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序章 本研究の背景

第1節 救急看 護 の 特 徴 と課 題

1看 護 基礎 教 育 に お ける看護 の捉 え方

わ が 国 の 看 護 職 養 成 教 育 は,看 護 婦 規 則 が 制 定 され た1915年 以 降,学 校 教 育 制

度 で は な く,看 護 制 度 の 中 で 行 わ れ て き た.そ の 後1952年,公 立 大 学 家 政 学 部 に

初 の 看 護 学 科(高 知 女 子 大 学 家 政 学部 衛 生 看 護 学 科)が 新 設 され,1975年 に 国 立

大 学 に お い て 初 め て の 看 護 学 部(千 葉 大 学 看 護 学 部)が 開 設 され た.こ れ 以 降,

看 護 学 教 育 は,遅 々 と しな が らも 高 等 教 育 化 が 進 展 し,最 近 の 大 学 院 の 増 設 に よ

っ て 社 会 的 に も認 知 を受 けつ つ あ る.し か し,看 護 学 教 育 は 他 の 学 問領 域 に 比 べ

れ ば歴 史 的 経 過 は 浅 く,今 後,独 自の 学 問 体 系 を 構 築 し て い か な けれ ば な らな い.

高 等 教 育 機 関 に お い て 看 護 学 を 考 え る上 で,看 護 業 務 に 注 目す る こ と が 必 要 で

あ る.看 護 の 業 務 は,1948年 に制 定 され た 保 健 婦 助 産 婦 看 護 婦 法 に お い て,「 療

養 上 の 世 話 」 と 「診 療 の 補 助 」 と して 明 記 され て い る1).看 護 界 で は,療 養 上 の

世 話 を 看 護 独 自の 業 務 と解 釈 して,看 護 の 対 象 を 疾 患 中 心 で は な く,基 本 的 な 認

識 は 健 康 を 切 り 口に 身 体 ・精 神 は も と よ り人 間 を 生 活 者 と して 捉 え て い る.こ れ

は 看 護 基 礎 教 育2)(看 護 職 養 成 教 育 課 程 に お い て,国 家 試 験 の 受 験 資 格 条 項 に 沿

っ て 行 わ れ る 教 育 を指 す)の カ リキ ュ ラ ム の 構 成 に お い て も具 体 化 され,必 然 的

に 療 養 上 の 世 話 に 当 て られ る時 間 は多 くな っ て い る.こ の位 置 づ け に よ っ て看 護

基 礎 教 育 は 大 学,ま た は そ れ に 準 じる レベ ル に 向 上 させ る こ と に な っ た.

一 方
,診 療 の 補 助 業 務 に っ い て は,医 師 の 「医 療 お よび 保 健 指 導 業 務 を掌 る」

と され る独 占業 務 が 委 譲 され た も の で あ る.看 護 師 が 行 う診 療 の 補 助 業 務 に は,

臨 床 検 査 技 士 や 理 学 療 法 士 な どの よ うな 規 定 や 限 定 は な く,診 療 の 補 助 業 務 は 状

況 に よ っ て 主 体 的 に も ま た 能 動 的 に も変 更 の 幅 を も た され て い る.そ の た め 診 療

の 補 助 業 務 に 関 わ る 教 育 は,療 養 上 の 世 話 に 比 べ る と時 間 は 制 限 され る傾 向 が あ

る.そ して そ の 内 容 は,原 理 ・原 則 的 な 事 柄 に 限 定 され て い る.よ り実 践 的,か

つ 応 用 的 な 内容 は 就 職 後 の 看 護 継 続 教 育3)(日 本 の 国 家 試 験 に合 格 し,看 護 職 の

免 許 を も っ て 施 設 内 で 行 わ れ る教 育 を 指 す)に 委 ね ざ る を得 な い 状 況 に な っ て い

る.
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2救 急 医療 に お ける救 急看 護 の特徴

治 療 過程 にお け る救急 医療 の範 囲 を図1に 示す.

救急医療
一

.発

.

症

一 ⑧_

病
院
前
救
護

 

家
庭

・
社
会
復
帰
準
備

回

復

期

治

療

憎

般
治
療

 

重
症
治
療

(
救

急

)

初

療
(
地

域

へ

)

図1治 療過 程 に お け る救 急 医療 の 範 囲

救 急 医 療 の 要 素 は,病 院 前 救 護(preh・spitalcare),初 療(emergencycare),

重 症 治 療(intensivecare)に 大 別 され て い る.こ れ らを 担 う看 護 師 は そ の 場 に

応 じた 役 割 と能 力 を 発 揮 しな けれ ば な らな い.救 急 医 療 が 進 歩 す る 米 国 で は,初

療(初 期 治 療)が 中 心 で あ り,初 療 後 の 重 症 患 者 や 手 術 患 者 は そ れ ぞ れ の該 当す

る診 療 科 医 師 に 委 ね られ て い る.し か し,わ が 国 で は 救 急 医 療 発 展 に 規 定 され4),

初 療 か ら重 症 治 療 を 含 め て 救 急 医 療 と して 運 用 して い る施 設 が 多 い.初 療 を 担 う

救 急 外 来 と重 症 治 療 室 が 併 設 され,そ れ に よ っ て 看 護 師 に も初 療 と重 症 治 療 の 両

方 の 能 力 が 要 求 され,時 に は そ れ ぞ れ の 看 護 師 が 協 働 す る こ と も少 な く な い.重

症 治 療 は,十 分 な 情 報 の 活 用 と検 査 に よ っ て確 定 診 断 が つ い た 患 者 に 対 して,健

康 問 題 の 解 決 に 向 け て 最 良 の 状 態 を維 持 しコ ン トロ ー ル す る ケ ア で あ る.一 方,

初 療 は 少 な い 情 報 の 中 で 検 査 や 処 置,時 に は 治 療 を 同 時 進 行 しな が ら確 定 診 断 を

行 うま で の ケ ア で あ る.看 護 師 に とっ て,こ の よ うな 異 な る2つ の ケ ア を提 供 す

る こ とは 思 考 の 混 乱 を 招 くば か りで な く,初 療 看 護 の 専 門 性 の 追 求 を 困 難 に して

い る.

救 急 医療 を担 う看護 師 に期待 され る業 務 は,救 急 看護 特 有 の 技術 で あ る重症,
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か っ 危 機 的 な 病 態 へ の 対 応,患 者 とそ の 家 族 へ の 対 応,救 急 医 療 に お け るチ ー ム

ワー ク と場 の 調 整 等 で あ る.そ して これ らの 総 合 的 な経 験 に よ っ て,専 門 看 護 職

と し て の 成 長 が 期 待 され て い る.し か し な が ら,療 養 上 の 世 話 を 独 自 の 業 務 とす

る看 護 界 で は,病 態 へ の 対 応 を 第 一 に 据 え る救 急 看 護 を 担 う看 護 師(以 下,救 急

担 当 看 護 師)の 活 動 は 十 分 に理 解 され て い な い.そ の た め 専 門 性 の 一 つ と して,

共 通 認 識 を 得 る こ とが 大 き な 課 題 と な っ て い た.こ の よ うな 経 緯 に 規 定 され て

1996年,看 護 師 の職 能 団 体 で あ る 日本 看 護 協 会 は,専 門 性 を 特 定 した 看 護 領 域 の

専 門 看 護 制 度5)を 発 足 させ た.そ の 中 で 救 急 看 護 認 定 看 護 師 が 最 初 に認 定 され た

こ と は,こ の 課 題 解 決 の 一 歩 を切 り開 く こ と で あ り,同 時 に 救 急 担 当看 護 師 と し

て の ア イ デ ン テ ィテ ィ確 立 に 大 き く寄 与 す る も の で あ っ た.

と こ ろ で 最 近 の 救 急 医 療 は,「 救 命 」 最 優 先 か ら患 者 のQualityofLife(以

下,QOL)に も配 慮 す る広 が りを も つ よ うに な っ て い る.こ の 現 状 の も とで,

救 急 医 療 に は 救 急 患 者 治 療 の 必 須 の 医 学 的 知 識 とそ れ らを 側 面 か ら支 え る 救 急 医

療 体 制 の 充 実,さ らに 救 急 医療 特 有 の 倫 理 観 等 が 必 要 不 可 欠 に な っ て い る.ま た,

救 急 医 療 が チ ー ム 医 療 で あ る こ とか ら医 師 と看 護 師 等 が 協 調 す べ き 側 面 も多 い.

しか し な が ら一 方 で 救 急 医 療 は,医 師 主 導 型 の 医 療 体 制 で あ る こ と に つ い て 変 わ

りは な い.そ の 事 実 の も と で,看 護 師 の 業 務 拡 大 に お い て も看 護 師 の 独 自性 を 充

分 に 主 張 で き な い 状 況 が あ る こ と を注 視 して お か な け れ ば な ら な い 事 実 が あ る.

救 急 看 護 に お け る病 態 の 理 解 は,救 急 担 当看 護 師 に と っ て 必 須 の 知 識 で あ り病

態 の 理 解 を 看 護 ケ ア に活 用 させ て い く必 要 が あ る.救 急 担 当 看 護 師 は,救 急 患 者

特 有 の 病 態 と治 療,そ れ に対 す るバ イ タル サ イ ン の 変 化 や 患 者 の 反 応 を 的確 に観

察 し判 断 す る こ と で あ り,さ らに 次 の段 階 の看 護 ケ ア へ つ な げ て い か な け れ ば な

らな い.

瞬 時 に 変 化 す る病 態 を 観 察 し,そ の 意 味 を 読 み 取 る こ とが 出 来 な け れ ば 救 急 患

者 を診 る こ とは で き な い.救 急 看 護 の難 し さは,医 学 的 知 識 を 個 々 の 患 者 の 医 学

的診 査 ・検 査,診 断 情 報 や 治 療 ・処 置 等 と照 ら して 理 解 した 上 で,看 護 師 独 自が

収 集 し た 患 者 情 報,観 察 内容,フ ィ ジ カ ル ア セ ス メ ン ト,そ して 患 者 の 心 理 状 態

や 思 考,患 者 の 回 復 へ の 意 欲 等 も総 合 して 看 護 ア セ ス メ ン トを 行 わ な けれ ば な ら

な い こ と に あ る.そ の 上 で 看 護 計 画 の 立 案 や 実 践 に お い て,医 学 的 知 識 や 患 者 の

生 態 情 報 を 活 用 す る こ とで 科 学 的 な根 拠 と して,看 護 ケ ア を 看 護 の 視 点 で 思 考 す

る と い う応 用 性 が 求 め られ る こ とで あ る.

ま た,「 診 療 の 補 助 」業 務 に お い て も看 護 ア セ ス メ ン トに 基 づ い て 実 施 す る な ら
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ば,処 置 に 重 点 を置 く の で は な く,患 者 の 自己 決 定 や 心 身 の 安 楽,心 地 よ さ,さ

ら に 自 己 治 癒 力 を よ り向 上 させ る た め に 患 者 に 選 択 の機 会 を 与 え る等,工 夫 を働

か せ る こ と が 出 来 る よ うに な る,救 急 医 療 に お け る 医 師 の リー ダ シ ッ プ は疑 うべ

き も の で な い が,救 急 担 当 看 護 師 が 実 施 す る場 の 調 整,患 者 や 家 族 の 精 神 ・心 理

面 へ の ケ ア,更 に 患 者 のQOLへ の配 慮 に お い て 協 働 者 間 の調 整 は 不 可 欠 で あ る.

近 年,一 般 市 民 の 医 学 的 知 識 の増 加,医 療 へ の 期 待 や 価 値 観 の 多 様 化,緊 急 性

が 高 く即 断 を 要 す 事 態 等 にお い て,患 者 も治 療 方 針 の 決 定 に 参 画 し,そ の 中 で 救

急 担 当 看 護 師 の 医 療 従 事 者 と して の 倫 理 的 な 対 応 も 問 わ れ る状 況 に あ る.救 急 担

当 看 護 師 が 患 者 の ニ ー ズ を理 解 して 情 報 の 提 供 や 判 断 力 を支 え る等,あ る い は支

援 者 の い な い 患 者 や 家 族 の 代 弁 者 と して,調 整 者 と して 役 割 を 果 た す こ とが 社 会

か ら期 待 され て い る.

3救 急 看 護 の 専 門 性 ・独 自性 の 追 求 の は じま り

1998(平 成10)年,日 本 救 急 看 護 学 会 が 発 足 した こ と も救 急 看 護 に と っ て 大 き

な 発 展 で あ っ た6).そ の こ と に よ っ て 救 急 看 護 は,他 の看 護 学 の領 域 か ら見 れ ば

経 過 は 浅 い が,今 後 の研 究 の 進 展,有 意 義 な 学 会 運 営 等 が 期 待 され る 状 況 が 開 け

た.こ れ ま で の 学 術 集 会 プ ロ グ ラ ム ・抄 録 集 の 演 題 を 概 観 す る と,症 状 の 急 変 に

伴 っ て 重 症 化 した 患 者 の ケ ア な ど,ク リテ ィ カ ル ケ ア の 範 疇 を 含 め て 広 く扱 っ て

お り,こ れ ら が 救 急 看 護 と総 称 され て い る.

救 急 看 護 は,こ れ ま で の 救 急 医療 の歴 史 的 経 緯 を 追 随 して い る 状 況 で あ っ た.

多 種 多 様 な 救 急 患 者 が 受 診 す る救 急 外 来 で は,初 期 の 看 護 介 入(救 急 初 療 看 護,

以 下 で は,初 療 看 護 とす る)を 行 うこ とは 必 須 で あ る.初 療 は,あ らゆ る年 齢 の

患 者 を 対 象 と し,突 然 の 事 故 や 急 激 な 疾 病 の発 症 に よ っ て 潜 在 す る健 康 問題 が 不

明 確 な 場 合 が 多 い こ と,そ の 場 に お い て 病 状 の 緊 急 性 と重 症 度 の 判 別7)8)を 行

い,健 康 問 題 の 解 決 の 方 向性 を決 定 す る ま で の ケ ア を 行 う と い う特 徴 が あ る.

筆 者 は,こ の 初 療 段 階 の ケ ア を 円滑 ・的 確,効 果 的 に 行 う領 域 が 救 急 看 護 の 中

核 で あ る と考 え て い る.訪 れ る 患者 を 長 時 間 待 た せ る こ とな く,待 た され る状 況

に お い て も不 満 や 苛 立 ち を 最 小 限 にす る,ま た 緊 急 度 の 高 い 患 者 を 見 逃 さな い た

め に 初 療 看 護 は 重 要 で あ り,こ の 初 療 看 護 に よ っ て,患 者 と施 設 ・医 療 専 門 職 の

間 に 信 頼 関 係 が 形 成 され る と言 っ て も 過 言 で は な い.初 療 看 護 で は,看 護 師 の 活

動 は 患 者 に と っ て 意 味 の あ る も の と して 捉 え られ,頼 り に され て い る 所 を 明 らか

に して い く必 要 が あ る.
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救 急 看 護 は,ベ テ ラ ン と言 わ れ る 経 験 豊 か な 看 護 師 が 担 う事 が 多 く,熟 練 した

実 践 家 に は状 況 を 素 早 く,的 確 に キ ャ ッチ す る 優 れ た 身 体 化=経 験 化 され た 臨 床

知9)が 蓄 積 して い る.そ の 熟 練 看 護 師 は 初 療 を 受 け る 患 者 か ら選 択 的 な 情 報 収 集

を行 うこ とで,瞬 時 に して 状 況 を識 別 し患 者 特 有 の 不 明 確 な 課 題 を 見 極 め る こ と,

あ る い は 患 者 の 予 測 の つ き に くい 急 変 の 予 兆 を 直 観 と経 験 の積 み 重 ね に よ っ て 察

知 す る こ とが 可 能 で あ る.こ の よ うな熟 練 看 護 師 が 備 え て い る技 能 は,時 に は 若

い 医 師 の 診 断 以 上 に 的 確 に状 況 を判 断 す る こ と が 可 能 で あ り,速 や か な 対 処 を実

施 す る こ と に 繋 が る。

救 急 医 療 に お い て 看 護 師 は,危 機 的 状 況 に あ る患 者 へ の 対 応 や 患 者 を取 り巻 く

家 族 を含 め て 支 援 し,究 極 の 状 況 下 に あ る 人 間 と して の 尊 厳 を 守 っ て い る.こ の

よ う な 救 急 担 当看 護 師 に よ る患 者 へ の 介 入 の 経 験 を 明 らか に して い く こ とが,救

急 看 護 の 独 自性 を 学 問 的 に 主 張 す る こ とに っ な が る と考 え られ る.

4初 療 看護 の 課 題

筆 者 は,『 救 急 看 護 学 の 概 念 化 に 関 す る 研 究 一 救 急 初 療 業 務 の 実 態 とそ の 教 育

に 焦 点 を 当 て た 試 み 』(平 成13～15年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 に よ る研 究 報 告 書)に

取 り組 ん だ10).全 国 よ り無 作 為 抽 出 した 救 急 医 療 施 設 に お け る 看 護 実 践 と,そ の

教 育 に っ い て の ア ン ケ ー ト調 査 を実 施 した.さ ら に そ の 中 か ら承 諾 の 得 られ た 施

設 に お い て,初 療 に お け る看 護 ケ ア の 実 際 を 参 加 観 察 し,そ の 教 育 に つ い て の 聞

き取 り調 査 を 実 施 した.

そ の 結 果,救 急 部 門 に お い て 看 護 師 が 専 任 体 制 で 配 属 され て い る施 設 は2割 弱

で あ り,そ れ 以 外 は他 部 門(一 般 外 来,あ るい は 重 症 治 療 室)と の 兼 任 体 制 で あ

っ た.こ れ は 施 設 の 運 営 体 制 に よ っ て 職 員 配 置 を優 先 す る こ とで あ り,初 療 を受

け る 患 者 の 特 徴 を ふ ま え た ス タ ッフ配 置 とは 言 い 難 い 状 況 と言 え る.

ま た,救 急 看 護 の 質 の 向 上 に 繋 が る と思 わ れ る看 護 師 の継 続 教 育 の 実 態 で は,

救 急 部 門 独 自の 年 間 教 育 プ ロ グ ラ ム を 有 して い る 施 設 は,大 規 模 施 設(800床 以

上)で5割 弱,日 本 に お け る 中 心 的 救 急 医療 体 制 を担 う中 規 模 施 設(200床 以 上)

に お い て は,3割 に 過 ぎ な か っ た.救 急 部 門 に お け る経 験 年 次 別 の 段 階 的 教 育 プ

ロ グ ラ ム を 有 して い る施 設 は 少 な く,そ の 内容 を 情 報 公 開 す る施 設 は な か っ た.

こ の よ うな 状 況 は,救 急 看 護 を 担 う看 護 師 の や る気 を 活 性 化 させ,救 急 看 護 の

奥 深 さへ の 気 づ きや 自己 成 長 に っ な げ る こ と を 阻 害 す る こ と に な りか ね な い.さ

ら に,救 急 看 護 の 専 門性 を追 求 す る こ とを よ り困 難 に して い る と考 え られ る.救
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急 患 者 と 関 わ る上 で看 護 師 の 課 題 と して,患 者 や そ の 家 族 に 対 して 現 状 に つ い て

説 明 す る こ とが 十 分 で な い こ と,そ れ に 関 わ る教 育 が 行 わ れ て い な い 等 が 明 らか

に な っ た.同 時 に 実 施 した 看 護 基 礎 教 育 に お け る救 急 看 護 の 教 授 方 法 の 調 査 で は,

救 急 看 護 と重 症 治 療 看 護 を 区 別 して 教 授 して い た 教 育 機 関 は2割 弱 に過 ぎ ず,看

護 基 礎 教 育 に お け る救 急 看 護 教 育 の課 題 も 明 ら か とな っ た.

5初 療看 護 にお ける患者 一看護 師の 相互 行 為 の課 題

初 療 看 護 に お い て,患 者 や そ の 家 族 に 対 して 現 状 や 今 後 の な り行 き を 説 明 す る

こ とや 様 々 な 状 況 で 効 果 的 な コ ミュニ ケ ー シ ョ ン を 発 展 させ て い く こ との 意 味 は

重 大 で あ る.そ の 理 由 は,① 患 者 の不 安 や 戸 惑 い を 最 小 限 に 留 め,② 彼 の 置 か れ

た 状 況 に 対 す る 理 解 を促 し,③ 主 体 的 に健 康 問題 に 関 わ る こ と が で き る よ うに な

る こ とで あ る.

しか し複 雑 な 環 境 と時 間 的 制 約 下 に お け る看 護 師 は,目 前 の 患 者 へ 思 い を 寄 せ

対 応 しな が ら も,状 況 が 変 化 す る 可能 性 を 予 測 し な が ら現 象 を 見 極 め る とい う二

重 の 思 考 を巡 ら して い る.ま た こ の よ うな 状 況 に お け る 患 者 一看 護 師 の 相 互 関係

は,や む な く 医 療 者 主 導 に な る傾 向 が 強 くあ る.医 療 者 は 少 な か らず 患 者 へ の 表

現 の 不 足 が 生 じや す く,危 機 的 状 況 で あ る が 故 の 愚 者 の 繊 細,か つ 微 妙 な 変 化 を

見 落 と しが ち と な る.

ま た,今 ・現 在 の健 康 問 題 の 只 中に あ る 患 者 と,患 者 の 顕 在 す る 問 題 だ け で な

く潜 在 す る 問 題 を 捉 え よ う とす る看 護 師 との 間 に お い て,状 況 認 知 の 乖 離 が 拡 大

しや す い.こ れ は 看 護 師 の 患 者 に 対 し て,状 況 理 解 を 促 しそ の 場 に お い て 落 ち 着

い て 状 況 を 受 け と め る 関 わ りが 充 分 で な い こ と,相 互 の 合 意 が 得 られ る よ うに,

そ の 状 況 に お け る説 明 責 任 を 果 た す と い う責 務 を 確 実 に 果 た して い る と は 言 え な

い 状 況 に あ る.

救 急 医 療 に お い て 医療 者 と患 者 との 間 に 問題 が 生 じ る 原 因 と して,患 者 の 医 療

機 関 へ の 不 誠 実 さ へ の 怒 り,医 療 者 の 患 者 へ の 説 明義 務 違 反 等11)が あ る.こ れ

が 医療 過 誤 訴 訟 へ と進 展 して い く場 合 も少 な く な く,救 急 医 療 に お け る相 互 行 為

の 陰 の 部 分 で あ る.

医 療 技 術 の 著 しい 発 展,少 子 ・高 齢 化 社 会 へ の 加 速 度 的進 行,慢 性 疾 患 等 の疾

病 構 造 の 変 化 な ど,保 健 医療 の動 向 は 変 化 して い る.ま た 人 々 の 生 活 も,社 会 の

豊 か さ を 背 景 に 個 人 と して の 権 利 意 識 は 高 揚 し,生 活 に 関 わ る物 事 に 対 す る価 値

観 も 個 別 化 ・多 様 化 して い る.
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これ らの 状 況 は,保 健 医療 サ ー ビス 体 制 に お け る 受 益 者 の 主 体 者 意 識 へ の 変 換

や 質 サ ー ビ ス の 追 求 に も反 映 され な け れ ば な らな い.看 護 職 は こ の 渦 中 に あ り,

そ の 期 待 に応 え る 責 務 が あ り患 者 の尊 厳 と権 利 を 守 る使 命 が あ る.こ の 使 命 は 医

療 者 が 等 し く担 っ て い る は ず で あ る が,あ え て 看 護 師 の 使 命 と こ と さ ら に 言 う理

由 は,真 っ 先 に 患 者 と関 わ る の が 看 護 師 で あ り,ど の 職 種 よ りも 関 わ る 時 間(機

会)が 多 い 看 護 師 が,患 者 と の 関 係 性 を 如 何 に築 い て い く こ とが で き る か に よ っ

て,医 療 へ の 信 頼 も大 き く影 響 す る か らで あ る.

危 機 的 な 状 況 下 に あ る患 者 の 耐 え難 い 苦 痛 や 脆 弱 性 は,他 者 の 助 け な く して は

存 在 を 脅 か す 事 に な りか ね な い.ま た 人 間 と して の 尊 厳 が 奪 わ れ る状 況 に 対 して,

専 門 的 な 支 援 を行 う こ とが 期 待 され て い る.

看 護 は い か に 人 間 の 生 命 の 安 全 を 守 る か とい うこ とに 留 ま らず,人 間 と して の

基 本 的 権 利 の 具 体 化 とい うべ き 個 人 の 健 康 生 活 に,看 護 実 践 を通 して 直 接 的 に 関

与 し て い る.看 護 実 践 は,対 象 者 とそ の 健 康 生 活 上 の 権 利 を い か に擁 護 し,実 践

して い く か とい う倫 理 的課 題 を 内包 して お り,こ の 観 点 に お い て 看 護 の 質 が決 定

され る と言 っ て も過 言 で は な い.

救 急 看 護 の 現 場 に お い て は,そ の 対 象 者 が 特 殊 な 状 況 で あ る が 故 に,こ の よ う

な 看 護 の 専 門 的 特 性 を 強 化 した 看 護 実 践 能 力 の 育 成 が 必 要 不 可 欠 で あ り,そ の こ

と は 同 時 に 差 し迫 っ た 実 践 的 能 力 の解 明 が 大 き な研 究 課 題 とな っ て い る.

第2節 本 研 究 の意 義 一 学校 教 育実 践研 究 との関 連性 に おいて

医 療 の 臨 床 場 面 と教 育 の 実 践 場 面 に お け る相 互 行 為(作 用)の 特 性 に,援 助 関

係helpingrelati・nが あ る こ とに つ い て は ほ ぼ 異 論 の な い と こ ろ で あ る.看 護 学

の テ キ ス トで は 「一 般 的 援 助 関 係 」 と 「専 門 的 援 助 関係 」 に 大 別 され て,後 者 の

「専 門 的 援 助 者 」 に 医 師,看 護 師 等 と並 ん で 学 校 教 師 が あ げ られ て い る.専 門 的

援 助 の 実 質 は,援 助 者 と ク ラ イ エ ン ト との 間 の 共 感 的 関係 の 構 築 と,ク ラ イ エ ン

トの 自 立 達 成 の 援 助 で あ る12>.こ の 専 門 的 援 助 関 係 で,医 療 の フ ィー ル ドに お け

る研 究 課 題 は,如 何 に した ら個 人 差 を も っ 患 者 の 視 点=意 図(イ ー ミ ッ ク な 見 方

emicperspective)に た っ た 関 係 を と る こ とが で き る か に あ る.

医 療 に お け る 専 門 的 援 助 で は 患 者 の 痛 み や 不 安 や 恐 怖,そ して 苦 痛 を 共 通 体 験

し,こ れ らに 対 処 す る こ とに 多 大 な エ ネ ル ギ ー が 費 や され て い る.近 年 の看 護 学

研 究 は,患 者 の イ ー ミ ッ ク な 見 方=意 図 にGroundedTheoryApproach(以 下,
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GTA)13)か ら接 近 し,個 別 な 援 助 関 係 の 概 念 化 に 関 す る 多 数 の 業 績 を 産 出 して

い る.し か し な が ら,看 護 師 が 一 人 ひ と りの 患 者 の 視 点 に た っ て,如 何 に して 対

話 的 行 為 を 協 同 構 築 して い く の か とい う行 為 分 析 に 関 す る 研 究 は 限 られ て い る.

本 節 に お い て は,第1に,GTAに よ る先 行 研 究 を後 方 追 視 的 に 再 分 析 を行 い,

相 互 行 為 の 協 同 構 築 が 最 も困 難 で あ りな が ら,そ の 必 要 性 が 最 も高 い 急 性 期 医 療

場 面 に お け る 患 者 一看 護 師 問 に お け る相 互 行 為 の理 論 仮 説 を 生 成 し,専 門 的 援 助

関係 の 特 質 を述 べ,第2に,同 様 の 困 難 性 と必 要 性 に 直 面 し質 的 研 究 を 進 め て い

る 臨 床 教 育 学 或 い は 教 育 臨 床 学14)15)と の 共 同 対 話 の 可 能 性 とそ の 意 義 につ い て

提 案 した い.

1救 急 看 護 の 臨床 研究 と教育 臨 床研 究 との 共通 課題

看 護 は,病 院 あ る い は 保 健 サ ー ビス を 必 要 と して い る 人 間 と,こ れ ら の 人 間 の

援 助 へ の ニ ー ズ を 認 識 し,そ れ に応 じ られ る よ うな 特 別 な 教 育 を受 け た 看 護 師 と

の 間 の 相 互 関 係 に お い て 成 り立 っ て い る.患 者 は切 実 な ニ ー ズ を も ち,有 効 な 専

門 的 援 助 を 求 め て い る.患 者 が 自分 の 抱 え て い る 問 題 や どの 程 度 の 援 助 が 必 要 か

を 十 分 に 理 解 し,適 切 な援 助 を求 め る こ とが で き る よ う に,看 護 師 は情 報 提 供 者,

相 談 相 手,代 役,技 術 的 専 門 家 とい う機 能 を 提 供 す る こ とが 求 め られ て い る16).

救 急 看 護(広 く は,重 症 ケ ア を含 め た 急 性 期 看 護)に お い て は,健 康 問題 が 突

然 に発 症 した こ とで,そ の 状 況 が あま りに も 日常 性 を 欠 く こ と に よ り,患 者 とそ

の 家 族 は,そ の 状 況 を認 知 で きず に,驚 き,戸 惑 い,苦 痛 や 不 安,そ して 悲 しみ

に 駆 られ る とい う,ま さ に危 機 的 状 況 に 陥 る.救 急 担 当看 護 師 の 役 割 は,患 者 と

そ の 家 族 の お か れ て い る 状 況 の 理 解 を促 し,主 体 的 に 健 康 問 題 に 関 わ る こ とが で

き る よ うに す る こ とで あ る.

こ の 目的 を 達 成 す る た め に は,救 急 担 当 看 護 師 は 患 者 とそ の 家 族 の 立 場 で 状 況

を 捉 え る こ とが 重 要 か つ 不 可 欠 で あ る.患 者 と 家 族 が 救 急 看 護 の 特 殊 な 環 境 下 に

お い て 発 す る 言 葉,仕 草,振 る舞 い 等 を有 りの ま ま,そ して そ こ に 込 め られ て い

る 意 味 を 十 分 に 吟 味 して 的 確 に読 み 取 る こ とが 求 め られ て い る.

教 育 学 分 野 に お い て は,『 教 育 学 研 究 』(日 本 教 育 学 会)に 着 目す る と1966年 の

同 学 会 が 開 催 した シ ン ポ ジ ウ ム 「教 育 学 の パ ラ ダ イ ム の 再 検 討 」 を契 機 に,臨 床

教 育 学 或 い は 教 育 臨 床 学 構 築 の 試 み が 本 格 的 に 着 手 され て い る よ うに 理 解 され

る.

「問 題 を か か え た 子 ど も 一 人 ひ と り」 の 「問題 の解 決 過 程 を と も に す る」 こ と
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とr教 師 が か か え る 問題 を 的 確 に 把 握 し,適 切 な 援 助 を 行 う」 とい う 臨床 の 捉 え

方 は17),救 急 看 護 の 臨 床 研 究 と共 有 で き る も の で あ る.同 時 に こ の 臨 床 へ の ア プ

ロー チ に は 教 育 学 の 「基 本 的 構 図 の根 本 的 な 変 換 」と直 面 せ ざ る を え な い こ と18),

加 え て 臨 床 の 研 究 法 で あ る 質 的研 究 法 に っ い て は 「教 育 学 以 外 の 他 の 分 野 との 広

範 で 密 接 な っ な が りを ほ とん ど有 して こ な か っ た 」 とい う指 摘 は19),救 急 看 護 学

の 現 状 と共 通 し て い る よ うに認 識 され る.

そ して 近 年,GTAに も とつ く 臨床 研 究 に 着 手 して い る こ と に 注 目 した い.そ

こ で は 「事 象 の 具 体 的 事 実 か ら仮 説 を分 析 的 に 生 成 す る」 方 法 と してGTAの 妥

当性 が 指 摘 され て い る20).看 護 学 に お い て も既 存 の パ ラ ダ イ ム の 再 検 討 を通 じて

医 療 の 臨床 研 究 に は,患 者 ・家 族 と看 護 師 の 視 点 に 立 っ た 質 的 研 究 法 の 意 義 が 認

め られ,特 にGTAの 精 度 化 の 努 力 を と も な っ た デ ー タ か らの 理 論 仮 説 が多 数 試

み られ て い る.

筆 者 は,救 急 看 護 の 専 門 的援 助 者 養 成 に携 わ る者 と して,と く に 患 者 ・家 族 と

看 護 師 と の 対 話 的 行 為 の 協 同構 築 を如 何 に 学 生 に 修 得 させ る の か,と 言 うい ま一

つ の 課 題 に 取 り組 ん で い る.こ の 点 に お い て も救 急 看 護 の 臨 床 研 究 に は,同 様 に

看 護 学 以 外 の 他 の 分 野 との 広 範 で密 接 な つ な が りが 求 め られ て い る.筆 者 は 教 育

の 臨 床 研 究 の 現 場 に,救 急 看 護 の 臨 床 研 究 と共 通 の 課 題 一 相 互 行 為(作 用)を 具

体 的 事 実 か ら理 論 仮 説 を 生 成 す る 一が 横 た わ っ て い る と理 解 して い る.次 項 で は,

急 性 期 看 護 に お け る専 門 的 援 助 関係 の 理 論 仮 説 を 提 示 し,教 育 の 臨 床 研 究 と の 協

同討 議 の 可 能 性 と意 義 に つ い て 提 案 した い.

2急 性 期 看 護 に お ける危 機 的状 況 に ある患者 一看護 師 の相 互 行 為

急 性 期 看 護 は,突 然 の 事 故 や 急 激 な健 康 問 題 の 発 症 に よ っ て確 定 診 断 の解 明 に

関 わ る初 療 ケ ア と,確 定 診 断 が な され 最 良 の 身 体 状 況 の維 持 と コ ン トロ ー ル を 行

う重 症 ケ ア が あ る.こ こ で は そ れ ぞ れ の 現 場 に 分 け て 患 者 一 看 護 師 の 相 互 行 為 の

実 態 を概 観 す る.

(1)救 急 初 療 室 にお け る相 互 行 為

筆 者 は,2001年9月 か ら2002年6月 にA県 内 私 立 病 院B救 急 セ ン タ ー とC県

内 私 立 大 学 病 院D救 命 医 療 セ ン ター に お い て 参 加 観 察 法 を 用 い て,「 初 療 に 関 わ

る看 護 の 独 自性 」 を救 急 担 当看 護 師 の 視 点 か ら明 らか に した.デ ー タ 収 集 の 対 象

者 は,患 者39名 と看 護 師12名 で あ る.本 項 で は,よ り初 療 看 護 の 独 自性 を 強 調

す る こ とを 目指 し て,そ の 記 録 した フ ィ ー ル ドノー トを 使 用 し て 救 急 初 療 室 に お
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け る 相 互 行 為 を分 析 す る た め に,分 析 テ ー マ を 「初 療 に お け る 救 急 担 当 看 護 師 と

患 者 間 の 信 頼 形 成 の 独 自性 」 と再 設 定 した.

【場 面1】87歳,女 性,心 肺 停 止 状 態(cardiopulmonaryarrest以 下,CPA)

患 者 で,救 急 隊 員 に よ っ て 心 臓 マ ッサ ー ジ(以 下,心 マ)さ れ て 搬 入 さ れ る.

()内 の 記 述 は,筆 者 が 観 察 した 事 柄 で あ る.

看護 師

医 師1

看 護 師1

医 師1

医 師2

看 護 師2

看 護 師1

医 師1

看 護 師2

CPAで す.

(頸 動 脈 触 知 す る が,触 れ な い と首 を ふ る)モ ニ タ ー 確 認!

(既 に 心 電 図 モ ニ ター の 装 着 が 始 ま っ て い る)

心 マ 続 け て!ボ ス ミ ン1A,生 食20で 後 押 し して,2分 経 っ た ら言

っ て く だ さ い.先 生 マ ス ク持 っ て!と 医 師(医 師2)へ 指 示 す る.

(隊 員 か ら,バ ッ ク ・バ ル ブ ・マ ス ク を 受 け 取 る)

心 マ,替 わ りま す(隊 員 と交 替 す る)

(指 示 の 薬 剤 を注 射 器 に 詰 め て い る)

挿 管 しま す.ち ょ っ と離 れ て(心 マ が 一 旦 中止 され,看 護 師1か ら

チ ュ ー ブ を 受 け 取 り気 管 内 挿 管 を 実 施)ハ イ,OK!心 マ を 続 け

て!

(医 師 の 指 示 が 出 るや 否 や,心 臓 マ ッサ ー ジ が継 続 され る)21>

研 究 テ ー マ 「初 療 に お け る救 急 担 当 看 護 師 と患 者 間 の信 頼 形 成 の独 自性 」 に も

とつ い て,こ の 最 初 の コ ー デ ィ ン グを 試 み る と次 の3概 念 が 生 成 され る.「 患 者

の 病 状 を 察 知 し,こ れ に適 切 な 初 療 に 対 応 」,「(医 師 の 指 示 を 待 た ず)心 臓 マ

ッサ ー ジ を 替 わ る 」,「 医 師 の 指 示 に 即 応 的 に 処 置 に 移 る 」.そ して こ の3概 念

の コ ー デ ィ ン グ に よ っ て,① 「搬 入 され た 患 者 の 病 状 観 察 」 と② 「緊 急 処 置 準 備

に 着 手 」 等 の サ ブ カ テ ゴ リー が 構 成 され,さ ら に 両 者 の コ ー デ ィ ン グ に よ り 「ト

リア ー ジ ア セ ス メ ン トと緊 急 処 置 対応 」 の カ テ ゴ リー が 生 成 され た.

【場 面2】85歳,女 性,意 識 障 害 を呈 す る 患 者 の レ ン トゲ ン撮 影 を 行 う場 面

()内 の 記 述 は,筆 者 が観 察 した 事 柄 で あ る.

患 者:(ス ト レ ッ チ ャ ー に 臥 床 し て い る.開 眼 し て い る が 自 発 語 は な い.モ
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ゾモ ゾ 身 体 を動 か して,起 き 上 が ろ う と して い る.)

看 護 師=今 ね,病 院 に来 て 検 査 して い る か ら… 起 き 上 が らな い で,ゆ っ く り休

ん で い て ね.

患 者:(無 言,そ れ で も起 き 上 が ろ う とす る)

看 護 師:(患 者 の 耳 元 に 自分 の 顔 を近 づ か せ)ど こ が つ らい?何 して ほ しい?

ち ょ っ と動 か な い で,す ぐ に 終 わ る か ら … これ しな い と,ど こ が 悪 い

か わ か らな い か ら…

患 者:(あ た り を キ ョ ロ,キ ョ ロ 見 渡 す)

看 護 師:(再 度,耳 元 で)ほ ら,こ こ は 検 査 す る と こ ろ よ.(と 器 機 を 指 差 し

示 す.手 を 持 ち 摩 り な が ら)し ば ら く の 我 慢 よ,痛 く な い か ら ね22).

コ ー デ ィ ン グ の 結 果,① 「身 体 接 近 ・接 触 に よ る(患 者 に)安 心 感 ・信 頼 感 を

醸 成 」,② 「リ ラ ッ ク ス して 話 せ る の を待 つ 」,③ 「ソ フ トな言 葉 使 い で 患 者 に

状 況 理 解 を 促 す 」 の 概 念(サ ブ カ テ ゴ リー)が 生 成 され た.そ して 次 の ス テ ップ

の コ ー デ ィ ン グ に よ っ て 「安 心 感 ・信 頼 感 に 基 づ く対 面 的 関 係 の 協 同 構 築 」 の カ

テ ゴ リー が 生 成 さ れ た.こ の 一 連 の コー デ ィ ン グ は 次 の 場 面3と 比 較 して も 妥 当

性 が 得 られ る.

【場 面3】16歳,女 性,自 転 車 で 走行 中,軽4輪 車 と接 触 し,ボ ンネ ッ ト上 に

乗 り上 げ られ 搬 送 され る(頸 部 に 固定 用 カ ラー が 装 着 され て い る)

()内 の 記 述 は,筆 者 が 観 察 した 事 柄 で あ る.

看 護 師:(患 者 を覗 き 込 み,に っ こ り笑 い,患 者 の 肩 先 を ポ ン ポ ン とた た く)

ど こ が 痛 い の?楽 に して.診 察 す る か らね.

患 者:ハ イ(し っ か り した 口調)

看 護 師:(医 師 と共 に,慎 重 に 衣 服 を 脱 が せ る)自 分 で,動 か な くて い い の よ.

動 か な い で ね.衣 服 は,ま と め て 預 か っ て お く よ.

医 師:お 腹 の エ コ ー す る わ.

看 護 師:お 腹 の 検 査 す る ね.お 腹 を 打 っ て い た ら 大 変 よ ね.お 腹,痛 く な い?

患 者:は い.痛 く は あ り ま せ ん.

看 護 師:そ う,よ か っ た.で も,調 べ て お か な き ゃ ね.順 番 に 検 査 ね.検 査 が

終 わ る ま で は,で き る だ け 安 静 に,自 分 で 動 か な い で ね.ベ ッ ドの 上
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で,楽 に 寝 て て ね.

看 護 師(母 親 が 到 着 した 情 報 が 入 る)お 母 さ ん が 見 え た っ て.よ か っ た ね 安

心 し て ….お 母 さ ん に,検 査 が 終 わ る ま で 待 っ て て,と 言 っ て く る ね.

患 者:(首 を 大 き く た て に 振 り,笑 顔 が ほ こ ろ ぶ)23)

こ の デ ー タ か ら も看 護 師 は,頸 部 の 安 静 が 重 要 で あ る こ とを し っ か り伝 え な が

ら,受 傷 の 驚 き,孤 独 で 慣 れ な い 病 院 環 境 に 対 す る患 者 の 不 安 を 和 らげ よ うとす

る働 き か け が あ り,一 方 の 患 者 も看 護 師 の 誠 意 を感 得 して,こ れ に応 え よ う とす

る志 向 性 が 両 者 に 認 め られ る.以 上 の 分 析 過 程 に よ っ て 救 急 治 療 室 に お け る 対 面

的 行 為 の カ テ ゴ リー(表1)が 生 成 され た.救 急 治 療 室 に お け る 患 者 と看 護 師 の

相 互 行 為 を 特 色 づ け る コ ア カ テ ゴ リー は,「 安 心 感 ・信 頼 感 に 基 づ く対 面 的 関係

の 協 同 構 築 」 で あ る.こ の 志 向 性 は,看 護 師 の 行 為 か らみ れ ば,「 ト リア ー ジ ア

セ ス メ ン ト と緊 急 処 置 対 応 」 とい う専 門 的 な 初 療 業 務 と両 極 を成 し て い る が,そ

の 両 者 は 「患 者 の 微 妙 な 自 己表 出(変 化 ・動 き)を 看 取 」 し よ う とす る行 為 に よ

っ て 機 能 的 に 統 合 され て い る.そ れ を ま と め た 関 連 図 が 図1(13頁)で あ る.

表1初 療 に お け る 看 護 師 と 患 者 間 の 信 頼 形 成 の 独 自 性 の カ テ ゴ リー

カ テ ゴ リー

1ト リ ア ー ジ ア セ

ス メ ン ト と 緊 急 処 置

対 応

2(患 者 の)微 妙 な

自 己 表 出(変 化 ・動

き)を 看 取

3安 心 感 ・信 頼 感

に 基 づ く対 面 的 関 係

の 協 同 構 築(=コ ァ

カテ ゴ リー)

サ ブ カ テ ゴ リ ー

① 搬 入 され た 患者 の 病 状 観 察

②緊急処置準備 に着手

③(継 続 的 な)患 者 の身 体 ・生 理 的 状 況 の観 察 ・判 断

④(問 診 に よ り既 往 歴 を チ ェ ック)予 測 され うる他 の 問題 状

況 を チ ェ ック

⑤(外 傷 に よ る動 脈 損 傷 の疑 い,意 識 障 害,嘔 吐 に)医 師 へ

素 早 い処 置 を提 示

①(患 者 の)微 妙 な 自己 表 出(変 化 ・動 き)を 看 取

① 身 体 的接 近 ・接 触 に よ る(患 者 に)安 心 感 ・信 頼 感 を醸 成

② リ ラ ッ ク ス し て 話 せ る の を 待 つ

③ ソ フ トな言 葉 づ か い で 患 者 に状 況 理 解 を促 す
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救急看護 師

安 心 感 ・信 頼 感 に基 づ く

対 面 的 関係 の協 同構 築

患者
▲

ト リ ア ー ジ ア セ ス メ ン ト と

緊 急 処 置 対 応

(患 者 の)微 妙 な 自 己 表 出(変 化 ・動 き)を 看 取

図1初 療 に お け る看 護 師 と 患者 の 信 頼 形 成 の 独 自性 の カ テ ゴ リー の 関 連 図

(2)重 症 集 中 治 療 室 に お け る相 互 行 為

次 に,重 症 集 中治 療 室(intensivecareunit以 下,ICU)に 収 容 され た 患

者 と看 護 師 との 相 互 行 為 を,中 藤 の研 究 デ ・一一・タ24)を 再 読 す るか た ち で 読 み 取 っ て

み た い.中 藤 の 分 析 テ ー マ は,「 ク リテ ィ カ ル ケ ア に 携 わ る熟 練 看 護 者 が 患 者 状

況 を 捉 え る 時 に どの よ うな 技 能 が 発 揮 され て い る の か,そ の 技 能 に は どの よ うな

意 味 が あ る の か,経 験 は どの よ うに影 響 して い る の か を 理 解 す る 」 で あ る.対 象

者 は,首 都 圏2大 学 病 院 でICUで の 臨 床 経 験 が5年 以 上 の27～34歳 の 看 護 師6

名 で あ り,ク リテ ィカ ル ケ ア の参 加 観 察 と非 構 成 的 面 接 か ら得 られ た 会 話 記 録 で

あ る.分 析 方 法 はGTAで あ る.

中 藤 は 次 の4つ の 「テ ー マ 」(カ テ ゴ リー に 相 当)を 生 成 して い る.(1)「 患

者 の あ り よ うを よ み と る技 能 」,(2)「 患 者 の 潜 在 的 な 能 力 と回 復 ま た は 悪 化

の 可 能 性 を 読 み 取 る技 能 」,(3)「 患 者 お よ び 家 族 の 状 況 を 変 化 さ せ る技 能 」,

(4)「 患 者 お よ び 家 族 の 体 験 を共 有 す る技 能 」 で あ る.こ こ で は 紙 幅 の 都 合 上,

特 に(2)が 専 門 的 援 助 行 為 に 関 わ っ て い る の で,こ れ を構 成 す る 「小 テ ー マ 」

(サ ブ カ テ ゴ リー)の うち 「患 者 の 可 能 性 を 信 じて 挑 戦 す る 」 に つ い て,デ ー タ

を 再 録 す る.

【意 識 の 覚 醒 を 促 し,呼 吸 訓 練 をす る こ とで 回 復 を 試 み る 場 面 】

[]は,看 護 師 が 患 者 に 実 際 に して 見 せ た 行 為 を 示 す.下 線 は,筆 者 が

コ ー デ ィ ン グ 時 に着 目 した 箇 所 を 示 す.

起 き る と い っ て も どの く らい 起 き る の か わ か ら な か っ た の で,日 中 は と に か
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く,や れ る 限 りは 刺 激 を 与 え て,ど ん どん 本 人 の 覚 醒 を促 して い き た い と思 っ

て ま し た …(略)…,私 が 目の 前 で こ うや っ て[親 指 で ボ タ ン を 押 す ま ね を

しな が ら]実 際 は 押 して み る ん だ よ っ て い っ た 時 に,そ の とお りに 指 を 動 か し

た か ら,本 人 が や れ る の で あれ ば 信 じて や っ て み よ う と思 っ た らボ タ ン を押 し

て く れ た …(略)… 先 入 観 で 患 者 さん を み る と思 わ ぬ 失 敗 を す る っ て,な ん と

な く 経 験 の な か で 感 じ て い た ん で す.

の 本 当 に で き る部 分 っ て ど こ だ ろ う.

だ か ら先 入 観 を 取 り払 っ た 上 で 患 者 さ ん

こ の 人 は どい う状 況 に あ る ん だ ろ うっ て

い う こ と を 判 断 した い と思 っ て い る 部 分 で そ うい う行 動 が 出 て き た っ て い う

の は あ る と思 い ま す よ … 先 入 観 に と らわ れ て い る と そ の 患 者 さん の 本 当 の 姿

を 見 失 っ ち ゃ う,変 わ り 目が 必 ず ど こ か に あ る は ず な の に 先 入 観 で み て た ら

切 っ ち ゃ うか ら 可 能 性 が ひ ろ が ら な い.25)

中 藤 は こ の デ ー タ か ら 上 掲 の 「小 テ ー マ 」 で あ る 「患 者 の 可 能 性 を信 じて 挑 戦

す る 」 を 生 成 し て い る.筆 者 は 下 線 部 よ り,「 患 者 の か す か な 可 能 性 を 信 じて 援

助 す る 」,「 先 入 観 を排 して,患 者 の 現 状 を精 確 に 判 断 す る こ と に努 め る 」,「 患

者 の 変 わ り 目 が 必 ず あ る こ とを確 信 す る 」 の 一 行 見 出 しを 付 け る こ と が で き た.

こ の3つ の 一 行 見 出 しか ら,① 「患者 を反 応 あ る人 間 と し て 捉 え,常 に 誠 実 に 向

か い 合 お う とす る 」,② 「先 入 観 を排 し,患 者 の か す か な,あ ら ゆ る 可 能 性 を信

じ て 看 護 に 挑 戦 」 が 生 成 され た.そ して,次 の ス テ ップ の コー デ ィ ン グ に よ っ て

「先 入 観 を 排 し,患 者 の か す か な,あ ら ゆ る 可 能 性 を信 じ て 看 護 に 挑 戦 す る」 志

向 性 とい う構 成 概 念(カ テ ゴ リー)を 生 成 した.こ の よ うな 方 法 で,他 の全 デ ー

タ に つ い て 中 軸 コ ー デ ィ ン グ を行 い,患 者 一 看 護 師 間 の 対 話 的 行 為 と し て4つ の

カ テ ゴ リー を 生 成 し表2(15頁)に 示 した.

ICUに お け る 熟 練 看 護 師 一 患 者 関 係 を特 徴 づ け る の は,熟 練 看 護 師 の 直 観 を

使 っ て 正 確 に 問 題 状 況 を捉 え て 介 入 して い く,卓 越 した 能 力 を 土 台 と し た(経 験

の 蓄 積)26)「 以 心 伝 心 的 相 互 了 解 過 程 の 協 同 構 築 」 の 志 向 性 で あ る.そ の 志 向

性 は 看 護 師 が 患 者 に 対 して,極 限 的 ・予 測 不 可 能 な 状 況 に 対 し て 細 心 の 注 意 を

払 い 先 入 観 を 排 し,患 者 の か す か な あ ら ゆ る 可 能 性 を 信 じて 看 護 に 挑 戦 し,患

者 自身 の 状 況 調 整 を 援 助 す る 特 性 か ら構 成 さ れ て い る.そ れ ら を ま と め た 関 連

図 が 図2(15頁)で あ る.
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表2ク リテ ィカ ル ケ ア場 面 に お け る 患者 一 看 護 師 間 の 対話 的 行 為 の カテ ゴ リー

カ テ ゴ リー

1極 限 的 ・予 測 不 可 能 な

状 況 に 対 す る細 心 の注 意

2以 心 伝 心 的 相 互 了 解

過 程 の 協 同 構 築(=コ ァ カ

テ ゴ リー)

3先 入 観 を排 し,あ らゆ

る 可 能 性 を 信 じて 看 護 に

挑 戦 す る

4患 者 自 身 の 状 況 調 整

(好 転 へ の 期 待,不 安 を安

心 に転 換)を 援 助

サ ブ カ テ ゴ リー

ICU患 者 特 有 の 極 限 的 ・予 測 不 可 能 な状 況 に対 す る細

心 の注 意

① 患 者 の 思 い に 添 う志 向性

② 患者 が援 助 して い る相 手 が 自分(看 護 師)で あ る こ

とを以 心 伝 心 的 に 了 解 し合 う

① 患者 を 反 応 あ る人 間 と して 捉 え,

合 お う とす る

常 に誠 実 に向 か い

② 先入 観 を排 し,患 者 の か す か な,

信 じて看 護 に 挑 戦

あ ら ゆ る可 能 性 を

患 者 に好 転 へ の期 待 を抱 き,不 安 を 安 心 に変 え る状 況

調 整 を援 助

看護 師

倉

患 者C自 身 の状 況 調 整

極 限 的 ・予 測 不 可 能 な 状 況 に

対 す る細 心 の 注 意

先 入 観 を排 し,あ らゆ る 可能 性 に挑 戦

患 者 自身 の 状 況 調 整 を援 助

以心 伝 心 的相 互 了 解 過 程 の 協 同 構 築

図2ク リテ ィ カ ル ケ ア 場 面 に お け る患 者 一看 護 師 間 の 対 話 的行 為 の カ テ ゴ リー の 関連 図

3教 育 の臨 床 研 究 との協 同討議 の可 能 性

危 機 的 状 況 に 陥 り,生 死 に 直 面 す る 救 急 治 療 室 とICUの 臨 床 場 面 に お け る専

門 的 援 助 関 係 の 理 論 仮 説 を,先 行 研 究 の 調 査 デ ー タ に基 づ き 生 成 し図3(16頁)

に ま と め た.2つ の 限 定 され た 理 論 仮 説 か ら得 られ た 「臨 床 的 人 間観 」 の 特 質 は

次 の2点 に あ る.① い か な る 患 者 に対 して も先 入 観 を排 して,か す か で あ っ て も

反 応 あ る 人 間 と し て捉 え,② あ らゆ る 可 能 性 を信 じ る.こ れ は 冒 頭 で 引 用 した 共
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感 的 関 係 と 自立 達 成 の援 助 とい う専 門 的 援 助 を表 現 した も の で あ る.

臨床 的 人 間観 に もとつ く相 互 了 解 の 協 同構 築

救急治療 室

極 限 的 ・予 測 不 可 能 な状 況 に

対 す る細 心 の注 意

[]
以 心伝心的相互 了解過 程の協 同構築

図3救 急 治 療 室 とlCUの 臨 床 場 面 に お け る専 門 的 援 助 関 係 の 特 質

救 急 治 療 室 で は,初 療 業 務 の 達 成 とい う 目的 が 明 確 な 行 為 と,安 心 感 ・信 頼 感

に 基 づ く対 面 的 関係 の 協 同構 築 志 向性 の 統 合 で あ り,ICUで は 患 者 自身 の 状 況

調 整(維 持)を 援 助 す る行 為 と以 心伝 心 的 相 互 了 解 過 程 の 協 同 構 築 志 向 性 が 統 合

され て い る.こ の 両 理 論 仮 説 に も とつ く と,専 門 的 援 助=看 護 の 目標 は,対 面 的

関 係 を 協 同 で 構 築 し,同 時 に 患 者 自身 の 状 況 調 整 を も援 助 しな が ら,「 よい 」 方

向 へ と導 く こ と に あ る.「 よ い 」 方 向 と は,よ り よい 健 康 状 態 の た め に,よ り よ

い 状 況 に 向 か っ て 行 動 す る こ とが で き る よ うに,そ の 人 の 持 っ て い る 力 を フ ル に

活 用 す る こ と で あ る.そ の 過 程 で そ の 患 者 は,成 長 し病 気 の 中 で も 「よ く生 き る 」

意 味 を 見 出 す こ と が で き る よ うに な る.「 よ い 」 方 向 を 導 くた め に,看 護 師 は看

護 師 の 目的 に よ っ て 患 者 を 強 引 に誘 導 す る の で な く,患 者 を 一 人 の 人 間 と して 理

解 し,患 者 自身 が 自分 の状 況 を 理 解 し,「 よ い 」 方 向 に 向 か っ て 行 動 を 起 こす こ

と が で き る よ うに 方 向 づ け,支 援 す る こ とで あ る.急 性 期 医 療 に お け る 専 門 的 援

助 者=看 護 師 と主 と し て 患 者 との 相 互 行 為 の 状 況 は,両 者 の 会 話 デ ー タ か ら,以

上 の よ う に解 釈 す る こ とが で き る.

筆 者 は これ ま で の看 護 経 験 に お い て,学 習 の み な らず 仲 問 と の 関係 に お い て も,

他 者 との ズ レ に 遭 遇 し,戸 惑 い,悩 み ・傷 つ き,分 か り合 うこ と の 困難 に 直 面 し

て い る 子 ど も に 出 会 うこ と が 少 な くな か っ た.学 校 で も こ の よ うな 状 況 が極 限近

くに ま で に 達 す る と,急 性 期 医 療 の 現 場 に 近 似 した 状 況 一 仲 間 と の コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョン が うま く取 れ ず に 悩 み,仲 間 関 係 を 築 く こ と が で きず に 孤 立 す る,ま た 仲

間 か ら不 用 意 な 言 動 に よ っ て深 く傷 っ き 自殺 へ と追 い 込 ま れ る 一 が 生 じ て く る も

の と予 想 され る.勿 論 授 業 で 分 か らな く な っ て い く子 ど も も,学 校 で は 自己 の存
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在 意 味 に か か わ る状 況 下 に置 か れ る こ と に な る.こ の よ うな 状 況 に お け る子 ど も

と教 師 の 相 互 行 為 の研 究 は,そ の 方 法 も含 め て,如 何 に して 子 ど も と教 師 の 視 点

に た っ た 臨 床 研 究 が 可 能 な の か,と い う地 平 に 立 っ こ と に な ろ う.皇27)や 酒 井28)

が 提 起 す る 「教 育 学 の パ ラ ダ イ ム の 再 検 討 」 の 問 題 で あ る と理 解 され る.

看 護 師 や 教 師 は,医 療 と教 育 の指 導 者 と して の 専 門 的 な 教 育 を 受 け た 者 で あ り,

そ の 専 門 的 な 支 援(関 わ り)を 提 供 す る立 場 に あ る.他 方,患 者 や 子 ど も は 専 門

的 な 支 援(関 わ り)を 受 け る 立 場 で あ る.こ の 両 者 の 立 場 は 制 度 的,あ る い は社

会 的 構 造 に お い て は 異 な る 状 況 に あ る が,初 療 看 護 に お け る患 者 と看 護 師 関 係,

学 校 に お け る 子 ど も と教 師 関 係 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 形 態 は 類 似 して い る と言

え る.

本 研 究 の 問 題 関 心 は,臨 床 倫 理 と人 間 学 に 基 づ き,患 者 と看 護 師,子 ど も と教

師 の 間 に お い て 如 何 に相 互 関 係 を 構 築 す る の か,そ の 関 係 に お い て 信 頼 を 得 る こ

と,相 互 に 了 解 を得 る こ と と は如 何 な る 関 係 性 な の か を 考 察 す る こ と に あ る.科

学 的 進 歩 と合 理 性 に 重 き を お く傾 向 に あ っ て も そ の 成 果 を 受 容 しな が ら も,根 底

に あ る 人 間 の 本 質 理 解 をす す め る必 要 が あ る.そ の た め に 人 間 存 在 を 他 者 との 具

体 的 な 関連 の 中 で 追 及 し29),人 間 の 生 け る現 実 は 自 己 が 他 者 に 応 答 的 に 関 わ る

「対 話 的 な 自 己 」 の 観 点 か ら考 察 され る 必 要 が あ る.対 話 の 領 域 は,主 体 と主 体

と の 「間 」3。)にお い て,一 方 的 な 関 わ りで な く相 互 的 な 関係 が 明 らか に 存 在 して

い る.こ の 関 係 性 は,一 方 か ら強 制 され た り,作 為 的 に 造 られ た りす る も の で な

く,む し ろ 自 己 が 対 話 の 関 係 に 入 っ て い く こ と に よ っ て 生 じ る も の で あ り,そ の

中 に お い て 自 己 が 創 造 的 に 飛 躍 しな が ら有 りの ま ま の 自 己 と して 表 現 され る.そ

の 主 体 一 主 体 の 関 係 性 を構 築 す る こ と で,了 解 を 志 向 す る相 互 行 為 が 提 示 され る.

看 護 行 為 は 病 気 か らで は な く,人 間 と して の 患 者 を ど の よ うな観 点 か ら理 解 す

る か の 認 識 の 転 換 が 問 わ れ て い る.教 育 の 臨 床 研 究 に お け る パ ラ ダ イ ム の 再 検 討

も 臨 床 的 人 間 観 の 検 討 に も及 ぶ で あ ろ う.さ ら に 否 応 な し に 教 育 の 現 場 に 立 ち,

子 ど も と教 師 の 視 点 に 近 づ く試 み を伴 っ て く る こ と に も な る で あ ろ う.医 療 と教

育 の 臨 床 場 面 に お け る コ ミュ ニ ケ ー シ ョン 的 技 能 に つ い て,専 門 職 を養 成 す る 大

学 に お い て 教 育 プ ロ グ ラ ム と して 開発 す る 必 要 が 共 に あ り,こ の 意 味 で の協 同 論

議 が 可 能,且 つ 必 要 性 が あ る.こ の 相 互 行 為 の 基 本 的 な認 識 が,医 療 と教 育 の 臨

床 場 面 に 共 通 に 問 わ れ て い る.医 療 と教 育 は,人 間 の 「よ く生 き る 可 能 性 」 に 介

入 す る公 共 性 の 高 い 社 会 的 実 践 で あ る と考 え られ る か らで あ る.こ の 両 者 の 臨 床

研 究 が 専 門 的 援 助 関 係 の 構 築 の た め に,共 同討 議 を行 う こ と の意 義 は決 して 小 さ
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くな い と考 え られ る.
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第1章 本 研 究 の 枠 組 み

第1節 研 究 目的

本 研 究 の 目的 は,以 下 の3点 に あ る.

第1に,救 急 初 療 を受 け た 患 者 に焦 点 を 当 て 率 直 な 思 い を 聞 き 出 す こ とで,患

者 の 体 験 を 明 らか に す る.

第2に,救 急 初 療 を受 け る 患 者 が 自 己 の 健 康 問 題 に つ い て 受 け と め,今 後 な す

べ き事 柄 を 理 解 し健 康 問 題 解 決 の 方 向 に 向 か うこ とが 出 来 る た め に,救 急 初 療 を

担 う看 護 師 は 如 何 に して 患 者 との 対 話 的 行 為 を志 向 し コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン的 ス キ

ル を駆 使 す る こ とで,合 意 形 成 を 構 築 して い る の か を 明 らか に す る.

第3に,救 急 初 療 を担 う看 護 師 の 対 話 的 行 為 を 志 向 した コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン的

ス キ ル を 考 察 す る こ とに よ っ て,救 急 看 護 に お け る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 教 育 の プ

ロ グ ラ ム 開 発 の 観 点 を提 示 す る.

第2節 用 語 の 定義

① 救 急 初 療(以 下,初 療 とす る)

救 急 初 療 と は,患 者 が 突 然 に,あ るい は 急 激 に 健 康 問 題 が 発 症 した こ とで 救 急

外 来(救 急 部 門,ま た は 初 療 室EmergencyRoom:ER)を 受 診 し て,そ の 場 に お い

て 救 命 救 急 処 置 や 初 期 治 療 を 行 うこ とで あ る1).初 療 を 受 け る患 者 は,十 分 な 情

報 が な く顕 在 す る症 状 は も と よ り,潜 在 す る 問 題 に も注 意 を 喚 起 しな が ら検 査 や

処 置 が 進 め られ る.患 者 の 受 診 か ら治 療 の 方 向性 と方 針 を 明 ら か に な る ま で の プ

ロセ ス が 含 ま れ る.重 症 治 療 室 で 行 わ れ る 回 復 へ 向 け て の維 持 ・コ ン トロー ル す

る た め の 治 療 と は 区別 され る.

② 救 急 初 療 看 護(以 下,初 療 看 護 とす る)

初 療 に お い て 看 護 師 に よ っ て 実 践 され る看 護 の こ と で あ る.

③ 対 話 的行 為

行 為 者(看 護 師)の 行 為 計 画 を 自己 中 心 的 な成 果 の 計 算 に よ る の で な く,対 象

者(患 者 や そ の 家 族)と の 話 し合 い や 介 入 に 基 づ く了 解 を 目指 し た 行 為 に よ っ て,
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そ の 行 為 計 画 を 相 互 に 調 整 し合 っ て い く行 為 の こ と.な お,自 己 中 心 的 な成 果 と

は,対 話 者 よ り も 目的 達 成 の み を重 視 す る行 為 で あ る(行 為 者 自身 の 目的 達 成 の

た め に,環 境 や 他 者 を 手 段 と して コ ン トロ ー ル す る こ とで な い).そ の 場 に い る

人 々 が,そ れ ぞ れ 最 初 は 主 観 的 で あ っ た 見 解 を 克 服 し,話 し合 い や 介 入 を通 して

強 制 的 に で は な くそ の 揚 に い る人 々 同 士 が 統 一 へ 向 か っ て 合 意 形 成 して い く こ と

を 可 能 に す る行 為 の こ と で あ る.

④ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 的 ス キ ル

行 為 者 相 互 に お い て 対 話 的 行 為 に よ っ て 合 意 形 成 を 志 向 し,了 解 とい う 目的 追

求 の た め の 行 為 で あ る.状 況 設 定 され た 場 に お い て,事 実 の 追 求 や 一 致 を 図 り,

相 互 の 人 格 的 関 係 の 樹 立 や 修 復 を試 み,信 念,感 情,希 望 等 が 自由 に 表 明 す る こ

とを 可 能 に し,そ れ を 感 受 す る こ との で き る 技 法 の こ とで あ る.

⑤ 看 護 基 礎 教 育(以 下,基 礎 教 育 とす る)

日本 の 大 学 等 の 看 護 職 養 成 教 育 課 程 に お い て,国 家 試 験 の 受 験 資 格 条 項 に 沿 っ

て 行 わ れ る 教 育2)の こ と で あ る.看 護 職 とは,保 健 師 ・助 産 師 ・看 護 師 を 示 す.

⑥看 護 継 続 教 育(以 下,継 続 教育 とす る)

日本 に お け る看 護 職 国 家 試 験 に 合 格 し,そ の 後 就 業 し な が ら継 続 して 専 門性 を

向 上 す る た め に 行 わ れ る 教 育3)の こ とで あ る.

⑦ 救急 看護 認 定看 護 師

救 急 看 護 認 定 看 護 師 とは,救 急 看護 認 定 看 護 師 教 育 課 程 を修 了 し認 定 審 査 に 合

格 した 看 護 師4)の こ とで あ る,

救 急 看 護 認 定 看 護 師 教 育 課 程 の 受 験 資 格 は,保 健 師 ・助 産 師 ・看 護 師 の 免 許 を

有 し実 務 経 験5年 以 上,そ の うち 通 算3年 以 上 の 救 急 部 門 で の 実 務 経 験 と2年 の

重 症 治 療 室 で の 実 務 経 験 を 有 す る こ とで あ る.認 定 看 護 師 制 度 の 詳 細 に つ い て は,

38頁 の 専 門 看 護 制 度 を参 照 され た い.

⑧ 救 急担 当看護 師

本 研 究 に お け る救 急 担 当 看 護 師 と は,救 急 外 来(救 急 部 門,ま た は 初 療 室)に

お い て,専 任,あ る い は 各 科 の 外 来 看 護 師 が ロ ー テ ー シ ョ ン に よ っ て 救 急 初 療
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看 護 を 担 う看 護 師 で あ る.

第3節 文 献検 討

1看 護 学 研 究 に お け る質 的研 究 の実 際

看 護 学 の 主 要 な 学 会 と して,日 本 看 護 科 学 学 会,日 本 が ん 看 護 学 会,日 本 看 護

学 教 育 学 会 等 が あ る.日 本 看 護 学 教 育 学 会 の 調 査5)で は,質 的 研 究 方 法 に よ る研

究 報 告 が2000年 以 降 増 加 傾 向 に あ り,そ の 研 究 手 法 と して 発 展 が み られ る.ま た,

看 護 学 研 究 論 文 掲 載 に お い て 評 価 の 高 い 雑 誌 『看 護 研 究 』(医 学 書 院 発 行)に お い

て も,過 去 数 年 を振 り返 る と質 的研 究 方 法 に よ る 研 究 が 注 目 され た こ とを 反 映 し

て,質 的 ア プ ロー チ が 変 え る 臨 床 研 究 の 方 法6)7),参 加 観 察 法 の ト レー ニ ン グ8)

等 を テ ー マ と して 特 集 を 組 ん で い る こ とか ら も,そ の 関 心 の 高 さ と研 究 方 法 の 必

要 性 が 求 め られ て い る こ とが 理 解 で き る.

看 護 現 象 は,治 療 的 な 関連 で 捉 え る 医 学 に極 め て 近 い 領 域 か ら,病 い に よ る苦

しみ,ま た 揺 れ 動 く感 情,主 観 的 認 知 や 癒 し等,文 化 人 類 学 に 近 い 領 域 ま で 多 様

で あ る.臨 床 看 護 研 究 で は,看 護 の現 象 に フ ィ ッ トす る 方 法 論 を模 索 し,さ ら に

そ の 結 果 が 現 象 の 問 題 を 改 革 す る た め の 当 事 者 性 を も っ て 行 わ れ る必 要 が あ る.

そ の た め 研 究 テ ー マ 毎 に 用 い られ る方 法 論 も 明 らか に 異 な り,量 的 研 究 方 法 と質

的 研 究 方 法 の ど ち らか の 方 法 論 を排 除 す る も の で は な く,そ れ ら は相 補 的 に機 能

す る も の と考 え られ る.現 在 の 医 療 の 進 歩 に よ っ て 複 雑,か つ 高 侵 襲 な 治 療 が 可

能 に な っ た.そ の 一 方 で,そ れ を受 け る個 々 の 患 者 に と っ て も,医 療 の 現 場 で 新

た な 意 思 決 定 が 求 め られ る よ うに な り,精 神 的 葛 藤 が 生 ず る こ と も少 な く な い.

臨 床 看 護 実 践 に お い て この よ うな 人 間 が 生 き る こ とに 苦 悩 し,悩 め る 状 況 に 対 し

て,ど の よ うな 看 護 介 入 が 必 要 な の か を模 索 す る 臨 床 研 究 を進 め る場 合 は,量 的

な研 究 方 法 は 適 切 で は な い.

質 的 研 究 の 特 徴 は,意 味 解 釈 法 に あ りデ ー タ に 密 着 す る過 程 で 理 論 を 発 見 す る

対 象 が こ と ば を 通 し て 与 え て い る 「意 味 」 を 重 視 す る,生 活 世 界 に お け る対 象 者

の 体 験 や 使 用 言 語,知 識 をす くい 取 る こ と で あ る.リ ア リテ ィ を 把 握 す るた め に

個 別 の 特 殊 な 事 例 を 取 り上 げ,そ の意 味 解 釈 に よ っ て 現 象 の 本 質 認 識 に せ ま る方

法 で あ る.研 究 対 象 は,統 計 で 用 い られ る よ うな 変 数 に 還 元 され る の で な く,複

雑 な 姿 の ま ま に 自然 に 日常 の 文 脈 の 中 で 検 討 され る 必 要 が あ り,実 証 的 デ ー タ に

基 づ い て 新 た な 理 論 を 生 み 出 す こ とに あ る.質 的 研 究 は 研 究 対 象 の 一 つ ひ とつ を
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事 例 と して 重 視 し,事 例 を コ ンテ クス トか ら切 り離 さず に 事 例 自身 の 表 現 す る ま

ま に 記 述 し,研 究 者 が 研 究 対 象 の 内 面 に 入 り込 ん で 解 釈 し理 解 す る とい う研 究 方

法 で あ る.

本 研 究 に お い て 焦 点 化 して い る と こ ろ は,危 機 的 状 況 に お け る 人 間 同 士 の 相 互

作 用 と,そ の プ ロセ ス に あ る看 護 ケ ア の 意 味 と構 造 で あ る.従 っ て,そ の 状 況 を

浮 き彫 りに す る こ とが 必 要 に な っ て く る.こ れ ま で の 質 的 研 究 方 法 に よ る先 行 研

究 で は,行 為 者 の 視 点 に 立 っ て 解 釈 を試 み る研 究 と し て 大 西9)は,侵 襲 的 人 工 呼

吸 器 装 着 の 選 択 が 筋 萎 縮 性 側 索 硬 化 症 患 者 の 介 護 の 心 理 的 負 担 に 及 ぼ す 影 響 に お

い て,介 護 者 は 病 気 の 進 行 に 沿 い な が ら延 命 を選 択 した こ との 意 味 づ け を 明 らか

に して い る.山 本 ら10)は,無 症 候 性 脳 血 管 障 害 患 者 の 診 断 か ら予 防 的 手 術 を決

断 す る ま で の 患 者 心 理 の 内 的構 造 を検 討 し て い る.こ れ らは 行 為 者 の 主 観 的 な視

点 に 着 目 し相 互 行 為 の形 成 や 進 行 に焦 点 が 当 て られ,ア プ ロ ー チ は 幅 広 くプ ロセ

ス 指 向 で あ り 自然 な 立 場 で 状 況 を 明 らか に して い る.ま た,福 田11)は,老 年 期

に 痴 呆 症 が 進 行 す る病 い の 体 験 を 明 らか に し,才 木 ら12)は,小 児 が ん を 告 知 さ

れ た 子 ど も の 闘 病 体 験 とそ れ に よ っ て も た ら され る 変 化,宮 脇13)は,大 卒 看 護 師

の 入 職1年 目 の 体 験 とそ の 意 味 づ け を試 み て い る.こ れ ら は,量 的 研 究 方 法 で は

扱 え な い 研 究 上 の 問 い で あ り,目 常 生 活 を あ りの ま ま の 姿 で 捉 え る こ と に よ っ て,

看 護 の 対 象 に 接 近 を 試 み 理 解 を深 め て い る.

質 的 研 究 方 法 は,研 究 テ ー マ が 誰 か の 主 観 的 な 評 価 を 通 して しか 成 立 し得 な い

よ うな 主 題,あ る い は誰 か の解 釈 に視 点 を 据 え な け れ ば,い わ ゆ る 「客 観 的 」 に

は 捉 え き れ な い 場 合 に 有 効 で あ る14).量 的 研 究 方 法 で は 描 き切 れ な い 現 象 を鮮 明

に 描 く こ と に よ っ て 説 得 力 を も つ よ うに な り,看 護 現 象 の 解 明 に 大 き く貢 献 して

い る.

2救 急 看護 ・救 急 初療看 護 の概 要

救 急 看 護 実 践 に 関す る研 究 の 現 状 分 析15)で は,主 と して 病 態 や 処 置 の 解 説,

救 急 看 護 ケ ア に っ い て 医 師 と看 護 師 の 共 同 に よ る報 告 や 特 徴 的 な 事 例 の 実 践 報 告

が 数 多 く 見 られ る.確 か に,知 識 の理 解 や 実 態 報 告,救 急 看 護 に 特 有 な事 例 の 分

析 を 丁 寧 に 行 い 実 際 の看 護 ケ ア を 評 価 して 蓄 積 す る こ と は,よ り 良 い 看 護 ケ ア へ

っ な げ る 土 台 を 形 成 す る こ と に な る.こ れ に 対 し て,初 療 を 象 徴 とす る プ レホ ス

ピ タ ル ケ ア や ト リア ー ジ に 関 わ る研 究 は,わ ず か に 数 件 見 られ る の み で あ っ た.

こ の こ と は,初 療 看 護 の 対 象 に 特 化 した,専 門化 され た 看 護 独 自 の 介 入 の 実 態 が 理
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論 化 され る 必 要 が あ る こ とを 示 して い る.最 近 で は,初 療 看 護 の 看 護 師 や そ の 対

象 に 焦 点 化 した 看 護 師 の コ ミ ュ ニ ケー シ ョ ン の あ り方16),患 者 家 族 と看 護 師 の 相

互 作 用 か らみ る 看 護 師 の 関 わ りの 傾 向17)18)等 に 関 わ る 基 礎 研 究 か ら も伺 われ る.

筆 者 ら が 実 施 した 全 国 の 救 急 看 護 現 場 の 調 査 で も,刻 々 変 化 す る 患 者 の 状 況 に

対 応 した 看 護 師 か ら の説 明 方 法 が 不 十 分 な こ と等,コ ミュ ニ ケ ー シ ョン の 取 り方

に 関 わ る 問 題 点 が 挙 げ られ て い る19).初 療 に お い て,看 護 師 と危 機 的 状 況 に あ る

患 者 や そ の 家 族 との コ ミュ ニ ケ ー シ ョン の 実 態 や 相 互 関 係 の あ り方,こ れ に 対 す

る看 護 師 の 苦 悩 や ジ レ ン マ20)21)等,看 護 師 は 医 師 とは 異 な る事 柄 に 介 入 し な け

れ ば な らな い 必 要 性 が 課 題 と して 浮 か び 上 が っ て い る.こ の課 題 は,初 療 を 受 け

る患 者 を 中 心 に 据 え た 看 護 師 との 関係 性 の構 築 を 患 者 自 ら の 体 験,そ の た め の 専

門 的 な 看 護 介 入 の観 点 か ら,実 践 的 に 明 らか に す る研 究 課 題 を も浮 か び 上 が らせ

て い る と言 え る.

同 時 に初 療 現 場 に お け る課 題 の み な らず,そ の 課 題 の 特 性,す な わ ち 初 療 現 場

に お い て 必 須 と され る専 門 的 技 能 に も 直 接 関 わ っ て お り,救 急 看 護 に 関 わ る看 護

師 の 継 続 教 育 と さ らに 基 礎 教 育 の 領 域 に お け る現 状 に 対 す る 検 討 の 視 座 を構 成 す

る も の で あ る.

海 外 に お い て は,救 急 看 護 領 域 は 心 臓 ・血 管 系 の 障 害 や 外 傷 に よ る健 康 問 題 を

扱 うこ とで,よ り特 殊 領 域 と して 明 確 に 位 置 づ け て い る.こ の こ と よ り救 急 担 当

看 護 師 の 専 門 的 知 識 の 習 得 方 法22),救 急 看 護 師 が備 え て お くべ き能 力23)24)を 明

らか に す る 必 要 性 を 強 調 して い る 。

加 え て,救 急 看 護 か ら継 続 され る急 性 期 患 者 の ケ ア(重 症 ケ ア を 含 む)25)を 概 観

して お く必 要 が あ る.急 性 期 看 護 を担 う看 護 師 の 能 力 とそ の 開 発 や そ の 看 護 師 の

ス トレ ス と対 処,技 術 の 訓 練 や 学 習 に お け る 能 力 開 発 に 関 す る研 究 報 告 等 は,救

急 看 護 の 領 域 に お い て も 示 唆 的 で あ る.す な わ ち,こ れ らの 成 果 と救 急 外 来 や 初

療 看 護 に 限 定 した 先 行 研 究 と対 比 す る こ とで,以 下 の 初 療 看 護 の 特 徴 と今 後 の 研

究 の 必 要 性 が 浮 き 彫 りに な る と考 え られ る,

初 療 看 護 は,① 対 象 者 の健 康 問 題 に 関 わ る 情 報 が 少 な い こ と に よ る状 態 把 握 の

複 雑 さや 他 職 種 と の 連 携 の 必 要 性 を真 っ先 に 行 う必 要 が あ る こ と.ま た ② 救 急 担

当看 護 師 は,対 象 者 が 脆 弱,か つ 変 化 しや す い 身 体 状 況 で あ る こ と を ふ ま え,限

られ た 時 間 の 中 で 正 確 な 患 者 ア セ ス メ ン トを 行 い 重 症 度 と優 先 度 の 判 断 を 行 う必

要 が あ る こ と26)。 ③ 特 に,初 療 看 護 は,既 に 確 定 診 断 が な され た 重 症 治 療 看 護 と

は 異 な り,顕 在 す る 問題 は も と よ り潜 在 的 問 題 が 疑 わ れ る 患 者,あ る い は 確 定 診
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断 の っ か な い 患 者 を 対 象 とす る.こ の よ うな 患 者 は 突 然 の健 康 問 題 の 出 現 に よ っ

て,身 体 的 苦 痛 に 伴 う不 安 や 恐 怖,ま た そ の 状 況 を 理 解 で きず に 戸 惑 う心 理 状 態

に あ る と考 え られ る.

以 上 の3点 は,救 急 担 当看 護 師 が 危 機 的 な 心 理 状 態 に あ る 患 者 の 反 応 に も 注 意

を 向 け,患 者 へ の 緻 密 な 観 察 や 気 配 り等 を行 う こ とが 必 要 不 可 欠 で あ り,初 療 時

か らの 介 入 が 望 ま しい27)こ とを 示 唆 して い る.ま た,こ の 状 況 に お け る看 護 介

入 の あ り方 は 患 者 一救 急 担 当看 護 師 関 係 の あ り方 と緊 密 に 関連 して い る こ と を示

し て お り,初 療 看 護 に お け る 対 人 関係 の 構 造 や 心 理 的 側 面 に 焦 点 化 され た 研 究 が,

救 急 看 護 の 専 門 性 を主 張 す る上 で 重 要 な位 置 に あ る と言 え る.換 言 す れ ば,危 機

的 状 況 に お け る 患 者 とそ の 家 族,そ して 救 急 担 当 看 護 師 の 人 間 的 な 有 り様 に つ い

て 質 的 研 究 を 行 う こ との 課 題 が 浮 か び 上 が る.こ の 後 の 課 題 に 応 え る た め に は,

医 療 を 受 け る 主 体 が 患 者 で あ る とい うこ と よ り患 者 を 中心 に 据 え た 医 療 者 との 関

係 性 の 構 築 や,患 者 自 らの 体 験 を基 に した 専 門 的 看 護 介 入 の 必 要 性,そ の介 入 に

必 要 な 実 践 的 能 力 にっ い て も 明 らか に され な け れ ば な らな い.こ れ に 加 え て,そ

の 教 育 方 法 に つ い て の 検 討 等,初 療 に お い て 医 学 的 視 点 に 限 定 され る こ との な い

社 会 的 な 相 互 行 為 の 知 見 と技 法 の 提 示 が 不 可 欠 に な っ て く る と考 え られ る.以 上

が 救 急 看 護 ・初 療 看 護 の 先 行 研 究 の一 般 的 な 状 況 で あ る.次 に,本 研 究 の 対 象 で

あ る 心 臓 ・血 管 系 に 障 害 の あ る 患 者 に 関 わ る先 行 研 究 を概 観 す る.

心 臓 ・血 管 系 の 健 康 問 題 は,人 間 に と っ て 中枢 臓 器 に発 症 す る課 題 で あ る こ と

よ り,生 命 に 対 す る危 機 感 が 一 層 強 く な る.こ の よ うな 患 者 の 心 理 状 態 は,初 療

を受 け る 患 者 を 象 徴 す る と言 っ て も過 言 で は な く,そ の 状 況 に 適 した 看 護 介 入 が

必 要 で あ る と考 え られ る.そ の 介 入 の 方 法 や 技 術 の 具 体 化,患 者 一看 護 師 関係 の

あ り方 や 相 互 作 用 にっ い て研 究 が 進 め られ て い く こ とは,こ れ ま で 述 べ て き た 救

急 看 護 の 課 題 解 決 に近 づ く こ と に な る.

心 臓 ・血 管 系 の 健 康 問 題 に 関 す る研 究 は,虚 血 性 心 疾 患 患 者 の 療 養 上 の 困 難 と

克 服28)や 虚 血 性 心 疾 患 男 性 患 者 の生 活 管 理 意 識 に 関 す る研 究29),心 臓 カ テ ー テ

ル 検 査 を 受 け る 患 者 の 不 安 や 看 護 の 効 果30)31),心 筋 梗 塞 患 者 の 心 理 へ の 看 護 介

入 評 価 法 に 関 す る研 究32)33),急 性 期 の 主 観 的 な 体 験34>や 手 術 を 受 け た 患 者 の 生

活 の 立 て 直 し の 過 程35),心 筋 梗 塞 後 の 適 応 の 状 況36)や 治 療 に 対 す る イ メー ジ37)

等,多 数 の 報 告 が あ る.

しか しな が ら,こ の 殆 どは 治 療 が 開 始 され て か ら,あ る い は 症 状 が 安 定 した 後

の 療 養 生 活 に 関 す る研 究 で あ る.こ の 健 康 問 題 は,発 症 直 後 よ り鮮 烈 な 症 状 を伴
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う事 が 特 徴 で あ る こ と よ り,患 者 の 身 体 的 ・精 神 的 に 多 くの 負 担 が 予 測 され る.

初 療 の 時 期 よ り,患 者 の 視 点 に 沿 っ た 看 護 ケ ア の 実 態 分 析 と,そ の 理 論 化 が 不 可

欠 と考 え られ る.

3看 護基 礎 教 育 にお ける救 急看 護教 育 の概 要

看 護 基 礎 教 育 に お け る救 急 看 護 教 育 に 関 す る研 究 は 多 く は な い.こ れ は,救 急

看 護 と ク リテ ィ カ ル ケ ア 看 護 を分 け て 教 授 して い る 教 育 機 関 が 全 体 の2割 に過 ぎ

な い こ と38)に 起 因 して い る と考 え られ る.研 究 の 傾 向 は,救 急 看 護 に 必 要 な 技

術 の 教 授 実 態 や 見 学 実 習 の 意 義 と効 果39)40),病 院 前 救 護 活 動 か ら救 急 外 来 へ の

連 携41)に 留 ま っ て い る.

さ らに,救 急 看 護 の 教 育 内 容 の モ デ ル プ ラ ン の 試 案42)も 提 案 され て い た.こ

の 試 案 は,基 礎 教 育 か ら継 続 教 育 に 分 け て,特 に 基 礎 教 育 で は 救 急 医 療,救 急 看

護 の 概 念 的 な 知 識 や 基 本 的 な 技 術 の 習 得 モ デ ル が 提 示 され,看 護 系 大 学 の教 育 の

実 態 を 反 映 して い る と 同 時 に,初 療 の 最 前 線 に お け る 基 礎 研 究 の 現 状 も投 影 され

て い る.こ の2つ の 現 場 に 教 師 と して,か つ 研 究 者 と して 身 を お く筆 者 は,こ の

2つ の 課 題 に 対 峙 し,苦 悩 を余 儀 な く され て い る.初 療 の 現 場 に お け る 患 者 と看

護 師 の 相 互 関 係 に 焦 点 を あ て,特 に患 者 の 視 点 に た っ た そ の 体 験 構 造 を 分 析 し,

初 療 の 現 場 に お け る最 も 基 本 的 な 相 互 関 係 に つ い て 理 論 化 を 試 み,基 礎 教 育 に お

け る救 急 看 護 教 育 の あ り方 につ い て 検 討 を 行 う必 要 が あ る.

第4節 研 究 方法

1研 究 の 枠 組 み

本 研 究 の 目的 は,先 述 した よ うに次 の3点 に あ る.

第1に,初 療 看 護 にお け る 患 者 の 体 験 を 明 ら か にす る.第2に,そ れ に 対 す る

看 護 師 の 積 極 的 な 関 わ りを 看 護 倫 理,人 間 学 の 観 点 か ら精 査 し,初 療 看 護 に お け

る 患 者 一 看 護 師 関 係 の 対 話 的 行 為 と合 意 形 成 の 構 造 を 明 らか に す る.第3に,救

急 看 護 に お け る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン教 育 の プ ロ グ ラ ム 開 発 の 観 点 に つ い て 論 述 し

プ ロ グ ラ ム の試 案 を 提 示 す る こ とで あ る.こ の3点 を次 の4段 階 に よ っ て ア プ ロ

ー チ す る こ と に な る .

第1段 階 と して,初 療 時 に お け る患 者 の 実 態,言 い 換 えれ ば 患 者 の 率 直 な 思 い

か ら患 者 の 体 験 構 造 を 明 らか にす る.
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第2段 階 で は,患 者 と救 急 担 当 看 護 師 と の 関 わ りの 実 際 よ り,そ の 看 護 師 は如

何 に して 患 者 と の 対 話 的 行 為 を志 向 し,ど の よ うな コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョン 的 ス キル

を駆 使 す る こ と で 合 意 形 成 を 構 築 して い る の か を 明 らか に す る.

第3段 階 で は,救 急 部 門 で の 豊 富 な 実 践 経 験 とそ れ に 関 わ る特 別 な 教 育 を 受 け

た 救 急 看 護 認 定 看 護 師 を 対 象 に,そ の 看 護 師 が 如 何 に し て 患 者 と の 対 話 的 行 為 を

志 向 し,ど の よ うな コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 的 ス キル を 駆 使 す る こ と で 合 意 形 成 を構

築 し て い る の か を 明 らか にす る.そ して,救 急 担 当看 護 師 と救 急 看 護 認 定 看 護 師

の 関 わ り に つ い て 比 較 検 討 を 行 う.

第4段 階 で は,こ れ ま で の 結 果 をふ ま え て 救 急 看 護 に お け る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ

ン 教 育 の プ ロ グ ラ ム 開発 の観 点 を 示 し,そ の プ ロ グ ラ ム の 試 案 を 提 示 す る.

以 下 に,図1で フ ロ ー チ ャ ー ト と し て 示 し て お く.

テL--Lマ 設 定 の 背 景 ・文 献 検 討 ・研 究 の 意 義 ・研 究 目 的 ・方 法(序 章 ・第1章)

第1段 階:初 療 を受 け る患 者 の 体 験 の構 造(第H章)

・初 療 看 護 を象 徴 す る心 臓 ・血 管 系 に 障害 の あ る患 者 の 思 い

・初 療 を受 け る人 間(患 者)理 解

第2段 階:救 急 担 当看 護 師 の看 護 介 入 の 特 質(第 皿章)

・患者 一 救 急看 護 師 間 の対 話 的 行 為 と合 意 形 成

第3段 階:救 急看 護 認 定看 護 師 の 看 護 介 入 の 特 質(第IV章)

・患者 一 救 急看 護 認 定 看 護 師 間 の 対 話 的行 為 と合 意 形 成

第4段 階:看 護 教 育 へ の提 言(第V章)

・救 急 看 護 にお け る コ ミュ ニ ケ ー シ ョン教 育 の プ ロ グ ラ ム 開 発 の 観 点

・救 急 看 護 にお け る コ ミュ ニ ケ ー シ ョン教 育 の プ ロ グ ラ ム の 試 案

図1本 研 究 の 枠組 み

2GroundedTheoryApProachに つ い て 一 本 研 究 に お い て 採 用 す る 理 由

1960年 代,B.G.GlaserとA.L.Straussに よ っ てGroundedTheQry
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Approach(GTA)が 開 発 さ れ た.日 本 に お い て は,1996年 に 後 藤 隆 ら に よ

る 『デ ー タ 対 話 理 論 の 発 見 』43)に よ っ て そ の 基 礎 と な る 内 容 が 紹 介 さ れ た.そ の

後,こ の 研 究 方 法 に 関 し て 目本 語 に 翻 訳 され た も の が 多 く 出 版 さ れ て い る44)～47).

GTAの ア プ ロ ー チ は,デ ー タ に密 着 した 分 析 か ら独 自の 理 論 を 生 成 す る 質 的

研 究 方 法 と して,ア メ リカ は も と よ り国 際 的 に も 看 護 学 や 社 会 学 な ど の 分 野 を 中

心 に 注 目 され て い る.日 本 に お い て も看 護 学48)～51)や 社 会 福 祉52)な ど の援 助 的

ヒ ュ ー マ ン サ ー ビ ス 領 域 や 保 健 医療 社 会 学 にお い て 導 入 され る よ う に な り,近 年

教 育 学 研 究53)54)55)に お い て も注 目 され て い る.

GTAの 理 論 枠 組 み は,シ ン ボ リ ッ ク相 互 作 用 論56)の 洞 察 か ら導 か れ て お り,

人 間 の 行 動 を 探 求 す る 人 々 と社 会 的役 割 の 問 の 相 互 作 用 の プ ロ セ ス に 焦 点 を 当 て,

「解 釈 」 に 基 づ く人 間 の 主 体 的 な あ り方 を 明 ら か に し よ う と して い る.

救 急 看 護 研 究 は,既 に 述 べ た 如 くそ の 途 に つ い た ば か りの 研 究 領 域 で あ る.こ

れ ま で 危 機 的 状 況 に 陥 っ た個 別 の 患 者 へ 接 近 す る こ と,あ るい は そ の 患 者 と看 護

師 の 相 互 行 為 や 相 互 作 用 に 関 わ る研 究 は,殆 ど行 わ れ て こ な か っ た.突 然 の 健 康

問 題 が 生 じ る こ と は,患 者 に とっ て どの よ うな 体 験 な の か,そ の 患 者 に 対 して ど

の よ うな 看 護 介 入 が な され て い るの か,ま た そ れ は 患 者 の 今 後 の 生 活 に どの よ う

な 意 味 を 成 す の か 明 らか にす る こ とに よ っ て,救 急 看 護 の 独 自性 と専 門 性 を主 張

す る こ とに な る.つ ま り,看 護 実 践 場 面 に お け る モ デ ル を提 示 す こ とで あ り,そ

れ が 実 践 現 場 に お い て 適 応 しそ こ に存 在 す る課 題 を 改 善 して い く こ とに 繋 が る研

究 が 必 要 と され て い る.そ の た め に は 非 日常 の 中(救 急 医 療 環 境)に,身 をお く

患 者 と看 護 師 の 有 りの ま ま を捉 え る研 究 方 法 を 選 択 す る 必 要 が あ る.先 端 医 療 を

担 う救 急 医 療 の 発 展 は,人 々 に 多 くの 恩 恵 を 与 え て い る 一 方 で,解 決 困 難 な 課 題

や そ の 限 界 に よ っ て 悩 み を 抱 え て い る.研 究 者 が,こ の よ うな 救 急 看 護 に お け る

人 間(患 者 や 家 族,看 護 師)を 理 解 す る こ とは,量 的 研 究 方 法 で 解 明 す る こ とが

で き な い 課 題 で あ る.こ の課 題 に 応 え る た め に,最 も適 して い る の がGTAと 考

え られ る.

GTAに お け る デ ー タ解 釈 は,デ ー タ収 集 と並 行 して 進 め られ オ ー プ ン ・コー

ド化,軸 足 コー ド化,選 択 的 コ ー ド化 の3つ の プ ロセ ス か ら構 成 され る 作 業 を 行

うこ と に よ っ て な され る.そ の最 終 段 階 で 中核 カ テ ゴ リー と して 記 述 され た 現 象

(=ス トー リー)に 関 す る 理 論 を 導 き 出す こ と で あ る.コ ー ド化 の 最 終 段 階 で,

ス トー リー ライ ン と緒 カ テ ゴ リー を充 実 させ る た め に 理 論 的 飽 和(新 た な カ テ ゴ

リー を 生 み 出 す テ ク ス トが 存 在 せ ず,全 て の 要 素 に お い て カ テ ゴ リー が 緻 密 で あ
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り,カ テ ゴ リー 間 の 関 係 が 充 分 に 緻 密 で あ る こ と)に 至 る ま で サ ン プ リ ン グ を 続

け る こ と で,理 論 的飽 和 に よ っ て 転 用 可 能 性 が 高 め られ る.ま た 概 念,カ テ ゴ リ

ー と コ ー ド化 の 過 程 が 明 記 され る こ とで 確 実 性 が 維 持 され る .

一 方 で
,新 た な 課 題 も 明 らか に な っ て い る.GTAに お け る デ ー タ の 分 析 で は,

参 加 観 察 や 面 接 に よ っ て 得 られ た 逐 語 録 か ら初 回 の 概 念 を 生 成 す る(第 一 次 コー

デ ィ ン グ).そ の 後 デ ー タ に お け る特 性 と次 元 に 基 づ い て 概 念 を 構 成 して カ テ ゴ リ

ー
,コ ア カ テ ゴ リー を 生 成 す る プ ロセ ス を辿 る が 理 論 と成 り うる ま で の カ テ ゴ リ

ー の 抽 象 度 が 高 ま っ て い な い こ と ,あ る い は 単 に カ テ ゴ リー を生 成 す る の み に 終

わ り理 論 生 成 に は 至 っ て い な い 状 況 等,研 究 成 果 に バ ラ ツ キ が 見 られ る こ と で あ

る.こ の 課 題 はGTAに 取 り組 ん だ 経 験 の あ る研 究 者 な ら頷 け る事 柄 で あ り,筆

者 も 大 い に 悩 ま され た.特 に,膨 大 な デ ー タ を 丁 寧 に 読 み 込 み な が ら第 一 次 コー

デ ィ ン グ を 行 っ て い る プ ロセ ス に お い て,自 分 の 行 っ て い る こ と に 不 安 や 迷 い が

生 じ作 業 を 中 断 して しま うこ と に な る 。 こ れ らを 打 開 す る た め に は,質 的 研 究 を

扱 う研 究 者,専 門 領 域 を 同一 とす る実 践 者 ら との 自 由 な デ ィ ス カ ッ シ ョ ン を行 う

こ とや,質 的 研 究 指 導 者 の ス ー パ ー バ イ ズ を 受 け る こ とで,不 安 と迷 い の 暗 や み

の トン ネ ル か ら脱 す る こ とが で き る と経 験 的 な 実 感 と して 捉 え て い る.こ れ らに

つ い て 所 属 の 研 究 ゼ ミで は,事 例 を も と にGTAに よ る 解 釈 や 分 析 の プ ロセ ス57)

58)59)に つ い て デ ィ ス カ ッシ ョ ン を 行 うこ とで 理 解 を深 め
,実 践 的 活 用 の レベ ル ア

ッ プ の ト レー ニ ン グ を 重 ね た.

GTAを 用 い た 研 究 の 評 価 の 視 点60)は,確 実 性(具 体 的 な プ ロセ ス の 記 述,

デ ー タ と解 釈 の 区 別 が 明確 で あ る こ と),信 懸 性(議 論 に お い て 妥 当 性 が あ る こ と),

転 用 可 能 性(結 果 の 導 き方 が 明 快 で あ る こ と),現 実 と の 関 連 性(現 場 で 実 務 に従

事 して い る 人 た ち が 直 面 して い る 問題 を 解 決 す る の に そ の 研 究 結 果 が 関 連 して い

る こ と)が 重 要 不 可 欠 で あ る.

4分 析 方 法

H章 ・IH章 ・IV章 に お け る 分 析 は,B.G.GlaserとA.L.Strauss61)の 質 的 帰 納 的

記 述 研 究 手 法 で あ るGroundedTheoryApproachを 用 い た.

各 対 象 者 の 語 りの 逐 語 録 と 参 加 観 察 の 記 述 さ れ た デ ー タ か ら最 初 の 概 念 を 生

成 し,そ し て 共 通 の 特 性 に も とつ い て概 念 を 構 成 して い る サ ブ カ テ ゴ リー を 生 成

し た.さ ら に サ ブ カ テ ゴ リー か らカテ ゴ リー を 生 成 した.こ れ らの カ テ ゴ リー の

関 係 を検 討 し結 果 と して,全 て の カテ ゴ リー と関 係 つ く コア カ テ ゴ リー を決 定 し
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ス トー リー ラ イ ン を 作 成 し て理 論 生成 を行 っ た.

具 体 的 な 分 析 手 順 を 以 下 に示 す.① 逐 語 録 に 置 き換 え た デ ー タ 全 体 を 熟 読 しデ

ー タ に 慣 れ る .② テ ー マ に 関連 す る と思 わ れ る 箇 所 に 着 目 し,デ ー タ を 文 章 ま た

は 段 落 ご とに 切 片 化 す る こ とな く拾 い 上 げ る.③ 着 目 した 箇 所 の 要 点 を 簡 潔 に 整

理 し,解 釈 を加 え る.④ そ れ ら を具 体 例 とす る 説 明 概 念 を 生 成 す る(サ ブ カ テ ゴ

リー).⑤ 生 成 され た概 念 に 対 して 具 体 例 が 豊 富 に存 在 す る か ど うか で 概 念 の 有 効

性 を 検 討 す る.⑥ 生 成 した 概 念 に 関 して 留 意 す る事 柄 や 概 念 間 の 関 連 性 を メモ に

残 す.⑦ 生 成 し た 説 明 概 念 か ら さ らに ま とま りの あ る カ テ ゴ リー を 生 成 す る.⑧

カ テ ゴ リー 相 互 の 関係 を検 討 し,分 析 結 果 を ま とめ,そ の 概 要 を簡 潔 に 文 章 化 す

る.⑨ カ テ ゴ リー 間 の 関 連 を 図 式 化 す る.

5信 頼 性 と妥 当性 の確 保

ll章 ・皿 章 ・IV章 の デ ー タ と そ の 分 析 の 信 頼 性 と 妥 当 性 を 高 め る た め に,以 下

の こ と を 行 っ た.

① 参 加 観 察,お よ び 面 接 は,研 究 者 の 思 い 込 み や 判 断 を 排 除 す る た め に,目 に

入 っ た あ りの ま ま を記 述 した.ま た,語 り手 が 用 い た 言 葉 の 意 味 や 意 図 を確 認 し

な が らす す め る よ うに した.② カ テ ゴ リー に 名 前 を つ け る 際,名 前 は 通 常 そ の名

前 が 表 して い る デ ー タ と最 も論 理 的 に 関 連 して い る と思 わ れ る も の で あ り,そ の

名 前 が 指 し示 し て い る こ と をす ぐ に 目 の 前 に 思 い 浮 か べ られ る もの で あ る よ う留

意 した.③ 諸 概 念 を 関係 づ け て い く際,生 成 した 概 念 が,デ ー タ か ら離 れ て 机 上

で 一 人 歩 き し て し ま う こ と を 防止 す る た め,必 ず 個 々 の 概 念 を導 き だ した 基 の デ

ー タ の レベ ル で の 関 係 性 を 吟 味 した .④ カ テ ゴ リー 化 の 段 階 で,救 急 看 護 の 臨床

経 験10年 以 上 で 救 急 看 護 を含 む 急 性 期 看 護 の 研 究 領 域 を も っ 研 究 者2名 に 対 し

て デ ー タ と の フ ィ ッ ト感 に つ い て 確 認 し,フ ィ ッ ト感 の な い も の は 修 正,ま た は

除 外 した.研 究 遂 行 過 程 に お い て 質 的 研 究 方 法 の ス ー パ ー バ イ ズ を 受 け た.

6倫 理 的配 慮

第H章 に つ い て は,研 究 計 画 書 完 成 の段 階 で 石 川 県 立 看 護 大 学 倫 理 審 査 委 員 会

の 審 査 を 受 け2005年5月11日 に 承 認 を受 け た.そ の 後,施 設 長 ・看 護 部 長,病

棟 管 理 者(治 療 の 全 責 任 を負 う立 場 に あ る主 任 教 授,看 護 師 長)に 研 究 の 主 旨 に

つ い て 説 明 し 同 意 を 得 た.対 象 者 に対 して 最 初 に,病 棟 看 護 師 長 が 筆 者 と の 面 談

の 承 諾 を 得 た.次 に 筆 者 が 対 象 者 と会 い,対 象 者 に 対 して 研 究 の 主 旨,方 法,研
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究 協 力 ・途 中 辞 退 の 自 由 とそ れ に 伴 う医 療 の 保 証,プ ライ バ シ ー の保 護 につ い て

口頭 と 文 書 に お い て 説 明 し,同 意 で き る 場 合 に は,同 意 書 に署 名 を得 た.

第 皿 に つ い て は,研 究 計 画 書 完 成 の 段 階 で 石 川 県 立 看 護 大 学 倫 理 審 査 委 員 会 の

審 査 を 受 け2006年4月20目 に承 認 を 得 た.そ の 後,施 設 長 ・看 護 部 長,フ ロ ア

ー 看 護 管 理 者 に 研 究 の 主 旨 に つ い て 口頭 と文 書 に お い て 説 明 し ,同 意 書 に署 名 を

得 た.研 究 フ ロ ア ー の 全 看 護 師 へ の研 究 同意 に つ い て は,そ の 部 門 の 看 護 師 長 よ

り説 明 が な され た.そ の 後 筆 者 自身 が 対 象 看 護 師 へ 研 究 の 主 旨,方 法,研 究 協 力 ・

途 中 辞 退 の 自 由 とそ れ に伴 うプ ラ イバ シ ー の 保 護 に つ い て 口頭 説 明 し同 意 を 得 た

研 究 場 面 に お け る 患 者 へ の 倫 理 的 配 慮 と して,施 設,お よび 現 場 責 任 者 と充 分 に

意 見 交 換 を行 っ た 結 果 以 下 の 配 慮 を行 っ た.① 患 者 へ の 不 安 や 緊 張 を 最 小 限 とす

る た め に,筆 者 の 立 場 は施 設 内 に お い て は研 修 者 と し,そ の 立 場 を 名 札 で 表 記 し

そ れ を 装 着 す る こ とで 明確 に した.② 参 加 観 察 遂 行 中,そ の 場 に お い て 患 者 の 不

都 合 や 参 加 観 察 が 相 応 し くな い と判 断 され た 場 合 に は,施 設 側,研 究 者 相 互 の 申

し出 に お い て 速 や か に参 加 観 察 を 中断 す る こ と を 事 前 に 申 し合 わ せ を 行 っ た.

IV章 に つ い て は,m章 と 同様 に石 川 県 立 看 護 大 学 倫 理 審 査 委 員 会 の審 査 を受 け

2006年4月20日 に 承 認 を 得 た.救 急 看 護 認 定 看 護 師 へ の 依 頼 は,日 本 看 護 協 会

公 式 ホ ー ム ペ ー ジ の 救 急 看 護 認 定 看 護 師 登 録 名 簿 よ り無 作 為 抽 出 し,文 書 にお い

て 実 施 した.筆 者 は研 究 の 承 諾 の あ っ た 対 象 者 の 希 望 す る 日時,場 所 へ 出 向 き,

改 め て 口頭 と文 書 に お い て 研 究 の 主 旨方 法,研 究 協 力 ・途 中 辞 退 の 自 由 とそ れ に

伴 うプ ラ イ バ シ ー の 保 護 に つ い て 説 明 し 同 意 書 に 署 名 を得 た.
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表1日 本看護協会の専門看護師制度と認定看護師制度の比較

目的

定義

役割

門

野

専

分

離

格

認

の

認定の審

査方法

専門看護師制度

看護ケアの質の向上と,保健医療福祉や看護学の発展

専門看護師の認定審査に合格し,あ る特定の看護分野

において卓越した看護分野において看護実践能力を

有すると認められた者

・実践(卓 越した実践)

・教育(ケ アを向上させるための教育)

・相談(す べてのケア提供者[看 護職を含む]

に対するコンサルテーション

・調整

・研究

教育と実績が既にある分野

・保健師助産師看護師免許

・通算5年 以上の実務経験+う ち通算3年 以上の特定

分野での経験+1年 以上の専門看護師の教育終了

後の経験

・看護系大学院修士課程で専門看護師として

の教育を終了していること

・年1回 実施

・書類審査,筆 記審査,口 頭試験

・5年 ごとに認定更新が必要

認定看護師制度

看護現揚における看護ケアの質の向上

認定看護師に必要な教育課程を修了し,ある特定の看

護分野において,熟 練した看護技術と知識を有するこ

とが認められた者

・実践(水 準 の高い実践)

・指導(看 護i実践 を通 した指導)

・相談(看 護]職に対す るコンサルテー シ ョン)

今後発展が期待される分野

・保健師助産師看護師免許

・通算5年 以上の実務経験+う ち通算3年 以上の特定

分野での経験

・目本看護協会認定看護師養成課程(6ケ 月)

を終了していること

・年2回 実施

・書類審査,面 接

・5年 ごとに認定更新が必要

佐藤直子 『専 門看護制 度 理論 と実践』 医学書院,p16,1999よ り引用

瓢
懸

免

実務経験5年 以

上,そ のうち認

定分野3年 以上

認定看護師教育

課程6ケ 月600

時間以上修了

(書
類
審
査
及
び

筆
記
試
験
)

認
定
審
査

認
定
看
護
師
認
定

認
定
証
交
付

・

登
録

*5年 毎更新制

図1認 定看護師教育の教育システム
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第 皿章 救 急 初 療 下 に お け る心 臓 ・血 管 系 に障 害 を もつ 患 者 の

体 験 の 構 造

第1節 本章 の 目的

本 章 は,30ペ ー ジ に 示 した 本 研 究 の 第1段 階 で あ る.初 療 を 受 け る 患 者 に 焦 点

を 当 て,患 者 の 率 直 な 思 い を 分 析 す る こ と に よ っ て,時 間 と空 間 の 推 移 に と もな

っ て 微 妙 に 変 化 す る 患 者 の 体 験 構 造 を 明 らか に す る.そ れ に よ っ て 初 療 に お け る

看 護 介 入 に 必 要 な 技 能 や そ の 教 育 に 関 わ る展 望 を 得 る こ とに あ る.

第2節 研 究 対 象 ・デ ー タ 収 集 方 法 ・期 間 ・場 所

1研 究 対 象

本 研 究 の 対 象 者 は,24時 間 対 応 の 全 次 型 救 命 救 急 セ ン タ ー(以 下,救 急 外 来)

を 受 診 し た 患 者 で,本 研 究 の 主 旨 に 同 意 し,同 意 書 に 署 名 を得 た 者 で あ る.年 齢

は38～77歳(平 均60.5歳),男 性7名,女 性8名 の15名 で あ る.診 断名 は,頻

拍 性 心 房 細 動,完 全 房 室 ブ ロ ッ ク,急 性 心 筋 梗 塞,拡 張 型 心 筋 症,解 離 性 大 動 脈

瘤,急 性 心 膜 炎,発 作 性 心房 細 動,肥 大 型 心 筋 症,狭 心 症 等 で あ る.全 て が,心

臓 ・血 管 系 疾 患 の 患 者 で あ る.

2デ ー タ 収 集 方 法

面 接 は,病 棟 管 理 者 の 協 力 を 得 て 患 者 の 回 復 過 程 を把 握 し,患 者 の 状 態 が 安 定

し,面 接 が 可 能 で あ る こ と を管 理 者 と共 に判 断 した 上 で 実 施 した.救 急 外 来 受 診

か ら面 接 ま で の 期 間 は3～21日(平 均9日)で あ っ た.プ ラ イ バ シ ー に 配 慮 した

設 定 で,救 急 外 来 を 受 診 した 時 点(受 診 目的 と そ の 状 況)か ら,治 療 の 方 向 性 が

決 定 す る ま で(一 般 病 棟 ・重 症 治 療 室 ・手 術 室 ・カ テ ー テ ル 室 搬 入 等 ま で)の 間

の 救 急 担 当看 護 師 との 関 わ り,そ の 関 わ りに 対 して 思 っ た こ とや 感 じた こ と等,

1回20～50分 程 度 を 目安 と し,1人 に つ き1～2回 の 半 構 成 的 面 接 を 行 っ た.

面 接 内 容 は,対 象 者 の 同 意 を得 た う え で 録 音 し逐 語 的 に記 述 した.録 音 の 同 意

の 得 られ な い 場 合 は,フ ィ ー ル ドノ ー トに 内 容 を メ モ と し て 残 す 事 に 同 意 を 得 た.

ま た,面 接 時 の 非 言 語 的 な 反 応 に も細 心 の 注 意 を 払 い 観 察 事 項 を記 録 した.
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3デ ー タ 収 集 期 間

2005年6月 ～2006年3月

4デ ー タ収 集 場 所

A県 内 の特 定機 能病 院 の循環器 病棟

第3節 結 果

救 急 外 来 を 受 診 した 患 者 は,自 分 の 症 状 を 中 心 に そ の 場 を再 構 成 し て い た.ま

た,誰 か らケ ア を 受 け た か とい う明確 な 記 憶 に 乏 しい 場 合 が 多 く,救 急 担 当看 護

師 や 医 師,事 務 員 等 の 識 別 が 困難 で あ る 場 合 に は,医 療 従 事 者 一 般 と して 受 け と

め て い た.

患 者 の 体 験 は,図1(41頁)に 示 す よ うに,初 療 環 境 下 に お い て,カ テ ゴ リー

【信 じて 身 を委 ね る 】,【 自分 が 自分 で な い 感 覚 】,【 現 状 へ の 驚 愕 】 が,連 続 か つ

重 複 して 起 こ り(点 線 長 楕 円 の 連 続 と影),そ れ ぞ れ の カ テ ゴ リー に お い て 【今 後

を イ メ ー ジ で き る情 報 を 希 求 】 が 絡 み 合 い,さ らに こ れ ら の カ テ ゴ リー に 関 連 づ

け られ て コ ア カ テ ゴ リー 『生 を求 め 捉 え よ う とす る 』(中 央 破 線 矢 印)が 生 成 され

て い た.破 線 に よ る 表 示 は.患 者 の 苦 痛 と状 況 の 変 化 に よ っ て 患 者 の こ の思 い が

萎 え て し ま う リス ク が 含 ま れ る こ と を意 味 して い る.

本 研 究 の ス トー リー ラ イ ン は,以 下 の 通 りで あ る.突 然 に健 康 問題 が 発 症 した

患 者 は,救 急 外 来 を訪 れ 医 療 関 係 者 の 積 極 的 な 招 き 入 れ や 関 わ り に よ っ て,【 信 じ

て 身 を 委 ね る 】 こ とで 落 ち着 き と安 ら ぎ を 得 る.し か し著 しい 身 体 異 常 や 苦 痛 症

状 の も とで,自 分 自身 で は ど うに も な らな い 状 況 で あ る こ と を認 め ざ る を得 な く

な り,周 囲 の 専 門 的 支 援 を求 め,否 応 な く専 門 家 の 指 示 を 受 け入 れ,そ れ に よ っ

て 自 己 抑 制 を 余 儀 な く され 【自分 が 自分 で な い 感 覚 】 に 陥 る.患 者 は,こ の 体 験

過 程 に お い て 自己 の 健 康 問 題 の 危 機 を感 じ取 り,あ る い は 健 康 問 題 の複 雑 さ を認

識 す る こ とで,日 常 性 を 欠 き,状 況 理 解 が 困難 に な る とい う 【現 状 へ の 驚 愕 】 を

深 め る こ と に な る.こ れ らの カ テ ゴ リー は 治 療 や 療 養 法 の 方 向性 が 決 定 す る ま で

(初 療 室 を 退 室 し,次 の 治 療 ・療 養 段 階 へ 至 る ま で)各 局 面 に お い て 繰 り返 し体

験 さ れ,そ の 一 方 で,医 療 専 門 家 か ら理 解 で き る か た ち で 【今 後 を イ メー ジ で き

る 情 報 を 希 求 】 して い た.患 者 の これ ら の 体 験 の 過 程 に,『 生 を求 め 捉 え よ う とす

る 』 思 い が 貫 か れ て い た.
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図1救 急初療を受ける患者の体験のカテゴリー間の関連

表1救 急初療における患者の体験の構造

コアカテ ゴ リー

『生を求め捉えようと

する』

カテゴリーの中核であ

り、著しい症状の持続と

非 日常的環境の中で医

療を受けることに苦 し

みなが らも、症状の改善

をめざし、気持ちを奮起

させること

カテ ゴ リー

【信 じて身を委ねる】

定義:救 急外来を受診直後より、速やかで

親切な専門的な対応 を受けたことで、安心

してその場に身をおくこと

【自分が自分でない感覚】

定義:身 体症状が出現していることで身体

が通常とは異な り、自由に身動きが とれ

ず、自分らしさを失いかけ、自分 自身を苦

悩するものと捉えていること

【現状への驚愕】

定義:生 じている健康問題やその状況が理

解 し難く、悪い方向へと思考が進み、自己

の身体状況に憂えること、嘆 くこと

【今後をイメージできる情報を希求1

定義:健 康問題の診断が確定するまでの間

少 し先を想定しながら、落ちついて時間を

過ごすことのできる情報を期待すること

サ ブカテ ゴ リー

1)〈迅速な対応に喜ぶ〉

2)〈 身近で常に気にかけ、関心を注いで

くれたことに安堵〉

3)<的 確な対応 とア ドバイスによって勇

気づけられる〉

1)<い つもと違 う、どうにもならない

自分を自覚〉

2)<自 分の 言動や行動を中止 し、指

示に従 う〉

1)〈 病状の重症 さや死に対する疑念や

恐怖を感 じる〉

2)〈 専門的説明や状況に困惑〉

1)〈 現状の解説を期待〉

2)〈 今後の成 り行き情報を期待〉

特 性

①直ぐに

② 厘絡(連 鷹)が スムース

①絶えず気にかける

②親身

③身近な存在

①代弁

②具体的な指示

③後押し

④手際の良い処置

⑤理解しやすい説明

①身体(囎 ロ感 や異変

②強い苦痛

③状況認知が不可能

④ 自己閉塞

⑤ 自分で動 くことができない

①行動の制限

②なされるまま

③注文をつけたくとも我慢

④ 自己判断を止める

①病状を重病と捉える

②悪い病気を疑 う

③死への恐怖

①専門的説明が理解困難

②緊急処置の受けとめ困難

①焦燥感 とあきらめ

②未だか、未だかと待っ

①状況説明を希望

②前向き情報を期待
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コ ア カ テ ゴ リー は 『』,カ テ ゴ リー は 【】,サ ブ カ テ ゴ リー は 〈 〉,特 性 は""

で 示 し た(41頁 表1).ま た カ テ ゴ リ ー を 理 解 し 裏 づ け と な る 生 デ ー タ を 記 述 し

た.デ ー タ 内 の 看 護 師 と い う記 述 は,救 急 担 当 看 護 師 を 示 す.

な お,対 象 者 が 語 りの 途 中 に 言 葉 を 省 略 した こ とで,生 デ ー タ に お い て 意 味 が

通 じ に く い 箇 所 は,筆 者 が()付 け で 補 っ た.

1【 信 じて 身 を 委 ね る 】

患 者 は 突 然 の 健 康 問 題 の 発 生 に よっ て,苦 痛 を伴 う身 体 症 状 の 出 現 に 直 面 し,

そ の 状 況 に 対 す る 不 安 が増 強 して 動 揺 す る 中,救 急 外 来 を 受 診 した.患 者 は,外

来 到 着 後 よ り医 療 者 か らの 積 極 的 な 関 わ りに よ っ て 少 しず つ 落 ち 着 き を 取 り戻 し

そ の 場 で の 自分 の 居 心 地 を確 か め居 場 所 を確 保 して い た.こ の 体 験 は 安 心 して こ

の 場 所 で 医 療 を受 け る こ とを 納 得 して い くプ ロセ ス で あ り,<迅 速 な 対 応 に 喜 ぶ

〉,〈 身 近 で 常 に 気 に か け,関 心 を注 い で くれ た こ と に 安 堵 〉,〈 的 確 な 対 応 と

ア ドバ イ ス に よ っ て 勇 気 づ け られ る 〉 か ら構 成 され た.

1)〈 迅 速 な 対 応 に 喜 ぶ 〉

患 者 は,身 体 的 苦 痛 が 出 現 した こ とで,慌 て て 救 急 外 来 を訪 れ て い る こ とを 医

療 者 が 受 け と め て くれ て い る と敏 感 に キ ャ ッチ して い た.す な わ ち,"直 ぐ に"話

し を 聞 い て くれ た こ と,救 急 担 当 看 護 師 側 が 気 に か け て い る こ と を行 動 で 示 して

くれ た こ と,ま た 病 院 外 か ら の"連 絡(連 携)が ス ム ー ス"に 行 わ れ て お り,速

や か に 対 応 し て くれ た こ と,静 養 室 で の休 息 を 導 い て くれ た こ と等,外 来 到 着 直

後 よ り患 者 自身 の 立 場 に 立 っ て 受 け容 れ られ,直 ぐ に何 らか の 関 わ りを 受 け た こ

と を 喜 び と し て 捉 え て い た.

病 院 に 来 た と き,す ぐ に 見 て くれ た と い う か,す ぐ に,は じめ に 看 護 師 さ ん が

話 を 聞 い て くれ ま し た.患 者 は,調 子 が 悪 く な っ て 来 る の だ か ら,す ぐ に 見 て ほ

し い と 思 い ま す.今 回 は,直 ぐ に 見 て くれ た と い う か,待 ち 時 間 が な か っ た と 思

い ま す.そ れ は,あ りが た か っ た で す.来 て 良 か っ た,と い う感 じで す.(54歳,

男 性,主 訴=不 整 脈 と 動 悸,診 断:拡 張 型 心 筋 症)

既 に,(前 の 病 院 か ら)電 話 で の 連 絡 が あ っ た た め か,病 院 に つ い た ら直 ぐ に 診

察 室 に 通 し て くれ て …,先 生 の 姿 は わ か り ま せ ん で した が,ベ ッ ドに 休 ま せ て く

れ て,診 て も ら え る と い う感 じで し た.身 体 が と て も 辛 く て,直 ぐ に 横 に な りた

い 気 持 ち で した.(74歳,女 性,主 訴:強 度 の 背 部 痛,診 断:解 離 性 大 動 脈 瘤)
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2)〈 身 近 で 常 に気 に か け,関 心 を注 い で くれ た こ と に 安 堵 〉

外 来 到 着 直 後 よ り,患 者 は,状 態 把 握 の た め の 症 状 の 観 察,検 査 や 処 置,治 療

が 進 め ら れ て い く過 程 で,救 急 担 当看 護 師 か ら.患 者 の 身 に 生 じた 不 都 合 の度 合

い や 症 状 の 増 悪,新 た な 症 状 の 出 現,そ の 変 化 を"絶 えず 気 に か け られ"見 守 ら

れ て い た.患 者 は,素 朴 で 些 細 な 問 い か け に 対 して,救 急 担 当看 護 師 が"親 身"

に 応 じて 関 わ っ て くれ る こ と を 随 所 に 感 じ取 り,救 急 担 当 看 護 師 を"身 近 な 存 在"

と し て 捉 え る こ と が で き,そ の 場 を リ ラ ッ ク ス して 過 ご し て い た.

あ そ こ に い る 間,み ん な 看 護 師 さ ん が し て く れ て い た よ う に 思 い ま す.時 々,ど う,な

ん て 聞 い て く れ ま し た.ち ょ く,ち ょ く,様 子 を の ぞ き 込 む よ う に 顔 を 見 て く れ て,に っ

こ り し て く れ て,段 々,安 心 し て,あ そ こ に い た と 思 い ま す.(74歳,女 性,主 訴:強 度

な 背 部 痛,診 断=解 離 性 大 動 脈 瘤)

看 護 婦 さ ん が 一 緒 に つ い て 来 て く れ て,ト イ レ が 狭 い も の で,点 滴 は 大 丈 夫 か と 言 っ て

気 を 遣 っ て く れ ま し た."扉 は,開 け て お い て い い わ よ."と か,"側 で 見 て て あ げ る"と

か 言 っ て,終 わ る ま で 付 き き り で い て く れ ま し た.す ご く 心 強 か っ た で す.(68歳,女

性,主 訴=動 悸,診 断=頻 拍 性 心 房 細 動)

3)〈 的 確 な 対 応 とア ドバ イ ス に よ っ て 勇 気 づ け られ る 〉

患 者 は,身 体 症 状 が 強 い こ とや 状 況 に 対 す る 不 安 か ら,自 己 の 状 況 を 認 知 し受

け と め る こ と が 困 難 で あ っ た.救 急 担 当看 護 師 か ら.自 分 の 状 況 を 表 現 す る こ と

に 詰 ま れ ば"代 弁"し て も らい,心 細 く不 安 で,ま た ボ ン ヤ リ し た 状 況 で ど う し

た ら よ い か わ ら な い 時 に は,救 急 担 当 看 護 師 の 方 か ら"具 体 的 な 指 示"を 示 され,

判 断 に 困 っ た 時 に は,"後 押 し"し て決 断 す る た め の 助 け を 受 け て い た.ま た,"手

際 の 良 い 処 置"を 受 け る こ と,"理 解 しや す い 説 明"を 受 け る こ とで,患 者 は ケ ア

され て い る こ と を 実 感 し,安 心 して 救 急 担 当看 護 師 に 身 を 任 せ て い た.

弱 く な り か け た 時,看 護 師 さ ん が 状 況 を 説 明 し て く れ て,こ う し な さ い と か,こ う な の

よ と 言 っ て く れ た の が,支 え に な っ た と い う か,勇 気 づ け ら れ た と い う 感 じ で す.自 分 で

は 考 え ら れ な い よ う な 感 じ で ….さ す が!で し た.少 し,厳 し い 感 じ も し ま し た が,カ

づ け ら れ ま し た.(54歳,男 性,主 訴=胸 痛,診 断:急 性 心 筋 梗 塞)

…(略)自 分 と して は ,重 症 とは思 って い な か った けれ ど,先 生 に は,入 院 しな い と
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駄 目 っ て 言 わ れ て,自 分 で は,家 に 帰 る つ も りで い た ら,看 護 師 さ ん が こん な 状 態 で は,

家 に も帰 れ な い の で は?っ て.養 生 した 方 が 身 体 が 楽 よ と,勧 め て くれ て.そ れ で,決 心

で き ま した.あ の ま ま 帰 って い た ら,今 度 は 救 急 車 で 来 る は め に な って,娘 が 言 う通 り,

死 ん で い た か も ・・9.(65歳,女 性,主 訴=呼 吸 困難,診 断=発 作 性 心 房 細 動)

2【 自 分 が 自 分 で な い 感 覚 】

患 者 は 救 急 外 来 受 診 直 後,医 療 者 と の 関 わ り に よ っ て 健 康 問 題 の 解 決 を信 じて

身 を 委 ね な が ら,通 常 とは 異 な る 身 体 状 況 の 変 化 や 強 い 苦 痛 症 状 に 耐 え て い る こ

とか ら周 囲 へ の 関 心 は 低 下 して い た.そ して 自分 自身 の 中 に 閉 じ籠 も る 状 況 とな

り,専 門 家 の 助 け 無 く して は 自分 自身 を維 持 す る こ とが 困難 な 状 況 に あ っ た.信

じて 身 を 委 ね る こ との 背 景 に は,医 療 者 との 関 わ りに お い て 生 じた 信 頼 や 安 堵 の

思 い が あ っ た が,そ れ 以 上 に身 を 委 ね ざ る を得 な い,厳 しい 身 体 的 状 況 が あ っ た

こ と を 意 味 して い る.ま た,自 分 が よ い 方 向 へ 向 か うこ と を信 じ て,そ の た め に

自 ら他 者 へ 働 き か け る,あ る い は 何 か 行 動 を 起 こ す と言 う積 極 的 な 立 場 を と る の

で な く,自 分 自身 を抑 制 す る こ とで 周 囲 に 支 援 を 求 め,受 け入 れ る と い う従 順 な

姿 勢 を と っ て い た.こ の カ テ ゴ リー は くい っ も と違 う,ど うに も な らな い 自分 を

自覚 〉,〈 自分 の 言 動 や 行 動 を 中 止 し,指 示 に 従 う〉 か ら構 成 され て い た.

1)〈 い っ も と違 う,ど うに も な らな い 自分 を 自覚 〉

普 段 は 全 く感 じ る こ との な い"身 体 の違 和 感 や 異 変"が 出 現 し,"強 い 苦 痛"を

伴 っ て い た.患 者 は そ の 場 の"状 況 認 知 が 不 可 能"と な り,"自 己 閉 塞"の 状 態 に

囚 わ れ て い た.ま た,通 常 で は 全 く支 障 な く行 え て い た こ とで あ っ て も"自 分 で

動 く こ とが で き な い"状 況 に 陥 り医療 者 の サ ポ ー トを 求 め て い た.

身 体 が,飛 び 上 が る み た い に な っ て ….そ れ が 長 く続 い て 凄 く疲 れ て …,

ず っ と 落 ち 着 か な い で し ょ.本 当 に ど う に か し て,っ て 叫 び た い よ う な,で も そ

ん な 元 気 も な く て,ど う し よ う ～ っ て 感 じ で し た.(68歳,女 性,主 訴=動 悸,診

断:頻 拍 性 心 房 細 動)

(略)救 急 車 に 乗 っ た こ と は,全 く記 憶 に あ り ま せ ん.本 当 は,何 が ど う だ っ

た か,自 分 は 動 く こ と も で き な い し,自 分 が 自 分 で わ か ら な か っ た で す.で も,

病 院 に 来 て 色 々 と 聞 か れ て い る う ち に,あ 一,調 子 が 悪 く な っ た ん だ,と 段 々 判

っ て き ま し た.も う少 し,遅 か っ た ら今 あ る か ど う か … わ か ん な い ね.(77歳,

男 性,主 訴:意 識 消 失 発 作,診 断:肥 大 型 心 筋 症)
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2)〈 自 分 の 言 動 や 行 動 を 中止 し,指 示 に 従 う〉

救 急 外 来 は,患 者 に と っ て 馴 染 み の な い 物 々 しい 環 境 で あ り,そ の 中 で"行 動

の 制 限 を 指 示"さ れ,マ ス ク に 包 ま れ た 顔(人)か ら注 目 され"な され る ま ま"

にせ ざ る を得 な か っ た.未 熟 な 技 術 に 対 して"注 文 を っ け た く と も我 慢"し,ま

た"自 己 判 断 は 止 め""周 囲 の 状 況 に合 わ せ て い た".

静 か に,安 静 に 寝 て い る よ うに 言 わ れ た の で,言 わ れ る ま ま に して い ま した.あ の 時 は

自分 が 何 か を話 した り,自 分 で 動 いた り した らい けな い と思 っ て い ま した.(77歳,男 性,

主 訴=意 識 消 失 発 作,診 断:肥 大 型 心 筋 症)

採 血 が な か な か 出 来 な く て 痛 く て,イ ヤ に な っ て き て ….も っ と 上 手 に,早 く し て と

思 い ま し た.で も,ロ に 出 し て 言 え ま せ ん で し た.黙 っ て な さ れ る ま ま で し た.(47歳,

男 性,主 訴=呼 吸 困 難,診 断=拡 張 型 心 筋 症)

3【 現 状 へ の 驚 愕 】

自分 が 自分 で な い 感 覚 の 時 間 に お い て,環 境 周 囲 の 違 和 感 に 一 層 戸 惑 い,病 状

へ の 疑 問 や 重 症 を 懸 念 す る 等,時 に は 過 度 な 憶 測 も 生 じ て い た.ま た 馴 染 み の な

い 難 解 な 医 学 用 語,症 状 の 変 化,そ れ に 対 す る 処 置 等,状 況 の 変 化,進 行 を 受 け

と め き れ ず 驚 く ば か りで あ っ た.こ の カ テ ゴ リー は く病 状 の 重 症 さや 死 に 対 す る

疑 念 や 恐 怖 を 感 じ る 〉,〈 専 門 的 説 明 や 状 況 に 困 惑 〉 か ら構 成 され た.

1)〈 病 状 の 重 症 さや 死 に 対 す る 疑 念 や 恐 怖 を感 じ る 〉

自分 の 病 状 が 十 分 理 解 で き ぬ 状 況 下,時 に は 医 療 者 の 不 用 意 な 言 葉 で,"病 状 を

重 症 と捉 え",あ るい は"悪 い 病 気"で は な い か と緊 張 を 高 め て い た.ま た,緊 張

の 高 ま りは"死 へ の恐 怖"へ と進 展 して い た.

最 初 に 見 て も ら った 病 院 で,こ こ に連 れ て 来 られ る道 す が ら,電 気 シ ョ ッ クす る器 械 が

な い こ と で,(医 療 者 同士 で)言 い合 いに な って,そ れ を 聞 い て す ご く ビ ック リ して,そ れ

が ず っ と頭 か ら 離 れ な い で,自 分 は 相 当 悪 くて,も う だ め な ん だ と思 っ て,ひ ど くシ ョ ッ

ク で した.(52歳,男 性,主 訴=胸 痛,診 断=急 性 心 筋梗 塞)

症 状 は,少 しず つ 落 ち 着 い て 楽 に な った 様 に 思 い ま した.そ れ で も 検 査 が 続 くば か りで,

も うだ め か と,何 度 も思 いま した.仕 事 を途 中 に して 病 院 に 来 て い た の で,そ の こ と も 気

に か か り職 場 の 人 に迷 惑 ば か りか け て,悪 いな あ っ て思 っ た り,(略)(38歳,男 性,主 訴=
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胸 痛,嘔 吐,診 断=急 性 心 筋 梗 塞)

2)〈 専 門 的 説 明 や 状 況 に 困 惑 〉

医 師 か ら病 状 の 説 明 を 受 け る が,難 しい 耳 慣 れ な い 言 葉 で あ る た め に,患 者 は

"専 門 的 説 明 の 意 味 が 理 解 で き ず"に い た
."緊 急 処 置 が 実 施 され る が,そ の 内 容

が 理 解 で きず",時 に は そ れ を理 解 す る こ と を放 棄 して い た.

判 っ た と 言 う か,私 ら 難 し い こ と 言 わ れ て も,本 当 は わ か ら ん.な ん か ね,い ろ い ろ 沢

山 話 し て く れ た け ど,全 然 わ か ら ん.私 ら み た い こ ん な 年 寄 り,聞 い て も わ か ら ん し,お

任 せ や.そ れ が 一 番.あ た し ら 素 人 は,説 明 聞 い て も わ か ら ん や ろ う し.(69歳,男 性,

主 訴=全 身 倦 怠 感,診 断:完 全 房 室 ブ ロ ッ ク)

直 ぐ に,カ テ ー テ ル の 処 置 を す る っ て,何 が,な ん だ か,分 か ら な い う ち に,ア ッ と 言

う ま で し た.カ テ ー テ ル の 検 査 中 も,透 析 の 機 械 が 動 い て い て … 随 分 経 っ て か ら,や っ

と あ あ,そ う な ん だ と 判 っ て き て,そ の 時 は 何 が,何 や ら 判 ら な い 状 況 が 結 構 続 い て,ど

う な る か な あ ～ っ て 思 い ま し た.(38歳,男 性,主 訴=胸 痛,嘔 吐,診 断:急 性 心 筋 梗 塞)

4【 今 後 を イ メ ー ジ で き る 情 報 を希 求 】

こ の カ テ ゴ リー は,こ れ ま で の3つ の カ テ ゴ リー と絡 み,患 者 が,救 急 外 来 受

診 以 降,ど の よ うな 状 況 に お い て も少 しだ け 先 の 事 を想 定 し な が ら,落 ち着 い て

そ の 場 で の 時 間 を過 ご す こ と が で き る よ うに,理 解 可 能 な 表 現 と 内 容 の 情 報 を期

待 す る こ と で あ っ た.情 報 と は,診 察 や 検 査 ま で の 待 ち 時 間 や 所 要 時 間,経 過 観

察 を継 続 す る 時 間 等,今 後 の 方 針 に 関 わ る状 況 や 症 状 の 解 説 で あ り,【 信 じて 身 を

委 ね る 】,【 自分 が 自分 で な い 感 覚 】,【現 状 へ の 驚 愕 】 の 状 況 を脱 す る ・抜 け る こ

とが で き そ うな 期 待 を 思 い うか べ る ・抱 か せ る 事 柄 で あ る.こ の カ テ ゴ リー は く

現 状 の 解 説 を 期 待 〉,〈 今 後 の成 り行 き 情 報 を 期 待 〉 か ら構 成 され て い た.

1)〈 現 状 の 解 説 を期 待 〉

患 者 に と っ て 救 急 外 来 受 診 は,何 よ り も 自 己 の 症 状 緩 和 が 優 先 さ れ,そ の た め

の 速 や か な 対 応 が 期 待 され る も の で あ っ た.し か し,そ れ が 叶 うま で の 待 ち 時 間

が 長 い た め 怒 り に も似 た"焦 燥 感 と仕 様 が な い とい うあ き ら め"の 両 方 が 混 在 し

て い た.ま た 理 解 不 能 な 時 間 を過 ご し,次 の 対 応 を"未 だ か,未 だ か と待 っ"こ

と に疲 労 を 感 じて い た.
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待 っ て い る 間,先 生 が何 時 頃 来 るか と か 不 安 じ ゃな い.も うす ぐ来 ま す よ と か,も う

10分 く ら い で き ま す よ とか,そ の 時間 が い つ に な っ た ら来 るの か,そ う い うの が わ か ら

ん とい う の は 不 安 だ ね.(58歳,主 訴:胸 痛,診 断:狭 心 症)

何 故,診 察 して 貰 え な い ん だ ろ う?自 分 よ り先 に 来 て い る 人 も い るの で,強 く は言 えな

か った ん で す が,診 察 が 止 ま って い る と言 うか ….実 際 は30～40分 位 は 待 った と思 いま

す が,実 際 の 時 間 以上 に 長 く感 じて,未 だ か,未 だ か と思 い な が ら待 っ て ….妬 け に長

くて.(41歳,男 性,主 訴=背 部 痛,胸 痛,診 断=急 性 心 筋 炎)

2)〈 今 後 の 成 り行 き 情 報 を 期 待 〉

患 者 は,症 状 や 状 況,あ るい は そ の 変 化 が,自 分 に と っ て 良 い 方 向 へ 向 い て い

る の か,あ る は そ うで な い の か,こ れ か ら ど の よ うな 検 査 や 処 置 が 必 要 に な る の

か,自 分 が ど の よ うな 心 持 ち で こ の場 で 時 間 を過 ご せ ば 良 い の か 判 断 で き る た め

の"状 況 説 明"を 求 め,ま た で きれ ば 不 安 な 情 報 よ り,"前 向 き"に そ の 場 で 時 間

を 過 ご す こ と の で き る情 報 を期 待 して い た.

薬 を使 っ て経 過 をみ ま しょ う,っ て言 わ れ て ベ ッ ドで 静 養 して い ま した.時 々,看 護 師

さん が 血 圧 を 測 った り,症 状 に つ い て 聞 い て くれ た り しま した.私 は,少 しず つ 楽 に な っ

た よ う に 思 え た の で す が,看 護 師 さん は ジ ッ と器 械 を見 つ め,私 の 話 し を聞 くだ け で,何

も言 わ な い の で ….経 過 が 良 い と か,良 くな い とか,何 か 言 って 欲 しか った で す.(41

歳,男 性,主 訴=背 部 痛,胸 痛,診 断=急 性 心 筋 炎)

本 当 の こ と を 聞 きた いの は事 案 です が,万 一 の こ と ま で言 わ れ る と余 計 に心 配 に な って.

頑 張 ろ う と 思 え る話 しを して ほ しい 、弱 気 に な った り,萎 えて しま わ な い よ うな(話 しが

ほ しい).(52歳,男 性,主 訴:胸 痛,診 断=急 性 心 筋 梗 塞)

◇ 『生 を 求 め 捉 え よ う とす る 』

患 者 は,救 急 外 来 を 受 診 し非 日常 的 環 境 の 中 で 著 し く厳 しい 症 状 を 自覚 しな が

ら 【信 じて 身 を 委 ね る 】,【 自分 が 自分 で な い感 覚 】,【 現 状 へ の 驚 愕 】,【今 後 を イ

メ ー ジ で き る 情 報 を 希 求 】 を 体 験 して い た.各 カ テ ゴ リー の 根 底 に は 『生 を求 め

捉 え よ う とす る 』 患 者 の 思 い が 潜 ん で お り,こ の 中核 とな る カ テ ゴ リー は,患 者

は 著 しい 症 状 の 中 で 医療 を受 け る こ と に 苦 しみ な が ら も,症 状 の 改 善 を め ざ して,

初 療 の 過 程 に お い て 生 へ の 思 い が 萎 え そ うに な っ た 時 に,気 持 ち を奮 起 させ る も

の で あ っ た.
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第4節 考 察

1患 者 の体 験 構造 に対す る救 急担 当看護 師の 関わ り

国 全 て カテ ゴ リー は,患 者 が救 急外来 を受 診 した 時 か ら治 療 の方 向性 が決 定す る

ま で,あ ら ゆ る 局 面 に お い て 連 続 的 に,か つ 重 複 し て 患 者 に 生 じ て い た.こ の よ

うな 構 造 的 脈 絡 が,初 療 時 にお け る 患 者 の お か れ た 状 況 の 厳 し さ と,患 者 が 救 急

外 来 を 最 後 の 砦 と して 捉 えて い た こ と に,切 迫 した リア リテ ィ感 を賦 与 して い る.

こ の よ うな 体 験 構 造 を患 者 の外 観 か ら読 み 取 る こ と は 極 め て 困難 で あ る.そ れ 故

に 複 雑 な 状 況 下 に あ る患 者 の 思 い を 受 け 止 め,戸 惑 い と困 惑 か ら開 放 へ 至 る過 程

を洞 察 し,専 門 的 な看 護 介 入 が 求 め られ て い る.

回 救 急 外 来 を訪 れ た 患 者 が,そ の 初 療 の 各 局 面 で 何 が どの よ うに な され て い るの

か 全 く知 る 余 地 の な い こ と を 救 急 担 当看 護 師 は ふ ま え,患 者 が 救 急 外 来 を訪 れ た

瞬 間 か ら患 者 の た め に 「も て な しの 心 の ドア を 開 く」1)姿 勢 とそ れ を示 す 言 葉 を

表 現 す る 必 要 が あ る.【 信 じて 身 を 委 ね る 】患 者 に と っ て,こ の 瞬 間 は 救 急 担 当 看

護 師 と如 何 な る 関 係 が 作 られ る か とい う こ と は,以 降 の 両 者 に と っ て 決 定 的 な 第

一 歩 と な る .危 機 的 状 況 下 に あ る患 者 は,救 急 担 当 看 護 師 か ら積 極 的 な 関 わ りや

励 ま しを 受 け る こ と で 慰 め られ る.そ して,さ ら に,相 互 に 分 か り合 い を志 向す

る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン的 行 為 を重 ね る こ と で,患 者 は 救 急 担 当看 護 師 に 肯 定 的 な

印 象 を 持 て る よ うに な る.救 急 担 当看 護 師 が 僅 か な こ とに も手 を 差 し伸 べ,穏 や

か な 口調 や 暖 か な 表 情 は,患 者 に とっ て 安 堵 と快 適 さが 感 じ られ る こ と で あ り,

ケ ア と して 重 要 な 意 味 を もっ と考 え られ る.

患 者 に と っ て 身 体 的 苦 痛 の 出 現 は,そ の 人 に とっ て 実 際 に 体 験 す る 感 覚 だ け で

な く,そ の 人 が 知 覚 し た 主 観 的 な 感 覚 を も含 ん で お り2),そ れ に伴 う思 考 の 動 揺

を 引 き 起 こ し 【自分 が 自分 で な い 感 覚 】 に 陥 る.患 者 が 自分 ら し さ を 取 り戻 す た

め に 救 急 担 当看 護 師 は,そ の場 に お い て 患 者 の リ ラ ッ ク ス を 導 く関 わ りを 行 うこ

とが 重 要 と考 え られ る.救 急 担 当看 護 師 は,安 楽 な 体 位 や 暖 か な 環 境 で 安 静 を 導

く こ と,患 者 の 希 望 す る 事 柄 を確 認 して 可 能 な こ とは 叶 え,症 状 の 変 化 や 新 た な

問題 の 発 生 に 注 意 を 払 う.時 間 的 制 約 や 患 者 の 身 体 状 況 が 厳 しい 状 況 下 で は 余 計

な 苦 痛 を 加 え る こ と も少 な くな い が,患 者 が 大 事 に され て い る と感 じ られ る よ う

な 行 為 が 求 め られ る.救 急 担 当看 護 師 が 患 者 の最 初 の 局 面 に介 入 す る こ とで,患

者 が 落 ち 着 き を 取 り戻 し 医療 に お け る 自分 自身 の 役 割 を 理 解 で き る よ うに な る こ

とが 期 待 され る.
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匡]初 療 を 受 け る 患 者 は,時 間 の 流 れ の 中 で 複 数 の 局 面 の 展 開 に 遭 遇 す る.そ の 局

面 と は,先 に 述 べ た よ うな 救 急 外 来 へ 踏 み 入 っ た 時,最 初 の 救 急 担 当看 護 師 との

出 会 い の 時,ま た 症 状 の 変 化 が起 こ っ た 時 で あ り,ま た 具 体 的 な 処 置 や 検 査,治

療 が 開 始 され た 段 階 等 で あ る.特 に,心 臓 ・血 管 系 の 障 害 は,生 命 に 直 結 した 主

要 臓 器 で あ る こ とに よ り.強 い 不 安 や 恐 怖 と し て 認 知 され,「 飛 び 上 が る身 体 」

を 体 感 し 「苦 し くて,死 ぬ か も しれ な い 」 と表 現3)さ れ る よ うな危 機 的 状 況 で あ

る 局 面 に 対 して,【 現 状 へ の 驚 愕 】 を 患 者 は 余 儀 な く さ れ る.初 療 環 境 に お い て

救 急 担 当 看 護 師 は,限 られ た 時 間 の 中 で 同 時 に様 々 な 混 沌 と した 状 況 に 対 処 しな

け れ ば な ら な い 揚 合 も少 な く な い が,常 に 患 者 を 尊 重 す る こ とに 徹 し,医 療 者 の

不 用 意 な 言 動 や 会 話,患 者 が 理 解 の で き な い 言 葉 は避 け,患 者 の お か れ て い る状

況 を 平 静 な 雰 囲 気 に 転 換 す る努 力 が 求 め られ て い る.ま た 救 急 外 来 は,医 療 者 の

作 業 効 率 を 最 大 限 に 配 慮 した スペ ー ス で あ り,様 々 な 医 療 器 械 な どハ イ テ ク ノ ロ

ジ ー を 配 備 す る こ と で 患 者 の 生 命 を維 持 し,苦 痛 を 最 小 限 に す る た め の ケ ア を 導

く も の で あ る.し か し患 者 に とっ て は,自 己 の 身 に 起 こ っ て い る苦 痛 に 追 い 打 ち

を か け る よ うな 非 日常 的 な環 境 で あ る こ と で,一 層 の 動 揺 を 引 き 起 こ しか ね な い.

救 急 担 当看 護 師 は タイ ミ ン グ を 見 計 ら い これ らを 活 用 す る こ との 意 味 や 期 待 され

る 効 果 等 を 伝 え る こ とは,救 急 外 来 で どの よ うな 治 療 を 受 け る こ と に っ な が る の

か に つ い て,理 解 を促 す 機 会 に な る と考 え られ る.患 者 に と っ て 将 来 へ の 希 望 を

見 失 う こ と に な らな い よ うに,救 急 担 当看 護 師 は 真 摯 な 対 応 と最 先 端 の 専 門 的 技

術 を 提 供 す る こ との バ ラ ン ス を と る こ とが 重 要 で あ る.

巨]初 療 環 境 に お い て 患 者 が 【今 後 をイ メー ジ で き る情 報 を 希 求 】す る こ と は,こ

れ ま で の カ テ ゴ リー を 生 じ させ た 各 状 況 に,更 に 各 状 況 が 重 な っ た 局 面 に お い て

も救 急 担 当 看 護 師 と の コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン に よ っ て 患 者 が 自 己 の 状 況 を受 け止 め

戸 惑 い と 困 惑 か ら開 放 され る こ と に繋 が る.初 療 の 現 揚 に お い て,救 急 担 当看 護

師 は 病 状 診 断 や 治 療 の 方 向性 を決 定 す る 立 場 に な く,医 師 の 補 助 的 側 面 が 強 調 さ

れ や す い.し か し救 急 担 当看 護 師 が 主 体 とな っ て 積 極 的 に 患 者 へ の 関 わ りを継 続

す る こ と に よ っ て,患 者 は気 持 ち が楽 に な る,努 力 す る き っ か け を 作 る,療 養 に

必 要 な 知 識 を 得 る,説 明 を 受 け る等 とい うポ ジ テ ィ ブ な 反 応 を 示 す こ と が 明 らか

に な っ て い る4).

本 研 究 は,そ れ が 初 療 に お い て,最 も先 鋭 的 に 且 っ 集 中 的 に 現 わ れ る こ と を 支

持 して い る.通 常 の 外 来 を 受 診 す る以 上 に,救 急 外 来 を 受 診 す る患 者 は 戸 惑 い と

困 惑 の 中 で 自分 ら し さを 維 持 しな が ら生 を求 め よ う とす る 思 い を奮 い 起 こ し,持
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続 させ よ う と試 み る.そ の 患 者 に,今 後 の な りゆ き を 伝 え 心 身 の 安 定 を 図 りな が

ら,今 の 状 況 を 受 け と め て い く こ とが で き る よ う に相 互 関 係 を創 っ て い く こ とが

救 急 担 当 看 護 師 の 責 務 とな る.

固 全 て の カ テ ゴ リー の 中核 に は,患 者 自身 が 『生 を 求 め捉 え よ う とす る 』 思 い が

脈 打 っ て い た.患 者 は,初 療 下 に お い て 戸 惑 い 困 惑 す る状 況 に あ り,決 して 尋 常

とは 言 い 難 い 体 験 の 連 続 に よ っ て,状 況 が 緊 迫 して い る こ と を 理 解 す る.そ の 一

方 で,患 者 は状 況 の 打 開 と 生 き る こ と を 強 く願 っ て い た.

一 般 に 看 護 ケ ア は
,患 者 と看 護 師 相 互 の 関係 に お い て 成 り立 ち,そ の 両 者 の 人

間 関 係 的 な プ ロ セ ス に お い て 患 者 自身 の 問 題 の 成 り行 き に 対 して もつ 効 果 は大 き

い5).心 臓 ・血 管 系 に 障 害 が あ る患 者 の 揚 合 に は,確 か に,慢 性 的 な 経 過 を た ど

り生 涯 に お い て 療 養 行 動 を継 続 しな け れ ば な らな い.将 来 に 対 し過 度 に 否 定 的 な

イ メ ー ジ を 形 成 す る こ とが な い よ うに,自 己 の 健 康 問 題 へ の 関 心 が 高 ま る こ とが

期 待 され る.

匝]初 療 下 で は,僅 か な 時 間 の 中 で 患 者 の ニ ー ズ が 患 者 自身 で 意 識 され な い うち に,

救 急 担 当 看 護 師 か ら看 護 ケ ア を提 供 され る場 合 が 少 な く な い.患 者 は 専 門 的 支 援

に 依 存 し な が ら も,自 分 自身 で 生 き る こ とを 求 め,生 に 意 識 を 向 け て そ の 場 に 立

ち,今 の 状 況 を 見 極 め よ う と して い た.こ れ は 自 己 の 健 康 問 題 解 決 の プ ロセ ス に

お い て,自 らが 参 加 す る こ と を 意 味す る も の で あ り,今 の 自己 と の 対 峙 に よ っ て

自分 自 身 の 存 在 の あ り様 に 対 す る意 識 を 自覚 す る契 機 と な る で あ ろ う.こ れ は 患

者 が 継 続 され る 治 療 を 受 け と め,受 け入 れ て い く た め の 準 備 を整 え て い く こ とを

示 して お り,そ の た め に 救 急 担 当看 護 師 に は,患 者 の 取 り組 み の 原 動 力(『 生 を求

め 捉 え よ う とす る 』 思 い)を 維 持 す る こ とが で き る よ うな 関 わ りが 求 め られ る こ

と に な ろ う.

2看 護教 育 へ の示 唆

看 護 基 礎 教 育 に お い て,対 象 理 解 は重 要 な 事 柄 で あ り,そ の 理 解 を促 す た め に

演 習 等 に よ っ て 工 夫 が 試 み られ て い る が,心 臓 ・血 管 系 に 障 害 を もっ 患 者 に 代 表

され る よ うな 危 機 的 状 況 に あ る患 者 の 理 解 は よ り複 雑 で 困 難 な状 況 に あ る.

本 研 究 に よ っ て 得 られ た 知 見 は,初 療 下 に お け る 患 者 の 思 い と い う主 観 的 な 理

解 とそ の 対 象 に 依 拠 し た 専 門 的 な 関 わ りが 不 可 欠 で あ る こ と を 示 して い る.す な

わ ち 心 臓 ・血 管 系 に 障 害 を も っ 患 者 の 体 験 構 造 に刻 印 され た 『生 を 求 め 捉 え よ う

とす る 』 思 い に 添 う看 護 は,著 し く苦 痛 な 状 況 に 曝 され て い る 患 者 を 的 確 に ア セ
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ス メ ン トす る こ とや,患 者 の 存 在 を受 け 入 れ 尊 重 し,僅 か な 患 者 の 反 応 や 変 化 を

キ ャ ッチ す る 高 度 な 対 象 理 解 を 必 要 と して い る.

と りわ け 看 護 基 礎 教 育 で は,患 者 と の コ ミュ ニ ケ ー シ ョン は 重 要 な事 柄 で あ り,

コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ス キル は患 者 一看 護 師 の 基 本 的 な 関 係 構 築 を 内 包 し,患 者 が

自 己 の健 康 問 題 に 取 り組 む こ とが で き る よ うに 支 え励 ま す こ とが 期 待 され る.こ

れ ら は 看 護 基 礎 教 育 の 段 階 か ら系 統 的 に 習 得 され る も の で あ り,患 者 の 健 康 問題

に よ っ て 生 ず る様 々 な 反 応 に つ い て 思 考 す る創 造 性,患 者 との 関 係 性 を構 築 す る

た め の 多 様 な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ス キル が 習 得 で き る 教 育 方 法 の 検 討 が 必 要 と考

え られ る.

第5節 本研 究 の 限界

今 回,対 象 者 とな っ た 心 臓 ・血 管 系 に健 康 問題 が あ る患 者 は,初 療 に お い て 象

徴 的 な 患 者 で あ り,本 研 究 に お い て初 療 を受 け る患 者 の 体 験 の 一 側 面 が 明 らか に

な っ た と言 え る で あ ろ う.し か し,以 下 の 課 題 が 考 え られ る,① 今 回 の デ ー タ は,

危 機 的 状 況 に お い て 患 者 の 体 験 した こ と を振 り返 っ て 語 っ た 内 容 の記 述 で あ る.

デ ー タ 収 集 時 に は,出 来 る だ け リラ ッ ク ス で き る環 境 を 整 え,ゆ と りを も っ て 語

れ る よ うに 配 慮 した.そ れ で も 患 者 の 記 憶 の 限 界 が あ る こ とは 歪 め な い こ とで あ

る.② 異 な る複 数 の 健 康 問題 が 重 複 した 場 合,あ る い は 療 養 中 に お い て 重 篤 な合

併 症 が 生 じ何 ら か の 障 害 を 残 した 場 合 に は 異 な る結 果 を得 た こ と も考 え られ,新

た な 研 究 が 必 要 で あ る.対 象 者 が ③ 特 定 機 能 病 院1施 設 に お け る救 急 外 来 を 受 診

した 患 者 に 限 られ た こ と も限 界 で あ る 。

第6節 ま とめ

救 急 外 来 を 受 診 し初 療 を 受 け る 患 者 の 体 験 の 構 造 か ら,戸 惑 い と 困 惑 す る 中 で

医 療 者 へ 依 存 しな が らも,生 を 求 めそ れ を 捉 え よ う とす る患 者 の 実 態 が 明 らか と

な っ た.初 療 に 関 わ る救 急 担 当 看 護 師 は 患 者 に対 して 安 らぎ と安 心 を 与 え,ま た

身 体 状 況 の 理 解 と現 実 認 識 を 高 め る ケ ア を 行 い,生 命 の 危 機 に 陥 っ た 患 者 を支 え

る こ と に よ っ て,患 者 は 継 続 され る療 養 方 法 を受 け と め る こ とが 可 能 に な る と考

え られ る.

初療 に 関 わ る救急 担 当看護 師 に は,こ の患 者 の思 い を的確 に把 握 し理解 す るた

51



め の 実 践 能 力,と りわ け 生 の 危 機 的状 況 下 に あ る初 療 時 に お け る 患 者 の 人 間 理 解

を踏 ま え た コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョン ス キル の 習 得 が 最 も 強 く求 め られ る.そ の た め に

は,そ の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ンス キ ル と は,ど の よ うな ス キル で あ る の か を解 明 す

る こ と,さ ら に そ の 習 得 の た め の プ ロ グ ラ ム の構 築 を 早 急 に 取 り組 む 必 要 の あ る

こ と が 課 題 とな っ た.

こ の 研 究 結 果 は,こ れ ま で 初 療 を受 け る患 者 に 焦 点 を 当 て た研 究 が 皆 無 で あ っ

た こ と よ り,患 者 理 解 を 促 し深 め る こ とに 寄 与 す る こ とが 考 え られ る.ま た,初

療 看 護 実 践 に お け る救 急 担 当 看 護 師 に 対 して,自 身 の 患 者 へ の 関 わ り に つ い て 振

り返 り と気 づ き の 機 会 を 提 供 す る こ と に な っ た と考 え られ る.

本 結 果 に よ っ て,救 急 看 護 に お け る患 者 一 救 急 担 当 看 護 師 間 の 構 造 化 の 一 部 を

明 らか に す る こ とが で き た.今 後 は,ケ ア を 提 供 す る救 急 担 当 看 護 師 に 焦 点 化 す

る こ と で 研 究 を発 展 させ て い く必 要 が あ る.
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第皿章 救急担当看護師の看護介入の特質

本 章 は,29頁 に 示 した 本 研 究 の 第2段 階 で あ る.初 療 看 護 を 担 う救 急 担 当 看 護

師 に 焦 点 を 当 て る.初 療 看 護 に お い て 救 急 担 当 看 護 師 は 患 者 の 重 症 度 と緊 急 度 を

冷 静 に 判 断 して い る.同 時 に救 急 担 当看 護 師 は,突 然 の 健 康 問題 が 発 症 した こ と

に よ る 患 者 の 戸 惑 い と 困 惑 を 鎮 め るた め に メ ン タ ル ア セ ス メ ン トを 行 い,気 づ か

い な が ら誠 実 に 関 わ る こ と に よ っ て 患 者 の 精 神 的 な 安 定 を 導 く こ と も重 要 な 責 務

で あ る.初 療 の 現 場 で は 救 命 の た めの 医 学 的 処 置 が 最 優 先 され る こ とに よっ て,

専 門 的 な 救 急 担 当 看 護 師 の 専 門 性 が ブ ラ ッ ク ス ボ ッ ク ス の 状 況 に あ る.

第1節 本章 の 目的

本 章 の 目的 は,初 療 に お け る救 急 担 当看 護 師 は 危 機 的 状 況 に あ る患 者 に対 して

如 何 に して 患 者 と の 対 話 的 行 為 を 志 向 し,ど の よ うな コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン的 ス キ

ル を 駆 使 す る こ と で 合 意 形 成 を構 築 して い る の か,を 明 らか に す る こ と で あ る.

第2節 研 究 対 象 ・デ ー タ 収 集 方 法 ・期 間 ・場 所

1研 究 対 象

研 究 対 象 は,24時 間 対 応 の 全 次 型 救 命 救 急 セ ン タ ー,お よ び 総 合 診 療 科 の 初 療

場 面 に お け る 救 急 担 当看 護 師 に 焦 点 を 当 て た 患 者 との 関 わ り場 面 で あ る.本 章 で

言 う救 急 担 当看 護 師 と は,救 急 外 来 や 救 命 セ ン タ ー 等(以 下,救 急 部 門)に お い

て 専 従 で 業 務 を行 う看 護 師,あ るい は 日替 わ り(ロ ー テ ー シ ョン)で 救 急 部 門 を

担 当 し て 業 務 を担 う各 科 外 来 看 護 師 で あ る.

本 研 究 の 主 旨 を 理 解 し,同 意 を 得 た20名 の 救 急 担 当看 護 師 で あ る.年 齢 は24

～45歳(平 均31 .3歳),臨 床 経 験 年 数 平 均10.5年,救 急 看 護 経 験 年 数 平 均7.8

年,全 て 女 性 で あ っ た.全 て の 救 急 担 当看 護 師 は3年 制 専 修 学 校 に お い て 基 礎 教

育 課 程 を 修 了 して い る(但 し,そ の 後 の 継 続 教 育 の 内 容 は 明 らか で は な い).

参 加 観 察 場 面 の 患 者 の 年 齢 は28～65歳,患 者 の 主 訴 は,胸 部 不 快 感,胸 部 違

和 感,背 部 痛,胸 痛,胃 部 不 快,動 悸,吐 き気,倦 怠 感,め ま い 等 で あ っ た.参

加 観 察 場 面 は 特 定 せ ず,出 来 る 限 りの 場 面 に 立 ち 合 っ た.最 終 的 に,心 臓 ・血 管

系 の 健 康 問 題 が 強 く疑 わ れ た 患 者 とそ の 診 断 を 受 け た 患 者 との 関 わ り を分 析 の 対

象 と し た.
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2デ ー タ 収 集 方 法

デ ー タ 収 集 方 法 は,筆 者 が 初 療 看 護 の 場 面 に 参 加 しな が ら救 急 担 当看 護 師 と同

じ よ うな 立 場 で 現 場 に 起 こ る 出 来 事 をデ ー タ と して 採 る た め に 参 加 観 察 が 採 用 さ

れ た.さ ら に 参 加 観 察 時 の 非 言 語 的 な 反 応 に も細 心 の 注 意 を払 い 観 察 事 項 と して

記 録 した.参 加 観 察 場 面 だ け で は得 られ な か っ た 事 実 や 救 急 担 当 看 護 師 の 患 者 へ

の 関 わ りの 意 図 に つ い て,救 急 担 当看 護 師 ヘ イ ン タ ビ ュー す る こ とで 補 わ れ た.

イ ン タ ビ ュ ー は,救 急 担 当 看 護 師 と患 者 との 関 わ りが 終 了,あ る い は 一 つ の 場 面

の 区 切 りに お い て 実 施 し,イ ン タ ビ ュ ー 時 間 は15～50分 で あ っ た.参 加 観 察 は 計

102場 面,イ ン タ ビ ュ ー 計28回 で あ る.

参 加 観 察 の 時 間 帯 は,日 勤(8:30～17:00)ま で が92時 間,準 夜(17:00～22:00)

が15時 間,深 夜(5:00～8:00)が30時 間 で あ る.参 加 観 察 時 に は,救 急 担 当 看

護 師 の 同 意 を 得 た う え で,ICレ コ ー ダ を 携 帯 し そ の 場 面 の 会 話 を 録 音 し た.筆 者

が 必 要 と 思 わ れ た 事 柄 に つ い て フ ィ ー ル ド ノ ー トに メ モ と し て 残 し た.参 加 観 察

時 の 非 言 語 的 な 反 応 に も 細 心 の 注 意 を 払 い 観 察 事 項 と し て 記 録 し た.

3デ ー タ 収 集 期 間

2006年6月 ～2006年12月

4デ ー タ収 集 場所

A県 内,お よ び 都 内 に あ る特 定 機 能 病 院 の2施 設 の 救 急 部 門,お よ び そ の1施

設 内 の 総 合 診 療 科 の 合 計3部 門 で あ る.こ の 総 合 診 療 科 は,施 設 の 運 用 機 能 と し

て 初 療 を 担 う部 門 で あ っ た こ と よ り,デ ー タ収 集 場 所 と し て 選 定 され た.こ れ ら

の 施 設 は,先 駆 的 に 救 急 医 療 に 取 り組 ん で い る施 設 の 無 作 為 抽 出 に よ っ て,研 究

の 承 諾 が 得 られ た 施 設 で あ る.筆 者 と施 設,お よ び 研 究 フ ィ ー ル ドの 救 急 担 当 看

護 師 との 関 係 性 に お い て,特 筆 す べ き事 柄 は な い.

第3節 結 果

救 急 担 当看 護 師 は,初 療 とい う限 定 され た 時 間(7～25分)に お い て,《 訴 え

と反 応 に集 中 す る》 こ とに 始 ま り,次 に 《絶 えず 視 線 を 注 ぐ》 関 わ りが 行 われ て

い た.こ の2っ の カ テ ゴ リー は,多 くの 場 合 は 同 時 に,時 に は,僅 か な 時 間 差 で

実 施 され て い た.こ れ らに 付 加 す る よ うに 《現 実 認 識 を促 進 す る》 と 《環 境 を コ

ー デ ィ ネ ー トす る》 関 わ りが 行 わ れ ,こ れ らの カ テ ゴ リー は 患 者 に 対 して 密 着 し
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て 様 々 な 場 面 に お い て 連 続 的 に 実 施 され て い た.以 上 の カ テ ゴ リー に 関 連 づ け ら

れ る コ ア カ テ ゴ リー と して,『 一 体 感 を維 持 し安 心 を 保 障 す る』 が 生 成 さ れ た.こ

の 関 連 は 図1(56頁)で あ る.

本 研 究 の ス トー リー ラ イ ン は 以 下 の 通 りで あ る.救 急 担 当 看 護 師 は 初 療 の 限 定

され た 時 間 に お い て,患 者 の 身 体 状 況 が 脆 弱,か つ 変 化 しや す い 状 況 で あ る こ と

を 十 分 に 理 解 して い た.救 急 担 当 看護 師 は 患 者 の 表 現 す る こ と を 助 け,言 葉 に な

らぬ 思 い を 引 き 出 す た め に 《訴 え と反 応 に 集 中す る 》 関 わ りを 実 施 し て い た.同

時 に,救 急 担 当 看 護 師 は 患 者 の 不 安 定 な 心 身 の 状 況 に よ っ て 顕 れ る微 細 な反 応 に

対 して 《絶 え ず 視 線 を 注 ぐ》 こ とで 関 心 を 向 け,患 者 の 如 何 な る 変 化 も 見 逃 す こ

との な い よ うに 患 者 へ 専 念 す る 姿 勢 を 示 して い た.こ れ らの 専 念 す る行 動 に 連 続

して 救 急 担 当看 護 師 は,患 者 が 自 己 の 身 体 状 況 の 変 化 と そ の 対 応 に つ い て 理 解 を

深 め る た め に 現 状 説 明 を行 っ て い た.そ の 際,状 況 に応 じて 救 急 担 当看 護 師 は家

族 ・近 親 者 との 連 携 も図 られ 《現 状 認 識 を促 進 す る 》 関 わ り を 実 施 して い た.更

に こ の 関 わ りに加 え救 急 担 当 看 護 師 は,患 者 の 苦 痛 な 症 状 を 労 り患 者 を 取 り巻 く

環 境 を整 備 す る こ と に 努 力 し 《環 境 を コ ー デ ィ ネ ー トす る》 関 わ り を 実 施 して い

た.こ れ ら の 救 急 担 当 看 護 師 の 関 わ りは,瞬 時 に 一 っ の 纏 ま り とな っ て 患 者 へ 提

供 され 『一 体 感 を維 持 し安 心 を 保 障す る 』 も の で あ っ た.

コ ア カ テ ゴ リー は 『』,カ テ ゴ リー は 《》,サ ブ カ テ ゴ リー は 〈 〉,特 性 は""

で 表 し表1(56頁)に 示 した.カ テ ゴ リー を生 成 した 根 拠 と な る 患 者 と救 急 担 当

看 護 師 の 関 わ り の 状 況 と,そ の 状 況 を 補 足 す る救 急 担 当看 護 師 の イ ン タ ビ ュー 内

容 を 記 述 化 し た.()内 の 記 述 は,そ の 時 の 状 況 に つ い て 筆 者 が 説 明 を加 え

た.カ テ ゴ リー 名 に続 く 時 間 の 表 示 は,患 者 と救 急 担 当看 護 師 の 関 わ りの 大 凡 の

時 間 を 示 す.デ ー タ に お い て 患 者 と関 わ る 救 急 担 当看 護 師 は,看 護 師 と略 して 表

示 す る.

1《 訴 え と 反 応 に 集 中 す る 》7～10分

救 急 担 当看 護 師 は,患 者 の 発 す る言 葉 は 勿 論,言 葉 に な ら ぬ 思 い や 本 心 に迫 ろ

う と,患 者 の 有 りの ま ま に 付 き 合 い,患 者 に 対 し て 観 察 と傾 聴 す る こ と に 専 念 し,

患 者 が 突 然 の 健 康 問 題 を 発 症 した こ とで 動 揺 が 激 し く,変 化 し易 い 心 身 の 状 況 を

確 実 に 捉 え よ う と して い た.ま た,患 者 が 一 方 的 に話 す 傾 向 が 強 い 時,あ る い は

反 対 に 何 を 言 っ て よい の か 判 らず 反 応 が 乏 しい 時 等,強 い る こ と な く患 者 の 言 い

分 を聴 き,時 に は 表 現 を 助 け る こ とで あ る.こ の よ うに 《 訴 え と反 応 に 集 中 す る
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時間的制限

底辺 の矢 印は時間軸,四 角 の囲い は初療環境 を示す.三 重 円全体は,看 護師の 『一.一体感 を維持 し安心 を保障する』関わ りの全体

を示 し,同 一 の並び は時間経過 にお ける連続性 を表す.… 重円は 《訴 えと反応に集 中す る》,二 重円は 《絶 えず視線を注 ぐ》,こ

れ らに加 え三重 円は《環境 をコーデ ィネー トす る》や 《現実認識を促進す る》関わ りが行われ ることで,『 …体感 を維 持 し安心を

保 障す る』 関わ りを成 してい る.関 わ り全体を成す三重 円の矢印 と影は,患 者の関わ りの実際が平 面的でな く,患 者に対 して常に

密着 し,連 続性 をもって関 わっていた ことを示す.

中央破線矢印 は,初 療 を受 ける危機的な状況にある患者は,戸 惑い と困惑状態にあ りなが らも生 を求め捉え ようとしている.看

護師の 『一体感 を維持 し安心 を保障す る』関わ りは,そ の患者に寄 り添ってい ることを示す.

図1救 急担 当看護師のコミュニケーションのカテゴリー間の関連

表1救 急担 当看護師 のコ ミュニケーシ ョンの構 造

コ ア カテ ゴ リー

『一体感を維 持 し安心を保障す る』

看護師が患者のす ぐ側にい ること

で孤独感を軽滅 し,患 者に安 らぎを

導きその場におけ る安心を提供する

こと

カテ ゴ リー

《訴 えと反応に集 中す る》

定義:看 護師は,患 者の発す る

言葉は勿論,言 葉にな らぬ思い

や本心に迫ろ うと,ま た患者の

僅かな変化を見逃す ことな く,

患者に対 して観 察 と傾聴に 専念

す ること

《絶えず関心を注 ぐ》

定義:看 護師は,患 者 の僅かな

変化 を決 して見逃 さないよ うに,

終始近 くで気にかけ,言 葉かけ

を行い見守るこ と

《現実理解 を促進す る》

定義:看 護師は,状 況 を説明 し,

時には家族 ・近親者 の協 力を得

ることで落ち着かせ,患 者が現

実の理解 を深め ることができる

よ うにす ること

《環境 をコーデ ィネー トす る》

定義:看 護師は,患 者の苦痛な

症状や状況 を気遣い,患 者がで

きるだ け リラックスで きるよ う

に,緊 張す る環境や雰囲気の緩

和に 向けて調整す ること

サブカテ ゴリー

〈表現を助 ける〉

〈本 音を引 き出す〉

〈気がか りを表現する〉

〈直 ぐ側 に寄 り添 う〉

〈現状を伝 える〉

〈家族 ・近親者 と連携す る〉

〈労 りを表現す る〉

〈リラックスを提供す る〉

特 性

①例えを示す

②代弁する

① 言い分を聞く

②聞き役に徹する

③反応を待っ

①迎 える言葉 をか ける

② どの位 置か らで も声 をか ける

①状況に付き添 う

②顔 の見 える位 置に立っ

③ 手を握 った り,摩 る

①判る言葉で話す

②繰 り返 して説明す る

③安心できる情報を伝える

④話 しの切 り口を変えて話す

①家族 ・近親者の存在を確認する

②家族の反応を確かめる

① 「ごめんねjと 断ってか ら身体に接触

す る

②症状への思いや りを表現する

①穏やかな雰囲気を作る

②落ち着ける場所を確保する

③考える時間を与える
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》 は,〈 表 現 を 助 け る 〉 〈本 音 を 引 き 出す 〉か ら構 成 され て い た.

1)〈 表 現 を 助 け る 〉

救 急 担 当看 護 師 は,患 者 が どの よ うに 表 現 した ら よ い の か 困 っ た 時 に は"例 え

を示 し",あ るい は 言 い 難 い 事 柄 に つ い て は そ の 状 況 を 察 して"代 弁 す る"等,患

者 の 思 い の 表 出 を 助 け て い た.救 急 担 当看 護 師 に と っ て 患 者 か ら直 接 的 に 情 報 を

得 る こ と は,変 化 しや す い 患 者 の 状 態 を い ち 早 く キ ャ ッ チ す る こ とで あ り,ま た

患 者 の 認 識 を理 解 す る機 会 で あ っ た.

2)〈 本 音 を引 き 出す 〉

救 急 担 当看護 師 は,患 者 が症 状 の出現 と受診 の事実 に驚 き と恐怖 を興 奮状態 で

表 す 時,ま た 知 識 の 乏 し さや 症 状 に よ る 戸 惑 い に よ っ て 自分 の 状 況 を 誤 解 して 捉

え て い る場 合 等 で は,黙 っ て 患 者 の"言 い 分 を 聞 く"こ と で 興 奮 を 鎮 静 化 させ て

い た.患 者 が 過 剰 に 話 す こ とは,安 静 を 阻 害 す る こ と に も な りか ね な い が,救 急

担 当 看 護 師 が 静 止 を強 要 す る こ とは 更 な る 興 奮 や 医 療 者 と の 関 係 性 の 構 築 を 困 難

に す る こ と か ら,救 急 担 当 看 護 師 は,患 者 の 症 状 が 許 す 限 り 自 由 に 話 しを させ"聞

き役 に 徹 す る"こ とや"反 応 を 待 つ"こ とで 患 者 と向 か い 合 っ て い た.

【場 面1】75歳,女 性,息 苦 し さ を 主 訴 に 来 院.ソ フ ァ ー で 左 胸 を 押 さ え 娘 ら し

き 人 と 座 っ て い る.初 療 室 で は,こ の 患 者 を 受 け 入 れ る た め の ベ ッ ド準 備 を 行

っ て い る.救 急 担 当 看 護 師 が 患 者 へ 近 づ く.

看 護 師:(患 者 の 前 に 腰 を 下 ろ し て 問 う)胸 が 辛 い の で す ね.今,す ぐ 中 で 休 め る

よ うに ベ ッ ドを 準 備 し て い ま す ね か ら.

患 者:(静 か に う な ず く)

看 護 師:楽 な 姿 勢 で い て く だ さ い.話 せ ま す か?何 時 頃 か ら痛 く な りま し た か?

患 者:(少 し の 間)2時 間 程 前 … 少 し休 ん で い た の で す が,っ ら く て … っ ら く

て.

看 護 師:痛 み が,強 く な っ た ん で す ね.ど ん な 痛 み で す か?

患 者:(無 言)

看 護 師:(患 者 の 表 情 を 伺 い な が ら)締 め 付 け る よ う な?詰 ま っ た よ うな?チ ク チ

ク で す か?

患 者:(少 し の 問)ギ ュ ッ と

看 護 師:そ う.ギ ュ ッ … と締 ま る感 じか し ら.ち ょ っ と,見 せ て(左 手 の 脈 を 触

る.患 者 の 表 情 と 自分 の 時 計 を ゆ っ く り交 互 に見 て い る)楽 に して い て

くだ さい.休 む 場 所 を準備 して い ます か ら.処 置 室 で 心 電 図 を 撮 ります
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ね.現 在,何 か薬 を飲 ん だ り,治 療 中の 病 気 は あ ります か?

患 者:(口 元 が 動 くが,聞 き 取 れ な い)

看 護 師:え っ?(自 分 の 耳 を 患 者 に 近 づ け る が 聞 こ え な い)わ か っ た.話 さ な い

で い い よ.側 に い る か ら,大 丈 夫 よ.お 話 は,娘 さ ん に 聞 い て お く ね.話

せ る よ う に な っ た ら,何 で も 言 っ て ね.

患 者:(首 を 縦 に振 り うなつ く)

間 も な く処 置 室 の 準 備 が で きた 連 絡 が あ り,患 者 は 救 急 担 当看 護 師 に抱 か れ る よ

うに移 動 す る.

1救急 担 当 看 護 師 へ の イ ン タ ビュ ー1

症 状 の あ る患 者 さん は,(診 察 室 や処 置 室 に 入 る前 に)先 に 様 子 を見 に 行 き ます.

今 の 方 は,こ ち らの 話 す 内 容 を落 ち着 い て 聞 き取 れ て い た の で 良 か っ た で す が,パ

ニ ッ ク に な る方 も い て ….状 況 を しっ か り見 て お か な い と早 め の 対 処 が 必 要 な 場 合

も あ りま す か ら.今 の 方 は,症 状 が強 くて 呼 吸 も 辛 そ うで した ね.き っ と,不 安 だ

ろ う と思 っ た の で しば ら く側 に つ い て い ま した.出 来 る だ け側 で,患 者 の 状 況 を見

て お く と 感 覚 が わ か る と い うか,思 った よ り重 症 な の か,そ うで な い の か?注 意 す

べ き 所 も 見 え た り,判 断 材 料 が 加 わ りま す.患 者 さん に と っ て は,自 分 の 症 状 が わ

か っ て 貰 え た と い うだ け で ホ ッ とで き る ん じ ゃな いか な.

2《 絶 え ず 視 線 を注 ぐ》7～10分

救 急 担 当 看 護 師 は,患 者 の 僅 か な変 化 を決 して 見 逃 さな い よ うに,終 始 近 く で

気 に か け,見 守 っ て い る.救 急 担 当看 護 師 は,患 者 と の 出 会 い の 時 か ら 心 理 的 距

離 を 出 来 る だ け 縮 め る た め に 積 極 的 な 言 葉 か け を行 っ て い た.た と え,救 急 担 当

看 護 師 は 患 者 と離 れ た 位 置 に い て も患 者 へ 関 心 を 向 け て い る こ とを 伝 え,あ る い

は 変 化 を 感 じ た 時 に は,必 ず 自分 の 目で 患 者 の 状 況 を 確 認 す る よ う努 め て い た.

ま た 救 急 担 当 看 護 師 は 患 者 の 処 置 や検 査,そ の 待 ち 時 間 等 に 行 動 を 共 に し,落 ち

着 き が 得 られ る よ うに ス キ ン シ ップ を行 っ て い た.救 急 担 当 看 護 師 は,患 者 の わ

ず か な 変 化 を 見 逃 す こ との な い よ うに患 者 の 直 ぐ側 で 関 心 を寄 せ て い る.こ の よ

うに 《 絶 え ず 視 線 を 注 ぐ 》 は,〈 気 が か り を表 現 す る 〉,〈 直 ぐ側 に 寄 り添 う 〉

か ら構 成 さ れ て い た.

1)〈 気 が か りを 表 現 す る 〉

救 急 担 当看 護 師 は,患 者 が健 康 問題 の 出 現 に よ っ て 専 門 的 援 助 を求 め て 来 院 し

た こ と を 受 け と め,患 者 に 対 して 積 極 的 に"迎 え る 言 葉 を か け る"こ と を行 っ て
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い た.救 急 担 当看 護 師 は,患 者 の 状 況 に対 して 漠 然 と し た 気 が か りや 疑 問 が残 る

場 合 に は,患 者 の"ど の位 置 か らで も声 を か け る"こ と で 患 者 の 状 況 を確 認 し,

患 者 の 状 況 の 変 化 に 細 心 の 注 意 を 払 っ て い た.

2)〈 直 ぐ側 に 寄 り添 う〉

初 療 を 受 け る 患 者 は 脆 弱,か つ 変 化 しや す い 身 体 状 況 で あ る こ と,無 防 備 で 戸

惑 い 困 惑 の 状 況 に あ る こ と よ り,救 急 担 当 看 護 師 は 患 者 の 安 心 と安 寧 を 提 供 す る

た め に 可 能 な 限 り"状 況 に 付 き添 う"よ うに 努 め て い た.救 急 担 当看 護 師 は,出

来 る だ け 患 者 の"顔 の 見 え る位 置 に 立 っ"こ とで 状 況 を 捉 え,患 者 か ら気 持 ち が

乱 れ た 言 葉 が 聴 か れ た り行 動 が 見 られ た 時 に は"手 を握 っ た り,摩 る"等 を して

落 ち着 き を 促 して い た.

【場 面2】65歳,男 性,日 中 よ り胃 部 不 快 と 胸 部 の 違 和 感 が あ り市 販 薬 を 内 服.

一 旦 軽 快 し た が
,再 度 胸 部 全 体 の 痛 み が 増 強 し た 為 家 族 と共 に 受 診 す る.

看 護 師:診 察 ま で 此 方 で 休 み ま し ょ う….(休 養 室 を 示 す)

患 者:(閉 眼 し た 状 態 で 左 胸 部 を 右 手 で 押 さ え,ソ フ ァ ー に も た れ て い る.看 護

師 の 声 か け に 返 事 は な い)

看 護 師:胸 が 痛 み ま す か?何 処 が,ど の 様 に 痛 み ま す か?

患 者:(無 言 の ま ま,開 眼 す る)

家 族:は じ め は 胃 の 調 子 が 悪 い の か と 思 っ て い ま し た が,少 し違 うみ た い で す.

看 護 師:(腰 を 屈 め,顔 を の ぞ き 込 む)体 調 が 思 わ し く な い よ う で す ね.一 緒 に ゆ

っ く り 中 へ 移 動 し ま し ょ う.(患 者 の 肩 を 抱 え,移 動 を 促 す)

患 者:(看 護 師 の 促 し に も 動 く 気 配 は な い)

看 護 師:(動 く 様 子 の な い こ と を 悟 り,し ば ら く(お よ そ3分 程 度)そ の 場 を 共 に

す る.左 腕 で 脈 拍 を 確 認 し な が ら,患 者 の 顔 を ジ ッ と 見 て い る.(そ の 後

同 伴 し て い る 妻 ら し き 人 に既 往 歴 を 確 認 す る)脈 拍 は,大 丈 夫.き れ い ね.

(独 り言 の 様 に 眩 く.患 者 へ)ど ん な 感 じ で す か?中 で 検 査 を す る と,よ

り状 況 が わ か る と 思 い ま す が ….

患 者:(無 言)

看 護 師:(患 者 の 顔 を ジ ッ,と 見 て い る)中 の 様 子 を 見 て く る わ.直 ぐ,戻 る か ら …

(患 者 か ら一 旦 離 れ,診 察 室 へ 戻 りか け,離 れ た 場 所 か ら患 者 の 様 子 を 伺

う.そ の 後 も 準 備 状 況 を 確 認 しつ つ,患 者 を 遠 く か ら 見 て い る.)

そ れ か ら 約10分 後,家 族 と共 に 休 養 室 へ 移 動 す る
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救 急 担 当 看 護 師 へ の イ ン タ ビ ュー

患 者 や 家 族 は,症 状 が 一 旦 軽 快 して,再 度 出現 した こ とで 状 況 が 進 行 して 悪 い 状

況 と 思 っ た よ うで す.確 か に,短 時 間 で症 状 が 色 々変 化 す る場 合 は,要 注 意 で 目が

離 せ ま せ ん.患 者 は,こ れ ま で 大 きな 病 気 の 経 験 が な か った だ け に,不 安 に な って

自分 の 世 界 に 閉 じ籠 も って しま った よ うで す.年 齢 的 に 循 環 器 疾 患 は 大 い に 疑 わ れ

るの で,早 い検 査 が 必 要 で しょ うが,患 者 が あ の よ うな 状 況 で は余 計 に興 奮 させ か

ね な い の で ….し っか り状 況 チ ェ ック を して,判 断 が 必 要 で す.幸 い脈 拍 はOKで,

顔 色 も 悪 くな か っ た の で しば ら く様 子 を み て 患 者 の 出 方 を待 ち ま した.す ぐに対 処

で き る よ う に 準 備 は して い ま した.後 で,奥 さん か ら聴 い た と こ ろ,患 者 は,凄 く

心 配 性(の 性 格)で 初 対 面 の 人 に は直 ぐに は話 が 出 来 な い方 とい う こ と で した.

3《 現 実認 識 を促 進す る》約25分

救 急 担 当 看 護 師 は,患 者 に 対 して健 康 問 題 が 生 じた こ と に よ る 現 状 を 説 明 し,

患 者 自身 が 現 在 の 状 況 に 対 して 理 解 を深 め る こ と が で き る よ うに 努 め て い た.時

に は 家 族 ・近 親 者 の 協 力 を得 る こ とで 患 者 を 落 ち着 か せ る こ と を 試 み られ,患 者

自身 が 現 状 に 対 し て認 識 を深 め られ る よ うに 配 慮 され て い た.こ の よ うに 《 現 実

認 識 を 促 進 す る 》 は,〈 現 状 を 伝 え る 〉,〈 家 族 ・近 親 者 と連 携 す る 〉 か ら構 成

され て い た.

1)〈 現 状 を伝 え る 〉

患 者 は 専 門 的 な 知 識 が 乏 し く,危 機 的 な 状 況 で あ る こ と よ り周 囲 へ の 関 心 や 感

度 は 低 下 して い る.救 急 担 当 看 護 師 は,患 者 が 自 身 の 状 況 を 充 分 に 受 け入 れ る こ

とが で き る よ うに 患 者 の"判 る言 葉 で 話 す"こ とに 努 め て い た.ま た,救 急 担 当

看 護 師 は 患 者 が 今 後 の療 養 を 前 向 き に 受 け と め そ の 活 力 と な る よ うな"安 心 で き

る 情 報 を 伝 え る"こ とや 一 度 の 説 明 で な く"繰 り返 して 説 明 す る"こ とで,よ り

理 解 を深 め,状 況 理 解 が 進 ま な い 時 に は"話 し の 切 り 口を 変 え て 話 す"工 夫 を行

っ て い た.

2)〈 家 族 ・近 親 者 と連 携 す る 〉

救 急 担 当 看 護 師 は,患 者 が 重 篤 な 場 合 や 一 人 で は不 安 や 動 揺 が 強 い 時,あ る い

は 患 者 の 情 報 を 得 る た め に"家 族 ・近 親 者 の 存 在 を確 認 す る"こ と に よ っ て,彼

ら の 協 力 を 得 て い た.患 者 と家 族 が 対 面 す る こ と は,患 者 へ 落 ち 着 き を 与 え 安 心

を 導 く こ と が 可 能 とな る こ と よ り,こ の 連 携 は 積 極 的 に 実 施 され て い た.救 急 担

当看 護 師 が そ の 場 に お け る"家 族 の反 応 を 確 か め る"こ とは,患 者 へ の 援 助 協 力

60



の 可 能 性 と,さ ら に状 況 次 第 で は 患者 が 安 定 した 後 の 家 族 支 援 の 方 法 と 内 容 を 見

極 め て い た.

【場 面3153歳,男 性,胸 痛 が 出 現 し た た め 来 院(症 状 出 現 後1時 間 経 過)す る.

来 院 時 に は 既 に 胸 痛 は 軽 快 し て お り,胸 部 の 違 和 感 の み を 訴 え て 自 力 歩 行 で 診

察 室 に 入 る.女 性 の 同 伴 者 あ り.初 療 室 内 で 医 師 の 問 診,聴 診 等 を 受 け 心 電 図

検 査 が 終 了 し た.

看 護 師:ベ ッ ドで 横 に な っ て い ま し ょ う.

患 者:(看 護 師 の 言 葉 に 重 な る よ う に)大 丈 夫 で す.初 め に 比 べ る と 随 分 楽 で

す.こ こ で い い で す.(淡 々 と し た 表 情 で 椅 子 に 座 っ て い る)

医 師:(心 電 図 を み な が ら)Kさ ん,心 臓 の 血 管 が 詰 ま り か け て い る 状 況 で す.

胸 は 本 当 に 辛 く あ り ま せ ん か?

を 含 め 状 況 に つ い て 説 明 した.

も 付 け 加 え た.

患 者:少 し,考 え させ て ほ しい …(と,言 っ て 女 性 と共 に 診 察 室 を 出 て 行 く.)

看 護 師:(約10分 後,患 者 の 状 況 を 見 に 行 く)

患 者:(廊 下 に 立 っ て い る.看 護 師 に 視 線 を 向 け る)

看 護 師:(患 者 の 所 へ 歩 み 寄 る)

患 者:(一 息 つ い た 後)本 当 に 心 筋 梗 塞 な の で す か?今 は,全 く症 状 が 無 い の

に.(看 護 師 の 目 を 見 入 っ て い る.同 伴 女 性 は,困 り き っ た 顔 で 患 者 の 後

方 に 立 っ て い る.)

看 護 師:(う な ず き な が ら,患 者 を 少 し離 れ た 待 合 の ベ ン チ に 誘 導 し座 らせ る)こ

れ が 心 臓 の 難 しい と こ ろ な の よ.Kさ ん の 場 合,今 ま で 検 診 等 を 受 け て い

な い の で,病 気 が 潜 ん で い た の が 分 か ら な く て ….何 か の き っ か け で 症

状 が 出 て,そ の 症 状 が ま た 消 え て ….と 不 安 定 な の が こ の 病 気 の や っ か

患 者.(少 し の 間)重 い 感 じ で す が,大 し た こ と あ り ま せ ん.

医 師:出 来 る だ け 早 く に,心 臓 カ テ ー テ ル と い う検 査 を や っ て 処 置 を し た 方 が

い い で し ょ う.こ の 図 を 見 て 下 さ い.(心 臓 血 管 の 写 真 を 用 い て 現 状 の 解

説 を 始 め る)

患 者:(真 剣 に 聞 い て い る が,途 中 で 急 に)こ の ま ま で は 検 査 は 受 け ら れ ま せ ん.

症 状 も 楽 に な っ て い る の で,大 丈 夫 で す.一 旦 家 に 帰 っ て か ら ま た 連 絡 し

ま す.

医 師 は,患 者 に 同伴 した女 性 に も状 況 を説 明 す る こ との 了 解 を得 て,再 度 患者

この 状 態 を長 時 間 放 置 す る と死 へ の危 険 につ い て
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い な所 です.胸 が 痛 くな る発 作 が 重 な る と命 に も関係 す る ん です よ.

患 者:(黙 っ て 聞 い て い る))分 か り ま し た … 一 人 に し て も ら え ま せ ん か.

看 護 師:分 か り ま し た.も し,ま た 症 状 が で た ら,直 ぐ に 言 っ て く だ さ い.先 ほ

ど の 診 察 室 に 来 て も い い で す し,そ こ の 事 務 の 人 に で も 伝 え て く だ さ い.

直 ぐ に 来 ま す.

(少 し,離 れ た と こ ろ に い る 女 性 に も 目 で 合 図 を し て 患 者 か ら離 れ る)

患 者:(う っ む き 加 減 で 考 え て い る)

約1時 間 後,検 査 を 受 け る こ と に 同 意 す る.

敵 急 担 当 看 護 師 へ の イ ン タ ビュ ー1

私 が,患 者 と 話 した 内 容 は 医師 が話 した こ と と 殆 ど 同 じで す.判 りや す く,丁 寧

に 事 実 だ け を伝 え ま した.あ の 時,患 者 は 医 師 の 言 っ た こ と を 自分 で も う一 度 確 認

した か っ た ん だ と思 い ま す.私 も 心 カ テ(心 臓 力 テ ー テ ル 検 査)を 勧 め よ うか と も

思 い ま した が,今 悩 ん で い る状 況 で した し,命 の 危 険 が あ る の に それ を拒 絶 す る理

由が 何 な の か?も し,深 い何 か 事情 が あ っ た ら … そ れ が 解 決 しな い と前 に は進 め な

い の か な あ と 思 い ま した.患 者 さん は,症 状 が 無 くな っ て い た だ け に 軽 症 と判 断 し

た,し た い?自 分 に起 こ った こ とで び っ く り して,診 察 室 で は,人 前 で は 考 え られ

な か っ た の か も しれ ま せ ん ね.廊 下 で は,患 者 さん の 方 か ら此 方 に 歩 み 寄 って 来 ら

れ た の で,迷 って い た ん で す ね.診 察 室 で は 医 師 の 話 しを 充 分 に 聞 くゆ と りが な く

て,診 察 室 を 出 て か ら我 に 返 って 漸 く考 え られ る状 況 に な った.時 間 を か けた こ と

で 納 得 で き た の か も しれ ま せ ん.同 伴 者 の 方 は,患 者 さん の こ と を 気 づ か って い ま

した.患 者 さ ん の 性 格 を よ く知 っ て い る と い うか,強 くは 言 わ ず に,で もや ん わ り

と話 しを して い た の で 助 けに な りま した.

4《 環 境 を コー デ ィ ネ ー トす る 》7～10分

救 急 担 当看 護 師 は,愚 者 の 苦 痛 な 症 状 や 状 況 を 気 遣 い,緊 張 す る環 境 や 雰 囲 気

の 緩 和 に 向 け て 調 整 し て い た.救 急 担 当 看 護 師 は,患 者 の 辛 い 症 状 を 受 け と め,

理 解 して い る こ と を伝 え る等,そ の 関 わ り を 丁 寧 か つ 慎 重 に行 っ て い た.ま た 救

急 担 当 看 護 師 は,患 者 が 出 来 る だ け リ ラ ッ ク ス で き る よ うに配 慮 し,少 しで も居

心 地 の よ い 環 境 作 りに 努 め て い た.こ の よ うに 《 環 境 を コ ー デ ィ ネ ー トす る 》 は,

〈 労 り を 表 現 す る 〉,〈 リラ ッ ク ス を提 供 す る 〉 か ら構 成 され て い た.

1)〈 労 り を表 現 す る 〉

初 療 を 受 け る 患 者 に とっ て 身 体 状 況 が 苦 痛 な 上 に,検 査 や 処 置 は 更 に 追 い 打 ち
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を掛 け る こ と に な りか ね な い.救 急 担 当看 護 師 は,患 者 の 身 体 に 接 触 す る場 合 に

は,必 ず"「 ご め ん ね 」 と断 っ て か ら身 体 に 接 触 す る"こ と を 心 が け,様 々 な 場 面

や 機 会 を 活 用 して"症 状 へ の 思 い や りを 表 現 す る"こ と で,慈 しみ 励 ま しを 伝 え

人 間 へ の 尊 厳 の 気 持 ち を示 し て い た.

2)〈 リ ラ ッ ク ス を 提 供 す る 〉

救 急 担 当 看 護 師 は,患 者 が 検 査 や そ の 結 果 を 待 っ て い る 時,あ るい は 診 察 の 一

区切 りの 時 期 に 気 持 ち が 和 む 言 葉 掛 け を 行 い,救 急 担 当看 護 師 自身 の 会 話 や 行 動

す る 速 度 を 緩 め る こ と に よ っ て"穏 や か な 雰 囲 気 を作 る"努 力 を し て い た.救 急

担 当 看 護 師 は,患 者 が 安 静 中や 経 過 観 察 の過 程 に お い て 出 来 る だ け 初 療 現 場 の 緊

張 した 雰 囲 気 や 物 々 しい 環 境 か ら遠 ざ け る た め に,ス ク リー ン や カ ー テ ン を活 用

し,患 者 に 対 し て 物 々 しい 治 療 室 とは別 に"落 ち 着 け る 場 所 を 確 保 す る"配 慮 を

実 施 して い た.ま た,救 急 担 当 看 護 師 は 患 者 の 気 持 ち を 落 ち 着 かせ"考 え る 時 間

を 与 え る"こ と で 患 者 自身 が 自 己 の 状 況 を 受 け入 れ る準 備 に 繋 げ て い た.

【場 面4】68歳,男 性,胸 背 部 痛 を 訴 え て 来 院 す る.顔 面 か ら ジ ッ と り発 汗 して

お り,診 察 室 へ 誘 導 す る.

患 者:(看 護 師 に 抱 え ら れ な が らベ ッ ドへ 移 動 す る.ベ ッ ドへ 吸 い 込 ま れ る よ

う に 臥 床 す る)

看 護 師:楽 な 姿 勢 で い て 下 さ い.速 い 息 で な く て,ゆ っ く りね.今 ま で こ の 様 な

経 験 は あ り ま す か?(隣 の ベ ッ ドと の 間 の カ ー テ ン が 閉 ま っ て い る こ と

を 確 認 す る)

患 者:(首 を 横 に 振 る)

看 護 師:血 圧 測 りま す ね.仰 向 け に な れ る か し ら,ご め ん ね.

患 者:(ゆ っ く り と 看 護 師 に 促 さ れ 体 位 を 変 え る)

看 護 師:ご め ん ね.(血 圧 測 定 が で き る よ う促 す)こ の 腕 伸 ば せ る か し ら?

患 者:(看 護 師 の 指 示 に応 ず る)

看 護 師:普 段 は,ど れ く らい?(患 者 の 渋 面 す る 顔 を 見 な が ら)辛 い ね.楽 に す

る か らね.(血 圧 測 定 す る)は い,い い で す.横 向 き が 楽 か し ら?こ こ で

は,一 番 楽 な 姿 勢 で い て 下 さ い.現 在,何 か 薬 を 飲 ん で 治 療 し て い ま す

か?

患 者=…(聞 き 取 れ な い)

看 護 師:ご め ん!辛 い ね,分 か っ た,話 さ な く て い い よ.こ れ か ら 検 査 を し て

調 べ る ね.今,楽 に な る か ら頑 張 っ て!ゆ っ く り呼 吸 し て ね.そ の 方 が
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楽 よ.

救 急 担 当看 護 師 へ の イ ン タ ビュー

来 院 直 後 か ら異 常 で した.凄 く痛 が っ て い て,救 急 車 で 来 て も良 い く らいの 状 況

で した ね.簡 単 に 救 急 車 を 呼 ぶ 人 も い る け ど,呼 び た くな い と い う人 も い て.症 状

が 強 か った の で,早 く楽 に して あ げた か った で す ね.し か し,そ の 前 に ど ん な状 況

か を 把 握 しな けれ ば な りませ ん.医 師 は 診 断 が は っ き りす る ま で 薬 の 使 用 を控 え ま

す.痛 み 止 め を使 う と状 況 が 見 え難 くな るか らで す.私 達 も症 状 が 余 り強 けれ ば,

薬 の 必 要 性 を 医 師 へ 伝 え ま す が,そ の タ イ ミ ング が 重 要 で す.患 者 さん が 辛 が って

い る の を 見 続 け る の は看 護 師 と して も辛 い で す.患 者 へ 看 護 師 も状 況 は判 って い る

こ と を 患 者 に 伝 え つ つ,検 査 を進 め る こ と を理 解 して も ら う必 要 も あ りま す.出 来

る だ け安 心 して,落 ち つ ける 状 況 を作 って 励 ま しま した.

◇ 『一 体 感 を維 持 し安 心 を保 障す る』

救 急 担 当 看 護 師 は,限 定 され た 時 間 に お い て 変 化 し易 い 患 者 の 状 況 と緊 張 した

様 々 な 局 面 で,患 者 の 《訴 え と反 応 に 集 中す る 》,患 者 に 対 して 《絶 え ず 視 線 を注

ぐ》 と 同 時 に 《現 状 理 解 を促 進 す る》《環 境 を コ ー デ ィ ネ ー トす る 》 関 わ りを 一 つ

の 纏 ま り と し て 実 施 して い た.各 カ テ ゴ リー は 常 に 連 続 的 に,分 離 す る こ と な く

構 造 的 に 関 係 し合 っ て お り,救 急 担 当看 護 師 の 患 者 に 対 す る 『一 体 感 を 維 持 し安

心 を 保 障 す る』 とい う姿 勢 が 貫 か れ て い た.こ の 中核 とな る カ テ ゴ リー は,救 急

担 当 看 護 師 が 患 者 のす ぐ側 にい る こ とで 孤 独 感 を 軽 減 し,患 者 に安 ら ぎ を 導 き そ

の 場 に お け る安 心 を提 供 す る こ とに 大 き く寄 与 して い る.

第4節 考 察

1患 者 の体 験 の構 造 に対す る救 急担 当看 護 師の 関わ り

【 】 は,第II章 の 患 者 の 体 験 を 示 す.

国 初 療 下 に あ る 患 者 は,突 然 に 著 しい 苦 痛 症 状 が 生 じ る こ と で 驚 き と恐 怖 を感 じ,

自 己 の 状 況 認 識 が 困難 に な る ば か りで な く 自己 表 現 が 不 十 分 に な る.救 急 担 当看

護 師 の 患 者 に 対 す る 《訴 え や 反 応 に集 中 す る 》《絶 え ず 視 線 を 注 ぐ》関 わ りは,患

者 の 受 診 時 の 情 報 が 少 な い こ と よ り,患 者 の 主 観 的,客 観 的 デ ー タ を 積 極 的 に 収

集 す る こ とに 繋 が り初 療 看 護 の 原 点 と言 え る.救 急 担 当看 護 師 は,患 者 の 訴 え や

反 応 の 変 化 を 時 間 経 過 の 中で 捉 え る こ と は 症 状 の 改 善 や 悪 化 を 判 断 す る こ と,ま
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た 治 療 の 成 果 を 見 極 め る手 が か りに し て い た.患 者 に とっ て 救 急 担 当看 護 師 か ら

自分 の 表 現 した い こ と を タ イ ミ ン グ よ く助 け られ る事 は,自 分 に 対 して 関 心 が 注

が れ て い る こ と を 実 感 す る こ とで あ り,患 者 の 【信 じ て 身 を 委 ね る 】 体 験 の 期 待

に 添 う も の と考 え られ る.

こ の よ うに 救 急 担 当 看 護 師 が 患 者 の 直 ぐ側 に付 き 添 い,積 極 的 な 言 葉 掛 け を 行

う こ と は 患 者 が 救 急 担 当 看 護 師 の 存 在 を確 実 に キ ャ ッ チ す る こ とで あ り,患 者 に

大 き な 喜 び と安 堵 を も た らす.こ れ に よ っ て 患 者 は,安 楽 な 方 向 へ と導 い て 貰 え

る と い う期 待 が 高 ま る.相 互 行 為 の過 程 の 端 点 に は,必 ず 何 らか の 期 待 が 付 着 し

て お りそ の 期 待 が 役 割 と呼 ば れ る1).患 者 が 救 急 担 当看 護 師 に 対 して 抱 く 専 門 的

な 支 援 が 得 られ る と言 う期 待 を裏 切 る こ との な い よ うに,救 急 担 当看 護 師 と して

の 責 務 を 果 た して い く こ とで,信 頼 関 係 を構 築 す る こ とに 繋 が る と考 え られ る.

ま た,救 急 担 当看 護 師 は,患 者 の本 音 を 引 き 出 す こ とに よ り,そ の 場 に お け る

患 者 の 認 識 を 理 解 し,現 実 と の ズ レ を キ ャ ッチ して い る.こ の 行 為 が 患 者 へ の 関

わ りの 方 法 を 再 検 討 す る こ と に も繋 が っ て い る.こ の 一 連 の 行 為 は,救 急 担 当看

護 師 が 患 者 の 率 直 な 思 い や 言 い 分 を「聴 く」とい う意 図 的 な 行 為 そ の も の で あ り,

そ の 場 で 最 初 に 出 会 っ た 患 者 と救 急 担 当 看 護 師 相 互 の 関係 性 を構 築 す る た め の 積

極 的 な 関 わ り と言 え る.救 急 担 当看 護 師 が 患 者 の 言 葉 を 受 け 止 め 問 題 を 共 有 し考

え る とい う行 為 は,患 者 に とっ て 自分 の 言 葉 を 受 け 止 め聴 き 入 れ て も ら え る経 験

とな る.こ の 経 験 は 患 者 に とっ て 大 き な 支 え とな り心 理 的 安 定 を も た ら し,患 者

の 【自分 が 自 分 で な い 感 覚 】 か ら脱 す る こ と に 繋 が り,患 者 に 自己 の 状 況 を 受 け

入 れ る力 を 呼 び 込 む こ と に な る の で は な い だ ろ うか.

回 救 急担 当看護 師 が 《現 実認識 を促 進 す る》 関 わ りは,患 者 に身 体症 状 の変 化 に

つ い て 判 りや す く状 況 説 明 を 行 う こ とで,患 者 自 身 が 措 か れ て い る状 況 につ い て

理 解 を深 め る こ とで あ る.救 急 担 当看 護 師 は 患 者 が 過 度 の 心 配 や 恐 怖 を 抱 く こ と

の な い よ うに 情 報 内 容 を選 択 的 に提 供 す る,と い う工 夫 が み られ た.本 研 究 に お

け る 救 急 担 当 看 護 師 は,実 践 経 験 が10年 で あ っ た こ と よ り,患 者 が 少 し で も落 ち

着 い て そ の 場 に い られ る よ うな 情 報 提 供 が 可 能 で あ っ た と考 え られ る.ま た,救

急 担 当 看 護 師 は,常 に 患 者 の これ ま で の 苦 痛 や 恐 怖,不 安 の 経 験 を 労 う こ と,患

者 の 訴 え を 聞 き 入 れ,そ の 状 況 を 受 け止 め て い る こ と を伝 え て い た.そ の 上 で 救

急 担 当 看 護 師 は,患 者 が 自身 の 現 状 を 受 け 止 め られ る よ うに,丁 寧 か つ 判 りや す

く 「言 葉 を ほ ぐ(し た)す 」表 現2)を 行 っ て い る.っ ま り救 急 担 当 看 護 師 は,カ

タ イ 言 葉 は 患 者 の 聴 く状 況(態 度)を 壊 して しま うこ とが あ り得 る と考 え,言 葉
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を ほ ぐ し て 患 者 と向 き 合 っ て い た.こ の 関 わ り は 患 者 が 【今 後 を イ メ ー ジ で き る

情 報 を 希 求 】 す る 体 験 に 一 歩 近 づ く も の と考 え られ る.

ま た,患 者 が 治 療 の 過 程 にお い て 家 族 ・近 親 者 と対 面 す る こ と は,救 急 担 当看

護 師 で は 困 難 な 情 緒 的 な 支 援 が 家 族 ・近 親 者 か ら得 られ,さ らに 患 者 の 心 身 の 安

ら ぎ と安 堵 を 導 く こ とが 期 待 され て い る.こ れ に よ っ て 患 者 は認 知 度 を 高 め 現 状

を 受 け と め る こ と に繋 が り,【 自分 が 自分 で な い 感 覚 】や 【現 状 へ の 驚 愕 】体 験 か

ら復 活 す る き っ か け を 与 え られ て い る.

2救 急 担 当看 護 師 の関 わ りの特 質

国 初 療 で は,出 来 るだ け 早 期 に確 定診 断 を行 い,障 害 を 最 小 限 に 留 め る た め の 治

療 を 開 始 す る こ とが 最 優 先 され る(但 し,救 命 を 望 ま な い 特 殊 状 況 は 除 外 す る).

しか し,救 急 外 来 を訪 れ る患 者 の 全 身 状 態 は 不 安 定 な 上 に,患 者 の 情 報 が 極 端 に

少 な い こ とが 特 徴 で あ る.患 者 の 重 症 度 や 緊 急 性 が 高 け れ ば 時 間 の 猶 予 は な く,

時 間 との 兼 ね 合 い の 中 で 患 者 へ 必 要 な 検 査 や 処 置,治 療 が 実 施 され 患 者 の 状 況 は

目ま ぐ る し く 変 化 す る.こ の状 況 にお い て 救 急 担 当看 護 師 の 責 務 は,患 者 の 生 命

維 持 と回 復 に 向 け て 治 療 行 為 の 流 れ に 沿 い,出 来 る だ け 早 期 に 効 果 的 な 処 置 を行

うた め の 役 割 を 担 う こ とで あ る.そ の 具 体 的 な 事 柄 と して 救 急 担 当看 護 師 は,複

数 の 患 者 の 様 々 な 健 康 問 題 とそ の レベ ル の 把 握 と判 断,患 者 の 各 局 面 に お い て 患

者 の 反 応 に 対 応 す る.そ して 的 確 な 情 報 収 集 に 基 づ き 正 確 な ア セ ス メ ン トを行 い,

処 置 や 治 療 の 時 期 を 逸 す る こ との な い よ うに 症 状 の 変 化 や 悪 化 の 兆 候 を捉 え る こ

とは 重 要 不 可 欠 な 行 為 で あ る.

回 患 者 に と っ て 初 療 とい う環 境 は,独 特 な 雰 囲 気 を 醸 し出 し 日常 性 を 欠 い て お り,

特 に 心 臓 ・血 管 系 に健 康 問 題 の あ る患 者 に とっ て,こ と さ ら に 死 を イ メ ー ジ す る

場 合 も少 な く な い.救 急 担 当看 護 師 が 患 者 へ 『一 体 感 を 維 持 し安 心 を 保 障 す る』

関 わ り は,救 急 担 当看 護 師 は 患 者 の 僅 か な 変 化 を 見 逃 さな い 集 中 し た 状 況 観 察 を

意 図 す る こ とに あ り,そ の 場 に お い て 患 者 の 体 験 に よ っ て 生 じ る 恐 怖 や 孤 独 を軽

減 し,あ る い は 回 避 す る こ とで も あ る.そ の 関 わ りに よ っ て 患 者 は,そ の 場 に 居

る こ と に 落 ち 着 き,そ の 状 況 に取 り組 む 勇 気 を得 る こ とで あ る.

救 急 担 当 看 護 師 と患 者 の 「一 体 感 」 と は,脆 弱 で 不 安 定 な 患 者 を 見 守 り,単 に

感 情 の 一 致 や 同 一 化 を な す 事 で な く,救 急 担 当看 護 師 は 他 者(患 者)の 思 い に ふ

れ て 自身(救 急 担 当看 護 師)の 理 解 の 枠 に お さ め よ う とせ ず,一 人 の 人 間 と して

他 者 の 存 在 に接 す る こ とで あ る.ま た,救 急 担 当 看 護 師 は,初 療 環 境 の 時 間 の 流
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れ の 中 で 患 者 の 様 々 な 思 い や 態 度,反 応 を否 定 す る こ と な く了 解 し よ う と して そ

の 状 況 に付 き 合 う こ とで あ る.救 急 担 当 看 護 師 は ど の位 置 か らで も 患 者 へ 声 をか

け る こ と,顔 を 見 る こ と,手 を握 る こ とや 摩 り,救 急 担 当 看 護 師 自身 の 身 体 全 体

で 患 者 の 状 態 を 感 じ と ろ う と して い る.こ の よ うな 救 急 担 当 看 護 師 の 身 体 化 した

判 ろ う とす る 姿 勢 は,患 者 の 精 神 的 な 安 定 を導 き そ の 場 の 出 来 事 を 受 け入 れ る力

を 与 え て い る.こ の 関 わ りは根 本 的 な 人 間 理 解 を 示 す こ とで あ る.

初 療 下 で は,患 者 の 特 徴 よ り医 療 処 置 の進 行 と患 者 へ の 解 説 が 同 時 進 行 され る

場 合 が 多 い.患 者 は そ の 状 況 を 理 解 で き ぬ ま ま そ の 場 を過 ご し,患 者 の 気 持 ち は

そ の 状 況 か ら置 き 去 りに な る こ とが 少 な く な い.こ の 過 程 に お い て 救 急 担 当看 護

師 は,脆 弱 な 患 者 を保 護 し そ の 患 者 が 救 急 担 当看 護 師 で あ る支 援 者 と の 距 離 感 を

抱 く こ とが な い よ うに,『 一 体 感 を維 持 し安 心 を保 障 す る 』 とい う根 本 的 な 理 解

に 基 づ く専 門 的 な 優 し さ が 貫 か れ て い た と考 え られ る.

[ii]初療 経 過 の 中で 救急 担 当看護 師 が,患 者 の苦痛 を労 り症状 の安 定 を見極 め,静

か な 環 境 や 落 ち 着 い た 状 況 を 作 り提 供 す る事 は,新 た な 環 境 を コー デ ィネ ー トす

る こ と で あ る.患 者 に 症 状 が 残 る状 況 で あ っ て も,救 急 担 当 看 護 師 か ら の 思 い や

りを 実 感 で き る こ とは,患 者 の 基 本 的 な 安 全 ・安 楽 の 欲 求 を 叶 え る こ と で あ る.

これ は 患 者 の 気 持 ち の 切 り替 え を 可 能 し,非 日常 的 な 専 門 的 な 情 報 を 受 け入 れ る

こ と に 繋 が る こ とで あ る.こ れ は 患者 自身 の 健 康 問 題 に 対 し て,自 己 決 定 す る た

め の 原 動 力 を 奮 起 させ る 出 発 点 とな り,今 後 の 治 療 方 針 や 療 養 生 活 を 受 け 入 れ る

こ と に 繋 が る と考 え られ る.全 て の カ テ ゴ リー に 浸 透 す る 患 者 へ の 『一 体 感 を 維

持 し安 心 を 保 障 す る』 関 わ りは,患 者 の 体 験 に よ る 『生 を 求 め 捉 え よ う とす る』

思 い を 維 持 す る こ とに 繋 が る と言 え る の で は な い だ ろ うか.

3初 療 を受 ける患 者 に対す る 関わ りと慢 性 的 な健 康 問題 を もつ患者 に対す る関

わ りの 違 い

救 急 担 当 看 護 師 の 関 わ りは,突 然 の 健 康 問 題 の 発 症 に よ る 障 害 を 最 小 限 に く い

止 め る こ と,ま た 患 者 が 自 己 の 健 康 問 題 を受 け 止 め,回 復 を め ざ して 療 養 法 を選

択 す る た め の 意 思 決 定 を 支 え る援 助 を 行 う こ とで あ る.救 急 担 当 看 護 師 の 《 訴 え

と反 応 に 集 中 す る 》 《 絶 えず 関 心 を 注 ぐ 》 関 わ りは,救 急 担 当看 護 師 は 緊 迫 した

限 ら れ た 時 間 の 中 で 患 者 に接 近 し,患 者 の 心 身 の 変 化 を タ イ ム リー に 把 握 し必 要

な 援 助 に 繋 げ る た め の 主 体 的,か つ 積 極 的 な ア プ ロ ー チ で あ る こ と が 理 解 で き る.

この よ うな 患 者 は 、 身 体 状 態 の 改 善 が 得 られ な い 時 や 症 状 の 悪 化,新 た な 問 題 の
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発 生 も少 な くな い 。 救 急 担 当看 護 師 の 《 現 実 理 解 を 促 進 す る 》 《 環 境 を コ ー デ ィ

ネ ー トす る 》 関 わ りは,患 者 の 落 ち着 き と安 ら ぎ を 導 く た め に は な お 一 層,重 要

な 関 わ り と な る 。

一 方
,慢 性 的 な健 康 問 題 を もつ 患 者 へ の 関 わ りは,セ ル フ ケ ア の た め に 行 動 す

る こ と を助 け 促 す こ とで あ り,療 養 生 活 を継 続 す る過 程 に お い て 患 者 の 行 動 変 化

を 肯 定 的 に 見 守 る こ とで あ る3).つ ま り,患 者 の 既 に あ る生 活 を 変 化 させ,新 た

な 生 活 を 再 構 築 す る た め の 支 援 で あ る.

両 患 者 に お い て 専 門 的 な 看 護 支 援 は 必 要 不 可 欠 で あ る.し か し初 療 看 護 に お い

て 特 に 意 識 され な け れ ば な らな い こ とは,患 者 が 危 機 的 な 状 況 で あ る が 故 の 『一

体 感 を 維 持 し て 安 心 を保 障 す る』 関 わ りの 特 徴 で あ る.救 急 担 当看 護 師 は す ぐ側

で 患 者 の 味 方 を す る,権 利 を 擁 護 す る 等,と 言 う救 急 担 当看 護 師 の ア ドボ ケ ー タ

ー と して の 専 門 的 な 関 わ りの 姿 勢 が よ り強 調 され る こ とが ,慢 性 的 な 健 康 問題 を

持 つ 患 者 に対 す る 関 わ り の差 異 と な っ て い る.

第5節 本 研 究 の 課 題

今 回,初 療 を担 う看 護 師 の 関 わ りの 一 側 面 が 明 らか に な っ た と言 え る.し か し,

以 下 の 課 題 を 挙 げ て お か な け れ ば な ら な い.

① 研 究 を 承 諾 した 施 設 は,2つ の 特 定 機 能 病 院 に お け る3部 門 で あ る.地 域 に

お け る 中 核 的 な 医 療 施 設 と して の 役 割 を も ち,救 急 医 療 施 設 と して 積 極 的 な 関 わ

り を 実 施 して い た と考 え られ る.一 方 で,全 国 の 救 急 医 療 施 設 に お け る地 域 性 や

医 療 シ ス テ ム の 違 い 等 を 考 慮 す る な ら,一 般 的 な状 況 を 反 映 して い る とは 言 い 難

く,今 後 全 国 縦 断 的 な研 究 が 必 要 で あ る.② 今 回 の デ ー タ は 参 加 観 察 に よ っ て 得

られ た 記 述 で あ る が,収 集 時 に 救 急 担 当 看 護 師 へ 余 計 な 負 担 や 緊 張 を 与 えな い よ

うに,筆 者 は デ ー タ収 集 前 よ り救 急 担 当 看 護 師 ら と コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン を重 ね,

収 集 時 に は 自然 な 状 況 下(普 段 の 状 況)で 行 わ れ る よ うに 努 め た が,そ れ で も筆

者 の 存 在 が 救 急 担 当看 護 師 へ 何 らか の 影 響 を 与 え た 可 能 性 が 予 測 され る.③ 看 護

領 域 が 専 門 分 化 され,特 定 看 護 領 域 に お け る認 定 看 護 師 や 専 門 看 護 師 な どの 有 資

格 者 が 活 躍 し て い る.そ の 教 育 を 受 け た 看 護 師 の 関 わ り を理 論 的 サ ン プ リン グ と

し本 研 究 と比 較 検 討 す る こ とで,初 療 の 専 門性 に 特 化 した 看 護 実 践 を 提 供 す る た

め の 教 育 方 法 の 観 点 を 明 らか に す る こ とが 今 後 の 課 題 と して 残 され た.
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第1V章 救 急看 護 認 定 看 護 師 の 看護 介 入 の 特 質

第1節 本 章 の 目的

本 章 は,29頁 に 示 した 本 研 究 の 第3段 階 で あ る.

本 章 の 目的 は,初 療 看 護 を 担 う救 急 看 護 認 定 看 護 師 の 臨 床 知 か ら,救 急 看 護 認

定 看 護 師 が 危 機 的 状 況 に あ る患 者 に対 して 如 何 に して 向 き 合 い,患 者 が 自己 の健

康 問 題 を 受 け 止 め る こ と を 目指 して 患 者 との 対 話 的 行 為 を 志 向 し,ど の よ うな コ

ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 的 ス キル を 駆 使 す る こ とで,合 意 形 成 を 構 築 して い る の か を 明

ら か に す る こ とで あ る.ま た.前 章 の 救 急 担 当 看 護 師 の 看 護 介 入 と比 較 検 討 す る

こ と に よ っ て.初 療 看 護 を 担 う看 護 師 の 対 話 的 行 為 に つ い て 考 察 す る.

第2節 研 究 対 象 ・デ ー タ 収 集 方 法 ・期 間 ・場 所

1研 究 対 象

日本 看 護 協 会 ホ ー ム ペ ー ジ1)に 公 開 され て い る救 急 看 護 認 定 看 護 師 の 中 か ら,

無 作 為 に抽 出 し た者 へ 文 書 に て研 究 依 頼 を 行 っ た.本 研 究 の 主 旨 を 理 解 し研 究 協

力 に 同 意 し た 現 職 の 救 急 看 護 認 定 看 護 師13名 で あ る.年 齢 は33～46歳(平 均39.0

歳),臨 床 経 験 年 数 平 均19.8年,救 急 看 護 年 数 平 均13.3年,認 定 資 格 取 得 後4～

13年(平 均9.5年),全 て が 女 性 で あ っ た.

2デ ー タ 収 集 方 法

対 象 者 に 対 し て これ ま で の 初 療 看 護 実 践 に お い て,患 者 が 自身 の 状 況 に つ い て

理 解 が 困 難 と思 わ れ た 時,あ る い は 治 療 や 療 養 法 が 受 け入 れ られ ず に い る 時 の 関

わ り等 に つ い て 半 構 成 的 面 接 を 実 施 した.最 初 は 健 康 問題 に 限 定 す る こ と な く語

っ て も らい,そ の 過 程 に お い て 心 臓 ・血 管 系 の 健 康 問 題 が 疑 わ れ た 患 者 の 関 わ り

に 焦 点 化 した.対 象 者 の 同 意 を 得 た う え で 録 音 し逐 語 的 に 記 述 した.録 音 の 同 意

の 得 られ な い 場 合 は,フ ィ ー ル ドノ ー トに 内 容 を メ モ と して 残 す 事 に 同 意 を 得 た.

最 終 的 に 心 臓 ・血 管 系 に 健 康 問 題 が あ る患 者 の デ ー タ に 限 定 して 分 析 を行 っ た.

3デ ー タ 収 集 期 間

2006年6月 ～2007年2月

70



4デ ー タ収 集 場 所

対 象 者 の 都 合 を最 優 先 させ,筆 者 は 指 示 され る場 所 へ 出 向 い た.殆 どが 研 究 協

力 者 の 所 属 す る施 設 の 会 議 室 や 診 察 室 の 一 角 で 行 わ れ た.

第3節 結 果

救 急 看 護 認 定 看 護 師 は,患 者 の 第 一 印 象 を キ ャ ッチ す る こ とを 重 視 し,初 療 の

経 過 の 中 で 患 者 の 訴 え と 客観 的 な デ ー タ を 照 合 す る こ と で,最 初 に 捉 え た 患 者 の

状 況(印 象)が どの よ うに 変 化 して い くの か,ま た 患 者 の 言 語 化 され 難 い反 応 に

も 着 目 し て い た.

救 急 看 護 認 定 看 護 師 は,図1(72頁)に 示 す よ うに カ テ ゴ リー{衝 撃 を 鎮 め る},

{混 乱 す る 思 考 を 整 理 す る},{そ の 場 の 空 気 を読 み とる},{先 行 き を 具 体 化 す る}

が 重 複,か つ 継 続 して 関 わ る こ とに よ っ て(一 つ の 三 角 が そ れ ぞ れ の カ テ ゴ リー

を 示 し,そ の 影 と点 線 の 三 角 が 重 複 や 蓄 積,矢 印 に よ っ て 継 続 と連 続 を表 す)よ

り効 果 的 な 関 わ り とな っ て い た.こ れ ら の 全 て の カ テ ゴ リー に 関連 づ け られ た コ

ア カ テ ゴ リー 『問 題 に 向 き 合 う態 勢 を 支 え る 』(長 楕 円 が 右 上 方 へ 大 き く進 展 す る)

が 生 成 され た.救 急 看 護 認 定 看 護 師 の 関 わ りに よ っ て 時 間 の 経 過 に お い て(横 軸),

患 者 が 健 康 問 題 に 向 き 合 う態 勢(縦 軸)が 高 め られ て い く こ とで あ る.

本 研 究 の ス トー リー ラ イ ン は,以 下 の 通 りで あ る.救 急 看 護 認 定 看 護 師 は,患

者 の 状 況 を 気 づ か い 労 り積 極 的 に 患 者 の 思 い を 聞 く 姿 勢 を 示 し,患 者 へ 関 心 を 向

け る こ と で 患 者 の{衝 撃 を 鎮 め る}関 わ りを 実 施 して い た.同 時 に,救 急 看 護 認 定

看 護 師 は 患 者 へ こ れ ま で の 自分 の 経 験 を 伝 え,あ る い は 患 者 の 思 い や 考 え を 聞 き

確 認 す る と い う相 互 の 考 え を伝 え 合 っ て い た.そ の 上 で,救 急 看 護 認 定 看 護 師 は,

医 療 専 門 職 の 一 員 と して ア ドバ イ ス を す る こ とで 患 者 の{混 乱 す る思 考 を整 理 す

る}関 わ り を 実 施 して い た.ま た,患 者 と患 者 を 取 り巻 く人 々 と の相 互 作 用 に よ っ

て 生 じ る{そ の 場 の 空 気 を 読 み とる}関 わ りに よ っ て,患 者 に と っ て 医 療 関 係 者 や

取 り巻 く 人 々 と の 調 整 や 話 し合 い が 円 滑 に進 む こ とを 支 援 して い た.さ らに 救 急

看 護 認 定 看 護 師 は 現 状 説 明 に 加 え今 後 の 成 り行 き を説 明 す る こ と に よ っ て{先 行

き を 具 体 化 す る}こ と と な り,患 者 の 行 動 化 が 促 進 され る 関 わ りを 実 施 して い た.

これ らの 救 急 看 護 認 定 看 護 師 の 関 わ りの 根 底 に は,患 者 が 自 己 の 健 康 に 関 わ る『問

題 に 向 き 合 う態 勢 を 支 え る』 た め の前 向 き な 思 い が 包 含 され て い た.

コ ア カ テ ゴ リ ー は 『 』,カ テ ゴ リ ー は{},サ ブ カ テ ゴ リ ー は 〈 〉,特 性 は
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図1救 急看護認定看護師のカテゴリー間の関連

表2救 急看護認定看護師のカテゴリー一覧

コ ア カ テ ゴ リー

『問題 に向 き合 う

態勢 を支 える』

看護 師は患者 の苦

痛 な症状 を気遣 い,

同時 に患者 と患者 を

取 り巻 く人 々 との調

整 に努め るこ とで,

患者 が 自身 の健康 問

題 に 向き合 う態 勢を

支 え るこ とである.

カテ ゴ リー

{衝撃を鎮める}

定義:看 護師は,患 者の状況を労 り積極 的に患者の

思 い を聴 く姿勢 を示 し,関 心 を示す こ とで動揺 を鎮

め落ち着かせ る関わ りをする こと

{混乱す る思考 を整理す る}

定義=看 護師 は,患 者の考え を確認 し看護師 として

の経験や考 えも伝 え,専 門的なア ドバイス行 うこと

で患者が現状整理が可能にな るようにす ること

{そ の場 の空気 を読み とる}

定義:看 護師 は,患 者 と患者 を取 り巻 く人々の相互

作用 による状況や雰 囲気 を察知 し,患 者 がよ り良い

方 向へ,よ り良い選択 がで きるように患者 とその

入々へ働 きかけを行 な うこと

{先行 きを具体化す る}

定義:看 護 師は,現 状説 明を行い理解を促す ことに

留 まらず,今 後 の方 向性 を示す ことで具体的な行動

を促す こ と

サブカテ ゴリー

〈状況 を労 る〉

〈思い を引 き出す〉

〈関心 を向ける〉

〈双方の意思 を交流 させ る〉

〈混迷 に付 き合 う〉

〈患者 と医師 を仲介す る〉

〈状況 の進行 を見計 ら う〉

〈違湘感 を解 きほぐす〉

〈現実理解 を促進す る〉

〈今後 の成 り行 きを説 明する〉

〈成果 を共に喜ぶ〉

特性

①気持ちと症状を慰める

② 一息っかせ る

①本音を聞き出す

② 一歩先ん じて思いを探る

①離れていても注意を払う

②患者の視野へ入る

①意思を確認する

②過去の経験を話す

①纏まらない思考に付き合う

② 専門家 としてのア ドバイス

①会話の進行を見極める

②会話の場を設ける

①タイ ミングをみて会話に参加する

②結果を見届ける

①視線が合わないことを感じ取る

①様々な視点から情報提供する

②繰 り返して説明する

①検査や処置の意味を伝える

②相談窓口を示す

①治療の成果を補足説明する

*表 内の看護師は,救 急看護認定看護師を示す
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""で 現 し 表2(72頁)に 示 し た
.

1{衝 撃 を 鎮 め る}

救 急 看 護 認 定 看 護 師 は,患 者 の 状 況 を 労 り積 極 的 に 患 者 の 思 い を 聴 く 姿 勢 を示

し,関 心 を示 す こ とで 動 揺 を 鎮 め 落 ち 着 か せ て い た.患 者 の 突 然,か っ 急 激 な健

康 問 題 の 発 症 に よ っ て 生 ず る症 状 や 困 惑 を 気 づ か い,丁 寧 に 患 者 の 言 い 分 や 希 望,

期 待 を 聴 い て い た.た と え,患 者 と離 れ て い て も 患 者 を 見 守 っ て い る こ とが わ か

る様 に 細 心 の 配 慮 を も っ て 経 過 観 察 を 行 うこ と で そ の 動 揺 を鎮 め る よ うに して い

た.こ の カ テ ゴ リー は,〈 状 況 を 労 る 〉,〈 思 い を 引 き 出 す 〉,〈 関 心 を 向 け る

〉 か ら構 成 され て い た.

1)〈 状 況 を労 る 〉

救 急 看護 認 定看 護 師 は,患 者 の話 しを傾 聴 し健 康 問題 の 出現 に対 す る驚 きや 辛

い"気 持 ち や 症 状 を慰 め る"こ と で,患 者 の 気 持 ち を和 ま せ 安 心 感 を 抱 か せ て い

た.患 者 の 緊 張 を 解 き ほ ぐす た め に慰 安 の 言 葉 を か け"一 息 つ か せ る"こ とが で

き る状 況 を 作 っ て い た.

救 急 看 護 認 定 看 護 師A

症 状 の強 い 時 は 無理 です が,少 し症 状 が楽 に な り落 ち着 い て きた ら当 時 の状 況 に

つ い て ゆ っ く り 話 し を 聞 き ま す 。"辛 か っ た ね,き っ か っ た ね"と 言 い な が ら 聞 き

ま す.す る と段 々,落 ち 着 い て 安 心 し て き て,相 当 辛 か っ た と 思 わ れ る 時 は 涙 を 流

し た り ….話 す こ と で リ ラ ッ ク ス で き て,さ ら に 本 心 が 聴 け る こ と が あ りま す.

気 が か り な 事 が あ っ た ら何 で も 言 っ て ね,相 談 に の る よ,と 話 し て お き ま す.

2)〈 思 い を 引 き 出す 〉

救 急 看 護 認 定 看 護 師 は,患 者 が 心 に 秘 め た 言 葉 に な らぬ"本 音 を 聞 き 出 し,"患

者 の 戸 惑 い を 極 力 軽 減 す る た め に"一 歩 先 ん じ て 思 い を 探 っ て い た".

救 急 看 護 認 定 看 護 師F

患 者 さ ん の 最 初 の 印 象 を キ ャ ッ チ す る こ と は,と っ て も 大 事 で す.最 初 は,患 者

さ ん の 殆 ど が 緊 張 し て い ま す.思 い が 言 葉 に な ら な い こ と が 殆 ど で す.そ れ が 私 た

ち の 関 わ り に よ っ て ど の よ う に 変 化 す る の か?顔 つ き が 穏 や か に な っ た り,私 達 と

の 視 線 が 定 ま っ た りす れ ば,少 しず っ 落 ち っ い て き た な あ と思 い ま す.そ れ は 私 達

の 関 わ り が 順 調 と い うか,受 け入 れ られ て い る こ と だ と 思 い ま す.私 も 患 者 も お 互
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い を 見 て い る の に 視 線 が 合 わ な い の は,何 か す っ き り し な い.患 者 は,何 か(看 護

師 に)伝 え た い,言 い た い け れ ど,ど う し た ら い い の か わ か ら な い.関 わ りの 時 間

の 流 れ の 中 で,少 しず つ 患 者 の 気 持 ち や 考 え を 話 さ せ て,ど の よ う に 変 わ る の か を

見 て い く こ と は 重 要 だ と思 い ま す,

3)〈 関 心 を 向 け る 〉

救 急 看 護 認 定 看 護 師 は,作 業 中,あ る い は 他 の 患 者 へ の 関 わ りを 実 施 して い る

途 中 に お い て,僅 か で も気 が か りな状 況 に 対 して は,"離 れ て い て も注 意 を 払 う"

よ うに 努 め て い た.ま た,患 者 か ら救 急 看 護 認 定 看 護 師 の 存 在 が伝 わ る よ うに"患

者 の 視 野 に 入 る"位 置 に 構 え 見 守 る こ とで,患 者 へ の 注 意 深 い 観 察 を継 続 し て い

た.

救 急 看 護 認 定 看 護 師D

自分 の 目で 患者 を見 るの が 一 番.ス タ ッ フか らの 情 報 で も良 い ん だ けれ ど,や っ

ば り 自 分 で 状 況 を確 か め る.ス タ ッ フ と の 捉 え 方 が 違 う場 合 が あ りま す.自 分 で 見

る と 確 信 が 持 て る.患 者 へ 一 言 掛 け る だ け で,そ の 反 応 で 何 か が 分 か る ん で す.大

事 な の は,患 者 さ ん は 自分 を 見 に 来 て く れ た と思 っ て,患 者 か ら 訴 え 易 くす る こ と

で 安 心 させ る.忙 し く て 大 変 で も,必 ず(自 分 で)患 者 の 顔 を 見 る よ う に し て い ま

す.

2{混 乱 す る思 考 を整理 す る}

救 急 看 護 認 定 看 護 師 は,患 者 の 状 況 に 対 す る 考 え を 確 か め,同 時 に 救 急 看 護 認

定 看 護 師 と して の 自 己 の 経 験 や 素 朴 な 考 え を伝 え,専 門 的 な ア ドバ イ ス を 加 え る

こ とで 患 者 が 現 状 を整 理 す る こ とを助 け て い た.ま た,患 者 が 症 状 の 出 現 に よ っ

て,自 身 の 頭 の 中 や 気 持 ち が 混 乱 し考 え が 整 理 で き な い 状 況 に 付 き合 い な が ら,

専 門 的 な ア ドバ イ ス を 行 う こ とで,患 者 は 状 況 整 理 が 可 能 とな り リラ ッ ク ス で き

る よ うに 導 い て い た.こ の カ テ ゴ リー は,〈 双 方 の 意 思 を 交 流 させ る 〉,<混 迷

に 付 き 合 う 〉 か ら構 成 され た.

1)〈 双 方 の 意 思 を 交 流 させ る 〉

救 急 看 護 定 看 護 師 は,患 者 の 希 望 や 期 待,考 え 等"意 思 を確 認"し,そ の 過 程

に お い て 救 急 看 護 認 定 看 護 師 が"過 去 の 経 験 を 話 す"こ とで お 互 い の 考 え を 伝 え

合 っ て い た.こ れ に よ っ て 患 者 と救 急 看 護 認 定 看 護 師 相 互 の 人 間 的 な 触 れ 合 う こ
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と と な り,思 い が 通 じ安 心 と安 定 を得 る こ と に繋 が っ て い た.

救急看護 認 定看 護師J

患 者 が 落 ち着 い てそ の場 に居 られ る た め に,環 境 作 り と同 時 に 言 葉 掛 け もす ご く

重 要 です.私 た ち は 絶 えず 患者 の 観 察 を行 っ て い ます が,そ れ が 患 者 へ伝 わ らな い

と患 者 は 放 っ て お かれ た とい う感 覚 を抱 かせ る と逆 効 果 です.必 ず,声 をか けて そ

の 時 の状 況 とか,患 者 の これ ま で の話 しの 内容 に 関 連 した こ とに っ い て 一 言 付 け加

え る こ と を しま す.

救 急 看 護 認 定 看 護 師H

患 者 と話 し を して い る と次 第 に 患 者 の 特 徴 が判 っ て き ま す.何 度 も繰 り返 され

る言 葉 か らそ の 人 の こ だわ りや 癖 等 が 見 え て きま す.患 者 が 大 切 に して い る所 は,

此 方 も大 事 に した い と思 う姿 勢 を示 し,伝 え て い く こ とが 安 心 に繋 が る と思 い ま

す.初 め は 何 か お か しな 物 言 い だ っ た の が,次 第 に 落 ち 着 い た 気 持 ち に変 化 す る

こ と も あ りま す ね.

2)〈 混 迷 に 付 き 合 う〉

救 急 看 護 認 定 看 護 師 は,患 者 が 健 康 問 題 に よ る 苦 痛 や 恐 怖,驚 き が 生 ず る こ と

で 現 状 理 解 が 進 ま な い 時 に は,"纏 ま ら な い 思 考 に 付 き合 い",状 況 を み て"専 門

家 と して の ア ドバ イ ス"を 行 っ て い た.患 者 が どの よ うに行 動 した ら よ い の か 判

らな い 時 に は,具 体 的 な 行 動 を提 示 す る こ とで,患 者 は 自己 の 状 況 を 順 序 立 て て

整 理 す る こ と に 繋 が り,治 療 や 将 来 へ 前 向 き に取 り組 む こ と に 繋 が っ て い た.

救 急 看 護 認 定 看 護 師A

患 者 さん は,症 状 が あ るの で 落 ち着 い て 考 え られ な い こ と も多 い です.今 の 状 況

が こ うだ か ら,こ の よ う に し よ う,こ うす る と 良 い よ,と ア ドバ イ ス し ま す.時 に

は,指 示 し て あ げ る こ とで,安 心 して そ れ 以 降 の 状 況 を 受 け 入 れ や す く な っ た り し

ま す.

救 急 看 護 認 定 看 護 師K

患 者 さ ん は,症 状 が 強 くて 辛 い ときは 自分 の状 況 が 中心 です.少 しず つ 状 況 が 変

化 す る と こ れ か らの 事 を考 え て い る の か?何 か うっ う な表 情 や ポ ー ッ と して 宙 を

見 て い る 時 も あ ります.そ ん な 時,我 にか えす とい うか,此 方 に注 目 させ て これ か

ら ど うす る 必 要 が あ る の か を伝 え ます.
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3{そ の 場 の 空 気 を 読 み と る}

救 急 看 護 認 定 看 護 師 は,患 者 と患者 を 取 り巻 く入 々 との 関 わ りや 相 互 作 用 に 注

意 を 向 け,そ の 状 況 に お け る 関 係 性 が どの よ うに 影 響 し合 っ て い る の か,そ の 場

の 状 況 を感 じ取 っ て い た.患 者 が よ り良 い 方 向 へ,よ り良 い 選 択 が で き る よ うに

患 者 とそ の 人 々 へ 働 き か け を行 っ て い た.こ の カ テ ゴ リー は,〈 患 者 と医 師 を仲

介 す る 〉,〈 状 況 の 進 行 を 見 計 ら う〉,〈 違 和 感 を解 き ほ ぐす 〉 か ら構 成 され て

い た.

1)〈 患 者 と 医 師 を仲 介 す る 〉

救 急 看 護 認 定 看 護 師 は,医 師 か ら患 者(時 に は,家 族 も含 ま れ る)へ 状 況 説 明

が な され る 時,あ る い は 患 者 か ら 医師 へ 質 問 や 希 望 を伝 え る 時 等,両 者 の"会 話

の 進 行 を 見 極 め る"こ とで そ の 関 係 を 築 く助 け を して い た.ま た,両 者 の 間 に 立

っ て 相 互 の 想 い や 考 え を 伝 え る た め の"会 話 の 場 を 設 け る"こ と で そ の 状 況 を 見

守 っ て い た.救 急 看 護 認 定 看 護 師 は,時 に は 医 師 に 代 わ っ て 患 者 へ の 問 い か け を

行 い,そ の 結 果 を 医 師 へ 伝 え る等,重 要 か つ 複 雑 な 状 況 に お い て 双 方 の 期 待 通 り

に進 行 す る よ う配 慮 す る こ とで あ る.

救 急 看 護 認 定 看 護 師B

医 師 が説 明 して も患者 の 理解 の 度合 い が は っ き りせ ず,患 者 が 医 師 に対 して話 し

が 出 来 な い 時 も 結 構 あ る の で,そ の 場 に 入 っ て 双 方 の 伝 え た い こ と を 伝 え 合 え る よ

うに し ま す.患 者 は 医 師 と話 し を して い て も,患 者 な り の 思 い が あ っ て 医 師 の 勧 め

る 方 針 と合 わ ず に,両 者 の 話 し が 先 に 進 ま な い 事 が あ り ま し た.患 者 さ ん な り に?

同 性 同 士 の プ ラ イ ドが あ っ て,2人 の 会 話 が 膠 着 状 態 で し た.(私 は)こ れ 以 上 変

わ ら な い と 考 え て,私 の 方 か ら 患 者 と 話 し を させ て 貰 い ま した.相 手 が 変 わ っ た ら

話 しや す か っ た の で し ょ う段 々 と患 者 さん の 考 え が 軟 化 し て,結 局 は 医 師 の 勧 め る

患 者 に と っ て も 最 良 の 治 療 を 選 択 す る こ と が で き ま し た.私 が 患 者 と話 し を し た 内

容 を 医 師 へ 伝 え る こ とで,患 者 と 医 師 と の 関 係 も構 築 で き る よ う に な っ て 事 が 進 む

こ と も あ り ま す.ち ょ っ と し た タ イ ミ ン グ で …,話 し 手 が 変 わ る こ と で 受 け 止 め

ら れ た り し て ….(略)患 者 さ ん に も,ダ イ レ ク トに 自分 の 感 情 を 表 現 し な い 方 は

い ら っ し ゃ い ま す.例 え ば,管 理 職 等 を され て い る 方 は,ジ ッ と 黙 り込 ん で 耐 え て

い る 様 に も 見 え ま す.検 査 デ ー タ や 所 見 か ら 考 え る と,結 構 辛 い の で は な い か と思

い ま す.所 見(客 観 的 デ ー タ)と(患 者 の 態 度 や 反 応)の ズ レ が あ る 時 は 要 注 意 で

す.(経 験 的 に)そ の 状 況 に 合 わ な い と言 う か,極 端 に 言 葉 数 都 少 な い,眼 が 泳 ぐ
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とい うか.そ の ズ レを修 正 で きれ ば 医療 者 との 関 係 性 は 旨 くい く と思 い ま す.

2)〈 状 況 の 進 行 を 見 計 ら う〉

救 急 看 護 認 定 看 護 師 は,患 者 と医 師,あ るい は 家 族 ・近 親 者 との 話 し合 い の"タ

イ ミ ン グ を み て 会 話 に 参 加 す る"関 わ りを 実 施 して い た.た と え,そ の 話 し合 い

に 入 らな く て も"結 果 を 見 届 け る"こ と で,相 互 の 思 い が 語 られ,順 調 に診 療 が

進 め られ る よ うに そ の 場 の 状 況 の行 方 を把 握 し て い た.

救 急 看 護 認 定 看 護 師E

患 者 をそ の場 で 見 て い る と判 る の です が,患 者 が 無 言 で視 線 を送 る こ とが あ りま

す.何 か,そ の 場 で そ の 患 者 特 有 の オ ー ラ を 感 じ る こ とが あ りま す.何 か を 訴 え て

い る,何 か 言 い た げ,聞 き た げ の 空 気 を 感 じ ま す.患 者 さ ん は 自 分 か ら 話 し難 い.

だ か ら 此 方 か ら 積 極 的 に 状 況 に つ い て 話 し す る 等,今 後,患 者 が ど の よ う な 状 況 に

な っ て い く の か き っ ち り把 握 す る 必 要 が あ る と 思 い ま す

3)〈 違 和 感 を 解 き ほ ぐす 〉

救 急 看 護 認 定 看 護 師 は,患 者 と の直 接 的 な 関 わ り,あ る い は 患 者 と 医 師 や 重 要

他 者 と の 関 わ りを 観 察 して い る 時 に,患 者 が そ の 場 に合 致 しな い 何 と も言 え な い

表 情 や 反 応 を 呈 し,そ の 場 の 人 々 との"視 線 が 合 わ な い"こ と等,そ の 場 の 雰 囲

気 の 異 様 さ を感 じ と る.そ して そ の状 況 に 対 して,そ の 原 因 が 何 な の か を様 々 な

関 わ りを 試 み る こ とで 変 化 させ よ う と して い た.

救 急 看 護 認 定 看 護 師E

そ の 場 の 患 者 さん の表 情 や 態 度 が状 況 にそ ぐ わ な い,状 況 に反 発 す る雰 囲気 を感

じ る 時 が あ りま す.防 衛 な の か も しれ ま せ ん,っ ま り,患 者 自身 に と っ て 違 和 感 が

あ る,そ の 場 で の 居 心 地 が し っ く り し な い の で し ょ うね.状 況 に 対 す る 拒 否 で は な

い け れ ど,目 を 逸 らす,視 線 が 合 わ な い で す.そ の 状 況 の 一 つ,ひ と つ を 確 認 し て

い く こ と で,違 和 感 を な く し て い く事 が 必 要 で す.

4{先 行 きを具 体 化 す る}

救 急 看 護 認 定 看 護 師 は,患 者 へ{混 乱 す る 思 考 を整 理 す る}関 わ りを 行 うこ とで

現 状 理 解 を 促 して い た.ま た,今 後 の 状 況 や 起 こ り う る こ と を説 明 す る こ とは,

患 者 の これ か らの 方 向性 を示 す こ とで あ り,そ の た め の 具 体 的 な 行 動 を 導 い て い

た.こ の カ テ ゴ リー は,〈 現 実 理 解 を 促 進 す る 〉,〈 今 後 の 成 り行 き を説 明 す る

〉,〈 成 果 を 共 に 喜 ぶ 〉か ら構 成 され て い た.
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1)〈 現 実 理 解 を促 進 す る 〉

救 急 看 護 認 定 看 護 師 は,患 者 の 状 況 を 一 っ の 方 向 か ら説 明 す る こ と に 留 ま らず

"様 々 な 視 点 か ら情 報 提 供 す る"こ とで
,現 状 理 解 を 進 め て い た.ま た 情 報 提 供

や 状 況 説 明 は,一 度 だ け で な く場 面 を 変 え,視 点 を 変 え て"繰 り返 し て 説 明 す る"

こ とで よ り効 果 を あ げ て い た.

救 急 看 護 認 定 看 護 師B

患 者 さ ん と話 しを して い る と患 者 さん の 思 い が 見 え て く る 時 が あ ります.治 療 の

こ とや 今 後,仕 事 の こ と を 考 え て い る こ と が 分 か り ま す.だ か ら そ の こ と に 少 しふ

れ る.時 に は,何 が 気 が か り と 聞 い て み る と,口 を 開 く 人 も あ りま す.症 状 の 発 症

が 強 烈 で あ っ た り,辛 い 症 状 が 長 引 い た り,余 韻 が 残 る 人 は,こ れ か ら ど うな る の

か ず っ と 不 安 で し ょ うか ら,現 状 と こ れ か ら に つ い て ゆ っ く り話 し ま す.

2)〈 今 後 の 成 り行 き を説 明 す る 〉

救 急 看 護 認 定 看 護 師 は,患 者 との 関 わ りを 継 続 す る 過 程 に お い て,"検 査 や 処 置

の 意 味 を 伝 え る"こ とに よ っ て 患 者 が そ の 必 要 性 を 受 け止 め る こ と を 助 け て い た.

今 後,質 問 や 疑 問 が 生 じ た 場 合 に は,い っ で も相 談 に 応 ず る こ との で き る"相 談

窓 口 を示 す"こ とで,一 層 今 後 に つ い て 落 ち着 け る状 況 を 作 っ て い た.

救 急 看 護 認 定 看 護 師L

医 師 か らの説 明 の 補 足 や 繰 り返 しの 時 も あ りま す.こ れ ま で 実 施 した検 査 の 内 容

とそ の 結 果 に つ い て 話 を します.こ れ ま で の経 過 か ら見 て今 後 の検 査 や そ れ に よ っ

て 判 る こ とな ど を話 す と納 得 され る場 合 が あ りま す.今 の状 況 だ け で な く健 康 問題

と 日常 生 活 に っ い て 話 をす る と,わ か りや す い よ うで す.段 々 と,こ れ か らの検 査

や 治 療 に つ い て も受 け入 れ られ る よ うに な りま す.

3)〈 成 果 を 共 に 喜 ぶ 〉

救 急 看 護 認 定 看 護 師 は,患 者 とお 互 い の 思 い を 伝 え合 い,現 状 を 説 明 す る機 会

に"治 療 の 成 果 を 補 足 説 明 す る"こ とで,今 の 状 況 が 良 い 方 向 へ 向 か っ て い る こ

と を 一 緒 に 喜 び 安 堵 し て い た.良 い成 果 が 明確 とな りそ れ が 重 な る こ と は,今 後

の 更 な る 成 果 を 期 待 す る こ と に繋 が っ て い た.

救 急 看 護 認 定 看 護 師J

患 者 が 落 ち 着 い て そ の場 に い られ る た め に は,環 境 作 り と同 時 に 言 葉 掛 け もす ご
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く重 要 で す.私 達 は,絶 えず 患 者 の観 察 を行 っ てい て 患 者 の好 転 す る状 況 が 判 りま

す.私 達 もホ ッ と しま す.そ れ を患 者 へ 伝 えて い く と患者 も安 心 す る し,"頑 張 ら

な い と"と 思 え る の で は ない で し ょ うか.そ れ 以 降 の 処 置 等 も 受 け入 れ て貰 えや す

い よ うに 思 い ま す.必 ず,声 を か け て そ の 時 の状 況 とか,患 者 の これ ま で の状 況 に

関連 した こ とに つ い て,一 言 付 け加 え る こ とを も大 切 だ と思 い ます.

◇ 『問 題 に向 き 合 う態 勢 を支 え る』

救 急 認 定 看 護 師 は,患 者 との 距 離 を調 節 し な が ら柔 軟 性 を も っ て{衝 撃 を 鎮 め

る},{混 乱 す る 思 考 を整 理 す る},{そ の 場 の 空 気 を 読 み と る},{先 行 き を具 体 化

す る}関 わ り を 実 施 して い た.各 カ テ ゴ リー の 根 底 に は,患 者 が 自 己 の 健 康 『問 題

に 向 き 合 う態 勢 を 支 え る』 とい う,救 急 看 護 認 定 看 護 師 の 姿 勢 が 貫 か れ て い た.

こ の 中 核 と な る カ テ ゴ リー は,救 急 看 護 認 定 看 護 師 は 患 者 の 苦 痛 な症 状 を気 遣 い,

同 時 に 患 者 と患 者 を 取 り巻 く人 々 との 調 整 に 努 め る こ と で,患 者 が 自身 の 健 康 問

題 に 向 き 合 う態 勢 を支 え る こ とで あ る.

第5節 考察

1患 者 の体 験 の 構 造 に対す る救 急看護 認 定看 護 師 の関 わ り

【】 は,H章 の 患 者 の 体 験 を 示 す

国 突 然 の 健 康 問 題 が発 症 した こ とで 患 者 は,パ ニ ッ ク状 態 に 陥 る こ と も 事 も しば

しば で あ る.救 急 看 護 認 定 看 護 師 が 患 者 に 対 して{衝 撃 を 鎮 め る}関 わ りは,そ の

場 に お け る 患 者 の 戸 惑 い や 興 奮 を 軽 減 し患 者 の 心 理 的 安 定 を 導 く事 に繋 が る.こ

れ に 加 え 救 急 看 護 認 定 看 護 師 が 患 者 の{混 乱 す る 思 考 を整 理 す る}こ と は,患 者 の

認 識 を 確 認 しつ っ 状 況 理 解 を 促 進 す る 事 を助 け る.ま た,こ の 関 わ りに よ っ て 患

者 の これ ま で の 緊 張 が緩 和 され,抑 え られ て い た 感 情 が 解 き 放 た れ る こ とで,救

急 看 護 認 定 看 護 師 と の 間 に新 た な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が 始 ま り新 た な 関 係 性 を 構

築 す る事 に な る と考 え られ る.患 者 と患 者 を取 り巻 く人 々 の 関 わ りに お い て 気 づ

か い(caring)は,時 に は ス トレス と して 感 じ る 場 合 も あ る が,そ れ は 気 づ か い

の 有 り様 に よ っ て 決 ま り,こ れ を通 して 人 は 問 題 を 発 見 し可 能 な解 決 法 を 知 り実

行 す る 事 が で き る2).患 者 と救 急 看 護 認 定 看 護 師 の 気 づ か う とい う関係 は 信 頼 の

条 件 を 作 り出 し,患 者 は この 信 頼 とい う条 件 の 下 で 初 め て 提 供 され た 援 助 を 受 け

入 れ る こ とが で き,気 づ か わ れ て い る と感 じ る こ とが で き る.患 者 が こ の 様 に 感
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じ られ る こ と は,自 分 ら し さ を喪 失 し 自分 自身 が 苦 悩 す る も の と捉 え る患 者 の【自

分 が 自分 で な い 感 覚 】 体 験 に も 影 響 を 与 え る こ と と な り,こ の 状 態 か らの 甦 りに

も繋 が る と考 え られ る.

回 患 者 が 【自分 が 自分 で ない感 覚 】や 【現状 へ の驚 愕 】 を体験 す る時,救 急看護

認 定 看 護 師 に よ る 患 者 へ の{混 乱 す る思 考 を 整 理 す る}関 わ りは,患 者 を ひ と りの

人 間 と し て 尊 重 した 語 りか け と言 え る.救 急 看 護 認 定 看 護 師 が 患 者 の 希 望 や 場 待

を 確 認 し つ つ,動 揺 と興 奮 の 中 で の 思 考 を 整 理 す る こ と は,患 者 の搬 入 か らの プ

ロセ ス に 関 わ る救 急 看 護 認 定 看 護 師 で あ る か ら こそ,患 者 の 反 応 の 変 化 を 的 確 に

把 握 す る こ と が 可 能 で あ りタ イ ミ ン グ よ く効 果 的 に 実 施 で き る こ とで あ る.こ の

救 急 看 護 認 定 看 護 師 の 関 わ りに よ っ て 患 者 が 自分 ら し さ を 取 り戻 し,そ の場 に お

い て 自 己 の 居 心 地 を安 定 させ る事 に繋 が る と考 え られ る.

匿]初療 環境 は,多 様 な情 報 が錯綜 す る こ とで患者 を取 り巻 く状況 が混 乱す る場合

が あ る.患 者 が 自 己 の 体 験 の 重 さ と専 門性 の 高 い 内 容 を 関 連 づ け て 理 解 す る に は

少 な か らず 時 間 を 要 す る.ま た,患 者 と家 族 ・近 親 者 が 相 互 に 共 通 認 識 の も とで

よ り よ い 方 向 を選 択 す る ま で に は,緊 張 した 雰 囲 気 の 中 で 悩 め る 時 間 を過 ごす こ

と も少 な く な い.救 急 看 護 認 定 看 護 師 は,そ の 場 の 患 者 と患 者 に 関 わ る人 々 を 気

遣 い,患 者 と医 療 従 事 者,あ る い は 患 者 と家 族 ・近 親 者 と の 相 互 作 用 を 見 極 め,

相 互 の 関 係 性 に 関 与 す る事 柄 を調 整 す る た め に{そ の 場 の 空 気 を 読 み と る}関 わ り

を 実 施 して い た.初 療 下 で は,非 日常 的 な 現 状 で あ る が 故 に 患 者 と看 護 師 相 互 の

認 識 の ズ レが 生 じや す い.救 急 看 護 認 定 看 護 師 は 患 者 と患 者 を 取 り巻 く人 々 と の

関係 性 が よ じれ る こ と に よ り,状 況 が 更 に 混 沌 と した 方 向 へ 至 らぬ よ うに 舵 取 り

役 を 担 っ て い る と言 え る.そ れ に よっ て 患 者 に とっ て 安 定 し た 環 境 を 形 成 し.患

者 と患 者 を 取 り巻 く人 々 の 間 に お い て 癒 し と希 望 を 維 持 す る こ と と な り,患 者 が

健 康 問 題 に 取 り組 む た め の 勇 気 づ け と な る.

巨]救急看 護 認 定 看護 師の{先 行 き を具 体化 す る}関 わ りは,患 者 の 【信 じて身 を委

ね る 】 体 験 に 呼 応 す る と同 時 に,患 者 の 期 待 す る 【今 後 を イ メ ー ジ 出 来 る情 報 を

希 求 】 す る 体 験 に 対 応 す る も の で あ る.患 者 の 現 状 に 留 ま らず 患 者 の 今 後 を 具 体

的 に 示 す こ と は,患 者 が 将 来 を イ メー ジ で き る こ とで あ りそ の 場 に お け る納 得 と

今 後 の 行 動 化 を 促 進 す る こ とに 繋 が る と考 え られ る.

H章 で 明 ら か に な っ た 患 者 の 『生 を 求 め 捉 え よ う とす る 』 体 験 は,患 者 が 専 門

的 支 援 に 依 存 し な が ら も,自 分 自身 で 生 き る 事 を 求 め 生 に 意 識 を 向 け て そ の 場 に

立 ち,今 の 状 況 を 見 極 め よ う とす る も の で あ っ た.そ れ に 対 して 救 急 看 護 認 定 看
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護 師 の 患 者 が 自 己 の 健 康 に 関 わ る 『問 題 に 向 き 合 う態 勢 を支 え る』 関 わ りは,苦

痛 や 困 惑 状 態 に あ る患 者 を 落 ち 着 か せ 環 境 と状 況 整 理 を 支 援 す る こ と,さ らに 先

行 き を 示 し て い く事 で あ り,こ れ は 患 者 が継 続 され る 治 療 を 受 け止 め,受 け入 れ

て い くた め の は じま り と言 え る.こ の 支 え に よ っ て 患 者 は,『 生 を求 め 捉 え よ う と

す る 』 思 い を 維 持 す る事 が 可 能 に な る こ と と関 連 づ け られ る.

2救 急 看 護 認 定看 護 師の 関わ りの特 質

国 救 急 看護 認 定看 護 師 は,患 者 に接近 して 関わ る場 合 とあ る程 度 の距 離 を保 ち な

が ら 関 わ る 場 合 の2重 の 関 わ りを 実 施 して い た と考 え られ る.患 者 に 接 近 した 関

わ り と は{衝 撃 を 鎮 め る},{混 乱 す る 思 考 を整 理 す る}こ とで,直 ぐ側 で 直 接 的 に

患 者 個 人 と対 峙 して 安 定 へ と導 い て い た.患 者 と の 距 離 を 保 っ 関 わ り とは,{そ の

場 の 空 気 を 読 み と る},{先 行 き を 具 体 化 す る}こ とで あ る.こ れ らの 救 急 看 護 認 定

看 護 師 の 関 わ りは 患 者 の み に 注 目す る の で な く,患 者 を取 り巻 く人 々 とそ の 相 互

作 用 に 注 目す る こ とで そ の 場 の成 り行 き を 見 極 め,そ の 場 に 関 わ る 人 々 の調 整 と

今 後 の 方 向 づ け を示 唆 す る 関 わ りを行 うこ と で あ る.

救 急 看 護 認 定 看 護 師 が 患 者 に 接 近 し て く 状 況 を 労 わ る 〉 や く 関 心 を 向 け る 〉

こ と,患 者 と 〈 双 方 の 意 思 を交 流 させ る 〉 こ と は,救 急 看 護 認 定 看 護 師 の 人 間 的

な側 面 と し て 意 味 を も ち,患 者 に 対 す る 全 般 的 な 態 度 と して 影 響 す る こ とで あ り,

人 間 的 な 心 や り は 患 者 一救 急 看 護 認 定 看 護 師 関 係 を構 築 す る上 で 重 要 な 事 柄 で あ

る.初 療 下 に お け る危 機 的 状 況 に あ る 患 者 は,自 分 だ け で は 状 況 打 開 が 困難 で あ

る こ と よ り専 門 家 の 支 援 が 必 要 不 可 欠 で あ る.初 療 は 健 康 問 題 解 決 の 始 ま りで あ

り,継 続 され る 療 養 期 間 の 方 が 長 い 事 が 予 測 され る.初 療 の 段 階 に お い て 看 護 師

は,患 者 が 療 養 法 を理 解 で き る よ うに判 りや す く説 明 し,今 後 を イ メ ー ジ で き る

よ う助 け る こ と は,患 者 が 主 体 的 な 療 養 姿 勢 を 形 成 で き る よ う教 育 的 な機 能 を 果

た し て い る と言 え る.教 育 が 成 功 す る た め の 情 感 的 な 前 提 に 「教 育 的 雰 囲 気 」3)

が 重 要 で あ り,そ れ は 教 育 す る側 とそ れ を 受 け る側 の 間 に 成 立 し,あ ら ゆ る個 々

の 教 育 的 な ふ る ま い の 背 景 を な す 情 感 的 な 条 件 と人 間 的 な 態 度 の 全 体 を 意 味 して

い る.こ れ は 情 緒 的,感 傷 的 な もの で な く,患 者 と救 急 看 護 認 定 看 護 師 間 に お い

て 相 互 に 情 感 的 に 響 き合 う関係 が 生 ま れ る こ と で あ る.こ の 教 育 的 関 係 の 前 提 に

お い て 患 者 は,救 急 看 護 認 定看 護 師 に 対 す る 信 頼 や 期 待,感 謝 だ け で な く,こ れ

か ら継 続 され る療 養 を受 け と め よ う とす る積 極 的 な構 え を 作 る こ と に な る と考 え

られ る.こ の よ うな 関 わ りを 実 践 す る 救 急 看 護 認 定 看 護 師 の 存 在 は,そ の周 囲 の
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看 護 師 へ の 影 響 も少 な く な い.こ の 救 急 看 護 認 定 看 護 師 の 患 者 へ の 教 育 的 な 関 わ

りの 姿 は,初 療 を 担 う看 護 師 へ の 良 き モ デ ル を示 す も の で あ り,自 身 の 看 護 実 践

を 振 り返 り学 び を 深 め る こ とに な る.救 急 看 護 認 定 看 護 師 の 関 わ りの 実 践 は,初

療 看 護 実 践 へ の 貢 献 度 が 高 く救 急 看 護 を担 う看 護 師 へ の 教 育 的 な影 響 を 与 え る と

考 え られ る.

匡]救急 看護 認 定看 護 師の く状況 の進 行 を見計 ら う〉,〈 違 和感 を解 き ほ ぐす 〉関

わ り を 行 う こ と は,患 者 と近 づ き過 ぎ る こ とな く 患 者 との 距 離 を保 つ こ とで,様 々

な 状 況 に お け る患 者 の 反 応 とそ の 変 化 を 見 逃 す こ とな く キ ャ ッチ し て い た.救 急

看 護 認 定 看 護 師 は,患 者 が 発 す る 言 葉 や 会 話 の み を捉 え る の で な く,患 者 と 自身

と の 関 わ り,あ る い は 患 者 と患 者 を取 り巻 く人 々 との 相 互 作 用 に お い て,患 者 の

言 葉 に な らぬ 訴 え を捉 え よ う とす る こ とで あ る.救 急 看 護 認 定 看 護 師 の こ の よ う

な 患 者 の 状 況 を 継 続 的 に把 握 す る こ と は,患 者 の あ り様 や 変 化 を 焦 点 化 しな が ら

観 察 す る こ と と,周 囲 との 相 互 作 用 の 中 で 分 析 的 に捉 え る こ と の 両 方 を 巧 み に 実

践 し て い る.救 急 看 護 認 定 看 護 師 は,多 く の 看 護 経 験 か ら患 者 の 行 為 を あ る程 度

予 測 しつ つ も,個 々 の 患 者 の 行 動 や 身 体 的 行 為 が 何 か し らの 違 和 感 と して 敏 感 に

キ ャ ッチ で き,そ れ を意 識 に 内 在 させ な が ら初 療 進 行 の 中 で そ の 意 味 や 原 因,そ

の 行 為 に 関 わ る根 拠 を分 析 的 に 探 っ て い た.

人 間 の 表 情 と感 情 は,相 互 作 用 す る 相 手 の顔 に,自 分 自身 に 対 す る,他 者 に 対

す る,生 活 に 対 す る感 情 に つ い て 豊 富 な 情 報 を提 供 す る 多 く の 手 が か り を見 つ け

る こ と が で き る.ま た,視 線 や ア イ コ ン タ ク トは,関 係 が 確 立 され る 否 か を決 定

し,あ る 人 が 送 り手 か ら視 線 を感 じ,受 け手 が そ の 送 り手 を 見 る な ら ば そ こ か ら

関 係 が 始 ま る と言 え る4).

つ ま り,突 然 の 健 康 問題 の 発 症 に よ っ て 引 き起 こす 患 者 の 一 つ ひ とっ の 反 応 と

行 為 を,そ の 患 者 の 物 言 わ ぬ 訴 え と して 着 目す る こ と は,初 療 に お け る 患 者 一 看

護 師 関 係 を構 築 す る 上 で 重 要 不 可 欠 な 事 柄 と言 え る.救 急 看 護 認 定 看 護 師 が,患

者 の 表 情 や し ぐ さ,行 為 を 的 確 に 捉 え,そ れ を は じま り と し て 患 者 の 言 葉(思 い)

を 引 き 出 す こ と は,患 者 が 自身 に 潜 在 す る 自 己 の 感 覚 を 具 体 化 す る こ と に な る.

そ れ に よ っ て 患 者 は,現 状 に 対 す る認 識 を深 め る き っ か け とな り,救 急 看 護 認 定

看 護 師 は 患 者 の これ ま で と は 異 な る思 い を キ ャ ッチ す る こ とが 可 能 と な る.患 者

が 現 状 に つ い て の 理 解 を深 め 受 け 入 れ 納 得 で き る こ と で,今 後 継 続 され る療 養 生

活 を 自身 の 事 と して 受 け 入 れ 引 き 受 け て い く こ と に繋 が る と考 え られ る.

匿]こ の よ うな 救 急 看 護 認 定 看 護 師 の 患 者 へ の 気 づ か い や 細 部 へ 着 目す る こ とは,
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{そ の 場 の 空 気 を 読 み と る}関 わ りに も象 徴 され る.こ れ は 患 者 の 観 察 に 留 ま らず,

患者 を 取 り巻 く 医 療 従 事 者 や 家 族 との 関 係 性 を把 握 す る こ と で あ っ た.初 療 に お

い て 患 者 が 医 療 者 に言 い 難 い こ と,専 門 的 な 内容 で あ る こ と よ り思 考 が 纏 ま らず

判 断 に迷 う時 等,ま た 患 者 の健 康 問題 が 複 雑 で あ る こ と よ り.自 身 の 状 況 が 受 け

止 め られ ず に 状 況 が 進 展 せ ず そ の 場 が 膠 着 状 態 に 陥 っ て い る場 合 に お い て,そ の

場 の 重 苦 しい 状 況 を 捉 え 状 況 打 開 の 関 わ りを 実 施 す る こ とで あ る.救 急 看 護 認 定

看 護 師 は,状 況 を 全 体 で 捉 え る観 察 眼 を も っ て お り,そ の 場 の 人 と状 況 の 関 係 性

や 影 響 を 読 み 取 る能 力 を 備 えて い る と考 え られ る.こ の 能 力 は,初 療 で 働 く看 護

師 の 代 表 的 な コ ン ピテ ン シ ー と言 わ れ る 協 働 的 人 間 関 係 を 構 築 す る こ と5)と 関

係 して い る.つ ま り,同 僚,他 職 種 と協 力 して 初 療 看 護 を 進 め よ う とす る 調 整 機

能 を対 患 者,あ る い は 家 族 と の 関 係 に お い て も発 揮 して い る こ とで あ る.こ の よ

うな 能 力 を も つ 救 急 看 護 認 定 看 護 師 は,患 者 や 患 者 を 取 り巻 く人 々 と の 会 話 の 広

さ と奥 行 き,コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン のバ リエ ー シ ョ ンが 多 彩 で あ る こ とが 示 唆 され,

状 況 を ふ ま え た そ の 場 に お け る 会 話 の 発 展 が 期 待 で き る.患 者 は 会 話 の発 展 に よ

り状 況 が 開 け,療 養 状 況 の 進 展 へ の 理 解 が 深 ま り将 来 へ の 期 待 が含 意 され る.

つ ま り,救 急 看 護 認 定 看 護 師 が 患 者 と接 近 して 行 う関 わ り と距 離 を保 っ て行 う

関 わ りは,目 前 の 現 象 を 焦 点 化 と拡 大 して 捉 え る こ と の 連 続 性 で あ り,救 急 看 護

認 定 看 護 師 自身 が そ の 場 の 状 況 に 巻 き 込 ま れ る事 な く状 況 を 客 観 視 す る こ とで あ

る.こ れ に よ っ て そ の 場 の 先 入 観 を排 除 し,有 りの ま ま を捉 え る こ と で ア セ ス メ

ン トの 精 度 を 高 め 患 者 へ 健 康 問 題 回復 へ の 的 確 な 方 向 性 を 示 し,行 動 化 へ と導 く

た め に そ の 場 の 調 整 を行 い,同 時 に有 効 な 関 わ りが 可 能 で あ っ た と考 え られ る.

3救 急 担 当看 護 師 と救 急看護 認 定看 護 師 の関 わ りの検 討

第 皿 章 の 救 急 担 当 看 護 師 の 関 わ りは,そ の 場 に お け る患 者 との 一 体 感 に よ っ て

患 者 を 支 え 安 心 を保 障 す る とい う 「点 」 の 関 わ り と言 え る.一 方,救 急 看 護 認 定

看 護 師 は,初 療 は 患 者 の 健 康 問題 を解 決 す る た め の 通 過 点 に す ぎ な い こ と をふ ま

え,患 者 の 状 況 を 受 け と め 状 況 を整 理 す る こ と を助 け,患 者 が 自己 の 健 康 問 題 に

向 き合 い,継 続 され る療 養 法 を 受 け入 れ そ の 解 決 に 向 か わ せ る 「線 」 の 関 わ り と

言 え る の で は な い だ ろ うか.

患 者 は 危 機 的 な 状 況 に あ っ て も 『生 を 求 め捉 え よ う とす る』 思 い が 根 底 に あ る

こ と は,生 に 対 して 主 体 的 な 姿 勢 を示 し て い る.救 急 看 護 認 定 看 護 師 の 患 者 自身

が 自 己 の 健 康 に 関 わ る 『問 題 に 向 き合 う態 勢 を支 え る』 関 わ りは,患 者 が 自己 の
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健 康 問 題 を理 解 し継 続 され る 療 養 法 を 受 け 入 れ て い く た め の 自 己 決 定 を 支 え る こ

と で も あ る.成 人 期 に お け る 心 臓 ・血 管 系 の 健 康 問題 の 発 症 の 多 くは,長 年 の 生

活 習 慣 や 加 齢 に よ る 変 化 に よ っ て 生 ず る.こ の健 康 問 題 に 対 す る初 療 は,第 一 に

救 命 で あ り障 害 を 最 小 限 に留 め る た め に早 急 に 処 置 を行 うこ と で あ る.そ して そ

の 後 に 継 続 さ れ る療 養 法 は,初 療 以 上 に長 期 に渡 っ て 継 続 され る.初 療 に お け る

看 護 師 の 関 わ りに よ っ て,患 者 が 自身 の 生 活 の課 題 や 問 題 に対 処 す る必 要 性 を 実

感 す る こ とが 出 来 た 時,新 た な 目標 と して 生 活 の 見 直 と新 た な 生 活 習 慣 を構 築 す

る こ と に 向 か う こ とが で き る.健 康 問題 の 発 症 の 経 験 か ら得 た こ とは,よ り一 層

の 意 味 を 付 与 し6)今 後 の 生 活 に 影 響 を与 え る と考 え る.

社 会 に お い て 自 立 して 生 活 す る 人 間 が 危 機 的 な 状 況 に 陥 り,そ れ よ り救 出 され

そ の 後 の 自 己 決 定 を 支 え る根 底 に は,患 者 一 看 護 師 間 に お け る人 間 的 な 心 や りが

必 要 不 可 欠 で あ る.救 急 看 護 認 定 看 護 師 の 患 者 が 自己 の 健 康 に 関 わ る 『問題 に 向

き合 う態 勢 を 支 え る』 関 わ りに よ っ て 自身 の 状 況 と向 き 合 う こ と が 可 能 とな り,

患 者 は 生 を 自分 自身 の こ と と して 捉 え る こ と に 繋 が る と考 え られ る.

第6節 本研 究 の 限界

今 回,初 療 を担 う救 急 看 護 認 定 看 護 師 の 関 わ りの 実 際 の 一 側 面 が 明 らか に な っ

た と言 え る で あ ろ う.し か し,以 下 の 課 題 が 考 え られ る 。 ① 研 究 に 協 力 して 下 さ

っ た 救 急 看 護 認 定 看 護 師 の 背 景 は,殆 どが 大 都 市 圏 の お け る 第 一 次 か ら第 三 次 救

急 医 療 を 担 う施 設 で 救 急 看 護 に従 事 して い た.日 本 の 救 急 医療 の 実 態 を 考 慮 す る

な ら,今 後 全 国 縦 断 的,地 域 別 の研 究 が 必 要 で あ る.② デ ー タ 収 集 に お い て 心 臓 ・

血 管 系 の健 康 問 題 が 疑 わ れ る 状 況 に 限 定 し た.そ の 際,そ れ 以 外 の 健 康 問題 の 関

わ り と の 混 乱 が 生 じ な い よ うに,時 間 的 な ゆ と りを も っ て 語 れ る よ うに 配 慮 した

が,そ の 記 憶 の 限 界 が あ る こ とは 歪 め な い こ とで あ る.

今 後,救 急 看 護 認 定 看 護 師 が 患 者 の 言 葉 に な らぬ 視 線 に 気 づ く こ と,違 和 感 と

して 捉 え られ る 特 有 の オ ー ラ を キ ャ ッチ す る こ と等 は 重 要 な事 柄 で あ り,そ の 能

力 は ど の よ うな 経 験 や 学 習 に よ っ て 習 得 が 可 能 で あ る の か を 明 ら か に す る こ と,

ま た 継 続 教 育 の プ ロ グ ラ ム 開 発 に 着 手 す る こ とが 今 後 の 課 題 と し て 残 され た.
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第V章 看 護 学 教 育 へ の 提 言

本 章 は29頁 に 示 した 本 研 究 の 第4段 階 に 相 当 す る.

こ こ で は これ ま で の 研 究 成 果 をふ ま え,救 急 看 護 に お け る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ

ン教 育 の プ ロ グ ラ ム 開 発 に 必 要 な 観 点 を 示 し,そ れ ら を 盛 り込 ん だ プ ロ グ ラ ム

の 試 案 を 提 示 さ れ る.

第1節 看 護 基 礎 教育 に お け る救 急 看 護 の 教 授 実 態

1教 育 課 程 に お け る救 急 看 護 の位 置 づ け

2003年 に 実 施 した 筆 者 の 調 査1)よ り,看 護 基 礎 教 育 カ リ キ ュ ラ ム の 中 で 救

急 看 護 を 独 立 した 科 目 と し て 教 授 し て い る 教 育 機 関 は 全 体 の2割 で あ っ た.4

年 制 大 学 が 中 心 で あ り,看 護 職 養 成 の8割 を 担 う専 修 学 校 と3年 課 程 短 期 大 学

の 大 半 は,独 立 し て 教 授 され て い な か っ た.教 授 領 域 は 専 門 分 野 の 成 人 看 護 学,

ま た は 災 害 看 護 学(ま た は,災 害 看 護 論)の 授 業 科 目で あ る.そ の 内 容 は 救 急

医 療 に お け る 看 護,あ る い は 急 性 期 看 護 の 一 部 と して,ま た 救 急 看 護 に 活 用 す

る 理 論 等 の 講 義 と基 本 的 な 技 術 演 習 に 限 定 さ れ て い た.

2008年,再 度 看 護 系 大 学 に お け る 救 急 看 護 の 教 授 実 態 に つ い て 調 査 し た.調

査 は,学 部 教 育 に お い て 急 性 期 看 護 領 域 の 充 実 が 予 測 さ れ る(2008年4月 現 在,

社 団 法 人 日本 看 護 協 会 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ の 資 格 認 定 制 度 に お け る 専 門 看 護 師 の

項2)に 挙 げ られ る 急 性 ・重 症 患 者 看 護 の 専 門 看 護 師 教 育 課 程 が 認 め られ て い

る)8大 学 を 対 象 に 行 っ た.イ ン タ ー ネ ッ ト上 で 把 握 可 能 で あ っ た 学 部 シ ラ バ

ス は,筆 者 の 確 認 す る 限 り6大 学 で あ っ た.そ の 実 態 は 以 下 の 通 りで あ る.

救 急 看 護 を 独 立 し た 科 目 と して,教 授 して い る 大 学 は な か っ た.6大 学 の 全

て が 成 人 看 護 学 領 域 に お け る ク リテ ィ カ ル ケ ア や 急 性 ・周 手 術 期 看 護 の 一 部 と

し て 教 授 して い た.具 体 的 な 教 授 内 容 は,成 人 看 護 学 領 域 で は 病 院 前 医 療 の 概

念 と そ の 実 際(見 学 含 む),あ る い は 緊 急 時 対 応 に 関 わ る 一 次 救 命 処 置 技 術 演 習

に 限 定 さ れ る 傾 向 が 見 られ た.ま た,救 急 場 面 で の 看 護 者 と して の 倫 理 的 配 慮

を 理 解 す る た め に ビデ オ 視 聴 を行 い,そ の 場 面 に お け る 看 護 師 の ジ レ ン マ を 分

析 す る こ と等,教 授 方 法 を 工 夫 され て い た.災 害 看 護 学 で は,災 害 発 生 時 の 急
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性 期 に お け る 看 護 の 特 徴 の 理 解 と看 護 師 の 役 割,ト リ ア ー ジ の 演 習 等 で 編 成 さ

れ て い る.こ れ ら の 内 容 の 教 授 時 間 は,い ず れ の 科 目 で も90分1～2コ マ で,

成 人 看 護 学 領 域 で は2～3年 次 の 必 修 科 目 と し て,災 害 看 護 学 の 一 部 と して 教

授 す る 場 合 に お い て は,4年 次 後 期 の 選 択 科 目 と し て 位 置 づ け られ て い た.

こ の 実 態 は2003年 に 実 施 し た 調 査 と変 化 は な く,カ リキ ュ ラ ム 構 成 の 実 態 に

お い て も 救 急 看 護 の 位 置 づ け は 希 薄 な 状 況 に あ る と言 え る.救 急 看 護 の 臨 床 現

場 に お い て,看 護 師 が 患 者 や 家 族 に 対 し て 適 切 な 説 明 を 行 う こ と や そ の 教 育 の

あ り方 が 充 分 で な い こ と3)等,看 護 基 礎 教 育 と 臨 床 に お け る 乖 離 が 大 き な 課 題

と な っ て い る こ と は,充 分 に 頷 け る 実 態 と言 え る.

2標 準 テ キ ス トの 記 述 内 容

看 護 基 礎 教 育 に お い て 定 評 の あ る テ キ ス トも 見 て お き た い.救 急 看 護 を 教 授

す る た め の テ キ ス トは 決 し て 多 くは な い.テ キ ス トの タ イ トル は,医 学 講 座 の

シ リー ズ で は 『救 急 』4),看 護 系 シ リー ズ で は 『救 急 看 護 論 』5),『 救 急 看 護

学 』6)等,タ イ トル も様 々 で あ る こ と よ り学 問 体 系 と して 確 立 して い る と は 言

い 難 い.し か し,こ れ ま で の テ キ ス トの 執 筆 は 医 師 が 中 心 で あ っ た が,こ の 数

年 で は 救 急 看 護 に 携 わ る 臨 床 看 護 師 や 救 急 看 護 を 専 門 とす る 看 護 教 育 研 究 者 が

中 心 に な っ て い る.医 師 が 執 筆 す る 箇 所 は,病 態 の 解 説 に 限 定 され る よ うに な

り,看 護 学 教 育 で 使 用 す る テ キ ス トは,看 護 職 が 自 ら の 手 で 看 護 の 視 点 で 執 筆

し よ う と す る 傾 向 が 表 れ て い る.現 在 は 救 急 看 護 学 と し て の 黎 明 期 か ら活 動 期

で あ る こ と が 理 解 され る.

1冊 の テ キ ス トは,200～350頁 の 内 容 量 で あ る.テ キ ス トの 執 筆 や 編 集,ま

た は 監 修 を 誰 が 行 うか に よ っ て,そ の 構 成 と記 述 内 容 は 大 き く異 な る.Aテ キ

ス ト(105頁,資 料1左)は,臨 床 看 護 師 と看 護 教 育 研 究 者 に よ っ て 執 筆,編

集 され て い る.そ の 主 な 内 容 は,救 急 看 護 の 概 念,救 急 看 護 の 対 象 の 理 解,救

急 医 療 体 制,救 急 患 者 特 有 の 観 察 と ア セ ス メ ン ト,主 要 病 態 に 対 す る救 急 処 置

と看 護 技 術 等 で あ る.特 に,救 急 患 者 が 発 症 す る 場 に よ っ て 看 護 展 開 が 変 化 す

る こ と や そ の 場 に お け る 初 期 対 応 に 関 す る 事 等,比 較 的 丁 寧 に 記 述 され て い る.

Bテ キ ス ト(105頁,資 料1右)は,医 師 が 執 筆,監 修 し そ の 主 な 内 容 は,

救 急 医 学 と 救 急 医 療,救 急 処 置,重 要 な 救 急 病 態 が 中 心 に 記 述 され て い る.冒
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頭,テ キ ス トの 読 者 が 看 護 師 で あ る こ と を 意 識 して,今 後 の 救 急 看 護 学 へ の 期

待 を 込 め て 記 述 し て い る と こ ろ は,監 修 者 の 看 護 へ の 期 待 が 伺 わ れ る.そ れ ぞ

れ の テ キ ス トは,看 護 師 と して 広 く 理 解 して お く べ き概 念 や 知 識,技 術 が 身 に

っ く 内 容 と な っ て い る.救 急 看 護 実 践 は,人 間 存 在 の 脅 か しが 著 し く,他 の 看

護 実 践 と は 異 な る 看 護 現 象 を扱 う領 域 で あ る 事 等,救 急 看 護 と して の 特 徴 の 記

述 が 充 分 と は 言 い 難 い.

救 急 看 護 に 関 わ る病 態 の 理 解 と 同 等 に,救 急 看 護 を 受 け る 患 者 の 特 徴 を ふ ま

え,救 急 看 護 で あ る が 故 の 人 間 理 解 を 基 盤 に 患 者 一 看 護 師 の 相 互 行 為 や 人 間 関

係 構 築 の 重 要 性 と そ の 方 法,そ の た め の 患 者 一 看 護 師 間 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

ス キ ル の 発 揮 の 必 要 性 に 関 わ る 記 述 に つ い て も付 け 加 え 充 実 す る 必 要 が あ る と

考 え られ る.

先 の 看 護 基 礎 教 育 に お け る 教 育 課 程 の 位 置 づ け で は,こ れ ら の テ キ ス ト内 容

の 学 習 に も及 ん で い な い.テ キ ス ト内 容 を 教 授 す る と な れ ば,少 な く と も授 業

時 数15時 間(7回)は 必 要 と な る で あ ろ う.先 に 述 べ た 救 急 看 護 を 受 け る 患 者

の 特 徴 や そ の 看 護 の 実 際 を 加 え る と な れ ば,そ れ 以 上 の 時 間 の 確 保 が 必 要 で あ

る と考 え ら れ る.

3シ ラ バ ス 上 の具 体 的 な 展 開

本 項 で は,救 急 看 護 に 関 連 し た 内 容 に つ い て2つ の 代 表 的 な 教 授 実 態 を 詳 述

され る.1つ は,救 急 看 護 を 成 人 看 護 学 の 一 部 と して 教 授 す る(救 急 看 護 を独

立 し た 科 目 と し て 扱 わ な い)方 法 で あ り,他 方 は 救 急 看 護 と して の 教 授 す る 方

法 で あ る.

1)成 人 看 護 学 の 一 部 と し て 教 授 す る方 法 と 内 容

A大 学 で は,授 業 科 目 「成 人 看 護 方 法 論H」 の 中 で 教 授 さ れ て い た7)(106

頁,資 料2).本 授 業 は,専 門 科 目 に 位 置 づ け られ,3年 次 前 期 の 必 修 科 目で あ

る.総 時 間 数60時 間,3単 位 で あ る.こ の 中 の1コ マ90分 に お い て,救 急 看

護 に 必 須(あ る い は,患 者 の 急 変 時 の 応 急 処 置 と し て)の 一 次 救 命 処 置 技 術 を

演 習 と し て 教 授 され て お り,救 急 看 護 を 独 立 した 科 目 と し て 教 授 して い な い 養

成 校 の 多 く が こ の よ うな 内 容 と方 法 で あ る.本 科 目の 学 習 目標 は,第1に 対 象

の 健 康 レ ベ ル に 即 した 患 者 理 解 の た め に 必 要 な 知 識 を 習 得,第2に 看 護 問 題 解
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決 に 必 要 な 実 践 的 な 思 考 プ ロ セ ス(判 断 能 力,応 用 能 力,問 題 解 決 能 力)を 養

い,基 本 的 な 援 助 技 術 を 習 得 す る 点 に お か れ て い る.

授 業 は 前 ・後 半 の 構 成 と な っ て い る.前 半 は 慢 性 疾 患 を 代 表 す る 糖 尿 病 患 者

を題 材 に 患 者 自 身 が 健 康 問 題 の 認 識 を 高 め,課 題 に 対 し て 自 己 管 理 が 可 能 に な

る よ う に 看 護 師 が 指 導 ・教 育 を 実 施 す る 展 開 で あ り,慢 性 に 健 康 問 題 が 経 過 す

る 状 況 を 捉 え そ の 看 護 に つ い て 学 ぶ 内 容 に な っ て い る.

後 半 は,2つ のPartに 分 か れ て い る.Part1は 前 半 で 学 ん だ 患 者 が 生 活 過 程

に お い て 糖 尿 病 の コ ン トロ ー ル が 乱 れ た こ と に よ っ て,低 血 糖 発 作 に よ る意 識

障 害 を 発 症 し緊 急 搬 入 さ れ た 内 容 を 扱 っ て い る.Part2は 生 命 の 危 機 か ら脱 し

た 後 に 精 密 検 査 の 結 果,早 期 胃 が ん が 明 らか と な り手 術 を 決 定 しそ の 回 復 ま で

の 看 護 に っ い て 学 ぶ 内 容 に な っ て い る.主 に,患 者 の 予 定 さ れ た 麻 酔 と手 術 侵

襲 に よ る 危 機 的 な 心 身 状 況 に 焦 点 化 して 学 ぶ 過 程 に な っ て い る.Part1で は,

急 激 に 健 康 が 破 綻 し た 状 況 を 設 定 し,生 命 の 危 機 的 状 況 に お け る 呼 吸 と循 環 を

維 持 す る た め の 基 本 的 技 術(一 次 救 命 処 置)を 教 授 す る が,技 術 習 得 に 主 眼 が

お か れ,全 く予 期 せ ぬ 突 然 の 健 康 問 題 を 体 験 す る 患 者 を 理 解 す る に は 至 っ て い

な い.

つ ま り,A大 学 の 授 業 科 目(成 人 看 護 方 法 論H)の 中 心 は,健 康 レベ ル の 変

化 に 伴 う看 護 実 践 内 容 の 変 化 を プ ロセ ス で 学 ぶ こ と で あ り,救 急 看 護 の 患 者 や

家 族 の 特 徴,そ の 看 護 の 特 殊 性 に つ い て は,全 く学 習 す る こ と の な い 構 成 に な

っ て い る.当 大 学 で は こ の 授 業 科 目 以 外 に,疾 病 論 の 授 業 展 開 に お い て 救 急 医

療 の 概 念 を 教 授 す る機 会 が あ る が,そ れ は 医 師 を 中 心 に 救 急 医 療 の 概 念 の 教 授

に 限 定 され て い る.そ れ ぞ れ の 授 業 科 目の 範 囲 を 尊 重 し な が ら も重 複 を避 け,

初 療 に お け る 看 護 実 践 に 結 び つ け る こ と が で き る教 授 内 容 の 工 夫 が 必 要 で あ る.

2)救 急 看 護 教 授 法 と内 容

B大 学(こ の 大 学 は,先 の 教 育 課 程 を 調 査 し た6大 学 に は 含 ま れ て い な い)

で は,救 急 看 護 を 独 立 した 科 目 と して 位 置 づ け 教 授 して い る8)(107頁,資 料

3).本 授 業 は,専 門 科 目の 一 部 に位 置 づ け られ,3年 次 後 期 の 選 択 科 目で あ る.

総 時 間 数15時 間,1単 位 で あ る.本 授 業 科 目 の ね らい は,救 急 患 者 の 特 徴 と病

態 を 理 解 し,そ れ を も た らす 疾 患 と各 症 状,必 要 な 処 置 等 救 急 時 に 対 す る看 護
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に 必 要 な 知 識 を 習 得 す る こ と に お か れ て い る.救 急 看 護 を独 自 の 科 目立 て と し

て 教 授 す る 場 合 の 代 表 例 で あ る.具 体 的 な 教 授 内 容 は,救 急 医 療 制 度 の 理 解 と

同 時 に 救 急 看 護 の 特 徴 と役 割,救 急 看 護 に 必 要 な 基 本 的 看 護 技 術(一 次 救 命 処

置 技 術 の 講 義 と演 習 を 実 施),主 要 病 態 に 関 す る こ と,救 急 患 者 と家 族 の 特 徴,

脳 死 と臓 器 移 植 に 関 す る こ と 等,幅 広 い 構 成 内 容 に な っ て い る.

シ ラ バ ス 上 で は,1回 に 教 授 す る 内 容 が 多 い た め,そ れ ぞ れ の 充 実 度 が 懸 念

され る.わ が 国 の 救 急 医 療 制 度 は,第 一 次 救 急 医 療 か ら第 二 次,第 三 次 救 急 医

療 に 役 割 分 担 され て い る.そ の 中 で 救 急 初 療 を 担 う機 会 が 最 も 高 い の が 第 一 次,

あ る い は 二 次 救 急 医 療 で あ り,第 三 次 救 急 医 療 の 役 割 と は 全 く 異 な る 点 に っ い

て 充 分 に 理 解 を 促 す 必 要 が あ る.

次 に,救 急 医 療 を 受 け る 対 象 者 理 解 とそ の 看 護 の 特 徴,看 護 師 の 役 割 を 教 授

す る こ と は,本 授 業 に お い て は 本 質 的 に な っ て い る.危 機 的 な 対 象 の 実 態 か ら

対 象 理 解 を 深 め る こ と,危 機 的 な 状 況 に あ る 患 者 との 人 間 関 係 を構 築 す る必 要

性 や コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョン に お い て 留 意 し な け れ ば な ら な い こ と等,救 急 看 護 実

践 が 他 の 看 護 実 践 と 異 な る 点 を 丁 寧 に 教 授 す る 必 要 が あ る.し か し こ れ らの 事

柄 を1回 で 教 授 す る に は 充 分 な 時 間 配 分 と は 言 い 難 い.

救 急 病 態 の 教 授 は,既 習 科 目の 疾 病 論 等 の 教 授 内 容 を 充 分 に 吟 味 し,重 複 は

で き る だ け 避 け る こ と で,よ り看 護 の 視 点 に お い て 重 要 な 点 を 教 授 内 容 と し て

盛 り込 む な ど,教 授 方 法 の 工 夫 と検 討 が 必 要 で あ る.

脳 死 と臓 器 移 植 に 関 連 す る 事 柄 は,確 か に 救 急 搬 送 され た 患 者 の 場 合 に 生 ず

る 可 能 性 の 高 い 課 題 で あ る.し か し な が ら,脳 死 判 定 や 臓 器 移 植 に 至 る プ ロセ

ス に は,あ る 程 度 の 時 間 を 求 め られ る.ま た,そ の 場 に お い て 様 々 な 関 連 専 門

職 者 の 介 入 が あ る こ と よ り,救 急 担 当 看 護 師 が 担 う と言 う よ り も他 職 種 に 橋 渡

し,あ る い は 委 譲 し て い くべ き 事 柄 と考 え る.

救 急 医 療 や 救 急 看 護 の 課 題 は,現 状 改 善 に 繋 が る た め の 提 案 と な る よ うに 積

極 的 に 教 授 され な け れ ば な ら な い.そ の 時 代 背 景 や 医 療 環 境,人 々 の 価 値 観 や

ニ ー ズ の 変 化 に 伴 い,救 急 医 療 に 求 め る事 柄 が 変 化 す る こ と よ り,救 急 医 療 や

救 急 看 護 に 関 す る トピ ッ ク ス へ の 着 目,救 急 医 療 と救 急 看 護 に 関 わ る 医 療 事 故

を 振 り返 る こ と で,救 急 看 護 の 課 題 に つ い て 考 え て い く授 業 展 開 を 計 画 す る 必

要 が あ る.
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第2節 社 会 の 変 化 に お け る救 急 看 護 へ の 新 た な期 待

1専 門看 護 制 度 誕 生 の 背 景

1994年5月,日 本 看 護 協 会 は 日本 初 の 専 門 看 護 制 度 の 開 始 を 発 表 し た.わ が

国 の 専 門 看 護 制 度 に は,専 門 看 護 師 と認 定 看 護 師 が 設 け られ て い る(38頁).

そ の 背 景 と して 以 下 が あ げ られ る.

第1点 は,特 定 の 分 野 の 専 門 的 看 護 の 必 要 性 で あ る.人 口 の 高 齢 化 が 進 む と

共 に,心 疾 患 や 脳 血 管 障 害 な ど の 慢 性 疾 患 が 増 加 した.こ の よ うな 疾 患 に 対 応

で き る よ う な 看 護 ケ ア を 提 供 す る た め に,こ れ ま で の 看 護 基 礎 教 育 で カ バ ー さ

れ な い,特 定 の 分 野 の 専 門 的 な 知 識 や 技 術 の 習 得 の 必 要 性 が 生 じ た.

第2点 は,医 療 技 術 や 器 機 の進 歩 で あ る.こ れ ら に よ っ て,最 新 の 高 度 な知

識 と 技 術 を も っ て い な け れ ば 対 応 が 難 し い 医 療 場 面(救 命 救 急,タ ー ミナ ル ケ

ア な ど)が 増 加 し た.こ の 状 況 に 対 応 す る た め に 新 た な 医 療 専 門 職 制 度 が 設 け

られ,看 護 職 の 仕 事 の 一 部 が 委 譲 され た.こ れ に よ っ て 看 護 職 は,医 療 チ ー ム

の 中 で 看 護 の 独 自性 ・専 門 性 を よ り明 確 に 打 ち 出 す 必 要 性 が 生 じ た.

第3点 は,仕 事 へ の 意 欲 や 自身 を 向 上 させ る た め に,積 極 的 に 継 続 教 育 を 受

け た い と考 え る看 護 職 が 増 加 した こ と で あ る.特 別 な 技 術 を 習 得 す る た め に 国

内 外 の 短 期 研 修 に 参 加 し た り,4年 制 大 学 へ の 編 入,看 護 大 学 院 へ の 進 学 を 希

望 す る 者 も 出 て き た.看 護 界 に お い て は,米 国 看 護 の 現 状 が 紹 介 さ れ た り,国

際 看 護 婦 協 会(lnternationalCouncilofNursing:ICN)が 看 護 実 践 ス ペ シ ャ

リス ト制 度 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン を発 表 した こ と で,専 門 看 護 制 度 の 関 心 が 喚

起 さ れ る こ と に な っ た.ま た,専 門 的 看 護 の 必 要 性 と 呼 応 し,政 府 も ま た 看 護

教 育 の 内 容 と 教 育 環 境 の 見 直 し を進 め た.

こ う し た 背 景 の も とで,わ が 国 に お い て1996年 に 精 神 看 護 とが ん 看 護 専 門 看

護 師,1997年 に は 救 急 看 護 と創 傷 ・オ ス トミー 認 定 看 護 師 が 誕 生 し た.そ し て,

こ の 専 門 看 護 制 度 の 進 展 に と も な い,更 に 看 護 職 は 積 極 的 に 継 続 教 育 を 受 け た

い と言 うキ ャ リ ア ア ップ へ の 希 求 が 生 じた こ と に つ い て も 付 言 して お き た い.
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2チ ー ム 医 療 に お ける専 門性 の 役割 分 担 へ の期 待

専 門 看 護 制 度 が 医 療 現 場 へ 与 え た 影 響 と し て,以 下 の 事 柄 が 挙 げ られ る.2005

年 以 降,日 本 医 療 機 能 評 価 機 構 に よ る病 院 機 能 評 価 項 目 に 「専 門 看 護 師 」「認 定

看 護 師 」 の 配 置 に 関 す る評 価 項 目が 追 加 され た.こ れ は 専 門 能 力 を 生 か した 配

置 を して い る こ と が 病 院 の 評 価 の 一 部 に な る こ と を 意 味 し,医 療 組 織 と して 積

極 的 に 看 護 職 員 の 技 術 的 支 援 を 行 わ な けれ ば な ら な い こ と を 示 し て い る.さ ら

に2007年4E施 行 の 改 正 医 療 法 に よ り,専 門 性 の 公 告 が 看 護 師 に 拡 大 され,認

定 資 格 に つ い て 専 門 性 の 公 告 が 可 能 と な っ た.こ れ に よ り一 般 市 民 の 病 院 選 択

時 の 指 標 と し て 専 門 看 護 師 と認 定 看 護 師 の 配 置 状 況 が 位 置 づ け られ る よ う に な

っ た.専 門 看 護 の 資 格 認 定 制 度 が14年 を 経 過 し,専 門 看 護 師 と認 定 看 護 師 の 活

動 が 評 価 され て い る.そ の 評 価 が 病 院 組 織 の 経 済 活 動 に 反 映 され た こ と よ り,

専 門 看 護 師 と認 定 看 護 師 は 社 会 的 に も認 知 度 を 高 め,そ の こ と が 同 時 に,両 看

護 師 が 社 会 的 に 役 割 期 待 と して 現 れ て い る.

2003年 厚 生 労 働 省 は,「 看 護 職 員 臨 床 技 能 向 上 推 進 事 業 」 の 救 急 医 療 対 策 事

業 に お い て,専 門 的 な 三 次 救 急 医 療 に 精 通 し て い る こ と の 客 観 的 な 評 価 例 と し

て 救 急 看 護 認 定 看 護 師 の 存 在 を 明 記 し て い る.ま た,厚 生 労 働 省 医 政 局 長 通 知

(医 政 発 第1228001号)9)の 医 師 及 び 医 療 関 係 職 と事i務 職 員 等 で の 役 割 分 担 で

は,救 急 医 療 等 に お け る 診 療 の 優 先 順 位 の 決 定 や 患 者 ・家 族 へ の 説 明 に お い て,

看 護 職 員 が 診 療 の 優 先 順 位 の 判 断 を 行 うこ とや 患 者 ・家 族 等 の 要 望 を 傾 聴 し,

医 師 と 患 者 ・家 族 間 に お い て 充 分 に 意 思 疎 通 が 取 れ る よ う調 整 を 行 う等,役 割

分 担 を 積 極 的 に 実 施 して い く こ とを 推 奨 し て い る.こ の 役 割 分 担 は,医 師 の 負

担 を 軽 減 す る こ と に 主 眼 が 置 か れ て い る が,認 定 看 護 師 が 患 者 や そ の 家 族 に 対

し て,充 分 に 意 思 疎 通 が 取 れ る 能 力 を 備 え,そ れ が 極 め て 専 門 性 の 高 い も の と

認 め て い る.

救 急 看 護 認 定 看 護 師 は,1995年 に 発 足 して 以 降,そ の 数 は360名(2008年6

H現 在)で あ る.先 の 筆 者 らの 調 査10)11)で は,そ の 看 護 師 の 殆 ど が 関 東 ・関

西 の 大 都 市 圏 の 大 規 模 病 院 に 集 中 し て い る.し か し な が ら 日本 の 救 急 医 療 を 支

え る の は,大 規 模 病 院 で は な く 地 域 ・市 町 村 に あ る 救 急 告 知 病 院 で あ る.そ れ

ら の 施 設 は,救 急 医 療 専 従 医 師 の 不 在,ト レー ニ ン グ 経 験 の な い 看 護 師 に よ っ

て 運 営 さ れ て い る の が 現 状 で あ る こ と よ り,初 期 対 応 を 担 う看 護 職 に 対 して 標
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準 教 育 を 行 うた め の 教 育 カ リキ ュ ラ ム の 構 築 が 必 要 不 可 欠 で あ る.

3高 度 専 門 職 業 人 と して の看 護 職 育 成 の 促 進 と裁 量権 を含 む 役 割 拡 大 の 提言

日本 看 護 系 大 学 協 議 会12)は,看 護 を 取 り巻 く 諸 動 向 を 受 け て1999年 「看 護

系 大 学 院 で は,高 度 な 能 力 を も ち 実 践 現 場 を リー ドす る機 能 を 果 た す 卓 越 した

看 護 実 践 家 で あ る 専 門 管 理 者,看 護 管 理 者,看 護 行 政 担 当 者 な ど に な る べ き 人

材 を 育 成 す る 」 こ と を 提 言 し た.さ らに2007年 に は,専 門 看 護 師 の 裁 量 権 を含

む 役 割 拡 大 を 視 野 に 入 れ,高 度 専 門 管 理 者 と と も に 高 度 実 践 看 護 師 制 度 の 確 立

を 求 め る検 討 を 加 え た.そ の た め の 専 門 職 大 学 院,お よ び 看 護 系 大 学 院 に お け

る 高 度 専 門 職 業 人 の 育 成 を さ ら に 発 展 で き る 環 境 整 備 を 急 ぐ 必 要 性 が 勧 告 され

た.

現 在 は,医 師 の 偏 在 や 不 在 が 人 々 の 健 康 不 安 を 呼 び 起 こ す 時 代 と な っ て い る.

専 門 看 護 制 度 に お け る高 度 な 実 践 力 を 備 え た 看 護 職 は,自 立 し た 判 断 能 力 を 潜

在 的 に 身 に っ け,的 確 な 相 談 や 支 援 が 行 え る に も か か わ らず,医 療 現 場 の 中 で

職 責 の 拡 大 は 図 られ て こ な か っ た.看 護 職 は 従 来 の 職 責 範 囲 を 見 直 し て,拡 大

す る こ と を 検 討 で き る 時 代 を 迎 え て い る と考 え られ る.救 急 看 護 領 域 は,認 定

看 護 師 制 度 の 発 足 時 に は 最 初 に 認 定 され た 領 域 で あ る こ と よ り,他 の 看 護 領 域

よ り も 専 門 的 に 特 化 し た 領 域 で あ る.こ の 領 域 に お け る 高 度 実 践 者 を 育 成 す る

場 と して,大 学 院 あ る い は 継 続 教 育 現 場 の い ず れ で 実 施 す る か の 議 論 は あ る に

せ よ,看 護 職 の キ ャ リア 発 展 を 明 確 に した 教 育 プ ロ グ ラ ム や シ ス テ ム の 構 築 が

近 々 の 課 題 と な っ て い る.

第3節 救 急 看護 の継 続 教 育 の 実 態 と研 究 の 動 向

1救 急 看 護 に関 す る継続 教 育 の 実 態

救 急 部 門 に お け る 看 護 師 の 勤 務 配 置 状 況 は,筆 者 ら の 調 査13)に よ る と,専

任 で 配 属 さ れ て い る 看 護 師 は2割 程 度 で あ る.そ れ 以 外 は 一 部 あ る い は他 部 門

と の 兼 任 で あ っ た.救 急 看 護 に 関 わ る継 続 教 育 の 課 題 は,ま さ し く こ の 数 字 に

起 因 す る と 言 っ て よ い.こ の よ う看 護 師 の 配 置 は,看 護 師 個 人 の 希 望 とは 無 関

係 で あ り,遣 り 甲斐 の 低 下 や 救 急 看 護 の 魅 力 を 見 出 す こ と が で き ず 離 職 に 繋 が
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る 場 合 も少 な く な く,継 続 教 育 の 連 続 性 と積 み 重 ね を保 つ こ と を 困 難 に して い

る と考 え られ る.

救 急 看 護 に 関 わ る継 続 教 育 は,凡 そ 半 数 の 施 設 が 施 設 内 で 行 わ れ,そ れ は 事

例 検 討 会 と して 制 度 化 さ れ て い る.そ の 内 容 は,上 記 の 調 査 に よ れ ば,救 急 蘇

生 技 術 や 外 傷 ケ ア,ト リア ー ジ 等,病 態 生 理 学 的 視 点 に 焦 点 化 され て い る.そ

れ ゆ え に 救 急 看 護 を 特 徴 づ け る重 要 な 専 門 教 育 で あ る 患 者 の 心 理 ・社 会 的 視 点

は 皆 無 で あ っ た.経 年 的 継 続 教 育 プ ロ グ ラ ム は,3～4割 の 施 設 が 保 有 して い

た に 過 ぎ ず,そ の 公 開 に 応 ず る施 設 は な か っ た.

～ 方
,施 設 外 で 実 施 され る研 修(108頁,資 料4)は,文 部 科 学 省,厚 生 労

働 省,都 道 府 県,全 社 連,日 本 看 護 協 会,日 本 赤 十 字 社 等 が 主 体 で 実 施 さ れ て

い る.そ の 内 容 は 主 に,看 護 管 理 者 養 成,臨 床 実 習 指 導 者 養 成,あ る い は 専 修

学 校 に お け る 教 員 養 成 に 係 る も の で あ る.救 急 看 護 に 特 化 し た 専 門 的 な 教 育 は,

日本 救 急 看 護 学 会14)が 独 自 に 開 催 し て い る.そ の 内 容 は,救 急 看 護 セ ミ ナ ー

と し て 基 礎 病 態 セ ミナ ー,フ ィ ジ カ ル ア セ ス メ ン トセ ミナ ー や 災 害 看 護 初 期 対

応 セ ミ ナ ー,外 傷 初 期 看 護 セ ミナ ー で あ り,そ れ ぞ れ の セ ミナ ー に お い て 患 者

の 心 理 ・社 会 的 側 面 に は 着 目 され て い な い 状 況 に あ る.セ ミナ ー の 内 容 が,病

態 ・生 理 学 的,あ る い は そ の 具 体 的 対 応 に 特 化 す る 理 由 と して,最 先 端 の 医 学

の 進 歩 が 著 し い こ と に 他 な らな い.最 新 の 検 査 と治 療,あ る い は 専 門 領 域 の 研

究 が 進 ん だ こ と に よ っ て,新 た な 知 識 や 技 術 の 習 得 の み な らず,こ れ ま で 最 良

とす る 方 法 に 修 正 や 変 更 が 生 じる な ど,早 期 に そ の 変 化 を 熟 知 す る 必 要 性 に 迫

られ て い る 状 況 が 顕 著 に な っ て い る.

2救 急 看 護 認 定 看 護 師 の 教 育実 態

1)救 急 看 護 認 定看 護 師 教 育 につ い て

認 定 看 護 師 教 育 を受 け よ うとす る者 は,受 験 資 格 を満 た す 領 域 にお い て 臨床

経 験 を 経 た 後 に 認 定 看 護 養 成 教 育 機 関 を 受 験 し合 格 し な け れ ば な ら な い.合 格

者 は,認 定 看 護 師 教 育 機 関 に お い て6ヶ 月 以 上(600時 間 以 上)の 教 育 を 受 け

る.認 定 看 護 師 養 成 教 育 は,基 本 的 に は 自身 の 職 場 に 在 職 した 状 態 で 教 育 期 間

の 前 半 は 講 義 ・演 習 が 中 心 で あ り,後 半 は 教 育 施 設 と して 認 可 され た 医 療 施 設

に お い て 実 習 が 行 わ れ る.現 在,全 国 に 救 急 看 護 認 定 看 護 師 教 育 機 関(108頁,

94



資 料5)は 青 森,東 京,大 阪 に 限 られ て い る.在 職 しな が ら認 定 看 護 師 資 格 取

得 を 目指 して,離 れ た 土 地 で 教 育 を 受 け る た め に は,職 場 や 家 庭 に お け る 理 解

と協 力 が 必 要 不 可 欠 で あ る.ま た,教 育 を 受 け る約6ヶA以 上,1年 余 りの 期

間 に 必 要 な 経 費 を 確 保 す る こ と も重 要 な 課 題 で あ る.最 近 で は,医 療 施 設 に お

け る 認 定 看 護 師 資 格 取 得 に 対 して,積 極 的 な 姿 勢 を 示 す 施 設 も増 加 傾 向 に あ る.

し か し,現 状 で は 多 忙 な 現 場 の 入 的 資 源 の 調 整 が 障 壁 と な っ て い る こ と,ま た,

個 人 が 仕 事 を 継 続 し な が ら受 験 対 策 に 取 り組 む 困 難 さ も あ り,認 定 看 護 師 教 育

を 受 け た い と い う願 い が 速 や か に 叶 う状 況 に は な い こ とが 現 実 と し て あ る 。

2)救 急 看 護 認 定 看 護 師 の 教 育 プ ロ グ ラ ム に つ い て

救 急 看 護 認 定 看 護 師 教 育 基 準 カ リ キ ュ ラ ム は,共 通 科 目,専 門 基 礎 科 目,専

門 科 目,学 内 演 習 と 臨 地 実 習 の4領 域 で 構 築 され て い る(109～110頁,資 料6).

共 通 科 目 は,一 部 を 除 い て 救 急 看 護 認 定 看 護 師 に 特 化 した 事 柄 で な く,救 急 看

護 以 外 の 全 て の 認 定 看 護 師 に 共 通 す る 内 容 で あ り,必 修6科 目,選 択2科 目の

90時 間(+30時 間)で あ る.専 門 基 礎i科 目は,解 剖 生 理 学 を ふ ま え た 身 体 理 解

と フ ィ ジ カ ル ア セ ス メ ン ト,看 護 倫 理 と メ ン タ ル ヘ ル ス に 関 わ る 危 機 理 論 を 中

心 とす る 看 護 理 論,リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト と救 命 技 術 の 理 論 と実 践 に よ っ て 構 成

さ れ3科 目120時 間 で 教 授 され て い る.専 門 科 目 は,救 急 看 護 概 論 を は じ め,

救 急 患 者 の 病 態 と ケ ア とそ れ に 関 わ る 技 術,災 害 急 性 期 看 護 等 に よ っ て 構 成 さ

れ4科 目180時 間 で あ る.学 内 演 習 と 臨 地 実 習 は,事 例 の 展 開 と 自身 の 看 護 実

践 を 通 し て 学 び を 深 め る こ と を 目的 と し240時 間 を 学 び,総 時 間 数630時 間 の

教 育 内 容 で あ る.こ の カ リ キ ュ ラ ム 内 容 に お い て,患 者 一 看 護 師 の 相 互 行 為 に

関 連 す る 事 柄 に つ い て は,共 通 科 目 の 対 人 関 係 に お い て 教 授 され る.講 義 内 容

で は,患 者 ・家 族 と看 護 師,医 療 者 間 の 対 人 関 係 に 焦 点 が 当 て られ て い る.患

者 ・家 族 と看 護 師 の 対 人 関 係 で は,精 神 障 害 を も つ 患 者 の 対 応 と患 者 とそ の 家

族 の 反 応 や そ の 理 解 を 精 神 病 理 か ら捉 え よ う とす る も の で あ る.患 者 や 家 族 の

理 解 を 病 理 学 の 視 点 で 行 う こ と に 限 定 す る こ と な く,危 機 的 状 況 に 陥 り,脆 弱

な 対 象 理 解 の た め に は 人 間 学 や 倫 理 的 視 点 か ら捉 え る こ と も 重 要 な 課 題 とな る
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3救 急 看 護 の 継 続 教 育 に 関す る研 究 の 動 向

救 急 看 護 に お け る 継 続 教 育 に 関 わ る 先 行 研 究 は 極 め て 乏 し い.そ の 研 究 と し

て 認 定 看 護 師 の 優 れ た 技 術 と ケ ア 方 法 の 実 践(活 動 報 告)を 通 し て,病 態 生 理

とそ の ア セ ス メ ン トの 視 点 を 教 授 す る 内 容 の 立 案 等 が あ る15)16).こ れ ら は,

救 急 看 護 認 定 看 護 師 の 役 割 と して 間 接 的 に 継 続 教 育 の 意 義 が 言 及 され,一 般 看

護 師 の 継 続 教 育 案 と し て 示 され て い る が,課 題 を 解 決 す る 内 容 に は な っ て い な

い.

こ の 様 な 状 況 に お い て,救 急 看 護 認 定 看 護 師 は 看 護 ケ ア の 実 際 で 一 般 看 護 師

よ り も 高 い 評 価 を 受 け て お り17),施 設 内 で は 看 護 ス タ ッ フ に 対 して 救 急 看 護 へ

の 意 欲 や 対 人 間 関 係 の 向 上 に プ ラ ス の 作 用 を 与 え る18)等 の 報 告 が な され て い

る.こ の2点 は,救 急 看 護 認 定 看 護 師 の 専 門 性 が 患 者 と看 護 師 か ら心 理 的 に も

実 態 的 に も,そ して 教 育 的 に も救 急 看 護 を 担 う看 護 師 の モ デ ル 的 位 置 に あ る こ

と を 示 唆 し て い る.

最 近 で は,救 急 看 護 に お け る 患 者 と看 護 師 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の あ り方19),

患 者 家 族 と 看 護 師 の 相 互 作 用 か ら み る看 護 師 の 関 わ り の 傾 向20)等,救 急 看 護

に お け る 患 者 ・家 族 の 思 い に 着 目 した 研 究 が 現 れ て い る.こ れ は 注 目す べ き事

柄 で あ り,患 者 ・家 族 の 主 観 的 な 思 い に 届 く よ う な 相 互 行 為 の 分 析 へ の 着 目が

始 ま っ た と捉 え られ る.今 後,相 互 行 為 に 関 わ る 継 続 教 育 に つ い て 検 討 した 研

究 が 予 測 さ れ る と 同 時 に 大 い に そ れ を 期 待 し た い と こ ろ で あ る.ま た,救 急 看

護 認 定 看 護 師 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョン 的 行 為 の 研 究 で は,救 急 看 護 認 定 看 護 師 の

関 わ りに よ っ て 患 者 の 家 族 が 抱 く 問 題 点 の 抽 出 や 援 助 方 法,患 者 へ の 精 神 面 へ

の 援 助 方 法,医 師 と の 関 わ り方 や ス タ ッ フ ナ ー ス と の 関 わ り方 等 に お い て 肯 定

的 な 変 化 が 認 め られ て い る21)と い う報 告 が あ る.確 か に,救 急 看 護 で は,病

態 生 理 学 に 基 づ く 疾 患 の 理 解 も 必 要 不 可 欠 で あ る.し か し,そ れ と 同 等 に 危 機

的 な 患 者 と看 護 師 に よ る対 話 的 行 為 の 共 同 構 築,そ の 両 者 の 相 互 行 為 に 関 わ る

ス キ ル の 向 上 と そ の 教 育 方 法 の 検 討 も 救 急 看 護 で は 不 可 欠 で あ る こ と は,最 近

の 研 究 で 指 摘 さ れ て い る と こ ろ で あ る22).

救 急 看 護 認 定 看 護 師 教 育 の カ リキ ュ ラ ム は,制 度 発 足 以 降 に お い て も 継 続 的

な 検 討 が 行 わ れ て い る.し か し,そ れ に 関 わ る議 論 や 研 究 は 見 当 た ら な い.本

研 究 結 果 よ り,救 急 看 護 認 定 看 護 師 の 患 者 へ の 関 わ り と救 急 担 当 看 護 師 の 関 わ
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り と は 異 な る も の で あ っ た.そ の 違 い は 両 者 の 経 験 的 積 み 重 ね に よ る 実 践 知 の

違 い に よ る も の か,あ る い は 救 急 看 護 認 定 看 護 師 教 育 に よ る も の か 等,明 らか

に し て い く こ と が 次 の 課 題 と して 取 り組 ま な け れ ば な ら な い.

第4節 救 急 看 護 に お け る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン教 育 プ ロ グ ラ ム の 試 案

1救 急 看 護 を 担 う看 護 師 が 備 え て お くべ き コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ス キ ル

第 皿 ・IV章 の 結 果 よ り,救 急 看 護 に お け る 看 護 師 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 的 行

為 の 特 性 が 明 ら か に な っ た.

救 急 看 護 と い う混 沌 とす る 状 況 の 中 で,患 者 の 思 い も よ らぬ 健 康 問 題 の 体 験

は 様 々 な 反 応 と な っ て 現 れ,救 急 看 護 に お け る 患 者 と看 護 師 の 関 係 性 の 構 築 は,

看 護 師 か ら の 積 極 的 な 関 わ りな く し て 不 可 能 で あ る.そ の 場 に お け る 患 者 と看

護 師 の 出 会 い は,多 く の 場 合 が 突 然 で あ り,そ の 場 に お け る 一 っ ひ と つ の 行 為

や 会 話 を 積 み 重 ね る こ と で 人 間 関 係 を 構 築 す る 第 一 歩 が 始 ま る.ま た,救 急 看

護 に お け る 患 者 は,あ らゆ る年 齢,様 々 な 健 康 問 題 を 有 す る 人 々 で あ り,単 独

の 健 康 問 題 ば か りで な く,複 数 の 問 題 が 潜 在 す る 場 合 も少 な く な い.ま た,突

然 の 健 康 問 題 の 発 症 で あ る こ と よ り,患 者 の 情 報 が 極 端 に 少 な い こ と も特 徴 で

あ る.本 研 究 の プ ロ セ ス よ り,救 急 看 護 を 担 う看 護 師 が 備 え て お く べ き コ ミ ュ

ニ ケ ー一一一シ ョ ン ス キ ル は,以 下 の9点 が 考 え られ る.

① 患 者 の 存 在 を認 め 尊 重す るス キル

救 急 看 護 に お け る 患 者 と看 護 師 の 人 間 関 係 の 構 築 は,い ま ・こ こ に 生 き る 人

間 同 士,対 等 な 人 格 を持 つ 人 間 と し て の 関 わ り の 土 台 と な る.こ の ス キ ル は 看

護 師 が そ の 場 に お い て 高 度 な 医 療 技 術 を提 供 す る こ と と 同 様 に,異 な る考 え を

も ち 苦 悩 し感 情 に 心 が 揺 れ 動 く患 者 へ の 支 援 へ と繋 が る.

② 患 者 と の 心 理 的 な 距 離 を縮 め る ス キ ル

救 急 看 護 に お け る 看 護 師 の 患 者 へ の 人 間 的 な 眼 差 しや 心 や り は,患 者 と の 心

理 的 な 距 離 を 縮 め る こ と と な る.こ の ス キ ル は 看 護 師 が 患 者 の 纏 ま ら な い 思 考

に 付 き 合 い,考 え る 時 間 を 共 に過 ごす こ と に よ っ て,患 者 自身 が 状 況 整 理 を 行

う こ と を 助 け る こ と に な る.
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③ 患 者 との 距 離 を調 整 す るス キル

救 急 看 護 に お い て 看 護 師 が 患 者 へ 接 近 して 注 意 深 く観 察 す る こ と は 重 要 で あ

る.こ の ス キ ル は 看 護 師 が そ の 状 況 に 捕 ら わ れ る こ と な く 目前 の 現 象 を 全 体 で

捉 え,そ の 現 象 の 意 味 を 問 い,患 者 の 療 養 環 境 を 諸 側 面 よ り整 え て い く こ と で

あ る.

④ 患 者 に 方 向 性 を 示 す ス キ ル

救 急 看 護 に お け る看 護 師 は,患 者 の 検 査 や 処 置,治 療 の 進 行 を 見 届 け,ま た

患 者 が 自身 の 療 養 に つ い て 意 思 決 定 す る ま で の 間,患 者 と 患 者 を 取 り巻 く人 々

と の 相 互 作 用 を 見 極 め る.こ の ス キ ル は 看 護 師 が そ の 状 況 に 対 し て 適 切 な ア ド

バ イ ス や 口 添 え を 行 う こ と に よ っ て 患 者 が よ り良 い 選 択 が で き る こ と で あ る.

⑤ 患 者 の 変 化 に 集 中 す る ス キ ル

救 急 看 護 に お け る 看 護 師 は,過 去 の 経 験 で 遭 遇 した こ との な い 症 状 を 呈 す る

患 者 と 出 会 う こ と も 数 多 い.こ の ス キ ル は 看 護 師 が 時 々 刻 々 と 変 化 す る状 況 に

お い て 患 者 の 変 化 を 見 逃 す こ と の な い よ う に,想 定 さ れ る 病 態 を イ メ ー ジ し患

者 へ 専 念 し続 け る こ とで あ る.

⑥ 患 者 を 精 確 に 観 察 す る ス キ ル

救 急 看 護 に お け る看 護 師 は,初 療 に お い て 経 時 的 な ア セ ス メ ン トを 行 うた め

に,観 察 す る こ と は 重 要 な こ と で あ る.こ の ス キ ル は 看 護 師 が 病 態 の 変 化 と 関

連 づ け て,患 者 の 訴 え や 微 細 な 反 応 を 見 逃 さ な い こ と で あ る.

⑦ 患 者 の 諸 側 面 よ り情 報 収 集 す る ス キ ル

救 急 看 護 に お け る看 護 師 は,積 極 的,か つ 多 方 面 か ら の 情 報 収 集 を 行 い 細 切

れ の 情 報 を 意 味 あ る も の へ と編 集 す る.こ の ス キ ル は 看 護 師 が 患 者 理 解 を深 め

冷 静 な 現 状 分 析 と専 門 的 な 判 断 に 繋 げ る こ と で あ る.

⑧ 患 者 の 緊 張 を 解 き ほ ぐす ス キ ル

救 急 看 護 を 受 け る 患 者 は,非 日常 的 な 緊 張 の 高 ま る 空 間 と専 門 的 な 用 語 が 氾

濫 す る 環 境 の 中 で 時 間 を過 ご して い る.こ の ス キ ル は 看 護 師 が こ の よ うな 状 況

に お か れ た 患 者 へ 暖 か で 穏 や か な 聞 き 取 りや す い 会 話 を 提 供 す る こ と で あ る.

⑨ 患 者 に と っ て 理 解 可 能 な 情 報 を提 供 す る ス キ ル

救 急 看 護 に お け る 看 護 師 は,専 門 的 な 思 考 と 人 間 的 な 暖 か さ の 均 衡 を保 ち な

が ら,患 者 へ 状 況 を 伝 え て い か な け れ ば な ら な い.こ の ス キ ル は 看 護 師 が そ の
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タ イ ミ ン グ と 内 容 を 吟 味 し,患 者 が 最 大 限 に 理 解 可 能 な 情 報 提 供 を 行 うこ と で

あ る.

救 急 看 護 を 担 う看 護 師 は これ らの ス キ ル 習 得 に よ っ て,生 の 危 機 的 状 況 に お

け る 人 間 と の 出 会 い を,人 問 学 に 基 づ き 実 践 的 理 解 を深 め る こ と が で き る と考

え られ る.そ れ に よ っ て 救 急 看 護 を担 う看 護 師 は 戸 惑 う患 者 の 思 い や 期 待 に 沿

う こ と の で き る 会 話 の 幅 と 奥 行 き が 生 じ,患 者 との コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に お け

る バ リエ ー シ ョ ン が 多 彩 に な る.さ ら に 患 者 の 閉 ざ され が ち な 状 況 を 開 き,そ

の 場 に 留 ま る こ と の な い 将 来 を 見 据 え た 関 わ りが 可 能 とな る.

2現 行 カ リキ ュ ラ ム に お い て 科 目 と し て 救 急 看 護 を 配 置 す る こ と は 可 能 か

救 急 看 護 の 教 授 内 容 は,全 面 的 な 編 成 を 求 め る こ とで は な い.そ れ に 追 加 し

て,患 者 一 看 護 師 関 係 構 築 に 関 わ る ス キ ル を 向 上 す る 為 の 教 授 内 容 を 加 え る必

要 が あ る こ と を 強 調 した い.

救 急 看 護 に お い て,こ と さ らに 患 者 一 看 護 師 関 係 を 重 視 す る 理 由 と して,救

急 患 者 は 自分 だ け の 力 で は 状 況 を 打 開 す る こ と が で き ず,専 門 的 支 援 が 必 要 不

可 欠 で あ る こ と が 挙 げ られ る.看 護 は,患 者 一 看 護 師 の 関 係 性 の 中 で 成 り立 っ

て お り,生 命 が 脅 か され 危 機 的 状 況 に あ る 患 者 に 対 し て,看 護 師 の 関 わ り よ っ

て 患 者 が 健 康 問 題 に 取 り組 む た め の 勇 気 を 維 持 す る事 が で き る の か が,問 わ れ

て い る か ら で あ る.

現 行 の カ リキ ュ ラ ム に 救 急 看 護 を 位 置 づ け る とす る な ら ば,従 来 通 り に 専 門

分 野 の 急 性 期 看 護 の 一 領 域 と して 扱 う こ と に な る で あ ろ う.し か し,現 在 の 看

護 基 礎 教 育 で は,基 本 的 な 健 康 問題 解 決 に 関 わ る 方 法 を 段 階 的 に 教 授 す る だ け

で も 授 業 時 間 の や り繰 りが 必 要 で あ る.こ れ ま で の 論 述 の 如 く,救 急 看 護 は 患

者 の 危 機 的 な 状 況 に 対 し て 高 度 の ア セ ス メ ン トと 臨 機 応 変 な 対 応 を 必 要 と し,

よ り専 門 性 を 極 め た 領 域 と言 え る.従 っ て,理 論 と 実 践 を 備 え た 応 用 編 と捉 え

られ る こ と よ り,看 護 継 続 教 育 で の 充 実,あ る い は 大 学 院 に お い て 教 育 す る 新

た な 方 法 を 検 討 し て い か ざ る を 得 な い.

99



3救 急 看 護 に お け る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 教 育 プ ロ グ ラ ム の 試 案

前 項 の 救 急 看 護 を 担 う看 護 師 が 備 え て お くべ き コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ス キ ル を

ふ ま え,そ の ス キ ル を 習 得 す る こ と を め ざ し て 救 急 看 護 の 継 続 教 育 に お け る コ

ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 教 育 プ ロ グ ラ ム の 試 案 を 提 示 す る(102頁,表1).

試 案 の 学 習 目 的 は2点 あ る.第1は,救 急 看 護 を 受 け る 患 者 ・家 族 の 特 徴 を

理 解 し,医 療 チ ー ム に お い て 患 者 の 擁i護 者 と な る た め に 必 要 な 知 識 を 習 得 す る

こ と に あ る.第2は,患 者 一 看 護 師 関 係 を 構 築 す る た め の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

ス キ ル を 習 得 す る こ と で あ る.そ の 学 習 の 視 点 は 以 下 の7点 に あ る.① 救 急 看

護 の 特 殊 性 の 理 解,② 救 急 看 護 に お け る 倫 理 的 原 則 と擁 護 者 に な る 意 味 の 理 解,

③ 救 急 看 護 に 必 要 な 危 機 理 論 の 理 解,④ 救 急 看 護 に お け る 患 者 一 看 護 師 関 係 を

構 築 す る た め の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 的 行 為 に つ い て の 理 解,⑤ 状 況 設 定 の 中 で,

患 者 一 看 護 師 関 係 を 構 築 す る た め の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 的 行 為 の 実 践,⑦ 救 急

医 療 の 課 題 に 対 し て,看 護 の 立 場 か ら解 決 へ の 試 案.こ の7点 を 達 成 す る た め

に,7回 の 学 習 計 画 を 立 案 され た.教 育 方 法 は,小 グ ル ー プ 単 位 で 課 題 現 象 に

取 り組 む こ と で 問 題 解 決 思 考 を トレ ー ニ ン グ す る と共 に,コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

的 ス キ ル を 習 得 の た め に 事 例 検 討 や 演 習 形 式 を 採 用 され て い る.

4こ れ か らの 救 急 看護 教 育 が め ざす もの

初 療 の あ ら ゆ る 局 面 に お い て 患 者 が 求 め て い る こ と は,そ の 場 に お い て 納 得

して 時 間 を 過 ご す とい う こ と で は な い だ ろ うか.救 急 看 護 を 担 う看 護 師 に は,

非 目常 的 環 境 で 時 々 刻 々 と変 化 す る 患 者 の 微 妙 に 揺 れ 動 く 思 い や 主 張,表 現 す

る こ と を キ ャ ッ チ し,患 者 の 求 め や 期 待 に 応 え る 看 護 が 求 め ら れ て い る.

戸 惑 い と 困 惑 の 中 で 生 を 求 め る 患 者 は,療 養 方 針 を 受 け 止 め,療 養 行 動 を 喚

起 し 健 康 問 題 の 解 決 へ 向 か う事 が 期 待 さ れ る.初 療 環 境 の よ うな 短 時 間 の 中 で

しか も 危 機 的 な 心 理 状 況 に お い て,そ れ ぞ れ の 患 者 と看 護 師 間 に お い て ズ レや

ジ レ ン マ を 生 み 出 す こ と が 予 測 され る.こ の 混 乱 を 回 避 す る た め に も 変 化 す る

各 局 面 に お い て,患 者 と看 護 師 相 互 が お 互 い の ズ レ を 調 整 す る こ と,そ れ ぞ れ

の 要 求 す る こ と に っ い て 相 互 主 観 的 に 承 認 し 合 い 合 意 形 成 を 図 る 必 要 が あ る.

相 互 主 観 的 な 承 認 と は,各 局 面 に お け る 患 者 と看 護 師 の そ れ ぞ れ の 背 景 に あ る

思 い を 互 い に 理 解 す る こ と,ま た そ の 場 に お け る行 為 の 意 味=意 図 に つ い て 共
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同 に 解 釈 で き る過 程 を 構 築 す る こ と を 意 味 さ れ て い る23).

相 互 行 為 は,状 況 に 対 す る 行 為 者 各 自 の 意 図 や 解 釈 枠 組 に 基 づ い て 展 開 され

て お り,そ れ は そ れ ぞ れ の 行 為 者 の 特 性 や 個 性 と な っ て 表 出 さ れ て く る.初 療

環 境 で 患 者 は 危 機 的 状 況 で あ る こ と よ り言 葉 を 発 す る こ とが で き な い,あ る い

は 専 門 的 知 識 が 無 く て 状 況 が 複 雑 で 理 解 で き ず に 呆 然 と な る 等,様 々 な 反 応 を

引 き 起 こ す.一 方 看 護 師 は,目 前 の 患 者 の 訴 え や 状 況 に 対 応 しな が ら も 同 時 に,

専 門 的 経 験 に も とづ き 患 者 の 潜 在 す る 問 題 に も 対 処 す る 解 釈 枠 組 を 保 持 して い

る.こ の よ う な 患 者 と看 護 師 相 互 の解 釈 枠 組 が 異 な る 状 況 に あ る こ と は,そ の

状 況 に お け る 行 為 の 捉 え 方 に 違 い が 生 ず る こ と は 必 然 な い し 自然 と も言 え る.

患 者 と看 護 師 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に よ る 合 意 形 成 は,患 者 を 一 人 の 人 格 と

して 扱 う こ と を 志 向 す る こ と で あ り,患 者 と看 護 師 の 対 等 の 関 係 性 が 構 築 され

る こ と を 求 め て い る.そ の 関 係 性 を 土 台 に,看 護 師 は 患 者 の 気 が か りな 口調 や

振 る 舞 い,言 葉 に な ら な い 思 い,状 況 や 環 境 下 に お け る 緊 張 の 高 ま りを 敏 感 に

キ ャ ッ チ す る こ と が で き る 環 境 を 構 成 す る こ と が で き る.初 療 看 護 に お け る 患

者 と看 護 師 間 の 認 知 の 乖 離 を 生 じ させ な い よ う,あ る い は そ の 乖 離 を 縮 小 す る

努 力 等 合 意 形 成 を 図 っ て い くた め に,看 護 師 は そ の 場 に お け る 患 者 の サ イ ン を

捉 え る こ と の で き る 洞 察 力 が 必 要 で あ る.医 療 の 進 歩 と発 展 に 対 応 し た 患 者 の

本 音 に 迫 る こ と の で き る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ス キ ル を 発 揮 す る こ と が 期 待 され

る.

看 護 師 が コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 的 技 能 を 発 揮 す る こ と は,患 者 を 一 人 の か け が

え の な い 人 間 と し て の 尊 重 で あ り愛 情 を 示 す こ と の 具 体 的 な 現 わ れ で あ る.こ

こ に 救 急 看 護 の 本 質 的 属 性 が 見 出 され る.
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表1救 急看護におけるコミュニケーション教育プログラムの試案

く学習目的〉

1救 急看護を受ける患者 ・家族の特徴を理解 し,医 療チームにおいて患者の擁護者となるために必要な知識

を習得す る.

2患 者一看護師関係を構築するためのコミュニケーションスキルを習得することができる.

〈学習目標〉

① 救急看護の特殊性について述べることができる

② 救急看護における倫理的原則をふまえ,患 者の擁護者 となることができる

③ 危機理論を理解することによって看護実践に活用できる

④ 救急看護の対象の特徴を理解する

⑤ 救急看護における患者一看護師関係を構築するためのコミュニケーション的行為について理解することが

できる

⑥ 状況設定の中で,患 者一看護師関係を構築す るためのコミュニケーション的行為を実践することができる

⑦ 救急医療の課題に対 して,看 護の立場から解決への試案を提示す ることができる

〈学習内容〉

回数

1

2

3

4

5

6

7

学習項 目

救 急 看 護 の 特 徴

一重 症 ケ ア(ICU/CCU)と の 違 い

救急看護における観察 とアセスメントの特徴

経時的な観察 とアセスメン ト

緊急度 と重症度の判断(ト リアージ)

救急看護における対象理解

救急患者と家族の特徴

救急患者理解のための危機理論

救急看護に関連する法律と倫理的配慮

救急医療チームにおける看護師の責務

救急看護師の擁護者 としての役割

救急看護における相互行為(1)

患者一看護 師間の人間関係構築の意味

患者一看護 師のコミュニケーション的行為

救急看護における相互行為(2)

コミュニケーションスキルの活用

救急看護における相互行為(3)

過去,問 題 となった事例の振 り返り

主な学習内容(教 育方法)

・確定診断のある,な しの患者への対応の違い

・情報量が極端に乏 しい患者への対応(講 義 ・事例検討)

・変 化 しや す い
,脆 弱 な患 者 の アセ ス メ ン ト

・オ ー バ ー トリア ー ジ とア ン ダ ー トリア ー ジ の 実 際

(講義 ・事例検討)

・急激に健康問題を発症 した患者の理解

一身体的 ・心理的 ・社会的側面から包括的に捉える

(講義)

・患者と他医療職者との仲介的役割 と調整

・患者の権利が障害されそ うになった場面,倫 理的問題と倫理的

ジレンマ(講 義 ・事例検討)

・短時間で人間関係を構築することの必要性 とその困難

・コミュニケーシ ョン的行為の実際とそのスキル

(講義 ・演 習)

・怒る患者 ,沈 黙する患者,興 奮する患者等,厄 介な患者を想定

した具体的なコミュニケーションの トレーニング

(模擬患者を活用 しての演習)

・救急医療において生 じた患者 と医療者間の認識のズレの場面 ,

患者が帰宅後に急変 し再診 した患者 ・家族 との関わりの場面,

治療を拒否する場面等,

対応に苦慮 した事例の再考(演 習 ・事例検討))
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資料1

Aテ キス ト

標準テキス トの目次

Bテ キス ト

第1章 救急看護の概念

第2章 救急看護の対象理解

第3章 救急看護体制と看護展開

A初 期 ・第二次救急医療 における対応

看護体制 ・看護展開

B第 三次救急医療 における対応、看護体制 ・看護展開

C院 内急変 における対応 、初期対応、処置 ・検査 ・手術 ・

家族対応、院内他部門 ・他職種 との連携

院内他部 門 ・他職種 、他院 との連携、看護記録

D在 宅医療 における対応、連絡 システム、初期対応

家族への対応、看護記録

E学 校保健における対応、連絡 システム、初期対応

看護記録

F災 害時における対応、災害時のシステム

災害発生時の受入体制 ・救援救護派遣体制 と看護

第4章 救急 患者 の観察 とアセスメン ト

第5章 主要病態に対する救急処置

第6章 救急時の看護技術

第7章 救急時に使用される医薬品

『救急 看護学』医学書院2008

第1章 救急医学と救急医療

わが国の救急 医療体制 と制度、救急看護学

病院前救急医療 とメデ ィカルコン トロール

災害医療、救急医療 と法律、侵襲 と生体反応

救急診断:救 急診断の目的と特殊性

緊急検査 ・緊急画像診断

救急診断の目的、緊急検査 ・緊急画像診断

第2章 救急処置

心肺蘇生法、救急処置、救急医薬品

輸 血 ・シ ョ ック

第3章 重傷管理

中枢神経救急病態、呼吸器系救急病態、循環器系救急病態

体液と腎機能の救急病態、代謝 ・内分泌系救急病態 等

第4章 損傷

外傷の区分、頭部外傷、顔面 ・頸部外傷 他

第5章各科救急疾患

『看護 のための最新医学講座25救 急』中山書店2007
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資料4 看護継続教育機関一覧

実施主体

文部科学省

厚生労働省

都道府県

全社連

日赤

日本看護協会

教育機関
千葉大学看護学附属
看護実践研究指導センター

国立保健医療科学学院

厚生労働省
看護研修研究センター

国立看護大学校 研修部

首都大学東京
神奈川県立保健福祉大学
実践センター

各都道府県

ナ ー ス セ ン ター

社会保険
看護研修研究センター

日本赤十字社
幹部看護師研修所

看護研修学校

神戸研 修セ ン ター

看護教 育 ・研 修セ ンター

研修会名 ・講習会名

◆看護実践研究指導センター研修
・継続教育 ・看護 管理 ・老人看護

◆看護実践研 究指 導セ ンター 協同研究
・継続教育・看護管理 ・老人看護

◆看護学教育指導者研修
◆国立私立大学病院看護管理者講習会
◆専攻課程 看護 コース

◆特別課程 公衆衛 生看護管理 コー ス

公衆衛生看護 活動 コー ス

◆病院管理研修 看護 部長 コース

◆幹部看護職員養成課程
◆看護教員養成課程

・看護師養成所教員専攻
・保健師養成所教員専攻
・助産師養成所教員専攻
・海外研修生受入課程

政策医療分野の看護研修
認定看護師教育制度における研修 「感染管理コース」
看護研究の研修
看護教育に関する研修
◆看護教員養成講座
指導 ・管理者養成

教員養成課程
教員継続研修
実習指導者養成教育

高度 専門教 育 一認定看護 師制度 にお ける研修
「集 中ケア」 「が ん性痙 痛看護 コー ス」

総合連携教育
専門職員研修
◆看護教員養成講習
◆実習指導者講習会
◆看護教員再教育研修
◆各種短期講習会 ・研修会等
◆再就職準備講習会、看護力再開発講習会
◆訪問看護師養成講習会
◆看護技術実技演習
◆社会福祉関係分野における看護職ワークセミナー
◆各種短期講習会 ・研修会等
◆看護教員養成学科

・看護 教育専攻

・看護 管理専攻

◆社会保険関係施設対象の研修
・実習指導者養成公衆
・看護管理研修1
・看護管理研修皿 等

◆赤十字看護管理者研修1
認 定看護 師管理者研修 にお ける 「ファース トレベル」 に相 当

◆赤十字看護 管理者研修H

認 定看護 師管理者研修 にお ける 「セカ ン ドレベ ル」に相 当

◆認定看護師教育課程
「集 中ケア」 「緩和 ケア」 「感染看護 」

「創傷 ・オス トミー看護 」

「糖尿病 看護」

◆認定看護師教育課程
「がん化学療法看護」 「不妊症看護」

◆認定看護管理者制度における研修
「セカ ン ド レベル」 「フ ァー ス トレベル」

◆各種 短期講習会 ・研修会 等

◆認定看護管理者制度における研修
「セカ ン ド レベル」 「フ ァー ス トレベル」

◆各種 短期講習会 ・研修会 等

◆認 定看護 管理者制度 におけ る研修
「フ ァース トレベル」 「セカ ン ドレベ ル」

◆各 種短期講習会 ・研修会 等

期 間
6ケ 月

1年

8ケ 月

10日 間

年
週
週
週
年

1

間
間
間

3

2

ワ
個

1

年
年
年

1

1

1

6ケ 月

正年

1年

1年

240時 間

150時 間

180時 間

3ケ 月

(年2回)

4ケ 月

(年1回)

各1年

各1年

各6ケ 月

定員

20

40

0

「O

PO

9

1

1

50

80

45

50

50

0

0

9
臼

9
臼

各
各

各20

資料5 救急看護認定教育課程

雛 鷺 驚 羅 騰 難熱 諜ンター
6ケ 月

6ケ 月

6ケ 月
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資料6救 急看護認定看護師教育基準力リキュラム 平成19年4月 改定
目的=

1地 域 ・社会 の救急 医療 のニーズに応 えて 、救命 技術か ら危機 的状況 にある患者及び家族 へ の精神 面の看護 に至 る幅広い救急看護領域 の

知識や技術 に熟 達 し、 各揚面 に応 じた的確 な判 断に基づいて、確 実な技術 を実践で きる救 急看護 師を育成す る

2救 急 看護領 域 にお いて看護 実践 を通 して看護職者 に対 して 、指導、相談 で きる看護 師を育成す る

3看 護職 と して役割 に誇 りと自信 をもち、 自己研 鎖 をめざす こ とので きる認 定看護 師を育成す る

期待 され る能 力:

1あ らゆ る状 況下 で、対象 に応 じた迅速 で確 実な救命技術 ・救 急看護技術 を実践 できる

2救 急 医療現 場 において 、病態 に応 じた迅速 かつ的確な トリアージ を実践 で きる

3救 急 医療現 場 において 、患者 の病態 を理解 し、実在す る問題 のみな らず 、予測 され る問題 も把握 ・判断 して臨機応変 なケアを計 画 し、

実践 でき る

4

5

6

7

8

9

10

危機 的状 況 にある患者 ・家族 の倫理 的問題 を的確に把握 し、支援で きる

災害急性期 の医療 ニー ズを理解 し、状況 に即 した看護iを展 開で きる

研 究的視 点 をもって救急 看護実践 を評価 し、救急看護 の質 の向上 に寄与 す るこ とがで きる

救急 医療 現場 におい て、医師お よび他 の医療従事者 との情報 を共有 し、調 整的役割 を発揮 でき る

他 の 医療 従事者 等へ救急 技術 の指導 ができ る

救急看護 実践 の場 にお いて、 リー ダーシ ップ を発揮 し他 の看 護師 に対 して、救急 看護 実践 を通 して指導 ・相談 を行 う事 がで きる

患者 ・家族 の擁護 者 として、相談 ・調整 役割 を果たす事 がで きる

教科目
1共 通 科 目

く必須 〉

リー ダ ー シ ップ

文献検索 ・文献購読

情報処理

看護倫理

教育 ・指導

コ ン サ ル テ ー シ ョン

〈選択 〉

看護管理

対人関係

1専 門基礎科目
1ア セス メ ン トとケ ア

フ ィジカル アセ スメ ン ト

メン タル ヘル ス とケ ア

2リ スクマネ ジメ ン ト

3救 命技術の理論と実践

皿 専門科目
1救 急看護概論

2救 急看護技術

目標 、またはそ の内容

組織(集 団)の 目標(課 題)を 達成す る上で必要 な リー ダーシ ップ の方法 論 を学 び、実践の

場 で活 用で きる認定看護 師 として も リーダー シ ップを習得す る

水準の高い看護実践 とその領 域 の看護 の質 を向上 させ るために必要 な再診 の知識 情報を獲得

し、活 用す る方法 を理解 し、実践 でき る

社 会におけ る情報化 の発展 と情報 の意 義 ・役割 を理解す る ととともに、情報処理 に関す る基

本 的知識 お よび技術 を習得 し、看護分 野にお いて情報 と情 報手段 を活 用す る能力 と態度を身
につけ る

看護の専門職 として患者 の権利 を尊重 し、倫理 的な視点 で問題 を捉 え、解 決策 を見出す こと
がで きる

成人学習者 と して 自らが学ぶ姿勢 を身 につ け、対 象 に応 じた教育 ・指 導の 目的や 方法論 を学
び、 さらに効果 的な教育 ・指導 の方法 を考察 する

認定看護師 として専門分野に 関す る相 談対応 を行 うた めに必要 なコンサルテー シ ョンに関す

る知識 を習得 し、効 果的な相談機 能を発揮す るため の方法 を考察す る

保健 医療組織 いおける看護 の役割 に脳 を理解 す ると共 に、役割機能 を果す上 での看護管理 シ

ステ ム上の諸 問題 を考察す る。 また、看護管 理システ ムにお ける認 定看護師 の位 置づ けや役

割機能 を理解 し、効 果的に役割機 能を発揮す るた めの戦 略につ いて考察す る

救急 ・重症治 療におけ る患者 と家 族や 医療 スタ ッフとの対 人 関係 の技術 を習得 す る

1)解 剖 ・生 理をふま えた身体 の理解 とフィジカル アセ スメ ン ト

2)小 児 ・高齢者 ・妊産婦 のフィジカルアセ ス メン トの知識 と技術

3)救 急患者 のアセス メン トとケア

1)救 急 ・重 症患者 及び家族倫理 の理解

(1)ス トレス ・コー ピング理 論

(2)危 機 理論

(3)看 護 実践への理論 の活 用
2)救 急 ・重 症患者及び家族 のメ ンタル ケア

1)リ スクマネジ メン トの概要

2)救 急 医療 の揚で起 こ りやす い医療事故 と対応

3)生 命維持 装置の知識 と安全 対策

4)感 染 防止 と対策

1)BasicLifeSupport(心 ・肺 蘇 生 法:一 次 救 命 処 置 法)の 習 熟

2)AdvancedCardiacLifeSupport(二 次 救 命 処 置 法)の 習 熟

1)救 急 医療の変遷 と現状

2)救 急看護 の特徴 と機能

3)救 急看護 認定看護 師の役割(相 談 ・調 整役 も含 む)

4)救 急分 野 の看護管理

5)医 療 スタ ッフ間 の対人 関係

6)移 植 医療 にお ける看護 の役 割

7)救 急 医療 ・看護 に必要 な法的知識

8)救 急 医療 にお けるソー シャルサ ポー トと医療連携

9)救 急 医療 に特徴 的な倫理 問題

1)人 工呼吸管理

2)重 症管理 の急性期 にお け る リハ ビ リテー シ ョン(呼 吸理 学療法 を含む)

3)外 傷初期看護

4)救 急外 来 での トリアー ジ

時間

小計90

小計30

15

15

15

15

15

15

15

15

60

30

15

小計120

15

45
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3病 態 とケア

4救 命技術指導

5災 害急性期看護

1V学 内演 習 ・実 習

1学 内演 習

2臨 地実 習

総時間数

1)侵 襲 と生体反応

2)脳 血管 障害

3)急 性呼 吸不全

4)急 性循環 不全

5)多 発外 傷

6)熱 傷

7)急 性薬物 中毒

8)精 神科疾 患

1)救 命技術指導案の作成
2)救 命技術の実際と評価
1)災 害 医療 と救援シ ステ ム

2)災 害現 揚の医療体制にお ける看護 の役割

3)災 害 時の トリアー ジ(シ ュ ミレー シ ョンを含む)

4)災 害 時の施 設内で の看護体 制

1)文 献演 習

文献 学習 ・購 読 を通 して、病態 ・疾患 ・看護 を分析 し、看護 を科学 的 ・理論 的に実践 できる

基礎 を養 う

2)事 例展 開

事例 を通 して科学的 ・理論的 な看護 を展 開す る

3)ケ ー ス レポー ト

臨地 実習期 間中に経験 した事例1例 につ いて、論文形 式にま とめ発 表す る

1)以 下の看護 経験 を通 して、アセ スメン ト能力お よび能力 を確 実な ものにす る

(1)初 療看護(ト リアー ジを含む5事 例)

(2)呼 吸 ・循環 ・意識 が障害 され た救急患者 の急性 期看護(3事 例)

(3)家 族への援助
2)救 急看 護技術指導 を通 してス タ ッフへの指導 ・相 談能力 を養 う

3)事 例 検討'

臨地実習期 間 中に各 自、経験 した事例 を提示 し合 い、ケース ・デ ィスカ ッシ ョンを行 う

基礎科目
専門基礎
専門科目
学内演習 ・実習
総時間数

90時 間(+30時 間)

120時 間

180時 間

240時 間

630時 間(+30時 間)

60

小計180

30

60

小計240

180

*「対 人 関 係 」の 教 育 目標 と講 義 内容

目標

1危 機 状態 にある患者 と家 族へ の適切 な対応方法 を身につ ける

2激 急 ・重症治療 に必要 な精神病理 の知識 を持 ち、患者 と家族 へ適切 な対応 方法 を身 につ ける

3ス トレス フル な職 場で働 く医療者 の心理 を理解 し、良好 な対 人関係 を保 つ技術 を身 につけ る

内容

1危 機 状態 にある患者 と家 族 との対人関係の実 際

・救急 ・ICUにみ られ る精神症 状の理解

・患者 と家族へ の対応 の実 際

2精 神 障害患者へ の対応

・救急 ・ICUに必要 な精神病理 の知識

・精神障害 をもつ患者 の実 際

3救 急 ・ICUにお ける医療 者の対人 関係

・救急 ・ICUで働 くス トレスの理解

・ス トレスマネ ジメン ト

・良好 な対人 関係 を保 っ技術 とその実際
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終章 研究の総括

最 近 の 救 急 医 療 で は,「 救 命 」 最 優 先 か ら患 者 のQOL(qualityoflife)に

も配 慮 す る 広 が りを もつ よ う に な り,救 急 患 者 治 療 の 必 須 の 医 学 的 知 識 とそ れ

ら を 側 面 か ら支 え る救 急 医 療 体 制 の 充 実,さ ら に 救 急 医 療 特 有 の 倫 理 観 等 が 必

要 不 可 欠 に な っ て い る.ま た,救 急 医 療 が チ ー ム 医 療 で あ る こ と か ら医 師 と看

護 師 等 が 協 調 す べ き 側 面 も多 い.し か し な が ら一 方 で は,医 師 主 導 型 の 医 療 体

制 で あ る こ と よ り,看 護 師 の 業 務 拡 大 に お い て も 看 護 師 の 独 自性 を 充 分 に 主 張

で き な い 状 況 が あ る.1998年,日 本 救 急 看 護 学 会 が 発 足 し た こ と は 救 急 看 護 に

と っ て 大 き な 発 展 で あ る.多 種 多 様 な 救 急 患 者 が 受 診 す る救 急 外 来 で は,初 期

の 看 護 介 入(救 急 初 療 看 護)を 行 う こ と は 必 須 で あ る.救 急 初 療 は,あ ら ゆ る

年 齢 の 患 者 を 対 象 と し,突 然 の 事 故 や 急 激 な 疾 病 の 発 症 に よ っ て 潜 在 す る 健 康

問 題 が 不 明 確 な 場 合 が 多 い こ と,そ の 場 に お い て 病 状 の 緊 急 性 と重 症 度 の 判 別

を行 い,健 康 問 題 の 解 決 の 方 向 性 を決 定 す る ま で の ケ ア を行 う とい う特 徴 が あ

る.こ の 救 急 初 療 段 階 の ケ ア を 円 滑 ・的 確,効 果 的 に 行 う領 域 が 救 急 看 護 の 中

核 で あ る と 考 え て い る.救 急 外 来 を訪 れ る 患 者 を 長 時 間 待 た せ る こ と な く,待

た さ れ る 状 況 に お い て も 不 満 や 苛 立 ち を 最 小 限 に す る,ま た 緊 急 度 の 高 い 患 者

を 見 逃 さ な い た め に 救 急 初 療 看 護 は 重 要 で あ る.こ の 救 急 初 療 看 護 は,患 者 と

施 設 ・医 療 専 門 職 の 問 に 信 頼 関 係 を形 成 し,そ の 場 に お け る看 護 師 の 活 動 は 患

者 に と っ て 意 味 の あ る も の と し て 捉 え られ,頼 りに され て い る こ と を 明 ら か に

して い く こ と が 求 め られ て い る.救 急 医 療 に お い て 救 急 看 護 師 は,危 機 的 状 況

に あ る 患 者 へ の 対 応 や 患 者 を 取 り巻 く 家 族 を含 め て 支 援 す る こ と,究 極 の 状 況

に あ る 人 間 と して の 尊 厳 を 守 っ て い る.ま た,救 急 看 護 師 の 瞬 時 に して 状 況 を

識 別 し見 極 め る 技 能 を備 え て い る こ と よ り,患 者 へ の 介 入 の 実 際 を 明 らか に し

て い く こ と が,救 急 看 護 の 独 自性 を 主 張 す る こ と に つ な が る と考 え る.

そ こ で 本 研 究 で は,救 急 看 護 を 象 徴 す る 救 急 初 療 看 護 に お い て,患 者 が 自 己

の 健 康 問 題 を 受 け と め る こ と を 目指 して,看 護 師 は 如 何 に して 患 者 と の 対 話 的

行 為 を 志 向 し,患 者 との 合 意 形 成 を 図 る た め に ど の よ うな 看 護 介 入 を 実 施 し て

い る の か を 明 らか に す る.ま た そ の 教 育 実 践 に 関 わ る 必 要 不 可 欠 な 観 点 を 得 よ

う と 試 み た.本 研 究 は3っ の 質 的 研 究 に 基 づ い て い る.そ れ ぞ れ の 研 究 の 対 象
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は,救 急 初 療 看 護 を 受 け た 患 者,そ の ケ ア を 担 う救 急 担 当 看 護 師,お よび 救 急

看 護 に 関 す る 特 別 な 教 育 を 受 け た 救 急 看 護 認 定 看 護 師 で あ る.救 急 初 療 看 護 に

お け る 患 者 と 両 看 護 師 の 関 わ りの 実 態 を 通 して,そ の 状 況 が 浮 き 彫 りに な る よ

うに デ ザ イ ン した.そ して 最 後 に,こ れ らの 研 究 プ ロ セ ス よ り救 急 看 護 に お け

る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 教 育 プ ロ グ ラ ム の 試 案 を 提 示 した.

二 第1の 研 究 に つ い て ニ

本 研 究 は,救 急 初 療 看 護 を 受 け る 患 者 の 率 直 な 思 い を,時 間 と空 間 の 移 動 に

と も な っ て 微 妙 に 変 化 す る 体 験 と して 分 析 し た.対 象 は,心 臓 ・血 管 系 に健 康

問 題 が 生 じ た 患 者15名 で あ り,救 急 初 療 に お い て は 典 型 的 な 病 像 を 示 して い る.

最 初 に 救 急 初 療 を 受 け た 患 者 の 実 態 を 把 握 す る こ と は,そ の 場 に 存 在 す る 患 者

へ の 援 助 の 必 要 性 と特 殊 な 課 題 に 対 応 す る た め に 重 要 で あ る と考 え た.こ れ ま

で 救 急 初 療 看 護 に 関 す る事 例 研 究 で は,病 態 や 処 置,そ れ ら の 特 殊 性 に 焦 点 が

置 か れ て お り,患 者 の 内 面 に 焦 点 を 当 て 理 論 化 を 試 み た 研 究 は 見 当 た ら な い.

そ の 結 果,患 者 の 体 験 は 【信 じ て 身 を 委 ね る 】,【自 分 が 自 分 で な い 感 覚 】,【現

状 へ の 驚 愕 】,【 今 後 を イ メ ー ジ で き る情 報 を 希 求 】 の カ テ ゴ リ ー と,こ れ ら に

関 係 づ け られ る 『生 を 求 め 捉 え よ う とす る 』 コ ア カ テ ゴ リー が 生 成 され た.突

然 に 健 康 問 題 が 発 症 した 患 者 は,救 急 外 来 を 訪 れ 医 療 関 係 者 の 積 極 的 な 招 き 入

れ や 関 わ りに よ っ て,【 信 じ て 身 を 委 ね る 】こ と で 落 ち 着 き と安 ら ぎ を 期 待 す る.

しか し著 し い 身 体 異 常 や 苦 痛 症 状 の も とで,自 分 自 身 で は ど うに も な らな い 状

況 で あ る こ と を 認 め ざ る を得 な く な り,周 囲 の 専 門 的 支 援 を 求 め,否 応 な く専

門 家 の 指 示 を 受 け 入 れ,そ れ に よ っ て 自 己 抑 制 を 余 儀 な く さ れ 【自分 が 自 分 で

な い 感 覚 】 に 陥 る.患 者 は,こ の 体 験 過 程 に お い て 自 己 の 健 康 問 題 の 危 機 を 感

じ取 り,あ る い は 健 康 問 題 の 複 雑 さ に よ っ て 日常 性 を 欠 き,状 況 理 解 が 困 難 に

な る と い う 【現 状 へ の 驚 樗 】 を深 め る こ と に な る.こ れ ら の カ テ ゴ リー は 治 療

や 療 養 法 の 方 向 性 が 決 定 す る ま で(初 療 室 を 退 室 し,次 の 治 療 ・療 養 段 階 へ 至

る ま で)各 局 面 に お い て 繰 り返 し体 験 され,そ の 一 方 で,医 療 専 門 家 か ら理 解

で き る よ う に 【今 後 を イ メ ー ジ で き る 情 報 を 希 求 】 し て い た.患 者 の これ らの

体 験 の 過 程 に,『 生 を 求 め 捉 え よ う とす る 』 思 い が 貫 か れ て い た.患 者 は,著 し

い 症 状 と 非 日 常 性 の 中 で 専 門 的 支 援 を 受 け な が ら,自 分 自身 で 生 き る こ と を 求

112



め,生 に 意 識 を 向 け て そ の 場 に 存 在 し状 況 を 見 極 め て い た こ と が 明 ら か に な っ

た.以 上 の 結 果 よ り,救 急 初 療 に 関 わ る 看 護 で は,こ の 患 者 の 思 い を 的 確 に 把

握 し理 解 す る た め の 実 践 能 力,と りわ け 生 の 危 機 的 状 況 下 に あ る 初 療 時 に お け

る 患 者 の 人 間 理 解 を 踏 ま え た コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ス キ ル の 習 得 に 関 わ る プ ロ グ

ラ ム に よ る 教 育 実 践 が 必 要 と考 え られ る.

=第2の 研 究 に つ い て ニ

救 急 初 療 の 現 場 で は,救 命 の た め の 医 学 的 処 置 が 最 優 先 さ れ る こ と よ り,看

護 師 の 地 道 な 専 心 的 な 関 わ りは 氷 山 に 埋 もれ 言 語 化 さ れ な い で い る.救 急 初 療

看 護 を 担 う看 護 師 の 臨 床 知 を 記 述 し,第1の 研 究 の 患 者 の 体 験 構 造 を ふ ま え,

救 急 初 療 に お け る 看 護 介 入 の 実 態 を 浮 き彫 りに し た.救 急 初 療 時 よ り,看 護 師

が 危 機 的 な 心 理 状 態 に あ る 患 者 の 反 応 に も 注 意 を 向 け,患 者 へ の 緻 密 な観 察 や

気 配 り等 を 行 う こ とが 必 要 不 可 欠 で あ り,早 期 よ り介 入 す る こ とが 期 待 さ れ て

い る.ま た,こ の 状 況 に お け る看 護 介 入 の あ り方 は 患 者 一 看 護 師 関 係 の あ り方

と緊 密 に 関 連 し て お り,救 急 初 療 看 護 に お け る 対 人 関 係 の 構 造 や 心 理 的 側 面 に

焦 点 化 され た 研 究 が,救 急 看 護 の 専 門 性 を 主 張 す る 上 で 重 要 な 位 置 に あ る.換

言 す れ ば,危 機 的 状 況 に お け る 患 者 とそ の 家 族,そ して 看 護 師 の 人 間 的 な 有 り

様 に 対 し て 積 極 的 に 取 り組 む 必 要 が あ る.医 療 を 受 け る 主 体 が 患 者 で あ る とい

う こ と よ り患 者 を 中 心 に 据 え た 医 療 者 と の 関 係 性 の 構 築 や,患 者 自 ら の 体 験 を

基 に し た 専 門 的 看 護 介 入 の 必 要 性,そ の 介 入 に 必 要 な 実 践 能 力 を 明 ら か に す る

こ と や そ の 教 育 方 法 に つ い て の 検 討 等,初 療 に お い て 医 学 的 視 点 に 限 定 され る

こ と の な い 社 会 的 な 相 互 行 為 の 知 見 が 不 可 欠 に な っ て く る と考 え られ る.

本 研 究 は,本 論 文 の 中 心 的 な 課 題 で あ る 救 急 初 療 看 護 に お け る 看 護 師 が,患

者 が 自 己 の 健 康 問 題 を 受 け と め る こ と を 目指 して,看 護 師 は 如 何 に し て 患 者 と

の 対 話 的 行 為 を 志 向 し,患 者 との 合 意 形 成 を 図 る た め に ど の よ うな 積 極 的 な 関

わ り を 行 っ て い る の か を 明 ら か にす る こ と で あ る.こ の 課 題 に 応 え る た め に 最

初 の 方 法 と し て,救 急 初 療 看 護 を 担 う救 急 担 当 看 護 師(以 下,看 護 師)20名 を

対 象 に,実 際 の 看 護 介 入 の 現 場 を 参 加 観 察 し た.

そ の 結 果,看 護 師 は 《訴 え と反 応 に 集 中》,《 絶 え ず 視 線 を 注 ぐ》,《 現 実 認 識

を 促 進 》,《 一 体 感 を維 持 し安 心 を保 障 》 の4っ の カ テ ゴ リー と,こ れ らに 関 連
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づ け ら れ た コ ア カ テ ゴ リー 『一 体 感 を 維 持 し安 心 を 保 障 』 が 生 成 され た.看 護

師 は 限 定 され た 時 間 の 救 急 初 療 に お い て,患 者 の 身 体 状 況 が 脆 弱,か つ 変 化 し

や す い 状 況 で あ る こ と よ り,短 時 間 の 中 で 生 ず る 変 化 を キ ャ ッ チ す る こ と に 努

め て い た.そ れ は 患 者 の 表 現 す る こ と を 助 け,言 葉 に な らぬ 思 い を 引 き 出 す た

め に 《訴 え と反 応 に 集 中 》 す る こ と で あ る.同 時 に,患 者 の 不 安 定 な 身 体 状 況

へ 《絶 え ず 視 線 を 注 ぎ 》 関 心 を 向 け る こ と で,患 者 の 如 何 な る 変 化 を 見 逃 す こ

と の な い よ うに 患 者 へ 専 念 す る 姿 勢 を 示 して い た.ま た,患 者 が 自 己 の 身 体 状

況 の 変 化 と そ の 対 応 に つ い て 理 解 を 深 め る た め に 現 状 説 明 を 行 い,時 に は 看 護

師 が 家 族 ・近 親 者 と連 携 す る こ とに よ っ て 《現 状 認 識 を 促 進 》 させ 患 者 へ の 支

援 体 制 を 強 固 な も の と し て い た.看 護 師 は,患 者 の 苦 痛 な 症 状 を 労 り患 者 を 取

り巻 く環 境 整 備 す る こ と に 努 力 し 《一 体 感 を 維 持 し安 心 を 保 障 》 す る 関 わ りを

実 施 して い た.看 護 師 の これ ら全 て の 関 わ りの 過 程 に は,患 者 との 『一 体 感 を

維 持 し安 心 を 保 障 』 す る と い う思 い が 込 め られ て い た.

救 急 初 療 経 過 の 中 で 看 護 師 が,患 者 の 苦 痛 を 労 り症 状 の 安 定 を 見 極 め,静 か

な 環 境 や 落 ち 着 い た 状 況 を 作 り提 供 す る 事 は,新 た な 環 境 を コ ー デ ィ ネ ー トす

る こ と で あ る.患 者 に 症 状 が 残 る 状 況 で あ っ て も,看 護 師 か ら の 思 い や りを 実

感 で き る こ と は,患 者 の 基 本 的 な 安 全 ・安 楽 の 欲 求 を 叶 え る こ とで あ る.こ れ

は 患 者 の 気 持 ち の 切 り替 え を 可 能 し,非 日常 的 な 専 門 的 な 情 報 を 受 け 入 れ る こ

と に 繋 が る こ と で あ る.こ れ は 患 者 自身 の 健 康 問 題 に 対 し て,自 己 決 定 す る た

め の 原 動 力 を 奮 起 させ る 出 発 点 と な る.全 て の カ テ ゴ リー に 浸 透 す る 患 者 へ の

『一 体 感 を 維 持 し安 心 を保 障 』 す る 関 わ り は,患 者 の 体 験 に よ る 『生 を 求 め 捉

え よ う と す る 』 思 い を 維 持 す る こ と を 支 持 す る こ と で あ る.看 護 師 は,緊 迫 す

る 時 間 の 流 れ の 中 で 患 者 へ の 集 中 度 を 高 め 患 者 の 潜 在 す る健 康 問 題 を 探 り,患

者 の 胸 に 秘 め た 思 い や 不 安 を キ ャ ッチ し よ う とす る 人 間 的 ・探 求 的 な 患 者 観 察,

人 間 へ の 慈 し み と思 い や り を 伝 え る こ と の で き る 教 育 実 践 が 必 要 不 可 欠 で あ る.

==第3の 研 究 に つ い て=

本 研 究 は,本 論 文 の 課 題 に 応 え る た め の 第 二 の 方 法 と し て,救 急 看 護 領 域 に

お い て 蓄 積 され た 実 践 経 験 とそ れ に 関 わ る特 別 な 教 育 を 受 け た 救 急 看 護 認 定 看

護 師(以 下,認 定 看 護 師)13名 に 対 し て 面 接 調 査 を 行 っ た.そ し て こ の 結 果 と
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第2の 研 究 で 得 られ た 結 果 を 比 較 検 討 す る こ と に よ っ て,卓 越 し た 患 者 一 看 護

師 間 に お け る 合 意 形 成 を 志 向 した コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 的 ス キ ル に つ い て 考 察 し

た.認 定 看 護 師 と救 急 担 当看 護 師 と の 間 に 関 わ りの 違 い を 見 出 す 事 が 可 能 で あ

る な ら ば,そ の 教 育 の 意 義 は 大 き く救 急 看 護 実 践 の 質 を 向 上 させ る た め の 教 育

へ の 示 唆 を 得 る 事 が で き る の で は な い か と考 え た.

そ の 結 果,認 定 看 護 師 は{衝 撃 を 鎮 め る},{そ の 場 の 空 気 を 読 む},{混 乱 す る

思 考 を 整 理},{先 行 き を 具 体 化}の4っ カ テ ゴ リー と,こ れ ら の 全 て の カ テ ゴ リ

ー に 関 連 づ け ら れ た コ ア カ テ ゴ リー 『問 題 に 向 き 合 う態 勢 を 支 え る』 が 生 成 さ

れ た.認 定 看 護 師 は 患 者 の 状 況 を 気 づ か い 労 り積 極 的 に 患 者 の 思 い を 聞 く姿 勢

を 示 し,患 者 へ 関 心 を 向 け る こ と で 患 者 の{衝 撃 を 鎮 め る}関 わ り を 実 施 し て い

た.ま た,認 定 看 護 師 は 患 者 へ こ れ ま で の 自 分 の 経 験 を 伝 え,あ る い は 患 者 の

思 い や 考 え を 聞 き 確 認 す る と い うや り取 り を行 っ て い た.そ し て,医 療 専 門 職

の 一 員 と し て ア ドバ イ ス を す る こ と で 患 者 の{混 乱 す る 思 考 を 整 理}す る 関 わ り

を 実 施 し て い た.患 者 と患 者 を 取 り巻 く人 々 との 相 互 作 用 に よ っ て 生 じ る{そ の

揚 の 空 気 を 読 む}こ と に よ っ て,そ の 揚 の 状 況 を 調 整 し話 し合 い が 円 滑 に進 む こ

と を 支 援 し て い た.患 者 の 意 思 を 尊 重 し共 感 し な が ら 患 者 の 状 況 が 良 い 方 向 へ

進 展 す る よ う に,患 者 を 取 り巻 く人 々 へ 働 き か け や 仲 介 役 を 引 き 受 け て い た.

こ れ ら の 関 わ り に加 え{先 行 き を 具 体 化}す る こ と に よ っ て,患 者 は 自 己 の 健 康

問 題 に 対 す る 治 療 や 療 養 方 法 の 方 向 性 を 知 る こ と と な る.こ れ ら全 て の 認 定 看

護 師 の 関 わ り の 根 底 に は,患 者 が 自 己 の 健 康 に 関 わ る 『問 題 に 向 き 合 う態 勢 を

支 え る 』 とい う基 本 的 か っ 前 向 き な 姿 勢 が 息 づ い て お り,患 者 自身 が 自 己 の 健

康 問 題 を 自覚 し治 療 や 療 養 す る こ と を 迎 え 入 れ,主 体 的 に 受 け と め 引 き 受 け て

い く こ と へ 繋 が る 関 わ りで あ っ た.

本 結 果 よ り,認 定 看 護 師 が 患 者 と接 近 し て 行 わ れ る 関 わ り と距 離 を 保 っ た 関

わ りは,目 前 の 現 象 を 焦 点 化 して 分 析 す る こ と,あ る い は 広 い 視 野 で 捉 え る こ

と の 連 続 性 で あ り,認 定 看 護 師 自身 が そ の 場 の 状 況 に 巻 き 込 ま れ る 事 な く状 況

を 客 観 視 す る こ と で あ る.こ れ に よ っ て そ の 場 の 先 入 観 を 排 除 し,有 りの ま ま

を 捉 え る こ と で ア セ ス メ ン トの 精 度 を 高 め 患 者 へ 健 康 問 題 回 復 へ の 的 確 な 方 向

性 を 示 し,行 動 化 へ と導 くた め に そ の 揚 を調 整 す る こ と が 可 能 で あ っ た と考 え

ら れ る.
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第2の 研 究 に お け る 救 急 担 当 看 護 師 の 関 わ りは,そ の 揚 に お け る 患 者 との 一

体 感 に よ っ て 患 者 を 支 え安 心 を 保 障 す る とい う く 点 〉 の 関 わ り と言 え る.認 定

看 護 師 は,初 療 は 患 者 の 健 康 問 題 を解 決 す る た め の 通 過 点 に す ぎ な い こ と を ふ

ま え,患 者 の 状 況 を 受 け と め 状 況 を 整 理 す る こ と を 助 け,患 者 が 自 己 の 健 康 問

題 に 向 き 合 い,継 続 され る療 養 法 を 受 け 入 れ そ の 解 決 に 向 か わ せ る く 線 〉 の 関

わ り と言 え る の で は な い だ ろ うか.

患 者 は 危 機 的 な 状 況 に あ っ て も,『 生 を 求 め 捉 え よ う とす る 』 思 い が 根 底 に

あ る こ と は,生 に 対 す る 主 体 的 な 姿 勢 を 示 す も の と言 え る.認 定 看 護 師 の 患 者

自身 が 『問 題 に 向 き 合 う態 勢 を 支 え る 』 関 わ り は,患 者 が 自 己 の 健 康 問 題 を 理

解 し継 続 さ れ る 療 養 法 を 受 け 入 れ て い く た め の 自 己 決 定 を 支 え る こ と で も あ る

成 人 期 に お け る 心 臓 ・血 管 系 の 健 康 障 害 発 症 の 多 く は,長 年 の 生 活 習 慣 や 加 齢

に よ る 変 化 に よ っ て 生 ず る も の が 殆 ど で あ る.こ の 健 康 問 題 に 対 す る初 療 は,

第 一 に 救 命 で あ り 障 害 を 最 小 限 に 留 め る た め に 早 急 に 処 置 を 行 う こ と で あ る.

そ し て そ の 後 に 継 続 され る 療 養 法 は,救 急 初 療 以 上 に 長 期 に 渡 っ て 継 続 され る.

救 急 初 療 に お け る 看 護 師 の 関 わ りに よ っ て,患 者 が 自身 の 生 活 の 課 題 や 問 題 に

対 処 し う る 学 習 の 必 要 性 を 実 感 す る こ と が 出 来 た 時,新 た な 目標 と して 生 活 の

見 直 と新 た な 生 活 習 慣 を 構 築 す る こ と に 向 か う こ と が で き る.健 康 問 題 の 発 症

の 経 験 か ら得 た こ と は,よ り一 層 の 意 味 を 付 与 す る こ と に な る と 考 え る.

救 急 初 療 を 受 け る 患 者 に と っ て,救 急 担 当 看 護 師 の よ う に 『一 体 感 を 維 持 し

安

心 を 保 障 』 す る 関 わ りは,患 者 を孤 独 に す る こ と な く,患 者 の 不 安 を 軽 減 し安

心 が 得 られ る よ うに 働 き か け る こ と で あ る.ま た,患 者 に と っ て 初 療 の 後 に 継

続 さ れ る 療 養 法 を 見 据 え た,つ ま り将 来 的 展 望 を 備 え た 認 定 看 護 師 の 『問 題 に

向 き 合 う態 勢 を 支 え る』 関 わ り も,患 者 に と っ て 無 く て は な ら な い 関 わ り と言

え る.こ の 両 看 護 師 の 基 本 的 な 思 考 の パ ラ ダ イ ム は,患 者 が そ の 場 に お い て 少

し で も 落 ち 着 い て,安 心 し て 治 療 を 受 け 入 れ る こ と が で き る よ う に 支 え る こ と

で あ っ た.初 療 下 に お い て 両 看 護 師 の 二 重 の 関 わ りの 構 造 の 調 和 に よ っ て,そ

の 役 割 を 担 っ て い る と考 え られ る.っ ま り,救 急 看 護 を 象 徴 す る 初 療 看 護 は,

医 師 が 救 命 処 置 を 行 う場 面 に お い て 看 護 師 と して 役 割 を 担 う こ と と は 全 く 異 な

る 次 元 と し て,患 者 と看 護 師 の 関 係 性 を構 築 す る こ と が 中 心 的 な 要 件 とな る.
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救 急 初 療 看 護 が現 代 社 会 にお い て,人 間 を め ぐる危 機 的 な健 康 問題 に対 応 しよ

うとす る人 間科 学 と して の発 展 を 目指 す な らば,初 療 看 護 にお け る患者 と看護

師 の対 話 的 行 為 に 関 わ る学 問的 構 築 が必 要 不 可 欠 と考 え られ る.

=コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 教 育 プ ロ グ ラ ム の 試 案=

これ ま で の 救 急 担 当 看 護 師 と認 定 看 護 師 の 関 わ り か ら,救 急 看 護 に お け る 看

護 師 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 的 行 為 の 特 性 が 明 らか に な っ た.救 急 看 護 を 担 う看

護 師 が 備 え て お く べ き コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョン ス キ ル は,以 下 の9点 で あ る.

① 人 間 関 係 を 構 築 す る ス キ ル,② 患 者 と の 心 理 的 距 離 を 縮 め る ス キ ル,③ 緊

張 を 解 き ほ ぐす ス キ ル,④ 精 確 な 観 察 ス キ ル,⑤ 患 者 と の 距 離 を 調 節 す る ス キ

ル,⑥ 患 者 に 方 向 性 を 示 す ス キ ル,⑦ 患 者 の 変 化 に 集 中 す る ス キ ル,⑧ 多 面 的

な 情 報 収 集 ス キ ル,⑨ 患 者 に と っ て 理 解 可 能 な 情 報 を 提 供 す る ス キ ル で あ る.

これ ら の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ス キル を ふ ま え,そ の ス キ ル を 習 得 す る こ と を め

ざ し て 救 急 看 護 の 継 続 教 育 に お け る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 教 育 プ ロ グ ラ ム の 試 案

を 提 示 した.そ の プ ロ グ ラ ム の 目的 は,救 急 看 護 を 受 け る 患 者 ・家 族 の 特 徴 を

理 解 し,医 療 チ ー ム に お い て 患 者 の擁 護 者 と な る た め に 必 要 な 知 識 を 習 得 す る.

ま た,患 者 一 看 護 師 関 係 を 構 築 す る た め の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ス キ ル を 習 得 す

る こ と が で き る.学 習 計 画 の 全 体 を7回 で 設 定 し,教 育 方 法 は,小 グ ル ー プ 単

位 で 課 題 現 象 に 取 り組 む こ とで 問 題 解 決 思 考 を ト レー ニ ン グ す る と共 に,コ ミ

ュ ニ ケ ー シ ョ ン 的 ス キ ル を 習 得 の た め に 事 例 検 討 や 演 習 形 式 を 採 用 す る.

〈 ま と め 〉

本 研 究 を 構 成 す る3つ の 質 的 研 究 よ り,救 急 初 療 に お け る 患 者 の 率 直 な 思 い

か ら そ の 体 験 が 明 ら か に な り,ま た そ の 患 者 へ 専 心 す る 救 急 担 当 看 護 師 と救 急

看 護 認 定 看 護 師 の そ れ ぞ れ 異 な る看 護 師 の 関 わ りの 一 端 を 明 らか に す る こ とが

で き た.こ の 両 看 護 師 の 看 護 実 践 の 検 討 よ り,救 急 初 療 看 護 に 重 要 と考 え られ

る ス キ ル に つ い て 考 察 し た.

本 研 究 に お け る 結 果 は,限 られ た 地 域 と 施 設 を フ ィ ー ル ドに お い て 調 査 研 究

し た こ と,ま た 心 臓 ・血 管 系 に 障 害 の あ る 患 者 に 限 定 した こ と よ り,救 急 初 療

看 護 を 受 け る 一 部 の 患 者 とそ の 患 者 を 支 援 す る看 護 師 の 関 わ り に 過 ぎ な い こ と
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を 理 解 して お く 必 要 が あ る.

ま た 本 研 究 の 結 果 は,救 急 初 療 に お け る 看 護 実 践 と そ の 教 育 実 践 に 有 効 な 新

た な 知 識 を 提 示 す る こ とが で き た と考 え られ る.本 研 究 を 通 して,救 急 看 護 に

関 わ る看 護 師 の 基 本 的 な 立 場 を 反 省 的 に 自 己 点 検 す る観 点 と な る も の で あ り,

そ れ は 同 時 に,看 護 基 礎 教 育 に お い て 患 者 一 看 護 師 の 最 も 基 本 的 な 関 係 を 学 習

す る 際 の 観 点 と も な り うる.ま た,こ の 結 果 は 救 急 看 護 を 担 う看 護 師 の 実 践 を

理 論 構 築 の た め に 寄 与 す る こ との で き る基 礎 的 な 研 究 と して 重 要 な 位 置 づ け に

あ る と 考 え られ る.今 後,救 急 初 療 実 践 に お い て 継 続 的 ・組 織 的 研 究 が 必 要 不

可 欠 で あ る.

医 療 専 門 職 者 は,人 間 の よ り よ い 健 康 状 態 を 導 く こ と に 専 心 して い る.し か

し な が らそ の 揚 の 状 況 の 専 門 性 が 高 く,複 雑 な 要 因 が 絡 ま る こ と で,状 況 の 見

極 め に 苦 慮 し 患 者 一 看 護 師 関 係 に お い て 粗 雑 に な る こ と も 少 な く な い.取 り分

け 救 急 初 療 を 担 う看 護 師 は,医 療 専 門 職 者 と し て 如 何 な る 状 況 に お い て も,医

療 を 受 け る 主 体 で あ る 患 者 を 尊 重 し人 権 を 擁 護 す る 責 務 を 果 す こ とが 求 め られ

て い る.そ の 責 務 と して の 一 つ ひ と っ の 関 わ り の 積 み 重 ね が,危 機 的 状 況 に あ

る 人 々 か ら の 信 頼 に 変 わ る こ と を 理 解 しな れ ば な ら な い.今 後,プ ロ グ ラ ム は,

救 急 看 護 の 学 問 的 確 立 を 目指 そ う とす る研 究 者 と 実 践 者 と の 連 携 に よ っ て 実 践

を試 み る 。 そ の 結 果 を公 表 し て い く こ と で,現 実 的 プ ロ グ ラ ム と して の 精 度 を

高 め る 活 動 を継 続 して い く 予 定 で あ る.
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調査資料1

患者様及びご家族様へ

調査研究への ご協力のお願い

突然の健康問題が生 じたことによって、療養生活を余儀なくされ、心身共に大変な時期 を

乗 り越 えられたことと思います。

私は 『救急初療看護 におけるケアの質評価に関する基礎的研究』を実施 しています。

この度、救急外来を受診 した方々を対象に、受診時の看護師の関わ りにっいて思い出してい

ただきお話をお伺い したいと思います。

今 回伺 ったお話 の内容 を整理す ることで、救急(緊 急)で 病 院 を訪れ る方々 にとって、看

護 ケ アは どの よ うに捉 え られ てい るのか、またそれ らを基 によ り良い看護 に繋 げるた めの指

標 を明 らかにす る ことができます。つ ま り、救急看護 を よ り良 く改善す るた めの手がか りを

掴 む こ とにな ります。 また、将来 的には、救急看護 の新 たな システ ムの構築 と専門性 を高 め

るこ とにな り、信 頼 を得 る医療 の提供 に寄与す るこ とがで きます。

L面 接 時間:40分 程度

2.お 話 いただ く内容:

救急外 来(救 命 部門)を 受診 した ときの ことを思いだ していただ き、その時 に

受 けた看護ケアの実際について、またケアを受けた時の気持ちについてお話をお

伺い します。

お許 しをいただけるのであれば、お話の内容を丁寧に整理するために録音させていた

だきたい と思います。

患者様及 び御 家族様 の人権擁護 につ いてです が、面接 の協力へ の参加 は 自由で あ り、面接

開始後 も中止す るこ とが可能です。 それ らの ことが今後 の治療や ケアを受 けるにあた り、何

の支 障 もきた しませ ん。 面接 を 中止 した場合 は、それ までお話い ただいた内容 につ きま して

も破 棄いた します。面接 中の内容 につ いても、話 した くなけれ ばはな さな くて も構い ません。

医療 記録 の閲覧 を させ ていただきます。得 られ た全 ての情報 につい て、 口外 す るこ とはいた

しませ ん。 また 、全ての情報 は、匿名 として扱 い患者様 個人が特定 できない よ うにプ ライバ

シー は保護 し、今 回の 目的以外では使用 いた しません。

最終的には、本調査の結果は論文 として発表いた します。

以上の趣 旨をご理解いただき、ご協力いただける場合は、患者様の権利 を保障するために

同意書をいただきたいと思います。

なお、本調査研究は、病院施設、病棟管理者の許可を得て実施 してい るものです。同意を

いただいた後 、不都合を生じた場合や面接に関す る質問等は下記までご連絡いただけますよ

うにお願いいた します。

【研究者連絡先】

〒 ∵ 運1 .石 川 県 か ほ く 市 中 沼7番1号.還 篇

電 話,競 急/…(直 通)/:響 ・ごttt、1 ,、:.'nu.ac.jp



調査資料2調 査研究へのご協力のお願い

研 究者1{∵ 、郭 ダは、平成16年 度よ り科学研究費補助金 の交付を受 けて 『救急初療看護における質評価に

関する基礎 的研究』 に取 り組んでお ります。

本年度は、特に、救急看護における中心的な事柄でもある患者一看護師間の合意形成に関する実践揚面を参

加観察すると共に、看護ケアを提供する看護師、救急看護認定看護師への面接を予定してお ります。

ご多忙中、誠に恐縮ではございますが、是非 とも本調査にご協力いただきたくお願 い申しあげます。

最終成果 につきま しては、論文 として発表いた します。

匠 究計画 ・方法1

本研究は、救急初療において看護ケアを受ける患者 ・家族 と看護師の関わ りの場面を参加観察(看 護師に同

伴 して)す る。そ の後 、その場 面で の看 護師 の意図や 思考 につ いて 、担 当 した看護 師へ のイ ンタ ビュー(面 接)

を行 う。 患者 へ のイ ンタ ビュー は行 わ ない。

救急初療の看護 ケアとは、救急部門受診から治療の方向性 が確定 し、次の部門(一 般病棟、集中治療室、あ

るいは手術室、カテ室な ど)へ 申し送 られるまでに提供 され る看護ケア とす る。

1.対 象:救 急部門を受診 した一次から三次救急患者 ・家族へ対応 した(関 わ りをもった)看 護師であ

る。患者の特定はせず、任意場面の①看護師に焦点 をお く。②救急看護認定看護 師

2.調 査内容:① 救急担当看護師:救 急部門における患者 ・家族 と看護師 との関わ り全般 とし、許可が得られ

れば、小型マイク内臓ICレ コーダーを携帯 し、会話内容を録音する。

②救急看護認定看護師:看 護実践における患者 との具体的な関わ りを伺 う

3.調 査 期 間:平 成18年6月 ～平成18年9月 末 日まで 詳細 につい て は、今 後打 ち合 わせ を行 う

4.面 接 時期:基 本 的 には、患者 ・家族 との関わ り終了後 に実施す るが 、状況 に応 じて担 当看護師 と相談 して

実施す る。

5.分 析 方法:患 者 ・家族 と看 護 師 間におい て、相 互 にお いて その揚 の状況 を理解 す るこ と、 その状況 に対

す る合 意 を 目指 して、 どの よ うに看護 師 が 関わ って いた のか 、看 護 師 の言i葉や 振 る舞い 、表

情 等 につ いて分析 す る。

論 理的配慮i

施設内責任者:病 院長 ・看護管理責任者:救 急部門責任者に対 して、研究の主旨を文書 を用いて説明 し、署

名 を もって 同意 を得 る。 そ の後、救 急部 門全 ス タッフへ の説 明 を行 い 、対 象 とな る看護 師 に対 して 、再度説 明

し、研 究参 加 につ い て署名 を もって 同意 を得 る。

看護師に同伴 し、参加観察を行 う際の患者への説明については、施設責任者 と相談の上、患者への負担を最

小限にする配慮 を行 う。また、参加観察中、研究者 として継続が不可能 と判断 した場合 には、中断す ることを

事前に申し合わせてお く。詳細については、以下である。

<看 護 師に対 して>

1.調 査に対する協力は、対象者の自由意志であること、拒否することも可能であること、また調査で得 られた情

報の取 り扱いは、プライバシーの保護に十分注意 し、決 して個人が特定される形で扱 うことのないこと、この調

査以外の 目的で使用 されることのないことを口頭にて説明 し、同時に文書において提示 し確約する。

2.参 加観察データ ・インタビューデータは、情報が他に流出 しない ように責任を持って管理する。録音資料(許

可 された揚合)は 、調査終了後、あるいは途中で中止 した場合も含めて破棄すること文書において説明する。

3.面 接 は、プ ライバ シーの確保 可能な所 を準備 し、面接時間 は15～30分 以内 とす る。

〈患者 ・家族 に対 して 〉

対象 となる看護師 より、研究者が看護師と同伴す ることを口頭 にて伝 え、了解を得 る。同意が得られない場合、

あるいはその場において看護師が中止を指示 した場合(判 断 した場合)に は中断する。

【研 究 者 連 絡 先 】 〒1∵`鰯 ,;'石 川 県 か ほ く市 中 沼7番1号 石 川 某 ㌔ 冷/鼠 、i'1'こ ∵1'∵ 、 ∴、:

電 話.騰i諭 慨 響.(直 通)1';墾 …1廓噛tt: .-nu.ac.jp
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同 意 書

○○○看護大学 研究代表者 彫 脇宛

この度 『救急初療看護におけるケアの質評価に関する基礎的研究』に関わる調査研究

につ いて、以下 の ことを説明 されま した。

調 査研究 目的:救 急(緊 急)で 病院 を訪れ る方 々に とって、看護 ケアは どのよ うに とら

え られてい るのか、また よ り良い看護 につな げるた めの指標 を明 らか に

す るこ と

協 力 内 容:救 急外来を受診 した時に受けた看護ケアに関す る面接

情報の公開:厳 重にプライバシーの保護 に留意 し、今回の目的以外に使用することは

ない こと、また個人が特定 され るよ うなこ とは しない こと

協 力 の 中 止:面 接 の協力 について不都合 が生 じた場合 に は、 申 し出に よ りいつで も中

止ができること

医療 の 保障:面 接の内容及び、面接を中止 した場合において、自身や家族が受ける治

療や看護の対応には一切影響 しないこと

医療記録の閲覧:医 療記録の閲覧を行 うが、知 り得た情報について守秘義務 を遵守するこ

と

以上の説明を受け、今回の調査研究の主旨を理解 したため、本調査への協力に同意

します。

平成 年 月 日

所属:

氏名:



施設長 ・看護部長 ・救急部 門責任者 ・対象 となる看護 師に対す る同意書

(4者 に対 して、同様の書式を使用 した)
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同 意 書

○ ○○看護大学 研究代表者

この度 『救急初療看護にお けるケアの質評価 に関す る基礎的研究』に関わ る調査研究に

つ いて、以下の ことを説明されま した。

調査研究 目的:救 急初療場面の患者一看護 師間において、患者 とその家族がその(場)状

況 を理解す ることを 目的に、救急看護 師が どのよ うな関わ りを行っている

のか、その実践 と意義について明 らかにす る

協 力 内 容:救 急部門を受診 した患者 あるいは家族 と看護 師の関わ りの場面 を参加観察

し、その看護師への面接

情 報 の公 開:患 者 、および看護 師のプライバシー は厳重に保護す る。参加観察データ ・イ

ンタビューデータ ・録音 したデータは、今回の 目的以外 には使用す ることの

ない こと、個人が特定 され るよ うなこ とは しないこと、目的終了後 に、デー

タは全て破棄すること

協 力 の 中 止:参 加観察の場面において、不都合が生 じた場合には中止 すること、 また、

面接においては、話 したくないこ とは話す必要のない こと、途中面接の中止、

面接内容の破棄の申し出が可能であるこ と

医療記録の閲覧:医 療記録の閲覧を行 うが、知 り得た情報について守秘義務 を遵守すること

以上の説 明を受 け、今回の調査研究の主旨を理解 したため、本調査への協力 に同意 し

ます。

平成 年 月 日

所属

氏名
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救急初療看護におけるケアの質評価に関する基礎的研究

イ ンタ ビュー一ガイ ド(所 要 時間40分)

*同 意が得 られれば、家族にもイ ンタビューを依頼す る。

救急外来(救 急部門)を 受診 した時の状況 にっいてお話 しをお伺い します。

具体的には、以下

◇救急外来で、あなた(あ るいは、 ご家族)の 症状や苦痛 に対 して、看護 師か らどのよ うな関わ りを

受 けま したか

一それ について
、あなたはどのように思いま したか、あるいは どのよ うな気持ちにな りま したか

◇あなた(あ るいは、ご家族)が 救急外来を受診 してい る間、検査や処置、診察を受ける中(過 程に

おいて)、 看護師か らどのような説 明や情報 を受 けま したか

一それ についてあなたはどのように思いま したか、あるいは どのような気持 ちにな りましたか

◇あなたは(あ るい は、家族 として)、救急看護師に 自分 の思いや考 えを伝 えることができましたか。

また、看護師は、あなたの疑問に対 して どのよ うに答 えて くれま したか
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救急初療看護におけるケアの質評価に関する基礎的研究

インタ ピューガイ ド(最 長60分 まで)

救急初療 とい う環境 、また急激に健康問題が発症 した患者 に対 して、状況 を理解 ・認知 して もら

うためにあなたは どの ような関わ りを していますか。

皆 さんの実践経験 を意識的に思いおこしていただき、積極的にお話下 さい。

一患者 との関わ りにおいて く多 くの時間 を費や し、努力が必要であった場面についてお話下 さい。

一困難や苦労があったけれ ど、結果的に患者 さんに理解が得 られた経験にっいてお話下 さい。

一努力 した けれ ど旨くいかなかった と感 じる経験についてお話 下さい。

一患者 さん との関わ りにおいて上手 く理解が得 られ
、順調に状況が進展 してい ると感 じる時は、

どの ような時ですか?そ れは どのよ うな ことで判断 しますか?そ の時の経験をお話下 さい。

一患者へ物事が伝 わ らない
、旨くいっていない と感 じる時は どのよ うな時です か?そ の時の経験

をお話下 さい。

一今まで話 していただいた内容は
、心臓 ・血管系に障害のある患者 の場合には どの ように変化 し

ますか?変 化す る と思 いますか?

一心臓 ・血管系に障害のある患者 さん との関わ りの経験についてお聞かせ下さい
。


