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研究の目的

死にゆく患者の看護ケアにおけるケアの行動化を促す資料とするために、死にゆく患者

に対する看護学生の死の認知モデルの開発を目的とする。

研究方法

1.予備的研究

A看護系大学学生 2～4学年 18名 を対象に、学年別に 3グループに分けグループ 。イン

タビューを行った。インタビューの内容を内容分析 した結果から得た項目を基に、看護系

大学 4校に在学する学生、1学年。2学年 426名 を対象にパイロットスタディを実施 した。

2.量的研究

関東地方 。近畿地方における看護系大学 18校に在学する学生、3学年・4学年 2,800名

を対象とした。質問項 目は、自意識、多次元共感性、援助規範意識、死に対する態度改訂

版 日本語版、看護学生の患者に対する死の認知 (自 作)、 属性、死についての経験であった。

結果と考察

グループ・インタビュー内容を内容分析した結果、看護学生の患者に対する死の認知の

構造における主となる概念として、【死に対する意識】【死にゆく患者への思い】【死にゆく

患者へのケア】を見出した。

パイロットスタディの結果から、看護学生の患者に対する死の認知として 2因子を見出

した。第 1因子に 【死にゆく患者へのケア】、第 2因子に 【死にゆく患者への思い】と命

名した。Cronbach α係数は第 1因子 0.88、 第 2因子 0.78であり、質問紙に含まれる項

目は内的整合性を持っており、信頼性は確認されたと考える。

本モデルにおける「死にゆく患者へのケア」への直接的な影響因子は、「公的自意識」

と「他者指向的反応」である。「死にゆく患者への思い」への直接的な影響因子は、「死の

回避」と「自己指向的反応」である。「公的自意識」と「他者指向的反応」が死にゆく患者

への看護ケアの行動化を促し、「死の回避」と「自己指向的反応」が「死にゆく患者への思

い」に関係することが示唆された。

死についての講義と読書の経験のある学生ではない学生より、「死の回避」が「死にゆ

く患者への思い」に関係し、話し合いの経験のある学生ではない学生より「他者指向的反

応」が「死にゆく患者へのケア」に関係していた。死にゆく患者の看護ケアの行動化を促

すためには、死について話し合 うことの重要性が示唆された。

本研究は、和歌山県立医科大学倫理委員会の承認 (番号 :813)を得た。



英文要旨

Development of Models of Nursing Student's Perceptions for Dying Patients

Aim of the study

To develop of models of nursing student's perceptions for dying patients, in order to

create an educational material promoting nursing care actions for terminally ill
patients.

Study method

1. Preliminary study

Group interview for 18 2nd to 4th year undergraduate student nurses in 'A'Nursing

CoIIege. Pilot study for 426 lst and 2nd year undergraduate student nurses in 4
nursing colleges.

2. Quantitative study

Asurvey was conducted for 2,800 3rd and 4th year undergraduate student nurses in 18

nursing colleges. Question items included self-consciousness, multidimensional

empathy, normative care awareness, attitudes toward death, student nurses'cognitive

awareness of terminally ill patients, attributes and experience of death.

Results and discussion

In the group interview, concepts of 'awareness towards death', 'feeling for dying

patients' and 'care for dying patients' arose.

In the pilot study, 'care for dying patients' and 'feeling for dying patients'were

identifred as the cognitive awareness of the student nurses for patients' death.

Cronbach's alphas: 0.88 and 0.78 for the first and second factors, demonstrating the

study's reliability.

Directly influencing factors of 'care for dying patients' are 'public self-consciousness'

and 'other-directed response' (ODR) while directly influencing factors of 'feeling for

dying patients'are 'avoidance of death'and'self-directed response' (SDR). The study

suggested that 'public self'consciousness'and 'ODR'promote nursing care actions,

while'avoidance of death'and'SDR'relate to the feeling for the patients.

Compared with students with no experience of receiving lectures or reading about

death, those with such experiences showed a higher correlation between'avoidance of
death' and 'feeling for the dying patients'. Compared with students with no experience

of having discussions about death, those with such experience showed a higher

correlation between 'ODR' and 'care for the dying patients'. The study suggested the

importance of discussions about death, in order to promote nursing quality for

terminally ill patients.


