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　In　recent 　years ，

　with 　the 　con 血 uing 　ageing 　of 　society ，　the　number 　Qf 　users 　of 　the 　nursing 　care 　insurance　system 　has　been

increasing　in　Japali．　Under　the　system ，　home 　helpers　play　a　centra 工role 　in　home 　care 　for　the　elder 且y　at　home 　and 　provide
them 　w 廴th　drug　administration 　and 　other 　services ．　To 　prornote　the　proper　admlnistration 　of 　drugs　for　tbe　elderly ，　we 　de−

signed 　an 　educational 　intervention　for　home 　helpers　under 　which 　they　gain　a　basic　understanding 　of　drug　therapy　through

pha1  aceutical 　study 　Ineetings 　orgaltized 　by　us ，　Six　study　meetings 　were 　held　between 　March　and 　August　2007，　with 　3　dif−

ferent　lectures　delivered　twice　at　each 　meeting ．　The　study 　meetings 　were 　attended 　by　 131　people　who 　included 　a　small

number 　of 　repeat 　Pεしrticipants ．

　We 　conducted 　a　questionnaire　survey 　of．the 　participants　to　evaluate 　the　leaniing　effects 　and 　benefits　of 　the　study 　meeting

curriculum ．　The　results 　revealed 　that　the　home 　helpers　had　a　favorab］e　impression　of　the　study 　meetings ，　Maliy 　of 　thel皿

found　the　lectures　easy 　to　comprehend 　and 　beneficial　foエ the廿 work ，　and 　they 　increased　their 洫 terest　in　gaining　knowledge

of 　phar1皿 aceuticals．
　This　kind　 of 　educatiollal 　intervention　 could 　 aid 　home 　helpers　 in　 understandlng 　 lhe　 importance 　 of 　 supportive 　 ca エ e 　based

on 　accurate   owledge 　in　administering 　mediGlncs ，｛md 　motivate 　them 　to　lealn　morc 　about 　pharma じe就 icals．

Key　 words
−

proper　adrnjnistration 　oi
’
　drugs，　educational 　intervcntion，　home 　helper，　elderly ，　questionnaire

緒 言

　近 年わが 国で は高齢化 が 進み ，介護保 険の 利用者 は大

幅 に 増加 して きて い る．平成 17年度 の 介護保 険利 用者

数 は，介護保険法 が 施行 さ れ た 平 成 12年度 に 比 べ 2．2

倍 の 増加 と な り，
そ の うち 居宅 介護 サ ービ ス の 利用者数

は 251 万人 と約 2，6 倍 の 増加 と居宅介護 サ
ービ ス を 中心

と し た サ
ービ ス 利用 が 急速 に 拡大 さ れ て い る の が 伺 え

る
1〕，こ う し た状況 の 中 ， 店宅介護サ

ービス の 中心 的役

割 を担 う訪問介護員 に対す る期待 は大 きい と い え よ う．

わ れ わ れ は，居宅介護サ
ービ ス を利用 して い る 在宅高齢

者 に 頻繁 に 直接 的な ケ ァ を提供 して い る 訪問介護員の 存

在 に 着 目 した，こ の 訪 問 介護 員 に対 し，薬学 的 知 識 に 関

す る教育的介入 を 行う こ とで ，正 しい 知 識 に基 づ い た服

薬介助 が 実践され，そ の 結果，在宅高齢者 にお け る医薬

品適正使用 の 推進が図 られ る と考 え た．

　わ れ われ が 平成 18年 に実施 した ，訪 問介護員 を対象

と した 服 薬介助実態 調 査 に お い て
2），訪 問 介護員 は さ ま

ざ ま な 服薬介助を行 っ て い る こ とが わ か っ て い る．ま

た
， 医薬品 に つ い て 関心が 高 く， 薬物治療 に 関す る知識

の 必要性 を感 じて い る が ，学習 の 機会 に 乏 しい 状況 に あ

る こ と も判明 した．

　 と こ ろ で
，

こ の よ うな訪問介護員 に おける服薬介助 に

関す る 調査 に つ い て は，他 に も報告 は 見受け られ る
’…T｝．

しか し，そ の 後 の 教育的介入や 支援 を 実施 した 報告は 少

＊
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ない ．わ れ わ れ は ，在宅 高齢者 に お ける 医薬品適正使用

の 推進 を 目的に，訪閙介護員 を対象 と した薬学的知識 に

関 す る教 育的介入 を 実施 した ．本報 で は ，そ の 実施 方

法，な ら び に ア ン ケー
ト調査 に よ る 学習効果 の 評 価 な ど

に つ い て 報告す る．

方 法

1． 教育的介入 の 方法

　集合研修形式 に て 講義中心 の 学習会を1瑁催し た，

　対象 ：千葉県内の 12rliMr村 に て 訪問介護事業 を展開

し て い る 宙 業 所 58 カ 所 に 学習会開催 の 案 内状 を 送付

し，参 加 口∫能 な 訪問介護員 を対象 と し た ．な お，事業所

を 選定す る際 に ， 独立行政法人福祉医療機備の 運営す る

ワ ム 不 ッ ト（http：〃 www ．wam ．go ．］p）に 登 録 され て い る 事

業所情報 を参考 に した．

　学習会 の カ リ キ ュ ラ ム ：学習者の P 標，す な わ ち 学習

会の 狙 い と して ，  正 しい 知識 の 習得，  学 習 の 必 要 性

や 重 要性 に対す る 認識 の 向 E
，   ．自己学 習 へ の 意欲 の 向

1切 3 項 目 を掲げ た．次 に学習方略 と して，ス ラ イ ドに

よ る プ レ ゼ ン テ
ー

シ ョ ン を 中心 に，ワ
ーク シートを 活用

し た学習 者参加 型 の 講義 を 1テ
ー

マ ，1 ［ul　90 分 に て 実

施した ．また，一
つ の テ

ー
マ で 2 度 に わ た っ て 開催 した

（表 1）．な お ，講師 は 毎 回 同
一
汰 物が 担 当 した．

2． 教育的介入 の 評 価

　学習会に参加者 した 訪問介護員 を対象 に ア ン ケ
ー

ト調

査 を実施 した．学習会その もの に 対す る 参加者 の 評価 と

し て ，学習会 の 受 け入れ や す さ に 関す る 質 問 （問 1〜6）

と，参加者 の 自己評価 と して，学習会 の 教育的効果 に 関

す る 質 問 （問 7〜ID を 設 け た．ま た，学習会 に 対 す る 意

見 や 感想 を記 入 す る 自山同答欄 を 設けた．い ず れ の 質問

も 4 段階 の 評定尺度 に て 1可答す る 形式 と した．また，自

山囘答欄 を設け ， 学習会 に対す る 意見 や 感想 を記 入 して

もら っ た．集計結果 は ，講義 テ
ー

マ ご とに Part　1 とPart

2 を合算 し，各質問 の 評 価値 の 割合 を グ ラ フ 化 した．第

1〜3 回 ま で の 3 群 問 で の 分布比 較で は κ
2
検 定 を 実施

し
， 有意差判定 は 5％ 有意水準 と し た．

結 果

1， 学習会 の 開催

　学習会 は n ［画通 り計 6 回 開催 す る こ とが で き，第 1 回

か ら 3 回 に か け て 参加者数は減少傾向 を示 して い る もの

の ，の べ 131 名の 参加者 を得 た．学習会 の 参加人数 お よ

び リ ピー
タ
ー
数を表 2 に 示 した，同 じ人が複数厠参加 し

て い る，い わ ゆ る リ ピー
タ
ー

の 存在 も確認 され た．

2， ア ン ケ
ー

ト結果

　学習会第 1 回 で は 54 名，第 2 回で は 40 名 ， 第 3 回で

は 36 名か ら ア ン ケートを 回収 した．回収率 は それぞ れ

98％，100％，100％ で あ っ た．

　勉強会 の 受 け人れや す さに 関す る質問（問 1−−6）の結果

を 図 1 に 示す．各回 と もい ずれの 質 問 に お い て も 「4 ：

強 く思 う」，「3 ：や や 思 う1の 回答 の 合計が 全体の 90％

を超 えて お り，学 習 会 は参 加 者 に受 け 入 れ や す い もの で

あ っ た こ とが わ か っ た．問 2 「学習会 の 内容 は わ か りや

す か っ た か 1の 質問 に ，「4 ：強 く思 う」 との 回答が各回

と も 70％ を超 えて お り， 訪問介護員 に 対 し薬学的知識

をわか りや す く提供 で きて い たと考え ら れ る 絆1果 で あ っ

た．問 5 「参加 し て よ か っ た」お よ び 問 6 「次 回 も参加

した い 」の 質問 に対する 「4 ：強く思 う」 の 回答 が ，い

ず れ の 回 に お い て も 70 ％ を超 え て お り， 参加者 の 満足

度 が 高か っ た．ま た
， 自由解答欄 で は ，よ り具体的 な 服

薬介助 の 説明 を求 め る意 見や ， 「次 回 開催 予 定が あ れ ば

また参加 した い 」 や ，「学習 会 の
一

時間
L

トと い う時間が

あ っ とい う問で あ っ た」 とい う意見も多くみ られ た，

　次 に ，学習 会 の 教育的効果 に 関す る 質問（問 7〜11）の

結果 を図 2 に 示す．問 7 「今後の 業務 に 役立 つ と思 う」

表 2．学習会の 参加著人数 とリ ピ ー
タ
ー
数

擁麟 鯵鷺“，”砕鍵
“ 驪 1靉

Part140 入
第 1 回

Part215 入

Part130 人 14 人 （46．7％ ）
第 2 回

Part210 人 4 人 （40．0％）

Part ］ 15 人 7 人 （46．7％）
第 31司

Part221 人 12 人 （57．1％ ）

合　計 （の べ 人数） 131 人 37 人

リ ピータ
ー

数 ：参加者 の うち過去 に 1回以上 参 加 して い る 人数

表 1．学 習会 の ス ケ ジ ュ
ー

ル と講義テ
ー

マ

澱 織 三塚 艪雛戯 職 き麗
’
出 惚 遡 築 毳蒸 ・熱 翹 畿筆，；撫 遮 黛

Partl2007 年 3 月 11 円 （日）
第 11可

Part22007 年 4 月 21 円 （十）

服 薬 介助 で注 意 しな け れ ば な らな い

こ と、薬 の 扱 い 方 の 基本知識

Part12007 年 5 月 20R （日）
第 2 回

Palt22007 年 6 月 17 凵 （凵）

い ろい ろ な剤形 の 止 しい 使い 方、桑

物闇お よ び飲 食物 との 相互作用

Part12007 年 7 月 21 目 （上 ）
第 3 回

Part220 〔｝7 年 8 月 4 日 （土）

高齢者 で よ く用 い られ る薬の 作用、
副作用
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間
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間
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問

問
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間

間

O ％　　20％　　40％　　60％　　80％　100％

■4 ：強 く思 う　　　 驪 3 ：や や 思 う

飜2 ：あ ま り思わ ない 口 1 ：強 く思 わな い

図 1．学習会の 受け入 れ や す さ に 関 する 質問 の ア ン

　 　 ケ
ー

ト結 果

　　 第 1 園 ：n 二54，　第 2 回 ：n ；40，
　 　 第 3 圓 ；n ＝36，無効 回答 除 く

問 7．今 後 の 業務 に 役

つ と思 う

問 8．日常 業務 での 不

が 取 り除 けた

問 9．医 薬 品 に 関 す

習 へ の 興味
・
関心 が増

た

問 10．今 後 も服 薬 介

に つ い て勉 強 してい

と思 う

問 11．わか らな い

が あ っ た ら薬剤師 な

専門家 に 聞 こ う と思

0 ％　　20％　　40％　　60％　　80％　100％

■ 4 ：強 く思 う　 　 　 團 3 ：や や思 う

飜2 ：あま り思 わない 口 1 ：強 く思 わない

図 2．学習 効 果 に 関す る質問 の ア ン ケ
ー

ト結 果

　　 第 1 回 ：n
＝54，第 2 回 ：n

＝＝40，
　　 第 3 回 ：n ＝36，無効 回答除 く

の 質問に 対 して ，各回 と も 「4 ：強 く思 う」お よび 「3 ：

や や 思 う」 の 回答 で 占め られ て お り， 学習会直後 にお け

る 教育的効果 は高 い もの と推測 され た．問 9 「医薬品 に

関 す る 学習へ の 興味
・
関心が 増 し た」お よ び 問 10 「今

後も服薬介助 につ い て 勉強 して い こ うと思 う」 の 問い に

お い て は，「4 ：強 く思 う」 と の 同答 だ け で も概 ね 50 ％

を超 えて い た．問 11 「わ か ら な い こ とが あ っ た ら薬剤

師 に 聞 こ う と思 う」 の 問 い に 対 して は，「4 ：強 く思う」

と の 回 答 が 各 回 と も 60％ を超え て い た ．しか し，問 8

「冂常業務 で の 不安 が 取 り除 け た 」 の 問 い に 対 して は，

「4 ：強 く思 う」 との 回答が 各回 と も他の 質問 に比 べ 低 い

割合 を示 し， 学習会 に よ る不安の 軽減 に は 十分 な 効果が

得 られなか っ た．また，各問い に おける 3 群問，す な わ

ち第 1 回 か ら第 3 回 で の 「4 ：強 く思 う」 との 回答 に 有

意差 は み られ ず，学習会 の 講義 テ
ー

マ に よる結果 の 違い

は見受 け られ な か っ た，

考 察

　以前われ われ が実施 した，訪問介護員を対象 とす る服

薬介助実態調査 に お い て ，服薬介助 の 経験が あ る と 回答

し て い る 訪問介護員 が多数で あ っ た
2，．し か し，そ の 介

助行為が 薬学的 に 正 し い 知識 に 基 づ い て 行 わ れ て い る か

は 不 明 で あ る ．ま た ，少 数 で は あ る が
， 医 師法 第 17

条，歯科医師法第 17条お よ び保 険師助産師看護 師法第

31 条の 解釈 につ い て の 通達
s｝に ある介護職 に許 さ れ る 医

行為 の 範疇 を超え て 服薬介助 を行 っ て い る例 もあ っ た．

と こ ろ で 本来，在宅高齢者 の 医薬品の 適 正使用 を推進す

る の は 地域薬剤師の 役割で あろ う．す な わ ち在宅薬剤管

理 指導や 居 宅療養管 理 指導の 充実 を図 る こ と が 先決 で あ

る．しか しな が ら，こ れ らがすぐに満足 され る 状況 に な

る と は言 い 難 く，訪問介護員 な どが高齢者宅 で 薬剤 の 管

理 や 服薬介助 を行 っ て い る の が 現状 で あ る、こ の よ うな

管理 や 介助行為 を正 しい 方法で 行 う とい う考 え に 立 ち，

訪 問 介護員 の 教 育支援 を実 施 す る の も医薬 品 適正 使 用 推

進 の
一

つ の ア プ ロ ーチ で あ る と考え られ る．医薬 品 の 適

切 な 使用 に 関す る教育的介入 を行うこ と は，訪問介護員

が 正 しい 知識 を身 に付 け，正 しい 手技 に よ り服薬介助が

な さ れ，そ の 結果，在宅高齢者 に お ける 医薬品 の 適 正 使

用が推進 される こ と を期待 し た取 り組 み で あ る，

　今回われ われ は，訪 問 介護員へ の 教育的介人 を 「集合

研修式 の 学習会」 とい う形 で 行 っ た，ま た，学習会 を評

価 す る た め に
， 参加者 を対象 と した ア ン ケート調査 を実

施 した，その 結果 ， 学習会 は受け入れや す い もの で あ っ

た こ とが伺えた．訪問介護員自身が独 自に 学習 の 機会を

設け る こ とは 難 しい
一
面 もあ り，学習会 な どの 集合研 修

へ の 参加 とい う形 は受け 入 れ や すい もの で あ っ た とい え

る．参加者数 に お い て は 減少傾 向に あ っ た が ，リ ピー

ター一
数 の 割合 は減少 して お らず ， 次回 も参加 した い と強

く思 う参加者 が 70 ％ を超 えて い た 結果を裹付 け る もの

と考 えられ た．学 習 会 の 教 育 的 効果 の 評 価 に お い て，

「医薬品 に 関 す る学習 へ の 興味
・
関 心 が 増 し た 」お よ び

「今後 も服薬介助 に つ い て勉 強 し て い こ うと思 う」 の 問

い へ の 結果 か ら，参加者の 学習意欲 を向上 させ る効果 が

あ っ た と考え られ た，また，「わ か らな い こ と が あ っ た

ら 薬 剤 師 に 聞 こ う と 思 う」 の 問 い に 対 して ，「思 う」 と

の 回答 が 多か っ た こ と よ り，講 義 を聞 き，医 薬 品 や そ の

使用 に 潜 む 危険性，正 しい 介助 行為の 重要性 な ど を再認
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識す る こ とで ，専 門 家 を頼 る こ との 必 要性 を感 じた もの

と思 わ れ た ．しか し，医薬晶 の 取 り扱 い に 関す る 正 しい

知 識 を学習す る こ と で
， 普段 の 服薬介助 に お ける 不 安 を

取 り除 くこ とが 可 能 で あ る と思 わ れ た が ，逆 に i こ れ ま

で 十分な知識 に基 づ い て行わ れ て い た とは 言 い 難い 服薬

介助行為 に対 し，改 め て 自分 た ち の 行為に リ ス ク が伴 う

こ とを認識する に至 っ た こ とで，不安が 助 長 され た もの

と考え られ た，

　 ア ン ケ ート結果 を 総括す る と，多 くの 訪問介護員 が，

学習効果が あ り， 医薬品 に 対す る 学習 の 興味 ・関心 が 増

し，今後 も学習 して い こ うと思 うと い う回答結果 を示 し

て お り，薬学的知識 の 充足 の み な らず学習会参加 に よ る

学習 の 動機付 けが な さ れ た と考 え ら れ た．した が っ て ，

  正 しい 知識の 習得，  学習 の 必要性 や 重要性 に対す る

認識 の 向上 ，  自己 学 習 へ の 意欲 の 向上，とい う学習 会

の 目標 は 概 ね 達成 で きた と思 わ れ る．しか し，今 回 は参

加者の 主観的 な 評価 で あ り，知識量 の 増加 や 実際 の 学習

行動 の 変容 を客観的 に，か つ 継続 して 評価す る必要性 が

あ る．ま た，訪問介護員 に お ける 服薬介助行為 の 質 の 向

上 と高齢者 に お け る 医薬品適正使用 の 推進 につ い て の 直

接的な関係性 を調 べ て い く必要 があ ろ う．しか し なが

ら，こ れ まで 薬 学 的 知 識 に 関 す る学 習 の 機 会 に 乏 しか っ

た 訪問介護員 に対 し，本学習会 の よ うな場 を提供す る こ

とは
， 訪問介護員 の ス キ ル ア ッ プ な ら び に 在宅高齢者 に

おけ る医薬品適正使用 に 向けた 新 た な
一

歩 に な りうる と

考えられた．
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