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　2006年 4月か ら の 介護報酬改訂 に より，特別 養護老人ホ
ーム の 介護報酬 に 「看取 り介護加算 」 が

新た に創設 され た．また，医療制度改革関連法案の成立 は ， 高齢者医療費抑制の ために病院を追わ

れ ， 在宅介護に移行す る と見 られ る高齢者 の 最期 の 看取 りを，誰が ど うす る の か とい う重 い 課題 を

我 々 に 投げ か け て き た．
．

　今後は施設や在宅 で働 く介護福祉士が ， 医療職 との協働の もとに ， 終末期ケア に携わる機会が増

える こ とが容易 に 予想 され る．こ の こ とは，こ れ か らの 介護福祉士 に は 「死 」 と向か い 合 う本 人や，

葛藤する家族に対する ス ピリチ ュ ア ル な支援能力が求 め られ る こ とを意味 し て い る．介護福祉 十が ，

福祉的観点 か ら捉えた 死 生 観を し っ か りと身に つ ける こ とが肝 要で あろ う．そ こ で 本稿で は，まず

国が 推進する在宅死の方向性 と終末期ケ ア の現状に つ い て概観し ， 介護福祉上 と死生観の 形成に つ

い て 考察を試み る．

　　
11Special

　nursing 　care 　fee　for　attending 　aged 　people　on 　deathbed” is　newly 　established 　for　care

workers 　in　special 　nursing 　home 　for　the　aged ．　Nursing　care 　fee　was 　revised 　on 　Apri且2006 ．　 As　the

medical 　system 　was 　reformed 　and 　various 　bills　were 　enacted ，10ts　of 　aged 　people　were 　transferred　to

the　home　care 　from　hospitals　because　of　decreased　medical 　assistanee 　fee　for　the 　aged ，　It　causes 　a　big

problern　for　the　people　on 　their　fina正stage ．

　　From　now 　on ，　it　is　easy 　to　expect 　that　the　nurnber 　of　care 　workers 　in　nursing 　care 　facilities　or　homes

would 　increase　and 　they　would 　have　an 　opportunity 　to　be　engaged 　in　caring 　the　aged 　people．　The　care

workers 　are 　going　to　do　these　in　cooperation 　with 　medical 　institutions．　They　also　need 　to　support 　the

aged 　people　who 　are 　on 　their　deathbed　and 　their　families　spiritually ．

　　Therefore，　I　survey 　the　nursing 　care　for　aged 　people　on 　their　final　stage ．　Finally　I　observe 　that　it　is

important　for　care 　works 　to　understand 　a　sense 　of 　values 　regarding 　life　and 　death．

キーワー ド： 死 に場所 ， 死生 観 ， 介護福祉士 ， 終末期ケア

　　　　　　place　te　die，
’11ife

　and 　death「「ideolgy，　care 　worker ，　terminal　care

は じめに

　65歳以 上 の 高齢者入 口 が 20％を越え ， 年間の 死亡者

数が 工00万人 以 上 に ．上 る 日本 に お い て ，今後 高齢 者 の

最 期 の 看取 りを，誰が，ど こ で ，どの よ うに 行 な うの

か が大きな問題 とな っ て きた．高齢者の い わ ゆる社会

的入院 の 受け皿 とな っ て き た 療養 病床 の 大 幅 削減 が 決
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ま り，「患者」 か ら福祉 の 「利用 者」 へ の 転換を余儀

なくされた多数 の 高齢者が ， 介護の場に送 り込まれて

くる 事態 が 予測され て い る ．

　介護 の 延長線上 に ある 「死 」 を，介 護福祉 士はど の

よ うに 受けとめ支え る べ きな の か ．介護福祉士を目指

す学生 に とっ て 「死 」 を学び，死生観 の 形成 を促す こ

と の 意義は 大き い と考えられ る．

1 ．「老い の 坂」 が描 く人生 の 四季

　観 心 十 界曼荼羅 を ご 存知だ ろ うか ．中世後期 か ら近

世初期に か けて ，
「熊野比丘 尼 」 と呼ばれ る 女性の 宗

教者が，信仰 の 普及拡大 に あた り勧進 の 際 に 携行 し て

絵解きを し た とい われる絵図 で あ る （図 1 ）．

　 こ の 絵 図 の 画面上半分 に は，右か ら登 っ て 左 へ 降 り

る方向性を持つ 半円形の坂道が こ ん もりと描か れ て い

る．右端 には生後間 もな い 赤ん坊 が 描 か れ，坂 を登る

に従 っ て 徐々 に幼児か ら少年 ， そ し て青年 へ と成長 し

て い く．丁度 山頂 の 辺 りで 壮年期 とな り下 り坂 に差 し

か か る ．坂 を下る に つ れ て 今度 は 徐 々 に年老 い て 行 き．

最後 の 左端 で は老 人 とな り，墓地が配置 され て い る、

　誕生 か ら死 ま で，人 の
一

生 を坂道 上 に 表 し た こ の 絵

図には，人 生 の 過程 に応 じた四季 の 木 々 が 人物 の 背後

に 描かれ て い る．幼年期か ら青年期 に か けて は，春 の

桜や梅が美 しく咲き誇 り， 壮年期には力強 い 松や杉 の

夏木立が並び ， やが て秋の 紅葉を経て 老年期は 雪 の積

もっ た枯れ 木 へ と変化 して い く．人 生 の 栄枯盛衰 を四

季折 々 の 木 々 と．坂道 に よる対比 で 表現 し た見事な作

描 で あ る ．こ の 坂道 は 別名 「老 い の 坂 」
n

と呼 ば れ る．

「老 い の 坂 」 は 季節の循環の 中に 人間の 生涯 を同化さ

せ ，現代社会 に お い て 忌み嫌われる老 い や死 を，人生

の 自然な過程 と して 受け入 れ るよ う我々 に教え て くれ

て い る．

　人生 の 冬 の 時代 を支える職種 の ひ とつ に ， 高齢者介

護に 関わ る介護福祉上 も数え られる で あろ う．巨大な

静寂 が す ぐそ こ まで 訪れ て い る入 々 の
， 貴重 な残 り時

間に 関わる仕事だけに ， 介護福祉士 に は 深 い 死生観 の

形成が求 め られ る．本稿 で は，まず は じ め に 終末期 ケ

ア の 現状に つ い て概観 し， そ の 後 ， 介護福祉 士 と死 生

観 に つ い て 考察す る．

図 1 ．観心十界 曼荼羅図

2 ．国が導 く国民 の死 に場所

1 ）棄老 の 時代

　2006年 （平成 18） 6月 14日 ， 医療制 度改革関連法 案

の 成立 によ り， 高齢者 の い わゆる 「社会的入院 」 の 温

床 とされ て きた療養病 床が，今後 6年間 で 大幅 に 削減

され る こ とが 決ま り，介護老 入保健施設 （以下 『老健

施設』 と略す）や ケア ハ ウス へ の 機能転換 を迫 られる

こ とにな っ た．

　現在 ， 療養病床 は 38万 床 （医療保険適用 の医療療養

病棟 25万床，介護保険適用 の 介護療養型 医療施設 】3万

床）だ が ， 2012年 （平成24） に は医療保険適用 に 1 本

化 され ，介護保険適用 の 13万 床 は 廃 止 され る 見通 しで

ある．

　厚生 労働省は こ の 削減に伴 い ，患者15万〜17万人を

老健施設 へ
， 6万〜8万人を有料老 人ホ ーム等の 居住系

サ
ービ ス や在宅介護 に移行 させる として い るが ，受け

皿 となる介護施設 の 整備が追 い っ か ない の が実態 で あ

ろ う．国は療養病床か ら老健施設 へ の 機能転換を促 し

て は い る もの の
， 各市町村が 現行 （2006年度〜2008年

度）の 介護保険事業計画作成 上参考に した 国の 参酌標

準 に は，今回 の 療養病床削減 は ま っ た く反 映 され て い

な い ため ， 介護保険財政 の バ ラン ス を崩さな い ために

も ， 老健施設 へ の 移行 は 事実上 ， 不可能だ か らで ある

2 〕
．

　 また，今 回の 診療報酬改定 で は，新た に 「試行的退

院サ
ービ ス 費 」 （1口800単 位）が創設 され た．こ れ は

退院が 見込 まれ る患者が，在 宅 で 試行的 に 訪問介護 な

どの サ
ービ ス を利 用 する 場 合， 月 6口に 限 っ て 算 定 で
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介護福祉＋ 養成教育に お け る死 生 観に 関す る
一
考察

表 1 ．在所者の 要介護度別構成割合 （単位　％）

平 　 　　均

施 置殳 種 別 要 介 護 1 要 介 護 2 豊
．
介 護 3 要 介 謾 4 要 介 護 5 そ の 他

要
．
介 護 度

．

介 護 老
−
人

6．8 10 ．9 18 ．5 30 ．6 33 ．1 0 ．1 3 ．72
福 祉 施 設

介 護 老 人
12 ．5 17 ．6 24 、7 27 、6 17 ．3 0 ．3 320

保 ｛建 施 設

介 護 療 養 型
2．9 4 ．7 11 ．0 27 ．7 53 ．0 o ，8 4 ．24

医 療 施 設

資料 ： 厚生労働省　平成 18年版 『高齢 白書』 よ り作成

きる もの で ，退院 ・在宅復帰 へ の 後押 しをす るもの と

され て い る．しか し ， 介護療養型医療施設 は 医療上 の

必要性 より， 家庭 の 事情 で 長期人院す る社会的入院患

者が 多く，平均要介護度も他施設に比べ て 高 い こ とが

特徴な の だ．（表 1 ）

　日本医師会は，今回 の 療養病床削減に よ り 6 万人 の

介護難民 が誘発され る と試算 し ， 警告を発 し て い る．

在宅復 帰 も難 しく， 受け皿 が な い ため他施設 へ の 転所

もままな らな い なか ， 行 き場を失 っ た介護難民 は どこ

へ 向か えば い い の で あろ う．棄老 の 時代が始 ま っ た と

い え る ．

2）在宅 死 の ス ス メ

　厚生労働省 の 「平成 16年度 国民 医療費 の 概況 」で は ，

国民医療費32兆U11 億円の うち ， 65歳以上 の高齢者医

療費分 が，全体 の 51．1％ にあ た る16兆 4097億 円を 占め

て い る．年齢階級別国民医療費の 動向を見る と， 65歳

未満 の 国民
一

人 当 た
1
りの 医療 費 15万 2700円 に 対 して ，

65歳以 上 の 金額は 65万 960 円に跳ね上が っ て い る こ と

が わ か る
3｝
．

　こ の よ うな状況下 で最近 ， 高齢者医療費抑制の妙案

と し て 「死 に 場所 」 論議 がな され て い る．こ れは約 8

割 の 人 が 病院で 死亡 し ， 残 りの 2割が在宅や施設等で

死亡 して い る現状 を，病院死 6割対在宅死 （施設死含む）

4割にする こ とに より， 10年後には死亡前1ヵ 月 の 入院

医療費 を2000億 円削減 で きる とい うもの で ある．1ヵ

月 の 入 院医療費は 通 常平 均 41万円 だ が ， 死 亡 前1ヵ 月

は約3倍の 112万円かか る．年間 の 死亡者数 は今後，年

2万人超 の ペ ー
ス で 増加する た め ， 病院死 を減ら し在

宅や介護施設 で の 死亡が倍増すれば2015年度 （平成 27

年）に は 約2000億円減 らせる との 試算だ
4 ｝

．

　 さ て 厚生 労 働省 は こ の 程 ， 2005年 （平成 17年 ） 10

月18RMO 月20 日 に か けて 実施 し た 「平成 17年受療行

動調査 」 の 概要 を公 表 した ．こ れ は 医療に 対する 満 足

度を調査す る こ とに よ り，患者 の 医療 に 対す る認識や

行動を明 らか に し ， 今後の 医療行政 の 基礎資料を得る

こ とを 目的 とされた もの で ， 層化無作為抽出した全 国

500病院 （入院患者数約6万入）を対象 とし て い る
5 ）．

　 こ の 調査 の 「在宅療養 の 見通 し ・可能性に 関す る質

問 1 に 対し て は，退院の 許可 が 出た場合 の 在宅療養に

つ い て
， 療養病床入 院患者 の うち半数に 当た る 47．9％

が 「在 宅療養で きな い 」 と回答 して い る．で きな い と

答えた患者 （全 体） の ，
「退院が 可能 とな る条件」 の

複数回答 で は，

  家族 の 協 力 （39．2％）

  入 浴や食事な どの 介護サ
ービ ス （33．1％）

  療 養 の た め の 部屋 ， 手す りの 設置， 段差 の 解消な

　　 どの 住宅改築 （28．1％）

  緊急時 の 病院や診療所 へ の 連絡体制 （22．6％）

  　医師や看護師 の 定期的な訪問 （22ユ％）

な どが挙げ られ て お り， 受 け入 れ態勢 さえ整 っ て い れ

ば，家 に 帰 り在宅療養 に 移 りた い とす る 高齢患者 の 心

理が透 けて見え る．

　 し か し
．一一・

旦家へ 帰 っ た とし て も，最終的 に 医療が必

要に な っ た場合は ，
「家族に 最期の負担を か け た くな

い 」 との 理 由か ら，医療機 関 へ の 再入院 を希望す る高

齢者も多い とされる．畳 の 上 で 死 に た い 願望 と ， 家族

に対する遠慮 との はざ間 で，意 に 反す る死 に 場所 を選

ばざる を得な い 高齢者の 切 な い 心境が うか がわれ る．

3 ） 究極 の贅沢

　 団塊 の 世代が卒寿 を迎え る2040年 に は，年間 の 死 亡

者数が 170万 人 に 達する と予測 され て い る．少子 高齢

化は話題 にな っ て も，今後死 亡人 口 が急増 し，大死 亡

時代が 到来す る こ とがあま り話題に 上 らな い の は何故

だ ろ う．死者が増 え続 ける近 未来社会 を ， 我 々 は無意

識 の うち に 遠 ざけよ うと して い る の で あろ うか ．

　か つ て 日本 の 社会で は 「生 老 病死 」が 家 の 中に あ り，
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1950年代に は 8 割 の 人 が 家で 死 ん で い た ．しか し家族

の 形 態が変化す る と共 に ，それ らは徐 々 に 家か ら離れ

て 病 院へ と移 行 して い く．1970年代後 半 に は 病院死 が

在宅死 を上 回 り， 現在で は 8割の 人が病院で 死亡する．

わずか半世紀 の 間に，死 は急速に我 々 の 日常か ら遠ざ

か っ て い っ た．

　 「誕 生 」 か ら 「死 」 まで ，生 命 の 自然な営み を医療

の 管理 の 下 に お か れ る現代 に お い て ， 住み慣 れ た我

が家で愛する 家族 に看取 られな が ら安 らか に迎 え る死

は ， 人生最期 の 究極の 贅沢 とい え る の か も しれな い ．

4 ）在宅死 の 条件

　 日本 は近年，人 口 の 年齢 構造 の 変化 に合わせ て 世帯

の 状 況 も大 き く変 化 し，．．一
世帯あた り の 平均世帯 人 員

は2．60人 （総務省，2005年国勢調査抽 出速報集計結果）

とな っ た．高齢夫婦の み の 世帯や ， 高齢者の 単独世帯

の 増加 も著 しく，2015年 （平成27） に は高齢世帯は約

1700万世帯に な り， そ の うち
一

人暮 らしの 単独世帯は

約 57 万世帯 （33％） に 達する と予測 され て い る．

　また国立社会保障 ・人 11問題研究所 の 「2004年社会

保障
・人 口 問題基本調査 『第 5回世帯動態調査』」 で は ，

65歳以上 の高齢者の ほ ぼ7人 に ／人 の割合で ， 自分 より

さらに 高齢 の 親が 生存 し て い る こ とが 明 らか に なり，

今後 ，
「老 ・老介護」 に 更 に 拍車が掛か る こ と も懸念

され て い る．

　 こ の よ うに 家族 の 介護力が急 激に低下 し て い るな

か ，終末期 にお ける在 宅療養を可能にするた めに は，

家族をし っ か り とサポートする24時間体制の
， 訪問診

療
・
看護

・
介護等 ， 在宅終末期 ケア の 充実が必要不可

欠 で あ ろ う．

　我 々 国民が，国に よる 「在宅死 」 へ の 誘導を受容で

き る か否か は ， ひ と え に終末期の サポー ト体制の 整備

に掛 か っ て い る とい わざるを得 な い ．住み慣れた我 が

家 で ， 家族 に 看取 られ て の 安 らか な旅立ちは ， 誰 し も

が願 うとこ ろで あろ う．しか しこ の 願 い は，充実 した

サポ
ー

ト体制 とい う前提条件 が整 っ て こ そ 叶え られ る

の だ．

5 ）最期 を支 え る人 々

．残念なが ら在宅死を支えるため の現状 の サポ
ー

ト体

制は ， 国民 の 期待 と需要に 応え る に は 程遠い とい え る．

我が 国に は 80に及ぶ大学 の 医学部が あるが ， こ の うち

老年学講 座 を持 っ て い る大学は 22で あ る．こ れは増え

続ける高齢者 の 医療ニ ーズか ら考 えると ， 甚だ心許無

い 数で あ る．後期高齢者の 死亡人 「
．
1の 急増 が見込まれ

るなか で ，今後，最 も必 要 とされ る の は癒 しの 医療で

あろ う．しか し高度 で 先 進 的 な 医療技術の 追求は ， 老

い の 坂 を下 り終え よ うとする人 々 に，寄 り添 う医療 を

ない が し ろ に し て き た ．人 生 の 終焉を支え る た め に ，

必要な人材の育成を疎 か に し て きた ツ ケ は 高 い ．

　高齢者の 終末期ケ ア を推進する た め に は，緩和ケア

や認知症 に 対す る知識 の み な らず ， 高齢者の 死 の プ ロ

セ ス そ の もの に対する 理 解が 欠か せ な い ．必要な知識・

技術 ・能力 ， そ し て 寄り添う心 を合わせ持 っ た 医療従

事者の 絶対数が 不足する なか ， 在宅医療の 制度に 中身

が ま っ た く追 い つ い て い な い の が現状 で あろ う
ω
．

　また ， 長期 にわたる介 護 の 延長 上 における終末期 ケ

ア が増 えるな か で は，福祉サイ ドか らの 関わ りも重要

になる．終末期ケ ア は医療サイ ドの み の 問題 で は なく，

我 々 介護福祉士 に とっ て も重要な問題 と し て 捉 えねば

な らな い
7 ）

．終末期 の 介護 に携 わる介護福祉 士 には ，

医療職 と協働するた め の 高い レ ベ ル の 連携能 力や倫理

観 が 求 め られ，更な る 資質 の 向上 が 必須 で あ る．

　在宅介護が ス ロ
ー

ガ ン の よ うに 叫ばれる昨今，家族

だ けで は 担 い き れ な い 高齢者 の 終末期を，誰 が ど こ で

どの よ うに 支える の か ， 今後 の 大 きな問題 で あ り，そ

し て こ れは介護福祉士養成教育 に とっ て も避 けて 通れ

な い 重 い 課題 で ある．

3 ．介護福祉士 と死 生観 に つ い て

1 ）介護福祉士 と終末期ケ ア

　2006年 （平成18） 4月 の 介護報酬改定 で は ， 特別養

護老人ホ
ーム にお い て 「看取 り介護加算」（1日160単位〉

が 創 設 され ， 終 の 棲家 で あ る 施設内 で の 看取 り の あ り

方 にも注 日が集ま っ て い る．生活 の 場 で ある特別養護

老 人 ホ
ー

ム で は ， 医療モ デ ル とは 異な る福祉 モ デ ル の

終末期ケ ア の 方法論 が 求 め られ よ う．

　在宅．特別 養護老 人ホ
ー

ム ，ケ ア ハ ウス，グル
ー

プ

ホ
ー

ム 等 ， 病 院以外 の 多様な居住 の 場における 「死に

場所 」 の 拡大 が急速 に模索 され つ つ あるなか，介護福

祉 士 養成教育 に お い て も， 学 生 に 倫理 観や 死 生 観 の 形

成 を促す こ とは，極めて 重要だ と考え られ る．

　 しか し，利 用者の 死 を自然な形 で 受け人 れ ， 医療従

事者 とは違 う視点 で，介 護福祉士 と し て の 看取 りの 姿

勢を位置づ けるた め に は ， ど の よ うな教育が効果的な

の で あ ろ うか．教育 を担 う養成施設は，何処 も苦慮 し

て い る こ とと思われる が ，こ こ で は 学生が 体験を通し

て 学んだ ひ とつ の 事例を取 り上げて
， 介護福祉 上 と死
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介護福祉 士 養成教 育に お け る 死 生観に 関す る
一考 察

生観に っ い て 考え て み た い ．

2 ）事例 の 概要

　手元 に鉛筆書きの少 し古び た レポートがあ る．本学

生活科学科生活福祉 専攻 の 第 1期卒業 生 で あ る A さん

が ま とめた もの で ，第 1段階実習 中の 出来事が 綴 られ

て い る． こ の レ ポ
ー

トは，「死 」 が若 い 学生 に 如何 に

大 きな影響 を もた らす か を教え て くれ て い る．状況 を

少 し説明 し よ う．

　本学 の 生活 科学科生活福祉専攻 （現 ：介護福祉学科）

は ，．2001年 （平成13）に 開設 された．第1期生 を初め

て の 実習 に 送 り出す に あた り，実 習を担 う教員 達は

ナ
ーバ ス に な り， 実習 の 重要性を繰 り返 し 学生 に指導

して い た．特に 出席状況に 関して は ， 実習評価 に 繋 が

るも の と し， 完全出席を 目指すよ うに指導され て い た．

そ の よ うな指導 の 下 で ， 実習最終週 の 第 3週間 目 に 入 っ

た時，A さん は高校 時代 の 友入 の 訃報に接 し，実習 と

友 人 の 葬儀 との 板 ば さみ に な っ た ．

　当時，友人 の 訃報 に 接 して 泣き じゃ くりなが ら，「ど

うし た らい い の か 」 と夜 間 に 電話 をか けてきた A さ

ん に 対 して ，筆者は実習 を休ん で 葬儀に参列する こ と

を勧め た．しか し 「よ く考 え て み る」 と
一

旦 は電話 を

切 っ た彼女 が ，数時間後 に再び か けて き た電話 で 出し

た結論は実習を優先す る との もの だ っ た．それ は意外

な結論 で あ り，本 当に それ で い い の か ，悔 い は 残 ら な

い の か の 問 い に 「実習をきちん と最後ま で や り遂 げる

こ とが，今 の 自分 の なすべ き こ とだ と思 う．そ の 方が

亡 くな っ た 友人 も喜ん で くれ る は ず．」 と A さん は答

え，こ の 決断 に 筆者は胸 が痛んだ．

　翌 日の 巡 回指導で A さん に 面談 し て ， も う
一

度気

持 ちを再確認する と，「せ っ か くこ こ まで 一
日も休ま

ず に頑張 っ て きた の に ， 休む と施設の 実習評価が下

が っ て し ま うか も しれ な い
…

」 と泣 きな が ら話 し て く

れ た．彼 女 の 中で ， 友 人 の 葬儀に参列 し た い 気持 ち と，

実 習評価 に対す る不安感 がせ めぎ合 っ て い た の だ．実

習 出席を重 ん ずる指導 は ，学生 を こ の よ うな状況 に 追

い 込ん で い た の か と， こ の 時 ， 内心 忸怩た る 思 い が し

た．教員 の 言葉で は ， 学 生 の 不安感 を拭 い 去 る こ とが

で きな い と分か り，筆者はす ぐさま こ の 状況を施設 の

介護主任に 相談した．黙 っ て話を聞い て い た介護主任

は ， A さん を呼ん で 「実習 を
一

口 休 ん だ くらい で 評価

を下げる よ うな こ とは し ませ ん．それ より入間と し て

の けじ めをつ ける こ との 方 が 大 切で す．行 っ て あ げ な

さい 」 と諭 し て くれた．こ の
一
言に よ り，実習評価 の

呪 縛か ら開放 され た A さ ん は ， 葬儀に 参列 する決心

が っ い た の で ある．

3 ）卒業生 の レポ
ー

トか ら

　以下は A さん の レ ポ
ー

トの 原文 を，本人 の 承諾を得

て 筆者が リライ トしア ン ダー
ライ ン を引 い た もの で あ

る．少 し長 くなるが全 文を紹介 した い ．

【 死 に つ い て 　】

　第 1段 階実習が終 っ て 3ヵ 月が経 過 し た．こ の 第 1

段階 の 実習は ， 私 に とっ て大 きな意味 の ある実轡だ っ

た ，私 は 実習 中に 2人 の 人 間 の 死 に 遭 遇 した ．た っ た

3 週闇 とい う短期間 の うち に ， 私 の 周 りで 2 人 も亡 く

な っ た の だ ．

　私 は 祖父 も祖母 も元気で ， 肉親の 死に遭遇 し た こ と

は 今 まで な か っ たが，身近な友達が 亡 くな っ た の は今

回で 4入 目だ．そ の うち 3 人が事故 ， ユ人が病気で 亡 く

な っ た．

　私は身近 な人 が 亡 くなる たび ， 死 に つ い て 深 く考え

る．「死ぬ と何処 へ 行 くんだ ろ う？」 「今は どう し て い

るん だ ろ
’
？」 もちろ ん何も分 か らな い ．また　怒 り

も こ み上げ て くる  ． 亡 くな っ た 4 人 の 友 人達 は皆，

誰か らも好か れ 人 気者で優 しい 子達ば か りだ っ た．「な

ぜそ の 子達が死ななけれ ばい けな い の か」と思 い 「もっ

と性格が 悪 く て ，他人 を傷っ け る 人 だ っ て た くさん い

る の に ，そ うい う入達が死ねば い い んだ 1 とも考 えて

し ま っ た．

　人間 ， 最後 は誰で も死 ぬ．そ んな こ とは 分 か っ て い

る．で も私 の 友達は，そ ん な人間 の 最後の 時期なん か

じ ゃ な い ．まだ ， た っ た16〜ユ8年し か こ の 世 で 生 きて

い な い の だ ．それを　
t

は皆死 ぬ ん だ か　 とい っ て 納

得で きる こ とで は な い ．しか し誰 を恨 む こ ともで きな

い ．だ か ら自分の 中 で ， 自分 の 心 の 中で ゆ っ くり整理

して 「死 」 を受け入 れ る しか な い の だ 2 ．

　私 は 実習 中に友達が 亡 くな り， 葬儀に参列すべ きか

実習 に 行 くべ きか大変迷 っ た．今，冷静
・
に な っ て 振 り

返 っ て み る と ， 私 は お 　式に行 くの が恐か っ た の か も

しれ な い 3 ． 今 まで 3人 の 友達 の お葬式 に 行 っ た が ，

亡 くな っ た 友達の 顔を見 た ときには ， シ ョ ッ ク で頭 の

中が真 っ 白 に な り，動 くこ とも立 ち上がる こ ともで き

なか っ た か らだ．そん な 思 い をす る くらい な ら， 自分

の た めに も，実習をパ ー
フ ェ ク トな完全出席 で終わ ら

せ る こ と の 方 が 大切 だ と思 っ た ．しか し，何 か 白分 の

心 の 中で 引 っ 掛かる もの が あ っ た．自分が い けな い こ

とを して い るよ うな後 ろめた い 気分だ っ た  ．
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　連絡 を もらっ た 翌 日，実習先の 介護主任に 後押 し

された こ ともあ り，

一
度は お 葬式 に 行くの を止 め よ う

と決め て い たが ， 結局行 くこ とに した．そ の 瞬間 ， 自

分の 中で モ ヤ モ ヤ して い た もの が消えたよ うな気が し

た．

　 も し あ の 時 ， 友達 の お 葬式 よ り も実 習 を 優 先させ て

い た とした ら
．，私 は実習生 と して は優秀 で も人間 とし

あ くま で も残 され た遺族 の 自己 満足 の た め の もの だ．

亡 　な っ た人 の 人生が 素 晴 ら しい もの だ っ た の で あれ

ば ， た とえど ん なに質素で 小 さなお葬式だ ろ うと， そ

て 失格者に な っ て い た と思 う5 ．

　 急 ぎ H 市 に 帰 りお 葬式 に 出 る と，高校時代 の 友人

達が大勢来て い た．そ の 中に は 名古屋 か ら帰 っ て きた

人，東京や 京都 など遠方 か らわ ざわざ駆 けつ けた人 も

多く， さ ほ ど遠 くもな い の に 出席を迷 っ て い た 自分が

情 けな か っ た ．

　祭壇 に は 飛び っ き りの 笑顔の N 君 の 遺影が 飾られ て

い た．私は勇気を振 り絞 っ て ，棺に 入れ られ た N 君 の

顔 を見た．学年で 一番カ ッ コ 良か っ た とは思えない ほ

ど変わ り果 て た顔を見 て ，大 きな シ ョ ッ クを受けた。

　そ の 晩， 私は N 君 の 夢を見た．今で も時々
， 亡 くな っ

た友人達の 夢を見 て しま う．私は 亡 くな っ た友人達 の

死 を無駄 に し な い た め に も 「死 」 に つ い て考えた い と

の 人 は 幸 せ で あろ う  ．

　また介護職員が ア ッ サ リした態度を とる こ とにつ い

て は 「自分達 が，そ の 人 の た め に し て きた こ とに 対 し

て 悔 い がな い か らで す」と教え て い ただ い た．亡 くな っ

て か ら， もっ と し っ か り介護をし て おけば よか っ たな

どの 後悔が あ っ て は い けな い ．「死 」 と深 い 関係

つ 仕事だけに ひ とつ ひ とつ の 介護行為 の 意味は 重い

と思 う  ．

　私は 今まで ， 介護職と 「死」 を繋げて 考えた こ とは

あま りなか っ た．施設 で 生 活す る利用 者 の 方 に とっ て
，

施設は 「家」 な の だ．そ し て介護職員に は ， 利用 者の

方 の 残 された人生 の 質 を左右す る重要 な役割 と責任が

あ り， それだ｝ にや りが い の ある仕事で もある と思 う

血

　私は介護関係だけで な く， 今 ， 臼分の周 りに い る 仲

間，家族 ，先 生 な ど普段支え られ て い る人達を大切 に

し た い と思 う．そ し て 亡 くな っ た人 に対 し て 　「もっ

思 っ た．「死 」 を暗 い もの として ば か り考 え るの で は　　と こ うして おけば よか っ た」 と後悔 しな い よ うな介護

な く　 違 っ たk 点か ら　 つ め て　た い   ．

　私に と っ て 実習中 の もう
一

つ の 死は，利用者 の 方 の

死だ．そ れ は 友達 の 葬儀 に参列す る た め実習 を 欠席 し

て い る間 の 出来事 で ，詳 しい 状況は よく分 か らない が，

そ の 方 に は
一
度 食事介助 を し た こ とがあ っ た．

　私は実習に復帰 した時 ， 利用者 の 方が亡 くな っ た と

い うの に，介護職員の あま りに ア ッ サ リ した態度に驚

い た ．確か に介護職は 死 とい うもの に深 く関係 して お

り，利用者 の 方が 1人死んだか らとい っ て ， それは珍

しい こ と で は な い か も しれ な い ．し か しそ の 時，私 が

感 じ た の は　介護
1

は 他人 の 死 に 慣れ て し まい 死 と

い うもの を軽く考えて い るん じ ゃ ない か とい うこ とだ

  ．

　それ か ら数日 後，「死 」 を テ
ー

マ に して 介護 主任を

交 えたカ ン フ ァ レ ン ス を行な っ た．そ の 中で 介護主任

が ， 亡くな っ た利用者の 方の お葬式は大変質素 で ，参

列 し た の はわずか 2〜3人だけだ っ た と話された．私は

そ の利用者の方が 可哀相で し ょ うが なか っ た ．

　 し か し介護主任 が 「参 列者が大勢 い る盛大 で 立派な

お 葬式が素晴 らしく， 質素なお葬式が 可哀相だとは 限

りませ ん ．大 切な こ とは，亡 くな っ た方 の 人生が ど う

だ っ た か とい うこ とです」 とお っ し ゃ り， 私 は 何とな

くそ の 言 葦 を理　 し，そ して 思 っ た．お葬式 の 形 とは，

をし よ う  ． 最後に ， 亡 くな っ た私 の 身近な 5人 の方

たち の 「死 」 を忘れな い よ うに した い ．

4 ）死か ら学ぶ生

　A さん の ケ
ー

ス は 二 つ の こ とを教えて くれた．一
つ

は実習以 上 に 重要な場面 に 直面 し た時，入生経験の 浅

い 学生 は指導の 呪縛に陥り， 優先順位を聞違 えて ， 人

間 と し て 大切 な もの を見 失 う危 険性 を孕 ん で い る こ

と．もう
一

つ は ， 友人や利用者の 「死 」 とい うリア ル

な現実 が ，授業 で は 教える こ との で きな い 貴重な学び

とな り， 死生観の形成を促 し学生 を成長 に 導くこ とだ．

こ こ で は，レ ポ
ー

トの ア ン ダ
ー

ラ イ ン 部分 を簡単 に 整

理 し て ， A さん の感情を下記 の ようにまとめ て みた。

　  死 とい う不条理 に 対す る疑 問や怒 り

　  死を受容する過程

　  死 に対する恐怖感の 自己覚知

　  死 と の 対峙を避 けよ うとする 自分 へ の 罪悪感

　  人間 として あるべ き姿 へ の 気 づ き

　  死 の 意味づ け

　  死 に対する介護職の感受性 へ の 疑問

　  人生観や死生観 の 形成

　  ・  介護福祉＋ の 責任 と仕事領域の 理解

　  介護観 の 形成
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介護 福祉士 養 成教 育に お ける 死 生 観 に 関す る 考 察

5）二 人称の 死 と三 人称の 死

　フ ラ ン ス の 哲学者 V ・ジ ャ ン ケ レ ヴ ィ ッ チは ， 死 を

「一人 称 の 死 （自分 自身 の 死 ）」・「二 人 称 の 死 （家族 ，

友 人 ， 恋人 な ど身近 な人 の 死 ）」
・「三 人称 の 死 （他人

の 死 ）」 と分けて ，人称 に よ っ て 死 が ま っ た く異 な る

もの で ある と論じ て い る
8〕

．

　A さん は偶然 にも短期 間 の 実習 中 に，二 人称 と三 人

称の位柑の死を経験する．高校時代 の 友人 の 死は 二 人

称 の 死であ り，現実的な関わ りや精神的交流 をもっ た

身近 な人 の 死 で あるか ら ， それ を受容するま で に さま

ざまな感情の プ ロ セ ス を経る．死 とは何かを考え ， 生

きる こ との 意味 を学ぶ こ とが で きる の は，こ の 二 人称

の死か らとされ る．

　 もう
一

つ の 施設利用 者 の 死 は三 入称 の 死 で あ る．通

常 ， 我々 は 三 人称の 死を深 く悲し む こ とは な い ．し か

し そ の 死 は第 三 者的立場 か ら客観 的 に捉える こ とが で

きる た め ， 我々 に多く の こ と を気づ か せ て くれる の だ．

4 ．変革期の介護福祉士 教育

1 ）求め られ る介護福祉士像

　今， 介護福祉士養成教育は 大きな変革期を 向か えて

い る．社会 の 介護 ニ
ー

ズ の 変化 に 合わせた人材養成 の

必 要性 が 検討 され ， 厚 生 労働省 「介護福祉 士 の あ り方

及びそ の 養成 プ ロ セ ス の 見直 し等に関す る検討会 」は，

求め られ る介護福祉 士像 の 目標 と し て次の 12項 目を 示

した
9〕

．

  尊厳を支え る ケァ の 実践

  現場で 必要 とされ る実践 的能力

  こ れ か らの 介護ニ
ーズ ，政策に対応で きる

  施設 ・地域 （在宅） を通 じた汎用性 ある能力

  　心 理的 ・社会的支援の 重視

  　予防か らリハ ビ リテ
ー

シ ョ ン ， 看取 りまで ， 利用

　　者の 状態の 変化に対応で きる

  他職種 協働 に よ る チ ーム ケ ァ

  一
人 で も基本的な対応が で きる

  　個別 ケ ア の 実践

  利用者 ・家族，チ
ーム に対する コ ミ ュ ニ ケ

ーシ ョ

　　 ン 能力や 的確な記録 ・記述力

  関連領域 の 基本的 な理解

  高い 倫理性 の 保持

　1999年 （平成 11年） に，「福祉専門職 の 教育課程 に

関する検討会 」 報告書 の なか で 5項 目 の 「期待 される

介護福祉 t 像」 が 示 され ，そ の 内容に つ い て は 前稿の

「2ユ世紀 の 介護福祉 養成教育に関す る
一・
考 察」 で 紹介

した ．

　今 回 の 求め られ る介 護福祉士像 の 日標は ，更 に具体

的 な 実践 能力 が 列挙 さ れ て お り，福 祉 的観点 か ら支

える終末期ケ ア へ の取 り組み に 向けて ， 今後益 々養成

教育に お ける 死生観 の 形成が 重要視 されて くる で あろ

う．

2 ）「死 学」 （thanatology）か ら学ぶ

　さて ，死 生観とは 「死 を通 して 生 を，生 を通 して 死

をみ る時 ， そ こ に生ずるさまざまな観念や価 値観」 を

指す
ユO）

とされ るが ， こ れを学生 に 教え る こ とは 大変

難 しい ．人 は皆，自分 自身 もい つ か は死ぬ存在 で あ る

こ とを， 頭で は 理解 し て い る．しか し ， 若くて健康な

学 生 達 に とっ て
，

「死 」 は何 か 自分 とは無縁な遠 い も

の としか イ メージで きず実感が 伴わな い ．A
．
さん の場

合は ，実習 中 の 辛 い 経験を通 して 死 生 観 を形成 し ， 自

らの成長 へ と繋げて い っ た が ， こ の よ うな経験は誰に

で もで きるもの で はな い ．

　欧米に は 「死 学」 （thanato1Qgy） とい う学問分野 が

あ る．「死 学 」 とは，哲 学 ・倫理学
・
宗 教 学 ・医学

・

心 理 学など の 多様な領域 ， 角度か ら， 人間 の 死 とそ

れ をめ ぐる問題 に つ い て 考察 し よ うとする学問 で ある

1］）
．

　 宗教的観念 の 希薄な H本 に お い て ，「死 」 は不 tt
一
な

忌み嫌われ る もの と し て ， 学問 に 乗 りに く い 性質 を

持 っ て い る．しか し前 述 し た ように 死者が急増する社

会で は ， 老 い と死の プ ロ セ ス やそ こ で 求め られる 望ま

し い ケア の あ り方 ， 看取 り方 に つ い て の学際的な探 求

が 求め られて い る
12）
．

　介護福祉士教育の 課 題 の ひ とつ に ， こ れ らに 関する

体系的な教育課程を，どの よ うに構築 して い くか が 挙

げられ る．死 を真摯に 見つ め る こ とは ， 豊 か な生を学

ぶ こ とに 繋が り， 欧米 の 「死学」 （thanatology＞教育

か ら学ぶ とこ ろ は 多 い ．

おわ りに

　実習未経験 の 1年生を対象に，A さん の レ ポ
ー

トを

資料 と し て ，「死 」 を テ
ー

マ に し た授 業 を試みた が，

こ の 授業 を通 して ，人多数 の 学生が介護福祉士 の 業務

と死 を繋 げて 考えて い な い こ とが分か っ た、

　死 は 介 護 の 延長線 上 に あ る に も拘 らず，そ の 援助過

程 は医療職 の 領域 とし，自分達 の 業務は利用者の 自立

生活支援 と い う 「生 」 を支え る 視 点の み で しか 捉え ら

れ て い な か っ た の で ある．それ ゆえに A さん の レ ポ
ー
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トは学生 に イ ン パ ク トを 与え，介 護福祉士 の 職業領域

に対する 理 解を深め させ る 貴重な ．助 とな っ た．

　 こ れか らの 介護福祉十 は ， 医療職をは じ め とする 他

職種 と協働 し て，チ
ー

ム で 利用 者 の 終末期ケ ア に 関わ

る機会が 増えて く る．そ の た め に 必 要な知識 ・技術 ・

倫 理観 ・死 生観等 を身 に つ けるべ く新 しい 視点 で の カ

リキ ュ ラ ム の 構築 も急務 で あ る．今後 ，
到 来が 予測 さ

れ る大死 亡時代 に お い て 求 め られる介護福祉 十 とは，

し っ か り し た 死生観を身に つ け，利用者 の 死 に 寄 り添

うケ ア を実践 で きる凛と し た姿勢の介護福祉士 で は あ

るま い か ．

参考 ・引 用文 献

1 ）宮田登 ，新谷尚紀 （編），往生考 ，小学館 ，3e
− 33

　　（2000）．

2 ）中 日新 聞 ，医療制度改革 で 療養病床大幅削減 へ ，

　　2006年7月 13日付朝刊記事 ．

3 ）厚生労働省ホ
ー

ム ペ
ー

ジ

　　http：！／www ．mhlw ．go．jp！toukeVsaikin／hw／k−iryohi／09

　 　kekka5．htmlよ り2006年 10月24口検 索 ．

4 ） リビ ン グウ ィ ル
，
120

， 日本尊厳死協会 ，

　 　2005年 ユ2月 30日 ．

5 ）厚 生 労働省 ， 平成 17年受療行動調査 の 概要 ，

　 　2006年 8月 31日 ．

6 ）大島仲
一

， 長 寿 の 国を診 る
， 中 日新 聞

　　2006年2月 26 日 ， 3月 31凵付朝 刊記事 ．

7 ）広井良典 ，死 と向き合 う介護　一超高齢化時代の

　　死 生観 とタ
ー

ミナ ル ・ケア
ー

，介護専門職情報雑

　　誌介護福祉 ，2005年夏季号 ，58 ，22．

8 ）V ・ジ ャ ン ケ レ ヴ ィ ッ チ ，死 とは何 か ，みすず 書

　　房 （1978）．

9 ）厚生労働省 ，介護福祉 liの あ り方及びそ の 養成プ

　　ロ セ ス の 見直し等に関する検討会報 告書 ，　2006年

　 　 7月 ．

10） 口本 老年行動科 学会監修 ，高齢者 の こ こ ろ事 典 ，

　　中央法規 出版 ，106 （2000），

11）前掲10） ，
104，

12）前掲 7 ），25，

一22一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


