・医療・福祉の 法律や制

度は，幾多の 変遷 を経て きて い る 。 こ れ まで の ま た は

現行の 法律や制度にっ い て教え る だけで は な く， 制度

や シ ス テ ム は変化 し，こ れからも変えて い ける こ と を

学生 に 伝え る必 要が あ る と思 わ れ る。そ して ，変 え て

い くため に は，何が どの よ うに 問題なの か を よ り深 く

多面的に検討す る こ とが大切で あ る 。 例え ば，学生が

捉え た 「ス タ ッ フ が 足 りな い 」 と い う問題 は，ど ち ら

の実習施設も実際に は定員数を満た して お り，法律上

の 問題 は な い
。 しか し 「ス タ ッ フ が足 りな い 」状況 は

現実 に 感 じる 。 安易 に 人数 を 増や す こ とが で き な い の

は な ぜか，ス タ ッ フ が足 りな い 状況 は高齢者を対象と

した施設だけな の だ ろ うか など，こ の 問題 の 背景 に あ

る もの を さ らに検討して い くこ と が 大切で あ る 。 そ の

た め に は，実習施設 の ス タ ッ フ の 力が必要 で ある。法

律や制度の 変革に 伴い 臨床は ど の よ うに 対応 して い っ

た の か ， 現在ス タ ッ フ が感 じて い る問題 は何か な ど ，

学生 と一
緒 に 検討で きる カ ン フ ァ レ ン ス を設 ける 必要

があ る 。 ま た ， 倫理的課題 につ い て の学習状況に つ い

て，例 え ば，倫理学 や看護管理学 の 担当教員 に 伝 え，

情報交換をす る こ とに よ り，倫理的実践を目指した 効

果的 な学習支援を行な うこ とが で き る と思わ れ る。

おわ りに

　学生 は，ワ
ーク シ ートを用 い て看護倫理 にっ い て考

えたこ とに よ り，ケ ア の 対象者 を一
人の 人間 と して み

る こ と，一人一人の 個別性や持 っ て い る力を大切にす

る こ との 重要性をあ らた め て 実感 した の で は な い か と

思わ れ る。学生は，利用者 ・家族側の 思 い に 立 て る場

所に位置して お り ， 実習中に疑問を感 じた場面 にっ い

て ，単純 に 施設 の ケ ア を批判す る傾向が あ る。 利用者

や家族を想 う こ とは大切で ある が，同時 に，看護者 と

して どうするべ きか，ど うある べ きか，ど うす る こ と

が利用者や家族に と っ て善い こ と とな る の か を考 え な

ければ，倫理的実践は行 な え な い 。 そ の た め に は，ま

ず ， 存在する背景要因を多面的に考察す る こ とが大切

だ と考 え る 。 そ して ，そ の 時に は実習施設 の ス タ ッ フ

も交え た カ ン フ ァ レ ン ス をもっ こ とに よ り，臨床側 の

意見 や思 い を知 る こ と が で き，一
緒 に 考え る機会を作

る こ と が重要で あ る と考え られ る 。

　今回，ワ
ー

ク シ
ー

トの 記述内容を ま とめ る 際，研究

者闇で 繰り返し話 し合い を行な っ た 。 そ れ は ， お互 い

の 看護観 倫理観 に っ い て デ ィ ス カ ッ
シ ョ ン す る場 と

な り，筆者に と っ て 有意義な学びとな っ た。他 の 領域

の 教員とも学習状況 に つ い て情報交換を行 な うこ と は，

倫理的実践 を 目指す教育に っ な が る と思わ れ る 。
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