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富 山県下の 老人福祉施設 ・ 老人保健施設にお ける

　　　　　　　　　排泄ケア の 現状 と課題

Current　Conditions　and 　Problems　of　Excretion　Care　for　the
Elderly　at　Welfare　Facilities　and 　Health　Service　Facilities

　　　　　　　　　　　　in　Toyama
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　 　　 1． 目的

　我国で は，2020年に は 4 人に 1 人が，21世紀 半ば には，国民の 3 人 に 1 人が 65歳以上

の 高齢者 と い う超高齢社会を迎え る。富山県で も高齢化 が 進み ，平成 11年 10月 1 日現在，

65歳以 上 の 人 口が 総人 口 に 占め る割 合は 20．2％ で 全国平均の 16．7 ％ を L回 っ て い る。

　また ，県 下 の 老 人福祉施設 や老人 保健施設 も年 々 増設され ，県厚生部の 調査に よれ ば

平成 12年 4 月現在，老人 福祉施設は 46施設，定 員は 3
，
215人，老人保健施設は 36施設，

定員 も 3
，
160人で ある 。 施設で の 利用 者の 平 均年齢は，老 人 福祉施設は 83，7歳，老人保健

施設は 83．9歳 と後期高齢者の 割合が 多 く、車椅子 や 寝た き り老人 ，痴呆性老人 が 増加 し

て い る。

　こ う した高齢化 の 進展 に伴 い ，施設利用者に 対す る介護 の ニ
ーズは 多様化 を極 め，施

設利用 者の 対応に つ い て は個々 の 状 態 に応 じた介護サービ ス が 必要不 可欠 にな っ て い る。

　今 まさ に介護問題は 社会 問題 とな り，平 成 12年か らは介護保険導入 に伴 い ，老 人福祉

施設 も 「選 ばれ る施設」 と して ，さ らなる施設 サ
ー

ビス の 充実 が望 まれ る と こ ろ で あ る 。

　そ こ で ，私達は施設 の サ
ー

ビス の 三 大ケ ア と い われ る 食事 ・排泄 ・入 浴 の な かで 特に，

高齢者 自身 も介護者 もそ の 処遇の 善 し悪 しが，身体 的に も精神的 に も環境的 に も影響 の

大き い 排泄 ケ ア の 実 態 を把握 し，高齢者 と介護者が 共 に生活 を エ ン ジ ョ イ で き る 状態に

す る た め の 排泄 ケ ア に 関す る 問題点 を 見 つ けた い と 思 う。

　人間 の 生理 的欲求で あ る排泄行為 を，安全 に 安楽 に 高齢者が行 うた め に，私達 は富山

県 下 の 老 人福祉施設 ・老人保健施設利用 者の 排泄 の 実態 を明 らか に し．そ の 対処法 （排

ち ゃ や ま 　す み こ （福 祉学科）　 い し く ろ　 や す こ （福 祉 学 科 ）
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泄 ケ ア ）の 現状 と 問 題点 を 検討する こ と を 目的 と し て 調 査を行 い ，以 下 の 結果 を得た の

で 報告する 。

　　　 皿．調査方法

　　 1 ．調査時期

　平成11年 8 月 1 日
〜 9 月 10日

　　 2 ．調査対 象

　富山県下の 特別養護老 人 ホーム 43施設中31施設，老 人 保健施設 33施設 中23施設 （回収

率 71．5％）な お，特別養護老人 ホ
ー

ム を特養，老人保健施設を老健 と記 述する。

　　 3 ．調 査方 法

　調査方法 はア ンケ
ー ト用紙 を作成，配布 し各施設の 介護職 （主任） に 記入し て も ら い ，

郵送 に よ る 回 収を行い ，集計 し た 。

　　 4 ．調査内容

　調査内容は次 の 項 目に つ い て行 っ た。（1）利用者の 内訳及び年齢構成 　  利用者の既往

症及び現症 　（3）排泄チ ェ ッ ク表の 作成 及びチ ェ ッ ク 内容 　    利用 者の 便秘の 実態　 

便秘の 症 状及 び問題行動 と して 利用 者が 訴える も の 　  便秘者へ の 対処法　  尿 失禁者

にお け る便秘者の 割合 と お む つ 利用 者 に み る 便秘の 割合　（5）  お む つ
・失禁パ ン ツ の 使

用 者   施設 で 使用 して い る布 ・紙おむ つ の 種類 　  おむ つ 交換の 回数 と時間　  お む

つ 交換に 要する 人数 と所要時間　  紙お む つ の 1 日平均使用量 　  布 おむ つ と紙お む つ

の 使用割合　  紙お む つ に対 する メ
ー

カ
ー側 へ の 要 望　（6）介護職員の お む つ 体験　（7）お

む つ はず し の 取 り組み 　C8）おむ つ はず しの 取 り組み へ の 問題点 　（9）お むつ は ずし の 取 り

組み 方法　働施設で の 排泄 ケ ア の 問題点

　　　皿 ．結果及び考察

　　 1 ．入所定員等 の 内訳及び年齢構成

　特別養護老人ホ
ー

ム 31施設 に お け る利用者数の 定員は，50名が 17施設，80名が 9 施設，

100名が 5 施設で あ り，調査時の 利用者は 2
，
072名。

　老人 保健施設 23施設で は ，33名が 1 施設，50名が 3 施設，51名が 1 施設，55名が 1 施

設 ，
70名が 1 施設，80名が 3 施設，87名が 1 施 設， 100 名が 12施設 で あ り，定員に も 8

段階の ば ら つ き が見 られ た。調 査時 の 利用 者は 計 1
，
742名で あ っ た 。 性別 にみ た年齢構

成 は表 1 の とお りで ある 。 こ れよ り加齢に伴 い 女性利用者数は 増え ，特養で は，女性 が

男 性 に 比 べ 全体で 4．6倍．老 健で は 3，6倍 と高 比 率 で あ っ た 。特養 ・老健 とも高齢 に な る

　　　　　　　　　　　　 表 1 特 養 ・
老健 利用者年齢構成 　 　 　 　 　 　 @（ 単 位：名
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に したが っ て 女性利用者の 占め る 割合は高 く，女性 の 平均寿命が 長 い こ と の
一端が うか

が えた 。

　 ま た，特養 と老 健で の 利用者 の 平均年齢 は，特養 83，7歳 老 健83．9歳で ほ とん ど変わ

らな い が ，「寝た き り」 が特養 35．0％ に対 して 老 健が 33，7％で あ り， 1．3ポイ ン ト特養 が

多か っ た 。 「痴呆」 に つ い て は 特養 が 67．7％ に対 し老健 が 56．4％ で あ り， ll．3ポイ ン ト特

養 が多か っ た。「車椅 子利用者」 は特養が 68．2％，老健 は 47．0％ であ り，特養の 方が 2L2

ポイン ト車椅子利用者が多か っ た。 こ の 結果 に つ い て は ，寝 た き りの 判定基準，痴呆 の

判定基準の 相違 もあ り 正 し い 判断は で きな い が，特養 ・老健 とも に寝た き りは 約 3 割 を

占め，痴呆 も50〜70％ 近 くに 達 して い る こ とがわか る。車椅 子利用 者に つ いて も施設利

用者 の 50〜70％が 使用 してお り，寝 たき りを少 しで も少な くし，寝かせ き りか ら座位へ

と 自立支援の 方向性が うかが え る。

　近年，ベ ッ ドや 車椅子 へ の 身体拘束ゼ ロ 作戦な ど も論議 さ れ ，利用 者 の 尊厳や 人 権の

尊重が 問 わ れ て い る 時代 とな っ て い る。

　　 2 ．利用 者の 既往症及 び現症

　施設別利用者の 既往症及び 現症 に つ い て ，第10位 まで示 した も の が 表 2 で あ る。こ れ

よ り特養 ・老 健 と もに第 1 位が 「痴呆」 で 各々 56，8％，56．4％，第 2 位が 「脳血 管性疾

患」 で 各 々 50，7％，42．2％ で あ っ た。第 3 位が特養で は 「高血圧 」，老健で は 「そ の 他の

疾患 」 で あ り，骨折，変形性関節症 ，脊髄狭窄症，パ ーキ ン ソ ン症候群，呼吸不全 ，腸

閉塞，帯状疱疹等，高齢者 に起 こ りやすい 多彩な疾患 が見 られた。第 10位ま で は 「心臓

病」， 「骨粗鬆症」， 「糖尿 病」， 「聴力 ・視力障害」 等，既往症，現症 として特養 ・老健 と

も違 い は見 られなか っ た が ，第 10位以下に あが っ て い る既往症及 び現症 に つ い て は ，特

養 ・老健 の 利用 条件 の 違 い か ら老健 の 方に特養よ り も多種類の 疾患が 見 ら れ た。特養に

は 生活習慣病 を は じめ ，慢性の 疾患が 多く見 られ，利用者 1 人で 幾 つ もの 慢性疾患を持 っ

て い る，す な わ ち，複数の 疾患が 合併 して い る こ とが わ か っ た。

　高齢者で は，全 て の 臓器の 機能が低 下 しや す く，そ の た め 種々 の 疾患 にな りやすい 。

慢性化 した 疾患 を加 齢と共 に重 度化 させ な い ために は，身体 面 は 勿論，心理 面，環境面

へ の 配慮 と共 に リハ ビリテ
ー

シ ョ ンな ど自立 支援 が欠か せ ない 。また ，平均年齢83歳 と

い う高齢者が多 い こ とか ら急病 ・急変に対す る 医療面 ・看護 面 へ の 対応 がで き るよ うに

特に，特養で は 整備が 急 が れ る。

細 嚠 1位

蠶
特

　
老

表 2　施設別にみ る利用 者 の 既 往症 および現症の 順位
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　 3 ，排泄 チ ェ ッ ク表 の 作成及び チ ェ ッ ク 内容

施設にお ける 排泄チ ェ ッ ク表 の 作成 有無 とチ ェ ッ ク内容は 表 3 の とお りで あ る。 こ れ
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よ り，特養31施設，老健 23施設全て にお い て 排泄チ ェ ッ ク 表が作成 されて お り，利用者

の 排便 ・排尿 に つ い て チ ェ ッ クされ て い た 。 しか し，排尿量 に つ い て は，特養 は 64．5％ ，

老健 は 65．2％，排便量は 特養 が 16．1％，老 健は 34．8％が チ ェ ッ ク され て お らず，排尿量 ，

排便量 とも に 100％チ ェ ッ ク して 欲 し い も の で ある。な ぜな ら，高齢者 の 腎臓機 能 の 低

下は急激 に起 こ りや す く，尿毒症 な ど生命に直接かか わ っ て くるか らで あ る。また，胃

腸の 機能低下と して便秘傾向が強 くな り直腸 が す っ き り しない こ とか ら，種 々 の 生活意

欲の 低下や痴呆性老人の徘徊，夜間せ ん妄等の 問題行動と便秘と の 関係が深い か らで あ る 。

　 　　　　　 表 3　 施設別に み る排泄チ ェ ッ ク 表の 作成の 有無 お よ び 内容　　 （単 位 ：施 設 ）
一

排泄チェ ッ ク表の作成 排 泄 チ ェ ツ ク 表 の 内 容

して い る　してい ない 失禁有無 排尿 回 数 排便 回 数 排尿量 排便量 尿の 異常 便の 異常

（施設）　 31　　　 0

　（％ ）　 （100）　　　 0
　 20

（64．5）
　 5　 　 　 　 　 31

（16，1）　　（圭00）
　 11

（35．5）
　 26
（83．9）

　 19
（61．3）

　20
（塑 ］

健 （施設）　 23　　　 0
　　（％ ）　 （100 ）　　 0

　 19

（82．6）
　 22　 　 　 　 23

（95．7）　　（100）
　 8

（34，8）
　 15

（65，2＞
　 13

（56．5）
　 17

（73．9）

　　 4 ．利 用 者の 便秘 の 実態

　（1＞利用者 の 便秘 の 実態

　施設別 にみ る利 用 者の 便秘の 実態 は 表 4 の と お り で あ る 。特 養 に お け る 便秘 者は 56．4

％．老健で は 42．2％で特養が 14．2ポイ ン ト多 か っ た 。 性別で み る と女性 に比 べ 男性 の 方

が特養で は 1．1ポイ ン ト，老健で は 10ポイ ン ト便秘者が多か っ た 。

　　　　　 　　　　　 表 4　 施設別にみ る利用 者の 便秘の 実態　　　　　　　 （単位 ：名）
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鑑
　（2）便 秘の 症状及び 問題行動 として 利用者が 訴え る も の

　施設に お け る 利用者 の 便秘の 症 状 及び問題 行動は 図 1 の とお りで ある。 これ よ り，便

秘に よ っ て 起 こ る症状 に つ い て は， 「腹部膨満感」， 「食欲不振」， 「腹痛」， 「吐 き 気」 が

特養 ・老健 の 両施設 と も 5 割〜 9 割 の 訴え が あ っ た 。便秘 によ り間接的 に 引き出され る

痴呆性老人 の 「徘徊」 や 「夜間 せ ん 妄」 も 2 割 〜 4 割 に達 し， 「弄便」 な ども便秘が な

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 特費 n
軍31・老僅 ・＝99

瞬
．唖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ．M ＝ ＿ ロ ー＿＿ ＿圜

　　　　　　　　　　　　　　 粛 誹 ぜ 牽 、〜避
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一一　　 一．．」

図 1　 便秘 の症状 と問題行動と し て 利用者 の 訴 える もの
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け れば相当防げる の で は な い か と思わ れ る 。こ の よ う に 便秘の 症状 と して は さ ま ざま で

あ るが ， こ れ ら の 諸症状は食欲不振 に つ なが り，栄養摂取不 足か ら低栄養を きた す 恐れ

が あ り注意 を要す る。症 状を訴 え られ る と，利用 者の 身体の 変調 を把握 し便秘 と し て 捉

え る こ とが で き る 。 しか し，問題点は症状 を 自覚 して い て も訴え る こ と の で きな い 利用

者が 多い と い う実態で あ る。

　（3）便秘者 へ の 対 処法

　便秘者 に対 して，施設で 実際に行わ れ て い る対処法を多い順 に示 した の が 図 2 で ある 。

対処法で 最 も多か っ た の は ， 「下剤 ・座薬 e浣腸」 の 薬剤投与で ，特養 31施設，老健23

施設 の 全て にお い て 100％実施 され て い た 。 次 い で 多か っ た の が 特養で は 「水分摂取」

で 31施設 中28施設が 実施， 「摘便」 の 実施や 「牛乳」
・ 「ヨーグル ト」 の 摂取 等が 施設

の 半数以上 で 行わ れて い た。そ の 他 の 対処法 と して 「朝 ， 空腹時の 水分摂取」， 「牛乳に

きな 粉を 混ぜ る 」， 「オ リゴ糖の 摂 取」 等が あげ られ て い た 。

　老健で は 「摘便」， 「水分摂取」 が共 に 23施設 中22施設で 実施，「腹部 マ ッ サ
ー

ジ 」 が

16施設． 「牛乳 を飲 む」 が 15施設，特 に 「食後の 排泄習慣 を つ ける 」 や 「運動 をすす め

る 」 が 半数以上 の 施設で 行われ て い た の が 特養に対 して 老健 との 相違で あ っ た。

　こ れ ら便秘対 処法の 実施数 を施設別 にみ る と，特養 で は 1 施設 平均 5．9種類，多 い 施

設で は ll種類，少 な い 施設で 2 種類だ けの 施設 も あ っ た。老健で は 1 施設平均 6，4種類

で ，多い 施設 で 14種類，少 な い 施設で 4 種類 を実施 し て い た。

　 「下剤 ・座薬 ・浣腸 」 は排泄 の た め の 手段で あ り，高齢者の 身体 には 自然 排便を促す

こ とが最 もよ い と考 え る が，身体状況 や 便秘症状 が さ まざ まで あるた め，便秘 の 対処 に

お い て も個 々 に適 した 方法 で ，医師，看護婦，栄養士 な ど の 専門職 と連携 を と りなが ら

援助 して い かね ばな らな い 。

　高齢者の 常習性便秘 はそ う簡単 に 解消 され る も の で は な い が ，薬物，座薬，浣腸 摘

便等，薬物療法をで き るだ け少な くし，食後 の 排便習慣，食事療法，マ ッ サー
ジ，ス ト

レ ス を溜 めな い ，そ の 他 の 健全 な療法 （つ ぼ 療法）等 を試み， 「毎 日快便」 を 目標 に き

め 細か い 便秘対策を切 に願 う も の で あ る。

隣 i
… 1

特疑 【＝31「老 僅 P ＝23

　 　

〆 ごヴ 鵜 μ 押 瀞 ぎ」

11 ロ 老健1囃『 皿一

1

図 2　 便秘 者 へ の 対 処法

〔4）尿 失禁者 にお ける 便秘者 の 割合 とお む つ 利用者に み る便秘 の 割合

尿失禁者及 びお む つ 利用者 と の 便秘 の 関係 に つ い て は，尿 失禁者にお け る便秘の 割合
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は 特養 74．8％，老健 49．8％ で あ り，両 施設 と もに尿失禁 して い る 人が 便秘で ある 傾向が

強 い と い う こ とが うか が われ る。 これ ら失禁 を な くすた め に は まず，泌尿器の 構造上

（膀胱 の 後部 に 直腸が あ り，直腸 に 便 が 溜 ま っ て い る と，常 に 膀胱 に 圧 迫や 刺激が 伝わ

り頻尿 にな っ た り，失禁 しやす くな る） か らも便秘 を解消す る こ とが 失禁 を少な くす る

こ と に つ な が る。また ，お む つ 利用者と便 秘の 割合 は特養78．9％，老健 46，8％で ある。

こ の こ とか らも便秘 を防ぐこ とが，おむ つ はず しと深 い 関係が ある と考 え られる 。

　　 5 ．利用者の排泄援助の方法

　排泄 援助 の 方法 に つ い て は従 来，自立，見 守 り，
一

部介助，半介助，全介助の ADL

援助区 分が 用 い ら れ て い た が
， 本 ア ン ケ ー ト調 査 で は ，ほ ぼ同時期 に開始され た 介護保

険 の 訪問介護調査の 調査区分に よ っ て 調査 した 。 調査結果は 表 5 の とお りで あ る。こ れ

よ り，排泄援助 に つ い て 特養で は， 「全介助 」 の 利用 者が 男性 も女性 も 5 割 以 上 を 占 め

て い た 。
「直接援助」 を加 え る と，それ ぞれ に 73．4％，72，8％ とな り常時介護 を必要 とし

て い る こ とが うか が え る。ま た，女性 に 比 べ 男性 の 方 が 2．2ポイ ン ト排泄援助 を要 し，

自立 して い る 人 の 少な い こ とがわ か っ た。

　老健で は ，自立 して い る 男性利 用 者が 21．1％，女性 が 25，5％，間接援助 は男性 16，0％ ，

女性 24．7％，直接援助は 男性 が 25，4％，女性 24．9％、全介助 は男性 37．3％ ，女性25．0％ と

　表 5　排泄援助 区分 に よる男 女別割合 （単 位 。 ％）　 な っ て お り・女性 に対 し男性 の 方が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 排泄援助 にお い て 自立 して い る人 が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 少な く，全 介助 も女性 よ り 12，3ポイ

　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　 ン トも多 くな っ て い た。

。繍謬
区 分

　　 ．

自　立
　 　 　 し
間接的援助

　　　1

直接的援助
i

．』〔一一
「

全介助 ［
　 　 　 ：

男 10．815 ．822 ．750 ．7
特　養
　 　 　 　 女 13．014 ．215 ．557 ．3　 −一

1

　 男 21」 16．025 ．437 ．3

匡 健 　 女 25．524 ．724 ．925 ．0

　　 6 ．施設に お けるお む つ 利 用 に つ い て

　（1）お む つ ，失禁パ ン ツ の 使用 者

　お む つ ，失禁 パ ン ツ の 使用 者 に つ い て
， 特養 が 75．1％ ，老健 が 55．1％ で あ っ た。性別

でみ る と特養 ・老健 ともにおむつ
， 失禁パ ン ツ使用 者が女性 に比べ て 男性の 方が 5 〜 7

ポイ ン ト多か っ た 。 男性の 場合はそ れ だけ介護度の 重 い 方が 入所 して お られ る の か ， あ

る い は ，生活面 にお い ては 歴 史的に男性は女性 に依 存傾 向に あるか らで あろ うか，それ

ほ ど問題 にす る差で は な い が，大 へ ん 興味深 い と こ ろ で ある 。

　今 回 ，
お む つ ，失禁パ ン ツ を同列 に み て きたが，見方 に よ っ て は   「お む つ を使用 し

て い る利用者」 と  「失禁パ ン ツを使用 し て い る 利用者」 とは基本的に考え方 を変 えね

ばな らな いよ うに思 われる 。

　  の 場合，お む つ カバ ー＋布 お む つ 3 枚 ＋ 紙 お む つ 1 枚 ＋ 尿 量平均 300cc の 重 さ を計

算す る と合計 1300g 位の 重 さに な る 。 普通，健常者がつ けて い る下着 は約 50g で ある こ

と を考え る と，おむ つ 利用者は 26倍の 重 さ の も の を下 半身 に巻き つ け生活 して い る こ と

に なる。

　  の 場合，尿量 を入れ な けれ ば，失禁パ ン ッ の 重 さ は 1 枚 100g で   の 場 合の 1110 の
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重さ で あ り軽量で あ る 。また
， 最近は 普通 の 下着よ り もエ レ ガ ン トな失禁パ ン ツが 開発

され，何 ら精神 的負担 を感 じな い で 身に つ け る こ とが で きる 。

　 2 点 目は 年を とれ ば誰で も失禁 をす る。失禁は病 的な も の を除けば あ ま り気 にす る こ

とは ない 。なぜ な ら，男性は 70歳以 上で 80〜90％が 前立腺肥大 の 可 能性 を持 っ て お り，

失禁 しやす い 状態にな りやす く，女性は骨盤底筋の 弛緩や それ に 伴 う尿道括約筋の しま

りが 悪 くな り， こ れ も 65歳以 上 の 高齢者は 70〜80％失禁は避 け られ な い 。

　以一hの こ とを考え る とお む つ をする こ とを も う
一

度見直し
， 経済面 も勘案 しなが らで

きる 限 り失禁パ ン ツで 対応 で きるよ う施設あげて の 方策が必要だ と思われ る。

　 ど う して もお む つ で 対応 しな けれ ばな らな い利用者 には，お むつ 装着 の 技術 を しっ か

り身に つ けた り，介助する 人 がお む つ 体験 を して 1 日は 過ご して み る く ら い の 熱意が必

要に思 う。また，おむ つ 装着 の 利用 者とはで きる限 り コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン を 密 に し，お

む つ を し て い る 事か らく る 苦 痛や 不便 を介助 者が 知 る努力を しな けれ ば な らな い
。

　  お む つ 交換 の 回 数 と時 間帯

　施設 に おける利用 者 へ の 1 日の お む つ 交換の 回数に つ い て示 した も の が 図 3 で あ る。

こ れ よ り，特養で は 「1 日 6 回 」 が全体の 41．9％ と最 も多 く t 次 い で 「1 日 7 回 」 が 25、8

％，「1 日 8 回」 が 12．9％ の 順で 多か っ た。特養 の 施設別 で み る と，おむ つ 交換 の 最 も

多い 施設で 「1 日 11回 」．少な い 施設 で 「1 日 4 回 」 で あ っ た。ま た，お む つ 交換に つ

い て は， 「時間毎」 と して い る 施設が 31施設 中 3 施設で
， そ の 他 の 施設で は 「随時」 行

われ て い た。

　老健で の お む つ 交換 の 回数 は，特養の 場合 と同 じ く　「1 日 6 回 」 が最 も多 く全体 の

47．8％ で ，次い で 「1 日 7 回 」， 「1 日 8 回 」 の 順で 多か っ た 。

　お む つ 交換の 時間帯に つ い て は
， 特養 も老 健も ほ ぼ 同 じ時間帯 で ，早朝 の 「午前 4 時

〜 6 時」，朝食後 の 「午前 9 時 〜 10時」， 昼 食後 の 「午後 1 時〜 2 時」，夕食後 の 「午後

8 時 〜 9 時」 の 時間帯が最 も多か っ た 。 深夜 の おむ つ 交換の 時間帯と して， 「午後 11時

〜12時 」， 「午前 0 時〜 1 時」， 「午 前 0 時〜 2 時」 と施設 に よ り異な っ て い た。

　　　　　　　　　　　　　図 3　 1 日の おむ つ 交換の 回数

　〔3）お む つ 交換 に必要 とする 人数 と時間

　お む つ 交換に必 要 とす る人 員の 数 と時間に つ い て ，特養で は 大体，利用者 1 人に対 し

て 介助者 1 人で 実施 して お り，所要時間 も 1 〜 7 分 と差 は ある が，平 均 して約 3 〜 5 分
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（排泄状況 に も よ る） で 交換 し て い る施設が多か っ た。

　老健で は，利用 者 1 人 に介助者 1人 で交換して い る施設が約半数 を占め，他は 1 〜 3

人で ，所要時間も 1 人に 1 〜10分の 開きは ある が，お お よそ 1 人 で 5 分位 の 速 さで交換

が行わ れ て い る施設が 多か っ た。

　（4）布 ・紙おむ つ の 種類に つ い て

　施設で使用 して い る布 ・紙お むつ の 種類に つ い て 示 した もの が表 6 で ある。こ れ よ り，

特養で最 も使用 され て い るお む つ の 種類 は 「尿 と りパ ッ ト亅 が96，8％， 「失禁パ ンツ」

が 80，6％，「布 ・紙 オム ツ 両方」 が 71．0％，「布お むつ 」 が67．7％ ，「パ ン ッタイ プ」 が 61．3

％等で あ っ た。特養施 設で は 布 ・紙両方の お む つ が 使用 され て い るが，紙お む つ に つ い

て は， 「フ ラ ッ トタイ プ」 よ り 「パ ン ツ タイ プ 」 の 方が 多く使用 され て い る 傾向 に あ っ

た。ま た ， 施設 で 使用され て い る お む つ の 使用 種類数 に つ い て ま とめた も の が表 7 で あ

る 。 これよ り， 5 種類の お むつ を使用 して い る施設が特養 31施設 中 9 施設 と最 も多く，

次 に 6 種類 が 6 施設， 3 種類が 4 施設で ，中に は 1 施設で ll種類の おむ つ を使用 して い

る施設 も見受 け られ た。

　老健で 最 も使用 され て い るお む つ の 種類は ， 「尿 と りパ ッ ト」 が 95．7％ ，次 に 「パ ン

ツ タイプ」 と 「リハ ビ リパ ン ツ 」 が共 に 73．9％， 「布お む つ 」 65．2％， 「フ ラ ッ トタイ プ」

52．2％， 「布 ・紙お む つ 両方」 が 43．5％等で あ っ た 。紙お む つ に つ い て は ，特養 と同 じく

老健で も 「パ ンツタ イ プ」 の 方が 多く使用 され て い る傾 向に あ っ た。お む つ の 使用種類

数に つ い て は， 4 種類の お む つ を使用 して い る施設が
一
番多 く老健 23施設中 6 施設，次

に 7 種類， 6 種類， 5 種類が それぞれ 4 施設で あ っ た。

　市販 さ れ て い る お む つ の 種類の 多さ と 経済性，用 途性 を考 えな が ら最適の も の を利用

者に 提供す る に は ， 専門的なおむ つ へ の 知識が 必要だ と思 わ れ る。

　　　　　　　　　　　 表 6　 施設 別にみ る使用 おむ つ の種類　　　　重複 回 答 （単位 ： 施設 ）

’
む つ の

種 類
フラッ國 プ1パン甥 プ

フ

粥
ン
柄 ・ 1囎

つ
尿・・・…

一　　．．

布 バ ラ 脇 ビ「川刀 失期 パ刀 　 ・

鬮養（施設）

　　　（％）

　 　 　 　 　 ｝

（、llD　i（，｛1、） 14　 i21
（45．2）1（67．7）

　 22　　 　 　30

（71．0）　 （96．8＞
　　4

（12．9）
　 19
（61．3）

寸
健（施設）

　　　（％）

　 12　 　1　 萱7

（52
．塾 靉．

　　 5　　　　　　　　 15

処 ヱ．注鯉 1
　　 10　　 　 　22

（43．5）　 （95．7）一．一

　　7

（30．4）
　 17

（73．9）

　　25
（80．6）一．

10

（43．5）

　　8

（2

毛
8

憎
） 1

（26．1）1（4⊥

使用 種 類 数 ll種 類 9 種類
　 1．皿一

8 種 類
．一．．一．

・ 種類 6 種 類 　 ・種劇 ・ 種 類
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一 一　．r　 」
　　　　　　　　　　　 9　　1　 3　　1　　　　　　　　　　　　　　亅特　養 1

．．．
　 　 3

．
ガ け

一
τ

．．
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 二

老 　健一 0 0

　 　 31−．一齟一．．．
　 　 2 4　　　

1

　　 4　　　　　　 4　　　　　　 6　　　　　　　　　　　　　　　　　⊥

　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 表 7　 施設 別 にみ る使用 おむ つ の 種 類　 　　 　　 　　 （単 位 ：施 設 〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】
　（5）紙 お む つ の 1 日平均 使 用 量

　施設で の 紙お む つ の 1 日平均使用量 に つ い て ，31施設中回答の あ っ た 28施設 の 平均は

1 日186．1枚 で あ っ た。紙お む つ の 種類別 にみ る と， 「フ ラ ッ トタイ プ」 が 72．4枚 ，「パ ン

ツ タ イプ 」 が 17．8枚，「リハ ビ リパ ン ツ 」 が 9．7枚， 「そ の 他 の 紙お む つ 」 が 86．2枚で あ っ

た。利用者の 排泄状況や使用者数 も関係す るが，使用量の 多 い 施設で は 1 日平均520枚，
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少な い 施設で 1 日15枚で あ っ た 。

　 老健で は，回 答の あ っ た 20施 設 の 1 日平均使用量 は 270．7枚，紙 お む つ の 種類別 にみ

る と 「フ ラ ッ トタイプ」 が 56．8枚，「パ ン ツ タイ プ」 が 29．5枚， 「リハ ビ リパ ン ツ 」 が 28．6

枚 ，「そ の 他 の 紙 お む つ 」 が 155．8枚 で あ っ た。使用 量の 多い 施設で は 1 日平均 462枚，

少ない 施設で 1 日 7 〜 8枚で あ っ た。

　 （6）布お む つ と紙お む つ の 使用割合

　特養と老健 で の布 お む つ と紙お む つ の 使用割合は ，特養が 「布お むつ 」 ： 「紙おむ つ 」

が 6 ： 4 で．老健が 4 ： 6 と使用割合 に施 設別 の 差が 見受け られ た 。

　　 7 ．介護職員の お む つ 体験

　介護職 員が よ り良い 介護 をするた め に，お む つ 使用 者の 気持ちを理 解する こ と を 目的

と し て ，介護職員 自らお む つ をあ て る 体験を した こ と が あ るか と い う調査 を行 っ た結果 ，

特養で は ， 「全員 あ り」 が 31施設中 1 施設， 「一部あ り」 が 24施設， 「全員 な し」 が 5 施

設で あ っ た 。

　老健で は， 「全員 あ り」 が 23施設 中 0 ， 「一部あ り」 が 18施 設， 「全員な し」 が 4 施設

で あ っ た。こ れ よ り，特養 ・老健 に おい て
一一一部で は あ るが，介護職員の お む つ 体験が さ

れ て い る こ とが わか っ た。前述 したがお むつ 使用 者 の 苦痛や 不 便 さを知 る た め に も ，介

護職 員が 全員おむ つ 体 験 をす る 努力 を して 欲 し い も の で あ る。

　　 8 ．お む つ はず しの 取 り組み

　施 設に お けるおむ つ はず し の 取 り組 み に つ い て ，特養 31施設全て取 り組ん で い た。そ

の 中で 「成果 あ り，今 も取 り組ん で い る」 が 51．6％ ， 「成果は な い が ，今 も取 り組 ん で

い る 」 が 29，0％， 「成果がな い の で 取 り組み を ［ヒめ た 」 が 6．5％， 「そ の 他 」 と して，対 象

者 に 応 じ て 対 応 して い る 施 設や ， 1 日 に 何回 か トイ レ誘導 を行 っ て い る施 設が 見受け ら

れ た 。

　老健 にお い て もおむ つ はず し の 取 り組み は ，23施設全て が取 り組 んで いた 。 「成果 あ

り，今 も 取 り組 ん で い る 」 が 87，0 ％， 「成 果は は っ き り出ない が，引き続 き取 り組ん で

い る 」 が 17．0％ で ， 「取 り組 み 中 Lヒ」 は な か っ た。老 健は 特養 と異な り，家庭復帰 の た

め の 中間施設 の た めか ，成 果は 出な くと も取 り組み が続 行 され て お り，特養で 見 受け ら

れ た取 り組み 中止が な か っ た点は 評価 さ れ る 。

　　 9 ．施設 に お ける お む つ はずし の 取 り組み へ の 問 題 点

　施 設別 に み たおむ つ はず し の 取 り組 み にお ける 問題点 をま とめた も の が 表 8 で あ る 。

こ れ よ り， 「ス タ ッ フ が少ない ため，時 間 ・労 力的 に個々 の 利用者 にあ っ た対応が で き

ない 」 が特養で は 31施設 中18施設で 58．1％，老健 で は 23施設 中13施設で 56，5％ と最 も多

　　　　　 表 8　施 設別 に み るおむつ はず しの 取 組 み に お け る 問題 点　　（単 位 1 施 設） （％ ）

雖 欝蟄 遅響艨響羅
窰

鸚 響1
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く，次 い で 「トイ レ誘 導 に 時間 が か か る 」 が 特養 で は 15施設で 48 ．4 ％，老健で は 12施設

で 52．2％ と多 く，両施設 と も こ の 2 つ の 理 由 がそ れ ぞれ 5 〜 6 割 を 占め て い る こ とが 明

らか に な り，施設職員の 人員数が 大き く関係 して い る こ とが うか が える 。
「そ の 他」 と

し て 特養 で は， 「本人の 尿意 の 有無や 排尿間隔 をつ か むの が難 し い 」 や 「本人 の 意志の

問題」，「移動 に全介助 を要す る 人 が 多 く，腰痛が 問題 とな る 」，「利 用者本人 に取 り組 も

うとす る 姿勢が な い 」 等が あげ られ た。

　老健で の 「その 他」 の 理 由と して ． 「利用者が職員 を呼びすぎる」， 「完全排泄 まで 待

て な い 」 等，施設職員の 忙 しさが 目に見え るよ うで あ っ た。

　　 10．お む つ はず し の 取 り組み 方法

　特養 ・老健で の おむ つ はず し の 取 り組み 方法は以下 の とお りで あ る。

　 ・お む つ 交換 時に トイ レ誘導，訴え の あ る 時に 誘導，成功 した ら共に喜び励 ます。

　
・排尿パ ターン を知 り， トイ レ誘導する 。 本人が拒否 して も，座 っ て もら う こ とによ っ

　　て 排尿で きる 方 も い る。

　 ・
日中 トイ レ誘導が可能な 方はお む つ を しな い 。ベ ッ ドで 端座位が 可能で あれば移動

　　バ ーを取 りつ け，ポータ ブル を使用 して も らい ，お む つ を はず す。

　 ・尿意 ・便意が 訴え られ る場合，定時誘導か ら始 め る。

　 ・処遇会議 な どで 居室担 当者が計画 した ケ アプ ラ ンを話 し合い ，全員が意志の 統
一

を

　　は か り実施す る。

　 ・布お む つ か ら リハ ビ リパ ンツ と パ ッ トに 変えて ，時間 を決め て トイ レ誘導 をす る。

　 ・排泄 チ ェ ッ ク に て 個 人の 排泄サイ クル を確認 し， トイ レ誘導，ポー
タ ブル の 使用 を

　　試み る。

　 ・H 中，定時 トイ レ 誘導か ら希望時 に随時 トイ レ誘導に変え て い く．

　 ・根気強 く トイ レ誘導を行 う。

　 ・昼間 の み リハ ビ リパ ン ツ とパ ッ トで トイ レ誘導，夜間はおむ つ ，成功 した ら夜間 も

　　誘導 と段階的に進め る。

　 ・移動 が少 しで も可 能な方 は トイ レ誘導，ポー
タブ ル を 使用 し て も らう。

　 ・お む つ を はずす と不安が られ る が，尿意 ・便意を訴え られ る方は トイ レ誘導 し，再

　　 度お む つ をあて る 。

　 ・歩行 可能 な方は 時間 をみ て誘導，排泄 チ ェ ッ ク
・排泄パ タ

ーン を知る 。 寝た き りで

　　 も尿意感が あ れば尿 器使用 を試み る。

　 ・個 々 の 排泄 パ タ
ー

ンを把握 し，時間 をみて 誘導す る。排泄 に関す る問題行動が ない

　　 か 観察 を行 う。

　 ・お む つ 使 用者で も尿 ・便意 を訴え られ る時は， トイ レ へ 誘導 し た り，お む つ 交換 の

　　 回数 を増や して ，感覚を取 り戻 す よ う努める 。

　 ・入所 時 か ら24時間 の 排泄 チ ェ ッ ク表 に よ り，お む つ 使 用 の 方 で も尿 意が ある か ど う

　　か の 確認 を し，尿意 マ イ ナ ス の 場合で も 日中 トイ レ 誘導を行 っ て ，お む つ はず し に
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　努め て い る 。

・失禁パ ン ツ に尿取 りパ ッ ト使用 。 時間 を決めて の トイ レ誘導 身振 りか ら推測 して

　の トイ レ誘導を して い る。

・
尿 意 ・便意 の あ る人 は 必ずお む つ をは ず し，意 思 の な い 人 も立位 が 可能で あれ ば 時

　間誘導 し， トイ レ，ポータブル で の 排泄を試み て い る。

・立位 保持 の 練習，排泄 リズ ム に応 じた誘導。

　 11．お む つ はず し の 成 功例

特養 ・老健 で の お むつ はず しの 成功例は以 下の とお りで あ る。

・大腿 骨骨折後，お む つ 使用 とな っ た利用者が ，徐々 に段階 を経て， 目中は トイ レで

　排泄 ，夜間 は ポー
タ ブル トイ レ を使用。

・おむ つ 使用 者が ポー
タ ブル を

一
部介助 した り， トイ レ へ 誘導 し起立練習を行 っ た り

　し て ，今で は介助な し で トイ レや ポータブル で の 排泄がで きる よ うに な っ た。

・病院か らお む つ を して 入所 して きた が尿 意が あ っ た の で ，ベ ッ ド横 にポータブル を

　置き排泄する 。 始め は介助だ っ たが，次第に 自立 とな る。

・他の 病院で つ な ぎ服で お む つ で あっ たが ，つ なぎ服 を中止 し，紙パ ン ツ 式 に変え，

　トイ レ誘導し， ADL の 向上 と と もに 自分で トイ レ に 行け る よ うに な り，失禁が な

　 くな っ た。

・お む つ 使用 者で 寝た き りだ っ たが，食事量 も増え，離床時間 を多く して外部か ら刺

　激 を受け る こ と によ り，昼 夜お む つ か ら昼は トイ レ誘導，夜 の み おむ つ とな り，活

　動量 も増え，本人の 表情 もよ くな っ て い っ た ケ
ー

ス が あ る。

・尿 便意 の ある 方で 立位が 介助で き る方は トイ レ誘導を して い る 。結果 と し て 失禁

　回数が減少。

・布お む つ で 保護衣 着用 された方が おむ つ 交換時不穏状態 が あ り，布お む つ の ぬれて

　い な い時， トイ レ誘導 して便器 に座 っ て もら い ，パ タ
ー

ン を知 り励 ま しなが らおむ

　つ をはず し，保護 衣 よ りパ ジ ャ マ に変更。今で は排泄 自立。

・終 日お むつ 使用か ら トイ レ誘導によ り尿意 を取 り戻 し，日中パ ン ツ とな る。

・紙お む つ 使用，尿意な しの 方 が リハ ビ リパ ン ツ で 時々 尿 意 を訴え，現在は布パ ン ツ

　を使用。排泄 自立。定時に トイ レ誘導 を行 い ，尿意 の 訴え が あ るよ うにな っ た。

・尿意 が な くて も時 間を決め て 誘導 し， トイ レで の 排尿 を覚えて も らうよ うに努 力す

　る。 （しば らく続け る と習慣 づ け られ成功）

・尿意，便意が あ り，立位が可能で あ っ た 人は トイ レ誘導す る と成功 した。意志が な

　くと も時間誘導 を し て い る と失禁がな くな り
，

お む つ をは ずす こ とが で きた 。

・24時間 お む つ 使用者が 失禁パ ン ツ （夜は フ ラ ッ トをプ ラス する） に変更で き た 。

・食事以外全 介 助 の 状 態で あ っ たが，尿 意 と便意 を頻繁 に訴 え て お り， 目中紙パ ン ツ

　を使用 し，排泄 パ タ
ー

ン を把握 しなが ら誘導 を行 い ，少 しず つ 失禁 もな くな り，お

む つ 不用 とな っ た 。
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・痴呆 の 程度 に も関係あ りと思われ る 。 痴呆の 軽 い 方は成功率は 高い 。

　12．施設で の 排泄ケ ア の 問題点

各施設の 排泄 ケ ア の 問題点は 以 下の とお りで あ る。

〔特養で の 排泄ケア の 問題点〕

・便秘者が多い 。

・おむ つ 利用者が 80％近 くを 占め，高齢化がすす んで い る。お む つ 利 用 者が 減少す る

　 こ とはない 。

・尿意感 がある の に どう して も トイ レまで 来て 排尿す る の を拒否 す る人 が い て 残念。

・ど こ にで も放尿さ れ る方が い る。

・排泄ケ ア は きわ め て個別的対応で あ る が ，現実には実務 に追わ れ て 実施 し に く い 。

・寝 たき りの 方が多 く，介護職員も少な い 。

・お む つ 使用 者の 方で も，排便だけ は ポータ ブル で して も らお う と考 え るが ，人手，

　時間が な い 。

・入所 して い る方の ペ ー
ス に あわせ る こ とが で きず，介助者 中心 となる場合が 多々 あ

　 る。

・トイ レ の 箇所が 少な く， トイ レまで の 距離が長 い 。

・個室 の トイ レ に手す りが設置 し て な い ため，利用者は足がふ らつ き怖が っ て い る 。

・消臭 して も臭い が か な りき つ い。

・布 ・紙お む つ を どの よ うに使 っ て い くか 。ゴ ミ の 問 題．経 費の 問題 あ り。

・手袋使用 が 頻繁な ため，コ ス トが か さむ 。

〔老健で の 排泄ケ ア の 問題点〕

・排便，排尿 の 汚染行 為，痴呆の た め歩行 自立し て も放尿 した り，後始末が で きない 。

・排泄の 自立 に 向けおむ つ はず しが成功 した場合で も，利用者が高齢で あ り，発熱，

　体調不 良等で 再度最初か ら の 取 り組み にな る場 合が 多 い。

・尿 意の ある 方の 排 泄ケ ア が 難 し い 。 コ ール を鳴 ら し て も排泄介助 に間 に合わ な い 人

　 が い る 。

・排泄時間 と誘導時間の タイ ミ ン グが 合わず，痴呆の あ る 人は ど こ にで も放尿 し て し

　 ま う 。

・夜間 トイ レ誘導の 時，また は おむ つ 交換 の 時 に 拒否 され る 方へ の 対応 の 仕方。

・個 々 にあ っ たお む つ はず し に 取 り組み たい が， 日々 の 業務 に追われ ，ゆ っ た り とし

　た気持ちで 取 り組め て い な い こ とが残念。

・個人 に よ り排泄用品が 異な る （日中，夜 間 の 使用 物品 も 異 な る ）た め ，混乱 しや す

　い 。ほ とん ど誘導 に よ る排泄の た め，時間が か か り痴呆者も多 い ため 労 力 を要す る。

・施設規定 の 職員数で は ，ま だまだ個 々 の 排泄 時間 に 合わ せ て トイ レ 誘導が 充分に で

　き て い な い 。痴呆 の 方の 放尿 ，弄 便の 対応が 大変 で ある 。 こ れ を職員数が多け れば

　 そ れ な り に 対応 で きる と思 う。
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・個々 の 排泄時間に合わせ て 行うと， トイ レ の 数が少なく入手が足 りない 。一
人 でポー

タブル トイ レに移乗時，転倒の 危 険性がある 。

・特 に夜勤で は限 られ た 人員で 行 うた め，充分 トイ レ誘導が で きな い 。

・トイ レ の 数が少 なく，誘導時混雑す る。

・お む つ 交換よ りもポータ ブ ル や トイ レ 誘導の 方が そ の 人 に 合わ せ て い る場合 もあ り，

時間 と人 手が多 くか か っ て い る 。 設備 の 構造 上 トイ レ の 数 場所に 問題 あ りポー
タ

ブル の数が多くな っ て い る。

・各フ ロ ア の トイ レの 数 が少な い ため，ポータブル トイ レ の 数が多くな っ て い る。

　お む つ はず しに つ い て は，特養 ・老健 と も に利用者 の おむ つ はず しに ほ とん どの 施設

が取 り組ん で い る と 回答して い る こ とは，非常に心強 い もの が ある。中で も成果 は あ ま

りない に もか かわ らず ，引 き続 き取 り組 んで い る施設 もあ り，あきらめ て い ない こ と に

対 し て 敬意を表 した い。

　特養 ・老健 の お む つ はず し の 取 り組 み方法は，成功例 ，施設 で の 排泄 ケ ア の 問題点 に

つ い て は，そ れぞれ多 く の 問題点 を列挙 したが ，特養 ・老健 の 特徴 的な も の をあげ る と，

特養 では， 「移動に全介助 を要す る 人が 多 く，介助者の 腰 痛が 問題 にな る」 「利用 者本人

に取 り組 も う と い う姿 勢が な い 」 「お む つ を はずす と不 安が られ る 」 「トイ レで排尿す る

の を拒否 す る 1 等が あげ られ て お り，老 健で は， 「個 人の 排泄 パ タ
ー

ン を把握 し，時 間

を み て 誘導す る ．亅 が
一番多 くあげ られ， 「介助で 立位 が で きれば 尿 意 がな くて も 日 中 ト

イ レ誘導 を行 っ て い る 」 「立位保持の 練 習」 「座位習慣」 等 ，障害度 に 合わ せ た トイ レ誘

導や リハ ビ リテ ーシ ョ ン が あげ られ て い る の が特徴 的で あ っ た。

　特養は終 い の 住か と い う施設の 目的 も今 ま で は あ り，年を とれば 失禁 ・お む つ は 当然

と い う利 用 者，介護者共 の 考え方 も
一

面で は ある よ う に思 わ れ る。また ，老健 は病院か

ら在宅復帰 へ の 中間施設で あ り，排泄 の 自立支援 に対 して個別 的な対応や リハ ビ リテ ー

シ ョ ン も実施 されて い るよ うに感 じた 。

　こ こ で ，特養 ・老健 の 排泄ケ ア の 問題 を整理 し，人間 として の 尊厳 を大切 に した介助

をす る に は，どこ に 視点 をお けば よ い か を ま とめ て みた い 。

　 1 ．身体面か ら の 排泄援助の 取 り組み

　
・尿意，便意の ある 人 → ブザー

を鳴 ら して も ら い ，出て し ま っ て も 「有難 う」 と声を

　　か け t また ，「わ か っ た ら知 ら せ て くだ さ い 」 と共感 の 態度を示す。

　
・起 き 上 が れ な い 人 → 寝た き りか ら座位 → 座位保持訓 練 を実施す る。

　
・立位 に なれ な い 人 → 座位 → 立 位訓練 → 座位訓練 を実施する。

　
・食欲不振の 人 → 便秘 して い な い か 観察 → プラ ス な らば快便 へ の 対 応策 を考 え，実施

　　す る 。

　
・お む つ で 排便 した り寝た ま ま排便 す る人 → ど う して も起き ．ヒが れ な い 人 を除 き，座

　　位で 腹圧 を加 えて 排便す る こ とを基本に する。
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・失禁 ・便秘 して い る 人 → 排泄チ ェ ッ ク表は 排便 ・排尿量 を記入 し，膀胱容量 を 計 り

排泄 パ タ
ーン を つ か み ，失禁パ ン ツ を併用 しな が ら トイ レ誘導す る。

2 ．精神面か らの 排泄援助 の 取 り組み

・尿意、便意 を訴え られ た ら → 直ち に応答 し，待 たせ な い 。障害 に 応 じた排泄援助，

随時交換 に持 っ て い く。

・恥ずか しい 部分を露出 し人の お 世話 に 頼 らねば な らな い と い う不安に対 して →自尊

心 を傷 つ け る態度や 言葉づか い （例 えば，また出たの ，沢山 出たネ ，こんな に汚 し

て 洗濯 が大変等） を慎 し む。

・排便，排尿 で も失敗 した とき → 少 し汚 したけど沢山 出て 良 か っ たネ な どと気持ち よ

　く後始 末 （臭い の 配慮 も） して あげる な ど 自分 の 身にお き か えて お世 話す る 。

・徘徊 ・暴言 を吐 く人 → 便秘 して い な い か観察 → プ ラ ス な らば快便 へ の 対策 を実施す

　る。

3 ．環境面か らの 排 泄援助 の 取 り組み

・
ス タ ッ フ の 人員の 不足 → 業務全体の 見 直しと勤務体 制の 見直 し

， 環境 の 整備 。

・トイ レの 数 が少な い → トイ レの 数 を増や すか，便利で 安全な ポータブル トイ レを使

　用す る 。

・居室 か ら遠 い 所 に トイ レが ある → 居室に 近い 所 に トイ レを作る。

・トイ レ の 場所が わ か らな い （特に 痴呆の 場合） → トイ レだ と い う こ とが は っ き り わ

　か る標示 の 工夫。

・車椅子か らトイ レ移動 に時間がか か る → 移動用 リフ ト及 び移動 ボー ドの 活用な ど 。

・立位 の で きな い 利用者の 介助が 大変→立位訓練 をケ アプ ラン に 入れ，訓練が 出来 る

　環境づ く り。

・尿意，便意 の わか らな い 利用 者の 対応 → 原 因を探 し尿意 ， 便意がな くて も排泄チ ェ ッ

　クと排泄量 を確認 し トイ レ誘導 。

・尿意が 訴え られ な い 利用 者の 対応 → 排泄パ ターン をチ ェ ッ ク した り，表情，態度 ，

　行動 を観察 して対応。

・排泄 チ ェ ッ ク に よ り利用者個 人 の 排泄 パ タ
ー

ン を知 る こ とが大変だ → 排泄 ケ ア改善

　委員会 を作 り全 員に 主 旨を徹底 し役割 を決め一致 して 行 う 。

・下 着 の 着脱 に 時間がか か る → 直 ぐに排泄 で き る 下着 の 改善 （夏用 ・冬用 ）

・ベ ッ ドか らポータブル トイ レに移動す る場合介助が必要 → 移動バ ー
の 利 用 ．安定性

　の あるポータ ブル の利用 ，す べ り止めマ ッ トの 活用。

　以上 の よ う に 排泄援助 の 視点 は，介護者はそ の 人の 身に置き か えて，介護す る心づか

い ，巧み な排泄技術 を使 い ，安 全 と安楽 と 安心の 三 つ の 事柄 を基本 に援助 し て あげた い

と思 う。また ，日進月歩 で 開発 され て い る 福祉用具 に も注 目 し て 利用 者，介護 者が 共に

負担の 軽減が で き る 福祉用 具 の 選択や 活用 が望 まれ る 。
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富 山短 期 大学 紀 要 第 三十 六 巻

　　　 IV．課題

　 1 ．施設の 介護職員 （看護 も含む） が利 用 者
一

人 ひ と りの 傍 に い て ，個 人個人 に合わ

せ た コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン を取 り，排泄援助で は 随時交換が で き，食事面で はそ の 人 の 障

害度 に合わ せ て見守 りか ら全介助 まで ，ある い は，清潔の 面で は，例えば三 度 の 口腔 ケ

ア の 援助が で き る。ま た，寝た き りか ら座位へ 座位か ら椅座位や 車椅子 に ，車椅子 か

ら自立歩行に行 くまで のそ の 人 に合わ せ た 日常生活 の 質 を高め る 介護， 自律 した生活 を

した い と思 う利用 者に は，そ れ に 適した対応が で き るよ うな介護職員の 数や 業務の 問題

も多角的に 検討 さ れ る必 要が あ る時期 にき て い るよ うに思わ れ る 。

　 2 ．介護職員 には，ただ人 手 が な い か らで きな い とい う事で は な く，高齢者 の 心身の

特徴 を知 り，また，疾病 に 対する理解 （解剖 生理 学的な面 か ら）を深 め，利用 者が 安心

して安全 に生活で きる環境を作 り上 げる ため，マ ンネ リ化 して い る部分が あれば排除 し，

業務の 見直 し を 図る 必要が あ る 。

　 3 ．個別援助計画 を進め る ため には，職員同志の 共通理 解が最 も必要 で あ り，勉強会 ・

チ
ー

ム カ ン フ ァ レ ン ス 等，常 時開 ける よ うな体 制作 りが 今後ます ます必要 であ る。

　介護職員は常に 介護の 専門性を高め る と共に，  自律性 （欲求行動，感情，自己責任，

調 整）  自発性 （動機 意欲，勇気，決断）  親密性 （共生，共存，共栄，共創）を持 っ

て 仕事 に 取 り組む こ とが 大切 で は ない だ ろ うか。

　　　 V ．終わ りに

　排泄ケ ア，それ は人間の 大い なる 営み の 中で 最 も重視 しな けれ ばな らな い 事柄で あ る。

　筆者の 友人 が尿 の こ と を 「黄金の 水」 と表現 した。こ れは友 人 の 母 親が 腎臓 の 機能が

だんだん 低下 し，も う助か らな い の で は と思 っ た あ る 朝 ，
ガ ラ ス の 尿 器 に 透明 な 尿が多

量 に 出て い た。そ れ を見 た娘 は思 わず母親 の 尿を 「黄金 の 水」 の よ うに感 じた と書い て

い る 。

　排泄ケ ア がなぜ 施設の 処遇 に お い て今で も，
一

番大切 な テ ーマ にな っ て い る の だろ う

か 。そ れ は，  ケ アを受 ける側の 自尊心 に 深 くかか わ る こ と　  排泄ケ ア は個別化 され

た ケア が 求め られ る こ と　  不適切 なケ アが心 身の 健康 に直接害 を及ぼす こ と　  利用

者 の 生活意欲や QOL にか か わ っ て く る こ と等で あ る か らで あ る。

　た だ，こ こ で 注意 した い こ とは，排泄の コ ン トロ ー
ル を失う こ とが 人間 の 尊厳 を損な

うも の で はな く， そ の 周 りの 人 々 （介護者及び 家族）が排泄ケ ア に どう接する か が，そ

の 人 の 尊厳 を大き く左右す る こ とか ら，接 し方如何 によ っ て は 自尊心 をズ タズタ に し，

正 常な 人 々 を痴呆に まで 追い やる こ と も懸念 され る。

　　 VI，ま とめ に か え て

私達 は特養 と老 健で の 排泄 ケア の 実態 を調 査 し，考察 を加えた 。

そ の 中で 見え て くる も の はや は り，課題 にお い て も述 べ た よ うに排泄面で は，特 に も
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う少 し排泄 とかかわ れ る 人員が い れば ， トイ レ誘導 も随時交換 も可能で はな い か。

　最近はホーム ヘ ル パーの 研修生やボラ ン テ ィ ア も施設に多 くな っ て きて い る。そ の 人 々

を排泄 チーム に導入 し，で き る こ とを して も らうな どを考えて よ い の で はな い か。

　高齢者を支え る 人達が 人 間 に対 す る深 い 洞察力 と人間 愛に根ざ した価値観を持 っ て 介

護 に取 り組ん で い きた い も の で あ る。

　21世紀は 超高齢社会 に突入 し，ます ます要 援護老 人が 増加する。疾病の 予 防，介護予

防も腰 を据 えて 取 り組 まねば な らない 。

　今後，私達は 介護保険下 に おける排泄ケア の 問題 を引き続 き研究課題 に 取 り上げ，超

高齢社会に 向けて の 介護の あり方 を検討 し て い きたい 。

　付記

　本研 究は ，  富 山第
一

銀行奨学財 団の 研究助成金 を受けて 行 っ た も の の
一部で あ り，

深 く謝意を 表 します。

　本研究の 時期が 12年の 介護保険導入 の 前年度で あ り，導入 に 向けて 各施設は介護保険

一
次 調査，認定調 査等大 へ ん多忙な 時期で あ っ た に も か か わ らず，本調査 に 御協力頂 い

た 富山県 下 の老 人福祉施設，老人保健施設の 皆様 に 心か ら感謝 申し上げ ます 。

　また，本研究 を進め る に あた り，御指導頂 い た本学宮田伸朗教授 に深謝 い た します。
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