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（ 要　約　）

　カ リキ ュ ラ ム 改正 で は 、介護過程 の 教育時 間数 が 150時 問 に 規定 が され た。改正 以 前に は、介護過 程 の 教育時

間数 の 規定 は な く、30時 間 を 当て て 介護過程 の 展 開方式 を 教授 して い た 。そ こ で 、増加変更 され る授業内容 の 展

開に先 が け、現在行なっ て い る介護過程 の 教育効果を、学生の 介護過程展 開力 を も とに 測定 し評 価 した。結果 、

介護実 習 時 の 受 け 持 ち 対象 をモ デ ル と し た授業演習は 、対象の イ メ
ージ が描きやす く、介護過程展開方法を習得

す る た め に効 果 的な 教育媒 体 で あ っ た。ま た、介護 過 程展開記録 の 反復記載 を行 っ た 学習方法は 、学生 の ア セ ス

メ ン ト能力 の 向上 と介護過 程 の 展 開方式 を身 に っ け る こ とが で きた。し か し、　
・
部の 学生 に 対 して は、これ らの

教育方法 の 効 果 が 少 な か っ た の で 、今 後 の 教 授 方 法 へ 向 けた 課 題 を整 理 す る。
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は じめ に

　2009年度 より介護福祉 士 の 養成教育の 課程 （カ リキ ュ ラ ム ）が全面的 に改正 され る 。 改正 の 主旨は、

介護福祉士が介護サービ ス を利用す る高齢者や障害の あ る人 へ の 生活支援 に、新たな思想 と価値観 を持 っ

て ケア を行 な うこ とを期待する もの で ある。すなわ ち、人間 の 尊厳 の 保持 と幸せ の 追求を行 い 、自立 の

価値観に基 づ く生活支援 を視 野に い れなが ら教育を行な っ て い く。教育内容 は、「人 間と社会 」 「介護」

「こ こ ろ とか らだ の し くみ 」 の 3 領域に大きく分別 され、從来 の 必修科 目名 が 削除 された。また、教育

内容 ご とに 、 学校裁量 で 科 目編成をお こ な うこ と が で き る よ うに な っ た。「介護」 の 領域にお い て 重要

視 され た もの に 、介護過程 の 展 開能力 の 強化 が あ り、現在 の 養成課程 に お い て 規 定 され て い なか っ た時

間数指定 が 、150時 間の 演習 時 間 と し て 設 定 さ れ た。 こ れ は 、介護福祉 士 の 業務 が 、社会的 な妥 当性 と

科学的 な論理性 をも とに エ ビ デ ン ス （evidence ： 根拠）を 明 らか に す る必 要 が あ る こ とや、介護 の 必要

度を判断 （以降、ア セ ス メ ン トと呼ぶ）す る能力 と状況 を加味 し応用する能力 を求めた結果で あ る。

　しか し、教授 時間数 の 増加 は 学習内容 が 増 え た こ とに よ る もの で あ り、要点を し ぼ っ た教育が必 要な

こ とは 以前 と変わ り ない。そ こ で 、現在行 っ て い る介護過 程 の 30時間 を振 り返 り、介護過程 の 習熟度 を

分析 し、専門職業人 と し て 必 要 な ア セ ス メ ン ト能力 の 強化 を 図 る ア プ ロ
ーチ の 効果 を 測定す る。そ の 結

果を も と に 、今後 の 介護過程 の 授業展開 の 指 導方略 を模 索し 、 活用 で き る もの と充実すべ き学習内容を

明かにす る。
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1 ．介護過程 の 展開 シス テ ム

　介護過程 の シ ス テ ム を図式化 した （図 1 ）。 こ の 図に示 した よ うに、介護過程 は  情報収集 、  ア セ

ス メ ン ト、  介護計画立案、  実施 、  評価 の 五 段 階で表現され る が、介護福祉士が専門職 とし て の 質

を向上 させ る た め に は 、ア セ ス メ ン ト能力が鍵 とな る 。

図 1 ： 介護過程 の 展開 シ ス テ ム

　 ア セ ス メ ン トと は、知 り得 た情報 を介護福祉 士 全 員 が 共 通 理 解で き る ツ ー
ル を 用 い て 、同 様の 視点 で

判断する こ と も含ま れ 、エ ビデ ン ス をもとに介護の 方向性 を決 め る ポイ ン トとな る 。 ア セ ス メ ン トに は、

情 報 か らの 分析的判断だ け で な く、分析 し た バ ラバ ラ の 視 点を 「ひ と りの 人間」 に 再合成 させ 、そ の 人

の 状況 （パ
ー

ソ ナ リテ ィ
ー、生活 の 場、生活歴 、家族背景な ど）を加味 し、最もそ の 人 に 望 ま し い 介入

の 方向性 を導くま で の 過程 が含ま れ る。こ の 時 の 方 向性は、そ の 人個人 の ニ
ーズ も重要 に な る が、客観

視 した 中で 、そ の 人 に と っ て 何 が好 ま しい こ とか 、どん な リス ク か ら回避す べ きか な どの 優先順位を考

え介入 計画 に 持 っ て い く必要があ る。また、そ の 人 の 生 活 歴 や楽 しみ を も考慮 し、日 々 の 様 々 な過 ご し

方 の 中 に、そ の 人 ら し さが 維持で き同時 に 楽 しみ が持 て る ように思案 し、ケア 計画を 立 案す る．

　ケ ア 計画 の 立案で は 目標を掲げる が、そ の 人 に期待する言動や回避 し た い リス ク を意識 し た 目標 にす

る。目標は 、短期 目標 と長期 目標 を設定 し、短期 目標は評価す る月 目を 入れ期 日 を 切 っ て確認す こ とや 、

明 らか な評価基準 を 目標 の 中に 定 め る。長期 目標は 、 1 ヵ 月 か ら 1 年程度 の 期 間 で 目指す方 向性 の た め、
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多少抽象的な表現 に傾 く。計画 は、ケ ア 実施す る上 で、そ の 人 に合 わせ た支援 の 注意点や介入 の 技 を示

すこ と と、観察項 目で は そ の 人 の ケア 介入 以前の状況とケ ア後の状況 を比較で きる項目を羅列する。指

導内容 は、本 人 に 理解 して ほ し い ケ ア の 方 向性 とそ の エ ビ デ ン ス な ど、説 明 の 統
・・一

に 欠 か せ な い もの を

記載す る 。

　介護 の 実施 は 、計画 の 中 に あ る 手 段 手 法 を守 り実践 した行動 と相手 の 反応 を記載す る。そ し て 、評価

設定 口 に個 々 の 状況 を到達 目標 と照 らし合 わせ 評価 し、今後 の 方 向性 を確認 し計画修 正 をす る。こ れ ら

の
一

連 の 過程を、介護職員が共有化する こ と で 、介護の質の 向上また は保障をする こ とが で き る。

2 ．介護過程の授業展 開と実習の 関係

　介護過程 の 授業は、介護技術 の 授業時間 の
一

単元 と し て 教育 して い るが 、学習時期は介護実習H の 終

了 した後 2年 目の 前期 に実施 して い る。そ して 、介護過程 の 授業が終了 した の ち介護実習皿 を学習する。

また、介護実習は 段階的 に実施 内容を積み上げ て い くよ うに な っ て い る （表 1 ）。

表 1 ： 各段階の実習 目標

実習名 実　 習　　目　 標

介護実習 1 　介護実践の 場で あ る 老人福祉施 設実習を通 して 、実習施設 の 概要 を理解 し、利用

者 の ニ
ーズ と生活 環境 を知 り、介護者 の 役割 を考える こ とが で き る 。

介護実習H
　心身の 障害に起因 し た生 活上 の 支障を知 り、習得 し た介護知識 と技術を用 い て安

全安楽に配慮 し た 介護が で きる。関係職種 と の 連携 の あ り方を学び 、利用者の 生活

の 質向上 へ 向けて の 工 夫 を知 る 。

介護実習皿
　利用者 の 生活 ニ

ーズ を理解 し、介護 を展 開す る能力 を養 うとともに、自己 の 介護

観 を深 め る。地域に お ける施設の 役割を知 る。

　介護 実習 H は 、「心身 の 障害 に 起 因 した 生活上 の 支障 」 を実践 の 場 で 確 認 し、ア セ ス メ ン トの 視点 を

養 うため、4 週間 の 実習期間を設定 して い る。実習施設 は、「老人福祉施設 」 だけ で な く 「重症障害者 ・

児の 療養病院」 「身体 ・知 的障害者施設 」 加 え、介護の 対象 の 幅を増や して い る。 こ の 実習で は 、学生

一
人 に 承諾 の 得る 介護の 対象 （介護施設 で は 利用者 と呼ぶ）を受け持ち と して 決 め 、そ の 人 状況を気 づ

きで 表現 し ア セ ス メ ン トを意識 させ る。そ の Eの 対象 に合 わせ た介護 を行 う。同時に介護過程展開記録

に 対象の 状況 を書き、対象に 必 要な介護を考え る ア セ ス メ ン ト能力 の トレ ー
ニ ン グの 機会とする。

　介護実習 H の 介護実習指導 の 授業に お い て、介護過程展 開記録 （実習中は 、受け持 ち記録 1 ・H の 名

称 で 活用） の 意義 と記載方 法を説明す る。また、実習 中は実習巡回指導 の 時 間の 「一人当た り30分程 度

で 週 に 2 回 以 上 」 と い う規 定 に 沿 っ て 、現場指導 と記録指導 を 個別 に 行 う，

　介護過程 の 授 業 は 、介護実習 H の 終 了後に 計 画 して い る （表 2 ）。 授業構成で 工 夫 した 点 は 、授業の

導入 に お い て 対象を 明確 なイ メージ で とらえ るた め 、実習時 の 受 け持ち対象 をモ デル に用 い て 、数種 類

の 情報収集様式 （デ
ー

タ
ーべ 一ス 形式） を モ デ ル に 当て は め、ア セ ス メ ン トの 視点 を 確認 し た こ とで あ

一51 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Takada Junior College

NII-Electronic Library Service

Takada 　Junior 　College

高 田短 期 大 学 紀 要 第 27号

る。こ の 時、介護過程 展開記録 （受 け持 ち記録） を教育媒体 と して 活用 し、対象をよ りイ メ
ージ 化 しや

すい もの に し た。介護過程の 全体の構成因子 に つ い て は、因子 間の 関係や表記方法の説明 を行 っ た の ち、

練習問題 を用 い た学習を加 えた。講義 の 後半 に は 事例演習を取 り入 れ、紙 面 上 で 介護過程 の 展開を行な っ

た。

　介護実習皿 は 、 2学年 の 前期の 終了後に 4 週間実習を実施する。最終段階の 実習で あ り、　 「利用者 の

生活 ニ
ーズ を理解 し 、 介護を展開す る能力 を養 う」 こ とを課題 と し、介護過程の シ ス テ ム を 活用 し介護

の 対象 の 課題 を明 らかに し、介護介入 を計画的 に行 い 実施 ・評価する 。 こ の 段階 で は 、介護実習現場 の

担当教員 と学生指導者が介護過程展開記録を添削 し、学生 に個別指導を行 い 、介護実践 に繋げ て い る。

表 2 ： 介護過程の 授業案

授業の 対象が 持 っ て い る様 々 な生 活上 の 課題を明確 に し
、 その 課題を解決するための 展開する筋

到達目標 道を学ぶ。

授業 の 内容

第1回 懼 足事者と利用者の 関係と橘 建事者の 使命、介護過程の 活用方法

第 2回 介看隻過1i鋤 舌用の 禾U点と羊冓成要素

第 3〜5回 アセ ス メ ン トツール を活用した1青報収集  介護実習且受け持ち記録 （事例 を使用

＊ ICF ・KOMI チ ャ
ート・

教科書 （石野 著）

第 6 回 介護過程の 櫞成要素 （アセ ス メ ン ト、介護計画の 目標設定 と優％憾立の 決定 葛濁

第7回 介護過程の 樽成要素 σ薩 計画立案の繍 法）

第 8 回 介護過程研 黻 要素 げ磯 諦画立案の 記載、実施の記載方灘

第 9 回 介護過程の 構成要素 （介護計画の 実施の 言戯 実施後 の蓿平価の 記載か法1

第10〜14回 介護過程の 展開演習

第 15回 試験

3 　 研究方法

　1 ）調査研究

　　 期 間 ；平成19年 2 月 〜平成20年 10月

　　 対象 ：人間介護福祉 学科 学生　学生　39名 （有効数30名）

　　 方法 ： （1）介護過程展開記録 の 内容 精査

　　　　　　 介護 実習 llで 記載 した 介護過程展開記録 （1 回 目） と、授業 で の 事例 演習 で 記載 した 介

　　　　　 護過程展 開記録 （2 回 目）、介護実習皿 で 記 載 した介護過程展 開記録 （3 回 目 ）を そ れぞ

　　　　　 れ 、独 自で 作成 した介護過程 プ ロ セ ス の 評価 に 基 づ い て 実施す る （表 3 ）。評価 は 4 段階

　　　　　 で 構成 し、評価 の 視点は、介護過程 の 情報収集 か ら立案 し た 計画 ま で を10項 目で 設 定した。

　2 ）倫理 的配慮 ； 学生 へ 調査 の 主 旨を 口 頭で 説明し、記録の 監査を行 うこ とで個人的な不 利益 を避 け

　　　　　　　 　 る よ う配慮す る 事 を使 え、同意 を得た。
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　 3 ）結果

　　　  介護過程展開記録 の 1 回 目評価 の 状況

　介護過程 記 録 の 評価 は 、 1回 目 の 平均 が 1．76点 で あ り、「カ テ ゴ リー別 に情報収集が 出来 て い る 」 が

2．23点 と最 高点 で あ っ た 。 こ の 評価点 か ら介護過程 の 情報収集の 方 向性 は なん とな く理解 して い る状況

で あ っ た こ とがわ か っ た 。「情報 か らア セ ス メ ン トが 出来 て い る か 」 は 1．54点と、情報収集 し た内容 か

らの ア セ ス メ ン トの 導き出 し が 出来て い なか っ た。特 に 、ア セ ス メ ン トの 視点を記載す る場所 には、介

護介入する内容やケ ア 上 の 注意点 を書 くこ ともあ り、本来記載 して ほ しい 生活上 の 障害や そ の人の 持 つ

希望など を見 つ め て い るもの は少 な く、ア セ ス メ ン トの 記載量 も乏 しか っ た。

　　　　　　　　　　　　　　　　 表 3 ： 介護 過程 プロ セ ス の 評価

No． 評価 項 目 評匝点、 評価 の 基準

1
カテゴリ

ー
別に情報収集は出来て い る

か

・情報 収集は十分か

・対象に適した情報を収集して いるか

2 情報からア セス メン トが 出来 て い るか ・ア セス メン トを導く過程は根拠が明らかか

3 アセ ス メン トを統合出来てい るか

・ア セ ス メン トした内容を整理 し、まとめて い る

か

4
ア セ ス メン トの表現 は 対象に合っ て い る

か
・対象の 生活状態を正 しく表現して いるか

5 期待される 目標は 到達可能なもの か ・期待され る結果は判断 で きる表現 内容か

6 計 画 の 優先順位は 適 当 か ・
ケア 選 択 に 対する根拠 は あるか

7 観察計画は変化をフォ ロー出来るか ・観察計画 は対象の 変化をフ ォロ ー
出来るか

8 ケア 計画 は具体的か ・ケ ア は総合的で お互 い に 矛盾は しない か

9
ケア 計画 は対象 の 状況 に合致して い る

か

・
ケア は個別的な工 夫 や配慮 はされ て い るか

10
計画 はすぐに実行に移せ るように 立案

されてい るか

・計画 はそ のまま実践に移せ るようになっ てい

るか

評
価
基

準

4 ：出来て い る

3 ：ほぼ出来て い る

2 ：方向性は なん となく出来てい る

1 ；理解 に乏しい

総

評

　 「ア セ ス メ ン トを統合出来て い る か 」 は 1．49点で あ り、ア セ ス メ ン トが 出来 ない こ との 影響 か ら、ア

セ ス メ ン トの 統合 に 必 要 な内容 の 整 理 も 対象 の 状 況 か ら の 考慮も不 足 し、ま と め 挙げた 内 容 で 進 め る こ

とが 困難 で あ っ た。しか し、ア セ ス メ ン トを記載で きた学生 は 、ア セ ス メ ン トの統合の意味を考え、方

向性を 示す こ と が で きて い た。「ア セ ス メ ン トの 表現 は対象 に合 っ て い るか 」 で は L77点 で あ り、生活

状 況 を 具体的 に 示 し対 象の 状況 に 合 わ せ て 整 理 す る こ とが 必 要 で あ る が 、ア セ ス メ ン トし た内容 を抽象

化 し て お り対象 の 状況が漠然 とす る 傾 向 に あ っ た 。

　「期待 され る 目標 は 対象に 合 っ て い る か 」 で は 1．74点 で あ り、到 達 目標 の 表 現 方法 が 具 体的 で 評 価 で

き る 基準 （具体 的な数値 の 活用や対象か た の 反応） を設定する こ とが 出来ず にい た。「計画 の 優先順位

は適当か 」 で は 1．97点 で あ り、対象 の 抱 え る 生活上 の問題の 断面 に気づ くもの の 、全体像を とらえる こ

とが出来ず、実習中に助言を受け、そ の 人 の 状況を理解 し て い る状況 で あっ た。
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　介護計画 に つ い て は 、介入 計 画 と して の 具体的 ケ ア の 手 技や働 きか け方、注意事項 を含め た観察点 の

記載を求めた。 「観 察計画 は変化 を フ ォ P 一
出来 るか 」 で は、ケア 前後 の 対象変化を確認 す るた め に 必

要な項 目で あ り、こ の 内容 が欠け て し ま うと介護介 入 が介護者 の 思 い 込 み （主観） で 評価 を して し ま う

傾向に な る 。 また、「ケ ア 計画 は 具体的 か 」、「ケ ア 計画 は 対象 の 状況 に 合致 し て い る か 」、
「計画 が す ぐ

実行 に移せ るよ うに立案 され て い るか」 は、対象への 介護 の 方法 の 注意点や介助方法、そ の タイ ミン グ

（時間や回数） そ し て 目標 との 方 向性 の 確認をす る。例 え ば 、自立 を促 す ア プ ロ
ーチ を 行 う と 目標 に 掲

げて も、全面的な介助計画や本人 の 状況 を 配慮 して い ない 計画 を 立案する と介護介入 の 効果は期待で き

な い こ ととな る。これ らの 介護計画 の 内容評価 は、観察 の 視点が不足 し1．33点 で あっ たが、ケ ア の 具体

性や本人 へ の 配慮 に関 して の 方向性 は理 解 で き た 記載 で あ っ た 。

　  介護過程展開記録 の 2 回
・3 回 目評価 の 状況

〜習熟度の評価

　介護過 程 展 開 記 録 を 時期 （回 数） ご と に評価 し、10項 目の そ れ ぞれ の 平均値 を割 り出 し確 認 し た （図

2＞。 授業 を境に 、ア セ ス メ ン ト能力 と目標設定 の 仕方 ・計画 の 優先順位 ・対象 に合わ せ た計画 の 工 夫

に記載内容 の 向 上 と共に、相関関係 が 確認 で き た。

図 2 ： 介護過程展開の 項目別評価 （n ＝39）

　 1 回 目の 介護実習 llの 評価 平均が 1 ．76点で あ っ た の に 対 し、事例演習で は 評価平均が2．73点 に ま で 上

昇 し、著 し く伸 び が あ っ た。授業 の 効果 は 全般に み られたが、特 に 、評価 が 上 昇 し たも の に、「ア セ ス

メ ン トを統合で きて い る か 」 と 「期待 され る 目標 は到達可能な もの か 」、「観察計画 は変化 を フ ォ ロ
ーで

き る か 」、厂ケ ア 計画 は 具体的 か 」 が あげ られ る。

　授 業にお い て介護過程 の シ ス テ ム の 各項 目の 説明 と、項 目間 の 意味を意識 づ けす る と共に、様 々 な ア

セ ス メ ン トシ
ー

トを紹介 し た。また、介護実習 H の 受け持 ちをモ デル と し、自分 の 知 り得た情報を数種
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の ア セ ス メ ン トシ
ー

トに再分類 し、ア セ ス メ ン トの 視点を確認 しっ っ 、ア セ ス メ ン トカの トレー．・・＝：ン グ

を図 っ た。そ し て最後 に、紙面 上 の 事例 をも と に介護過程の 展開演習を行い 、記載 し た内容 の 確認 と記

述 方 法 を個別 指導し た。こ の 演習 を 取 り入 れ た 授業展 開 に よ り、学生 は 介護過程 の 展 開方式 を身に つ け

る こ とが で きて きた 。

　介護過程 の 計画立案 の 記述 に 関 し て は、授業後 「ほ ぼ出来 て い る 」 に 到達 し、介護実習皿 に お い て 指

導を受 けな が らも学生は 「出来 て い る」 の レ ベ ル まで 上 達した。計画 の 記載方法を理 解 した こ と に よ り、

実際の 実習場面 に お い て 対象に合わ せ た介護計画 の 立案時 に 、具体的 に 実施可能な レ ベ ル で の 計画記載

の 表現 で き た 。

　 3 回 目の 介護実習 IHで は評価 平均が2．95点 で あ りまた、 2 回 目の 授業後 の 介護実習 皿 で の 記録内容が

伸びた もの に 「計画 の 優 先順位 は適当 か 」、「観察計画は変化 を フ ォ ロ
ー

で き る か 」、「ケ ア計画は対象の

状況に合 致 して い るか 」、「計画 はす ぐに実行 に移 せ る よ うに 立案 され て い る か 」 があ る。こ の 結果は 、

介護実習の場で受け持ち対象の状況 を教員 と実習指導者が把握 し、介護過程 の 展 開記録 の 添 削や指導を

加 え、立案 し た計画 を確認 しケ ア 実践 に 臨んだ こ とで 、詳細な観察点やケ ア 方法お よ び ケ ア 時の 注意点

を確認 した こ とによる効果 で あ る。

　  介護過程展開の 個別評価の 状況

　介護過程の 展開力 を個別 に評価する と図 3 の ような状況 で あ る 。 全体的 にみ る と展 開記録 の 評価点 が

回数 と共に．．ヒ昇を示 して い るが、学生評価に変化 の な い 群 （A 群）「伸び の なか っ た 群」 が存在 した ，

図 3 ： 介護過程展開の個別評価 （n ＝ 30）

　 こ の 特徴的 な A 群 の
一

部 を 図 4 に 示 し た。A 群 は 、3 回 の 反復 記載 を 行 な っ て も、介護 過 程 の プ ロ セ

ス が理解出来な い か 、 また は 、記載すぺ き内容が思 い 付 か ない 状況 で あ っ た 。 個別 に ヒ ン トを示すこ と

も行 な っ た が 考え が ま とま らず、対象 の 状況説明を繰 り返 し誘導的に介護 の 方向性 を言葉 で 伝え、記録

す る 状況 が続 い た。
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　現場指 導者 か らも記載内容 の 指導 を受 ける が 、 指導者か ら 「どの よ うに し て教えた ら、解 っ て も らえ

る の だ ろ うか 。」 とい う声もあ っ た。こ れ らの 学生 は、対象 との 接 し方 にお い て 、自ら声 を掛 けて 行動

し た り、会話 （言葉 か け）を続け られ な か っ た り、指導者か ら の 指示 を 受 け て か ら行動す る とい っ た 反

応を示す傾 向が あ っ た。

4
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ゆ 一1回 目

・
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 介護実3
　 　 　 　 　 習 ∬

　 　 　 − agan2 回 目
・

2　 　　　　　 事例演
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　書幣
o
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鄭鰹鹸 塾

斗
一1回目

　 　 介護実
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　 　 介護実

　 　 習皿

4
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鼕謙 塾
図 4　 A 群〜介護過程展開 の 反復学習による習熟が乏 しか っ た学生

　 こ れ らの こ とか ら、介護過程 の 展開能力 を向上 させ る た め に は、介護過程の プ ロ セ ス や記載方法 の 理

解だ けで は なく、対象を理解 し よ うとす る姿勢やそ の 人 へ の 関心 を示す こ とで 観察内容を増やす こ と、

お よび生活全般に関する気づ きが あ る こ となど が、重要 で ある こ と が 明 らか にな っ た。気 づ きがで きれ

ば、必然的に情報収集 か らア セ ス メ ン トの 視点 が刺激 され 、実際 の ア セ ス メ ン トを記述出来る よ うに な

り、介護 の 方 向性 を考 え て い く方 向 に 学習が 進む 。 今現在 は 、 介護実習 H の 受持 ち対象をモ デ ル に活用

し、イ メージを掴み易 くす る方法 を取 り入れ て い るが 、学 生 が 実習中にそ の モ デル に興味 と関心 を持 て

る よ うな動機づ けを行い 、介護実習の 中で対象の 状況を把握する よ うな支援も行な う必 要 が あ っ た 。

　図 5 の B 群 は、介護過程 の 展開演習を反復 し 行 っ た結果 、介護計画 の 立案お よ び 展開が行えた 学生 で

ある。これ らの 学生は、最終段階で ある介護実習 皿 に お い て 自ら介護計画 の 立 案を行 い 、そ の 内容を添

削指導と修 正 を加 え る こ とで 、実施 お よ び 介護展 開 の 評価 ま で 実践 で き た。B 群 の 学生 は、授業前 の 介

護実習 H の 事前指導の 記録 の 記載説 明を受 け、情報を必要記載箇所 に 記入す る こ とが で き、授業時 に は

ア セ ス メ ン トシ
ー

トの 活用 の 仕 方を理解 し、ア セ ス メ ン トの 視点を身につ けて い っ た。ア セ ス メ ン トの

視 点 を 理 解 した B 群 の 学生 は、そ の 先 の 目標 設 定や ケ ア 計 画 の 立案に 至 る ま で の プ ロ セ ス で 戸 惑 うこ と
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な く、実践で きた。

　また、実習時 の 行動 も自ら対象 に声を掛け、ケ ア 面 で は 自分の 立案 し た介護 の 支援を実施する た め に、

指導者 の 協力 を得 て 実践す る姿があ っ た 。 また、不 明な点 に つ い て は 、教員や指導者に ア ドバ イ ス を 求

め るな どそ の 場 で の 対処 を行 う傾 向があ っ た 。

4
　 　 　 十 1回 目、
　 　 　 　 　 介護実3
　 　 　 　 　 習 旺
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釀靆 囈
図 5　 B 群〜介護過程展開の 反復学習 に よる習熟が あっ た学生

4 ．今後の 授業展開 に 向け ての 課題と指導の 在 り方

　介護 の 学科 目と介護実習 との 関係 は 、学内で 学習 した 知識 と技術を 実践 の 場 で 活用す る とい う形 で 連

続す るもの で ある 。 また 、 介護実習は 実際の 介護場面で 、自分 の 身に付 けたもの が役立 つ の か を検証す

る場 で あ り、学習の 成果 を測定 で き る。特 に、介護 過程 の 授業 と介護 実習の 内容 は 関連性 が深 く、対象

の 理解 とそ の 人 に 対 す る ケ ア の 方 向性 を 見極 め、実施 す る と い うプ ロ セ ス の 中 に、介 護 の 達成感や 喜 び

を見 い だす効果 も期待 させ る 。 学生 の 介護に対する 自信は 、介護実習の成果次第で変化す るもの で ある。

介護実習に お い て 、手 ごた え を感 じ られ実習 を終 えた学生 は、「介護が楽 しい
。 介護福祉 士 と して働 い

て い けそ う。」 な ど の 声 が あ り、表情も行動 も自信に 満 ち て い る。こ の 自信 の 裏付け にな るもの が
、 介

護 過程 の 展開 で あ り、対象 の情報収集か ら始ま り、そ の 人 に あ っ た 計画 の 立案と実施 ・
評価ま で の 過程

を紙面で 確認す る こ と で 、確 か な形あ る 介護 に な る。

　 こ の よ うに綿密な関係 の ある介護過程 と介護 実習 で はあるが、改正 カ リキ ュ ラ ム に お い て は 、 下記の

よ うな点 で 、介護過程 の 授業展開に 注意が必 要 とな る。

　 1 ，介護過程が独立 した 枠組 み とな り、教授 時間が増 えた。

　　 ＊ 介護過程 の 基盤 に な る介護 の 目的
・
対象 ・

方法 を しっ か りと教授 し、ア セ ス メ ン トツール を活用
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　　し多種多様な状況や対象 へ の介護介入 が で き る介護福祉士を養成する 必 要があ る 。 特 に、介護提

　　供場面 で エ ビ デ ン ス を持 っ た行動 が取れ る こ とや ア セ ス メ ン トで きる能力 の 育成 が重要 な鍵 とな

　　る。

2 ．介護の 場 の 設定が 、明文化 され た。

　＊ 介護実習 （1）と介護実習 （且〉 の 施設 が 明 文 化 され 、実習に 地 域 （居宅） を 含 む 広範囲 な施 設

　　の 設定を行 い
、 介護の 中に家政 （家事） を統合 し、介護 支援 と して 提供 して い く必要があ る 。 す

　　なわち、介護過程 の 展開が施設 内だけで な く、様 々 な場所 と条件 下で 立 案 し実施す る能力 の 強化

　　が 必要 に な っ た。

　 こ の 内容 を教授 す る た め に介護過 程 の 演習 の 授 業 に お い て は 、基本概念 か ら多彩 な場 面 と 状 況 を 設 定

した事例演習が必 要 とで あ る 。 また、授業 の 導入場 面 に お ける学生 へ の 意識 づ けに は、実際 の 人物 の 活

用 も考慮 し考え て い くべ きで あろ う。そ の 他に、前に述べ た よ うに コ ミ ュ ニ ケー
シ ョ ン 能力や行動性 の

乏 しい 学生 に は 、入学早期 よ りの 人 間関係 能力 の 向 上 を 図 る 支援を 行 い 、実習に 臨 ま せ る こ と が 授業前

に 必 要 とな る 。

おわ りに

　介護過程は 、介護を学問と し て 高め て い くた め の 明文化 の 作業の ひ とつ で あ る。明文化 した介護の 展

開 は 現 象 で あ り、多 々 の 現象 か ら抽象化 し た 介護 の 基本概念 が 誕 生 す る もの と 考 え る 。今 回 は 、介護過

程 の 授業展開 に視点を 当て 、授業効果 の 評価を行 っ た が、介護 の 質を向上 させ 保障する た め に欠 か せ な

い もの として 今後 も学生に指導 して い く必要 が ある。
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