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研究報告

小児看護学実習 で学生が乳幼児期の 患児 との

融和をめ ざした行動の 影響要因

柴 邦　代
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Abstract

　Using　qualitative　inductive　research ，1 乱imed 　to　Clarify　the 　factors　lnfluencing　the　a ⊂tions 　which 　were 　reported 　in　the 　f｛）fmer

research （Shiba，2005）．工t　was 　also 　rcportcd 　that 　nursing 　smdents 　had　taken　the　actions 　at　every 　stage 　of 　the 　proccss　fbr
“Harmony 　With　the　Hospitalizcd　lnfant”in　a　nursing 　practicum．

　Contlnuous　comparison 　analys 三s　of 　43　examples 　involving　infants　was 　perf（）rmed 　using 　parti置llア struc 加 red 　interview　dzta
丘om 　32　students 　immed 主a 亡ely 　folloWing　their　completion 　of 　child 　nursing 　practicum　at　3　nurslng 　schools ．

　From 　the　res．　earch ，　the　following　findings　are　reported ； Each　of
‘
Referring　to　Action　Models’　and 　

tSearching
　for

Hospitalized　lnfants
’
lnterests

’
，　which 　is　inCluded　ln　

“Searching　Bchaviors　for　Clues　to　Relations，
”has　l　background　factor　andi

4factors　which 　developed　or 　prevented 　5tudents
’

actions ．Both　of
‘Approach　Behaviors　Almlng 　for　Harmony 　with 　the

Hospitalized　Infant　by　Playing
’
and

‘Approuch　Beh舶 ors　Aiming　fbr　Harmon γwith 　the　Hospitahzcd　Infant　bY　Comforting
Babie §

’
，　which 　con5 α uct

“Approach　BehaViors　Aiming　f（）r　Hamony 　with 　the 　Hospitalized　lnfant
，

”has　2　background　factors．

Besides　the 　fDrmer　has　5　and 　the　latter　has　2　factors　which 　developed　or　preventcd　students
’
a⊂tiens ．℃ aring 　Actions　as

Practioe　Tasks
”
has　4　baclground　factors　and4factors 　which 　developed　or　prevented　students

’
acdons ，

抄　録

　先行論文 （柴，2005）で 報告 した 「小児看護学実習 で 1
．
患児 と の 融和』 を め ざ すそ れ ぞ れ の 段階 に お い

て 学生 が と っ た 行動 の 影響要因 を 明 らか に す る 目 的で 質的帰納的 研 究 を行 っ た。3年課程看護専 門学校 3

校の 実習直後の 学生 32名 の 半構成的面接 デ ータか ら、今回 は 乳幼児 との 関わりに つ い て 語 っ て い る 43事
例を継続 的比較分析 の 対象 と した 。 結果 、 【接近手がか り探索行動】を構成す る 〔行動 モ デ ル の 参照〕〔患

児の 興味 の 探索〕に は 1個ずつ の 背景要因 と学生 の 行動の 発動を促進 ま た は 阻害し て い た それ ぞ れ 4 因子

が 抽出され た。また 【融和化接近行動】を構 成す る 〔遊 び に よ る 融和化接近行動〕〔あ や す行為に よ る 融

和化接近行動〕 に も各 2個 の 背景要因 と学 生 の 行動 の 発動 を促 進 ・
阻害 し て い た 要因 と し て 前者 は 5 因

子、後者 は 2 因子が 抽出された。さらに 【実習課題的 ケ ア行動】で は 4個 の 背景要因と学生 の 行動 の 発動

を促進
・
阻害 して い た 4因子が 明 らか に な っ た 。

キーワード　小 児 看 護 学 実 習、学 生 の 行動、乳 幼 児、患 児 と の 融 和 、影響．要 因

Key 　Words ： child 　nursing 　practicum，　 su ユdents’　behaviors，　infants．，
“Harmon γ with 山 e　Hospitalized　lnfant”，　affecting

　 　 　 　 　 　factors

＊

愛 知 きわ み 看 護短 期 大 学 受 理 ： 2010 年 12月 11 日
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1．は じめ に

　小児看護学実習にお ける対象 は成長発達途 ヒに

ある小児とそ の 家族 で あ り、学生 が受け持ち患児

の看護を実践する た め に は 、対象児の 発達段階に

合わせた コ ミュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の 取 り方や援助技術

の 工 夫が求め られ る 。 小 児は、発語 や 言語理 解、

対人関係など コ ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ン に 関わ る 能力が

発達途上 にあ るため、小児看護にお ける コ ミ ュ ニ

ケ
ーシ ョ ン の 難 しさが 指摘 され て い る （添 田，

1996）。そ して 、小児看護学実習 に 関す る複数 の

先行研究で 、小児看護学実習前後の 学生が子 ども

や親 との 関 わ りに不 安や 困難 を感 じて い る こ とが

述 べ られ て い た と報告 さ れ て い る （江 本，長田 ，

鈴木他，1999）。

一一
方で 学生 は、実 習場 面で直面

した患児 との 関係形成 の 困難に 、 彼 らな りの 対処

を し て い る こ とも報告 さ れ て い る （関，菅谷，宮

口他，2003；西 田，北 島，2005）。

　 筆者は 、 「小児看護学実習に お い て 学生 と受け

持 ち患児 との 関係形成が どの よ うに経過 して い く

の か」を明らか にする こ とを目的とした質的帰納

的研究を行 い 、 受け持ち期間とい う限られた時間

の 中で、学生 と患児 との 問に どの よ うに 関係が築

かれ て い くの か、そ の 過程にお い て 学生は どの よ

うな出来事 に遭遇 し、どの ように行動 して い くの

か と い う、関 係形成 の 全 体的 な流 れ を報告 した

（柴，2005）。 結 果 か ら 、 受 け持 ち初期 の 学 生が

“
接近手が か り探索行動

”“
融 和化接近行動

”“
実

習課題 的 ケ ア行動
”

によ っ て
“
患児との 融和

”
を

め ざす こ と が 明 ら か に な っ た。そ こ で 今 回 は 、

「先に報告 した学 生が
“
　
Jee

’
　

1児 との 融和
”

を めざす

それぞれ の 段階にお い て学生が と っ た 行動には ど

の ような要因が影響 して い た の か」を明 らか にす

る 目的 で 、再 度分析 検討 を加 えた 結果 を報告す

る 。

1［．用語 の操作的定義

1．小児看護学実習 ：小 児病棟で 入院中 の 小児 を

受け持 ち、看護 実践す る 実習

2 ．患児との融和 二受け持 ち開始当初 、 学 生 の 接

近 時 に 患児が示 して い た友 好的 と受け取 る こ と の

で きな い 反 応 （泣 く、岡 い 表情や体 を硬 くす る、

無視 す る等） が見 られな くな り、友好的 と受け取

る こ との で きる反応 （笑顔 、お しゃ べ りの 増加 、

能動的接近等）が認め られる よ うにな り、 「慣れ

て くれた」「心 を開 い て くれ た」 と学 生が 感 じ ら

れ る よ うにな っ た状態

3．接近手がかり探索行動 ：受け持ち初期に 、 学

生が患児 と関わ っ て い くた め の 手がか りを見 つ け

よ うと し て 行 っ て い る こ と

4．融和化接近行動 ：学生が 自分の存在や接近に

対 して 警戒 し た り緊張 して い た り関心 を示さな い

患児に慣れ て もらい 、 心を開い て もらうた め に行

っ て い る こ と

5．実習課題的ケア行動 ：看護学実習に共通する

決め ら れ た 流 れ の 中 で 、受け持ち看護学生 と し て

当然 実施する もの と認識 され、実施するこ とが慣

例化 して い て 、 看護技術 と して行 っ て い る こ と

皿 ．研究方法

1．研究デザイン ：質的帰納的研究

2．研究方法

　 1）対 象

　2003年 11 月〜 2004年 7月 に小児看護学実習

を行 っ た A 県 内の 3 年課程看護専門学校 3 校 の

学生 32名が、乳幼児 との 関わ りに つ い て語 っ た

43 事例 を分析対象 とした 。

　2）デー
タ収集方法

　対象者に は 、 実習終了当 日
〜終了後 7 日目まで

に 1 人 60分程度 の半構成 的面接を実施 した。 学

生 には 「受け持ち患児 との 関 わ りの 中で 印象 に残

っ て い る 出来事」を中心 に 自由に語 っ て もら い 、

「受け持ち患児 や付 き添 い 者 との 関わ りの 具体 的

な様子」「受け持 ち患児や付 き添 い 者 との 関わ り

に おける学生 の思 い 」等 、 イ ン タ ビ ュ
ーガイ ドに

沿 っ た 内容が語 られ て い る か を確認 しなが ら進め

た。面接 内容は学生 の 了解 を得て MD に録音 し、

逐語録 を作成 した 。 そ の 場 の 雰囲気や対象者 の 様

子等は メ モ を とっ た。

3 ．データ分析方法

　 修正 版グ ラ ウ ン デ ッ ト ・セ オ リー ・ア プ ロ ーチ

（木下．1999 ；2003） の 手川頁を参照 し 、 継続 的比

較分析を行 っ た 。 今回 は 「患児 と の 融和 を め ざす

た め に、受け持ち初期 の 学生 が 見せ た 3 つ の 行動

の 背景 には何が存 在 し 、 学生 の 行動 の 発動 を促進
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あ るい は阻害 して い た の は ど の よ うな こ とだ っ た

の か」 を分析 テ
ー

マ として デ ータ分析 した 。

　 1）分析対象の 限定 ：本研究で は、小 児看護学

実習 で の 関係形成 の 特徴 をよ り明確 に示 す 目的

で 、対象特性が 「言語機能や認知能力が発達途上

に ある」 とい う点で よ り特徴的な乳幼児に関する

デ
ー

タに限定 した 。

　2）分析手順 ： 先行論文 （柴，2005）で 報告 し

た
“
患 児 との 融和

”
を目ざす学生が受け持ち初期

に と っ た 3 つ の 行動 を概念化す る 際 に作成 した 分

析 ワ ークシー トか ら 、 概念生 成の もとになっ た具

体例 を確認 し、逐語 録化 された イ ン タ ビ ュ
ー

内容

を見直 して い っ た 。 分析 の 過程は 、 木下 （2003）

に よ る分析 ワ ーク シー トを参考に作成 した 自作の

分析 シ ー
ト （表 1）に記入 して い っ た 。 以 下 に、

分析検討の流れ を示す 。

  具体例に 記述 され て い た デ ータ の 前後の 文脈か

ら、学生 の 行動 の 発動に先行 して存在 した背景に

注B、学生 の 行動 を生起させ る 上 で どの ような意

味が あ っ た の か を考え、そ の 行動が生起す る上 で

重要 で あ っ た と考 えられ る状 況を示す部分 を抜 き

出した 。 抜 きだ した デ ータを、学生 の行動の 背景

要 因と して 概念化 した 。

  次に 、前 後 の 文脈の 中か ら、学生 に よ る行動が

発動され た部分 を抜 き出し 、 行動が発動されなか

っ た事例 との 比 較か ら、そ の 行動の 発 動 を左右 し

た 要因 は何か を考え、 学 生による行動 の 発動を促

進 また は阻害 して い た要因と して概念化 した。

表 1 分析ワーク シートの記載例

　　　検討

【接近手がか り探索行動1 の 下位概念 〈行動モ デル の参照〉の 影響要因の分析

行動 の 背 景に存在 する 要因

具体例 解 釈 抽出 され た 要因

「午後 の バ イ タ ル の 時 も・一一緒 に行 っ て 、指 指導者が患 児 とどの よ うに して コ ミ ュ ニ ケ 指導者に よる 患児 との 相互作 用場面 を見学

導者 さん と
…

指導 者 さん が げ ど もに ）話
一

シ ョ ン を図 っ て い くの か を見学す る こ と する 機会

しか けて て …な ん か、剣 なん か 見て 『か っ で 、自分 が患 児と どの ように して コ ミ ュニ

こ い い ね、ち ょ っ と さわ ら して も ら っ て も　　　　　　　　　　　　　　　　　　」ケ
ー

シ ョ ン を 図 れ ば よい か、そ の 方 法が わ

い い ？．垂…そ ん な 感 じで し ゃ べ っ て て」 か る

行 動の 発 動 を促 進あ る い は 阻害 し て い た 要 因

具体例 解釈 抽 出され た 要 因

「（指導者 さん ）子 どもの 表情 とか 、 観察 し

なが ら
…

そ の 子 ど もの 年齢 に応 じた言葉遣

い とか
…あ と、対応で 、お もちゃ 使 っ た り

して、泣か ない よ うに あや した り…子 ども

に 合 わ せ た、年 齢 に あわ せ た話 し方 とか、
態度 とかで 接 してい た の で… 『子 ど もに合

学生 は 指導者の 子 ど もとの 相互 作用場面 を

見学 しな が ら、指導者の 行為の 意図 を 自分

な りに推 測 し て 解釈 し、「．子 ど もの 年 齢 に

応 じた言 葉遣 い 」 や 「予 どもに合 わせ る」

な ど、r・ど もとの コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン に お

い て 重要な手がか りに気づ き、コ ミュ ニ ケ

子 ど もとの コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン
．
方法 の 把握

わす・ とが 趨 な ん だ な
一
⊇ と思 ・ て ま し 1

た」 （ケース 19）　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 収 れ る

一
シ ョ ン の 方法 をつ か んで い る こ とが 読 み

「
’
私 が だ っ こ す る ん で すけ ど泣 きや ま な く 1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 学 生 は 自分 に対す る患 児の 反 応 と師長 が 抱
て …で 、それ で、つ ぎ、師長 さん に抱 っ こ
　 　　　　 　　　 　　　　 　　　 　　　　 っ こ した 際の 児の 反 応 の 違 い を 意識 す る こ
か わ っ た ん です よ…そ した らな ん か、す ぐ

泣 きや ん で …で 、「な ん で そ こ で
…私 の と

きは泣 きや まな か っ た の か』っ て．考 えて …」

（ケース 12）

とで 、師 長の 抱 っ こ の 仕方 を参 考に しなが

ら 自分の 関わ り方 を見直 して い る様子が 読

み 取 れ る

指導 者に よる患 児 へ の ア プ ロ ーチ に 対す る

患 児 の 反応

「
一

番 最 初 だか ら、わ た しは 『
一・

同 清拭 見

学 さ せ て くだ さい 」っ て 言 っ たん で す け ど、
『．一・歳だ か らあ なた 拭 い ち ゃ っ て い い か ら」

っ て 言わ れ て …」 （ケ ース 4）

学 生 は最 初 の ケ ア 実 施 の 前 に 指 導者に よる

ケ ア 実施場
．
面 を見 学す る 機 会 を望 ん だが、

指 導 者 か ら見 学機 会 が ワ・え られ な い ま まケ

ア 実施 へ と進ん だ こ とが わ か る 。こ の ケ
ー

ス はそ の後 、受 け持 ち 患 児 との か か わ り方

が つ か め な い ま ま、ケ ア が うま くい か な か

った と述 べ て い た。行 動 モ デ ル の 参 照 が で

きなか っ た ケース 。

患 児に あ った 関 わ り 方の 把 握

「お 母 さ ん や 付 き添 っ て る家族 の 方が、結

構 い ろ い ろ 教 え て くれ て …で 、『家で は こ

うゆ う風 にや っ て る よ』 と か、そ うい う事

を教 え て い た だ い て 」 （ケース 21）

受 け持 ち患 児 に付 き添 っ て い る 家族 か ら 日

常的 に 患 児の 世話 を して い る や り方 をお し

えて もら うこ と で 、家族の や り方 を行 動 モ

デ ル と して 参考 に して い る こ とが
．
読み 取れ

る

家 族 に よ る 日常 的 な 関わ り方 の 把 握
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  同様の 手順で 検討を継続 し、 新た な概念 の 抽出

が な くな っ た時点で 飽和 と判断し、分析 を終了し

た 。

4 、分析結果の妥当性の確保

　分析過程で は、「デ ータに基づ い て い る か」「解

釈 が論理的に展開 され て い る か」「飛躍、しすぎた

解釈はない か」等 に つ い て確認する た め 、 逐語録

の 生 デ ータに もど り、 類似例 ・反対例の検討を繰

り返 し、継続的比較分析 を入 念に 行 っ た。また、

小児看護学実習の 指導経験豊富な研究者に よ る ス

ーパ ービ ジ ョ ン を適宜受け 、 分析結果の 検討を重

ねる こ とで 、分析結果 の 妥当性確保に努め た。

1V．倫理的配慮

　研究者 の 所属す る大学 の 倫理審査委員会の 承認

を受けて研究を開始 した 。 対象者に研究 目的 ・方

法 を文書 と冂頭で 説明す る と ともに 、 参加の任意

性 、不参加 に よ る不利益 の 回避、途 中中止 の 権

利、プ ラ イバ シ ーは 保護 され る こ とな ど を伝 え

た 。 対象者は実習期間中で 国家試験を間近に控え

た時期 の 学生 で もあ る こ とか ら、研究協力に よ る

不利益 が 生 じない よ うに 、 面接 日程 ・場所 な ど に

つ い て 配慮 した 。 面接 内容は了解を得て 録音する

が、研 究終了後には消．去し、逐語録や研 究 メ モ も

全 て シ ュ レ ッ ダ ーで処分す る こ と、 研究結果 は公

表す るが匿名性 は保証 され る こ と等につ い て も説

明 し 、 同意書へ の 署名を も っ て 研究協力と結 果公

表に関する 同意を得た 。

V ．結果 と考察

　本研究で は、先行論文 （柴，2005）で報告 した

“
患 児 と の 融和

”
を め ざす段階で 学生 が 示 し た 3

つ の 行動 【接近 手が か り探索行動】【融和化接近

行動】【実習課題的ケア行動】の構成概念を 〔 〕

で示 した上 で 、 行動の 背景要因と行動 の 発動 を促

進 また は阻害 して い た要 因に つ い て 述 べ る 、な

お、今回 の 分析過程か ら得 られた行動 の背景要因

は 《　》、 行動の 発動を促進 また は阻害 し て い た

要 因 は く 〉、具 体 例 は 「 」 で 表す。図 1 で は

先行論文で 示 した学生と患児との 関係形成プ ロ セ

簇钁

，鱒
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糊 轡 ，

黷雛鞴
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  患児の 持ち物 や衣類か らの好きなお もちゃやキ ャ ラ クターの把握
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図 1 患児と の融和 の 過程 で の学生 の行動に影響して い た要因
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ス に 関する結果図の
・一

部に 、今回 の 分析で 明らか

になっ た影響要因を加え、学生の 行動 と影響要因

との 関係 を示 した 。

　 また、本研究 の 筆者は研究結果 の 教育へ の 活用

を目ざすこ とか ら、分析結果は教育へ の 示唆とい

う観点か ら考察 した 。

1，【接近手 がか り探索行動】の背景要因と行動

　 の発動を促進 ・阻害して いた要因

　先行論文 （柴，2005）で は、【接近手がか り探

索行動】は 〔行動モ デ ル の参照〕と 〔患児の 興味

の 探索〕の 2 つ の 下位概念で構成 され て い た こ と

を報告 した 。 今回 の 分析で は 、〔行動 モ デ ル の 参

照〕の 背景 に 《指導者や家族 と患児 との 相互作用

場而 を見学す る機会》が存在 し、〈子 ど もと の コ

ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ン 方法 の 把 握〉〈指導者に よ る 患

児へ の ア プ ロ ーチ 〉〈患児に あ っ た 関わ り方 の 把

握〉〈家族 に よる 日常的な 関わ り方の 把握〉の 4

因子が こ の 行動 の 発動を促進 ・
阻害 して い る こ と

が 明らか に な っ た 。

　実習で は、学生が患児 と初め て対面する際、病

棟師長や実習指導者が学生を病室に連れて い っ て

紹介する。ま た 、学生 が 患児の ケ ア を開始する前

に、実習指導者に よるケ ア場面 を見学するこ とが

慣例 とな っ て い た 。 学生は指導者や家族と患児 と

の 相互作用場面の 見学を通 し て 、患児の 発達段階

にあ っ た話 し方や 言葉遣 い な どにつ い て気づ き、

「看護 師さ ん が言 っ て （い ）た 声か けをし よ うと

思 っ て 」と看護師の 行動 を参考に して い た 。 「『あ

あ、こ うや っ て 話をする の か な
一』 と思 っ て 聞い

て て （ケ ース 1）」か ら は 〈子 ど もとの コ ミ ュ ニ

ケ
ーシ ョ ン 方法の 把握〉、「私が抱 っ こ するん で す

けど泣きや まな くて …で 、 師長 さん に抱 っ こ か わ

っ たん で す よ 。 そ （う）した らなん か、す ぐ泣 き

や ん で （ケ ー
ス 12）」か ら く指導者に よ る患児へ

の ア ブ m 一チ に 対する患児 の 反応〉、 「（指導者さ

ん が ）子 ど もの 表情 と か 、 観察 しなが ら
…

そ の 子

ど もの 年齢 に応 じ た 言葉遣 い と か （ケー
ス 19）」

か ら 〈患児 にあ っ た関 わ り方 の 把握〉、 「お母 さん

や 付 き添 っ て る 家族 の 方 が 、結構 色 々 教 えて くれ

て …で 、 『家で は こ うゆ う風 にや っ て るよ』 とか、

そ うい う事 を教 え て 頂 い て （ケ
ー

ス 21）」 か ら

〈家族 に よ る H 常 的 な関 わ り方 の 把握 〉を抽 出 し

た 。 しか し、学生 の 中には指導者や家族 と患児 と

の 相互作用場面を見学 して い て も、患児 の 関わ り

方に つ い て 手がか りを得 られ て い な い 者 もい た 。

　〔患児 の 興味 の 探索〕の 背景 には、学生 に よ る

《患児 との 関わ りの 困難な見通 し》が存在 し、＜子

ども社会で の流行に 関する情報量〉〈患児の 持ち

物や 衣類か らの好 きなお もち ゃ や キ ャ ラ ク ターの

把握〉〈患児 の 行動か らの 好 きな遊 び の 把握〉〈入

院前 の 生活情報か らの 患児の 関心事 の 把握〉 の 4

因子が行動の発動 を促進 ・阻害 して い た 。

　学生の 多くは身近 に乳幼児が い な い ため に、最

近子 ど もたちの 中で ど の よ うなこ とが流行 し、ど

の ような遊び や 玩具が好 まれ て い る か とい う情報

を持 っ て い なか っ た。しか し、先に実習 した学生

か ら情報を得 る な ど の 方法で 乳幼児 の 遊 び や玩 具

に関する情報 を準備 し て い た と話す学生 もい た 。

それ らの デ
ー

タか ら 〈子 ども社会で の 流行 に関す

る情報量 〉を抽出し た 。 こ の よ うな情報 を多 く持

つ 学生 は、比較的 ス ム ーズ に 患 児の 興味を引き出

せ て い た 。 また、「「こ の 玩具 だ と興味 ひ く』 と

か 、 『興味が ある ん だ な』 とか 、 反応で …笑 っ た

りと か 、『ア ー」 とか 、そ うい う反応 が 見 ら れ た

の で」 とい うように、患児の 反応 や患児の周囲の

物 を観察 した り、 家族や カ ル テか らの 情報収集 を

通 し て 患児の興味を把握 し て い る学生 もい た 。 こ

れ らを手が か りに して学生 は患児 に接近 し て い

た 。 そこ か ら、 〈患児の 持ち物や衣類か らの 好 き

なお もち ゃ や キ ャ ラ ク ターの把握〉〈患児の 行動

か らの 好 きな遊 び の 把握〉〈入院前 の 生活情報か

らの 患児の 関心事の把握〉を抽出 した 。

　小代 と楢 木野 （2010）は、看護学生が 子ども と

関わ る こ とを躊躇 させ る影響要因 として
“
親の 存

在に よる心理的不安
”

を報告 して い る 。 学生 に と

っ て 親は無視で きな い 存在で あ り、 親 の 存在を意

識 し た り、親に 遠慮 して い る こ となどは 確か で あ

る が 、 今回 の 結果 か ら は 、 家族が学生 に と っ て 乳

幼児期 の 患児 と 関 わ る 上 で の 情報提供者や患児 と

の 関係 の 仲介者 と して の 役割だ けでな く、 患児 へ

の 関 わ り方 を 指 導す る 役割 まで も担 っ て い た こ と

が確 認 された 。 そ こ で 教 員は、学生 と家族 との 関

係 を観察 し、家 族 が 学 生 に 患児 と の 関 わ りを躊躇

させ る存在 とし て で はな く患児 と関わ る上 で の 手
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が か りを提供 する存在 として 機能 す るよ うに 学 生

と家族の 関係 を調整する 必要性が 示唆さ れ た。

2 ．【融和化接近行動】の背景要因と行動の発 動

　 を促進 ・阻害 してい た要因

　先行論文 （柴，2005）で は、【融和化接近行動】

は 〔遊 びに よる融和化接近行動 〕〔あ やす行為 に

よる融和化接近行動〕で構成 されて い た こ とを報

告 した 。

　〔遊 び に よる 融和化接 近行 動〕の 背景 に は、学

生 の 《「小児 は遊 び 」と い う先行学 習 に よる認

識》《遊び を使 えば うまくい くとい う認識》が存

在 し、〈患児 の 病状〉〈遊 び相手を求め る患児 の 欲

求〉〈子 ど もの 遊び相手を求め る母親 の ニ ーズ〉

〈家族の 不在 に よ る 1対 1 で の 関わ り〉〈医療行為

を遊戯にみた て る力〉 の 5 因子が行動 の 発動 を促

進 ・
阻害 して い る こ とが明 らかに なっ た 。

　 〔遊び に よ る融和化接近行動〕に は、〈患児の 病

状 〉と 〈遊 び 相手を求 め る患児の 欲求〉が閼与 し

て い た 。 また 、 家族が患児 の 遊び相手に な っ て い

る場合、学生 の 遊 び へ の誘 い は成功 しな い 場合が

あ っ たが、〈子 ど もの 遊 び相手 を求める母親 の ニ

ーズ〉が ある 場合、母親が 協力者に な る こ とで 、

学生 が ス ム ーズに患児 に接近 で き て い た 。

一
方

で 、 家族が
一時的に患児か ら離れ た 状況 の 中で 、

学生 が 患児 と 1対 1 で 関わ っ た場 面 で 学生 の 接 近

行動が促進 された ケ
ー

ス が み られ、〈家族 の 不 在

に よ る 1対 1で の 関わ り〉が抽出され た 。 さら に

〔遊び に よ る融利化接近 行動〕に は 「聴診器で グ

ル グ ル や っ てみ た り、「さわる ？』っ て触 らして あ

げた りとか…そうや っ て遊ん で 聴診器に慣れ て も

らっ て （ケ
ー

ス 10）」 と い うよ うに、医療行為 を

遊戯化する方略が含 まれて い た 。 こ の 方略で は 、

本来 は遊 び で な い 医療 行 為 を遊 び にみ た て て い

て 、ピ ア ジ ェ に よ る
‘
前操作期

’
（2 歳か ら 7 歳

頃）の 象徴機能発達 を前提 と した方略 と捉える こ

とが で きる 。 そ こ か ら 、 こ の 方略の 実施に は小児

の 発達段 階 や 遊 び の 特徴 を 踏 まえた 学 生 の 〈医療

行為を遊 戯 にみたてる力〉が影響 して い た と考え

た。

　 今 回 の 対象者 で 実際 に　
‘
医療 行為 の 遊 戯化

’

方

略を用 い た学生は
一

部に 限 られ たが 、患児 との 相

互 作 用 の 中で 偶然患児 が 医療 用具 や 学 生 の 持 ち物

に関心 を示 し、本来 は遊 具で な い もの が遊具化 し

た事例が あっ た 。 こ ちら の ケ
ース は 、学生 が 意図

的 に こ の 方略 を用 い たわ けで はな い が、指導にあ

た る教 員が こ の ような現象を教材化 し、既 習 の 知

識 と結び つ けて 意識づ ける こ とで 、学び の 機会に

なる可 能性が示唆 され た。

　今回 の デ
ー

タでは、主 として前操作期の 幼児 と

の かかわ りで 〔遊び による融和化接近行動〕が み

られ、感覚 運動 期 の 子 どもへ の 接近 方略 は主 に

〔あや す行為に よる融和 化接 近行動 〕で あ っ た 。

言語 によ る メ ッ セ ージを理解する 能力の未熟な感

覚運動期 の 子 ども に、学生は優 し く話 しかけなが

らス キ ン シ ッ プを図る こ とで 、自分が危険な人間

で は ない こ とを感覚 を通 し て 伝え よ うと し て い

た 。 学生 の 中には子 どもの あや し方が分 らな い 者

もい た が 、今回 の デ
ータ か らは 、 患児 の 家族が学

生 に子 どもの あ や し方を教え る役割 を果して い る

状況 が確認 で き た 。 そ こ か ら、〔あやす 行為 に よ

る融和化接近行動〕 の 背景に は 、 学生 の 《遊び に

よる方略の使えな い 対象 と して の認識》と 《付 き

添 い 家族 に よ るあや し方 の 指導》 の 2 つ が 存在

し、〈学生 の 子 どもをあ や す力〉 と くあ や し た時

の 患児 の 反応〉の 2 因子が こ の 行動の 発動 を促

進 ・
阻害 して い る こ とが明 らか に な っ た 。

　家族が付 き添 っ て い ない ケ ース や 学生 に協力的

で な い ケ
ー

ス で は、学生が家族か ら子 どもの あや

し方を学ぶ こ とは なか っ た 。 その よ うなケ
ース を

受け持 つ 学生 には、実習指導者や教員が子 どもの

あや し方 を学生 に指導す る必要性が示唆された 。

小代 と楢木野 （2009）は、学生が子 どもとの 人間

関係 形成に向け て
一歩踏 み 出す た め の

“
関 わ る タ

イ ミ ン グの 空間
”

に
““

人で い る子 ども
”

が 含ま

れ た こ とを報告 し、一
方 で 、

“
予 どもへ

一
緒 に関

わ りをもつ 他者の 存在
”

も学生 が 子ど もとの 人間

関係形成に向け て
一歩踏み 出す こ とに影響 して い

た として い る。今回の デ ータ で も、家族の存在や

関 わ りが 学 生 と 患 児 と の 相 互 作 用 を促進 し た り、

逆 に阻 害 した りし て い る こ とが 確認 され た 。 ま

た 、 子 ども との 遊 びを得意 と す る 学 生もい る こ と

か ら、患児 と の 遊 び に
一緒 に入 っ て もら っ た りす

る こ とで も、行動 は促進 され る の で は ない か と考

えた。そ こ で 教 員 は、教 員 自身あ る い は指導者 ・
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家族 ・他学生 と共に学生が患児 に関わる こ との で

き る機会を設定 した り、 逆に 学生が 患児 と 1 対 1

で 関わ る場面を設定する こと に よ り、学生 の 接 近

行動 を促進する指導の 必 要性が示唆 され た 。

3．【実習課題的ケア 行動】の背景要因と行動の

　 発動を促進 ・阻害 して い た要因

　先行論文 （柴，2005）で 報告 した 【実習 課題 的

ケア行動】の 背景に は 、 《初回ケ ア 実施時に与 え

られ る 観察 に専念 で き る 機会 》、学生 の 《成 人対

象 の 技術経験 が通用 しない 対象として の 認識》 と

《初め て 体験する発達段 階へ の 戸 惑 い 》、 そ して

《学生 の 不足 を補 う指導者 の サ ポー ト》の 4 つ が

存在 し、〈学 生の 対象理解〉 ＜学生の 子 どもとの 関

わ り準備状態〉〈小児看護技術の 特徴理解〉〈患児

へ の ケ ア の 継続〉 の 4 因子が こ の 行動 の 発動を促

進 ・
阻害 して い る こ とが 明らか にな っ た 。

　看護学実習で は 、 受け持 ち患者へ の 看護援助 を

通 して 看護技 術 を習得する こ と も学生 の 目標 の 1

つ で あ り、小児看護学実習で も受け持 ち患児の バ

イ タ ル サイ ン測定や 全 身清拭な どの ロ常生活援助

は、学生 に とっ て 必修 の 課題 とな っ て い る 。

　通 常、受け持ち初 日 また は 翌 日 に、学生 は指導

者 によるケ ア の 実施場面 を見学 し、次 か らは学生

自身が実施すると い う流れ で あっ た 。 初回 の ケア

見学で は、「子 ども と関わ っ て 、そ の 援 助 を して

い くの も初めて だ っ た の で …私自身、どうや っ て

子 どもと関わ れ ば い い の か分らなか っ た の で …も

う、そ うい う所 は全 部看護師 さん に や っ て も ら

い 、まかせ っ きりで …自分は そうい うと こ ろ をそ

ば で 見た り （ケ ース 19）」 と、学生 が指導者の 実

施す る ケ ア を観 察す る こ と に専念 で き る状況 が 存

在 して い た。一
方、指導者の ケ ア を見学で きない

ま ま患児の ケア を開始 した 学生 は 、 「『パ ッ と拭 い

て 』 っ て い われ て も、どの 位パ ッ と拭けば い い の

か が分か らな くて …最後 まで 分 らなか っ た で すね

（ケ ース 4）」 と、課題 を達成 で きな い まま実習を

終 えて い た。

　 学生 は情報収集や ケ ア 見学などを通 し て 受け持

ち患 児に つ い て の 理 解 を深め、患児 とか か わ る準

備 を進め な が ら学生 自身に よ る ケ ア実施 に向か っ

て い た 。し か し、初回 の ケ ア 時点で は 〈学生 の 対

象理解〉や く学生 の 子 ど もとの 関 わ り準備状態〉

が不十分 なケ
ー

ス もみ られた 。 デ
ー

タか らは、学

生 が こ れ まで の 実習経験 の 慣例 と し て 、 環境整

備 ・バ イタル サ イ ン 測定 ・清拭の 3 つ を当然実施

す るケ ア と捉え て い る こ とが読み取れた e こ れ ら

の 看護技術は 、学生が こ れ まで の 実習で 何度か経

験 して い る為、ある程度の 自信 を持 っ て い た 。 し

か し、今回 の 対象は小 児 で ある こ とか ら 《成入対

象の技術経験が通用しない 対象 として の認識》を

もっ た学生 は、ケ ア 見学の 中で 成 人対象の看護技

術経験 と対比す る こ とに より 〈小 児看護技術 の 特

徴理解〉 を得て 、 ケ ア 実施へ とつ なげて い た 。

　《初 め て 体験 す る 発達段階 へ の戸惑 い 》か ら精

神的に余裕 の な い 状態で 行われ るケ ア は、使用す

る物品や 手順が分 っ た として も、 学生に とっ て は

難易度 の 高 い 看護技術 にな っ て い た。そ こ で受け

持ち初期 の ケ ア で は 《学生の 不足 を補 う指導者の

サポー ト》が保障された 中で 学生 に よ る 〈患児 へ

の ケ ア の 継続 〉が行わ れ て い た 。 こ の よ うな状 況

の 中で 学生 と患児が互 い の 存在に 慣れ て ケ ア は 円

滑化 して い っ たが 、そ の 前に受け持ちが終了 した

例 もあ っ た 。

　 入 院期間の 短 い 対象を受け持 つ 小児看護学実習

で は、学生 と患児 との 関係が深 ま らな い うちに受

け持ちを終了する場合 も少な くな い 。 小代と楢木

野 （2009）の 先 行研 究 で は、
“
学生 を受 け入 れ る

と知覚 した子 どもの 反応
”

として
“
学生に慣れた

様子
”

が報告 され て い た 。 今回の よ うに入院直後

の 急性疾患 の 患児を受け持つ 場合、子ど もが学生

に慣れた様子 を示す ようになる まで に は数 日を要

する。そ の ため、学生 の 中に は ケ ァ の たび に患児

の 拒否 的な反応 に遭 い 、 最後ま で 「受け入 れ られ

なか っ た」「ケ ア が うま くい か なか っ た 」とケ ア

に対する挫折感を持 っ た まま実習 を終える場合も

ある こ とか ら、指導 に際 して そ の よ うな感情 を持

っ た ま ま実習を終わ らせ る こ との ない よ う配慮す

る 必 要性が示唆 さ れ た。

W ．研究の限界と今後の課題

　本研 究 で は 、研 究対象を A 県 内の 3 年課程 看

護専門学校生 とし 、 分析対象 を乳幼児 と の 関 わ り

事例 に す る等 の 対象限定を 行 っ た 。 また 、対象 者

が実習 し て い た の は 専任 の 実習指導者 が確 保 され
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た 急性疾患で の 短期入 院が大半 を占め る 小 児病棟

で 、教員は実習中必ず しも病棟に常駐 して い なか

っ た 。 そ の 為、乳幼児以外 の 患児 との 関係形成や

異なる 条件下 で 実習を行 う学生 と患児 との 関係形

成につ い て 、本研究結果か ら説明する こ とは難 し

い 。 今後は、研究対象や分析対象 の 範囲 を拡大す

る など に よ り、理論生成 を日ざす必要がある と考

える 。
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