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【抄録】 1，看護職に求められ る役割の拡大と教育

　近年，看護職に は，最新 の 技術や 知識 を身に つ け る だ

けで なく，豊 か な人間性 と確実な倫理的判断力が 求 め ら

れ ，チ ーム 医療の
一

員 と して他の 医療従事者と連携を と

り，保健 ・医療 ・福祉領域 に お い て幅広 くそ の 役割を果

た す こ とが期待され て い る。この 変化に伴い ，看護系大

学 や 大学図書館 に 求め られ る機能
・
役割 も拡大して い る 。

看護師養成教育 に は 情報 の 探索，情報 の 評価，情報発信

な ど，図書館 が もつ 情報機能が 不可欠で あ る 。 本稿で

は，図書館 の 取組 み と して 看護学部学 生 の 初年次教育へ

の 関わ り，ま た，臨 床現場 の 看護師 に 対す る卒後教育 へ

の 関 わ りな ど，筆者が勤務す る札幌市立大学の ス タート

ア ッ プ 演習，前職 の 北海道医療大学 に おい て 開講した専

門職卒後教育プ ロ グ ラ ム の 事例 を通 じ，看護師教育支援

に 向けた 大学図書館 の 役割 に つ い て 考察す る 。

は じめ に

　高齢化社会 の 到来に 伴 い 医療ニ ーズが 急 速 に拡大 し，

よ り効 果 的 ・効率的 な 医療の 提供 が求め られ て お り，国

は 医療提供体制 の 見直 し を進 め て い る。そ の 中 で 看護職

に求 め られ る役割 は 拡大して お り，看護系大学 に おい て

は 専門的な知識
・
技術 の 他，倫理観を培 うこ とを目的 と

す る 教養教育が 重要視 され，看護大学 モ デ ル ・コ ア ・カ

リキ ュ ラム に かかる研究が行 わ れて い る 。 看護学部をも

つ 多くの 医療系大学図書館で は新入生 ガ イダ ン ス を 行 っ

て い るが ，看護師の 教 育支援に 向け た積極的 な ア プ ロ ー

チ は 緒 に つ い た ば か りで あ る 。 本稿で は，まず看護職 に

求め ら れ る役割と初年次教育 と の 関 わ りに つ い て 検討

し，次 に 図書館が 関わ っ た 看護職教育 の 事例 と し て ，札

幌市立大学 の ス ター
トア ップ演習，北海道医療大学 の

「地 域格差 の ない 医療情報提供の た め の 薬剤師
・
看護師教

育プ ロ グ ラ ム 」の 内容 を紹介す る 。 さ らに 図書館 の 教育

的役割 に つ い て 考察す る 。

　看護師の 資格 は，保健師助産師看護師法第5条 に 定 め

られ て い る。免許 区 分 に は，「看護師」，「准看護師」が あ

り，看護師
・
准看護師

・
助産師

・
保健師

・
認定看護師

・

専門看護師
・
特定看護師 の 総称 を看護職 と し て い る 。 ま

た，養成教育が大学
・看護短大 ・看護専門学校 ・看護高

等学校 と幅広 く，活躍の 場が多岐 に 渡 る こ とが特徴 で あ

る 9

　高齢化社会を迎えた わ が 国 に お い て，看護職 に 向け ら

れ た期待 の 大きさは い うまで もない 。 野嶋 の 「看護系大

学 に お け るモ デ ル
・

コ ア
・カ リキ ュ ラ ム 導入 に 関す る調

査 研究報告書2013」
1〕

の 第2章 「学士 課程 に お い て コ ア と

なる看護実践能力を基盤 とす る教育」の 中に は，ヒ ュ
ー

マ ン ケ ア の 基本 に 関す る 実践能力 の 他，5つ の 必要 とす

る能力が 位置づ け ら れ て い る。こ の 中 で は，人 々 の 尊厳

と権利を擁護す る能力が あ り，培 うた め に 教養教育科目

が 基盤 とな っ て い る 。その 教育内容 と して ，人間の 捉え

方，健康の 捉 え 方，ラ イ フ サ イ ク ル と健康，社会 と健康，

文化 と健康，基本的人権 の 尊重，看護実践 に 関わ る 倫理

の 原則，患者 の 権利．権利擁i護 プ ラ イバ シ
ー

へ の 配慮，

個人 情報 の 保護，看護職の 倫理規定，守秘義務等，人間

に 関 わ る 幅広い 分野を学ぶ こ とが求め られて い る。

　 　 　 　 　 新 人 卒 後 研 峰

看護学士課程に お け る コ ア とな る看護 実践 能 力 を基盤 と

す る教育の 位 置 づ け
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　また，18歳人口 の 減少 に 伴 い 大学全入時代 と なり，基

礎学力不足 の 学生や 目的意識が希薄な学生 が 多 く入学 し

学力 の 低下 が 大 きな 問 題 と なっ て い る 。 多 くの 大学 で は

初年次教育 を導入 し，自学 自習 の 動機付 けを行 っ て い

る。そ こ で 初年次教育 と図書館 の 関わ りに つ い て 考えて

み る。

矼．図書館と初年次教育に つ い て

　平成25年の 文部科学省の大学に お け る教育内容等 の 改

革状況
2｝

に よ る とt 初年次教育を実施する 大学数 は88％

で あ り，主 な 取組の 内容 は，「レ ポ ート・論 文 の 書 き方 等

文章作法関連」89％，「プ レ ゼ ン テ
ー

シ ョ ン や デ イ ス カ ツ

シ ョ ン 等 の 口 頭発表 の 技法関連」79％ ．「学問や 大学教育

全般 に 対す る 動機 ・方向付け関連」76％ ，「将来 の 職 業生

活や 進路選択 に 対す る 動機
・
方向付け関連 」74％ と な っ

て い る 。また，文部科学省 で は 以 下 の ように 初年次教育

の 項 目の 中に コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン ス キ ル ，倫理 観 を 位 置

づ け て い る 。

1，知識 ・理 解 （文化，社会，自然等）

2 ．汎 用 的 技能 （コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン ス キ ル ，数量的 ス

　キ ル，問題解決能力等）

3 ．態度
・
志向性 （自己 管理 力，チ

ー
ム ワ

ー
ク，倫理 観，

　社会的責任等）

4 ．総合的な学習経験 と創造的思考力

　初年次教育
・導入教育 の 研究 を進 め る 山 田 は 日米の 大

学 に お け る 学 生 の 能力変化 の 中で コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン

カ，学問 社会 問題へ の 関心な ど，全 て の 項 目に お い て 評

価が 低 い 日本 の 大学で は ，図書館 を 活用した学習支援 と

情報 ス キ ル の 習得 が 有効 で あ る と述 べ て い る 3）　4）。また，

汎用的能力 を育成す る た め に効果が 認め られ て い る ア ク

テ ィ ブ ・
ラ
ー

ニ ン グ法 の 導入促進 を評価し て い る
5）。

　久司は 「看護専 門学校 生 の 多様 化 と初 年 次教 育 」 の 中

で ，学力低下問題 は大学生 に とど ま らず，看護専門学校

に お い て も深刻 な問題 と なっ て い る た め，2000年以 降は

初年次教育が 注 目され る よ うに な っ た と述 べ て い る
6｝。

前述の 「看護学士課程に おける コ ア と な る看護実践 能 力

を基盤 とす る教育 の 位置づ け」 に お い て も，教養教 育科

目が 重要視 され て お り，学生 が 必 要 とす る 能 力 を高 め る

ため に図書館が教育支援を積極的 に行 うこ とが 期待 され

る とし て い る。また ，現在臨床現場 に い る 看護師 は，養

成課程 に お い て情報 ス キ ル の 習得が 出来て い ない 場合 が

多く，生涯教育 に も図書館が支援す る こ とが 必要 と考 え

られ る。

皿．図書館の取 り組 み事例

1．札幌市立大学に お け る ス タ
ー

トア ッ プ演習

　公 立 大学法 人 札幌市立大学
7・／は 2006年4月 に 開学 し，デ

ザ イ ン 学部，看護学部 を擁す る大学で ある。1991年，公

立 高専で 全 国初 の 専攻科設 置 とな る札幌高等専門 校を前

身 とす る デ ザ イン 学部は 札幌市南区 に あり，札幌市芸術

の 森美術館が 隣接 し て い る。また，1965年創 設 の 札幌市

立 高等看護学院 を前身とす る看護学部 は札幌市中央区に

あ り，札幌市立病院が隣接して い る 。 両 キ ャ ン パ ス に は

デ ザ イン
・
看護学部 の 図書館が 各々 設置 され て い る。デ

ザ イ ン 学部 の 図 書館 で は，隣接す る 美術館 との 連携企 画

展示，看護学部の 図 書館 に お い て も学外者へ の 開放 を通

じ地 域連携事業を推進 し て い る 。 大学 の 理念は 人間重視

で あ り，教 育 の 特 徴 ，教 育 の 目的 は 下 記 の 図 に 示す とお

りで あ る。ま た，大学で は，平成24年度文部科学省 「産

業界の ニ ーズ に対応 した教育改善
・
充実体制整備事業」

産 官学 連 携 に よ る 地域 ・社会 の 未来 を拓 く人材 の 育成，

さ ら に平成25年度文部科学省 「地 （知）の 拠点整備事業」

に ，デ ザ イ ン と看護の 連携を基盤とした地域を元気 に す

る 取 り組 み 「ウ ェ ル ネ ス × 協奏型 地 域社会の 担 い 手育成

「学 び 舎」事業」が採択 され，今後5か 年に 渡 り当事業へ

の 取 組 が 行 われ て い く。 デ ザイン 学部 と看護学部 の 相補

的 連携 に よ る ，地域社会 の ニ
ーズ に 応 じた高度な専門 職

業人 の養成と，産学官連携事業など に よ る地域貢献 へ の

展開を目指す大学 で ある 。
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　を 目指 して，地域貢献の 使命を果 た し ます。

［教育 の 特 長］

デ ザ イ ン と看 護 の 連携

学 部の 教 員が 連携・共 同 して 教 育 を行 うと と もに，保 健 ・

　医療
・
福祉分野 を対象 とする デザ イ ン な ど を共 同研 究 し

塾
　幅広 い ネ ッ トワ

ー
ク

　市民，産業 界，行 政 や公 的機関 など と連 携する こ とに よ

　 り．地域 課題 に対 応 した 教 育 ・研 究 を行 い ます。

［教育の 目的］

　高度化に 対応 し た人材育成

　デザ イン ・
看護 とい う高度化した専門分野に 対応す る職

　業 人の 育 成 を図 ります。

「知 と創 造」 の 拠 点形 成

　産業や 芸 術文化 の 振興，都 市機 能 ・都 市 景観 の 向上 な ど

へ の 貢献 と と もに、地 域看 護 の 充実 など，市 民 の 健康 保

持
・
増進 へ の貢献 を果 た し ます 。

　札 幌市 立 大学 で は学 生 生 活や 将来の 職業生 活へ の 展望

を もつ こ と を 目的 に，ス ター
トア ッ プ 演 習を行 っ て い

る 。 全15回の プ ロ グ ラ ム を各担 当教員が学生 と一
体 と

な っ て 進め て お り，入学時の 学生 に と っ て は 興 味深 い も

の で あ る 。 こ の ス タ
ー

トア ッ プ演習に 平成25年度か ら図

書館 が 参画す る こ と に なっ た。到達 目標 お よび授業計

画
・
内容は 下記 に 示す とお りで ある 。

目的 ： 「デ ザ イ ン と看護 の 連 携 」 をテ
ーマ に，大 講義 室 で

　 の 合 同 講義や 小 人 数編 成 に よ る グ ル
ープ活動 を 通 じ，大

　 学 で の 学 び方，資 料収 集 の 方 法 レ ポート作 成，グ ル
ー

　プ討論など，主体的 に 勉学 ・研 究 を進 め る ため の基 本 的

　 な知識や学 習 法や 課題 解決 の 手法 など を習得 す る。また

　調査 ・
分析プ ロ ジ ェ ク ト を通 じ，4年間 の 学生生活 や将 来

　 の 職 業生活 へ の 展 望 を持っ 。

到達 目標 ：  主 体 的 に 勉 学 ・研 究 に 取 り組 む姿 勢 を持 っ  

　他 者 との コ ミ ュ ケ
ー

シ ョ ン 能力 を高め る  基 本 的な学 習

　技 術 を習得 す る   学生 生活 や 将 来へ の 展 望 を持つ

授業計 画 ・内容 ：

第1回　デ ザ イン と看護の 連携に向け て ：大学 の 理念（学 長 ）

　「若い 力に期待する （1＞」・ス タ
ー

トア ッ プ演習 の 進 め方 と

　期 待 され る 成果 ・担 当教 員 の紹 介 とグ ル
ープ編 成の 発表

　 （合 同講 義）／ 自己 紹 介 ・役 割分 担 ・
グ ル ープ 名 の 決定

　 など （グ ル
ープ 活動）

第2回　デ ザ イン と看護の 世界 ：先生 方に よ る プ レ ゼ ン テ
ー

　 シ ョ ン （合 同講義 〉 「若 い 力 に期 待 す る （2）」／ グ ル
ープ

　討論 「デ ザ イ ン と看護 の 連携 で 何 が で き るか」 （グル ー

　プ 活動）

第3回　調査 ・分析 プ ロ ジ ェ ク ト入 門 ； （合 同 講 義）「若い 力

　に 期待す る （3）」／ ブ レ ス ト （グル ープ 活動）

第4回　大学で の 学び方　そ の 1 （合 同講義）：大 学 の授 業 は

　なぜ 長い か ？大学生活は 貴重，大学の 先生 に 親し も う

平　看護職 と学 生 の た め の 大学図書館 サ
ービ ス 　 45

　大 学生 活 の 4年 間 を イ メ
ージする　大学生 活は重 要な ラ

　イ フ ス テ
ージ ／ テ

ーマ 選択 ・調査 計画 の 作 成 （グ ル ープ

　活動 ）

第5回　大 学で の 学 び 方　そ の 2 （合 同 講 義）：文献 ・図書館

　の 活 用／ レ ポートの書 き方 ／調 査 ・
分析

・プ ロ ジ ェ ク ト

　活動　開始 （グ ル ープ活動 〉

第6回〜第13回　調査 ・分 析 ・プ ロ ジ ェ ク ト活動 （グル ープ

　活動〉

第14回　プ ロ ジ ェ ク ト案の 展 示・報告会 リハ
ー

サ ル （グ ル ー

　プ別 活動 ） ＊ 配布 資料 提 出

第15回　 「デ ザ イン と看護 の 連携 」調 査 ・分 析 ・プ ロ ジ ェ ク

　 ト活動報告会 （合同講義）

　図書館 は，第5回目を担当す る こ と に な り，共通基礎科

目の ス タ
ー

トア ッ プ 演習の 打ち合 わ せ の 中 で，担当教員

より学生が図書館 に興味を抱 く内容に工夫し て い た だ き

た い と の 要請があ っ た。そ の 後 全体打ち合 わ せ と懇親

会が 行 わ れ た。振 り返 る と着任し て 半年 も経 た ない 時期

で は あ っ たが ，こ の 場を機に大学 に馴染 む こ とが で き感

謝 して い る。ひ きつ づ き，担当する90分 の 中で 話す内容

を ま とめ る た め の 検討 を始 め た 。 大学の 理念 目標 の 「人

聞重視」に 合致す る 人 間 を テ
ー

マ と し，「図書館活用術 と

キ ャ ン パ ス ラ イフ 」，「学術情報 と は何 か ⊥ 「文献情報検

索の 基 本」，「図書館 と著作権」の 4部構成 と した 。 具体的

に は 「図書館活用 術 と キ ャ ン パ ス ラ イ フ 」で は，図書館

をイ メ
ージする読書を中心 に ，読書離 れ の もとで 朝読を

行 っ て い る 図 書館 の 例 を取 り上 げ，読書 に は 人間性 を高

め る効果が あ る こ と，著者の 意図 を捉え自己の 経験 と向

き合い なが ら成長を促し，今後の 人 生 に 生 か され る こ と

を 話 した。ま た，論理的な展開を通した もの の 見方，考

え方の トレー
ニ ン グ と な る こ と，読書が 倫理観を形成す

る ため に役立 つ こ とを解説 し た。昨年まで 学生 か らの 希

望 が ほ とん ど なか っ た購入希望 申込み シ ス テ ム に つ い て

案内 し た。 「学術情報とは何 か 」で は，誰 もが 関心 を もつ

と考えられ る医療 ・健康情報 をテ
ーマ に，Quality　ef　Life

に お け る 保健 ・医療 ・福祉 の 現場，在宅介護が 増加す る

中で ユ ニ バ ーサ ル デ ザ イ ン が 重要 とな る こ とを話した 。

また，自身が 医療従事者，地 域 住民 を対象 に 行 っ た 調査

結果 をも とに，臨床現場看護師
・
薬剤師 は医療情報の 探

し方が 不 得手で あ る こ と，文献デ ータベ ー
ス の 検索 に お

け る 知識 や 技術が 十 分 で な い こ と，また，一
般市民 は イ

ン タ ーネ ッ トか ら医療 ・
健康に 関す る 情報 を入手す る こ

とが多い が 入 手情報に対す る 満足度が 低 い こ となど も説

明した。次に イン ターネ ッ ト情報と文献情報の 違 い ，信

頼で きる情報源 な ど を 中心 に なぜ 情報が必要なの か，

「文献情報検索 の 基本」で は，文献情報 の 探 し方 に つ い て
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ノ
ーベ ル 医学

・生 理 学 賞 の 受賞者 ，山 中伸 弥 教 授 の 論文

を例 に 文献の 引用方法，レ フ リーシ ス テ ム ，EBM 文献

情報 の 質 の 評価，文献情報 の 重要性 を伝 え た 。 「図書館

と著作権」で は，文献 の 複写，引用標記方法 に つ い て 解

説 し た ，、最後 に 知識 か ら知恵 へ の 転換 と し て ．学 ぶ 目

的，プ レ ゼ ン テ
ー

シ ョ ン，文章作成方法が なぜ 役 立 つ の

か，社会で 役立 つ 知識 ・情報 の 収集 に 図書館が 有効で あ

る こ とを伝えた。最近 の 学生は，調べ もの をす る 際 に 自

ら本 を 読まず，す ぐ に答 えを求 め る傾向がみ られ る。ま

たイン タ
ー

ネ ッ トを利用 し て答え を探す こ とか ら レ ポ ー

トも何処かか ら の 引用 で 同 じ もの が み られ る場 合 が 多

い 。正 確 な 情報 とは 何か ，とい うこ と と情報 の 収 集方法

に 対す る 理解を深 め る ため に，またデ ザ イン 学部 と看護

学部 の 学生が 学習意欲向上 の 動機づ け と して 共有で きる

学習 に 役 立 つ 図書館活用 法を意識 し なが ら，具体的 な事

例 を も とに 構成 した。

Quality　ofLife の 向上

ひ とりひと りの 人生の 内容 の 質

や 社 会 的に み た生活の 質

知識か ら知恵へ の 転換

》
編 獺

騨
糠 齣 短 識

’鱗

・プ レ ゼ ンテ ーシ ョ ン、文 章作成な ど

　 ス タ
ー

トア ッ プ 演習は ，各学部 の 新入生 ガ イ ダ ン ス の

後に 実施 され て い る。従来の 新入生 ガ イダ ン ス で 図書館

は 利 用 サ ービ ス ・施設 利 用を中心 に 10分程度 の 説明を

行 っ て きた が，平 成 24年度 に 学 生 を対象に 行 っ た 図 書館

利 用 ア ン ケートで 特 に要 望 の 多か っ た Web 　OPAC ，文献

情報検索 の 説明 と演習を平成25年度 か ら取 り入れ，図書

館 ガ イダ ン ス と し て 90分 実 施す る こ とに な っ た。図書館

の 利用法，PC を活用 し た情報源 へ の アプ ロ ーチ （OPAC

で 蔵書 を探す，文献情報デ ータベ ー
ス ，電 子 ジ ャ

ーナ ル

の 使 い 方）の 修得 を 目標 に し た 。 出席 は任意で ，講 義の

出席 日数に 影響 し ない こ とか ら，参加者数は 学部 に よ っ

て 全体 の 2割 に 満 た ない 状況で あ っ た。それ で もガ イ ダ

ン ス 終 了 後に 実施 し た ア ン ケ ートで は ，参加 し た 学生 は

文献デ ータベ ース ，電子ジ ャ
ー

ナ ル など の 学術文献情報

に
一
定の 関 心，理 解を示 して い た。こ れらを踏 まえて ス

タ
ー

トア ッ プ 演習へ 参画 した わ け で あ る が，学生 が 図 書

館 を身近なもの と捉 え，利用 に繋が る 企 画で あっ た と考

えて い る 。今後．学生 の 学習支援活動 を 充 実 させ て い く

た め に は，事務組織 学部 との 連携 をもち，教職協働で

図 書館 が 積極的 に 関わ っ て い くこ と が 重要 と考 え て い

る。毎 月開 催 され る 図書館運営会議 に お い て ，図書館 に

よ る学生の 自主的学習力を向上 させ る た め に不可欠な学

術文献情報の 知識 ・技術の 修得 に 向けた講義
・
演習を授

業講 義 と し て 位 置 付 け る こ と，ま た 各学年 の 学生や 研究

生 を対象 に 段階別プ ロ グ ラ ム を実 施 す る提案を行 っ た。

　そ し て ，学 習 ・研 究 支 援 は在 学 中 に 限 らず臨床現場 の

看 護 師 に 対 し て も必 要 と され て お り，そ の
一

つ に 札幌市

立 大学 で 実施 し て い る もの とし て 認定看護管理者制度

サ ード レ ベ ル が あ る。そ こ で は 臨床研究 の 際に 役立 つ 図

書館活用法 に つ い て 解説 して い る，，こ の 様 な 取 組 は まだ

多くは なく，次 に 図書館が 学外 で 開講 し た 臨床現 場 の 看

護師に 対 し て 行 っ た プ ロ グ ラ ム の 事例 に つ い て 触れ る D

2．地域格差のな い 医療情報提供の た め の 薬剤師 ・看護

　師教育プ ロ グラ ム

　筆者 の 前職 で あ る 北海道医療 大 学 に お い て 企 画 し た

「地 域 格差の な い 医療情報提供 の た め の 薬剤師
・
看護師教

育 プ ロ グ ラ ム 」
s

は．平 成20年度文部科学省社会 入 の 学

び 直 し ニ ーズ対応 推 進 プ ロ グ ラ ム と し て 行 っ た もの で あ

る。il1プ ロ グ ラ ム は筆者が 北 海道内の 医療従事者 の 情報

ニ
ーズ を調 査

〕IB
し た 結 果．と りわ け 薬剤師，看護職

が 臨床現場 で 必 要 とす る情 報 を 自ら 探す こ とが 不得手で

あ っ た こ とか ら，臨床現 場 の ニ ーズ を反映 し たプ ロ グ ラ

ム を企 画，実践 し た もの で あ る．、

　対象 は 臨床現場 で 働 く薬剤師，看護 師，広域 な北海道
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の 特性 に 配 慮 し．札 幌，北 見 会場 の 他，遠 隔 地 か ら受講

で きる よ うDVD ，　 e−learningを導 入 し て 行 っ た。プ ロ グ

ラム の 目的，対象，プ ロ グ ラ ム の 内容 は 以下 の とお りで

ある。
・目的 ：情報 リ テ ラ シ ーお よ び 患者教育の た め の コ ミ ュ

　ニ ケ ーシ ョ ン 能力 の 向上

・対象 ；薬 剤 師 ・看護 師 　65名

　内容 ： 基礎共通 プ ロ グ ラ ム （コ ン ピ ュ
ータ ス キ ル プ ロ

　グ ラ ム，情報検索 ス キ ル 向上 プ ロ グ ラ ム ，情報の質の

　評価 ス キ ル 向 上 プ ロ グ ラ ム ，患 者 教 育 ス キ ル 向上 プ ロ

　グ ラ ム ）お よび，専門分野別プ ロ グ ラ ム （生 活習慣病
・

が ん ・
感染症 ・メ ン タ ル ヘ ル ス ）

躰医中誌 web が もつ 特 徴を理解 し、検 索がで きる

　 　 そう思 う　 　 　 ど 5らとも言えな い

　 　 4％　　18％ 1］％　　　　　　28％　　　　　　　　　39 ％

：：韈蠶灘鞭
　　 巴 　 　　　 　　　 　．．
　 　 0　　　　　　 25 　　　　　　50 　　　　　　75 　　　　　 100

撒MEDL 【NE （PubMed ）がもつ 特徴 を理解 し、
　検 索がで きる

　　　　　厂 与響
鵬 え［9’U 思う

　　
そ

覊 々
．
与翼

らともr蹴 　 　 51。

驫 韈
灘 轢 饑戀飜

　　　 …
　 　 　 1　　 22％　　　　　　　36％ 　　　　　　40 ％ 　296　　　　

　受 講後 灘 難 鑿覊鑿獵 鼕爨覊毅ξ翫 き
ば

　　　｛．一一一．一一．＿．一．一一一．一．一．一．一一一一一．＿一一一一．一一I
　 　 　 D　　　　　　　25　　　　　　 50　　　　　　 ア5　　　　　　 100

　図 書館員が担当 した 基礎共通 プ ロ グ ラ ム の 情報検索ス

キル 向上 プ ロ グ ラ ム は コ ン ピ ュ
ータ ス キ ル プ ロ グ ラ ム の

次 に実施 し た 。 医中誌Web ，　 PubMed の デ ータベ ース の

利用法 を講義
・
演習形式で 行 っ た 。

一
人
一

台の パ ソ コ ン

を利用 し個別 の 質問 に 対応 し て 進 め た 。 質問 は，キー

ワ
ー

ドの 選定や ヒ ッ トした 文献 の 取 り寄せ に 関す る こ と

など 多岐に 渡 っ た 。 講師は ヘ ル ス サ イエ ン ス 情報専門員

．ヒ級 の 資格 をもつ 図書館員が 担当 した 。受講前 ・受講後

に 実施 した ア ン ケート調査結果 に よ る と文献 デ
ー

タベ ー

ス の 検索など，ス キ ル 習得を対象 とした もの の 効果 に大

き く高い 満足 度が 確認 され た。

　こ の プ ロ グ ラ ム の 実施 に よ り，臨床現場 の 医 療従事者

の 情報探索活動や 障壁 とな っ て い る こ とを把握す る こ と

がで きた。

平　看護職 と学生 の た め の 大学図書館サ
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3 ．図書館 の 教育的役割 に つ い て

　 こ れ ま で，高齢化 を 迎 え た社会 の 看護職 へ の ニ ーズ の

拡大 に 応える 養成教育に お け る コ ア
・カ リキ ュ ラ ム，ま

た，学 内外 に お い て 看 護 職 を支 援 す る大学 図書館 の 二 つ

の 事例 を紹介した。

　文部科学省は，大学図書館 の 整備 に つ い て
一
変革す る

大 学 に あ っ て 求 め られ る大学図書館像
一13｝

の 中で ，「学

習支援及び 教育活動 へ の 直接の 関与」を位置付けて い る 。

情報リテ ラ シー教 育は，大学図書館が 主体 とな っ て 取 り

組 む こ とを 求 め て お り，カ リキ ュ ラ ム 開発 や 実施 を教員

と協同して 行 うだ けで なく，図書館職員が教員 を兼任す

る など し て ，直接授業 を担当す る こ と も視野 に 入れ る べ

きだ と し て い る 。 また，学修環境充実の た め の 学術情報

基盤 の 整備
14〕

に つ い て，  コ ン テ ン ツ，  学習空間． 

人的支援 を整備 し，コ ン テ ン ッ へ の ア クセ ス と学術情報

の 活用 を支援 し，学生 が 主体的 に課題解決 に取 り組む能

動的学修 （ア クテ ィブ ・ラ
ー

ニ ン グ 〉へ の 転換 の必要性

と学生 の 主体的な学修基盤 と なる 図書館 の 機能強化 に つ

い て 触れ て い る 。しか し，教職協働を推進す る こ とが 望

ましい とい われ て 久 し い が ，実際 に は教員と事務職員 で

あ る司書 の 隔たりは 大きく，有機的連携 に は 程遠 い 。こ

の 状況を打 開 す る もの と し て は，初年次教育の た め の 組

織体制づ くり
15）

の もとで 教 員 との 学術情報 をベ ース とす

る 信頼関 係 の 構築が 欠か せ な い と考える。図書館 が もつ

教 育的機能が 活 用 され，学内外 の 評価 に繋げて い く努力

が 必 要 と され る。看護教育の 初年次教育 ・導入教育 に お

け る 図 書館 の 果 たす役割の 可 能性 は 大きい 。今後，図書

館に は情報 リテ ラ シー
教育 な ど の 授業 と連携した マ ネジ

メ ン トの 他．  学習面 ，  生 活面 ，  精 神面，  ス キ ル

面，あ らゆ る側 面か ら学生の 能動的学修 を支援す る ア ク

テ ィ ビ テ ィ学習 ア ドバ イザ ーと し て 役割が 期待され る 。

　札幌市立 大学 に お い て 新 入 生 ガ イ ダ ン ス，ス タート

ア ッ プ 演習の 他 に 図書館が 教育 に 関わ る もの と し て ，m

の 1．で 前述 した学部，大学院研 究科 の 要望 に応 じた 講義

認定看護管理者教育課程サ
ー

ドレ ベ ル に お け る 文献情報

分野の 担当が あ る 。 「看護研究法特論系統的文献検索」の

学修行動 目標 は 下記 の 3点 で あ る 。

1．研究プ ロ セ ス に おけ る文献検索の 意義が説明で きる

2 ．文献を コ ン ピ ュ
ータ 検索 で 探せ る

3 ．検索 し た 文献 の整 理 と要約 が で きる

　こ の 講義演 習 で は上記2の 部分 に 関 わ り，研 究 テ
ーマ

に 基 づ くキー
ワ
ードの 選 定 な ど に 対 応 し て い る。

　多くの 図 書館 で は正 規職員 の 滅員や 予 算縮 減で 余裕が

な い 状 況 で あ る。しか し，学 内外 に 向け 図書 館 の 機能 ・
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教育的役割 を積極的に 働 きか けて い くこ とが 次世代 の 図

書館 の 位置づ け を確 立 す る こ とに 繋が る と考えら れ る。

図 書館員が マ ネジ メ ン ト能 力 を高め ，学内外の 関係部署

と連 携調整 を と り活動 を推 進 し て い くこ とが 求 め られ

る、情報の 組織化 と蓄積 電 子 ジ ャ
ーナ ル の 管理 な ど従

来の 図書館業務も重要 な業務で あ る。加えて 個 々 の 図 書

館員が 社会ニ ーズ の 変容 を捉 え，電子資料，コ ン ピ ュ
ー

タt デ
ータベ ー

ス に 関わ る知識や技術 を高め，よ り高度

で 専門的な図書館情報サ ービ ス に 繋げ る こ とが 必 要 なの

で あ る 。 即ち．教育 ・臨床 の 現場か ら期待され る 情報専

門職 と して 自らの 力を培 い ，キ ャ リア ア ッ プ に 繋げて い

くこ とで あ る。

アクテ ィ ビ テ ィ 学 習 ア ドバ イ ザ ー

　　　　　　　　　　　　　　　　　 i｝，、

■魑灘 国 韈蠶 鏤
　　　　　　　　能力の 向上

‘
Pt 　 iii’

　 　 　 　 　 　 レポ ート ・諂文の 害き忘

　 　 　 　 　 　 コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の た め の コ
ー

チ ン グ

蠶鸛灘 一 靉驪》

】V．おわりに

　 図書館 員 が 教 育に 参加す る こ とは 容易で は な い 。しか

し，そ の こ との重要性を理 解 し積極的 に大学 に働 きか け

行動 して い くこ とが 重要 で あ る。看護などの 医療系図書

館員 に は，教 員 と協力 して初 年次教 育 な ど に 関 わ る こ と

の で きる
一

般的な幅広 い 教養 倫理観 に加えて ，専門的

な知識や 技術が求め られ る 。 情報専門職 として の 医療系

図書館員 の 育成 に は 専門職同様 に 継続教育 が 必 要 で あ

り，さらに 医療従事者 との 相互理解 を深 め る た め の 意見

交換が効果的で あ り，コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 能力を培わ な

け れ ば な ら な い 。そ こ で 必 要 とな る の は 医療系図書館員

の 職能団体で あ る 日本看護図 書館協会，NPO 法人 日本医

学 図書館協会，日本薬学 図 書館協議会 と の 連携 で あ る 。

教 育 ・研 究 に お け る事業連携 の 推進を視野 に入 れ，医療

系大学 図 書館員 に 必 要 な 知識 ・技術 をベ ース に，各 々 が

主題 の 特性を生か したプ ロ グラ ム を構築し，医療
・
福祉

・

介護 の 現場 で 活躍す る看護職を支援す る図 書館員 の 育成

を 目指 して い くこ とが 期待 され る。

　本稿 は 平成25年8月23円，名寄市 立 大学 に お い て 開催

され た 日本看護図書館協会2013年度第45会研究会 「看護

と全人教育
一

豊か な人間性 を備え た 医療人育成 の た め

に」に基づ く講演内容をもとに 加筆し た もの で ある 。
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