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研究成果の概要（和文）：　EPA外国人看護師と日本における彼らの指導者の看取り観の差異及び看取り観に関
連する要因を探り，異文化間ケアの在り方を考える一助とした。
　看取り観に関連する要因は,「死にゆく患者への「ケアの前向きさ」に関しては、国籍による差はなく,経験を
積み重ね,死を回避せず,人生の目的意識をもつ死生観を育むことで,看取りケアが出来るようになっていく。し
かし,「ケアの認識」に関しては,日本が他の３か国に比較して有意に低く,国籍による差が見られた。これに関
連する要因については、今後も引き続き異文化間ケアへの検討が必要である。

研究成果の概要（英文）：　To provoke thought on the state of care in cultural context, by examining 
factors influencing views on end-of-life care and relevant differences among foreign nurses in Japan
 and their supervisors.
 As far as relevant factors in positivity of care toward the dying are concerned, individuals become
 capable of end-of-life care through fostering a view of life and death which encompasses having a 
sense of purpose in life, not avoiding death, and years of experience, irrelevant of nationality. 
However, in the category “care awareness”, nationality was observed to be a factor, with Japan 
rating significantly lower than the other three. It will be necessary in the future to continue 
considering and studying cultural difference as a relevant factor in care.

研究分野： 高齢者看護

キーワード： EPA　看護　介護
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１．研究開始当初の背景 
日本は、2008 年から EPA（経済連携協定）

により外国人看護師や介護福祉士候補者へ

の受け入れを開始し、国際間交流を進めてお

り、超高齢社会に適合する国際的なケアや教

育方の在り方が求められている。本研究の目

的は、EPA の送り手国（フィリピン、イン

ドネシア、ベトナム）の看護師や介護士及び、

海外労働者の受入国である日本、台湾から看

取りケアの現状を調査し、①各国の看取り文

化についての理解を深め、②看取り文化の違 

いを踏まえた看取り教育手法を開発し、国際

社会に対応する「看取り学」の構築を目指す。 

 

２．研究の目的 

本研究の目的は、EPA の送り手国（フィ

リピン、インドネシア、ベトナム）の看護師

や介護士の看取りケアの現状を調査し、①各

国の看取り文化についての理解を深め、②看

取り文化の違いを踏まえた看取り教育手法

を開発し、③アジアの精神性を生かした国際

社会に対応する「看取り学」の構築を目指す

ことである。 
 
３．研究の方法 

1,の意識調査では、調査票を用いて統計的

に処理をし、アジア地域の看取り文化や看取

りケアの特質を明らかにする。2,の面接調査

では、関係機関の関係者への聞き取りを行い、

看取りケアとその教育の現状を明らかにす

る。3,の面接調査では、事例をもとにナラテ

ィブアプローチと環境を調整していくエコ

ロジカルアプローチを用いて、人材のネット

ワークの形成過程を知る。 
 

４．研究成果 

1,意識調査(日本 EPA の調査) 

目的：EPA 外国人看護師と日本における彼

らの指導者の看取り観の差異及び看取り観

に関連する要因を探り，異文化間ケアの在り

方を考える一助とする。 

方法：2008 年～2014 年に派遣された EPA 

外国人看護師を受け入れた 411 施設(全数)

に対して,EPA 外国人看護師全員とその指導

者を施設ごとに1 名の合計3258 人に郵送調

査を実施した。 

看取り観の測定にはFATCOD-Form B-J を用

いて,看取り観を従属変数として, 国籍,個

人の属性,社会文化的特性,死生観（死生観の

測定には臨老式死生観尺度を使用）を独立変

数として,重回帰分析を実施した。 

調査期間は 2015 年 10 月-12 月である。 

結果：回答施設は 121 施設 29.4％で,有効

回答者は 503 人（15.4％）であった。EPA 送

り手国（フィリピン,インドネシア,ベトナ

ム）と日本とで看取り観の比較を行った。国

ごとの看取り観の比較を行った結果,「ケア

の前向きさ」に関しては,日本が有意に高く,

「ケアの認識」に関しては,フィリピンの得

点が他の３か国に比べて有意に高く（p＜

0.001）,日本の得点が他の３か国に比べて有

意に低い。「総得点」に関しては,フィリピン

の得点が他の３か国に比べて有意に高い（p

＜0.05）。死にゆく患者に対するケアの前向

きさは,「国」による差はなく,「経験年数」,

「職種」,「看取り経験」,「死からの回避」,

「人生の目的意識」に関連が見られた。ケア

の認識に関しては,「国籍」,「経験年数」,

「人生の目的意識」,「死への関心」が関連

要因となっていた。 

結論：看取り観に関連する要因は,「死に

ゆく患者への「ケアの前向きさ」に関しては,

国籍による差はなく,経験を積み重ね,死を

回避せず,人生の目的意識を持つ死生観を育

むことで,看取りケアが出来るようになって

いく。しかし,「ケアの認識」に関しては,日

本が他の３か国に比較して有意に低く,国籍

による差が見られた。これに関連する要因に

ついては,今後も引き続き異文化間ケアへの

検討が必要である。 

海外の EPA 調査 
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Abstract 

In North East (NE) Asian countries, the 

population of elderly people is increasing 

rapidly. On the other hand, in South East 

(SE)Asian countries, although the 

population of elderly people is also 

increasing, the increase is not as serious 

as NE Asian countries. Because of the 

relative decrease of the younger 

generations in NE Asian countries, Taiwan, 

Korea and Japan are accepting nurses or 

caregivers from SE Asian countries. In 

those NE Asian countries, to work together 

with staff came from SE Asian countries, 

the staff of each country have to 

understand the cultural background of the 

attitudes toward the care of the elderly 

people, especially for the end-of-life 

care. The surveys were performed in 

Indonesia, Philippines and Vietnam. The 

data was compared with the similar survey 

performed in China, Taiwan, Korea and 

Japan.  

In SE countries, people tended to prefer 

intensive care for family members at the 

end of life (Philippines; 81.8%, Vietnam; 

84.0%,Indonesia; 75.3%). This tendency 

was stronger than NE countries (China; 

63.5%, Taiwan;52.6%, Japan; 30.4%, Korea; 

28.0%). People prefered to receive 

terminal care at home in China, Taiwan, 

Japan and Vietnam. On the other hand, 

people prefered to receive terminal care 

at hospitals in Korea, Philippines and 

Indonesia. These differences may be 

related to the cultural background of each 

country. In all staffs, the positive 

stance to the death correlated with the 

years of experiences of terminal care and 

death. The results must be useful to 

improve the education of care staff.The 

results will also help to design the future 

plan of the team care of the elderly people 

during the terminal period of their lives 

in Asian countries. (supported by the 

Grant in Aid for Exploratory Research 

#15H05195 from Japan Society for the 

Promotion of Science) 

 

Backgroud 

In North East (NE) Asia, the population of 

elderly people is increasing rapidly. On 

the other hand, in South East (SE) Asia, 

the increase is not as serious as NE Asia. 

Because of the relative decrease of the 

younger generations in NE Asia, Taiwan, 

Korea and Japan are accepting nurses or 

caregivers from SE Asian countries. In 

those NE Asian countries, to work together 

with staff came from SE Asia, the staff of 

each country have to understand the 



cultural background of the attitudes 

toward the care of the elderly 

people,especially for the end-of-life 

care. 

(supported by the Grant in Aid for 

Exploratory Research #15H05195 from Japan 

Society for the Promotion of Science) 
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