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要 　約

　本研究 は ，精神看護学実習における学生 の 学び を把握 する こ とで ，教員 の指導方法に つ い て検討 し，今後の 実

習指導 の 課題を明らか にする こ とを 目的と した．対象 は，本学看護学科3年生 46名，前期の精神看護学実習終了後

の 「精神看 護学実習で 学んだ こ と」の 記録 を デ
ー

タと して 学び の 内容分析 を行 っ た．そ の結果，22の サ ブ カ テ ゴ

リ
ー

と， 10の カ テ ゴ リーが抽 出され た．その うち 「精神医療 ・治療の 実際」「他者理解 に向けた手段」「自己理

解 ・自己洞察」「看護観 ・障害者観」「看護の 役割の 実際」「自己 と他者 との 関係及 び
， 相互作用」の カ テ ゴ リ

ー
は

い ずれ も50％ 以上 の記述が あ っ た．最 も記述件数が低か っ た の は，「愚者の権利 と人権」「疾患 ・症状の 理 解」で

あ り，次 い で 「ソ
ーシ ャ ル サ ポー ト」「看護の展開」で あ っ た．ま た

， 教員が期待する対象の 生活背景，処遇に 関

する患者 の 心理面の 記述はなか っ た．こ れ ら の 内容分析か ら，  自分の感情を表出 し自己を受容で きる   実習に

対する不安 や精神障害者に対す る偏見を軽減す る   生活者 として患者 を捉 え られ る   地域精神医療 ， 社会復帰支

援 の 学び を深め る な どの ，指導目標 と指導課題が示唆 された．

キ ーワ ー ド　精神看護学実習，実習指導，学び，内容分析

は じめ に

　本学で の 精神看護学実習の対象で ある 学生 は，20

歳前半で あ り，まさ に ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 確立 の 不

安定な時期 で ある．最近は，自分の 感情 を表現 し て ，

自ら他者 と関わ る 学生 は少な く，他者か ら 自分に 近

づ い て くれ る の を待 っ て い る傾 向が ある ．そ し て ，

学習 に お い て も気づ きを 自ら学習展開 し て い く学生

も少 なく，教員 ， 指導者の 指示 を待 っ て い る こ とも

事実で ある ．

　 臨地実 習 は学生
一

人ひ と りの 独 自の 体験的学習 を

もとに看 護 を体得 して い く．藤岡
り は

， 臨地 実習は

授業 とし ， 「知識技術の 保有者で ある こ と に とどまら

ず ， 何が 看 護で なに は看護で な い か を ， 自分 の 力で

探求 し ， 自分な りの 看護を見 つ けて い く能力 ， 態度，

意志 を育 まなけれ ばな らな い 」 とい う．また 「学習

と は
， 学 習 者 自身に よ る 経験 の 意味 づ け を 通 し て 導

き出 され る もの と して ，教員 と学生の 主体的 ・創造

的共同 で ある」 とい う．最 近 の 学生 の 傾向 を考 え合

わせ る と
， 学生 は どれ だけ気づ きを深め

， 学び を内

面化 して い る の だ ろ うか．また，気 づ きや ， 1つ の 学

びか らどれだ け発展性 の ある学習 とする の だ ろ うか。

　本研 究 は ， 精 神看護 学実習 で の 学生 の 学 び を分析

し，次年度の 実習展 開方法 の 改 善に役立 て る た め に

取 り組 んだ もの で ある．

研究方法

1．研究 目的

　本研 究 の 目的 は ，  精神看護学実習 にお ける学 生

の 学び を明 らか にす る こ と，  実習展開方法 と指導

方法 に つ い て の 課題 を具体化 す る こ とで あ る ．

2．対象お よび方法

　対象は本看護学 科 3年生 の うち前期 精神看護学 実習

を終了 した学生 46名 （平均年齢 は21．1歳）の うち ，

男性6名，女性40名．学生 が 自由記述 した 「精神看護

学実習で 学ん だ こ と」 の 記録 を検討資料 と した．学
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生 に は 研 究 の 趣旨を説 明 し ， 記 録物 の 活用 の 承 諾 を

得 た ．そ して
， 記録物 は本研究以外 で は使用 しな い

こ と
， 研 究後に は

， 記 録物は全 て シ ュ レ ッ タ
ーで 処

分する こ とを約束 し，プラ イバ シ ー
の 保護 に努め た．

3．分析方法

　学生 の 学ん だ こ との 記録全体を文脈 と して ，セ ン テ

ン ス を分析単位 とした．セ ン テ ン ス の 表現 ，意味 内容

の 類似性 に基 づ い て カ テ ゴ リ
ー

化 し，
カ テ ゴ リ

ー
名 を

命名 した ．また ，命名 した項 目につ い て 記入 され て い

る人数 を集計 した．意味内容の 捉え に くい 記述 に つ い

て は前後の文脈 か ら解釈 した．また，指導教員の学生

に期待する学び の項 目と比較 した．結果解釈 に つ い て

は信頼性 を得る ため に ，複数の 実習指導教員 と，他の

研究者の見解，検証を依頼 し加 えた．

4．用語の 定義

学び ：内発的な動機 を基 に，自分の 考え を深め時間

　　　的 に も意識 の 中に残 っ て い る も の と し
， 今回

　　　は文章で表現で きた もの を学び として捉 えた．

精神 看護学実習 の方 法

1．精神看護実習の 目的 ・目標

　目的 ：精神障害 を持 つ 対象 を理 解 し
， 精神医療 に

　　　　おける看護の 役割 を学 び，問題解決 に必要

　　　　な援助能力 を養 う

　目標 ：1）精神障害を持つ 対象 の 病気 の 特徴 を学ぶ

　　　　2）精神科 に お け る治療活動の 実際を学ぶ

　　　　3）精神障害を持 つ 対象に対する看護 の あ り

　　　　　 方 を学ぶ

　実習内容 ：実習期 間 は
， 各グ ル ープ 2週間 の 実習 で

，

1グル ー
プ4〜5名で行 っ た．内容は，実習前 には各グ

ル
ー

プ の 担 当教員 に よ る オ リエ ン テ
ーシ ョ ン を学内

で行 う．学 生 は 1人 の 患者 を受 け持ち ，1週 目の 金曜

日 に は看護計 画 を立案 し，2週 目に実践 し展 開して い

く．プ ロ セ ス レ コ ー
ドを2回 と り，毎 日 カ ン フ ァ レ ン

ス （30分 ）を行 い ，学 び の 共有 を行 う．本研究対象

の 学生 が 受け持 っ た患者 の 疾患は全 て 統合失調症 で

あ っ た．

結　果

1．学生 の 記述 内容 に つ い て

46名 の 598セ ン テ ン ス の 学 びの 記述 を カ テ ゴ リ
ー

化 し

た．そ の結果，22の サ ブカ テ ゴ リ
ー

か ら，10の カ テ

ゴ リ
ー

を抽出 した ．（図 1）

　図ユは，各カテ ゴ リ
ー

の セ ン テ ン ス 数と，記述人数

を （ ）内 に 示 し，比 較 した もの で あ り，セ ン テ ン

ス 数は
一

人 の 学生 に よ る複数 の 記述 も含まれ る ．
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　 「精神医療 ・治療の 実際』 に 関する 記述 は最 も多

く，次 い で 「他者理解に 向けた手段』『自己理解 ・自

己洞察』「看護観 ・障害者観』『看護の 役割 の 実際』

『自己 と他者の 関係及び相互作用』『ソ
ー

シ ャ ル サ ポ

ー ト』『看護の 展開』 と続 き，『疾患 と症状 の 理解』

『患者の権利 と人権』に つ い て は最 も記述数が少な か

っ た，

　  『自己 と他者 と の 関係』23 セ ン テ ン ス （23名）

で ，言語的 コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン を成立 させ る こ と に

重点が置かれ ， 対人関係 ，他者理 解まで 考 える学生

は半数で あ っ た．サ ブ カ テ ゴ リ
ーに は 「入院生活 に

関する こ と」 （3名）「対象の 理解 に関 する こ と」（10

名）「対人関係 に関す る こ と」 （10名）で あ り，記述

の 中に は ，（患者に拒否さ れ た） （一緒の 時間を過 ご

すこ と で 信頼関係 が うまれ る）（自然体 の 自分 で 関 わ

れ ば い い と思 っ た ）（人 と人 と の かか わ りの 難 しさが

分 か っ た ）な ど の 記 述 が あ っ た ．

　  『他者理 解 に向け た手段 （コ ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ン）』

は57セ ン テ ン ス （46名 ）で
， 「コ ミ ュ ニ ケ

ーシ ョ ン の

大切 さ」 （23名）「治療的 コ ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ン 技法」

（17名）「コ ミュ ニ ケ
ーシ ョ ン 技術」 （17名）で （非言

語 的 コ ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ン が大切）（不安を与えない 言

動）（自己開示 の 大切 さ）な どの 記 述があ っ た．コ ミ

ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン に つ い て は ほ と ん ど の 学生 は 躓 き，

コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン ス キ ル の 重 要性 を学 んで い る 記

述 内容で あ っ た．

　  『自己理解 ・自己洞 察』は50セ ン テ ン ス （40名）

で ，サ ブ カ テ ゴ リ
ー

は 「自己 の気づ き」 13名 「イ メ

ー
ジ の 変化 」37名 の 記述 があ っ た．具体 的 に は （暗

い イ メ
ー

ジを持 っ た 自分 が恥ずか しく思 っ た）（自分

自身を知 る機会 とな っ た）（イ メ
ー

ジをか える こ とは
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で きなか っ た）（自分 の 足 りな い 部分 に気づ い た）な

どが あげ ら れ て い た．イ メ
ージ の 変容 に対する記述

は多 く， 予 想以上 に学生 は偏見や先入 観 を持 っ て実

習 に 臨ん で い る こ とが伺 えた．

　  『看護 の 役割の 実際 』25 セ ン テ ン ス （19名）の

サ ブ カ テ ゴ リ
ーは

， 「日常生 活援助」に 関す る記述 は

10名 ， 「観 察 の 重要性」につ い て は 8名，「看護i判断 の

重 要性」 に つ い て は 1名 ， 「看護 の 視 点」 に関す る 記

述 は 6名で あ っ た ．具体的 に は ，（患者 の 言動 には意

味が ある こ とを学んだ）（見守 りも大切 な看護）（健

康な面 を引 き出す看護が大切 ）（精神科看護の 難 し さ

を知 っ た ） な どがあ り，教 員が 期待する精神科看護

の 視点 の 学 びが含 まれ て い たが，記述 人数は少な い ．

　  『看 護 の 展開』14セ ン テ ン ス （14名）は看護過

程に 関す る サ ブ カ テ ゴ リ
ー

か ら，14名の 記述が あ っ

た．（目標 を患者 と
一

緒 に定 め て い くこ とが 良 い ）

（そ の 人に あ っ た援助の提供が 大切） （健康 な側面 を

の ば して い くこ と も看護援助 とな る ）な どが あげら

れ ，看護過 程の 活用に よ る展開の 中で個別の 重要性

を捉 えて い る．

　  『精神 医療 と治療の 実際』66セ ン テ ン ス （46名）

は 「治療 の 実際」46名 「治療的環境」 17名 「チ ーム

医療の 大切 さ」3名の カ テ ゴ リ
ーか らな り， 内容に は

（患者の 安 全 を守る こ とが大切） （薬物療法 の 重要性

を学 ん だ） （SST ・OT に実際に参加 し て 学び が 深ま っ

た ）（プラ イバ シ ー
が守 られ て い な い こ とを知 っ た ）

な ど実際 の 治療参加を通 して 記述 され て い た．

　  『疾 患 ・症状 の 理 解 』8セ ン テ ン ス （8名）は

「疾患 と 症 状 に つ い て 」 の サ ブ カ テ ゴ リ
ー

で
， （症状

の 対 処方 法 を学 べ た）（身近 な疾患で あ る こ とを知 っ

た）（他 の 疾患 と は変わ らない 病気 で あ る こ と を知 っ

た）（それ ぞれ に症状が違 うこ とが分 か っ た）な ど の

記述が あ っ た．しか し，記述数は少 なか っ た．

　  『患 者 の権利 と人権』に 関 して の 学び に つ い て

は 5セ ン テ ン ス （5名） とか な り少 な い ．記述 に は

（プ ラ イバ シ ーが守 られ て い ない ）（人 と して 尊重 す

る ） （そ の 人の 自尊心 を大切 にす る）な どが あ っ た．

実習要項 に は，権利擁護に 関する 目的目標 をあげて

い な い 結果 とい え る ．

　  『ソ ーシ ャ ル サ ポ ー ト』21セ ン テ ン ス （20名）

の サ ブ カ テ ゴ リ
ー

は 「家族 へ の 関 り」2名 「社会 との

関係」に つ い て は19名で あ り，半数 も満た なか っ た．

こ れ は
， 受 け持ち対象 は 全 て慢性期で あ り， 社会復

帰施設の 実 際を学ぶ 実習展開で は な い こ と も誘因で

ある ．記 述 に は
， （退院後の 生活 を考え た看護の 必要

性 を学 ん だ）（社会 か ら孤 立 しな い 関 りが 必 要 だ）

（社会 の 偏見が ある） （長期入 院が及 ぼ す影響 は大 き

い ）な どがあげられ て い た ．

　  『看護観 ・障害者観』 35セ ン テ ン ス （32名）は ，

「看護 観」 につ い て 18名，「障害者観」に つ い て 17名

の 記述 が あ っ た ．（あ き らめ な い 看護 が 大事）（相手

に関心 を持 つ 姿勢が大切）（焦 らず待 つ こ とが大切）

（人 間対 人間 の 看 護 で あ る）（障害者で は な く
一

人 の

人 と して 接 する ）な ど精神科看護 の 視点とな る 内容

が含まれ て い た．

2．教員が期待 す る 学 び と実 際 の 学び の 比較 （図2）

図 2　教員 の 期 待 と学 生 の 学 びの 関連

匚教員の学ば
．
せ た い こ と］ 〔学生 の学ん だこ と］

t’コ ミユニ ケf”；　s ン と人間関係

＼ 孀 緯驚欝 筆肇蠍
」

2．自己の 気づ き と 自己洞 察　
一

  自己 理 解 ・自己 洞察

3．精神看護の 視 点

4、治療的環境の 実際 と意義

5，患者の 権利 と人権

　 　   看護の 役割と実際K
　 　   看護の 展開 「看護 過程 」

　 　   精神医療 ・治療 の 実際 （治療 的環境）

＼　 　   精神疾患 と症状 の理解

一   患者の権利 と人権

6，ソ
ー

シ ャ ルサ ポート 「社会 ・家族 」
一   ソ

ーシャ ル サ ポート

7．看護 観 ・障害者観

8．患者の 心理的 理解

  看護観 ・障害者観

　教員は 患者の 生活背景や長期 の 入 院生活 ， 処遇 に

関する こ とか ら，患者 の 心理的理解 を期待 して い た

が ，学び と して 記述され て は い なか っ た．

考 　察

　各カ テ ゴ リ
ーか ら指導方法を考え る

1．「自己 と他者 と の 関係 1 「他者理解に向け た 手段
・

コ ミュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 」「自己理解 ・自己洞察」

　ほ とん どの 学生 は ，情報 を得 ようとする あま りに ，

言 語を求め て ， 質問が多 くな り，患者 の 言葉 数の 少

な さか ら焦 りを感 じる．情 報 を得る た め の コ ミ ュ ニ

ケ
ー

シ ョ ン か ら対 人 間 と して ，お互 い が 知 り合 うコ

ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン と なる に は時間を要す る．しか し，

つ まず き の体験 や，プ ロ セ ス レ コ
ー

ドか ら，自分 の

性格傾向や 学習傾向に気づ き，非言語的 コ ミ ュ ニ ケ

ー
シ ョ ン の大切 さ と，患 者の 言動 の 意味 を考える機

会を得て い る．学生 は，コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 技術 に

関する学びは多い が， コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン を通 して ，

患者の 心理 的な理解 や ，疾患 の 特徴 へ の 発展的 な学

び の記述 は少 な い ．また，自己 の 特 性 を知 り，振 り
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返る こ とな し に は
，

よ り良 い 看護 に は繋が らず ， 自

己洞察する機会は とて も大切 で ある と考える が ， 「自

己 の 気づ き」 を して い る 学生 は 12名で ，半数 に も満

た なか っ た ．自己理解，自己受容まで に は い た らず，

他者 を 理解す る こ と は 困難 で あ っ た と も考 えられ る ．

傷 つ きやす い 現在 の 学生 は ，自分の 感情 を素直 に表

現す る こ と に 抵抗 を感 じ て お り自己防衛が強 い 学生

が多い よ うで ある．鈴木 2｝ は ，「学生へ の 教育で 大事

な点 は ， 自分 の 感 じた こ と ， 言 い た い こ とを率直に

相手 に伝える こ とが 出来 る ，また，建設 的 な方向で

話 し合 える能力 を育て て い く こ とで あ る」 と言 っ て

い る ．ま さ に こ れ は精神看護学実習 の 場で 学 ぶ 機会

が多 い ， こ れ に つ い て は，学生が 自分の感情 を表出

しや すい 環境 と，他者か ら肯定的な フ ィ
ー ドバ ッ ク

され る体験で ，自己 を受容 して い くこ とが大切で あ

る と考え，毎 日行 われ る カ ン フ ァ レ ン ス を有効 に活

用する こ と，SST （Social　Skill　Training）を学内実習

時に取 り入れ る こ とを考えた．

　 イ メ
ー

ジ の 変化 に つ い て は ほ とん ど の 学生 は 記述

して お り，精神病棟 ， 精神 障害者へ の 偏見 ・不安の

大 き さ を意味 し て い る ．柳川
3）は 「不安 ・偏見が 大

きい と患者 と向き合う姿勢が消極的に な っ て 「看護

計画や活動の 創意 ・工 夫』「自己決定が で きる働 きか

け』 もで き に くい 傾向が ある」 とい っ て い る よ うに ，

学生は
， 偏見や恐怖感が大 きす ぎて

， 患者を知 ろ う

とい う意欲，行動 へ の 積極性 に かける こ とが
， 患者

の 心理的理 解まで い た らな か っ た と考えられ る．精

神 看護学実習 に 対 す る 学 生 の 不安や
， 精神障害者に

対する偏見 を い か に軽減 させ
， 実習に望め る よ うに

す る か は こ れ か らの 課題 で あ り ， 精神障 害者 の 当事

者 に よる授業を組む，実 習 オ リエ ン テ
ー

シ ョ ン を よ

り具体的 な実習 内容 と実習展開の 説明 を行 うな どを

考えた，

2．「看護の役割と実際」「看護の展開」

　 い ずれ も学 び として 記 述 して い る人 は 少 な い ．精

神看護は 目に見 える技術 的な もの で は な く，対 象 と

の 人間関係形成 の プ ロ セ ス の 中に 存在 し，評価 もし

づ らい もの で あ る．時に学生 は，「何 も援助 して い な

い 」 と表現する．患者 を病気 の 視点で 捉 え，症状 の

改善 を期待す る の で ある．生活者 と して の 視点で 患

者 を捉え，生活上 の 困難iさ，生活の しづ ら さを どの

ように補 うか患者 と
一

緒 に考 え て い くプ ロ セ ス を体

験 して欲 しい ．柳川臼 ま，「学生 が他科 における看護

過程 と同様 な展 開 を考えて 精 神科 看護実習に 臨 むな

らば場合 に よ っ て は患 者 との 溝 を深め て しま うこ と

に な りか ねない 」 と指摘 し て い る ．そ れ に加 え，問

題 解決思考で の 看護過程 で は 疾患か ら患者 を捉 えて

しまう．私た ち指導教員 の 考 える精神看護 の 視点は，

ア．障害，疾患 を重視する の で はな く，そ の 人 の 健

康 面 を引 き出す 　イ．生 活者 の
一

人 と して 捉 え る

ウ．施設 の なか で の 患者では な く，地域社会の 広い

視 野 で 患者 を捉 える こ と
，

で あ る ．患者 の 自己決定

を支え，患者 と 共 に考 え展 開 して い け る看護過程を

期待す る．目標達 成思 考に基 づ く看護 の 実践 を行い

自分 の 看護 を見 つ め，個 別性 を考 えられ る実習 で あ

る よ う，実習の 目標設定を見直 して い くこ とは大 き

な課題 で あ る ．又 ，記録 物 か ら の 情報は重視 せ ず，

患者の 生活行動や 体験，症状 を学生 の 五感で 観察 し，

患者 に関心 を示 し自ら情報 を得る 努力 をする ，そ の

為，初 日 か ら患者 の 生 活の 中に 入 り
一

緒 に行動す る

指導方法を考え る．

3 ．「精神 医療 ・治療の 実 際」 「疾患 ・症状の 理解」

「ソ ーシ ャ ル サ ポー ト」

　精神医療 ・治療で は
， 作業療法 ・SST ・レ ク リ エ

ーシ ョ ン ・服薬管理な ど に 参加 ， 見学 し，治療の 実

際を学び と し て い る ．また
， 疾患 ， 症状が 生 活に ど

の ような影響を もた ら して い る か を考 え る学生 もい

た ．しか し ， 生活の しづ らさや ， 入 院の 意味 ， 医療

の 歴史的な問題や ，愚者 に と っ て の 処遇 問題 に関心

を持 っ た 記 述 は少 な い ．疑問 を感 じる こ とな く目の

前で行わ れ て い る看護，医療 をそ の ま ま受け入れ て

しまう学生 の 傾向が伺 える ．又 ，社会復帰支援，ソ

ーシ ャ ル サ ポ ー トシ ス テ ム な ど の 学 び は少な い ．こ

れ に対 して は
， 今後は 医療 の 変遷 に伴 い ，精神科救

急 ， 社会復帰支援 の 学び と な る実習展開を検討 し て

い かな けれ ばい けな い ．と りあ えず は，実習 中に社

会支援体制 の 実際や ，家族 ，患者 へ の 関 りな どにつ

い て ，PSW （精神保 健福祉士）の 方 か ら話 しを聞く

機会を実習展開の 中 に計画す る こ とを考 える

4．「患者 の 権利 と 人権」

　学 び と して記述 して い る学生 は5名 と，かな り少な

い ．実習 目標 に掲げて い な い 結果 と い えるが，人権，

権利は 自分 たち の 生活 の 中 で は保 障され て お り，人

権問題 に さ らされ る こ と もな く生 き て い る ゆ え意識

され に くい ．ま た，看護の 実際の なか で 展開す る こ

とも少な い ．実際に は他 の 領域 よ りも人 間の 人権 ・

権利 に つ い て考 える 教材 はた くさ ん あ る ．施錠 ，私

物の 制限な ど，閉鎖的な生 活環境 を どの ように受け

とめ て い る の か．教員 の 発 問に あ る学生 は，「し ょ う

が な い と思 う」 の
一

言で 済 ませ て い た．鈴木
2 〕

は，
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「学生 が精 神科 を特殊で ある と固定的な認識を持 つ あ

ま りに ，現 状 の 問題 を 自分で 考 え，判断する こ とを

避 け る 傾 向 に あ る こ とは 大 きな問題」 とい うス タ ッ

フ の 意見 を取 り上 げて い る ．学生 の偏見や 恐怖感 は，

患者 の 実 際 の 生活環境の受け止め方 も歪め て しまい
，

患者心理 を理解 しよ うとする情動 を抑制 して い る と

も考 え られ る ．患者 の人権か ら，患者心理 へ の 視点

に繋げ られ る教授方法を考え て い くこ とは大 きな課

題 とい え よ う．

5．「看護観 ・障害者観」

　学生 は 実習を終え て
， 精神看護 とは何 か を振 り返

り，
2週間 と い う短い 実習期間 の 中 で の 体験 を通 し て

，

目 に 見え な い 精神看護の 展開か ら，疑問 を持 ち，自

分 な りに看 護 の 意味づ け を して い る ．様 々 な角度か

ら患者 を捉 え て い くこ との 重要性や ， 患者 の 健康 な

部分 ， 持 て る力 を引 き出す援助 の 重要性 に気 づ い て

い る学生 もい る，

　われ わ れ 指導者の 役割 は ，学生 の 主体 的に学 ぶ 姿

勢 と
， 能 力 を 揺 さ振 り ， もて る 力 を 認 め

， それ を 支

えて い き，更に発展 で きる 学び へ と導 くこ とで あ る．

そ の た め に は
， 指導者 自身が 自分 の 傾 向 を 知 り，学

生 に関心 を持 っ て 指導者一学生 関係 を築 い て い くプ

ロ セ ス を大 事にす る こ とが必 要 であ る．そ し て ，学

生 へ の 関 りは ，患者関 りの モ デ リ ン グ と な る よ うな

姿勢 で ，学 生 と向 き合 うこ とが大切 で あ る．患 者 と

の 関 りの み な らず，ス タ ッ フ の 患者へ の 関 りや ，教

員 の 学生 へ の 関 りの なかか ら も，学生 は 自分 の 看護

観 を模索 し深め て い くもの で あ り，学生 へ の 関 りを

日々 振 り返 る こ とは継続課題 で あ る．

ま とめ

　精神看護 学実習で の学生 の 学 び の分析か ら，以下

の こ とが 明 らか に な っ た．

1．学生 の 学び の 内容 として ，  『自己 と他者 との 関

係』  『他 者理 解に 向けた手段 ・コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ

ン』  『自己理 解 ・自己洞察』  「看護の 役割 と実

際』  『看護の 展 開』  『精神医療 ・治療の 実際』

  『疾患 ・症状の 理解』  「ソ
ー

シ ャ ル サ ポ ート』

  『患者の 権利 と入権』  『看護観 ・障害者観』が

抽出で きた ．

2，新た な 指導目標 と課題

　 1）感情 を表出 し自己 を受容で きる

　　  ヵ ン フ ァ レ ン ス の 勧め方 ， 内容の検討

　　  学 生 対象 の SST を学内実習 時に取 り入 れ る

　2）実習 に対する 不安や，精神障害者に対する偏見

　 を少 し で も軽減で き る

　  精神障害者の 当事者に よ る授業 を組む

　  実習 オ リ エ ン テ ーシ ョ ン で は
， 精神障害者 ・

　　家族の 心理面へ の 関心を高め る 発問を取 り入

　 　 れ る

3）対象を生活者 として 捉え られ る

　  実習 の 目標設定 を見直 し て い く

　  記録物 か らで は な く，まず は対象 の 生活 の 中

　　か ら情報を得 る こ とを重視する

4）地域精神医療 ， 社 会復 帰支援 の 学び を深 め る

　  PSW の 話 しを実習展 開の 中 に計画する

　  社会復帰施設 の 実習展開 を検討す る

限　界

　今回 の 研 究対象 の 学生 は
， 前期 の 実習 後の 学生 の

み で ある こ とと
， 文章 の 表現 に は 限界が あ り， 文章

化で きた もの だけを学び の 対象 とした こ とで ある．

お わ りに

　様 々 な体験 を通 して学 びえる もの は 千 差万別 で あ

る が ， 個 々 の 学 生 が 効果 的 な 学 び を得 る に は
， 学 生

の レ デ ィ ネス と指導 の あ り方，そ して ，実習環 境は

大 切 な要因 で あ る，精神看護 は ， 人間関係 の 構 築 の

中 に存在 し，臨地 実習 で は ，自分 を見つ め，新 た な

自分 を発 見 で きる場で あ る．現 在 の 学生 の 傾 向を理

解 し，学び を一
層 深 め られ る よ う，今回 の 研究 で 得

た課題 を次 の 実習 指導で 実践 し，さら に検討 を重 ね

て い き た い ．
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　　　　Study　of 　Psychiatric　Nursing　Practice　Guidelines
−Based　on 　Students’ Descriptions　on 　Learning　Activities一

Ybshiko　sakai，　shigeko　poi，　Junko　Matsui

Abstract

　　The 　purpose　of 　this　study 　is　to　explore 　teaching 　．methods 　and 　clarify 　the　issues　of 　how 　to　guide　students 　in　nursing 　practice

set廿ngs 　in出 e　future　by　comprehending 　how 　and 　what 　students 　learned　from　the　psychiatric　nursing 　practices．Forty−six 　senior

students 　Qf 　this　depa伽 ent 　were 　s呵 ected 　to　this　study ．　The 　subjects 　were 　asked 　answer 　the 　questionnaire　of
’「What 　you　have

acquired 　from　the　psychiatric　nursing 　practices
”
and 　the　analysis 　was 　conducted 　based　on 　the　questionna廿e．

　　The　results 　were 　sorted 　into　22　subcategories 　and 　10　categories ．　The　students 　answered 　50 ％ either 　of 　following　categories
，

［Psychiatdc　treatment ？reality 　of 　treatment ］，［Procedure　for　how 　to　understand 　others ］，［Self　understanding ？ self 　insight］，

［Concept 　of 　nursing ？concept 　of 　handicaps1，［Reality　of 　nursing 　role ］，［Relation　alld 　interaction　between 　oneself 　and 　others ］．

The 　categories 　for　which 　the　students 　least　answered 　were ［Patient
’
s　right ，　human 　right ］and ［Understanding　of 　disorder　and

symptomsl ，　followed　by ［Social　supportl 　and ［Dissemination　of 　nursing ］．However ，　the　answers 　f（）r　the　subjects
’
　backgrounds

and 　how 　patients　perceive　the　way 　they 　are 　treated　could 　not 　be　obtained ，　which 　teachers 　expected 　to　know ．

　　The　butcomes 　of　this　analysis　suggest 　following　teaching　objectives 　and 　assignments 　to　facilitate　students
’
　learning　process；

（1）To　guide　students 　to　acquire 　skills　to　express 　feeling　and 　accept 　themselves，（2）To 　minimize 　anxiety 　against 　nursing

practices　and 　prejudice　against 　psychiatric　patients，（3）To 　guide　student 　to　acquire 　skills 　to　regard 　patients　as 　livers，　and （4）

To　expand 　the　learning　activities　in　the　community 　psychiatric　treatment　center　and 　social　rehabilitation　support 　settings，

Keywords：Psychiatric　nursing 　practice，　Guidelines　for　practice，　Learning　activities，　Content　analysis
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