
238 

質的心理学研究 第 13 号／2014／No.13／238-252 
 
介護家族の意思決定プロセス 
―意思確認困難な高齢者への胃瘻造設 

 
 
水岡隆子 北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科 
Takako Mizuoka School of Knowledge Science, Japan Advanced Institute of Science and Technology 
藤波 努 北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科 
Tsutomu Fujinami School of Knowledge Science, Japan Advanced Institute of Science and Technology 
 
 

要約 
医療技術の急進する社会状況の中で，意思確認が困難な高齢者への人工的水分・栄養補給法の一つである胃瘻は，

延命医療の文脈で語られることが多い。胃瘻は，手術の負担が少なくきわめて効果的な栄養法であるため，様々

な疾患に大きな福音をもたらしてきた。しかし，造設の対象が「高齢」で「意思確認が困難」となると，議論は

とたんに胃瘻導入の是非が問われるものとなり，本人・家族の日常の姿が見えないのが現状である。そこで本研

究は，摂食困難となった高齢者への胃瘻造設を選択し在宅で介護する家族の実態を明らかにすることを目的とし，

①胃瘻を知った経緯，②胃瘻造設決定プロセス，③胃瘻の解釈の変容の 3 つのカテゴリーを考察した。データは

フィールドワークとインフォーマルインタビュー，半構造化インタビューによって収集し，エスノグラフィを記

述した。その結果，①では，知る側の経験と知る状況の相互作用によって胃瘻の意味が解釈されていること，②

では，予めの胃瘻の知識と，予めの心算が容態急変時の対応に有効であること，③では，「医療的処置」から「介

護の道具」に胃瘻の意味をずらして活用することよって，家族は穏やかな日常生活を取り戻していることが明ら

かになった。 
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Title 
Decision-Making Process of Family Caregivers: Gastrostomy for Elderly People with Cognitive Difficulties 
 
Abstract 
The development of medical technology has extended life expectancy, but it has also had unwanted effects in our life.  
We report a case study of a family who chose to feed their elderly parent with cognitive difficulties by using a gastrostomy 
tube.  The decision-making process for adopting gastrostomy was investigated with a series of semi-structured and 
informal interviews given to the family caregivers.  Collected data were analyzed and were compiled as ethnography.  
We investigated the everyday life of the elderly parent at home and at a care home and found the following three points.  
The meaning of gastrostomy is determined by the circumstances perceived by people involved in the process.  Prior 
knowledge of gastrostomy and preparation for facing the end-of-life are effective in handling an elderly person’s rapidly 
deteriorating health condition.  The family members found peace in their daily life by regarding gastrostomy as a tool 
for caregiving. 
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