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要旨 

わが国では超高齢社会の進展に対応するため，地域包括ケアシステムが構築され活動が行われるようになってきた．本

研究では，病院・高齢者施設・訪問看護ステーションにおいて，高齢対象者が目的に応じて介護保険を背景に各施設を転

移する中での施設間および他職種との連携について，看護管理者の立場から捉えた現状と課題について明らかにするもの

である． 

病院・高齢者施設・訪問看護ステーションの看護管理者の語りから 3 つのテーマが明らかとなった．1 つ目は，高齢者

や家族の期待やニーズに応えようとしても，医療提供者の対象理解や施設の対応能力に限りがあり，対応が充分に行えて

いないというジレンマであった．2 つ目は，看護管理者として各々の看護師の能力向上を図り，その結果として看護の質

に反映させたいと思っているが，それ以前に，人口減少により過疎化した地域においては，看護人員の確保の困難さと質

の保証の狭間で苦労を強いられている現実が見られた．3 つ目は，過疎化した地域では他職種連携が欠かせない現状であ

るが，看護の継続のための情報共有の難しさや，他職種との役割分担や関係性をめぐる問題が指摘された． 

このような地域においては，人材を生かすためには，他職種との連携が欠かせない．また，他職種で連携するために各

職種の役割を明確にすることが必要と考えた．そうした中で，看護職にあっては意識的なリーダーシップと調整機能が発

揮できる環境づくりに努めていくことが必要であると言える． 

キーワード：地域包括ケアシステム，看護管理者，高齢者，連携，課題 

Ⅰ はじめに  

わ が 国 で は ， 超 高 齢 社 会 の 進 展 に 対 応 す る

た め の 体 制 整 備 が 進 め ら れ て き た ． 2 0 00 年

に 介 護 保 険 制 度 が 成 立 し ， 高 齢 者 介 護 ・ 自 立

支 援 シ ス テ ム の 在 り 方 が 厚 生 労 働 省 を 中 心 に

議 論 さ れ て き た （ 厚 生 労 働 書 HP， 地 域 包 括

ケ ア シ ス テ ム ， 2 0 2 1）． 2 0 1 5 年 に は 介 護 保 険

法 の 改 正 に よ り ，「 高 齢 者 の 生 活 を 支 え る 」  

 

と い う 観 点 か ら 地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム が 構 築

さ れ ， 在 宅 医 療 ・ 介 護 連 携 の 推 進 等 ， 地 域 に

お け る 活 動 が 行 わ れ る よ う に な っ て き て い る

（ 厚 生 労 働 省 HP， 介 護 保 険 ， 2 0 21）．  

高 齢 者 の 現 況 お よ び 特 性 に つ い て は ， 第 1

報 ， 第 2 報 で 記 し た 通 り で あ る ． こ の よ う な

高 齢 対 象 者 は ， 疾 患 に よ る 病 院 へ の 入 院 ， 病
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院 か ら 退 院 し た 後 は 在 宅 に お い て 医 療 や 看

護 ・ 介 護 を 受 け る か ， ま た ， 介 護 老 人 福 祉 施

設 （ 以 下 特 養 と す る ）， 介 護 老 人 保 健 施 設

（ 以 下 老 健 と す る ）（ 特 養 と 老 健 の 2 施 設 を

表 す 場 合 は ， 高 齢 者 施 設 と す る ） へ の 入 所 等

の 生 活 へ と 変 化 せ ざ る を 得 な い 状 況 に な っ て

い る ． そ の 一 方 で ， 人 口 の 少 な い 地 方 に お い

て は ， 医 療 関 係 者 の 慢 性 的 な 人 材 不 足 も 避 け

て 通 れ な い 課 題 で あ る ． そ う し た 条 件 下 で 高

齢 者 の 生 活 を 総 合 的 に 支 え る た め に は 病 院 ，

高 齢 者 施 設 ， 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 等 の 小 規

模 な 医 療 施 設 が 相 互 に 連 携 を 取 り な が ら マ ン

パ ワ ー を 発 揮 し て 問 題 解 決 に 当 た ら な け れ ば

な ら な い と 考 え て い る ．  

し か し ， 高 齢 者 の 尊 厳 を 支 え ， 安 全 と 安 心

を 提 供 す る と い っ た 看 護 的 視 点 か ら み る と ，

病 院 か ら 高 齢 者 施 設 ， 高 齢 者 施 設 か ら 病 院 ，

病 院 か ら 在 宅 療 養 ， 在 宅 療 養 か ら 病 院 へ の 入

院 と い っ た 移 動 の 中 で ， 対 象 者 は 一 定 の 看 護

レ ベ ル を 保 証 し た ケ ア が 受 け ら れ て い る の か

否 か が 明 ら か に さ れ て い な い ． む し ろ 看 護 職

員 の 不 足 や 業 務 の 多 忙 さ ， 看 護 技 術 の 未 熟

さ ， 他 の 職 種 と の 業 務 分 担 の 曖 昧 さ な ど に よ

っ て 看 護 の 質 の 低 下 を 嘆 く 声 も 聞 こ え て く る

（ 日 比 野 ， 2 0 2 0． 山 岸 ， 2 0 20）． し か し ， 対

象 者 に と っ て は ， ど の よ う な 条 件 の 基 で も 質

が 保 証 さ れ た 医 療 や 看 護 ・ 介 護 を 受 け る 権 利

を 有 す る こ と に 違 い は な い ．  

そ こ で 本 研 究 で は ， 病 院 ・ 高 齢 者 施 設 ・ 訪

問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 等 に お い て 看 護 管 理 者 の

職 に あ る 看 護 部 長 等 か ら ， 現 在 行 わ れ て い る

高 齢 者 看 護 の 実 際 を 語 っ て も ら い な が ら ， 看

護 が 目 指 す も の ， ま た ， そ れ を 阻 害 す る 因

子 ， 現 在 の 問 題 等 を 明 ら か に す る こ と を 目 的

と す る ． さ ら に ， 高 齢 対 象 者 の た め に 効 果 的

か つ 合 理 的 看 護 を 展 開 す る た め に は ， 病 院 ・

高 齢 者 施 設 ・ 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 間 に お い

て ， ど の よ う な 連 携 が 可 能 な の か を 模 索 す る

こ と も 目 的 に 加 え 取 り 組 む も の で あ る ．  

 

Ⅱ 研究の方法 

研 究 期 間 は ， 平 成 3 0 年 5 月 ～ 平 成 3 1 年

1 0 月 ま で で あ る ．  

研 究 デ ザ イ ン は ， 質 的 記 述 的 研 究 で あ る ．

研 究 対 象 者 は ， 福 井 県 嶺 南 地 区 で 若 狭 地 域 に

あ る 中 小 規 模 病 院 ， 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン ，

介 護 老 人 保 健 施 設 等 の 施 設 に お い て 管 理 職 に

あ る 看 護 職 者 の 同 意 が 得 ら れ た 8 名 で あ る ．

内 訳 は ， 病 院 3 名 ， 特 養 2 名 ， 老 健 1 名 ， 訪

問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 2 名 で あ っ た ．  

デ ー タ 収 集 の 方 法 は ， 研 究 目 的 に 沿 っ た グ

ル ー プ デ ィ ス カ ッ シ ョ ン を 開 催 し ， ① そ れ ぞ

れ の 施 設 に お い て ど の よ う な 看 護 を 目 指 し て

ケ ア を 実 践 し て い る の か ． ② 日 常 の 看 護 に お

け る 問 題 と 捉 え て い る こ と （ 困 っ て い る こ

と ）， ③ 対 象 者 が 施 設 を 移 行 す る 際 の 問 題 等

に つ い て 質 問 を 行 っ た ．  

デ ィ ス カ ッ シ ョ ン の 時 間 は 約 1 時 間 半 で あ

っ た ． そ こ で 語 ら れ た 内 容 を 録 音 し ， 逐 語 録

を 作 成 し ， 参 加 者 の 発 言 を 質 的 に 分 析 し ， 問

題 の 抽 出 を 行 っ た ． 逐 語 録 は 約 3 6 00 0 字 ， 抽

出 さ れ た 重 要 項 目 は 2 1 3 項 目 で あ っ た ． 分 析

内 容 は 以 下 の 結 果 に 示 す 通 り で あ る ．  

倫 理 的 手 続 き は 以 下 に 示 す 通 り で あ る ．  

 研 究 対 象 者 に 対 し て 本 研 究 の 趣 旨 と 目 的 を

書 面 と 口 頭 で 説 明 す る ． 説 明 内 容 は ， ① 発 言  

内 容 は テ ー プ に 録 音 さ せ て い た だ く ． ② 研 究

対 象 者 な ら び に 所 属 施 設 名 は 匿 名 と し ， 個 人  

が 特 定 さ れ な い よ う 全 て 記 号 化 す る ． ③ 発 言

し た く な い こ と は 拒 否 し て も 良 い 事 ， 研 究 の  

参 加 を 途 中 で 中 止 す る の は 自 由 で あ り ， そ れ

に よ っ て 今 後 の 関 係 に 影 響 す る こ と は な い ．  

④ 発 言 内 容 は 学 術 研 究 以 外 に 使 用 し な い こ

と ， デ ー タ は 施 錠 の で き る と こ ろ に 厳 重 に 保

管 す る ． 研 究 終 了 後 の デ ー タ は 敦 賀 市 立 看 護

大 学 に お い て 5 年 間 保 存 す る で あ る ． 以 上 の

説 明 を 行 っ た う え で 承 諾 し て い た だ い た 方 に

は 同 意 書 に 署 名 を し て い た だ く こ と と す る ．

同 意 書 に つ い て は ， そ の コ ピ ー を 研 究 対 象 に

渡 す ．  
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Ⅲ 結果 

研 究 結 果 は ， 最 初 に 病 院 ・ 高 齢 者 施 設 ・ 訪

問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 等 に お い て 管 理 職 の 職 を

務 め る 看 護 師 の グ ル ー プ デ ィ ス カ ッ シ ョ ン に

お い て 語 ら れ た 現 状 と 問 題 点 を 分 析 し た ． そ

の 結 果 ， 現 状 と 問 題 点 の 背 景 に あ る 看 護 内 容

や 質 の 問 題 ， そ れ ぞ れ の 施 設 特 有 の 規 制 ， 他

職 種 と の 役 割 認 知 ， 連 携 等 に 関 す る 問 題 ， さ

ら に ， 地 域 特 性 や 人 材 不 足 ， 国 ・ 行 政 等 の 制

約 等 に 関 す る 問 題 が 重 層 的 に 関 連 し て い る 様

相 が 明 ら か に な っ た ．  

分 析 結 果 の 表 記 は 最 も 抽 象 化 し た カ テ ゴ リ

ー を 【   】， サ ブ カ テ ゴ リ ー を 『   』， 対

象 者 が 語 っ た 言 葉 は 「   」 で 示 し た ．  

1 看 護 の 立 場 か ら み た 高 齢 者 の 健 康 支 援 の

現 状 と 課 題  

研 究 対 象 者 の デ ィ ス カ ッ シ ョ ン に お い て 語

ら れ た 現 状 と 問 題 点 は 以 下 の 通 り で あ る ．  

本 調 査 対 象 が 看 護 管 理 者 と し て 勤 務 す る 病

院 お よ び 施 設 ， 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン に お け

る 看 護 の 対 象 者 は 多 く が 高 齢 者 で あ る ． 高 齢

者 の 背 景 に つ い て は ， 単 独 世 帯 や 夫 婦 世 帯 が

多 く ， 老 々 介 護 も 増 加 し て き て い る ． そ の た

め ， 病 院 か ら 高 齢 者 施 設 へ の 入 所 や ， 訪 問 看

護 ス テ ー シ ョ ン か ら の 訪 問 看 護 や 介 護 士 に よ

る 生 活 支 援 を 受 け る と い っ た 状 況 に あ る ．  

一 方 ， 高 齢 者 は 「 病 気 デ パ ー ト で 病 名 の オ

ン パ レ ー ド ， い つ 心 臓 が 停 止 し て も お か し く

な い 状 況 に あ る 」．ま た ，高 齢 者 は「 同 じ 量 の

ご 飯 を 食 べ て い て も 体 重 が 減 っ て い く 」 と い

っ た よ う に 全 身 機 能 が 極 め て 低 下 し た 状 況 に

あ る こ と を 前 提 に し て ，「 施 設 が 変 わ っ て も 十

分 な 観 察 や 適 切 な 看 護 ケ ア が 必 要 」と さ れ る ． 

1）  高 齢 者 の 退 院 後 の 生 活 全 体 を 想 定 し た  

適 切 な 医 療 指 示 と 対 応 が 必 要  

先 に も 述 べ た よ う に ， 高 齢 者 は 諸 機 能 の 低

下 に 伴 い ， 多 く の 疾 病 を 持 っ て い る た め ， 日

常 の 環 境 や 活 動（ 身 体 を 動 か す ），食 事 等 の 生

活 そ の も の が 身 体 機 能 や 精 神 活 動 と 直 接 的 に

関 係 す る と い っ た 特 性 が あ る ．   

そ こ で ， 高 齢 者 の 退 院 を 例 に と っ て も ， 医

師 の 退 院 の 判 断 は ， 主 に 疾 病 や 症 状 な ど の 医

学 的 判 断 が 中 心 で あ り ， 健 康 維 持 に 必 要 な 生

活 行 動 や 生 活 環 境 等 の 判 断 は か け て い る こ と

が 語 ら れ た ．看 護 師 は ，「 突 然 ，急 性 期 並 み に

退 院 指 示 が 出 さ れ た り す る 」，「（ 退 院 後 の ）日

常 生 活 が う ま く 行 か ず に 3 日 も し な い で 再 入

院 に な る こ と も あ る 」，「 退 院 オ ー ダ ー は 医 師

が 出 す が ，（ 看 護 師 は ）ま だ ま だ（ 無 理 ）と 思

っ て も 突 然 退 院 と い う こ と に な っ て し ま う 」，

「 退 院 し て 環 境 が 変 わ る こ と で 身 体 的 に 変 化

（ 乱 れ ） が 生 じ る 」 と 語 っ て い た ． 生 活 や 環

境 状 況 を 踏 ま え た 判 断 が 必 要 で あ る ．し か し ，

看 護 師 と 医 師 の 退 院 判 断 基 準 は 異 な る 点 が 認

め ら れ た ． ま た ， 看 護 管 理 者 は 「 退 院 は ゴ ー

ル で は な く ， そ の 次 の 段 階 に 移 行 す る き っ か

け で あ る が ， ゴ ー ル に な っ て し ま っ て い る こ

と も あ る 」 と 述 べ て い る ．  

こ う し た 状 況 は 『 高 齢 者 の 身 体 面 や 生 活 環

境 面 に 対 す る 不 十 分 な 理 解 』と ，『 退 院 に あ た

っ て の 準 備 不 足 ， 退 院 後 の 健 康 管 理 不 足 を 招

く も の 』で あ り ，【 退 院 後 の 予 測 を 踏 ま え た 対

応 の 不 十 分 さ 】 と い う 問 題 が 挙 げ ら れ る ．  

2） 高 齢 者 施 設 の 特 性 を 踏 ま え た 指 示 内 容  

が 必 要  

高 齢 者 施 設 で あ る 特 養 は 介 護 保 険 に よ っ て

生 涯 入 居 で き る 施 設 で あ り ， 老 健 は 自 宅 復 帰

を 目 指 す た め の 施 設 で あ る ． 老 健 で は 入 所 者

1 0 0 人 に 対 し て 一 人 以 上 の 常 勤 医 師 ， 看 護 職

員 に つ い て は 看 護 ・ 介 護 職 員 総 数 の 7 分 の 2

程 度 と さ れ ，明 確 な 人 数 は 規 定 さ れ て い な い ．

特 養 に お い て も 看 護 ・ 介 護 職 員 に つ い て は 同

様 で ， 医 師 の 数 の 規 定 は な い ． 看 護 師 も 夜 間

な ど は 常 駐 者 が い な い こ と も あ る ． 研 究 対 象

地 域 の 老 健 は い ず れ も 入 居 者 7 0 名 で あ る た

め 医 師 は 常 勤 し て い な い ．  
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し た が っ て ， 病 院 か ら 退 院 後 入 居 す る 施 設

に よ っ て 引 き 受 け ら れ る 医 療 範 囲 が 異 な る の

で あ る ． 特 養 お よ び 老 健 と い っ た 施 設 や 在 宅

看 護 に お い て も ， 簡 単 な 医 療 行 為 で あ っ て も

行 う 事 は で き な い ． 例 え ば ，「（ 圧 迫 部 位 の ）

皮 膚 が 剥 離 し て い て も 介 護 施 設 に は 処 置 を 行

う 材 料 が な い 」，「 褥 瘡 に は せ め て ワ セ リ ン を

塗 布 し て ガ ー ゼ を つ け て お く が ， そ れ で よ い

の か 疑 問 で あ り ， 傷 は 悪 化 す る こ と も あ る 」

と い っ た よ う に 『 施 設 の 制 約 に よ り ， 十 分 な

ケ ア が 出 来 な い 』 状 況 に あ る ．  

「 移 行 先 で の 医 療 行 為 の 可 能 性 の 有 無 を 確

認 せ ず に 退 院 を さ れ た 場 合 な ど は 退 院 時 指 示

が 出 さ れ て も ，医 療 行 為 が 継 続 で き な い 」．と

い っ た 問 題 が 発 生 す る ．例 え ば ，「 血 糖 チ ェ ッ

ク や イ ン シ ュ リ ン 注 射 の 指 示 が 出 さ れ る こ と

が あ る 」 な ど ， 入 所 施 設 で の 混 乱 も 認 め ら れ

た ．「 退 院 後 の 健 康 の 管 理 が 十 分 に 出 来 な い 状

況 で は ，対 象 者 の 安 全 な 生 活 は 確 保 で き な い 」

と 言 う 問 題 が 挙 げ ら れ た ．  

ま た ， 特 養 で は 「 心 臓 停 止 に な っ た 場 合 は

対 応 で き な い 」「 見 取 り や 医 療 行 為 が 行 え な

い 」．「 看 護 の 必 要 性 か ら み て 見 取 り は 行 い た

い と 思 っ て も 対 応 で き な い 」 と い う 状 況 に あ

っ た ．そ こ で ，「 心 肺 停 止 状 態 に 陥 っ た 場 合 は

施 設 で 対 応 で き な い た め ， 救 急 車 を 呼 ん で 病

院 に 運 ん で も ら っ て い る 」．「 今 ， 心 臓 マ ッ サ

ー ジ を し て い ま す と 言 っ て 救 急 隊 に 来 て も ら

っ て い る 」 な ど が 語 ら れ た ． さ ら に ，「（ 心 臓

停 止 の ） 現 場 に 立 ち 会 っ て も ら え る 医 師 が 確

保 で き な い た め 死 亡 診 断 書 が 出 せ な い 」 と い

う 問 題 も あ る ．こ う し た 状 況 に 対 し て ，本 人・

家 族 は 「 最 後 の 最 後 ま で こ の 施 設 で ， 一 口 で

も ご 飯 を 食 べ て ， 食 べ た い も の を 食 べ て ， そ

の ま ま 朝 起 き た ら 亡 く な っ て い る の が 理 想 と

言 っ て い る 」点 か ら も ，『 施 設 が 引 き 受 け ら れ

る 医 療 内 容 と 対 象 者 の ニ ー ズ が 異 な る 』 こ と

は 明 ら か で あ り ，『 各 施 設 間 の 理 解 不 足 と 相 互

の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 不 足 』 が 認 め ら れ た ．

以 上 か ら ，【 施 設 や 人 員 配 置 の 特 性 を 相 互 に 理

解 し た 指 示 や 対 処 】 が 必 要 で あ る と 言 え る ．  

3） 在 宅 に お け る 看 護 ・ 介 護 サ ー ビ ス 内 容 の  

適 正 化 が 必 要  

病 院 ま た は 高 齢 者 施 設 か ら 家 庭 に 帰 り ， 療

養 生 活 を 行 う に あ た っ て は ， 多 く の 場 合 ， そ

れ を 繋 ぐ の は ケ ア マ ネ ー ジ ャ ー で あ る ． つ ま

り ， ケ ア マ ネ ー ジ ャ ー に よ っ て 支 援 計 画 が 立

案 さ れ ，訪 問 看 護 や 介 護 が 行 わ れ る ．そ こ で ，

「 ケ ア マ ネ ー ジ ャ ー の 職 種 は 介 護 系 ま た は 福

祉 系 が 多 い こ と か ら ， 支 援 計 画 に フ ィ ジ カ ル

に 対 す る 判 断 や 対 応 が 十 分 に 取 り 入 れ ら れ な

い 」，「 支 援 計 画 に フ ィ ジ カ ル 面 が 取 り 入 れ ら

れ て い な い と ， 必 要 な 調 整 が 出 来 ず ， 状 態 が

う ま く 維 持 さ れ て い か な い 」 と い う 問 題 点 が

看 護 の 管 理 者 か ら は 挙 げ ら れ た ．  

以 上 か ら ケ ア マ ネ ー ジ ャ ー が 立 案 す る 支 援

計 画 は 『 対 象 に 対 し て 総 合 的 な 見 地 か ら の ケ

ア 計 画 が 不 十 分 』と 言 え る ．そ れ は ，【 対 象 お

よ び 家 族 の ニ ー ズ と 状 況 を 踏 ま え た 看 護 ケ ア

に 繋 が ら な い 】 と 言 っ た も ど か し さ 感 じ る と

語 ら れ て い た ．  

2 看 護 師 の 能 力 向 上 を 基 盤 に し た 看 護 の 質  

に 関 す る 課 題  

本 稿 は ， 病 院 ・ 高 齢 者 施 設 ・ 訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン に お け る 看 護 領 域 の 管 理 者 で あ る 人

た ち の 発 言 で あ る ． 看 護 管 理 者 は ， 看 護 の 質

の 向 上 を 目 指 し た 看 護 師 の 能 力 向 上 の た め の

臨 床 教 育 の 役 割 も 担 っ て お り ， 自 己 研 鑽 が 必

要 な 専 門 職 と し て ， ス タ ッ フ そ れ ぞ れ が 研 鑽

を 積 ん で い る の か ， と 疑 問 に 思 う こ と も 多 い

と 感 じ て い た 。  

自 己 研 鑽 を 積 み 専 門 職 と し て 力 量 を 挙 げ た

い と 思 っ て い な い の で は な い か と 思 わ れ る 事

柄 に ，「 看 護 師 の 中 に は ，勤 務 場 所 毎 に 一 般 病

院 ， 療 養 ・ 老 健 と い っ た 順 位 が あ る と 思 っ て

い る 人 も い る ． そ の こ と が 明 ら か に な っ た の

は ， 病 院 か ら 高 齢 者 施 設 に 配 置 転 換 さ れ る と

一 段 下 に な っ た と 思 い 込 み ，“ わ た し 何 か 悪 い

こ と を し ま し た か ” と 受 け 入 れ 難 い 旨 を 訴 え

て お ら れ ま し た 」こ の よ う に ，『 看 護 師 の モ チ
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ベ ー シ ョ ン や 能 力 は 職 場 配 置 場 所 や 管 理 者 の

判 断 と 言 っ た 要 因 に よ っ て 決 め ら れ て い る と

い う 感 覚 』 を 持 っ て い る 点 が 挙 げ ら れ た ．  

ま た ，一 方 で は ，「 単 に 看 護 と い う 資 格 で 働

く た め の 職 場 を 選 択 し て い る と い っ た 看 護 師

も い る 」 こ と が 明 ら か に な っ た ．  

次 に ， 看 護 の 実 践 に 当 た っ て は ， 看 護 ケ ア

の 開 発 や ケ ア の 安 全 性 ， よ り 高 い 効 率 性 な ど

を 目 指 し て ， よ り 良 い 方 法 へ と 改 善 を 図 る 必

要 が あ る ． こ う し た 看 護 ケ ア の 改 善 や 開 発 に

関 す る 問 題 に つ い て み る と ， 看 護 師 の 中 に は

改 善 や 変 更 を 望 ま な い 者 も 多 く ，「 古 い 昔 の や

り 方 （ ケ ア の 方 法 ） に 捉 わ れ 変 化 （ 改 善 ） を

望 ま な い 看 護 師 」が い る ．そ の た め ，「 い ろ い

ろ 改 革 し た い と 思 っ て も か つ て の 風 習 み た い

な も の が あ り ， 変 更 は 困 難 」 と 語 る 管 理 者 も

み ら れ た ．  

そ の 中 の 1 つ に ， 高 齢 者 の 施 設 利 用 頻 度 が

高 ま っ て い る 現 状 に 対 応 し き れ て い な い 病 室

の 配 置 を 例 に 紹 介 す る と ，「 病 室 の 構 造 上 ベ ッ

ド が 壁 に 付 い て い る た め ， 片 側 ケ ア し か で き

な い 」．片 側 の み で は ，対 象 者 の ケ ア が 不 十 分

で あ る ．「 お む つ 交 換 が 一 人 で し か 出 来 な い 」

点 は 「 介 護 者 の 負 担 を 大 き く し て い る 」 な ど

の 問 題 が 指 摘 さ れ て い る ． ま ず ， こ の よ う な

問 題 を 問 題 と し て 捉 え て い る か 否 か で あ る ．

問 題 と 認 識 さ れ た な ら 何 ら か の 合 理 的 解 決 を

試 み る こ と で あ ろ う ．し か し ，「 昔 か ら そ の よ

う に し て い た か ら と 」「 不 都 合 で も 諦 め る 」と

考 え る 者 は そ の 現 状 に 留 ま っ て い る の で あ る ．

す な わ ち ，『 ケ ア を 提 供 す る 環 境 に 注 目 し た 改

革 と 創 意 工 夫 を し て い く 姿 勢 の 不 足 』 と い え

る ．  

臨 床 に お け る 看 護 師 教 育 の 問 題 に つ い て 語

ら れ た 最 後 は ， 過 疎 化 し た 地 域 に お け る 看 護

人 員 の 確 保 に つ い て で あ っ た ． 過 疎 化 し た 地

域 で は 人 員 の 確 保 は 困 難 極 ま る も の が あ る ．

し か し ， 人 員 が 確 保 さ れ た か ら と い っ て ， 看

護 師 の 人 材 不 足 か ら く る 問 題 は す ぐ に は 解 決

に は 至 ら な い の も 現 状 で あ る ． 人 員 が 確 保 さ

れ て も 研 修 や 教 育 に 十 分 な 時 間 を 掛 け る こ と

は 困 難 で あ る ．そ の た め に ，「 看 護 師 の 数 を 優

先 す る と 看 護 が 荒 れ て 来 る 」と い っ た 発 言 も

見 ら れ た ．「 看 護 が 荒 れ る 」と い う 表 現 の 裏 に

は ， 決 ま っ た 業 務 の み を 済 ま せ る と い う 意 味

が あ り ，「 患 者 中 心 の 看 護 か ら 遠 ざ か る と い う

意 味 が 含 ま れ て い る 」と い う ．そ の 背 景 に は ，

「 働 け る 人 に 働 け る 状 態 で 働 き 続 け て も ら う

こ と が 重 要 」と い う 反 面 ，「 働 く 人 た ち の 要 望

を 優 先 す る と 患 者 中 心 の 看 護 に ズ レ が 生 じ て

く る 」． し た が っ て ， 内 容 的 に は ，「 人 数 が 増

え て も （ 対 象 者 へ の ） 真 の サ ポ ー ト に 繋 が っ

て い か な く な る 」 と い っ た 問 題 で あ り ， こ れ

は 『 看 護 人 員 の 増 員 と そ れ に 伴 う 弊 害 』 と 言

え る ．ま た ，「 要 望 が 通 っ た 人 は 良 い が ，我 慢

し て も ら っ た 人 に は 不 満 が 溜 ま っ て く る 」 と

い っ た よ う に 『 対 象 者 に 対 す る 看 護 の 質 の 確

保 』 や 『 看 護 師 の モ チ ベ ー シ ョ ン 』 の 問 題 へ

と 発 展 し て く る こ と が 明 ら か に な っ た ． こ う

し た 点 か ら も 厳 し い 現 状 を 先 に 置 い て 理 想 を

述 べ る な ら ば ， 看 護 管 理 者 と し て 『 看 護 の 基

本 的 な 役 割 意 識 を も っ た 人 員 の 不 足 』 を 解 消

し ，【 有 能 な 看 護 師 の 確 保 と 働 き 方 の 工 夫 の 不

十 分 さ 】 を 解 決 す る こ と を 提 起 し た い ．  

3 退 院 後 の 施 設 ま た は 在 宅 へ の 移 行 に 伴 う

連 携 に 関 す る 問 題 点  

高 齢 対 象 者 が 退 院 後 に 高 齢 者 施 設 に 移 っ た

り ， 自 宅 に 帰 り 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン か ら の

看 護 ・ 介 護 を 受 け た り す る に あ た り ， 施 設 間

お よ び そ の 施 設 の 担 当 者 同 士 の 連 携 無 く し て

安 全 で 安 心 し た 生 活 は 確 保 で き な い と い っ て

も 過 言 で は な い ． さ ら に 担 当 者 は 看 護 師 同 士

も さ る こ と な が ら ， 医 師 や 理 学 療 法 士 ， 介 護

士 ， ケ ア マ ネ ー ジ ャ ー 等 の 他 職 種 と の 連 携 も

重 要 な 課 題 と な る ． そ う し た 環 境 の 中 で ， 現

在 ど の よ う な 問 題 を 抱 え ， ど の よ う な 点 を 改

善 し て い く こ と が 必 要 な の か の 視 点 か ら ， 看

護 管 理 者 が 感 じ て い る 語 り の 中 か ら 現 状 と 問

題 点 を 抽 出 し た ．  
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1） 看 護 が 継 続 さ れ る た め に 必 要 な 情 報 の  

共 有 の 困 難 さ  

最 初 に ， 結 果 の 2 で 述 べ て き た よ う に ， 病

院 か ら 退 院 す る に あ た っ て ， 対 象 を 引 き 受 け

る 側 の 医 師 ・ 看 護 師 等 は ， 退 院 後 の 生 活 全 体

と 対 象 者 の 行 動 状 況 ， ま た ， そ の 関 係 を 想 定

し た 適 切 な 退 院 指 示 を 望 ん で い る こ と は 言 う

ま で も な い ． そ れ に 加 え て ， 高 齢 者 の 移 行 先

で あ る 高 齢 者 施 設 側 ， す な わ ち ， 対 象 者 を 引

き 受 け る 側 に お い て は ，「 突 然 入 所 し て こ ら れ

る こ と が あ る が ，準 備 が で き な い 状 況 も あ る 」．

高 齢 者 施 設 で の 受 け 入 れ に 当 た っ て は ， 看 護

師 の 人 材 不 足 や 夜 間 看 護 師 不 在 と 言 う 点 か ら

「 指 示 の 内 容 に よ っ て は 継 続 的 な 医 療 的 ケ ア

が 行 え な い こ と も あ る 」．「 退 院 後 自 宅 に 帰 る

の な ら 到 底 退 院 は 無 理 と 思 っ て も 施 設 へ の 移

行 と い う こ と で 退 院 指 示 が 出 て い る の で は な

い か と 思 え る 現 状 が あ る 」， と 語 っ て い た ．  

ま た ， 高 齢 者 施 設 ・ 在 宅 と も に 対 象 者 の 状

態 に よ っ て は ， 看 護 を 継 続 し て い か な い と 悪

化 す る だ ろ う と 予 測 さ れ て も 「 退 院 の 予 定 が

前 も っ て 知 ら さ れ る こ と が な く ， 情 報 が 不 十

分 で ケ ア が 継 続 さ れ 難 い 」 こ と が あ る ．  

現 在 ， 高 齢 者 施 設 へ の 移 行 も 自 宅 に 帰 ら れ

て 療 養 生 活 を 行 う 場 合 に お い て も 看 護 を 継 続

す る た め に 必 要 な 情 報 共 有 の 場 は ， 退 院 時 カ

ン フ ァ レ ン ス で あ る ． 看 護 を 継 続 す る た め の

『 退 院 時 カ ン フ ァ レ ン ス を 通 し て の 情 報 共 有

の 必 要 性 』 や 『 病 院 は 他 施 設 レ ベ ル で 可 能 な

看 護 や 処 置 を 見 極 め た 退 院 判 断 と 指 示 』 が 求

め ら れ て い た ． 以 上 か ら 【 病 院 と 高 齢 者 施 設

の 連 携 と 理 解 の 不 十 分 さ 】 が 問 題 と し て 挙 げ

ら れ た ．  

2）  連 携 に あ た っ て の 他 職 種 間 の 役 割 分 担  

の 不 明 確 さ  

地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム で は ， 医 療 系 の 他 職

種 連 携 に お い て 目 的 を 達 成 す る こ と と 言 わ れ

て い る ． そ の た め に は ， 医 療 関 係 者 は そ れ ぞ

れ の 役 割 を 相 互 に 理 解 し あ い ， 尊 重 し な が ら

対 象 者 へ の 対 応 を 行 っ て い く こ と は 当 然 の こ

と で あ る ． 特 に 医 療 関 係 者 の 中 で も 最 も 対 象

の 健 康 や 疾 病 に 関 係 す る の は 医 師 で あ る ． 医

師 と 看 護 師 の 連 携 は そ の 中 で も 中 心 に 位 置 付

け ら れ て い る ． し た が っ て ， 前 項 の 施 設 間 移

行 に 関 し て も ， 医 師 の 指 示 や 対 応 に 関 連 し た

問 題 が 挙 げ ら れ た ． 本 項 で は 医 師 と の 関 係 に

つ い て は 第 1 報 ， 結 果 4 に お い て 一 部 記 述 し

て い る の で 省 略 す る ．  

次 に ，理 学 療 法 士 と の 関 係 に つ い て み る と ，

「 対 象 者 の 生 活 行 動 は 日 常 生 活 に お い て も 理

学 療 法 士 の 指 示 を 必 要 と す る 」と し た り ，「 患

者 を 動 か す の に 理 学 療 法 士 の 指 示 が な い と 動

か し て は い け な い 」 と い っ た よ う な 取 り 決 め

の あ る 施 設 も 見 ら れ た ． 日 常 生 活 を 援 助 す る

看 護 師 の 判 断 は 許 さ れ な い の か と ， 思 わ ず 看

護 師 の 業 務 範 囲 や 日 常 生 活 の 援 助 の 範 囲 に 疑

問 を 持 た ざ る を 得 な い 問 題 が 挙 げ ら れ た ．  

特 養 や 老 健 は 「 病 院 で は な い の で 介 護 士 が

生 活 を 支 援 す る 場 で あ る 」 と 同 時 に 看 護 師 よ

り も 介 護 士 の 数 が 圧 倒 的 に 多 い こ と か ら 「 介

護 士 は 数 の 論 理 で 看 護 師 を 下 に 見 る 傾 向 が あ

る 」 等 医 療 関 係 者 の 間 で 起 こ る 人 間 関 係 に も

お よ ぶ も の も あ り ， 他 職 種 連 携 で あ る が た め

に 起 こ り う る 問 題 と い え る ．  

ま た ，病 院 か ら 在 宅 に 移 行 す る に あ た っ て ，

介 護 保 険 を 活 用 す る 場 合 は ， ケ ア マ ネ ー ジ ャ

ー に よ っ て 支 援 計 画 が 立 て ら れ る ． こ の 件 に

関 し て は ， 結 果 1 の 3） に お い て も 述 べ た 通

り で あ る ． ケ ア マ ネ ー ジ ャ ー の 背 景 は 介 護 や

福 祉 の 出 身 者 が 多 く ，「 介 護 計 画 に 生 活 の 支 援

ば か り 入 れ よ う と し て ， 疾 病 や 身 体 機 能 状 況

の 把 握 ，適 切 か つ 必 要 な 看 護 ケ ア が 入 ら な い 」

と い っ た 問 題 点 が 抽 出 さ れ た ． こ れ に 対 し て

「 訪 問 看 護 が 必 要 で あ る こ と を 伝 え ， 看 護 を

入 れ る よ う に 依 頼 し て も 訪 問 看 護 料 が 高 い か

ら と い う 理 由 で 外 す 傾 向 」に あ っ た ．『 ケ ア マ

ネ ー ジ ャ ー に よ る 介 護 計 画 は 生 活 支 援 が 中 心

に な り ， 必 要 な 身 体 的 観 察 や 看 護 ケ ア が 入 ら

な い 』 と い っ た 状 況 が 明 ら か に さ れ た ．  
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4 医 療 人 材 が 得 ら れ な い 過 疎 化 し た 地 域 の  

中 小 規 模 病 院  

人 口 密 度 が 低 く ， 過 疎 化 し た 地 域 に お い て

は ， 病 院 も 高 齢 者 施 設 も 中 小 規 模 で あ り 高 度

な 先 端 医 療 を 行 う 医 療 施 設 や 救 急 に 十 分 対 応

で き る 施 設 が 少 な い の が 現 状 で あ る ． ま た ，

開 業 す る 医 師 も 少 な く ， 個 人 病 院 数 も 限 ら れ

て い る ． 一 方 ， そ れ ぞ れ の 地 域 の 特 性 に あ っ

た 病 院 や 施 設 は 存 在 す る も の の ， 地 域 医 療 に

関 心 を 寄 せ て 来 る 医 師 や 看 護 師 も 少 な い の が

現 状 で あ る ． し た が っ て ， 常 に 人 材 不 足 の 状

況 か ら 抜 け 出 す こ と が 出 来 ず ， 勤 務 者 の 負 担

は 増 幅 し ， さ ら に 人 材 不 足 に 陥 る と い う 悪 循

環 に な っ て い る ．  

看 護 師 に つ い て み る と ，「 県 の 6 割 は 中 心 地

に 集 中 し て い る 」， 残 り の 4 割 が 県 内 の 地 域

に 分 散 し て い る 状 況 に あ る ．「 看 護 体 制 も 1 0

対 1 か ら 1 3 対 1 に 変 更 」す る と「 夕 方 や 夜 間

に な る と 人 が 不 足 し て 患 者 の 安 全 が 確 保 で き

な い 」．人 員 確 保 に 手 を こ ま ね い て い る こ と も

な く 「 求 人 を 公 募 し て も 応 募 者 は な く そ れ 以

上 に 退 職 者 が 多 い 」 と い っ た 現 実 が あ る ． そ

の 上 に 「 2 対 1 介 護 職 員 を 3 対 1 で も カ ツ カ

ツ で ， 介 護 職 員 の 日 々 の 業 務 が 回 ら な い の で

看 護 師 が 介 護 職 員 の お 手 伝 い に 行 く 」 と 「 当

然 な が ら 看 護 の 仕 事 を す る 人 が い な く な る 」．

『 人 員 不 足 は ， 職 種 に 関 係 な く ， 医 療 関 係 者

す べ て に 言 え る 』 の で あ る ． し か し ， 看 護 職

員 の 増 員 と そ れ に 伴 う 弊 害 で 述 べ た よ う に ，

『 人 員 の 確 保 と 質 の 充 実 を 同 時 に 考 え て い く 』

必 要 が あ り な が ら ，【 看 護 職 員 お よ び 医 療 関 係

者 の 人 材 の 確 保 が 最 優 先 】 と し た 一 見 矛 盾 し

た 状 況 に 陥 っ て い る と い う 問 題 が 挙 げ ら れ た ．

そ の 理 由 は ， 人 材 が 不 足 し て い る と 【 患 者 の

安 全 や 安 心 が 確 保 で き な い 】 か ら で あ る ．  

医 療 人 材 の 不 足 は ， 看 護 職 の 努 力 だ け で は

解 決 さ れ な い 問 題 で あ る ． そ こ で ， 少 な い 人

材 の 中 で ど の よ う に か つ 対 象 者 の 安 全 を 守 り

な が ら ， よ り 良 い 生 活 を 支 援 し て い け る か に

つ い て 医 療 連 携 の 中 で 検 討 し て い く 課 題 と し

て 抽 出 さ れ た ．  

 

Ⅳ 考察 

病 院 ・ 高 齢 者 施 設 ・ 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン

に お い て 看 護 職 と し て 管 理 を 行 っ て い る 人 た

ち の 語 り の 中 か ら は ， 次 の よ う な テ ー マ が 抽

出 さ れ た ． 1 つ 目 は 看 護 の 管 理 者 と し て ， 高

齢 者 や そ の 家 族 の 期 待 や ニ ー ズ に 応 え よ う と

し て も ， 医 療 提 供 者 の 対 象 理 解 や 高 齢 者 施 設

の 対 応 能 力 に 限 り が あ り ， 健 康 維 持 の た め の

ニ ー ズ に 対 応 で き な い ジ レ ン マ が あ る ． 2 つ

目 は ， 看 護 管 理 者 と し て 各 々 の 看 護 師 の 能 力

向 上 を 図 り ， そ の 結 果 と し て 看 護 の 質 に 反 映

さ せ た い と 思 っ て い る が ， そ れ 以 前 に ， 人 口

減 少 に よ り 過 疎 化 し た 地 域 に お い て は ， 看 護

人 員 の 確 保 の 困 難 さ と 質 の 保 証 の 狭 間 で 苦 労

を 強 い ら れ て い る 現 実 が 見 ら れ た ． 3 つ 目 で

は 他 職 種 連 携 が 欠 か せ な い 現 状 で あ る が ， 看

護 の 継 続 の た め の 情 報 共 有 の 難 し さ や ， 他 職

種 と の 役 割 分 担 や 関 係 性 を め ぐ る 問 題 も 表 出

し て く る 現 状 が リ ア ル に 取 り 上 げ ら れ て い た ．

こ の 3 点 を 中 心 に 考 察 す る ．  

1 高 齢 者 の 退 院 後 は 健 康 状 況・生 活 ，場 所 ，

医 療 の 可 能 性 を 想 定 し た 対 応  

高 齢 対 象 者 が 何 ら か の 疾 患 の た め に 病 院 に

入 院 し ， そ の 後 退 院 す る に あ た っ て は 生 活 の

場 を 家 庭 と す る か 高 齢 者 施 設 と す る か は ， 本

人 を 始 め と す る 家 族 の 希 望 は も と よ り ， そ の

時 の 状 況 に よ っ て も 選 択 が 分 か れ る こ と は 言

う ま で も な い ．  

第 1 段 階 で は ， 高 齢 者 に と っ て の 最 も 適 し

た 退 院 の 時 期 の 決 定 で あ る ． 結 果 に も 述 べ た

よ う に 看 護 師 は ，「 突 然 ，急 性 期 並 み に 退 院 指

示 が 出 さ れ た り す る 」，「（ 退 院 後 の ）日 常 生 活

が う ま く 行 か ず に 3 日 も し な い で 再 入 院 に な

る こ と も あ る 」，「 退 院 オ ー ダ ー は 医 師 が 出 す

が ，（ 看 護 師 は ）ま だ ま だ（ 無 理 ）と 思 っ て も

突 然 退 院 と い う こ と に な っ て し ま う 」 と 語 っ

て い た ． こ の よ う に ， 対 象 者 の 退 院 は ， こ れ

か ら 起 こ り う る 事 態 を 常 に 予 測 し ， 家 庭 や 施
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設 に お い て 健 康 面 の 管 理 が 行 わ れ な け れ ば な

ら な い が ， 高 齢 者 の 特 性 と 同 時 に 退 院 後 の 移

行 先 の 生 活 環 境 面 の 特 性 も 考 慮 さ れ な い と ，

健 康 面 に 大 き な 影 響 が 生 じ る と い う 関 係 が 明

ら か に さ れ た ． 平 ら も （ 平 ， 鈴 木 ， 2 0 2 0） 高

齢 入 院 患 者 の 退 院 支 援 の 課 題 の 中 で ， 在 宅 生

活 へ の 指 導 と 支 援 で は ， 管 理 さ れ て い な い 環

境 へ の 移 行 は 危 機 的 な 状 況 に 陥 り や す い た め ，

患 者 お よ び 家 族 の 不 安 や 介 護 に あ た る 家 族 の

不 安 に 十 分 こ た え る 支 援 体 制 の 必 要 性 を 指 摘

し て い る ．  

第 2 段 階 で は ， 退 院 に あ た っ て は 家 庭 に 帰

り ， 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン の 看 護 や 介 護 を 受

け る の か ， 特 養 や 老 健 と い っ た 高 齢 者 施 設 に

入 居 す る の か の 決 定 で あ る ． 高 齢 者 施 設 に 入

居 す る に し て も 入 居 の 目 的 と 条 件 が あ る た め ，

こ れ も 高 齢 者 の 状 況 に 応 じ て の 選 択 と な る ．

病 院 か ら い ず れ か の 施 設 に 対 象 者 が 移 行 す る

に あ た っ て は ， そ の 施 設 に お け る 医 療 行 為 の

可 能 な 範 囲 を 十 分 に 理 解 し た 上 で 受 け 継 い で

行 か な け れ ば な ら な い ． 可 能 な 医 療 行 為 を 確

認 し な い で 施 設 に 入 所 時 に 出 さ れ た 指 示 の 例

と し て ，「 血 糖 チ ェ ッ ク や イ ン シ ュ リ ン 注 射 の

指 示 が 出 さ れ る こ と が あ る が 医 師 や 看 護 師 が

常 時 い な い の で ， こ の よ う な 医 療 行 為 は で き

な い 」な ど ，「 退 院 後 の 健 康 の 管 理 が 十 分 に 出

来 な い 状 況 で は ， 対 象 者 の 安 全 な 生 活 は 確 保

で き な い 」 と 言 う 問 題 が 挙 げ ら れ た ．  

こ の よ う な 問 題 は 看 護 師 の 意 欲 や 努 力 に よ

っ て 解 決 さ れ る 問 題 で な い こ と か ら ，【 国 や 行

政 に 提 言 し て い か な け れ ば な ら な い 課 題 】 で

あ る ． 日 本 看 護 協 会 は ，「 2 0 25 年 に 向 け た 看

護 の 挑 戦  い の ち・暮 ら し・尊 厳 を  ま も り 支

え る 看 護 」の 中 で ，「 地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム に

お い て は ， 患 者 ・ 住 民 に 質 の 高 い 医 療 ・ 介 護

な ど の サ ー ビ ス が 必 要 な 時 に 切 れ 目 な く 提 供

さ れ る こ と が 重 要 で あ る ． 特 に ， 患 者 の い の

ち を ま も る た め の 医 療 は 欠 か せ な い ． 看 護 職

は ， 医 師 と の 連 携 の 下 ， 患 者 の 疾 病 や 治 療 内

容 を 理 解 し ， 身 体 的 状 態 な ど を 的 確 に 観 察 ，

ア セ ス メ ン ト す る ． そ し て 患 者 の 病 態 の 変 化

を 予 測 す る と と も に ， そ の 兆 候 を 察 知 し ， 医

療 の 必 要 性 を 判 断 す る ． そ れ に 基 づ き 看 護 職

自 身 が 包 括 的 な 指 示 に 即 し て 医 療 的 介 入 を 行

う か ， ま た は ， 医 師 に つ な い で 適 時 適 切 な 医

療 を 提 供 し ，い の ち を ま も る ．」と い っ た ビ ジ

ョ ン を 示 し て お り ， 看 護 職 が あ る こ と で シ ー

ム レ ス な サ ー ビ ス 提 供 が 行 え る こ と を 示 し て

い る ． そ の た め ， こ の よ う な 場 面 に 遭 遇 し た

場 合 ， せ め て 特 定 行 為 研 修 を 修 了 し た 看 護 師

が 地 域 に 在 住 す る こ と が で き れ ば ， 特 定 行 為

で あ れ ば 看 護 師 の 判 断 で ， 対 応 で き 対 象 者 の

ニ ー ズ に 応 え る こ と が で き る の で は な い か と

考 え る ． 看 護 人 材 の 少 な い 中 で も 【 特 定 行 為

を 行 え る 看 護 師 教 育 を 開 設 し ， 当 該 資 格 を も

つ 看 護 師 の 確 保 】 が 急 が れ る ．  

第 3 に は 高 齢 対 象 者 と ケ ア シ ス テ ム の 信 頼

関 係 に 関 す る 問 題 で あ る ． 特 養 は 生 涯 入 居 で

き る 施 設 と し て 本 人 ・ 家 族 は 「 最 後 の 最 後 ま

で こ の 施 設 で 生 涯 を 送 り た い 」 さ ら に 「 一 口

で も ご 飯 を 食 べ て ， 食 べ た い も の を 食 べ て ，

そ の ま ま 朝 起 き た ら 亡 く な っ て い る の が 理 想 」

と 考 え 入 所 し て い る に も 関 わ ら ず ，「 心 臓 停 止

に な っ た 場 合 は 対 応 で き な い 」「 見 取 り や 医 療

行 為 が 行 え な い 」 と い う 矛 盾 が 生 じ て い る ．

そ の 背 景 に は 医 師 の 確 保 が で き な い た め ， 心

肺 停 止 後 に も 関 わ ら ず 病 院 へ 移 送 し な け れ ば

な ら な い 現 状 が あ る ．海 田 ら は（ 海 田 ，山 田 ，

山 口 ， 2 0 21） 高 齢 者 施 設 長 期 入 所 者 の 心 肺 停

止 後 搬 送 は 予 後 不 良 で あ り ， 看 取 り を 行 え る

体 制 を 構 築 す る 必 要 性 を 挙 げ て い る ． こ う し

た 点 か ら 見 て も 高 齢 者 の 尊 厳 の 保 持 と い う 地

域 包 括 ケ ア シ ス テ ム の 目 的 は 決 し て 十 分 に 達

し 得 て い る と は 言 い 難 い の で は な い か と 考 え

る ．  

最 後 に ， 退 院 後 の 生 活 で 健 康 状 況 ， す な わ

ち ， 介 護 度 に あ っ た 最 も 適 切 な 生 活 や ケ ア の

支 援 が 得 ら れ る か 否 か に つ い て の 課 題 で あ る ．

こ の 支 援 計 画 は ケ ア マ ネ ー ジ ャ ー が 立 案 す る ．

看 護 師 の 立 場 か ら み る と ，「 ケ ア マ ネ ー ジ ャ ー
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の 職 種 は 介 護 系 ま た は 福 祉 系 が 多 い こ と か ら ，

支 援 計 画 に フ ィ ジ カ ル に 対 す る 判 断 や 対 応 が

十 分 に 取 り 入 れ ら れ て な い 」，「 支 援 計 画 に フ

ィ ジ カ ル 面 が 取 り 入 れ ら れ て い な い と ， 必 要

な 調 整 が 出 来 ず ， 状 態 が う ま く 維 持 さ れ て い

か な い 」 と い っ た 問 題 提 起 が さ れ て い た ．  

ケ ア マ ネ ー ジ ャ ー の 資 格 を 取 得 す る た め の

介 護 支 援 専 門 員 実 務 研 修 受 講 試 験 の 合 格 者 の

内 訳 を み る と ， 令 和 2 年 度 で は 介 護 福 祉 士 が

5 5 .9％ と 最 も 多 い ． 次 い で 看 護 師 ・ 准 看 護 師

1 6 .9％ ，社 会 福 祉 士 1 0 .0％ ，理 学 療 法 士 6 .0％ ，

作 業 療 法 士 3 .0％ ，そ の 他 8 . 2％ と な っ て い る ．

（ 厚 生 労 働 書 HP， 第 2 3 回 介 護 支 援 専 門 員 実

務 研 修 受 講 試 験 の 実 施 状 況 ， 2 0 20） ケ ア マ ネ

ー ジ ャ ー の 仕 事 は 重 要 で あ る が ， 介 護 福 祉 士

で は 高 齢 者 の 疾 患 の 程 度 や 予 測 さ れ る 危 険 ，

機 能 の 状 況 等 は 到 底 期 待 し て も か な わ な い も

の で あ る ． 下 吹 越 ら も ケ ア マ ネ ー ジ ャ ー の 基

礎 資 格 に よ る 訪 問 看 護 導 入 の 判 断 要 因 の 相 違

（ 下 吹 越 ， 兒 玉 ， 八 代 ， 2 0 20） の 研 究 で ， 看

護 職 ケ ア マ ネ ー ジ ャ ー は 対 象 者 の 将 来 を 見 据

え 医 療 知 識 も 含 め て 判 断 を し て い る が ， 介 護

職 ケ ア マ ネ ー ジ ャ ー の 医 療 知 識 に つ い て は 十

分 で な い こ と を 指 摘 し て い る ． し た が っ て ，

訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン や 高 齢 者 施 設 に 勤 務 す

る 看 護 師 の 力 を 活 用 し 対 象 に 対 し て 総 合 的 な

見 地 か ら の ケ ア 計 画 が 立 て ら れ る こ と を 期 待

す る も の で あ る ．  

2 看 護 師 の 能 力 向 上 を 通 し て 看 護 も 質 の 向 上

を 目 指 す  

対 象 に と っ て よ り 良 い 看 護 を 提 供 し た い と

強 く 考 え る 看 護 管 理 者 ほ ど 臨 床 現 場 に お け る

問 題 発 見 に 優 れ て い た り ， 看 護 ス タ ッ フ の 教

育 に 力 を 注 い だ り す る の は 当 然 の こ と で あ る ．

し か し ， そ こ に は 解 決 の 難 し い バ リ ア ー が 重

層 的 に 存 在 し て い る こ と も 確 か で あ る ．  

そ の 1 つ に は ， 長 い 時 間 を か け て 病 院 の 文

化 の 中 で 出 来 上 が っ て い く 勤 務 場 所 毎 の 順 位

付 け や 合 理 性 や 効 率 を 度 外 視 し た 昔 か ら し て

い る ケ ア の 固 執 な ど は ， 理 屈 で 解 決 で き な い

問 題 だ か ら で あ る ． そ う し た 感 覚 は 看 護 師 の

能 力 の 向 上 に よ っ て 一 概 に 解 決 さ れ る も の で

も な い ．  

次 に 結 果 の 4 に 取 り 上 げ た 医 療 人 材 の 不 足

で あ る ． 過 疎 化 し た 地 域 に お い て は 病 院 も 高

齢 者 施 設 も 中 小 規 模 で あ り ， 常 に 人 材 不 足 の

状 況 か ら 抜 け 出 す こ と が で き な い ． 特 に 看 護

人 員 の 確 保 で あ る ． 人 口 が 少 な い と い う こ と

は 相 対 的 に 看 護 師 の 絶 対 数 も 少 な く ， 採 用 の

動 き も 少 な い こ と は 言 う ま で も な い ． 看 護 師

の 資 格 を 有 し て い る こ と の み で 採 用 し た 場 合 ，

看 護 部 長 の 表 現 で は 『 看 護 が 荒 れ て く る 』 と

い う 現 象 に 繋 が る ． 日 本 看 護 管 理 学 会 「 看 護

の 適 正 評 価 に 関 す る 委 員 会 」の 調 査（ 小 池 ら ，

2 0 1 4）で も ，回 答 の あ っ た 病 院 の 7 4％ が 将 来

の 病 院 機 能 を 見 据 え た 取 り 組 み で 「 看 護 師 の

増 員 」 を あ げ て お り ， 人 員 の 確 保 と 質 の 充 実

を 同 時 に 考 え て い く こ と が 望 ま し い が ， 人 材

の 確 保 を 優 先 し な け れ ば な ら な い 現 実 が あ る ．

そ の 理 由 は 対 象 者 の 最 低 限 の 安 全 を 確 保 し な

け れ ば な ら な い か ら で あ る ． つ ま り ， 本 項 の

冒 頭 に 述 べ た よ う に ， 良 い 看 護 を 提 供 し た い

と 強 く 思 う 看 護 管 理 者 ほ ど ， そ う し た 現 象 に

気 づ き ， こ う あ り た い 看 護 と の 距 離 が 開 い て

い く ジ レ ン マ に 苛 ま れ る の で あ る ．  

看 護 師 の 能 力 向 上 を 図 り ， 看 護 の 質 を 確 保

し て い く た め に は ， 研 修 の 機 会 も 1 つ の 刺 激

効 果 と し て 重 要 で あ る ．し か し ，「 向 上 心 を も

っ て 研 修 に 参 加 し た い け ど （ 地 域 性 か ら ） 研

修 が 開 催 さ れ る 場 か ら 遠 方 で 出 席 で き な い 」

と い う 問 題 や そ の 反 対 に 「 研 修 の 場 が あ っ て

も 参 加 し て も ら え な い 」 と い っ た 両 者 の 問 題

が 抽 出 さ れ た ． 研 修 自 体 で 直 ち に 変 化 す る こ

と は 難 し い が ， 同 じ 仲 間 が 集 ま り 話 し 合 う 機

会 と な る こ と の 効 果 も 見 逃 す こ と の で き な い

刺 激 と し て 有 効 と 考 え る ．  

3 施 設 間 の 移 行 に 伴 う 職 種 間 の 効 果 的 な  

 連 携  

連 携 の 第 一 歩 は ， 対 象 者 の 施 設 間 の 移 行 に

伴 い ， ま ず 看 護 が 継 続 さ れ る た め の 情 報 の 共
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有 と 有 効 な 活 用 で あ る ． 病 院 退 院 後 に 転 移 す

る 高 齢 者 施 設 等 で は 医 師 ・ 看 護 師 の 不 足 や 夜

間 の 不 在 等 様 々 な 問 題 を 抱 え て い る 現 状 が あ

る ． そ う し た 状 況 を 十 分 理 解 し た 上 で 治 療 等

が 決 定 さ れ な け れ ば な ら な い ． さ ら に ， 退 院

の 何 日 か 前 に 情 報 が 提 供 さ れ て は じ め て ， 受

け 入 れ 側 の 準 備 が 整 え ら れ 看 護 の 計 画 も 立 て

ら れ 看 護 が 継 続 さ れ る こ と に な る の で あ る ．

ま た ，『 退 院 時 の 情 報 共 有 の た め の カ ン フ ァ レ

ン ス の 効 率 化 』 の 必 要 性 も イ ン タ ビ ュ ー 結 果

か ら 抽 出 さ れ た ．  

次 に ， 対 象 者 を 中 心 に し た 他 職 種 の 役 割 分

担 や 関 係 性 の 円 滑 化 に つ い て の 課 題 で あ る ．  

病 院 か ら 他 施 設 へ 移 行 す る に あ た っ て は

様 々 な 他 職 種 と の 関 わ り が 発 生 し ， そ れ に 伴

う 職 種 間 の 役 割 の 曖 昧 さ や 次 元 の 高 く な い 人

間 関 係 に 関 す る 問 題 も 認 め ら れ た ．「 対 象 者 の

生 活 行 動 は 理 学 療 法 士 の 指 示 を 必 要 」 と す る

と い っ た 取 り 決 め の あ る 病 院 も 見 ら れ た ． 対

象 者 の 身 体 的 機 能 お よ び 生 活 状 況 を 総 合 的 に

見 て 判 断 す る の は 看 護 師 で あ る ． 機 能 の 一 部

を も っ て 看 護 が 指 示 に し た が わ な け れ ば な ら

な い と し た ら ， 看 護 ケ ア の 概 念 や 業 務 の 範 囲

を 改 正 し な け れ ば な ら な い 問 題 に 発 展 す る と

考 え る ． 例 え ば ， 食 事 や 睡 眠 ， 運 動 ， 日 常 生

活 ， さ ら に は 内 服 と 身 体 状 況 ， ま た ， 相 互 の

関 係 な ど 全 て に 亘 っ て 判 断 す る の は 看 護 師 の

役 割 で あ る と 考 え る が 間 違 い な の で あ ろ う か ． 

ま た ， 看 護 師 と 介 護 士 の 関 係 に つ い て も 同

様 で あ る ． 改 め て 専 門 職 業 と し て の 定 義 や 保

健 師 助 産 師 看 護 師 法 を 解 読 し な け れ ば な ら な

い 他 職 種 連 携 で あ る ． 川 口 ら （ 川 口 ， 行 實 ，

2 0 1 9） も 看 護 の 継 続 に つ い て 介 護 に 関 わ る 専

門 職 同 士 の 専 門 性 の 理 解 不 足 を 指 摘 し て い る ．

い ず れ に し て も ，『 そ れ ぞ れ の 職 種 の 役 割 の 明

確 化 と 他 職 種 を 尊 重 し た 活 動 』 と 同 時 に 看 護

師 は 意 識 的 な 【 リ ー ダ ー シ ッ プ と 調 整 機 能 が

発 揮 で き る 環 境 】づ く り に 努 め る 必 要 が あ る ． 

 

Ⅴ．おわりに 

地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム が 構 築 さ れ ， 活 動 が

行 わ れ る よ う に な っ て き た ． そ こ で ， 本 研 究

で は ， 病 院 ・ 高 齢 者 施 設 ・ 訪 問 看 護 ス テ ー シ

ョ ン に お い て 看 護 管 理 者 の 職 に あ る 看 護 部 長

等 の 立 場 か ら み た ， 各 施 設 ， さ ら に ， 高 齢 対

象 者 が 介 護 保 険 を 背 景 に 各 施 設 を 目 的 に 応 じ

て 転 移 す る 中 で の 施 設 間 お よ び 他 職 種 と の 連

携 に つ い て の 現 状 と 問 題 点 お よ び 今 後 の 課 題

を 明 ら か に す る も の で あ る ． そ の 上 で ， 高 齢

対 象 者 の た め に 効 果 的 か つ 合 理 的 看 護 を 展 開

す る た め に は ， 病 院 ・ 高 齢 者 施 設 ・ 訪 問 看 護

ス テ ー シ ョ ン 間 に お い て ， ど の よ う な 連 携 が

可 能 な の か を 模 索 す る こ と を 目 的 に 取 り 組 む

も の で あ る ．  

そ の 結 果 ， 病 院 ・ 高 齢 者 施 設 ・ 訪 問 看 護 ス

テ ー シ ョ ン に お い て 看 護 職 と し て 管 理 を 行 っ

て い る 人 た ち の 語 り の 中 か ら は ， 次 の よ う な

テ ー マ が 抽 出 さ れ た ． 1 つ 目 は 看 護 の 管 理 者

と し て ， 高 齢 者 や そ の 家 族 の 期 待 や ニ ー ズ に

応 え よ う と し て も ， 医 療 提 供 者 の 対 象 理 解 や

高 齢 者 施 設 の 対 応 能 力 に 限 り が あ り ， 健 康 維

持 の た め の ニ ー ズ に 対 応 で き な い ジ レ ン マ み

ら れ た ．  

ま た ， 高 齢 者 施 設 で あ る 特 養 お い て は ， 生

涯 入 居 で き る 施 設 と し て 本 人 ・ 家 族 は 「 最 後

の 最 後 ま で こ の 施 設 で 生 涯 を 送 り た い 」 と 考

え 入 所 し て い る に も 関 わ ら ず ，「 心 臓 停 止 に な

っ た 場 合 は 対 応 で き な い 」「 見 取 り や 医 療 行 為

が 行 え な い 」 と い う 矛 盾 が 生 じ て い た ． 退 院

後 の 生 活 で 健 康 状 況 に つ い て も 介 護 度 に あ っ

た ケ ア の 支 援 が 必 要 と さ れ て い る が ，「 ケ ア マ

ネ ー ジ ャ ー の 職 種 は 介 護 系 ま た は 福 祉 系 が 多

い こ と か ら ， 支 援 計 画 に フ ィ ジ カ ル に 対 す る

判 断 や 対 応 が 十 分 に 取 り 入 れ ら れ て な い 」 と

い っ た 問 題 提 起 が な さ れ た ．  

2 つ 目 は ， 看 護 管 理 者 と し て 各 々 の 看 護 師

の 能 力 向 上 を 図 り ， そ の 結 果 と し て 看 護 の 質

に 反 映 さ せ た い と 考 え て も ， そ れ 以 前 に ， 人

口 減 少 に よ り 過 疎 化 し た 地 域 に お い て は ， 医

療 人 材 を は じ め 看 護 人 員 の 確 保 が 難 し い 状 況
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に あ る ． さ ら に ， 人 材 の 確 保 ， 看 護 の 質 の 保

証 の 狭 間 で 苦 労 を 強 い ら れ て い る 現 実 が 明 ら

か に な っ た ． こ う し た 地 域 の 中 で は ， 特 に 施

設 間 を は じ め ， 他 職 種 と の 連 携 が 欠 か せ な い

現 状 で あ る ． し か し ， 連 携 の 前 提 と な る 『 そ

れ ぞ れ の 職 種 の 役 割 の 明 確 化 と 他 職 種 を 尊 重

し た 活 動 』，同 時 に 看 護 師 は 意 識 的 な【 リ ー ダ

ー シ ッ プ と 調 整 機 能 が 発 揮 で き る 環 境 】 づ く

り に 努 め て い か な け れ ば な ら な い と 考 え る ．  

最 後 に ， 本 研 究 に お い て 語 ら れ た 内 容 に つ

い て 筆 者 は ， 中 小 規 模 で あ っ て も そ れ ぞ れ の

施 設 の 看 護 の 管 理 者 と し て の 看 護 観 と そ れ に

基 づ く 鋭 い 現 実 的 問 題 の 注 視 に 尊 敬 と 敬 意 を

表 す る ．  
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Abstract   

 In order to cope with the development of a super-aging society in Japan, The Community-based 

Integrated Care System has been established and activities are being carried out. This study clarifies the 

current situation and issues that can be seen from the standpoint of nursing managers in hospitals, 

elderly care facilities, and visiting nursing stations in terms of cooperation among facilities and with 

other professions as elderly patients move from one facility to another according to their purposes 

against the backdrop of long-term care insurance. 

Three themes were identified from the narratives of nursing managers at hospitals, elderly care 

facilities, and visiting nursing stations: first, the dilemma of trying to meet the expectations and needs 

of elderly and their families, but not being able to do so adequately due to the limited understanding of 

the target audience by healthcare providers and the limited response capacity of the facilities. Secondly, 

nurse managers want to improve the competency of each nurse and reflect the results in the quality of 

nursing care. However, in a depopulated area with a declining population, they were forced to struggle 

between the difficulty of securing nursing personnel and guaranteeing quality. Thirdly, in depopulated 

areas, multidisciplinary cooperation is essential, but the difficulty of sharing information for the 

continuity of nursing care and the problems related to the division of roles and relationships among the 

various professions were pointed out. 

In such a region, collaboration among multiple professions is essential in order to make the most of 

human resources. In addition, it was thought necessary to clarify the roles of each profession in order 

to collaborate with other professions. In addition, we thought that it was necessary for the nursing 

profession to make efforts to create an environment in which conscious leadership and coordination 

functions can be exercised. 
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