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要　約

　こ の研究の 凵的は
， 看護学生 の 死生観に影響する 要因を明ら か に し，終末期教育に対する示唆を得る こ とで あ る．

対象者 は A看護専 門学校に通 う看護学生 113名 で あ り， それ らの 対 象に質問紙調査 を行 っ た．測定用具 は ”lz井らが 開

発 した 死生観尺 度 （α 係数＝O．9S）7因子27項目 の 臨老式尺度 を用い た．回答が 得 られ た学生 94名をSPSSII ．Oj　for

Windows を用 い て 分析 を行 っ た ．こ の 研 究 は
，
　 A 専 門学校 の 校長の 許叮を得て

， 学生 に成績に影響 し な い こ とを保

証 して 行 っ た．そ の 結果 は ，次 の よ うに まとめ られ た ．

1．死 生 観に は ，宗教 ， 性格型，読書，映画，年齢，学年が 影響 して い た ．

2．学 生 は ，「死後 の 世界観」 の 得 点が 高 く，「死 か ら の 回避」 の 得点が低か っ た ．

3，死生観 に 「身近な人 の 死」が影響 して い なか っ た ，

4．終末期教育 に お い て ，講義や技 術 の 教授 の ほ か に死 に関す る 書籍 や映画 を取 り入 れ て 生 と死 を討論で きる 教 育

を行 っ て い く必 要性 が示唆 された．

キ
ー

ワ
ー

ド　看 護学生，死 生観，看護i教育

は じめ に

　看護学生 は，臨地実習 の なか で 終末期 にある患者 を

受け持 つ と，戸惑い を感 じて い る こ とが多 くあ り，患

者か ら逃避 した り，患 者 に どの ような看護 ケ ア が提供

で きるの か悩んだ り，コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン す らで きな

い こ と が多くあ る ，しか し，臨床 の 場 に お い て ，病院

で 死 を迎 える人が多数い る現在，死 は日常茶飯事の で

き ご と で あ り， 避け て 通 る こ と は で きない ．患者 の 死

に対 す る対応は，看護 師 の 経験 年数に多少の 差は あ る

が
， 新人看護師で さえそれ な りに対応 で きて い る ．看

護学生 は ，看護学校 に入学す るまで は 死 につ い て あ ま

り考える こ とな く過 ご し，看護教 育を受 けて い く中で

死 に い て 考 えは じめ，講義や 演習 で 死 に 直 面しなが ら

死生観 を形成 して い くと考え られる．こ の 死生観が終

末期実習 に おい て ，学生 の 実習態度や患者 との か か わ

りに大 きく影響 して い る こ とが考えられ る．

　看護学生 の 死 生 観 に 関す る研究 で は
， 菊池

11 と新見
2．

が，看護学生 が死 をどの よ うに意識付け て い る の か

plL （purpose−in−Life　Test）を使用 し明 らか に し て い

る ．また
， 古屋 ら 3t は，看護学生 ら の 死 生観の 特徴を

自己の 「生」を 肯定的に とらえ，「死」 を生命の 終焉

と感 じ
， 魂や精神性 の 永存 を意味する と捉え て い る こ

とを明らか に して い る．また，読書が死の イメ
ー

ジに

影響を与える こ とを明 らか に し た研究4
’
1　sl，や 終末期看

護教育 の 評価に 関する研究 6’　Tl が行われ て い る．川守

田 らS
’
1

は看護学生 の価値観が死生観に影響 して い る こ

とを明らか に して い る．また名越 ら
”

は タ
ー

ミ ナ ル 期

の 患者を受け持 っ て の 学び の レ ボ
ー

トを質的 に 分 析

し，感情 の III心 を自己か ら他 者へ 向け る 教育 の 必要性

を明らか に して い る．こ の ように看護学生が死を どの

よ うに捉え，イ メージ して い る の か に つ い て の研究や

終末期教育に 関する研究は行われ て い る が，看護学生

の 死生観に何が 影響し て い る の か影響要因に関する研

究はほ とん どされ て い ない ．

　そ こ で，こ の研究の 目的は，看護学生 の死生観の特徴

をふ まえ，何 が 死牛観 に 影響 して い る の か を明 らか に

し，今後の終末期教育に対する示唆を得る こ ととした．
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用語 の 操作 的定義

1．死生観

　死生観 とは，生 きる意味と生 の 延長線上 にある 死 に

つ い て どの よ うに捉え て い る か と い う個 人の 考えをい

う1。・．こ こで い う死生観 とは，生 と死 に対する考え方で

あ り，生 き方や 死 に方に つ い て の 考え方や価値 とす る．

方 　法

1．対 象者

　研 究対象者は ，A看護 専門学校 に在学 中の 1年生，2

年生 ， 3年 生 で 研 究 に同意 の 得 られた者 で あ る．

2．調査方法

　 自己記述 法に よ る質問紙調査

3．調査内容

　質問紙 の 主 な内容 は，○対象の特性 （学年，年齢，

性格型等，  影響要因 （奥らJ’1 の 研究を参考に 「身近

な人 の 死 の 経験 ，映画 を鑑賞 し死 に つ い て 考えた経

験，読書を通 して死を考えた経験」 の 有無 と し た） 

YG 性格検査   死生観　で ある．

4，測定用 具

1）死 生観 の 測定 ：平井ら
11 ｝

が 開発 し
， 信頼性 と妥当

性 が証 明され て い る α 係数O．88の 臨老式死生観尺度

（以下死生観尺度 とする）を用 い た．本尺度 は，7因子

（死後の 世 界はある と思 うな どの 項目 を含んだ 「死後

の 世 界観」，非常 に死 を恐れ て い る な どの 項 囗を含ん

だ 「死 へ の 恐怖 ・不 安」，死 とは こ の 吐の苦 しみ か ら

解放され る こ と だ と思 うな ど の 項目を含む 「解放 と し

て の 死」，死 につ い て 考える こ とを避 け て い る な どを

含 む 「死 か らの 回避 」， 人生 に は っ きりとした使命 と

口的を見 い だ して い る な ど を含む 「人生 に お け る n 的

意識」， 死 と は 何 だ ろ うと 良 く考えるな どを含む 「死

へ の 関心」， 寿命は 決め ら れ て い る な ど の 「寿命観」）

27項 目か ら構 成 され て い る．回答 は 「当 て はま る」

「か な り当 て は ま る」か ら 「ほ と ん ど当て はまらな い 」

「当て は まらな い 」の 7段 階選択肢 で 7〜1点 に 配点 され

る．こ の 尺度 に おけ る 死生観は複数 の 因子全体 を指す

カ テ ゴ リ
ー

の 名称 で あ り，す べ て の 総合点 を求める も

の で は な い ．「死 後 の 世界 観」 「死 へ の 恐怖 ・不安 」

「開放 として の 死」「死 か らの 回避」「人生 に お け る 目

的意識」「死 へ の 関心」におい て は
， 最低が4点，最高

が 28点で ある．「寿命観」に お い て は ，最低が3点 ，最

高が 21点である．

2）YG 性格検査 ：今井
13

の 方法に従い ，感情や行動を

抑制 しがちな 1型 （内向型）と活動的 で 情緒が安定 し

て い る H 型 （外交型）に 分類す る． 1型 に も H 型 に も

含ま れ な い パ タ ー
ン をそ の 他 とす る．

5．　イ侖王甲白勺酉己慮

　A 専門学校 の 校長 に 調査の 目的 を説明 し，承認 を得

た．学生に対 して は
， 研究 の 趣 旨を説明 し得 られた デ

ータ は こ の 研究目的以外に は使用 しな い こ と，調査 へ

の 参加 の 有無は，成績 と は一
切関係 ない こ と等を文書

にて 説明 し，質問紙 の 返却をも っ て 同意 を得 られた も

の と した．

6．分析方法

　L俗 の 得られ た看護学生 111名の うち有効 回答94名

に対 し統計 ソ フ トSPSSllj　for　Windows を用い て分析

を行 っ た．基本集計 を行 っ た後に ，死生観 に影響する

と考えられ る要因 と死生観尺度の 関係 を分析 した．2

項 目間の 比較 は t 検定，3項 口以上 の検定に は
一

元配

置分散分析 （F検定）を用 い て行 っ た．対象の 年齢に

関して は，実年齢で単純集計後，10歳代 ，
20歳代 ，

30

歳代で 集計 し，分析 を行 っ た．

結 　果

L 対象の概要 （表1）

　対象の概要を表1に示す．

　対象者の 内訳は，1年生 が 28名 （29．8％ ），2年生が

36名 （38．3％），3年生 が30名 （31．9％ ）で あ る．対象

者 の 年齢は，18歳〜39歳で あ り，
’F均値21．1歳，標準

偏差 （以下SD と略す）4，3歳で ある ．年齢は ，10歳代

39名 （41．5％ ），20 歳代49 名 （52 ，1％ ），30歳代 6名

（6，4 ％ ） で あ り，約半数が 20歳代 で あ る．

　性 格 は，感 情や 行動を抑制 しが ち な内向型 が 55名

（585％），活動 的 で 情緒が安定 し て い る外交型 が 19名

（20，2 ％ ）， ど ち ら に も属 さな い そ の 他 が ，20 名

（2L3％）で あ り，内向型 の 性格が半数を占め て お り，

内向型 の 性格 に 偏 りが み られ て い る．

　宗教 の 有無 に お い て は，特別な宗教を持 っ て い る学

生が 8名 （8．5％）で あ る．また，身近な人の 死 を経験

して い る学生は，20名 （21．3％ ）で あ り，学生 の 年齢

が 10歳代 と20歳代 の 学生が 9割以上 で ある ため ，少な

い 傾向にある．映画 を鑑賞 して 死 を考えた こ との あ る

学生が 7名 （7，4％）で あ り，読書 をした こ とを きっ か

け に 死 に つ い て 考 えた こ との あ る 学生が 17名 （18．1％）

で あ る ．

2．死生観の 項 目別得点 （表2）

　死生観 の 項目別得点を表2に示す．

　対象者の 死生 観 の 項 目別得点 は，「死後の 世界観」

平均 点 19．6点，SD6．4点，「死 へ の 恐怖 ・不安」平均点

桐 生短期大学紀要．第18号．2007
110

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Kiryu Junior College

NII-Electronic Library Service

Kiryu 　 Junior 　 College

表1．対 象の 概要 n；94

項 日 N ％

学年

年

年

年

123 860233 29，838

．33L9

年齢

10歳代

20歳代

30歳代

Q／

93410

41．552

，16

．4

性格型 1；

　　　 1型 （内向型）

　　　 H 型 （外交型）

　　　 そ の 他

5Q

／

0

512 58．520

．221

．3

宗教 の 有無

　　　有

　　　無

　

688

　

55L8Qノ

身近 な人 の死

　　　有

　　　無

04

−

27 21，378

，7

映画で の 経験

　　　有

　　　無

　

778

7．492

．6

験経ので書読

有

無

7717 18．181

．9

1）性 格 型 1型
一感情 や行動 を抑制 しが ち な 内向型

H型 一活動 的で 感情が 安定 して い る 外交型．

表2．死 生観 の 項 目別 得点

死虚観の 項目 最小値 最大値 平均値 SD

死後の 世界観 4 2819 ，6　 6．4

死 へ の 恐怖 ・
不 安 4 28 正7，7　 6．9

開放 と して の 死 4 2512 ．4　 5．5

死か らの 回避 4・「
5「
4．

249 ．6　 　5」

人生 にお け る 目的意識 2815 ．9　 4．9

死 へ の 関心 2814 ．9　 6．1

寿命観 3 2110 ，2　 5．7

17．7点，SD6．9点 ， 「開放 と して の 死」平均点12．4点 ，

SD5，5 点，「死 か ら の 回避」平均点9，6点，　 SD5 ，1点，

「人生 における目的意識」平均点15．9点，SD4 ．9点，「死

へ の 関心」平均 点 14．9点 ，
SD6 ．1点 ， 「寿命観」平均点

10．2点，SD5，7点で ある ．「死後の 世界観」が他の項 囗

と 比べ る と特 に高 くな っ て お り， 死後の 世界の 存在を

信 じ魂は残 る と考えて い る学生 が 多い ，

3．対象の 概 要 と 死生観 と の 関係

　対象の 概 要と死生 観の 関係 を表3に示す．

　 「死後 の IUr界観」にお い て
， 映画 を鑑賞し て 死 を考

えた こ との ある学生の 平均が6点低 く，統計学的に有

意差 （tニー2．506，p〈 0．05）が認め ら れ て い る ．映画

を鑑賞 して 死 を考えた 学生 の 方 が
， 死 を実感で き現実

の もの と して 捉 える こ とが で きて い る．「死 の恐怖 ・

不安」に お い て は ，ど の 要因 と も有意差 は み られ て い

な い ．「開放 と して の 死」 にお い て は ，そ れ ぞ れ の 要

因に お い て統計学的な有意差 はない が ， 特定 の 宗教を

持 っ て い る 学 生 の 平均点が 3．8点高 く，有意傾向に あ

る ．「死か らの 回避」で は，学年に お い て 1年生 の 得点

が他の 学年に 比 べ る と高く1年生 と2，3年生 の 問 に有

意差 （p ＝ O．028，p＜ 0．05）が認め られ て い る．「人生

に お ける 目的意識」で は，年齢 に おい て統計学的な有

意差 （F ＝ 3．734 ，p 〈 O．05）が認 め られ て お り，30歳

代の学生が ，10歳代，20歳代 の 学生 よ り，有意 に得点

が 高い ．年齢の高い 学生 は，し っ か りとした 目的意識

を持 っ て 人学 して い る こ とが伺える ．また，性格型 に

お い て
，

1型 （内向型）と H型 （外向型）， 工型 とそ

の 他， H 型 とそ の他そ れ ぞれ の 性格型の 問に有意差

（F ＝3．625
， p ＜ 0．05）が み ら れ て い る．圧倒的 に ，

H 型 （外交型） の 得点が高 くな っ て お り，活動的で情

緒 が安定 して い る学生 が し っ か りと した 目的意識を持

っ て い る．また ，統計学的な有意差はな い が， H型 の

学生 の 「死 へ の 恐怖 ・不安」の得点が低 く，死に対す

る 不安や 恐怖 も 1型の 学生 に比 べ 低 い ，「死 へ の 関心」

にお い て ，読書を通 して 死 に つ い て 考えた こ とがあ る

学生 の ほ うが ，考えた こ とが 無 い 学生 よ り， 平均が 4．8

点低 く，統計 学的 に も有意差 （t ＝− 3．026 ，p ＜ O，Ol）

が 認 め られ て い る．．「寿命観」は，平均点が 10点前後

で あ り，
どの要因との関係 に も統計学的な有意差 は認

め られ て い ない ．

考 　察

　死生観 の 得点に お い て は，他 の項 目に比 べ 「死後 の

世界観」の 平均点が 19．6点と高 くな っ て い た．「死後

の 世界観」 の 下 位項 目 は ，死 後の 世界はあ る と思 う，

死 ん で も魂は残る と思 う，人 は死後，また生 まれ変 わ

る 等の 項 目 で あ る ．日本に お い て 死 は ，タブ
ー視 さ

れ，
一
般 的に 日常生活か ら隔離 され て い る．そ の た

め ，学生 は，死に直面する機会が少ない こ とが 推 察で

きる ．死 をそ の 人 の 存在がな くなるの で は な く生 まれ

変わ る こ とと捉え て い る 人が多く， 死 を現実 の もの と

して受け止め られ て い ない と考えられ る．認知的側面

に お い て学生は死を実感の な い こ とと捉 えて お り， 死

は別の 世界に あ る と認識 して い る と考えられ，死 を自

分の こ ととして 向き合え て い ない 学生が多い 2） こ と が

ll1
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表 3．対 象の 概要 と死生 観 との 関係

項目

死後の世界観　　　　死禰 布・不安　　　開放としての死 死か ら¢ 凅睦
人生における

目驪
死M ）B＆th 嬲

平均　SD　t，F値　平均　SD　t，F値　平均　覦）　tF値　平均　SD　ちF値　平均　SD 　tF値　平均　SD　亀F値 　平均 　SD　t，F値

韓

年

年

年

123 21．26 ．518

．96 ．619

．15 ．8

1．17819

．57 ．116

．16 ．918

．16 ．5

2，〔旧612

．76 ．412

．25 ユ

12．35 ．1

0、0761

且．76．28

．54．38

．94 ．3

3．7〔n＊

15．64 ．816

．25 ．815

．73 ．9

0．16815

．96 ，114

．16 ．214

．96 ．1

0．686ll

．86 ．79

．95 ，79

．044

1、812

聯

10献 　　　　　20．0　6．2

20歳代　 　 19．6a3

30献 　　　　　17．3　8、6

0．46118

．26 ．81

＆oag12

．56 ．2

1、89412

．65 ．512

．45 ．710

．74 、3

03且810

．55 ．49

．14 ．76

．34 ．4

2．10S15

．15 ．015

．94 ．620

．84 ，0

3．7S4＊

14．86 ．o15

．16 ，213

．87 、0

o，130ll

、36 ．39

．45 ．19

．25 、3

1．391

黼

1型 　 　 　 19．75 ．9

皿型　　　 19．67 ，3

その他　　　19．57 ．0

0，00618

．36 ，515

．36 ，818

．679

L510

且2．75．212

．85．611

、26 ．3

O．5799

．94 ．98

．6459

．76 ．1

O．45514

，84918

．25 ．016

．64 ．2

3．625＊

14．75 ．215

．67 ．414

．77 ，4

0、17210

．15 ．411

．25 ．99

．56 ．3

0．480

繖

有

無

19．36 ．323

．0　62

・1．57017

，12．71

了．87 ，2

054615

．65．812

．15 ．4

・1．8441L54

．99

．45 ．1

・1．12715

．53 ．915

，95 ．0

0、2431

＆96 ．114

、56 ，0

・1．92410

．7　6．110

，1　5．6

・0．165

身近な人の死

　 　 有

　 　 無

19、17 ．019

．8　6．2

D．38519

．06 ．617

．47 ，0

0．9171225

．012

．45．6

・0．嬲

10．25 ．19

．45 ．1

O．6281494

．916

．24 、9

・1．o 

14．36 ．015

ユ 6，2

・0、48710

．76 ．110

．15 ．6

0．415

晒

有

無

1407 ．0

盟）．16 ．1

・2．506零

17、97517

，769

0．0459

，74 β

12．65 ．5

・1．33810

．3639

，55 ．0

O．38814

．64 ，616

，049

・0．746ll

．93 ．215

．16 ．2

・1、3738

．95 ，210

．35 ．7

・0、640

諮

有

無

17．96 ．5

凱）．06 ．3

・1，21819

．86217

．37 ．0

1．34011

．14 ．912

．75 ．6

・1．〔旧2le

．65 ．39

．35 ．0

0．9701404916

．34 ．8

・1．792ll

．05 ．215

．86 ，0

・3．OZ6”

9．9491025

．9

・0．191

p ＜O．e5＊、　p ＜O．Ol＊ ＊

明ら か になっ て い る．また ，死 を実感 で きない 原 因 と

して
， 身近 な 人 の 死 を経験 し て い る 学 牛 が 20名と少 な

く， 死 を自分自身の こ ととして受け止 め る経験が で き

て い な い こ と も影響 し て い る こ とが考え られ る ，吉田

ら 14； の研究に お い て ，年齢が若い 看護師 ほど 「死後 の

世界観」 の 得点が高い とい うこ とか ら，学生 も同様 で

あ り，若い 人の ほ うが 死後の 世界 の 存在を信 じ，魂 の

存在 を信 じ る傾向が強い こ とが明 らか にな っ た．映画

を鑑賞し死を考えた学生 の 「死後の 世界観」が 有意に

低か っ た．そ れ は ，映画か ら死 を考える きっ かけを得

て ，実感の な い 死 を現実の こ と と して
， 受け」Lめ る こ

とが 出来た結果 で ある と考え ら れ る．死 を実感 で きる

よ うに 映画を取 り入 れ た 教育 も必要 で あ る こ とが示唆

された．

　性格型 に お い て ，感情や行動を抑制 しが ちな 1型

（内向型 ）が活動的で情緒が安定 し て い る H 型 （外交

型）よ り多い ．・一
般的に は，内向型と外交型 と そ の 他

の 性格型 の 関係は2 ：2 ：1で ある ill とい われ る．性格

型 は，人生 に 目的意識 を見出 して い る とい う内容 を含

む 「人生 の 目的意識」に影響 して い た ．明 らか に外交

型，そ の他の性格型 の 学生 の ほ うの 得 点が高か っ た．

外交型，そ の 他の 性格 の 学生 の ほ うが未来へ 向け て ポ

ジテ ィ ブ に 生 きて い る こ とが 考えら れ る．内向型 の 性

格 の 学生 が 半分を占め て お り， 自分 の 感 ［青や行動 を 抑

制 して しまうこ とか ら，終末期の患者 と向き合えない

原因 の 1つ で あ る と考え ら れ る ．そ の 学 生 達 が 目的意

識 をしっ か り持て る ような教育が必要で ある と考えら

れ る ．なぜ看護師に な ろ うと考えた の か ， しっ か りと

した看護感が もて る ような看護教育を考え て い か なけ

ればな らない ，学生
一

人
一

人が
， 充実 した学生生活を

送 り，看護師に な る とい う日的を見出せ る ようなサ ポ

ー
トを して い く必 要があ る と考え る．また ，「人生 に

お ける目的意識」に お い て は
， 年齢で有意差が み ら れ

た．30歳代 の 学生 の ほうが ，10歳代20歳代の 学生 よ
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り，有意に得点が高か っ た．30歳代の学生 は，
一

度社

会に で て仕事を持 っ て い た人もお り，社会に おける 荒

波の 中で挫折や様 々 な経験を して お り，そ の 経験 を通

し て資格を とりたい とい う強い 目的意識をもっ て 入学

し て きて い る 学 生 が 多い と い うこ とが 考え ら れ る ．こ

の こ とか らも， 人生 に しっ か りとした 口的意識を持 つ

こ と
， なぜ 看護師になろ うと思 っ た の か動機を明 らか

にする こ と，そ して そ れ に向か っ て 進ん で い くこ とが

大切 で ある．

　宗教に 関 して は ，「開放と して の 死」 と 「死へ の 関

心」に有意傾 向があ っ た ．学生が ど の よ うな宗教 を信

仰 して い る の か ，今回 は 明 らか に して い な い が，「開

放 と して の 死」 は，死が こ の 世 の 苦 しみか らの 解放 を

意味 して お り，聖書 に よ れ ば ，キリス ト教 に おけ る死

は ，罪か らの 開放 で あ り，仏教 にお い て も死後，極楽

浄土 へ い け る
IS／

とい うこ とか ら も明 らか で あ る よう

に，宗教 を信仰 する こ とで ，死か ら開放 される こ とで

あ る．「死 へ の 関心」 と は
， 死 につ い て 良 く考え ると

い うこ とで あ り，宗教 を通 して 死 を考える 機会が多い

ため影響があ る こ とが考えられる．死に つ い て の 個人

別態度構造に は，宗教的な経験 も含まれ る 】［・／ とい うこ

とか ら，宗教が死生観に影響して い る こ とは当然 の こ

とで あ る．「死へ の 関心」に お い て は，読書を通 して

死 を考え て い る学生 の 得点が有意 に低か っ た，読書を

して 死 に対す る イメ
ー

ジが 「悲 しい 」「暗い 」 とい う

ネ ガ テ ィ ブなイ メ
ー

ジが変化 し，1白然 な」「大切 な」

とい うイ メ
ー

ジ に 変化 レ 1，死 を受け 入 れ や す く し て

い る こ とが考えられる．読 書を通 して 生 と死 を考える

機会を持ち，死 の イ メ
ー

ジを肯定化 し，死を自然の も

の として受けとめ る こ とが で きる の で ，「死へ の 関心」

が薄 くな っ て い る こ とが伺える．

　死 に つ い て 考え る こ と を避 ける と い う内容を含む

「死か らの 回避」の 得点が 2，3年生 に比 べ ，1年生 の 得

点 が有意に高か っ た．菊池
d1／

らの 研 究 にお い て 3年生

の 死 生観が有意に 低か っ た と い う結 果 と 同様 で あ っ

た，学年が進 むにつ れ ， 疾患 に対する講義とともに死

に 対す る講義 も進 ん で い くこ とが推察 され，死 と向き

合 う機会が多くな っ て い る こ とが考えられる．様 々 な

学習体験が深 まる こ とで ，死 を現実的 に考えられ る よ

うに な っ て お りそ こ に看護感が付 加 され て きて い る こ

と が考え ら れ る ．

　今 回の 調査にお い て，「身近な人の 死」 は 死生観に影

響して い なか っ た．山崎
“’〕は ， 人は近親者 の 死 を体験

する こ とで ，死 を強 く意識 し，そ の 人をめ ぐる 人 々 の

感 隋ににつ い て 理解す る と述 べ て お り， 近親者 の 死 は

死生観に何 らか の 影響が あ っ て 良い と述 べ て い る．ま

た，近親者の死の 経験は，人間 として，そ の後の 死生

観を深め て い く経験 で あ る
［H’1　1’）1

とい われ て い る ．両親

や祖父母，親戚，友人の死 とい っ た近親者や 身近な人

の 死 が
， 死 を意識する きっ か け に な り31

， 実際に死 を考

え始め る もの で ある．今回，死生観に 「身近な人 の死

の 有無」が影響しなか っ た 理 山として
， 「身近な」とい

こ とを きち ん と定義 しなか っ た こ と と，「身近 な人 の

死」との かか わ りを定義 しなか っ た た め で ある と考え

る ，同居 して い る祖父母 の 死に かかわ る の と，別居 し

て い る祖父
．
母の 死 にか か わ る の とで は 死生観に差が出

て くる こ と が予測 で きる か らで あ る．友人の 死 に お い

て も どの 程 度 の 友人な の かに よ っ て ，死生観に差が出

て くる こ と が考え られ る．今後 は ど の よ うに 「身近な

人 の 死」にかかわ っ た の か，また ど ん な関係の 人だ っ

た の かを明 らかに し，分析す る必要がある．自分 の 身

近で 死 を経験 して い ない 学生が，死生観を深め て い く

ため の 教育方法を検討 して い く必要が ある と考える，

　 こ れ らか ら，学生 の 死 生観に は，性格型，宗教，読

書 を通 して死を考えた経験，映画鑑賞を通 して 死 を考

えた経験お よび人生 に 日的意識 を持つ こ とが影響 して

い る こ とが明らか に な っ た，死生観を深め て い くため

に は，看護師に な る とい う目標を し っ か り持 つ こ と，

すなわち看護感をもつ こ とが重要 で あ る．また，学生

は講義の 中で 生 と死 に関す る知識 を習得す る 必要があ

り，そ して 生 と死 に つ い て 考え る こ とが で きる読 書

や ，映画鑑賞を行 う必要があ る ．学生が ， 自分 自身 の

死生観 を持 ち，そ の 大切さが理解 で きて ，死 を現実と

して感 じられ るよう具体的 な事例 を提示 し，討論 して

い くような教育が必要で あ る こ と が示唆され た ．

結　論

　本研究 で は，専門学校の 学生 に対する 死生観につ い

て 以 ドの よ うな結論が得 られ た．

L 学生 は ，「死後 の 世界観」 の 得点が 高 く，「死か ら

の 回避」 の 得点が低か っ た ．

2．「死後 の 世 界観」 に お い て は
， 映画を鑑賞 し死を考

えた経験 の 有無に有意差が あ っ た．

3，「入 生 に おけ る 目的意識」に お い て は
， 性 格 と読書

を通 して 死 を考 えた 経験 の 有無に有意差が あ っ た．

4．「死 か ら の 回避 」 に お い て は
，

1年生 の 得点が 他 の

学年 に く らべ 有意に 高か っ た ，

5．終末期教育 の 場 にお い て ，講義や技術の 教授の ほ

か に，看護感を確立で きる教育や本や映画を取 り入れ

て 生 と死 を討論で きる 教育を行 っ て い く必要性が示唆

1】3
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され た．
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                                       Abstract

  The  object  of  this study  is to make  clear  the  influential factors of  nursing  students'  attitudes  toward  life and  dcath and  to make

a suggestion  in terminal  care  education.  Subjccts were  1 1 3 students  of  nursing  school  A, whom  questionnaire surveys  were  con-

ducted on.  A  scale  of  views  of  life and  death developed by Hirai et  al. (coetficient a  =O.8g)  was  used  as  a  measurement  scale.

SPSSI1.oj for Windows  analyzed  answers  from 94 students  whom  answers  were  retrieved  from. Approval to conduct  the

study  was  obtained  from  the school  principal, and  students  were  ensured  that the survey  would  haye no  effect on  their records  at

school.  The results  ure as  below:

1 . Whether  the  student  has a  religion  or  not,  persona]ity type, whether  the  student  has a  habit of  reading  books or  not,  whcther  the

student  has a habit of watching  movies  or not, agc, and  the school  year of  the student  were  influential factors

2. The  students  had high scores  in "'afterlife

 belief' and  low scores  in "death

 avoidance"

3. "Death
 of  close  ones''  had  no  infiuence on  the students' views  ol' life and  death

4. It was  suggested  that the adoption  of  books and  movies  and  discussion on  life and  death is necessary  in terminal care  education,

aside  from lectures and  ski11 teaching.

Keywords: Nursing students, Views of life and  death, Nursing education
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