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Ｌはじめに

平成２０年９月現在、日本における精神病床数は348,121床（厚生労働省医療施設動

態調査）、精神病床における一日平均在院患者数は316,402人（厚生労働省病院報告）

と報告されており、病院総数の20.0％を占めている。また精神障害者の平均在院日数

は３１０８日と世界の中でも最も長く、精神科病院入院患者数の内訳は入院期間１年未

満の入院が最も多く、次いで入院期間１年以上５年未満、１０年以上、５年以上１０年

未満の順に少なくなっており、入院期間1年以上５年未満と５年以上１０年未満、入

院１０年以上の入院患者の割合は６割を占めており、まだ入院１年以上の長期入院予

備軍ならびに入院５年以上の長期入院患者が多く存在している。一方、平成１７年度

現在、精神障害者の入院、外来患者数をみると入院患者が３５．３万人であるのに対し、

外来患者数は267.5万人であり、また同年の患者調査によると精神障害者数ならびに

外来患者数は急激に増えてきている。入院患者では、統合失調症が最も多く、ついで

認知症、気分障害となっている。また外来患者では、気分障害患者が最も多く、つい

でストレス関連`性I潭害、統合失調症の順になっている。これらの統計の結果から、精

神科の入院患者数ならびに患者の平均在院日数は少なくなっているが、世界との比較

ではまだ多く、入院患者の約６割は長期入院予備軍ならびに長期入院患者である。さ

らに、精神疾患の病像が変化し、ストレス関連'性障害や気分障害をもつ患者が増え、

また重複診断や人格障害・発達障害などの障害を併存する患者も増えてきており、様

々な治療の組み合わせが必要となってきており、精神科医療において多様な治療やケ

アが必要とされている。

一方、日本においては医師不足や医療の地域格差が社会問題となり、全国的に医師

養成数の増加、医療における多職種間での役割分担やチーム医療の推進が叫ばれてい

る（厚生労働省医政局発第1228001号，2007）。そのような中、看護においては看護

系大学院を修了し、所定の経験を経て、日本看護協会の認定を受けた専門看護師

（CertifiedNurseSpecialist,CNS）やある所定の訓練を受けた看護師（認定看護師

など）の裁量範囲の拡大に焦点があてられるようになってきている。専門看護師とは

ケア困難な患者への直接ケア、治療スタッフへのコンサルテーション、病院や病棟の

ケアの質を高めるための教育、ケアの質を改善、維持していくための研究、倫理的問

題が生じた場合の倫理的調整機能を有しているが、その活動の仕方は施設によって様

々である。現在、日本の医療状況において専門看護師を含む高度看護実践家の裁量範

囲の拡大および裁量権の獲得に関する論議が、日本看護系大学協議会、日本学術会議

健康・生活科学分科会、日本専門看護師協議会や日本看護系学会協議会を中心として

検討され、多職種とも協議が始められている。特に精神看護においては、重症な精神

障害者の退院支援や地域生活支援を行うためのケア･マネジメントにおいて中心的役

割を担うことが期待されている（太田，2008）。

そこで、本事業においては、退|院後すぐに再入|院を繰り返す精神障害者ならびに長

期入院予備軍に対し、海外でも有効とされている集中包括型ケア･マネジメントを実

施し評価を行った。すなわち外来看護師と精神看護専門看護師をケア・マネージャー

とし、ケア･マネジメントチームを構築し、医療と福祉ならびに病院と行政の統合を

目指した集中包括型ケア･マネジメントを展開し、その評価を行うことを目的とした。

本事業は、精神病院を退院後すぐに再入院するもしくは長期入院患者予備軍を対象

とした医療やチームの在り方を検討するための貴重な資料となるだろう。
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Ⅱ文献検討

１．ケア・マネジメントの定義

ケア・マネジメントとは、地域社会の中で、サービスを提供する際に、利用者の生
活全般にわたるニーズと公私にわたるさまざまな社会資源との間にたって、複数のサ

ービスを適切に結びつけ、調整をはかりつつ、包括的にサービス供給を確保する機能

である。仲介型やリハビリテーション型、ストレングス型、臨床型など多様なタイプ

が存在する。その中でも、1970年以降､海外では精神|境害者のニーズを充足し、再入院

や再燃を繰り返す精神障害者を対象に､地域生活促進のための地域生活支援体制である

インテンシブ･ケア･マネジメント(lntensiveCareManagement,ＩCM,または集中型包括型ケ

ア・マネジメントとも表現される）が発達してきた。近年ではCommunityBasedCase
Management(以後,CBCMと呼ぶ)と呼ばれている｡ケア･マネジメントとは、地域で生活する精

神障害者が様々な形で提供される医療や各種の社会的文援を､そのニーズにそって継続
的･総合的に利用できるように援助することを目的としており、ケア･マネジメントはアメリカ合

衆国では1980年代以降に発達し､病院から退院した精神障害者に対し､病状と患者のニー

ズに応じて､ケアを|新片的に提供するのではなく、身体的、心理的､社会的側面から総合的

に多職種によって提供する地域ケアシステムの一つである。

２．ケア・マネジメントの効果と課題

Kentらは、再入院してくる精神障害者50名を対象に、その原因を分析する中で、再

入|院の原因としては、病気の否認、服薬中断、対人関係のコントロールがうまくい

かないことが最も大きな原因になっていることを報告している（Kent，1994)。これ

らは、精神障害者の再入院や治療中断に関する原因分析であり、この原因を断ち切る

ためにケア・マネジメントが重要であることが指摘されているが、あくまでも後方視

的研究であり、因果関係を明らかにできたとはいいがたい。

Craigらは、地域生活を始めて901三|未満で再入院してくる精神障害者へのケア・マネ

ジメントの内容を分析し、特に|章害者が退院する時のプログラムの存在及び退院計画

が検討されてからの退院かどうかが最も関連していると報告している。さらに、Craig
らは、２年間に渡るケア・マネジメントの研究を行い、その中で、ケア・マネジメント

を受けた群の再入院率は、有意に低く、入院日数も有意に少なかったことを報告して

いる(Craig,1995)。しかし、その一方で、Sandsらは、インテンシブ・ケア・マネジメ

ントと伝統的なケア・マネジメントを比較するための準実験研究を行い、再入院率に

は有意な差がなかったことを報告している（Sands，1994)。
これらの結果は、病院の利用状況を評価指標とした場合のケア・マネジメントに関

する研究であるが、これらの研究結果からケア・マネジメントの有無、ケア・マネジ

メントにおけるスタッフとの接触頻度、入院中からの退院計画の有無が、精神障害者

の再入院率に関連があることを明らかにしている。さらに、ケア・マネジメントを特

に必要とする|境害者の特徴としては、過去の犯罪歴、病気の否認の度合い、対人関係

のコントロールの問題、服薬中|折が挙げられていた。

３．インテンシブ･ケア･マネジメントのもたらす効果

さらに、Champney,Ruffolo,Francis,Shemらは、精神|境害者のケア・マネジメントと

精神症状、セルフケア能力の関係、について比較を行っている（Champney，
1992;Ruffolo，1994;Francis，1995;Shem，1994)。Shemは、５年間に渡るテンバーでの

精神障害者541名へのインテンシブ・ケア・マネジメントに関する縦|釿研究を行い、サ

ービスを受け始めて3年以上経つと精神症状が有意に低くなっていたことを報告して
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いる(Shem,1994)。さらにRuffoloらは、219名の重症精神障害者へのケア・マネジメン

トを行い、縦断的に評価した結果、セルフケア能力が向上したことを報告している

（Ruffolo,1994)。これらの研究は、ケア・マネジメントを受ける期間とサービスその

ものの存在が、地域で生活をする精神障害者のセルフケアの能力と症状を改善するこ
とを示している。

また、Francisらは、４４６名の精神|環害者へのケア・マネジメントに関する満足度

を調査し、ケア・マネジメントを受けている障害者の満足度が有意に高く、ニーズが

満たされていると感じていたことを報告している。すなわちケア・マネジメントの存

在は、単に再入院率を低下させるだけでなく、障害者の満足度を高めていた(Francis，

1995)。さらに、宇佐美らは精神障害者へのCBCMの成果に関する研究を行い、CBCMが退

院後すぐに再入院を繰り返す患者の病状の改善、再入院回数の減少、救急室の使用頻

度の減少、薬物依存の改善、ケアへの満足度を高めることを報告している（宇佐美

ら,2004）。

しかし一方､CBCMは精神障害者の退院後半年から１年間､精神障害者への危機介入、

カウンセリング、病状への支援などを行うが、スタッフの担当症例数が多く、また明

確な介入基準がなく、また提供される期間が限定され治療チームの障害者への直接ケ

アが少ないことから、精神障害者の再入院率の増加(回転ドア現象)、地域での生活期

間の短さが問題として指摘されるようになってきた

（Drake,Ｒ､Ｅ，2003;Preston,几Ｊ,2000）。そして、CBCMでも地域生活が促進されない

精神|境害者には、AssertiveCommunityTreatmeI1t(ACT)と呼ばれるケア･マネジメント
が実施されるようになった。

４．AssertiveCommunityTreatment(ACT)のもたらす効果

ACTは1972年にアメリカのウィスコンシン州において､重症な精神障害者の退院文援なら

びに地域での生活支援を目的として実施されはじめた地域生活支援のための支援システム

で､ケア･マネジメントの一部であり、日本においては包括型地域生活支援プログラムと||平ば

れている。重症な精神障害者とは1年間に２１回１以上の入院、社会的機能においてGAF

(GlobalAssessmentoftheFunctioning,社会的機能評価)が35以下､３５歳未満の場合

GAF30以下で重複診断を有する患者を対象とするものである。海外においては､ACTが重症

な精神障害者のセルフケアや病状を改善し､精神障害者の地域での生活を定着させ､障害

者のニーズをみたし生活の質を高めることが報告されている（大島，２００３；志井田，

2004;Bon｡,Ｒ,０，２００４)。ACTは上述した重症な精神障害者を対象とし､看護師､精神保健

福祉士、臨床心理士､作業療法士､職業カウンセラー､精神科医など多職種によって構成さ

れるチームであり､集中的なサービスが提供できるよう－人の患者につき10人程度のスタッフ

からなるチームで構成されるが、サービスの質を保つため、一人のスタッフが10名以上の患

者を受け持つことができないことになっている(A11eness,Ｄ,2003;西尾,2004)。さらにチー

ムのスタッフ全員で－人の患者のケアを共有し､医療､看護､福祉サービスのほとんどをチー

ムが責任をもって直接提供し､サービスの統合性と継続性をはかり、１週間に3回以上訪問を

行い、１日２４時間、３６５日体制で危機介入にも対応し、患者の病状管理のみではなく、'三|常

生活･社会生活上のニーズを満たし､患者や家族の生活の質を高めるための支援が展開さ

れるケア･マネジメントである。日本においても､ACTへの取り組みが2002年以降始まり、国府

台病院や茨城県のKUINAセンターや京都でもACT-Kとして実践報告や研究報告が出始めて

いる(伊藤,2008;志井田，2004;高木,2008)。
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５．高度実践家のケア･マネジメントにおいて果たす役割

どの職種においても、大学|塊を修了した者が一定の訓練や認定を受け、高度専門職

業人として活躍する報告は多い。海外においても精神保健福祉二'三や臨床心理士、専門

看護師など大学院を修了し精神医療に従事する高度実践家の精神科ケア･マネジメン

トの実施に関する成果報告は多い。これらの報告の多くはケースの重症度やニーズの

違いによってどのIIMi極が精神科ケア・マネージャーとして適切かを報告している研究

である。日本においても医師不足や|蚤療の地域格差の問題から、各職穂において高度

実践家を育成する動きや裁堂範囲の拡大の必要１ftが厚生労働省の「チーム|量療の推進

に関する検討会」でも報告されている（厚生労働省，2010）。

看護においては、看護系大学|院を修了し、所定の経験を経た後、独立した看護実践

を行う高度看護実践家（AdvancedPracticeRegisteredNurse,APRNもしくはＡＰＮと

呼ばれている）の役割が注目されるようになってきている。Sellsらは、ＡＰＲＮが重症

な精神障害者に対して、精神科ケース・マネジメントチームを構築し、障害者の仲間

を含む集中包括型ケース・マネジメントを展開した結果、障害者の治療への動機付け

が高まり、治療に魁者自身が参加し続けられることを報告している

（Sells,ｄ,Davidson川，2006）。またHavassy,ＥＢらは、薬物乱用歴のある精神障害

者286名を対象に集｢１１包括型ケース・マネジメントを展開し、ＡPRKを中心とした集中

包括型ケース・マネジメントは特に薬物乱用歴のない精神障害者には日常生活機能や

社会的機能の改善、再入院率の低下がみられたが、薬物乱用歴のある精神障害者には

あまり効果がなかったことを報告している（Havassy,Ｅ､Ｂ，Shopshire,ＳＭ.，ｅｔ

ａＬ２０００）。さらにPriceは、人|塊期間の長くなった統合失調症患者にＡＰＲＮを中心と

したケース・マネジメントの提供は、病|院から地域への移行を容易にし、再燃を予防

し、退|皖後１ｲi二間の門人|塊を抑制できることを報告している（Price,Ｍ､し，2007）。

これらの結果から薬物乱用などのない重症な精神障害者や長期入院患者には、高度看

護実践家を中心とした集中包括型ケース・マネジメントが患者の日常生活や社会的機

能を改善し、退院後の地域での生活期間を長くすることが報告されている。

以上の結果から、精神|境害者の重症度や特徴に応じたケア・マネジメントが国外で

積極的に展開され、その成果も明らかであり、日本においても、ＣＢＣＭやACTがケア・

マネジメントとして展開されるようになってきている。そしてケア・マネジメントは、

精神障害者の病状やセルフケア能力、再入院日数、ケアへの満足度に影響を与えてい

るが、ケア・マネジメントの内容（入院中からのスタッフの接触頻度、入院初期から

の退院計画、ケア内容の有無）、患者の服薬状況、病気の否認の程度、犯罪歴などに

成果が左右されることも明らかになってきている。さらに、ケア・マネジメントの研

究以外でも、精神障害者の地域生活支援においては、入院初期の介入と退院後の生活

にむけたケア内容が重要であることが明らかとなってきている。

そこで、本ｲﾘ|:究事業は、病状・セルフケアが不安定で退院後３か月未満で再入院を

するもしくは入院３か月以上の統合失調症・統合失調症性感情|潭害患者（長期入院予

備軍）４０名に対し、訓練を受けた看護師もしくは精神看護専門看護師を「精神科ケア

・マネジャー」とし、また自治体内の精神保健福祉担当部}'1との連携を円滑にするた

めに「退院促進支援相談員」を配置し、医療と福祉および病院と行政を統合したケア

・マネジメントチームを作り、入院１－２か月間の退院支援ならびに退院後６か月間の

地域生活定着支援研究事業を行い、病状、日常生活・社会的機能、家族機能、QOL、
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再入院率の側､iから、研究事業の評価を行い、さらに患者の病状やセルフケアに応じ

た地域生活支援体制のパターンを明確にすることを目的とした。本事業を行うことで、

セルフケアが不安定で退院後３か月未満で再入院するもしくは入院３か月以上の長

期入院予備軍の統合失調症・統合失調症,除感`情障害への自立支援策として、医療と福

祉および病|虎と行政の統合を図るためのケア・マネジメント体制の提案を行うことが

できるだろう。

Ⅲ、研究事業の方法

ｌ研究事業および調査の概要

１）研究事業及び調査に|司意が得られている２つの精神病|院において、平成２０年８

月１日から平成２１年８月１日までの間に、セルフケアが不安定な退院後３か月未満

で再入院するもしくは入院３か月以上の統合失調症･統合失調症‘性感情障害患者(長

期入院予備群）１００名の病状、対象者の特`性、地域生活支援体制、再入院・入院３

カ月以上の理由を医療記録ならびに看護記録から把握し、再入院患者の特徴を明確

にした（比較群）。

２）比較群の実態、国内外の成果をもとに、退院促進において重要な役割を担う看

護職を中心とした医療・福祉および病院・行政統合型ケア・マネジメント体制を構

築した。研究事業対象の精神病院においては訓練を受けた看護師もしくは精神看護

専門看護師を外来に設置し「精神科ケア・マネージャー」とし、また行政の精神保

健福祉担当部門との連携を図るために「退院促進支援相談員(地域移行支援相談員)」

を設置した。そして医師、受持看護師、訪問看護師、精神保健福祉士、作業療法士、

ヘルパー、民生委員等を入れて、精ｲ''１科ケア・マネジメントチームを構築した。そ

して平成２１年８月の段階で､セルフケアが不安定で退院後３か月未満で再入院をし

たもしくは入院３か月以上の統合失調症もしくは統合失調症↓性感情障害患者で研究

事業に同意の得られた患者２９名に対し、退院促進ならびに地域生活定着支援研究事

業を実施することとした（介入群）。

３）介入群では、平成２１年４月から平成２２年３月３１日までの間に、退院後３カ月

未満で再入|院してきた統合失調症もしくは統合失調症聖感,情障害の患者で研究事業

に同意の得られた患者２９名に集中包括型ケア・マンジメント（CBCM）を実施し、再

入院時から、CBCＭプロトコールにそって支援を行った。すなわち、受侍看護師との

１日１時間以上の退院後に必要とされるセルフケアに関する訓練、退院不安を軽減す

るための１週間に１時間の小集団精神療法、１週間に１時間以上の心理教育および生

活技能訓練、１週間に１時間以上の家族支援、２週間に１回以上のケア会議を実施す

る。また退院時に退院後支援体制の必要性の有無について精神科ケア・マネジメント

チームで判断し、チームによる介入が必要な場合とチームによる介入が不要な場合を

明確にし、介入が必要な場合、退|坑後３カ月間の間、１週間に１回以上の訪問看護、

１週間に１回の患者同士の小集団精神療法、危機介入、ヘルパー、民生委員による訪

問、３週間に１回のケア会議を開催した。そして必要に応じて退院促進支援相談員の

助言を得た。

４）退院後の精神科ケア・マネジメントチームによる介入の有無にかかわらず、入院
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時、退院時、退院３か月後に無記名にて病状(BriefPsychiatricRatingScale,BPRS)、
日常生活（LifeSkillsProfileLSP）、社会的機能(GlobalAssessmentofthe

Functioning,GAF)、家族機能(FamilyAttitudeScale,FAS)、QOL(WHO-QOL)、医療費

について質問紙調査を行い、介入前後の比較を行うとともに、チームによる介入が必

要な場合と必要でなかった場合の地域生活支援のパターンを明確にした。質問紙調査

においては病状、日常生活・社会的機能、家族機能について、入院時、退院時、退院

３カ月後に主治医もしくは訓練を受けた看護師もしくは精神看護専門看護師が記載

し、ＱＯＬについては対象者が無記名にて記載し返送を依頼した。また、チームによる

介入内容については、医療記録に残し質的に分析し、研究事業内容の妥当性の検討を
行った。

研究事業の評価

圖魎

病状

・日常生活機能・
会的▲

家族の負担感

■Ⅲ】Ｉ

２．実施期間：倫理委員会で承認を得た日から平成２２年３月３１日まで実施した。

３．分析方法：病状・セルフケアが不安定で退院後３か月未満で再入院をするもしく

は入院３か月以上の統合失調症・統合失調症性感情障害１００名の病状、再入院・入院

３カ月以上の理由などを記述統計、質的分析を用いて明らかにした。さらに介入群の

病状、日常生活・社会的機能、家族機能、ＱＯＬについては介入前後の比較を行い、研

究事業実施内容については質的に分析を行い、退院後の精神科ケア・マネジメントチ

ームによる支援が必要な場合と、必要でなかった場合の状態に応じた域生活支援の特

徴を質的分析により明確にすることとした。

４．用いた質問紙

病状についてはBriefPsychiatricRatingScale（BPRS,1988）、社会的機能につ

いてはTheGlobalAssessmentofFunctio､ing(GAF)を用い、さらに日常生活機能に

ついてはLifeSkillsProfile(LSP)を用いた。家族の態度に関する質問紙はFamily

AttitudeScale(FAS),ＱＯＬの評価にはWHO-QOL(田崎美弥子他監修)を用いた。ＢPRSは
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1988年の最新版を用い、１８項|=|からなり７段階評価を行う病状評価尺度で各項目７

点満点で合計126点、点数が高くなると病状が悪いことを意味している。またＧＡＦは

DSM－Ⅳ-TＲ（Diagl]osticandStatisticalManualofMentalDisordersFourth

Edition-TextVersion,DSM-Ⅳ-TR，精神疾患の分類と診断）の５軸である社会的機能

の全体的評定であり、０－１００点で表現し、点数が高くなると社会的機能が高いことを

意味している。さらにＬＳＰは、日常/L|ﾐ活機能をさし、セルフケア、行動|潭害の少なさ、

社会的接触、コミュニケーションと責任感の５つのカテゴリーからなり点数が高いと

機能が高いことを意味する。さらに、ＦＡＳは感情表出の高い家族の中でも特に家族の

攻撃性と患者への敵意を測定する質問紙であり３０項'三|からなる｡FASの信頼性は高く

またＧＨＱやCMI、FMSＳとの関連妥当性の関連性も高いことが報国されている

（Fujita,Ｈ,Shimodera,Ｓ,，ｅｔａｌ,2002）。さらにWHI-QOLは２６項目から構成され、

身体的領域、心理的領域、社会的領域、環境、全体の評価を自己記載で評価する質問

紙であり、点数が高いと満足度が高いことを意１床している（田崎美弥子他,WHO-QOL)。

BPRS，ＧＡＦについては各調査時期に主治医が記載し、ＬＳＰについては精神看護専門看

護師が記載した。ＦＡＳについては家族へ質問紙による調査を行い、またＱＯＬについて

は患者に質問紙の記載を無記名で依頼した．これらの質問紙調査は､入院時､退院時、

退院３カ月後に行い、対象者に無記名で記載を依頼し、郵送法にて回収を行ったが、

調査がいくつかの時点で行われるためすべての質問紙は同一番号にて管理し、研究事

業終了時に番号のつけかえを行い個人が特定されないよう留意した。

５．研究の倫理的配慮：

熊本大学医学薬学研究部倫理委員会ならびに病院の倫理委員会で承認を得た後、比

Ｉ鮫群については、平成２０年８月１日から平成２１年８月１日までの間に、退|暁３カ月

未満で再入院をしたかもしくは入院３カ月以上の統合失調症患者の医療記録と看護記

録を対象とするが個人や施設が特定されない形での情報収集を行った。さらに、介入

群は、平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの間に、Ｋ病院に入院した患

者で退院３カ月未満で再入院をしたかもし<は入院３カ月以上の統合失調症患者に対

し、本研究事業の目的、意義、方法を伝え、研究事業への参加は自由意思であること

を伝え、途中で参加を辞退できること、また研究へ参加しなくても不利益がないこと

を伝え同意を得た。また得られたデータは個人や施設が特定されない形で分析するこ

とを伝え同意を得、さらに得られた結果は、専門学会へ発表を行うが、その際にも個

人や施設が特定されることはないことを伝え同意を得た。

６．研究事業のデザインと研究事業のフローチャート

比較群１００名:_平成２０年８月’'三|から平成２１年８月］'三|までの間に、病状およびセ
ルフケアが不安定で退院後３カ月未満で再入院を繰り返した患者および入院３か月以

上の統合失調症・統合失調症'性感情障害患者の病状、ケアの内容、地域生活支援の特

徴、再入院ならびに入院３カ月以上の理由を医療記録・看護記録から把握した。

Ｉ

介入群２９名：平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの間に、病状およびセ

ルフケアが不安定な患者で退院後３カ月未満で再入院した患者もしくは入院３ヶ月以

上の患者で同意が得られた患者に対し、精神科ケア・マネジメントチームによる支援

が必要かどうかを判断した。
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↓

介入が必要と判断した場合には、過|洗後にも精神科ケア・マネジメントチームによる

介入を行い、評価を再入院時、退院時、退院３カ月後に行った。精神科ケア･マネジ

メントチームによる介入がうまくいかなかった対象者たちについては、過|院３カ月後

の調査を行い、いつ・どのような状況でうまくいかなかったのかについて明確にした。

↓

結果においては、介入の結果、退院後３ヶ月未満で再入院もしくは入院が継続されて

いるもの、退院３ケ月以上地域で生活できていた患者の病状、日常生活・社会的機能、

家族の態度、QOL、介入の特徴について分析を行うこととした。

7．入院中の退院支援ケア･パッケージと退院後の集中包括型ケア･マネジメント

（CBCＭ)については付録１に示す。

Ⅳ、結果

１．セルフケアが不安定で退院後３カ月未満で再入院を繰り返す患者および入院３カ

月以上の統合失調症・統合失調症,性感情障害患者の特徴ならびにケアの実態（比較群

と介入群〉

１）比較群の実態

比較群[2病院]ならびに介入群は合計129名で､比較群100名､介入群２９名だった。

比較群（２病院を２群とする）の対象者は100名で調査に同意の得られた２つの病院

に入院・外来通院している患者を対象とした。比較群の年齢は５０２８才（ＳＤ±14.61）

で、Ａ病院は年齢４８１２才（ＳＤ±14.49)、Ｂ病院53.53才（ＳＤ±1435)、発症年齢は

比較群28.49才（ＳＤ±12.19)、Ａ病院は３Ｌ０６才（S、±14.11)、Ｂ病院は25.13才（ＳＤ

±811）で両病院間に有意な差はみられなかった。またＣＰ換算量は比較群の平均は

779.21(ＳＤ±646.49)でＡ病院は69765(ＳＤ±637.65)、Ｂ病院は895.43(ＳＤ±649.98)、

過去の入院期間合計は比較群全体で８２３年(ＳＤ±11.22)、Ａ病院5.07年(ＳＤ±6.62)、

Ｂ病院は13.10年（ＳＤ±1474）でＣＰ換算ならびに過去の入院期間の合計とも有意な

差がみられていた（U=852.50,8.77,P<005)。また過去の仕事期間は１３９０ケ月（ＳＤ±

3830）で両病院間での有意な差はみられなかった。さらに比較群の男`性は５０名

（50.51％)､女`lfM9名(49.49)で､Ａ病|院の男`性は３２名(5333％)､女`性27名(4667％)、

Ｂ病院の男,性１８名（45％)、女性２２名（５５％）で、両病院間での有意な差はみられな

かった｡さらに､家族との同居は比較群全体で60名(５７６９％)､Ａ病院で32名(5333％)、

Ｂ病院２８名（70％)、単身生活者は比較群全体で４３名(41.35％)、Ａ病院２７名(45％)、

Ｂ病院１２名（30％）で両病院間での差はみられなかった。さらに再入院理由は比較

群においては妄想や幻聴などの症状の悪化が最も多く（３６名３０％)、ついで「ほか(症

状は固定しているが近隣への迷惑行為や家族の負担感など)｣が30名30％と次に多く、

Ａ病院では症状悪化との複数の要因が９名15.0％で最も多く、Ｂ病院では「ほか」（症

状は固定しているが近隣への迷惑行為や家族の負担感)が２７名(675％)と最も多く、

病院間での有意な差がみられていた（ｘ２=3457,P<001)。また家族の支援の有無にお

いては、比較群全体においては「あり」が６３名（63％）と多く、ついで「家族支援

なし｣が３６名(36％)で､Ａ病院では｢あり」３４名(56.67％)、「なし｣が２６名(4333％)、

Ｂ病院では家族支援「あり」が３０名（75％)、「なし」が１０名（25％）で両病院間で
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の有意な差はみられなかった。さらに主な支援者は、比較群全体においては両親が３３

名（53.23％）と最も多く、ついで友人１３名（13％)、兄弟１２名（1935％）で、病院

間での有意な差はみられなかった。また過去の仕事の有無については比較群全体では

「あり」が１４名（1386％)、「なし」が４９名（4851％）でＡ病院で「あり」が２名

（426％)、「なし」が２６名（5532％)、Ｂ病Ｉ院で「あり」が１２名（22.22％)、「なし」

が２３名（4259％）で２群間で有意な差がみられていた（ｘ２=6.63,P<0.05)。さらに社

会資源の活用については、比較群全体では「あり」が５１名（69.86％)、「なし」が

２２名（3014％)、両病院とも「あり」が多く病院間での有意な差はみられなかった。

さらに社会資源の内容については、比較群全体ではデイケアが３２件（5333％）と最

も多く、ついで作業所１７件（2833％)、訪問着識１１件（1834％）で、Ａ病院では訪

問看護が最も多く、Ｂ病院ではデイケアの活用が多く、病院間での有意な差がみられ

ていた（ｽﾕｰ25.63,P<001)。これらの結果を表ｌに示す。

２）介入群の実態と介入群と比較群の対象者の特徴の比較

今回比較群100名、介入群２９名を対象としたが、129名の全体平均年齢は47.78才

（ＳＤ±1489)､発症年齢は27.10才(ＳＤ±lL77)､11z均ＣＰ換算は756.91(ＳＤ±595.61)、

過去の入|塊期間合計の平均は７５５年（S、±1036)、平均仕事期間はｌＬ４９ケ月（ＳＤ

±3357）だった。一方、介入群は平均年齢３９１４才（S、±12.64)、発症年齢は22.79

才（ＳＤ±9.26)、ＣＰ換算量は66682（ＳＤ±309.49)、過去の入|完期間合計は５３３年（ＳＤ

±6.49）年で比較群と比較すると年齢、発症年齢、過去の入院期間の合計、過去の仕

事期間との間で有意な差がみられていた（ｘ２=1561,1052,8.91,2Ｌ74,P<0.05)。すなわ
ち介入群の方が比較群より若く、発症年齢も若く、ＣＰ換算は少なく、過去の入院期

間、過去の仕事期間も短かった。また比較群については男性５０名（50.51％)、女性

４９名（49.49％)、介入群の男性は１２名（37.93％)、女`性は１９名（6207％)、比較群で

は家族との同居者60名（5769％)、単身生活者43名（4135％)、介入群の家族との同

居者は２５名（86.21％)、単身生活者４名（13.79％）で、両群間での有意な差がみられ

ていた（ｘ２=12.70,P<005)。また比較群の再入|院理由は、「妄想や幻聴などの症状の

悪化」が３６名（36％）と最も多く、ついで「ほか（症状は固定しているが近隣への

迷惑行為や家族の負担感が大きい」が３０名（30％）と次いで多かった。また介入群で

は「妄想や幻聴などの症状の悪化」が１６名（55.17％）と最も多く、ついで友人・家族

とのトラブルが１３名(4483％)で多く、両群間で有意な差がみられていた(Ｘ２=7182,P<001)。
また比較群では家族との同居が６０名（5760％)、介入群では家族との同居２５名

（8621％）と多く、両群間での有意な差がみられていた（Ｘ２=1270,P<0.05)。また家族
支援は比較群では「あり」が６３名（63％)、「なし」が３６名（36％)、介入群では家族

支援｢あり」が２７名(93.10％)と両群間での有意な差がみられていた（ｽﾕｰ12.88,P<0.01)。
介入群では家族との同居群が多く、家族支援もありと考えられる状況にあった。また

家族の主な支援者は比較群が「両親｣３３名（5323％)、ついで｢友人」が１３名（2097％）

で、介入群では両親が２４名（88.89％)、ついで兄弟２名（7.41％）と両群間に有意な

差がみられていた（ｘ２=12.75,P<005)。また過去の仕事の有無では比較群は「あり」

が１４名（13.86％)、「なし」が４９名（48.51％）で、介入群ではありが５名（14.29％)、

「なし」が２４名（85.71％）と両群とも過去の仕事がないものが多かったが、両群間

において有意な差はみられなかった。また社会資源の活用では、比較群では「活用あ

り」が５１名(69.86％)、「なし｣が２２名(30.14％)､介入群では｢あり」が１８名(6667％)、
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「なし｣が９名(3333％)であり両群とも活用していたが有意な差はみられなかった。

さらに社会資源の活用内容については、比較群では「デイケア」が３２件（53.33％)、

「作業所」が１７件（2833％)、訪問看護１１件（18.34％）であり、介入群では「訪問

看護」が７件（41.18％)、「デイケア」７件（4Ｌ18％）であり、社会資源の内容につ

いては両群間で有意な差がみられていた（Ｘｚ=28.47,P<001)。すなわち介入群は比較
群と比較して過去に仕事をした経験が少なく、社会資源では訪問看護を活用している

のに対し、比較群はデイケアや作業所などを活用している傾向が見受けられた。

２．介入群の病状、日常生活・社会的機能、家族機能、ＱＯＬについての介入前後の比

較

調査に同意が得られ、介入した群２９名において、地域で介入後３カ月以上地域で

やれた対象者（Ｃ群）とそうではなかった対象者（Ｄ群）を比較すると、Ｃ群は１７

名（58.62％)、Ｄ群は１２名（4138％）だった。Ｃ群の平均年齢は３５８２才（ＳＤ±7.44)、

発症年齢は21.53才（ＳＤ±4.67)、ＣＰ換算量665.00（ＳＤ±304.16)、過去の入院期間

の合計は３．０８年（ＳＤ±2.51）でＤ群の平均年齢は43.09才（ＳＤ±17.51)、発症年齢は

25.09才（ＳＤ±1398)、ＣＰ換算67011（ＳＤ±35358)、過去の入院期間の合計は９１２

年（ＳＤ±9.08）で、年齢と過去の入院期間の合計で有意な差がみられていた

（U=5100,52.50,P<0.05)。すなわちＣ群の方が年齢が若く入院前の入院期間が短かっ

た。またＣ群では男性より女性が多く１１名（64.71％)、Ｄ群では男`性６名（50％)、

女性６名（50％）であり、また再入院理由も両群とも「妄想や幻聴などの症状の悪化」

が若干多く、家族支援については両群とも「家族支援あり」が多く、主な支援者も両

親が多かったが両群間での有意な差はみられなかった｡またｃ群では家族との同居が

１３名（76.47％)、Ｄ群では１２名（100％）で両群間での有意な差はみられなかった。

また病状、日常生活・社会的機能、ＱＯＬを両群で比較すると、入院時ＢPRSはＣ群
が６２１２（ＳＤ±1585)、Ｄ群が68.80（ＳＤ±13.28)、入院時ＧＡＦはＣ群が39.76（ＳＤ

±11.28)、Ｄ群は４ＬｌＯ（ＳＤ±lL25)、入|院時ＬＳＰはＣ群が108.82（ＳＤ±16.58)、Ｄ

群が92.80（ＳＤ±15.82)、入院時ＦＡＳはＣ群が５４４４（ＳＤ±896)、Ｄ群が53.88（ＳＤ

±6.81)、入院時ＱＯＬがＣ群３０３（ＳＤ±147)、Ｄ群が２．０６（ＳＤ±0.46）であり、両
群間で有意な差はみられなかった。またＣ群については退院時、Ｄ群についてはＣ群

の退院時点での時期の評定は、ＢPRSがＣ群３８４７（ＳＤ±11.97)、Ｄ群が39.55（ＳＤ±

1207)、ＧＡＦがＣ群51.65（ＳＤ±1432)、Ｄ群４Ｌ1０（ＳＤ±lL25)、ＬＳＰについては

Ｃ群11859(ＳＤ±lL73)、Ｄ群が１０６１０(ＳＤ±7.37)､FASがＣ群で4094(ＳＤ±13.60)、

Ｄ群で45.63（ＳＤ±13.68)、ＱＯＬについてはＣ群が３．０７（ＳＤ±０２７)、Ｄ群が２．６６（ＳＤ

±0.45）であり、入院時のLSP，退院時のLSP，入院時QOL,退院時ＱＯＬに有意な差
がみられていた（Ｘｚ=44.50,28.50,24.50,36.00,P<0.05)。すなわちどちらの群とも日常生

活機能は改善し、ＱＯＬも高くなっていた。さらに退院３カ月後（Ｄ群についてはＣ
群が退院した時期と同じ時期）については、ＢPRSがＣ群４LOO（ＳＤ±1531)、Ｄ群

6９６７（ＳＤ±9.50)、ＧＡＦはＣ群52.47（ＳＤ±12.26)、Ｄ群３８３３（ＳＤ±18.93)、ＬＳＰ

はＣ群119.41（ＳＤ±13.29)、Ｄ群103.00(ＳＤ±2.65)、ＦＡＳがＣ群43.75（ＳＤ±10.80)、

Ｄ群55.00（ＳＤ±1.41)、ＱＯＬがＣ群３．０１（ＳＤ±026)、Ｄ群２．７２（ＳＤ±0.42）でどち
らの群とも改善はみられており、退院３カ月後のBPRS，ＬＳＰで有意な差がみられて

いた（ｘ２＝3.00,5.0,Ｐ<0.05)。これらの結果を表Zに示す。ＦＡＳにおいては、両群と

も高い感情表出を示す値であることが報告されており（FUjita,H,ShimoderaShinji,eｔ
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a1,2001）両群とも高いＦＡＳの値であったがＣ群ではＦＡＳは退院時、退院３ケ月後に

有意に改善していた。

さらに介入群において介入前後について対応のある場合の母平均値の差の検定

（Friedman検定）を行うと、ＢPRS，GAF，ＦＡＳ,QOLにおいて、有意な改善がみられ
ていた。

また介入群のＣ群では退院促進支援相談員を活用した患者は１７名中７名であり、Ｄ

群では１２名中３名であった。

また介入群の介入内容について質的な内容分析を行うと、介入群はく地域で患者の

健康的側面と成長発達を支援するために中心となる人的資源の獲得＞＜患者の精神

状態・症状・セルフケアと人格および発達上の課題の区別を行う＞＜治療チームによ

る治療目標と各職種の役割の確認・進捗状況の確認＞＜今後の生活に必要とされるセ

ルフケアへの支援＞＜家族の患者への対処行動の獲得と家族自身のストレス・マネジ

メントへの支援＞に分類できた。しかしこれは介入群の中でも地域で３ヵ月以上生活

できている群と退院できなかった群とでは出現頻度が異なっていた。

＜地域で患者の健康的側面と成長発達を支援する中心となる職種の獲得＞は「退院

支援相談員を介して患者の要望と病状に応じた生活の場をさがし、やれるかどうかを

検討する過程をふむ」「患者・家族の移行の体験を支える」「地域における患者の要

望と成長発達を理解する支援員との調整」に分類できた。

またぐ患者の精神状態・症状・セルフケアと人格および発達上の課題の区別を行う＞

は「患者の精神状態ばかりに目をむけず患者の健康的な側面とセルフケア能力に焦点

をあてケア計画をたてる」「患者の人格と成長発達上の課題に目を向け患者のニーズ

をもとに支援を再構築する」「家族の患者の成長発達に関するニーズの理解の有無を

把握し、必要に応じて理解を促進する」に分類できた。今回、統合失調症の患者を対

象としたが、人格や成長発達上の課題をもった対象者も多く、統合失調症以外に広汎

`性発達障害や人格上の課題をかかえた対象者が多く、治療者は病状と人格・広汎性発

達障害の課題に目をむけないと支援が組み立てられない状況にたたされていた。

またぐ治療チームによる治療目標と各職種の役割の確認・進捗状況の確認＞は、

「治療チームでの治療目標に対する討議」「役割分担を明確にする」「各職種の進捗

状況の確認」に分類できた。

またぐ今後の生活と必要とされるセルフケアへの支援＞では「今後の生活の場を本

人、家族と話しあいながら決める」「患者自身の決定の過程に立ち会う」「生活上の

自分の限界と家族の限界を理解する」「やれることの強化と不得意なことへのサポー

トの強化」に分類できた。

さらにく家族の患者への対処行動の獲得と家族自身のストレス・マネジメントへの

支援＞は「患者の状態悪化時の対応方法の獲得」「日常生活上理解できないことへの

対応方法の獲得」「家族自身の生活スペースの確保」「家族のストレス・マネジメン

トの獲得」に分類できた。また家族への関わりはかなり困難で、家族のこれまでの負

担感を軽減し、患者の発症と病気の経過に伴う外傷体験を軽減し、家族自身も一緒に

やってみようと考えられるようになるまで、チームメンバーが患者と行動をともにし、

家族に頼りすぎずに具体的な退院への道筋をつけていくことで家族自身も改めて患

者のケアへの参加をする意欲がでてくる、ことがみられていた。また患者の言動はあ

まりかわることはないこと、そのような中で家族としてできることとできないこと、

できない場合にはどのような資源を活用するのかについて幅広く検討していくこと
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で、家族自身も患者とのつきあい方を学習することができるようになっていた。また

患者の状態が悪い場合、家族を責めたりすることも多く、家族自身も中等度のうつ状

態におかれている場合が多く、家族への精神的支援はさることながら、家族自身のス

トレス・マネジメントの方法を一緒に検討することが、逆に患者との適切な距離を保

つことにつながっていた。

一方、介入群で退|塊にいたらなかった、もしくは過|塊後３ヵ月未満で再入|境してき

た患者への支援および患者や家族の特徴としては、＜患者の病状およびセルフケアの

改善へむけての支援が一貫しない＞＜治療チーム全体のあきらめとまとまりの悪さ、

支援の断片化＞＜治療の方向性が兇えない＞に分類された。

＜患者の病状およびセルフケアの改蕃へむけての支援が一貫しない＞は、「患者の

病状が日内変動でまた関わりにくく安定した状態の査定が行いにくく介入が一貫し

ていない」「病院外でのセルフケアが把握しづらく病状中心の支援である」に分類で

き、薬物療法も実施されているが、病状の改善がみられにくく、患者との疎通がとれ

にくいことが記録に多く出現していた。ある患者は母親が病気で入院し、自宅への退

院が困難になったが､母親の病気のことをうけとめられず､スタッフへの攻1掌､暴言、

暴力が続き、スタッフからも患者とのかかわりが困難に感じられるようになり。日々

のケアが攻撃的言動がなければいい、という目標になり、退院を視野にいれた支援と

はなりにくい状況が存在していた。

また、＜治療チーム全体のあきらめとまとまりの悪さ、支援の断片化＞では、「日

々のケアを中心となってすすめていく受け持ち看護師などの支援者の存在が薄くケ

アがルテイーン化できない」「情報伝達がスムーズでない」「治療チーム間での話し

あいが少なく、パターナリズムが打破できない」「'二|先の問題行動に対して支援をし

がちである」に分類できた。さらにく治療の方向１ftが見えない＞では、「患者の生活

に関わる家族が疎遠で家族への支援ニーズがわからない」「患者の今後の生活の場所

が確保できない」「治療スタッフに魁者のこれまでのセルフケア能力や健康的な側面

などが十分理解されていない」に分類できた。

これらの結果を表３に示す。

３．介入群における事例の特徴

今回、介入群は介入によって退院後３ケ月以上生活できた対象者（Ｃ群）と退院で

きなかったもしくは退院後３ケ月未満で再入院した患者（Ｄ群）に分類できた。両群

とも統合失調症を有しさらにさらに発達上の課題や人格上の課題を有している対象

者だったが、ｃ群では退院後の生活において、より地域に密着しかつ精神障害者だけ

が用いる資源ではない社会資源を（保健福祉センターや地域における交流の場など）

用いており、精神障害者の社会資源の活用のみに資ﾙﾇの活用を限定していない状況が

今回の特徴であった。一方Ｄ群では、家族のＦＡＳが高く家族への支援が不十分であ

ること、再入院時に地域を視野にいれた退院支援プログラムではなく入院と地域での

生活が断絶し、一連の支援となっていないことが介入の特徴であった。

Ｃ群のある対象者は、統合失調症で発達上の課題があり、友人がほしいが友人にな

ってほしい相手に暴力や暴言をはき、また家族も患者への対応にこまりかつ家族とし

ての責任をひきうけたくないという状況がみられていた。患者はどうしても自宅へ帰

りたいが家族への暴力のために家族が患者の受け入れを拒否し、帰ることができなか

ったため、家族への精神的支援を行いながらも、患者と家族とともに患者が自宅へ帰
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るために患者が行う必要のあるセルフケアを確認し、また家族も患者に対してできる

こととできないことを明確にしながら患者の地域での生活をひきうけていった。また

さらにデイケアや作業所において暴力行為がでるため長期に継続して通うことがで

きず、退院促進支援相談員の助言を受け、病院ですごす場所を提供しながらも、地域

における発達障害患者の地域資源を活用することとなった。患者は自分の得意なこと

がここでできるかもしれないと感じ始め、病院だけではなく、この新しい地域資源の

場を自分の居場所の一つとして意識しはじめた。そのことが、患者の自己の世界を広

げ、病院や家族に対して暴力と暴言の繰り返しだった側面が改善されるようになって

きた。

一方Ｄ群においては、ある患者は自宅へ帰りたいが、患者の入院前の幻聴による衝

動行為、暴言、暴力、近所への迷惑行為によって家族は患者を恐'姉から受け入れるこ

とができなくなっており、また自宅の近くに活用できる社会資源がないことから、家

族が患者の家に帰りたいというニーズを満たすことは困難だった。アパート生活やグ

ループホームを患者へすすめるも患者は自宅へ帰りたい気持ちが強かった。そこで家

族との定期的な面接をはじめ、家族のこれまでうけてきた精神的な苦痛の軽減を行い、

家族の精神的な負担感をどのように軽減できるのかについて具体的に検討を行った。

家族はすこしずつ患者を受け入れはじめ、それとともに患者も自宅へ帰るという執勧

な要求が減るようになった。そして患者は家族の状況も理解し始め、グループホーム

へ入ることを決断し、グループホームへむけたセルフケアの改善を行う努力を始めた

が、このプロセスに時間がかかり、今回の事業期間では退院には至らなかった。

これらの結果から、患者の再入院時点での早期からの家族支援の重要性、再入院時

点でも病状のみに終始するのではなく、入院と退院後の生活が一連の過程にあること

を認識しながら支援を行うことの重要』性が示唆された。

＜介入群＞
剛

相談員活用

Ｃ君１７名

：ニニよし’
￣

的由２９劃

よせD群のま

まﾌﾟｰのか？
ｆｌ２
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Ｖ・考察

今回、病状・セルフケアが不安定で退院３か月未満で再入院をするもしくは入院３

か月以上の統合失調症・統合失調症`性感'情障害患者（長期入院予備群）の退院促進な

らびに地域生活定着支援を行ったが、退院３カ月未満で再入院をするもしくは入院３

カ月以上の統合失調症感情障害の患者は、全国平均より年齢、発症年齢とも高く、介

入群では比較群に比べると年齢、発症年齢とも若干若かった。また比較群、介入群と

も家族が主な支援者であり過去に仕事をした経験が少なくまた社会資源を十分活用

しているとはいいがたい状況であった。また社会資源は作業所とデイケア、訪問看護

に限られていた。さらに介入群の中でも退院して地域で３カ月以上生活できている対

象者の入院前の入院期間は短く、患者の病状、日常生活機能、ＱＯＬは退院３カ月未満

で再入院することになった患者よりも改善されていた。今回、支援において、退院促

進支援相談員を配置し、また治療チーム内では外来看護師と精神看護専門看護師が中

心となってCBCＭチームを構築したが、患者、家族双方への支援、病状管理だけでは

なく人格や発達上の課題と今後の生活上の要望、地域において患者の病状だけではな

く人格の特徴や成長発達上の課題を理解して関わる専門職の発掘と有無、精神障害者

のための社会資源だけではなく地域や他の|章害者が用いる社会資源を発掘し活用へ

とつなぐことが患者の地域生活への定着を促進することが明らかとなった。

ここでは特に、１．今回の対象者の特徴とそれに応じた支援、２.退院促進支援相談

員の存在の意義、３.外来看護師と精神看護専門看護師の共同での治療チームの構築の

意義､４今回の対象者へのＣＢＣＭの意義､５.地域資源の発掘の必要‘性と「人｣から「場」

への移行支援の重要性、６.家族支援の強化の必要J性、７.今回の研究事業の限界と今後

への示唆、について考察を行う。

１．今回の対象者の特徴とそれに応じた支援

今回の比較群は、年齢が高いにも関わらず両親が主な支援者であり、また介入群に

おいて退院３ヶ月以上地域での生活ができていた群も両親の支援が主であったが、退

院後病状や日常生活機能や社会的機能が改善していた。また家族の患者への攻撃性や

非難的態度も軽減してした。日本において家族の精神障害者にとっての役割は非常に

重要であるが、近年患者の自律的生活をめざした支援が行われるようになってきてい

る。にも関わらず患者自身の家族との生活へのニーズが高いのか、医療者の家族への

期待が高いのか不明ではあるが、家族が患者の地域での生活において重要な機能を担

っていた。

井形らの調査では、日常生活機能が低くても地域で長期間やれていた患者の特長と

して、家族とのほどよい距離が重要であることを述べており、今回も家族と生活する

ことがだれのニーズなのかを治療チーム内で検討し、患者が家族のもとへ帰る際の患

者や家族にとっての意義などを患者とともに改めて見直す必要性があるとも考えら
れた（井形，2009）。

２．退院促進支援相談員の存在の意義

今回、病院の治療チームを中心とした集中包括型ケア・マネジメントチームを構築
するだけでなく、地域における生活支援を強化していくため､退院促進支援相談員(精

神保健福祉士）をチームの一員とし、支援計画を検討していった。精神科ケア・マネ

ジメントは本来、病院内の治療チームだけで構築されるものではなく、地域における
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様々な職種によって構成されるものであるが、日本においては地域での支援スタッフ

を導入したケア.マネジメントは少ない。しかし今回､退院促進支援相談員を介して、

患者が地域で可能な活動の場と地域住民との交流の場を入院中に確保し、なじみにな

ることで、患者にとっての生活の場を拡大することとなり、患者の自己実現への一歩

へと近づくことができ、患者'二1身、病気を中心としたﾉﾋ活から病気をもっていても自

分の自己実現やニーズを枇極的に満たすことが可能であるという希望をもつことが

可能になったといえよう。

清水．栄らは、精ﾈ,|,'庫害者の地域生活を支援していく上で、地域資源開発が非常に

重要であり、かつこの開発は忠者の強みをいかすことのできる地域資源であることが

重要であり、これこそがストレングス．モデルであると述べている（清水･栄,2008)。

またSellDらは、重症な精神障害者へのケア・マネジメントにおいて、同じ病気をも

ち地域で生活している精神障害者や地域における支援者（専|Ⅱ'家や近隣の人や自治会

の人など専門家ではない支援者）をケア・マネジメントメンバーとして導入し、彼ら

と定期的に接触を促進することで、患者のコミュニケーション能力を改善し、また自

分自身の存在の意'朱を再確認することを促進し、退院後の地域での生活期間を延長し

たり、再入院までの期間を３カ月から６ケ月に'''1ばす二とが｢１能であったことを報告

している（Sel1,,,2006）。今|可、精神障害者の('|'間をケア・マネジメントチームとし

ては導入できなかったが、退院促進支援相談員を通じて地域における支援スタッフを

動員することで患者の地域での生活に安心感や希望をもたらすことができると考え

られた。

また退院促進文援｜;Ⅱ縦員は外部から支援者であり、外部からの客観的な評価や助言

は、地域生活の視点だけでなく、巻き込まれて動きがとれなくなりがちな治療チーム

に空間を提供し、患者や家族のニーズはこれまでの4ﾐ活能力、強みなどを再検討する

貴重な機会となり、この機会が治療チームによる患者の地域生活への支援をより強化

することにつながったと考えられた。

３．外来看護師と精神看護専'''１看護師の共同での治療チーム構築の意義、

今回、外来看護師と精神看護専Ｉｌｌ看護師を精神科ケア・マネージャーとし、病状や

セルフケアが不安定で退院３カ月未満で再入院をする患者もしくは入院３カ月以上の

統合失調症・統合失調症'性感情|潭害患者の退院促進を、集中包括lliuケア・マネジメン

トによって展開してきた。今回、介入群の中でも退院３ヵ月以上地域で生活できた患

者の特徴をみると過去の入院期間も短く、家族の支援も存在し、また社会資源も訪問

看護を積極的に導入しており、また介入においても治療チームのまとまりがよく、,情

報交換が密であり、役割分担が明確であり、治療チーム間のパターナリズムを克服し

ていた。一方、介入群の中でも過|塊ができなかった患者の特徴は、うまくいった群と

比較すると対照的であった。介入聯の中で退院後３ヵ月未満で再入|院もしくは退院で

きなかった患者についてはＧＡＦが33.40でＡＣＴの対象と考えられ、またＢＰＲＳも高

かったがｃＰ換算量については成功聯とかわらなかった。すなわち病状は重く機能の

低さが退院への支援を阻害したのか、あるいは治療チーム間のパターナリズムが影響

し治療がいきづまってしまったのか検討を要するが、集中包括型ケア・マネジメント

の支援内容では支援を提供するのが限界なのか、プロトコールが実施されなかったの

か、検討していく必要があるだろう。また今回、介入群の中で退院後３ヶ月以上地域

で生活できた患者群は統合失調症以外に広汎'性発達障害や人格上の課題を有し、治療
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チームに陰性感情を抱かせることもあり、また家族自身も一貫,性がなく、患者との距

離をとることが困難な家族であった。そのような中、治療チーム間の逆転移をチーム

・ミーティングで取り上げ、患者一家族一治療チーム間で何がおこっているのかを検

討し、目標を再設定する中でケア困難な患者や家族への支援を可能にしていた。

Fisherらは専門看護師と外来・病棟看護師・多職種との連携が重症な精神障害者の

地域生活を成功に導くことを報告し、その中でも特にⅡ軸に人格上の課題や発達上の

課題をもち、治療チームに逆転移を生じさせる患者と家族には有効であることを述べ

ている（Fisher,2003）。またPriceは、入院が長期にわたっている精神障害者に対し、

高度看護実践家もしくは精神保健福祉士もしくは修士号をもつ精神保健の専門家を

精神科ケア・マネージャーとし集中包括型ケア・マネジメントは統合失調症患者の中

でも特に発達課題や人格上の課題を有するケア困難な患者の退院後の生活期間を延

長させ、病院への再入院を減少させ、患者をエンパワメントし患者のリカバリーを促

進することを報告している（Price,ＭＬ.,2007）。今回も同様の結果が得られたが成功
例は２９名のうちの１７例であり、今後、今回のプロトコールを維持しながら成功例を

増やしていく必要性があるだろう。そのためには今回用いたプロトコールならびに集

中包括型ケア・マネジメントを一般化し、どのようなチームにおいても展開していけ

るよう教育プログラムなども充実していく必要があるだろう。

さらに、今回、外来看護師が支援の中心となったが、外来看護師が支援の中心とな

ることで、病棟ならびに地域との連携をとることが容易となっていた。また患者の再

入院時に患者の状況をアセスメントすることが可能となりこの情報が早期に治療チ

ームへ伝えられることで再入院の必要性を検討できたことは、容易に繰り返される再

入院を阻止し、地域での患者への支援を充実させることで、患者の地域での生活期間

を延長させることに貢献していたといえよう。

４．今回の対象者へのＣＢＣＭの意義

今回、病状・セルフケアが不安定で退院３ケ月未満で再入院をするもしくは入院３

ヶ月以上の統合失調症・統合失調症性感情障害の患者に対し、病院と地域を統合した

集中包括型ケア・マネジメントを展開したが、介入した対象群、比較群はどちらも病

状も重症で､GAF/LSPも低く家族の患者への支援を中心としており、社会資源の活用

の程度、さらに介入群においては今回のケア・マネジメントとプロトコールが円滑に

実施されたかどうかが結果に影響を与えていた。また今回の介入群は統合失調症以外

にも本来の人格、成長発達上の問題を有しており治療スタッフへの逆転移を生じさせ

やすい側面も存在していた。

このようなケア困難な患者に対し、今回の病院と地域資源を統合した形での集中包

括型ケア・マネジメントを実施することは患者の日常生活機能を改善し、ＱＯＬを促
進し、患者の地域での生活期間の延長に貢献していると考えられ、また治療者にとっ

ても患者と家族のニーズの把握やこれまでの生活史から、病状だけでなく患者の,性格

や成長発達、強みなどを含めて丁寧にアセスメントし、治療プランを展開することに

つながっていた。さらに退院促進支援相談員の存在は治療チームに患者の地域での生

活を意識させることにつながっていた。すなわち今回ＣＢＣＭを実施することで治療

チームが患者のニーズに対し、自分たちの機能を意識しながら役割を遂行し、病気を

もつ患者としてだけではなく、病気をもちながらも地域で生活してきた患者として支

援計画を展開することが可能となっていた。
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今回介入群の中でも１７例が成功例であったが、1年間で１７例は、他の文献と比較

すると多い症例数である。伊藤らの専任ＡＣＴチームによる支援は３年間で５９例が成

功例であることを考えるとＡＣＴチームのように専任スタッフで構成されていない今

回のＣＢＣＭは１年間に１７例が成功例であり、十分な成功例の数といえるだろう（伊

藤，2008）。またＣＢＣＭが半年間提供され、かつケース・マネージメントが定着し

スタッフが専任である海外のケース･マネジメントの例においても、退|塊後３ヶ月以

上地域でやれている率は年間１３４例中の中で７８％であり、今回は58.6％の成功率であ

ったことと比較すると今回のCBCＭチームの改善の余地はあるが、今回の試みは重

症な精神障害者の地域生活支援においてうまくいったと考えることができるだろう

（Havassy,ＥＢ,2000）
しかし一方ケースによっては成功しなかった事例もあり、今後どのように成功例を

増やしていくのか､病|塊と地域の効果的な連携の方法､CBCＭチームのマネジメント、

CBCMのプロトコールの充実、システム化など検討していく必要があるだろう。さら

に、今回、家族が患者の支え手として中心的な存在となっていたが、患者・治療者と

も家族の患者への支援だけに頼ることなく、患者・家族双方が納得して今後の生活の

場や生活の仕方の決定、自分たちのニーズにそって治療過程を踏むことが可能になる

ような専門家としてのアプローチが早期から必要であると考えられた。

５．地域資源の発掘の必要性と「人」から「場」への移行支援の重要性

今回、退院後3ヶ月以上地域で生活できていた対象者は、地域における社会資源の

中でも精神障害者むけの支援に限られず、発達障害やほかの身体疾患や地域住民のた

めのふれあいの場を活用しながら地域へ戻っていった。従ってCBCＭチームは、精神

障害者の地域における（精神障害者だけではない）社会資源の発掘とその場への移行

を支援していくことが重要であった。さらに、ＣＢＣＭのチームメンバーによる人の支

援から地域の「場づくりへ」の支援、さらにはその「場」での精神障害者のニーズを

もとにした自己実現や自己責任の獲得を促進することにつながっていたといえる。す

なわちCBCMを中心とした支援から、自分の居場所を発見、認識し、その場へくるこ

とで自分の生活を再構築できる支援が重要であり、そうすることにより患者が自分自

身で自分の生活状況を管理することが可能になると砦えられた。外口らは、地域にお

ける社会資源において、初めに「ニーズありき」の試みは、個別的な出会いとなり、

「ない」サービスを当事者あるいは家族、仕事仲間とともに作り出せるという特徴が

あり、これが「居場所」へと発展し、新たな人とのつながりを再生する拠点となりそ

こに責任感や役割が生じ、人としての成長を促進すると述べている（外口，2007）。

今回も、ＣＢＣＭという患者のニーズを中心とした支援から自分の居場所を地域の中で

獲得し、自分自身の社会性や成長を促すことにつながっていた。すなわち、CBCＭに

よる支援からＣＢＣＭとともに発lili11した地域における場の中で、患者自身がその場をど

のように自分で活111できるのか、その移行時期を見極め、人による支援からセルフケ

アへと移行を促進することが重要であると考えられた。しかし、危機状況である際に

は、主治医や専''１１看護師や外来看護師等とつながり、症状管理に関するSOSをだせる、

もしくは治療者が気づける支援体制の維持が重要であると考えられた。
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CBCＭによる文援の壁 ｢場」による文援

治療

チーム

による

支援

過|洗後の時間軸

＊危機時にＳＯＳをだせたり;1,1＝状管理ができる人とつながっておく

（ｊｉ袷|ﾀﾐ、もしくは外来看護師、専門看護師等）

図lCBCMによる支援と「場」への移行

６．家族支援の強化の必要性、

今回、特に入院が継続されたあるいは退院後３ヶ月未満で｢'下入院した対象者たちの

家族は、患者の再入院時の病状に関する恐怖感が強く、患者が希望しても退院をうけ

いれることがかなり困難であった。小谷らは、精神障害者の家族は、患者の暴力や暴

言など症状にまつわる言動から家族間の連携や凝集性が低くなり、患者一家族間の自

我境界が弱くなっているため、患者一家族間の自我境界を安全に保つことが、家族の

精神的健康をとりもどし、エネルギーを活性化させる重要なカギであると述べている

（小谷，2010）。今|回も入|塊が継続された家族は患者への批判的言動に関する得点も

高く、患者と家族間の空間が安全に保てていないと考えられた。今後、患者の再入院

時に早期に家族と患者のバウンダリーを維持するための支援を行うことは、家族自身

の安全な空間を取り戻し、患者と家族との関係を見直し、同居するかどうかは別とし

ても患者との付き合い方を検討する機会となり、患者と家族がお互いに自分と家族の

関係』性をみつめながらやれることとやれないことを区別し、一人の人間としての安全

空間を取り戻す重要な機会になると考えられた。

７．今回の研究事業の限界と今後への示唆

今回、比較群と介入群で研究事業を実施したが、比較群については過去１年間の医

療・看護記録を対象としたため、病状や日常生活機能・社会的機能を把握できず、介

入群との比較ができにくかった。さらに介入群においては、退院後３ヶ月未満で再入

|院した、もしくは入|塊が継続された患者に対し､介入内容については医療･看護記録、

ケース会議の際の記録をもとに分析を行ったが、家族への支援の不十分さや治療チー

ムの合意の難しさ、病状一家族機能の改善のなさ_退院がすすまない、という悪循環

のサイクルをたつことができず、これらについては、なぜ、これらの現象がおこって

いるのかについてインタビューや参加観察法による研究が必要であると考えられた。

さらに今後対象者を増やし、研究の一般化をはかる必要性があると考えられた。

また再入院により、地域での生活から離れないよう、再入院時から患者の地域での

生活を中心とした地域生活支援を中心とした支援､すなわち今回の集中包括型ケア.、

マネジメントを、再入院時早期から開始していくことの必要性が示唆された。
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Ⅵ、結論

今回、病状やセルフケアが不安定で退|院後３カ月未満で再入院する統合失調症患者

ならびに統合失調症聖感情障害の患者に対し、退院促進支援相談員を活用し、また外

来看護師と精神看護専門看護師を精神科ケア・マネージャーとしたＣＢＣＭは、対象

となった半数の患者には効果がみられたが、半数の患者には効果がみられなかった。

今向、外部からの地域に密着した生活支援のための方法論に関する助言や対象者の成

長発達や健康的な側面を強化した外部の退院促進支援相談員からの助言、さらに病院

内からの精神科ケア・マネージャーが展開するＣＢＣＭは、病状やセルフケアが不安

定で再入院する患者には外部と内部双方からのアプローチが重要であると考えられ

たが、一方では、パターナリズムが強くまた病状のために今後の方lfT1j性が見出せない

患者に対する支援については、今後もっと検討していく必要があるとも考えられた。

また治療者の逆転移への支援、治療チームの硬直化をどう改善していくのか、患者の

特徴に応じたＣＢＣＭではない精神科ケア･マネジメントチームの構築、治療関係の構

築についてケースごとに分析していく必要`性があると考えられた。

さらに再入院により地域生活が途絶されることなく、地域生活を中心としたＣＢＣＭ

を再入院時から早期に開始し、さらには家族支援を強化していくことが病状やセルフ

ケアが不安定で再入院を繰り返す患者や長期入院患者予備軍には重要であると考え

られた。
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＜付録１＞

入院中の退院支援ケア･パッケージと退院後の地域生活包括型ケア･マネジメントプ

ロトコール(CBCＭ)については付録１に示す。
1)入院中の退院支援ケア・パッケージ

①病状・セルフケアが不安定で退院後３ヶ月未満で再入院された患者さまもしくは入

院３カ月以上の統合失調症・統合失調症性感情障害の患者さまを対･象とし１０名未満

のグループを作ります。

②この場合、過去１年以内の退院３ヶ月未満で再入院になった比較群に含まれた対象

者にも今回介入をすることになることについて説明します。

③訓練をうけた看護師もしくは精神看護専門看護師を中心にチームをつくり（受け持

ち看護師、ソーシャルワーカー、主治医、専門看護師が入っていれば可）、再燃を予

防するために、再燃の原因に焦点をあてながらも患者さまのニーズを中心としたケア

計画をたてます。これらの計画が実施されているかどうかを、患者さまの入院中は、

２週間に１回ケア会議を開き確認します。この際患者さまやご家族にも入っていただ

きます。

④うけもち看護師との個別的なケアを中心とし、１週間に数回、合計、最低１時間以

上、面接やセルフケアへの支援を看護師が行っていきます。看護師との面接およびみ

なさまのセルフケアへの支援においては、「なぜ入院してくることになったのか」

「何を回復、練習することで外での生活が可能なのか」「どういう生活を送っていき

たいのか」「自分にできること、できないことは何か」を中心にみなさまと話しあい

を行い、生活をふりかえり、自宅や地域で安心して生活していくための練習を行いま

す。またご家族への支援が必要な場合には、この時間に加えて１週間に１回、最低１

時間以上の時間をとり、「本人への期待」「現状における家族としての認識と困難さ」

「家族に実施できることと資源を活用すること」「家族の困難さの共有」に焦点をあ

て、ご家族と話しあいを行う時間をもちます。アセスメントシート並びに実施記録に

チェックと介入内容の記載を行います。

⑤さらに今回対象となった患者さま方のグループを１週間に１回３０分以上もち、病

棟で生活していく中で、また看護師との振り返りの中で大変だったことを共有、自分

だけが大変ではないことの共有（普遍化）、親しみ、共感の授受、自分の生活におけ

る達成感の獲得などをこのグループで話しあっていきます。このグループは訓練を受

けた看護師もしくは精神看護専門看護師が中心に実施します。この際、ほかの職種が

入ることもあります。

⑥また、１週間に1時間以上、心理教育・生活技能訓練を行い、地域生活に必要とさ

れている日常生活技能（食事・活動の仕方・人とのつきあい、病状・服薬管理、交通

機関の使い方）について訓練します。

Z)退院後の地域生活定着支援事業（CBCＭプロトコール）

①退院時、訓練を受けた看護師もしくは精神看護専門看護師を中心として精神科ケア

・マネジメントチームを作り（担当看護師、訪問看護師、ソーシャルワーカー、必要

に応じて保健師、生活保護課職員等）、最低1週間に１回訪問を行います。また１週

間に１回、外来受診以外に、入院中に実施されていたグループへきて、外での生活の

大変さや困難さ、また楽しみをもつ時間を３０分以上もち、これは外来で行い、専門

看護師が実施します。この際、次の入院中のグループの中に入るのではなく、これま
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でのなじみのグループメンバー間で外来で実施します。またケア・マネジメント会議

をみなさまに入っていただき、３週間に１回行い、ケア・マネジメントチームからみ

なさまへの生活に関するフィードバック、そしてみなさまの生活状況､ニーズの確認、

ケアの確認、修正を行っていきます。不満、要望がありましたらおしらせください。

②また退院時に精神科ケア・マネジメントチームによる介入の有無についても判断し

ます。精神科･ケア・マネジメントチームによる介入が不要な場合もありますが、患者

さまとも話しあいながら決めていきます。

③危機時や状態悪化時は必要に応じて看護師が訪問します。

④退院後は、みなさまの病状、社会的機能、日常生活機能、家族機能、再入院日数や

再入院率を評価の視点にしていきます。

⑤どのような方には精神科ケア･マネジメントチームが必要なのか、またどのような

方には必要ないのか、について明らかにしていきます。

ＣＢＣＭの構成

四鰯

病1束者

電騨! 【電電鯵

ａ麹i

－２７－



＜付録２＞

研究への協力のお願い

病状・セルフケアが不安定で退院３か月未満で再入院をするもしくは入院３か月以

上の統合失調症・統合失調症'性感情障害患者（長期入院予備群）の退院促進ならびに

地域生活定着支援研究事業-医療・福祉および病院・行政統合型ケア・マネジメント

モデルの評価－

１研究の目的

本研究事業は病状・セルフケアが不安定で退院３か月未満で再入院をするもしくは

入院３か月以上の統合失調症・統合失調症'性感情障害（長期入院予備群）と診断され

た４０名に対し、訓練を受けた看護師もしくは精神看護専門看護師を「精神科ケア・

マネジャー」とし、また地域の障害福祉課との連携を図るために「退院促進支援相談

員（保健師）」を配置し、医療と福祉および病院と行政を統合したケア・マネジメン

トチームを作り、入院1-2か月間の退院支援ならびに退院後６か月間の地域生活定着

支援研究事業を行い、病状、日常生活・社会的機能、家族機能、QOL、再入院率、医

療費の側面から評価をしていきます。本研究事業は、地域で生活したいと願う統合失

調症・統合失調症性感'情障害の患者さまが、どのように自分の病気や生活を管理され

ると地域における安定した生活が可能なのかを検討していくための事業です。

この研究事業は、厚生労働省の平成２１年度障害者自立支援プロジェクトによる研

究事業助成金によって実施されるプロジェクトです（代表：宇佐美しおり）。

２．研究方法

１）事業実施方法：各施設の倫理委員会で承認で承認が得られましたら、研究事業

及び調査に同意の得られている精神病院において、セルフケアが不安定で退院後３

か月未満で再入院するもしくは入院３か月以上の統合失調症・統合失調症'性感`情障

害（長期入院予備群）患者さま４０名を対象に、退院促進の重要な役割を担う看護職

を中心とした精神科ケア・マネジメントチームを作ります。このチームは地域の障

害福祉課との連携をとりやすい退院促進支援相談員以外に、訓練を受けた看護師も

しくは精神看護専門看護師を中心とし、医師、看護師、保健師、精神保健福祉士、

作業療法士、ヘルパー、民生委員から作られています。このチームはみなさまの入

院中もしくは退院後に支援を行いますが、退院後にこのチームによる支援が必要か

どうかについては、退院時に精神科ケア・マネジメントチームを作ります。ただ退

院後精神科ケア・マネジメントチームによる支援が必要かどうかは退院時に再度み

なさまに入っていただき、話しあいを行います。

入院中に皆様に提供されるケアは､受持看護師との１日１時間以上の退院後に必要

とされる日常生活に関する話しあいや振り返り、退院不安を軽減するための１週間に

３０分以上のグループ（小集団精神療法）、１週間に１時間以上の心理教育および生活

技能訓練、１週間に１時間以上の家族への支援、２週間に１回以上のチームでの話し

あい（ケア会議）を行います。

そして、退院される時に、退院後も精神科ケア・マネジメントチームによる支援を

行う場合には、退院６か月間は１週間に１回以上の訪問看護、１週間に１回の患者さ

ま同士の小集団精神療法、危機介入、ヘルパー、民生委員による訪問、３週間に１回

のチームによる会議（ケア会議）を実施します。この会議には皆様にも参加していた

だきます。
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そして皆様には、入院時、退院時、退院３か月後、退院６か月後に病状(Brief

PsychiatricRatingScale,BPRS）、社会的機能（GlobalAssessmentofthe

Functioning,GAF）、日常生活機能（LifeSkillsProfile,LSP）、家族機能(Family

AttitudeScale,FAS)、生活の質満足度(WHO-QOL)を主治医もしくは訓練を受けた看護

師もしくは精神看護専門看護師が皆さまに面接しながら記載を行っていきます。

WHO-QOLのみ、ご本人に無記名にて記載して頂きます。またご家族には、家族機能尺

度の記載を無記名にて記載していただき、同封の封･筒で返送していただきます。

同一人物であることを確認するため、同一の番号で質問紙を管理し、研究事業終了

後番号をつけかえ、個人や施設が特定されない形で処理していきます。また研究事業

実施内容については医療記録に残し、質的な内容分析を行います。

２）実施期間：倫理委員会で承認を得た日から平成２２年８月３１日まで実施する予定

です。

３）分析方法：得られた質問紙につきましては、入院時、退院時、退院３カ月後、退

院６ヶ月後の時期で、差があるかどうかを分析し、また皆様への支援内容が適切だっ

たかどうかを統計学の手法と質的分析の手法を使って分析します。

４）研究の倫理的配慮：皆様から得られた結果は、研究期間中は同一人物であるこ

とを確認するため番号で管理していきますが、研究終了時には、別番号におきかえ、

個人、施設が特定されない形で分析、結果のまとめ、専門雑誌あるいは専門学会誌へ

の発表を行っていきます。また本研究事業への参加は自由意志であり、途中で中断す

ることもできます。また本研究事業へ参加されなくても、また中断されても治療やケ

アがかわることはありません。また皆様の希望に応じて、報告書を送付いたします。

３．利益相反に関する事項：本研究（試験）計画は、｜割から交付された研究費（厚生

労働省障害者自立支援プロジェクト）によって行われる予定ですが、本研究事業に携

わる全研究者によって公正に費用を使って研究が行われます。本研究（試験）の利害

関係については、熊本大学大学院医学薬学研究部等臨床研究利益相反審査委員会の承

認を得ております。また、当該研究（試験）経過を熊本大学医学薬学研究部長へ報告

等を行うことにより、利害関係の公正'性を保ちます。

本研究事業の趣旨をご理解いただき、本研究事業へご協力いただけますようお願い申

し上げます。なお不明な点は研究事業責任者までご連絡ください。

研究事業責任者： 教授宇佐美しおり

〒862-0976熊本市九品寺4-24-ｌ

熊本大学医学部保健学科精神看護学

ＴＥＬ＆ＦＡＸ：096-373-5470

共同研究事業実施者：

中山洋子（福島県立医科大学看護学部，教授）
野末聖香（慶應義塾大学看護医療学部，教授）
矢野千里（芳和会菊陽病院，総看護師長）
樺島啓吉（芳和会菊陽病院理事長，精神科医）
中川優子（芳和会菊陽病院外来）
和田冬樹（芳和会菊陽病院院長）
斎藤ひろみ（芳和会菊陽病院，副総師長）

－２９－



井形るり子（熊本市|潭害福祉局，医療主幹，精神科医）
大嵩高昭（富尾会桜が丘病院，精神保健福祉士）
大関宏治（杏仁会くまもと青明病院，精神保健福祉士）
青木聖久（日本福祉大学准教授，精神保健福祉士）
中西真理子（富尾会桜ケ丘病院，病棟師長）
伊藤弘人（国立神経・精神センター精神保健研究所，社会精神保健部長）

書

一畳

|司

熊本大学医学薬学研究部長

教授原田信志殿

私は、「病状・セルフケアが不安定で退院３か月未満で再入院をするもしくは入院３

か月以上の統合失調症・統合失調症性感情障害患者（長期入院予備群）の退院促進な

らびに地域生活定着支援研究事業-医療・福祉および病院・行政統合型ケア・マネジ

メントモデルの評価-」について、研究者より文書により説明を受け、研究の意義に

ついて理解いたしましたので、この研究に参加することに同意いたします。

＜本人署名欄＞

同意日：平成年月

氏名：

日

住所

＜説明者＞

説明日：平成年月日

氏名：
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研究参加の同意取り消し通知書

私は当初、

研究の目的・意義

研究期間および研究の方法

研究の協力に同意しない場合でも不利益をうけないこと

（研究への不同意）

研究の協力に同意した場合でも中断できること

（研究協力の参加同意の撤回）

プライバシーの保護

研究成果の公表の仕方

利益相反に関する事項

について説明を受け､理解したので､

加への同意を取り消します。

本研究に参加することに同意しましたが、研究参

平成年月 日

住所

氏名

上記の方の研究参加への取り消しを確認しました。

平成年月 日

研究代表者

氏名

熊本大学医学部保健学科教授，精神看護専門看護師

宇佐美しおり
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＜付録３＞

①＜比較群の医療記録、看護記録からの抜粋＞

－３２－

番

号

年齢 性別 発症

年齢

ＧＡＦ 精神科

薬物換

算量

再入院の理

由（入|塊３

か月以上の

理由）

家族の

支援

入院前

の合計

入院期

間

仕事

の有
4mE
J、､､

社会資

源の活

用

１

２

３

４

５

６

７

８

９

1０

1１

1２

1３

1４

1５

1６

1７

1８

1９

2０

2１

2２

2３

2４

2５

2６

2７

2８

2９

3０

3１

3２

3３

3４

3５

3６

3７

3８

3９

4０



-３３－

入l塊時 1-2カ月間 塊時
過|塊後３力

月まで

退院後６

カ月まで

精神状態の査定,ネili神の健康度の

把握，セルフケアの森定

毎日のセルフケアに関する話し

あい ／
1週間にlll寺間以上のセルフケア

の話しあい

／
／

2週間に】回のケア会雛 ／
1週間に１時間以上の家族との面

接(精神的支援と家族としての対

応） ／
1週間に１回３０分以｣この小集団

精神療法

／
／

1週間に１時間以_'二の心理教育.

生活技能訓練（食事・活11Ⅱjの仕方

･人とのつきあい・交通機関の使

い方・病状・服薬管理）

1週間に１回以上の紡lIM看溌 ／
危機介入 ／
3週間に１回のケア会識 ／

／
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記載日 記載者 番号

③ＧＡＦ(機能の全体的評定尺度）
精神的健康と病気という一つの仮想的な連続体にそって心理的、社会的、職業的機

能を考慮してください。身体的（または環境的）制約による機能の障害は含めないで
ください。またたとえば、45,68,7Ｚのように、それが適切ならば中間のコードを用い
て下さい。

91-100点：広範囲の行動にわたって、最高に機能しており、生活上の問題で手に負え
ないものは何もなく、その人の多数の長所があるために他の人々から求めら
れている、症状は何もない。

81-90点：症状が全くないか、ほんの少しだけ（例：試験前の軽い不安）、すべての
面でよい機能で､広範囲の活動に興味をもち参加し､社交的にはそつがなく、
生活に大体満足し、日々のあふれた問題や心配以上のものはない（例：たま
に、家族と口論する）

71-80点：症状があったとしても、心理的社会的ストレスに対する一過`性で予期され
る反応である（家族と口論した後の集中困難）、社会的職業的または学校の
機能にごくわずかな障害以上のものはない（例：学校で一時遅れをとる）

61-70点：いくつかの軽い症状がある（例：抑うつ気分と軽い不眠）、または社会的、
職業的、または学校の機能にいくらかの困難がある（例：時にずる休みした
り、家の金を盗んだりする）が、全般的には機能はかなり良好であって、有
意義な対人関係もある。

51-60点：中等度の症状（例：感情が平板的で、会話がまわりくどい、時に恐怖発作
がある）、または社会的、職業的、または学校の機能における中等度の障害
（例：友達が少ない、仲間や同僚との葛藤）

41-50点：重大な症状（例：自殺の考え、強迫的儀式がひどい、しょっちゅう万引き
する）、または社会的、職業的、または学校の機能において何か重大な障害
（友達がいない、仕事が続かない）

31-40点：現実吟味か意志伝達にいくらかの欠陥（例：会話は時々、非論理的であい
まい、または関係`性がなくなる）、または仕事や学校、家族関係、判断、思
考、または気分など多くの面で粗大な欠陥（例：抑鯵的な男が友人を避け、
家族を無視し仕事ができない。子供が年下の子供を殴り、家で反抗的で学校
では勉強ができない）

21-30点：行動は妄想や幻覚に相当影響されている。または意志伝達や判断に粗大な
欠陥がある（例：時々、破裂、ひどく不適切にふるまう、自殺の考えにとら
われている）、またはほとんどすべての面で機能することができない（例：
１日中、床についている、仕事も過程も友達もない）

11-20点：自己または他者を傷つける危険がかなりあるか（例：死をはっきり予期す
ることなしに自殺企図、しばしば暴力的、躁病性興奮）、または時には最低
限の身辺の生活保持ができない（例：大便を塗りたくる）、または意志伝達
に粗大な欠陥（例：ひどい破裂か無言症）

1-10点：自己または他者をひどく傷つける危険が続いている（例：何度も暴力を振る
または最低限の身辺の清潔保持が持続的に不可能または死をはっきり予測
した重大な自殺行為

０点：,情報不十分

GAF得点
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④ＦＡＳ尺度
研究への協力のお願い

記載日年月日番号

病状・セルフケアが不安定で退院３か月未満で再入院をするもしくは入院３か月以

上の統合失調症・統合失調症,性感,情障害患者（長期入院予備群）の退院促進ならびに

地域生活定着支援研究事業-医療・福祉および病院・行政統合型ケア・マネジメント

モデルの評価一

１．研究の目的

本研究事業は病状・セルフケアが不安定で退院３か月未満で再入院をするもしくは

入院３か月以上の統合失調症・統合失調症,性感情障害（長期入院予備群）と診断され

た４０名に対し、訓練を受けた看護師もしくは精神看護専門看護師を「精神科ケア・

マネジャー」とし、また地域の|潭害福祉課との連携を図るために「退院促進支援相談

員（保健師）」を配置し、医療と福祉および病院と行政を統合したケア・マネジメン

トチームを作り、入院１－２か月間の退院支援ならびに退院後６か月間の地域生活定着

支援研究事業を行い、病状、日常生活・社会的機能、家族機能、QOL、再入院率、医

療費の側面から評価をしていきます。本研究事業は、地域で生活したいと願う統合失

調症・統合失調症`性感情障害の患者さまが、どのように自分の病気や生活を管理され

ると地域における安定した生活が可能なのかを検討していくための事業です。

この研究事業は、厚生労働省の平成２１年度障害者自立支援プロジェクトによる研

究事業助成金によって実施されるプロジェクトです（代表：宇佐美しおり）。

２．研究方法

１）事業実施方法：各施設の倫理委員会で承認で承認が得られましたら、研究事業

及び調査に同意の得られている精神病院において、セルフケアが不安定で退院後３

か月未満で再入院するもしくは入院３か月以上の統合失調症・統合失調症'性感情障

害（長期入院予備群）患者さま４０名を対象に、退院促進の重要な役割を担う看護職

を中心とした精神科ケア・マネジメントチームを作ります。このチームは地域の障

害福祉課との連携をとりやすい退院促進支援相談員以外に、訓練を受けた看護師も

しくは精神看護専門看護師を中心とし、医師、看護師、保健師、精神保健福祉士、

作業療法士、ヘルパー、民生委員から作られています。このチームはみなさまの入

院中もしくは退院後に支援を行いますが、退院後にこのチームによる支援が必要か

どうかについては、退院時に精神科ケア・マネジメントチームを作ります。ただ退

院後精神科ケア・マネジメントチームによる支援が必要かどうかは退院時に再度患

者さま、ご家族に入っていただき、話しあいを行います。

入院中に皆様に提供されるケアは､受侍看護師との１日１時間以上の退院後に必要

とされる日常生活に関する話しあいや振り返り、退院不安を軽減するための１週間に

３０分以上のグループ（小集団精神療法）、１週間に１時間以上の心理教育および生活

技能訓練、１週間に１時間以上の家族への支援、２週間に１回以上のチームでの話し

あい（ケア会議）を行います。

そして、退院される時に、退院後も精神科ケア・マネジメントチームによる支援を

行う場合には、退院６か月間は１週間に１回以上の訪問看護、１週間に１回の患者さ
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ま|司士の小集団精神療法、危機介入、ヘルパー、民生委員による訪問、３週間に１回

のチームによる会議（ケア会議）を実施します。この会議には患者さま、ご家族にも

参加していただきます。

そして入院時、退院時、退院３か月後、退院６か月後に病状(BrieFPsychiatric

RatingScale,BPRS)、社会的機能（GlobalAssessmentoftheFunctioning,GAF）、

|]常生活機能（LifeSkillsPro｢ile,LSP）、家族機能(FamilyAttitudeScale,FAS)、

生活の質満足度(WH0-QOL)を主治医もしくは訓練を受けた看護師もしくは精神看護専

Ilil看護師が皆さまに面接しながら記載を行っていきます。WHO-QOLのみ、ご本人に無

記名にて記城して頂きます。

ご家族には、家族機能尺度の記載を無記名にて記載していただき、封筒で返送して

いただきます｡_また同一人物であることを確認するため、同一の番号で質問紙を管理
し、研究事業終了後番号をつけかえ、個人や施設が特定されない形で処理していきま

す。また研究事業実施内容については医療記録に残し、質|杓な内容分析を行います。

２）実施期間：倫理委員会で承認を得た日から平成２２年８月３１日まで実施する予定

です。

３）分析方法：得られた質問紙につきましては、入院時、退院時、退院３カ月後、退

院６ヶ月後の時期で、差があるかどうかを分析し、また皆様への支援内容が適切だっ

たかどうかを統計学の手法と質的分析の手法を使って分析します。

４）研究の倫理的配慮：皆様から得られた結果は、研究期間中は同一人物であること

を確認するため番号で管理していきますが、研究終了時には、別番号におきかえ、個

人、施設が特定されない形で分析、結果のまとめ、専門雑誌あるいは専ＩＪＩ]学会誌への

発表を行っていきます。また本研究事業への参力|]は自由意志であり、途中で中断する

こともできます。また本研究事業へ参加されなくても、また中断されても治療やケア

がかわることはありません。また皆様の希望に応じて、報告書を送付いたします。

３．利益相反に関する事項：本研究（試験）計画は、国から交付された研究費（厚生

ﾂj働省障害者自立支援プロジェクト）によって行われる予定ですが、本研究事業に携

わる全研究者によって公正に費用を使って研究が行われます。本研究（試験）の利害

関係については、熊本大学大学院医学薬学研究部等臨床研究利益相反審査委員会の承

認を得ております。また、当該研究（試験）経過を熊本大学医学薬学研究部長へ報告

等を行うことにより、利害関係の公正性を保ちます。

本研究事業の趣旨をご理解いただき、本研究事業へご協力いただけますようお願い

申し上げます。なお不明な点は研究事業責任者までご連絡ください。

研究事業貞任者： 教授宇佐美しおり

T862-0976熊本巾九dih寺4-24-ｌ

熊本大学医学部保健学科精神看護学

ＴＥＬ＆ＦＡＸ：096-373-5470
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共同研究事業実施者：

中山洋子（福島県立医科大学看護学部，教授）

野末聖香（慶應義塾大学看護医療学部，教授）
矢野千里（芳和会菊陽病院，総看護師長）
樺島啓吉（芳和会菊陽病院理事長，精神科医）
中川優子（芳和会菊陽病院外来）
和田冬樹（芳和会菊陽病院院長）

斎藤ひろみ（芳和会菊陽病院，副総師長）
井形るり子（熊本市障害福祉局，医療主幹，精神科医）
大嶌高昭（富尾会桜が丘病院，精神保健福祉士）
大関宏治（杏仁会くまもと青明病院，精神保健福祉士）
青木聖久（日本福祉大学准教授，精神保健福祉士）
中西真理子（富尾会桜ケ丘病院，病棟師長）
伊藤弘人（国立神経・精神センター精神保健研究所，イ精神保健研究所，社会精神保健部長）
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FAS(FamiIyAttitudeScale,日本版）

あなたの患者さんに対する気持ちや考えの例が以下に書いてあります。各項目がどれ

くらい現れるのかをあてはまる所に１つ○で囲んで下さい。 粋
２
２
２

鄙
４
４
４

札
Ｏ
Ｃ
Ｃ

リな
３
３
３

コ

カ
少し

１

１

１

一緒に過ごすのはいいことだ

わたしを疲れさせる

わたしの忠告を聞いてくれない

実際のところ一緒にやっていくのは難しい

●
●
●
●

『００（（如一〈］（叩く壺）雪勾夘一一

３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３

４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４

０
０
Ｃ
Ｏ
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

わたしの方がどなったりする

ここにいて欲しくない

わたしを狂わせようとしている

わたしの方がかっとなることがある

一緒にやっていきやすい

世話をしなければならずうんざりする

わざとわたしの手をわずらわせる

一緒にいると楽しい

本当にお荷物だ

言い争うことがある

たいへん親密に感じる

なんとかうまくやっていける

わたしの手には負えない

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

５
６
７
８
９
ｍ
ｎ
ｍ
⑬
Ⅲ
嘔
肥
Ⅳ

時々なし 少し かなり 毎日

18．わたしの方がかんかんに怒ることがある

０
０
０
０
０

２
２
２
２
２

１
１
１
１
１

３
３
３
３
３

４
４
４
４
４

意地悪や嫌みをいってしまう

わたしがしたいことに感謝してくれる

以前よりは一緒に生活しやすくなった

私を－人にしておいてほしい

●
●
●
●
●

（
卯
】
『
》
（
卯
叩
叩
》
■
■
０
－
（
皿
〃
必
】
（
叩
く
二
）
｜

口
一
日
■
（
（
西
グ
ヱ
］
、
〉
死
】
（
叩
”
〈
］
（
叩
托
】 私に面倒を見てもらうのは当然と思っているようだ

０１

(彼または彼女|ま）自分をコントロールすることができる
０１

親密な感じになりやすし、０，

以前よりも一緒に生活しにくくなったｏ，

とても不満を感じる０，

たいへん物分かりがよいｏｌ

私は失望しているｏ，

私とうまくやっていこうと試みているＣｌ

２ ３ ４

2４．

２
２
２
２
２
２
２

３
３
３
３
３
３
３

４
４
４
４
４
４
４

2５．

２６．

２７．

２８．

２９．

３０．
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く付録4＞

平成２１年度厚生労働省障害者自立支援プロジェクト発表会報告会

Ｌ日時:平成22年３月２２日月曜日，１３:00-16:00,参加者54名(県内の精神科病院看

護師､精神保健福祉士､精神科医が参加）

ＩＬ場所:熊本大学医学部保健学科看護学専攻棟１階ＥｌＯ５教室

熊本市九品寺4-24-1

m、内容：

テーマ「退院後すぐに再入院となる､もしくは入院が長期化しはじめている精神障害者の

退院促進ならびに地域生活への支援一医療･福祉および病院･行政統合型ケア･マ

ネジメントモデル(CommunityBasedCase1Vlanagement,CBCＭ)の評価」

１．１３:00-13:30,平成２１年度障害者自立支援プロジェクト報告

宇佐美しおり(熊本大学大学院生命科学研究部精神看護学,教授,精

神看護専門看護師）

今回の研究事業の目的､研究事業方法を提示し､結果および考察について報告を行った。

比較群では年齢が高く家族が主な支援者であり(特に両親)､統合失調症以外に発達上

の課題や人格上の課題を有している対象者で､ＣＰ換算値が若干高く､過去の仕事期間

が短く、社会資源の活用ではデイケアが多かった｡また介入群は29名で退院後３ケ月以

上地域で生活できた患者１７名(Ｃ群)と退院３ケ月未満で再入院した患者１２名(Ｄ群）

に分類できた｡介入群の特徴は､比較群と比べると年齢が若く､発症年齢も低く､ＣＰ換算

は比較群に比べると少なく過去の仕事期間は少なかった｡また主な支援者はやはり家族

の中の両親だったが､用いている社会資源はＣ群ではデイケア､Ｄ群では訪問看護が多

く用いられていた（PPT参照)｡また入院時のＢＰＲＳは両群とも高かったがＣ群では退院

時､退院３ケ月後では病状が軽減し､GAF･LSPとも高くなっていた｡また家族の攻撃'性や

非難度をはかるＦＡＳでは両群とも高くＣ群では退院時には改善しており､Ｄ群では病状

も改善があまりなく日常生活も社会的機能も改善しないため､家族のFASも改善されてい

ないという結果であった｡またＱＯＬはＣ群が高かった｡また介入内容についてはＣ群では

目標を明確にしながらチームの構築､各職種の役割分担､家族のストレス･マネジメントに

関する支援内容が多かった｡一方､Ｄ群では治療'二|標が不明確だったり患者への無力感

などが強く、どのようにこれらを打破するかが今後、重要な課題となっていた。
２．１３:45-16:００

シンポジウム｢退院後すぐに再入院となる､もしくは入院が長期化してい

る精神障害者への退院支援と地域生活への支援」

座長:東清已

（熊本大学大学院生命科学研究部地域看護学教授）

1)13:45-14:１０中川優子(菊陽病院,外来主任):ＣＢＣＭを実施して-看護者の立場から

２事例についてＣＢＣＭの経過を述べながら看護の現状と課題についての意見を述べら

れた。ｌ事例は統合失調症と診断され､人格上の課題があり患者にＣＢＣＭを実施｡退院し

たいという気持ちをもちながらも、過度に退|淀を不安がる患者さんに対し治療チームがどの

ようにまとまって支援していけるのかについての意見が述べられた｡さらに２事例めは統合

失調症患者で発達的な課題がある患者に対し､ＣＢＣＭが地域の中で患者の居場所や活躍

の場を作るために､どのように流れを作っていけるのかを検討することが重要との報告がなさ

－４０－



れた｡退院支援において患者の地域での生活の場にＦ１をむけた支援体制の構築が必要と

の結論が得られていた。

2)14:10-14:３５樺島啓占(芳和会理事長):病院から地域へ-精神科医の立場から－

病院から地域へという医師の立場でのご発言｡今後の精神保健医療福祉改革を提示し、

地域においてお互いが支えあうシステムをどのように作っていくのかが重要になってきてい

る。また厚労省は７万人の統合失調症患者を退院させたいと考えている｡また今後入院中

心医療から地域医療中心へとかわっていくだろう｡その時に障害者の権利条約が重要にな

り、この条約をもとにどのように精神|庫害者と関わっていくのかが重要になっていくだろう｡そ

のような中で精神科医療がどのようにかわっていくのか、医療モデルの危機、医療者の抱え

込みが問題となっていくのでではないだろうか｡一方、当事者はみな､地域の中での生活を

したいと思っていて、医療者も実際楽観的に今後の希望をもって支援していくことが必要だ

ろう、そしてそのような中で､チームの責任を医師としてどう引き受けていくか､また上手な薬

の使い方､などが重要になってくると考えている。さらに退院支援においてはこれまでの経

過を理解した個別，lLtを重要視したケアを展開していく必要があるのではないか｡再発予防と

いう視点から生きづらさや暮らし下手への支援が必要なのかもしれない。

3)14:35-15:００青木聖久（日本福祉大学,准教授):地域で支えるための支援方法-PSWの

立場から－

４つの視点からPSWとして報告。ＰＳＷのたつ位置としては、医療の中でも福祉職｡着眼点

としては人と社会とのインターフェイスに問題があるのではないか､実践におけるアセスメン

ト､すなわち､既存の社会資源の乏しさ､地域における居場所の確保や障害年金受給にむ

けた精神保健福祉士の役割､社会保険労務士の活用を含めた|潭害年金受給の促進､精神

障害者が地域で生活する中で､地域の中での居場所の確保､経済的基盤､地域生活支援

体制などが重要になってくる。地域生活支援の中でフォーマルな支援以外にインフォーマ

ルな支援が重要で､忠者自身の動機づけというのはあとでくっついてでてくることが多いの

ではないか､また動機づけが生活の質を高めるきっかけとなることが重要と考えている。

4)15:00-15:２５井形るり子(熊本市しようがい福祉課，医療主幹):退院支援における病院と

地域の現状､課題

熊本市でも平成２０年度に障害者自立支援プロジェクトを実施し､退院阻害要因や退院

促進のために必要なことを明らかにした｡主治医が退院可能と考えた患者のうち６割近くが

そのまま継続で入院している実態があった｡その際に退院促進ができない理由をスタッフに

きくと服薬管理､金銭管理などができないことが抽出され､また当事者からは食事ができな

い､さびしさがある､などで退院できない理由であった｡多重回帰分析を行うと退院の有無に

は年齢と'性別､服薬の有無(支援ありでも)が関連していた｡またＧＡＦは低いが在宅生活が

長く続く方は､これまでの入院期間が長い､未婚もしくは離婚､家族と離れた生活､家族から

の積極的な支援はないが退院に反対していない､などが特徴として存在していた｡また大阪

では長期入院は人権侵害であるという意識のもとに､退院支援を促進してきている｡また家

族や医療スタッフの思い込みが強くて退院支援を促進できないということがあった｡現在､熊

本市地域移行自律生活体制検討会では､今後、医療機関の枠をこえた生活体験施設の必

要`性､公的保証人制度の確立などが必要といえるだろう。
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3.15:25-16:００質疑応答

医師たちへの働きかけ､精神科訪問看護の積極的活用、孤軍奮闘しているＰＳＷへの支

援、日本の場合は精神科のベッド数が多く在院日数も長いが経済的なモデルができないと

ベッド数が軽減し退院促進はできにくいのではないか､またピアサポートを充実していくため

のペア支援者の育成(ＷＲＡＰの指導者を呼び実際育成が熊本市でもはじまる予定､また大

学院修士をでている高度実践家も各職種ででてきているので､精神科ケア･マネージャーの

育成の必要性などが要望としてあげられた｡さらに入院５年以上の患者をどのように退院へ

の動機づけを高めていくのかなども質問としてだされ､患者間で集団で退院支援を行ってい

く方法などもあるなどの提案が行われた。

４．１５:45-16:００指定発言大嶋高昭(桜ケ丘病院精神保健福祉士）

今回の事業を通して､入院中から退院支援を行っていくこと､患者のニーズを常に確認し

ながら支援を行っていくこと､患者自身が地域で活用できる.つながれる場や人などを増や

していくことなどが重要であると考えられた。

5.代表研究事業実施者:宇佐美しおり(熊本大学大学院生命科学研究部精神看護学)電

話＆ファックス096-373-5470,Ｅ－ＭＡｌＬ

共同研究者･共同事業実施者

susami＠kumamoto-u・acj［

中山洋子（福島県立医科大学看護学部，教授）

野末聖香（慶應義塾大学看護医療学部，教授）
矢野千里（芳和会菊陽病院，総看護師長）
樺島啓吉（芳和会菊陽病院理事長，精神科医）
中川優子（芳和会菊陽病院外来）
和田冬樹（芳和会菊陽病院院長）

斎藤ひろみ（芳和会菊陽病院，副総師長）
井形るり子（熊本市障害福祉局，医療主幹，精神科医）
大嶌高昭（富尾会桜が丘病院，精神保健福祉士）
大関宏治（杏仁会くまもと青明病院，精神保健福祉士）
青木聖久（日本福祉大学准教授，精神保健福祉士）
中西真理子（冨尾会桜ケ丘病院，病棟師長）
伊藤弘人（国立神経・精神センター精神保健研究所，社会精神保健部長）
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表１対象者の特徴

」
⑭

再入院理 ７拍｜Ｃ２名(50%）’3457*＊ １３余(44.83％）

全体(Ｎ=129）

平均値，（）内は標準偏差

比較群（Ｎ=100）平均値、（）内は標準傭兼

全体(Ｎ=100） ＡリＩｉｉ院

(Ｎ=60）

Ｂ病院

(Ｎ=40）

Ｍａｎｎ－Ｗｈｉ

tneyのＵ検

定/ｘ２検定

介入群

(N=29）

３群間の検定

(KruskalWallis検

定，カイニ乗値）

年齢 47.78

(1489）

50.28

(14.61）

48.12

(14.49）

53.53

(14.35）

93250 39.14

(12.64）

1５．６１
＊＊

発症年齢 27.10

(11.77）

28.49

(12.19）

31.06

(14,）

25.13

(8.11）

770.00 ２２７９

(9.26）

１０．５２
＊＊

ＣＰ換算 756.91

(595.61）

7７９．２１

(646.49）

697.65

(637.07）

895.43

(649.98）

852.50＊ 6６６８２

(309.49）

4．９５

過去の入

院期間の

合計[年］

7．５５

(10.36）

8２３

(11.22）

5.07

(6.62）

1310

(14.74）

8．７７
＊＊

5．３３

(6.49）

８９１＊

過去の仕

事期間

１カ月］

11.49

(33.57）

13.90

(38.30）

7．４９

(7.10）

19.03

(50.74）

2７３．５０
＊＊ 586(17.66） 2１７４

＊＊

性別 男`性６２名(48.06％）

女`性６７名(51.94％）

男性５０名

(50.51）

女`注４９名

(49.49）

男性３２名

(5Ｍ3％）

女`性２７名

(46.67％）

男#性１８毛

(45/0％）

女`性２２名

(55.0％）

0．８１ 男`性１２名

(37.93％）

女`性１９名

(62.07％）

1.56

1m届の有

曲ｆＥ
ｄｂｔ、

家族との同居８５余

(65.89％）

単身生活４３`izi(4Ｌ35％）

ｲ<明１名(33.33％）

家族との同居６０名

(6000％）

単身生活３９名

(49％）

不明１語(1.0％）

家族との同居

３２名

(53.33％）

単身生活(2７

名、４５％）

不明１名

(1.67％）

家族との'百|届２８

名(700％）

iii身生活１２名

(300％）

3．２１ 家族との同居２５

名(86.21％）

単身生活４名

(13.79％）

12.64
＊

再入院理 ①２２名(17.05％） ①「９名(9％） ①７余 ①２名(5.0％） 3４．５７
＊＊ ①１３絹(44.83％） 71.82

＊＊



ｌ
』
←
Ｉ

由（注１）

②
③
④
⑤
⑥

５名(3.88％）

３名(2.33％）

５２名(4031％）

３０名(23.26％）

１７名(13.17％）

②
③
④
⑤
⑥

ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ

5名(5％）

3名(3％）

３６堵(36％）

３０名(30％）

１７鑑(17％）

(11.67％）

②４罐，

（6.67％）

③２名

（Ｍ3%）

④９名

（15.0％）

⑤２１名

（35.0％）

⑥９糸

(2833％）

②
③
①
⑤

1名(2.5％）

1名(2.5％）

２７名(675％）

9余(22.5％）

②
③
④
⑤
⑥

０

0

１６名(55.17％）

０

０

家族支援

の有無

あり９０名(69.77％）

なし３８名(29.46％）

不明１名(0.77％）

あり６３堵(63％）

なし３６名

(36％）

不明１名

(1％）

あり３４名

(55.73％）

なし２６全，

(42.62％）

不明１名

(1.65％）

あり２９狢(75.0(Xi）

なし１０名(25.0％）

3.19 あり２７名

(9310%）

なし２名

(6.9％）

1２．８８
＊＊

主な文援

者

(Ｎ=90）

両親５７名(63.33％）

兄弟１４余(15.56％）

友人１７名(18.89％）

ほ力。 2狢(2.22％）

(Ｎ＝62）

両親３３名(53.23％）

兄弟１２名

(19.35％）

友人１３名

(20.97％）

力 １ ４名

(6.45％）

(Ｎ=34）

両親１８名

(52.94％）

兄弟６名

(17.65％）

友人６名

(17.65％）

ほか４名

(、76％）

(Ｎ=29）

両親１５名

(51.72％）

兄弟６名

(20.69％）

女人８名

(27.59％）

ほか0名

(0％）

2．５３ (Ｎ=27）

両親２４名

(88.89％）

兄弟２名

(7.41％）

友人１名

(3.70％）

ほか0

(0％）

1２７５
＊

過去の仕

事の有無

あり１８名(13.95％）

なし７３名(56.59％）

不明３８名(29.46％）

あり１４名

(13.86％）

なし４９名

(48.51％）

あり２名

(4.26％）

なし２６名

(55.32％）

あり１２`izi

(2222％）

なし２３名

(42.59％）

6６３
＊

あり４名

(1429％）

なし２４名

(85.71％）

7.99



’
一
ｍ
Ｉ

＊Ｐ<0.05,＊＊Ｐ<0.01,注１：①友人・家族とのトラブル、②扣薬、③暴力・暴言、④妄想や幻聴などの症状の悪化、⑤ほか（近隣への迷惑、家族の精神

的負担など)、⑥複数向答

不明３８全，

(37.63％）

不明１９名

(40.42％）

不明１９名

(35.19％）

社会資源

の活Ⅲ

あり６９名(53.49％）

なし３１名(24.03％）

不明２９名(22.48％）

あり５１錨

(69.86％）

なし２２余

(30.14％）

あり３８名

(71.7(X〉）

なし１５名

(283％）

あり１３名

(65％）

なし７名

(35％）

０．３１ あり１８躬

(66.67％）

なし９名

(33.33％）

0．４８

社会資源

の内容

[複数回

答］

作業所２０件(25.32％）

デイケア３９件(49.37％）

訪問看護１８件(22.78％）

併用２件(2.53％）

作業所１７件

(28.33％）

デイケア３２件

(53.33％）

訪問看護１１件

(18.34％）

併用

作業所４件

(15.38％）

デイケア８件

(30.77％）

訪問看護１１

件

(42.31％）

併用３件

(11.54％）

作業所１３件

(35.14％）

デイケア２４件

(6486％）

訪問看護(0％）

併用

(0％）

2５．６３
＊＊ 作業所３件

(17.64％）

デイケア７件

(4118%）

訪問看護７件

(41.18％）

2８．４７
＊＊



衣２介入群の対象者の特徴と病状、日常生活・社会的機能、家族機能、ＱＯＬの評価

」斗漣l堕剴

●～
￣

ＣＤ

全体(Ｎ=29） 退院後地域生活３カ月以_|増（Ｃ群）

(Ｎ=17,58.62％）

退院後地域Alz活３カ月未満

(Ｄ群)(N=12,41.38％）

Mann-WhitneyのＵ

検定・ｘ２検定

ｲ1:齢 39.14(12.64） 35.82(7.44） 43.09(17.51） 5１００＊

発症年齢 22.79(9.26） 21.53(4.67） 25.09(13.98） 9９００

ＣＰ換算 666.81(309.49） 66500(304.16） 670.11(353.58） 66.50

入院前入院期間の

合計[年］

5.33(6.49） 3.08(2.51） 9.12(9.08） 52.50＊

過去の仕事期間

[力川

5.86(17.66） 9.88(22.32） 2.88(3.14） 55.00

性別 男,性１２名(4138％）

女,性１７名(58.62％）

男性６名(35,29()'6）

女,性１１名(64.71％）

男性６名(50％）

女性６`izi(50％）

063

同居の有無 家族との同居２５名(86.21％）

単身雄活４糸(13.79）

家族との同居１３名(76.47％）

単身生活４名(2353％）

家族との同居１２名(100％） 3.20

再入院珂Ｆｈ(注］） ①「１３名(44.83％）

②「１６名(55.17％）

①８名(47.06％）

②９名(52.94％）

①５鍋(41.67％）

②Ｗｉとi(58.33％）

0.08

家族支援の有無 あり２７名(93.10％）

なし２名(6.90％）

あり１６名(94.12％）

なし１名(5.88％）

あり１１名(91.67％）

なし１名(8.33％）

0.07

主な支援者 両親２４名(88.89％）

兄弟２名(7.41％）

そのほか１名(3.7％）

両親１６名(100％）

兄弟Ｏ(０％）

両親８名(72.73％）

兄弟２名(18.18％）

ほか１名(9.09％）

4．９１

過去の仕事の有無 あり４名(13.79船）

なし２５名(8621％）

あり４`izi(25％）

なし１２名(75％）

ありＯ(0％）

なし１３名(100％）

3.50

社会資源の活用 あり１７名(58.62(X)）

なし９名(31.03()'6）

不明３名(10.35％）

あり１４絹(93.33％）

なし１名(Ｍ7％）

あり３名(21.43％）

なし８名(57.14％）

不明３名(21.43％）

12.24＊＊

社会資源の内容 作業所３余(17.64％）

デイケア７名(41ユ8％）

訪問看護７名(41.18％）

作業所３名(21.43％）

デイケア７名(50％）

訪問看護４緒(28.57％）

作業所Ｏ(0％）

デイケアＯ(０％）

訪問看護３名(100％）

5.20



人|洗時ＢＰＲＳ

ｊ艮淀時ＢPＲＳ

入院時ＧＡＦ

過|洗時ＧＡＦ

入院時ＬＳＰ

辿|洗時ＬＳＰ

－
』
『
Ｉ

入院時ＱＯＬ

退院時ＱＯＬ

人院時ＦＡＳ

退院時ＭＳ

*p＜0.05,＊*p<0.01

注Ｉ：①友人や家族との関係のトラブル、②妄想や幻聴など症状の悪化

社会資源の利Ⅱ]度

(回数／週）

2.75(1.44） 3.00(1.36） 1.00(0.00） 4.08

入院時ＢPRS 64.59(15/05） 62.12(15.85） 68.80(13.28） 53.50

退院時ＢPRS 42.29(la98） 38.47(11.97） 39.55(12.07） 50.50

退院３カノｌ後

ＢＰＲＳ

45.78(18.01） 41.00(15-31） 69.67(9.50） 3.00
＊

入院時ＧＡＦ 37.41(11.88） 39.76(11.28） 33.40(1238） 55.00

退院時ＧＡＦ 47.74(14.03） 51.65(1432） 41.10(11.25） 47.00

退院３カ月後

ＧＡＦ

50.11(13.98） 52.47(12.26） 38.33(18.93） 10.50

入院時ＬＳＰ 10289(17.84） 108.82(１６５８） 92.80(15.82） 44.50
＊

退院時ＬＳＰ 113.96(11.89） 118.59(11.73） 106ユO(7.37） 28.50
＊＊

退院３カノ］後

ＬＳＰ

116.95(13.62） 119.41(13.29） 103.00(2.65） 5.0＊

入院時ＱＯＬ 2.67(128） 3.03(1.47） 2.06(046） 2４５０
＊＊

退院時ＱＯＬ 2.92(0.39） 3.07(027） 2.66(0.45） 3６００
＊

退院３カ月後

QOL

297(0.29） 3.01(0.26） 2.72(0.43） 15.50

入院時ＨＫＳ 54.25(8.16） 54.44(8.96） 53.88(6.81） 62.00

退院時ＨＡＳ 42.50(13.52） 40.94(13.60） 45.63(13.68） 4６５０

退院３カ月後

P２ＡＳ

45.00(lU79） 43.75(10.80） 55.00(1.41） 7.0



表３介入群の介入内容

』
範

退院後３ｶﾉﾘ以上地域で生活できる対象者への介入内容 退院後３カ月未満で再入院した対象者への介入内容

カテゴリー サブカテゴリー カテゴリー サブカテゴリー

地域で患者の健康的側面と成長発達

を支援するために中心となる人的資

源の獲得

退院支援相談員を介して患者の要望

と病状に応じた生活の場をさがし､や

れるかどうかを検討する過程を踏む

患者・家族の移行の体験を支える

地域のおける患者の要望と成長発達

を理解する支援員との調整

患者の病状およびセルフケアへの改

善へむけての支援が一貫しない

患者の病状が'さ'内変動でまた関わり

にくく安定した状態の査定が行いに

くいため介入が一貫していない

病|境外でのセルフケアが把握しづら

<病状中心の支援である

患者の精神状態・症状・セルフケアと

人格および発達上の課題の区別を行
声

フ

患者の精神状態ばかりに目をむけず

患者の健康的な側面とセルフケア能

力に焦点をあてケア計画をたてる。

患者の人格と成長発達｣二の課題に目

をむけ患者のニーズをもとに支援を

再構築する

家族の患者の成長発達に関するニー

ズの理解の程度を把握し､必要に応じ

て理解を促進する

治療チーム全体のあきらめと主とま

りの悪さ、支援の断片化

日々のケアを中心となってすすめて

いく受け持ち看護師などの支援者の

存在が薄くケアがルテイーン化でき

ない

'情報伝達がスムーズでない

治療チーム間での話しあいが少なく、

パターナリズムが打破できない

目先の問題行動に対して支援をしが

ちである

治療チームによる治療目標と各職種

の役害Ｉの確認・進捗状況の確認

治療チームでの治療目標に対する計

議

役害'|分担を明確にする

各職種の進捗状況の確認

治療の方向`性がみえない 患者の生活に関わる家族が疎遠で家

族の支援ニーズがわからない

患者の今後の生活の場所が確保でき

なし 、

治療スタッフに患者のこれまでのセ

ルフケアの能力や健康的な側面など



迎個Z

一
迫

今後の生活に必要とされるセルフケ

アヘの支援

今後の生活の場を本人､家族と話しあ

いながら決める。

患者自身の決定の過程に立ち会う

生活上の自分の限界と家族の限界を

理解する

やれることの強化と不得意なことへ

のサポートの強化

家族の患者への対処行動の獲得と家

族自身のストレス･マネジメントへの

支援

患者の状態悪化時の対応方法の獲得

日常生活上理解できないことへの対

応方法の獲得

家族自身の生活スペースの確保

家族のストレス･マネジメントの獲得

が十分理解されていない
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