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金銭管理も自分では難しいのである。また通行人

とのトラブルもあり、コミュニケーションがとれ

ず、発声が不明瞭なため、「奇声を発する変な人」

と誤解され、近くに暮らす子供が危ないというこ

とで、警察に通報されたこともある。このような

ことが日常ではよくあるため、常日頃からコミュ

ニケーション障害、情報障害、聴覚障害者につい

ての理解を広め、地域の人々や関係者、商店など

で何かあれば連絡してもらえるように、地域との

関わりをもつことが非常に大事になってくる。

５．�聴覚障害者の地域生活支援サービスの展開に

向けての課題とは

　法人が聴覚障害者の地域生活支援サービスを展

開していくとき、現行の障害者福祉制度の報酬体

系を超えてしまう例が多い。その結果、地域で生

活する聴覚障害者の生活ニーズに対応していくた

めに必要とする支援を展開していこうとすると、

法人はボランティアとして行わざるを得なくなっ

てしまう。現行の障害者福祉制度の体系は実態に

そぐわず、生活課題やニーズに応じた支援体系が

求められる。また法人内に地域支援課といった部

門を設けて、自治体などから補助金を得てサービ

スを展開する方法もあるが、法人の運営規模や組

織形態、業務内容、人員数などの関係から、法人

の意思決定や組織改編、業務改革は容易でなく、

法人として聴覚障害者の地域生活支援体制の構築

には大きな壁が立ちはだかっている。法人運営の

観点からも、地域生活支援を展開していくことの

できる新たな枠組・体系が求められる。

視覚障害のある在宅高齢者への支援の現状

と課題

－ 東京近郊の地域包括支援センター職員へのヒア

リング調査から－
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１．はじめに

　糖尿病網膜症や緑内障による中途視覚障害者の

増加が報告されてから約30余年が経過した。高齢

化により視覚障害のある高齢者の増加が懸念さ

れる。平成18年身体障害児・者実態調査による

と、視覚障害による身体障害者手帳取得者約30万

人のうち、約65％が高齢者であった（厚生労働省

2008）。2009年に日本眼科医会は、視覚障害によ

り日常生活不自由者を約164万人、その内で60歳

以上が約118万人と推計した。視覚障害にともな

い転倒の増加や外出の減少、ＡＤＬ低下、鬱状態

などによる慢性的に低いＱＯＬでの生活状況にな

ることも同時に報告された（日本眼科医会2009）。

以上のことからも地域で生活する高齢者の中に視

覚障害により生活に困難を抱える者が数多く存在

していることは明らかである。

　しかし、高齢者分野の研究では、視覚障害は閉

じこもりや転倒（藤原2006：杉原2004）のリスク

要因とされたことはあるが、視覚障害のある高齢

者の実態把握やその支援に焦点をあてた研究は限

られている。視覚障害者リハビリテーション研究

では、高齢化や、視覚障害施設入所者の高齢化

（狩野1997）としてとりあげられることはあった。

実態調査としては2004年にA市視覚障害者全数へ

の調査が行われ、身体障害者手帳を持つ65歳以上

の視覚障害者の89.7%が中途障害者で、53.8%に

鬱傾向があることが明らかにされた （高田2007）。

また、視覚障害高齢者への支援に関する研究はほ

とんど実施されておらず、サービスの利用状況や

高齢者支援専門家が視覚障害に関するニーズをど
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のように受け止め支援を提供しているのかも明ら

かにされていないのが現状である。

２．目的

　研究の目的は、地域における視覚障害高齢者へ

の支援の現状を把握し課題を明らかにすることで

ある。①視覚障害高齢者に対して地域包括支援セ

ンターがどのような支援を行っているかを把握す

ること、②地域包括支援センター専門職員が視覚

障害高齢者のニーズや支援をどのように捉えてい

るかを明らかにする。

３．方法

（1）本調査における「視覚障害高齢者」の定義

　本調査における「視覚障害のある高齢者」とは日

本眼科医会による研究報告（日本眼科医会2009）

に基づき、「視覚障害により日常生活に何らかの

不自由を感じている高齢者（以下、視覚障害高齢

者）」とする。

（2）調査対象および調査対象

調査対象：調査対象を地域包括支援センターで働

く専門職員とした。同センターは、家庭内で生

活していることが多い視覚障害高齢者の実数や

状況を把握できる可能性があり、また予防介護

重視の視点により支援にいたる経緯を把握しや

すいと考えられるため調査対象とした。

調査方法：2011年12月～ 2012年４月に、東京近

郊の地域包括支援センター専門職員７名に対し

てヒアリング調査を実施した。支援に取り組ん

だ視覚障害高齢者の事例に関しては半構造化面

接法を用い、支援についての認識や考え方に関

しては自由面接法を用いた。

調査項目：担当ケースにおける視覚障害高齢者の

数、支援取り組みの契機、支援取り組み事例の

支援内容と状況、支援や福祉サービスの根拠法、

視覚障害高齢者増加に関しての認識、視覚障害

に関するニーズ把握およびサービス提供に対す

る考え方などとした。

（3）分析の手順

　まず、地域包括支援センターが支援に取り組ん

だ視覚障害高齢者の事例を整理し、①支援を受け

るようになった契機、②実際に取り組んだ支援や

福祉サービスの内容と経過、③支援や福祉サービ

スの施策・制度の法的根拠をまとめた。

　次に、専門職員の支援に対する認識や考え方に

関しては、聞き取りデータを意味内容が損なわな

いよう簡潔な文章にしコードとした。コードと意

味内容の類似性・異質性に従いサブカテゴリー化、

カテゴリー化して支援に対する意識や考え方の内

容から分類しそれぞれの課題を検討した。

（4）倫理的配慮

　地域包括支援センターおよび専門職員に対し

て、調査の趣旨と方法と共に、回答を拒否しても

不利益が生じないこと・調査データの保管方法・

研究報告におけるプライバシーの保護などの研究

倫理について、文書を用いながら口頭で説明し、

了承を得た。

４．結果

　ヒアリングの主な結果を以下に提示する。

（1）視覚障害高齢者への支援状況

１）支援導入の契機

　　 視覚障害高齢者への支援導入としては、認知

症や他障害の発症など（脳梗塞による片マヒ、

加齢による聴覚障害など）が多かった。また、

家庭内の生活状況・介助状況の変化など（家

族の疾病や死亡など）もあった。　

　　 しかし、支援の必要性を求めての当事者や家

族による相談はめったになかった。同様に、

視機能の重篤な低下や失明による相談もほと

んどなく、視覚障害が支援導入の契機になる

ことは稀であった。

２）視覚障害高齢者への支援の現状

　　 主な支援内容は、介護保険による通院介助、

ホームヘルプ、デイサービスなどと、必要に

応じてショートスティなどがあった。

　　 視覚障害高齢者の中にはデイサービスに馴染

めず転々としたり中断する者もいた。デイ

サービスでは、安全が保障できないと拒否さ

れたり、介助役を配置することもあった。
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　　 そのために、視覚障害高齢者のニーズ発見時

には、地域での対応が困難となっていて病院・

施設入所になる者もいた。

３）活用した支援の法的根拠

　　 支援の法的根拠は、主に介護保険を活用し、

外出に関しては障害者自立支援法を利用する

場合もあった。必要や希望に応じてボラン

ティアの介入や自己負担でのガイドヘルパー

の取り組みなどもみられた。

（2）高齢者福祉専門職員の認識や考え方

　視覚障害高齢者支援に対する考え方は、５つの

カテゴリーに分かれた。カテゴリーは、『視覚障

害高齢者のイメージ』（「目が不自由な人は多い。」

「高齢者全体に見えにくさや危うさがある。」など）

『視覚障害ニーズの捉え方』（「視覚は理解しにく

い。」「行動の制限があるが理解されにくい。」など）

『ニーズを支援と結びつける際の難しさ』（「特有

の困難があるがサービスに結びつきにくい。」「見

えないことが支援につながっていない。」「相談す

る側からはわかりにくい。」など）『サービス提供

にあたっての法律的限界』（「ひとりの人の生活の

中の繋がっている人生なのに」「支援によって大

混乱」など） 『より良い支援に向けての求められ

るサービス』（「視覚障害の専門家と一度連携して

からは楽」「すぐに相談してしまう」など）があっ

た。

５．考察

（1）視覚障害高齢者およびニーズの潜在化　

　地域包括支援センターにおいても視覚障害高齢

者の把握状況は地域間で差があった。また、視覚

障害のみでの支援受給者は少なかった。介護状態

が優先され視覚障害特有のニーズは潜在化してい

ることが推察された。今後のニーズ把握や支援展

開のためにも、地域で生活している視覚障害高齢

者の実数やニーズを把握していくことは必要であ

ると考える。

（2）�視覚障害に関連する福祉サービスが地域では

未整備

　視覚障害高齢者は主に介護保険サービスを利用

していたが、介護保険には視覚障害に関連する

サービスは少なかった。そのために視覚障害のみ

では介護保険サービス利用につながらない場合が

多かった。しかし、視覚障害リハビリテーション

専門家による生活面へのアドバイスやメンタル面

への支援により、多くの視覚障害のある高齢者の

ＱＯＬは向上すると考えられる。また、視覚障害

高齢者は身近な地域内での外出先や視覚障害者同

士の交流を求めていたが、地域に資源やサービス

はほとんどなく、これらのニーズに対応した福祉

サービスの整備が求められている。

（3）施策・制度活用の困難さ

　視覚障害高齢者支援は、高齢者福祉と障害者福

祉の狭間にあり、これまでも問題点が指摘（新阜

2008）されている。本研究においても、２つの法

律の福祉サービスを併用しなければいけないこ

と、利用手続きが複雑であることなどの施策・制

度活用の困難さや課題が明らかになった。アセス

メントや手続きが、より簡便で可能な限り一回の

審査で支援に結びつけることできる手段が求めら

れる。

（4）経験や認識の影響を受ける支援内容

　視覚障害高齢者への支援内容は地域包括支援セ

ンター専門職員の経験や技量に任されていた。高

齢者福祉や地域包括支援センターでの経験年数

は、その障害特性から潜在化しやすい視覚障害高

齢者の増加やニーズなどの認識に影響を与えてい

ることが推測された。

　また、視覚障害リハビリテーション専門家との

連携の経験の有無は支援内容に影響を与えている

ことも示唆された。施策・制度の関係から視覚障

害高齢者への支援の第一義的担当者は高齢者福祉

の専門家ということになる。高齢者福祉担当者の

経験知によるのではなく、高齢者の視覚障害に関

するプログラムやマニュアルを用いた均一の支援

が実施されることが重要と考える。

＊ 本調査は、みずほ福祉助成財団平成23年度社会

福祉研究助成「視覚障害のある在宅高齢者の閉

じこもり予防と支援のためのアセスメントシー
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トの作成」の一部として実施した。　　
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