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要　約

　本研究の 目的は成人看護学実習に お ける実習の 不安 と生活環境が ワえ る影響 の 関係性を明らか にする こ とで あ る．

対象 は K 短期大学看護学科3年生 80名に ，実習開始前 に 自記述式質問用紙調査 票 と心理学的検査 の 凵本版StateTeait

Inventory （以後STAI ）に つ い て ，質問用紙 を用 い 行 っ た．

　そ の 結果 臨地 実習前は 状 態不安 ・特性不安は 高か っ た．

　趣味 と状態不安 との 問に は，ス トレ ス を感 じた時に学生 は，な ん らか の趣味を行うこ とで気分転換 を図り，ス ト

レ ス に対応 し て い る こ とが わ か っ た ．

　性格と特性不安 との との 間に は，学生 自身が感 じて い る性格で 明る い ・くらい で は，不安を感 じて い ない と判断

する こ とは 出来な い と考 える こ と が で きた．

　親 に 悩み を相談 と特定不安 との 間 に は，学生 は親に相談する こ と よ り，実習に関 して は同 じ グ ル
ープや友人に相

談 して い る傾 向が み られた．学生 に とっ て 相談が で きる相手 が い る とい うこ と が わ か っ た ．相談 をす る こ と で
， 臨

地実習 の ス トレ ス が軽減で きる と考 える．

　す なわ ち不安や ス トレス を軽 減 ・解 消する には ，生活環境 の 人問関係 が関連 して い る こ とが示唆 され た．
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は じめ に

　成人看護学実習は，多様な現象が み られ る医療現場

で 行 わ れ，学生は教員 や 他 の 学生 だけで な く，患者 や

家族 ， 医療従事者 との 複雑 な相互作用 を行 う こ とを要

求 される．こ の よ うな複雑な状況 で の 実習 は学生 に と

っ て 大 きな ス トレス を感 じ，不 安 を増大す る こ とが報

告 され て い る 　］
’／
．

　臨地実習 は，学内 で 学 ん だ知識 や技術 を応用 し実践

的 な能力を身に つ け る場 と して 重要な役割を持 っ て い

る．そ して ，臨地実習場 は，環境 や指導者 ・教員 ・グ

ル
ー

プ メ ン バ ー
との 人間関係，自己 の看護技術 に対す

る 不安な ど様 々 な ス トレ ス と直 面す る こ と に な る ．

　こ れまで 臨地実習 における不安と ス トレ ス には密接

な関係がある と報告 され て い る
’21．学生 は 実習 の 中 で

過度 の 緊張感 と不安 を克服 しよ うとす る力 とな り，学

習す る深さ と と もに学生 自身の 成長発達 に も良い 影響

を与 えるが，逆 に過度 の 不安は ス トレ ス フ ル な状態 を

招 くとい え る．

　本研究 で は，学生 に 生活環境が不安 を どの よ うに解消

し実習に臨ん で い る の か検討 し，成人看護i学実習 にお け

る 実習 の 不安 と生活環境が与 える影響 の 関係性を明 らか

にす る こ とで ，今後 の 実習指導 の
．一

助 と して い く．

研 究目的

　成 人看護学実習 に おけ る 実習 の 不安 と 生 活環境 が 与

える影響 の 関係性 を明 らか にす る，

用語 の 定義

L 状態不安
｝

　状態不安 と は，「［個人 が そ の と きお か れ た 生 活条件

に よ り変化す る
一

時的な情緒状 態で あり今こ の 瞬間に

ど の ように感 じ て い る か 」とする．

2．特性不安3．

　特性不安 と は ，「不 安状 態の 経 験 に 対す る 個人 の 反

応傾向を反映す る もの で，比較的安定 した個人 の性格
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傾向を示す もの で あ り，特性不安を普段 ど う感 じて い

る か」 とする ．

3．牛 活環境

　生活環境 とは，家庭環境特に 同居 の 有無 ・趣味や 日

常生活 に関す る人事は兄弟や友人 を含め環境とする．

研 究方法

1，調査対象

　 K短期大学看護学科3年生 80名

2，調査期 間

　 平成 19年 4月，実習 開始 前に 自記述式質問用紙調査

票と心理学的検査 の 日本版State　Teait　Invcntery （以後

STAI）に つ い て，質問用紙 を用 い 回収 し た，

3，調査 内容

　成 人看護学実習に お け る実習の 不安と生活環境が ．与

え る影響の 関係性を明らか にする た め ，基本属性 ・

STAI の 調査を実施 した ．

1）基本属性

（D 調査対象

　性別，住居形態，性格，趣味，ス トレ ス 解消，対処

　 法，親子関係　友人関係

（2）STAI

　 STAI とは ，清水 ・今井 （1981）に よる ス ピ ル バ ー

　 ガ ーら （1970）の STAI （状態一特性不安検査）の

　 日本語版で ある 4／．

　 状態不 安 ・特性不安 ともに20 の 質問項 目で 構成 さ

れ，評定は1点か ら4点の 4段階尺度 で 項 「i得点 を合計

する．状態不安 ・特性不 安ともに20点か ら80点の 値 を

とり得点が高 い ほど不安が高い こ とを示 し て い る．信

頼性は係数は．08は保た れ て い る．妥当性 も確認 され

て い る
コ・1，

4，分析方法

　母集団 を把握する た め ，調査対象 の 属性に つ い て 集

計を行い ，不安尺度の得点の平均点値 と標準偏差 を算

出した．統計手法と して ，t検定，
一

元 配置分散分析 ，

多重比較を算出 した．デ
ー

タ はEXCEL2000 に 人力 し，

JAMPIN 　4．Oを用い た，有意水準は 5％未満．

5，倫理的配慮

　 ア ン ケ
ー

ト調査 の記入 の有無に よ っ て実習の成績に

影響 の な い こ と，個人 的 に不利に な る こ とは絶対 に な

い こ と，こ の 調査 の依頼を拒否 ・中断する権利が あ

り，研究として まとめ 公表す る際に は個人 が特定で き

ない ように ようプ ラ イバ シ
ー

の保讓i・秘密は厳守する

旨を調査用紙 とともに文書で 明記 し，尚か つ 口頭 で 説

明 し同意 の 得 られた学生 で あ る．
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結　果

　成人看護i学実習 前学生80名を対象とし，自記式質問

用紙調査票 を 配布 した結果，解答が得 られ た 76名，有

効回答は 76名 （回収率 95％）で あ っ た．

1．基本属性

　対象 の 基本属性 は，表 1に示 した通 りで あ る．

　家 族構成 は，「現 在
一

人暮 らし」が35名 （46．0％ ）

「同居 」が 31名 （40．8％）で あ っ た．自分の 性格は
，

「非常 に明 る い 」 が2名 （2．6％ ），「明る い 」が 22名

28，9％ ），「時 々 明 る く，時 々 暗 い 」が 45名 （59．2％ ），

「やや暗 い 」が 3名 （3．9％），1暗い 」が 1名 （1．3％ ） で

あ っ た ．趣味を持 っ て い る は，「有」が64名 （84．2％），

「無」が9名 〔11，8％）で あ っ た．ス トレス解消は 「有」

が67名 （88．1％）「無」が 7名 （9．2％）で あ っ た．辛い

ときの 対処法は，「対処する」が 27名 （35，5％），「時々

する」が ］7名 （22．3％ ），「対処する ときとしない と き

が あ る」が 21名 （27，6％ ）， 「あ ま り対 処 し な い 」が 8

名 （10．5％ ），「あま りし な い 」が 0名 （0％）で あっ た．

悩 み を親 に相 談す る は
， 「よ く相談 す る 」が 9 名

（11．8％ ），「時々する」が 16名 （21．1％ ）， 「相談 した り

し なか っ た りする」が 22名 〔28，9％）で あ っ た ，

2．STAI に関連する要因

　学生 の 不安を測定す る た め に STAT を用 い た ．ク ロ

ン バ ッ ク の α 係数は，O，866で STAI の 得点 を表2に示 し

た．また，STAI と基本属性と関連に つ い て は，表3に

示 し た通 りで あ る ．

　家族構成 と状態不安に つ い て は，同居 よ りも
一

人暮

らしが 高い 傾 向が み られ たが ，有意な差 は認め ら れ な

か っ た．

　趣 味 と状態不安 との 問に は，有意差が認め ら れ た

（t＝2．275，df＝ 71，　 p＝ 0，025）．すなわ ち，趣味が 「有」

は，「無」 よ り状態不安が有意に高か っ た．趣味 と特

定不安 に つ い て は，趣味が 「有」 は 「無」よ り特定不

安が高い 傾 向が み られたが，有意な差は認め られ な か

っ た．

　ス トレ ス 解消法 と状態不安に つ い て は，ス トレ ス解

消法 を有す る 方が 無い よ りも高い 傾 向が み られ たが ，

有意な差 は認め られ なか っ た．また，ス トレス 解消法

と特定不安 に つ い て は ，ス トレ ス 解消法を有する方が

無 い よ りも高い 傾 向がみ られたが，有意 な差は認め ら

れ なか っ た．

　性 格 と特性不安 との との 間 に は，有意差が認め られ

た （F＝3．583，df」4，68，　 pニ0，010）．さらに ，　 Tukey 法

に よ る 多重比較 で 差 を検 討 し た と こ ろ ，特定不 安 で
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表 1．基 本属 性 N＝・76．．一．

　 　 　 項 目
『．一、一．

カ テ ゴ リー 人 数 （％ ）

性別 女 68 （89，5）

男 6 （7．9）
一一一一．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一．一一

家族構成 現在
．・

人暮 ら し
　　　　　　　　　　　　．

35 （46，0）
「

1 同居 i31 （40・8）

兄弟
・
姉妹

白分の 性格

趣味

ス トレ ス 解消

辛い と きの 対処

い る　　　　　　　　　　　71 （93、4）i

い な い

非常 に 明 る い

明 る い

Ifi寺々 明 る く、時 々 暗 い
…

．
や や 暗 い

暗 い

有

無

有

Li
無

対処す る

悩 み を親 に相 談

時 々対 処 す る

対処す る と き と し ない と き

が ある

あま り対処 し な い

相 談 す る友達

信頼で き る人

全 く し ない

よ くす る

時 々 す る

相 談 し た り、しな か っ た り

す る

あ ま りし な い

全 く し な い

い る

い な い

い る

い ない

　 　 　 　 1

2 （2．6）

2 （2．6）

22　（28．9）

45　（59．2）

3 （3．9）

1 （1，3）

65　（85，5）

9 （11．8）

67　（88．1）

7 （9，2）

27　（35．5）

17　（22，3）

21　（27，6＞

8 （10，5）

0 （0）

9 （11．8）

16 （21，1）

22　（28．9＞

22　（28．9）

7 （9．2＞

73　（96，1）

1 （1．3）

71　（93．4）

1 （2．6）

表2．STAI の 得点 α
＝0．866

状態 不 安
　　　　　　　 1
全尺度　　　　　一．．一

　平均

標準偏差

57，76

±9．767　　　　　−．一

特 性不 安 全 尺 度

平均

標準偏差

57．76

±9．767

表3．STYIとの 関連 N＝76

項 目 カ テ ゴ リ
ー 有

．
意 確 率

家族構成 一人暮 ら し

　 n　：35Mean

±SD

　 同居

　 n＝31Mean

±SD

状態不安

特性 不安

59．68±1，61

53．20± 1，7056

．45± 1．71

53．93± 1．80

0．3610

．900

趣 眛 　 有

　 n＝64Mean

±SD

　 無

　 n＝9Mean

±SD

状 態不安

特 性 不安

58．59±1．18　　　　50．88±3．17

53．42± L30　　　　49．22± 3．48

O．0250

．265

ス トレ ス 解消 有

　 　 　 　 　 　 　 　 n＝67

　 　 　 　 　 　 　 Mean ±SD

　 無

　 n＝7Mean

± SD

状態不安

特性不安

58，14± 1，19　　　　54．OO±3，68

53．42ヨ：1．30　　　　49．22±3．48

0，2870

．265

t一検定

カ テ ゴ リ
ー

辛い 時の 対処　 　対処 す る　 　 時 々 対処　 す る時 と しない 時

　 　 　 　 　 　 　 　 n＝27　　　　　　　 n＝17　　　　　　　　　n＝21

　 　 　 　 　 　 　Mean ±SD 　 　Mean ±SD 　 　 Mean ± SD

状態不安

特性不安

56．88± 1．88　　　58，70±2，38

53．25± 1．99　　　55，41± 2．5159

．90±2．14

5333 ± 2．25

親 に相談 よ くす る　　 時々 する 　 する時 と し ない 時

　 n＝9　　　　　　　n＝16　　　　　　　　n＝22

Mean ± SD 　 　Mean ± SD 　 　 Mean ± SD

斗丿ミ態 イ｛：女

特 性 不安

58．66± 3．24　　　5425± 2，43

55．55±3．31　　　48．25± 2．4858

．90d ：2．07

54．04± 2．11

カ テ ゴ リー 有意確率

あ ま り し ない

　 　 n＝8Mean

± SD

ま っ た くし な い

　 　 n＝〔｝

　 Mean ± SD

53．00 ：ヒ3．47

45．62± 3．66

0．3610

．180

あ ま り しな い

　 n；20Mean

±SD

ま っ た く し な い

　 　 n＝7

　 Mean ±SD

60．15±2．17

56，90±2，22

54，14±3，67

45．71±3．75

0．3350

．030

一元 配置 分散 分析

は ，「明 る い 性格 」 は 「非常 に 明 る い 性格」 よ り特定

不安が高か っ た （pく0，05）．また 「明る い 性格1 は 「暗

い 性格 」 よ り特定不安が 高か っ た （p＜0．05）（図 1）。

　辛 い と きの 対処方法とSTAI に つ い て は，「辛 い とき

に対処す る時 と対処 しない 時」が 高い 傾向が み られた

が，有意な差は認め られ なか っ た．

　親に悩み を相談 と特定不安 との との 問に は，有意差
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（点）
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NF76

　 　 　 非常 に 明 る い 　　 明 る い 　　叶 々 明 る く隲い　　や や 暗い　　　　 暗い
T凵key 法

〔点
60

504030

2010

図 1．特 性 不 安 と性 格 との 関連

N＝76

　 　 　 よ くする　 　 時 k す る　 したりしtsカ’コた り あま FJ し ない 　 全 く し な い

Tukev 法

図2．特性不安 と悩み を親 に 相談 する との 関連

が認め られ た （F＝3．922 ，df＝4，69，　 p＝0．006）．さ ら

に
，

Tukey 法に よ る多重比 較 で 差 を検刮 した とこ ろ ，

特定不安で は，「親に あまり相談 をしな い 」 は 1親に

悩み を時々 する」 よ り特定不安が高か っ た （p＝ 0．（ua）．

また 「親に あ ま り相談 し な い 」 は 「親に全 く相談 し な

い 」 よ り特定不安が高か っ た （p＝O．015）（図2）．

考 　察

1，実習に対する 不
．
安

　本研究 に お い て ，実習削は
，

STAI の 状態不安 と

STAIの 特性不安の高い 傾向が み られ た．佐藤
’1
は看護

学生 を対象に した調査を行い 「実習前よ りさらに 実習

中の STAIの状態不安の
’
ド均値が高くなる」 と述べ ，河

野
6／

らは 「学生 は実習 削に 不安が 最 も高 い が ，実習の

経過 に伴 っ て減少 して ゆ く」と述べ て い る，本研究 と

類似 の 結果 で あ る，

　臨地 実習は，多様な現象が み ら れ る医療現場 で 行わ

れ ，患者や 家族，医療従事者との複雑な相互作用 を行

うなか で行われ て い る．また，臨地実習 は ，学内 で 学

んだ知識や技術を応要 し実践的な能力を身に つ ける場
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と して 重要 な役割 を持 っ て い る ．しか し，学生 に と っ

て は，未体験で ある 臨床の 場は 緊張の 連続であると共

に
， 指導者 ・教員 ・グ ル ープ メ ン バ ーと の 人間関係，

自己の 看護技術に対する不安な ど様々 な ス トレ ス と直

面する こ と に な っ て い る．

2．生活環境 との 関連

　本餅 究にお い て
， 趣味を持 っ て い る者は，持 っ て い

ない 者よ り不安が 高か っ た．趣味 は，自由時問 に，好

ん で 習慣的 に 繰 り返 しお こ なう事 柄 や その対象の こ と

で あ り，娯楽を求め よ うと して ，自ら自発的 に あ る活

動を繰 り返 しお こ な う人問の 行動の こ とで あ る．受動

的 な もの もあ る が，よ り能動的に何かを生産する もの

もある．

　趣味 は ，個人単位 で 行う趣味 もある が ，ス ポ ー
ツ や

文化 ・
仕 会的活動 な ど，多人数が集ま っ て可能に な る

趣味 もあ り， 多種多様で ある，学生 の趣味は，「シ ョ ッ

ピ ン グ1 「カ ラ オケ」「音楽鑑賞」などが 多 く， 個 人的

に何か を生産する能動的な もの で あ る．不安が 高い か

ら こ そ個人的 に 何か を行 っ て，気分転換を図 り， 不安

を解消 しようと試み て い る の で は ない か と考えられ る．

　 「性格が明る い 」者は 「性格が暗い 」者よ り特性不

安が 高い 傾向が み られた．足利 7） らは
， 「不 安状態が

高 い 学生 は，大人の 心 ， 順応な子供 の 心 の 得 点が 高

い 」 と述 べ て い る．布施 らは 時 性不安の 高い もの

は
， 他者 に比 べ て よ りネガ テ ィ ブ な気分状態に あり，

精神的疲労感に 加え，身体的疲労感 も高い 」 と報告 し

て い る．本研究 と類似 の 結果で あ る．

　学生 自身が明 る い 性格 と判断 し て い る者の方が
， 不

安状態が 高い とい うこ とは，明る い 性格だ が ，常に 不

安が 生 じて い る と推測 で きる ．つ まり，性格が 明 る い

か ら不安は ない と判断すべ きで ない ．また，実習場で

は 過度 に 緊張 した り，他者と の 関係 もス ム ーズ に い か

な くな っ た りす る 場而が多々 見 られ る．臨地実習に お

け る 不安 とス トレ ス には密接 な関係があ り3 ，学生 は

実習 の 中 で 緊張感 と不 安を克服 しよ うとする た め に
，

逆に 過度 の 不安は ス トレ ス フ ル な状態 を招 くとい え る

の で は ない だ ろ うか．ゆ えに，生活上 で は 明 る く振舞

っ て い る が，内而は常 に緊張や 不安 との葛藤が生 じて

い る の で は な い か と考え られ る．

　親に悩み を相談す る こ とに 関 して は，「親に あ ま り

相談 しな い 」 は 「親 に 悩み を時々 す る」よ り特定不安

が有意に高か っ た ．また 「親 にあま り相 談 しな い 」は

「親に全 く相談 しな い 」 よ り特定不安が有意 に高か っ

た，不安の ある学生 は 実習 に 関 して親に 相談 し ない 傾

向が ある こ とが認め られた．親 と別居 して い る 者が6
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割以上 で あ る た め に，相 談 したい 時に は側 に親が不在

で あ る とい う環境要因も関係 して い る と考え られ る ．

また，親と生活の場は
一
緒で はある が ，考え方や価値

観 ・生活ス タ イ ル の 相違 か ら実習とい う過度の 緊張感

と不安を克服する状況に つ い て説明し相談する こ とは，

困難なの で はな い だ ろ うか とい うこ とが推察で きる．

　以 ヒの 知見よ り，実習の不安に お い て は ，実習前は

不安が 高 く，
生活環境 との影響囚子 と し て ，趣味が 有

る者や性格が 明る い 者 ， 親に相談 しな い 者の不安が 高

い こ とが 示唆 さ れ た ．

結　論

1．臨地実習前の 学生 は実習に 関 し て 不安 を強 く抱 い

て い る．

2．生活環境 との 影響因子と し て ，趣味 の 有る者や性

格が 明る い 者，親に相談 しない 者の 不安が強い こ とが

示唆 さ れ た ．

　 　　　　 本研 究 の 限界 と 今後 の 課題

1．本研究は，研究の 趣旨に同意 した対象に対 して の み

実施 した もの で あるた め，結果
一
般化 には 制約がある．

2．本研究で は，統計的手法 に お い て 条件全 て に対処

で きる ほ どの 調 査対象 を確保す る こ とが で きなか っ た

とい う限 られ た情報 による検討 で あ っ た．

3，本研究 の デ
ータ の 情報源 は，主 に質問紙調査 され

る必要がある．対象が回答 した内容 で あ り，面接調査

を行 っ て い な い ため実際の 行動そ の もの は含まな い ，

したが っ て ，情報 と して の 有効性 が制限 され て い る ．

4．今後は，エ ゴ グ ラ ム とSTAI の 関連性 も検討 して い く．
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 Summary  of  the Relationship between  the Anxieties of  Student Nurses

Haying  Practical Training in Adult Nursing and  their Living Conditions

Mieko  Iide, Harumi Suzuki

                                             Abstract

  lhe purpose of  this survey  is to clarify  the relationship  between the  anxieties  of  student  nurses  having practical training in adult

nursing  and  their living conditions.  80 nursing  students  in the third year ofjunior  college  K  were  surveyed  using  a self-report sur-

vey  question sheet  and  a  questionnaire about  the Japanese version  of  the psychological study  StateTrait Inventory Aihereafter,
STAIAj before thc practical training. Results show  the yalues  ef  state-anxiety  and  trait-anxiety were  high before the clinical prac-
tice.

  Relationship between hobby  and  state-anxiety:  When  subjected  to strcss, students who  eiijoy a hobby for a  change  can  cope  effec-

tively with  the stress.

  Relationship between character  and  trait-anxiety: It is not possible tu determine that students  do not  feel anxious  by their cheer-

fu1 or  gloomy  personality.

  Relationship between  parental advice  concerning  problerns and  STAI-trait: The students  tend  to take advice  from  their group

or  friends more  frequently than  from their parents. It was  found that Lhe students  have someone  to turn  to for advlce.  It is thought

that stress  relating  to the clinical  practice can  be reduced  by seeking  advice.

  This survey  suggests  that the relieving  of  stress  and  anxiety  is connected  to human relations in a 1iving environment.

Keywords:  Adult science  ofnursmg  tralnlng,Living  environment,  Uneasiness, STAI
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