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精神看護学 は狭義の精神疾患 の 看護 か ら 広義の心
の問題 ま でを 扱 う 看護の 領域 であ る 。 こ の傾 向 は 最
近益々 顕著 に な っ て き て い る 。 こ の背景 に は ， 現代
の 医療 の 中 で， ICU 症候群 ゃが ん告知， 終末期 医療
や難治性疾患の医療 を め ぐ る 心 の ケ ア が問題 に な っ
て き た こ と ， 狭義の 精神疾患 と 並 ん で薬物依存 や 登
校拒否， 摂 食障害や適応障害 な ど新 し い タ イ プの 病
気が問 題 に な って き た こ と ， 人 々 の健康志向 の 高 揚

に 伴 っ て精神の健康問題が重視 さ れ て き た こ と な ど
があ げ ら れ る 。

精神看護学 は ， こ う し た 変 化 に 呼応 し て ， 従 来 の
病気の看護 か ら 病 め る 人 間 の看護へ， さ ら に は広 く
人々 の精神の健康維持 に 寄与で き る 看護へ と 変化 し
て い る 。 精神看護学 の知識や技術 は ま た従来の精神
科病棟ばか り でな く 病院 の 他 の 領域， 地域や職場 ，
学校な どで も 求 め ら れて い る 。

本稿では こ う し た状況 を ふ ま え 精神看護学の視点
が ど こ に あ る の か に つ い て 述べて み た い 。

精神看護学の動向

1 . 病気の看護 か ら の 出 発
精神看護学 の 出 発が精神 の病気の看護 に あ っ た こ

と は他の領域 の看護 と 同 じ であ る 。 そ の主 眼は病気
の 回復 を 図 る 治療 を 援 け 病気か ら 受 け る 患者 の 苦

し み を で き る だけ緩和す る こ と に 置 かれて き た 。
治療 の あ り 方 は こ の 半世紀 に 様 々 に 変化 し た 。 変

化の始 ま り は 1950年代 に 導 入 さ れ た 薬物療 法 I ） に あ

る と い っ て も い い。 そ れ ま での 治療方法に 比べて そ
の効果が顕著であ っ た た め ， 薬 に よ って精神分裂 病

は 治 る と ま で言 わ れ た 。
確 か に 妄想や興奮等の陽性症状が消槌 し病気が治っ

た かの よ う に 見 え た こ と も 事実 であ った 。 し か し ，
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陽性症状の消槌が必ず し も 精神分裂病 の 治癒 に つ な
が ら な い こ と がそ の 後徐 々 に 明 ら か に な った 。 顕 著
な 妄想 や興奮な どが改善 し ， 精神 の平静 を 取 り 戻 し
た に も かか わ ら ず， 対人交流 を 持つ で も な く ， 日 常

生活 に 積極 的 に取 り 組 むで も な く ， 漫然 と 日 々 を 過

ご し て し ま う 患者が多 く 見 ら れ る よ う に な った か ら
であ る 。

こ れ ら は 陰性症状 2 ） と い われ， 感情 の平板化 ， 寡
黙， 無気力 ， 快感喪失， 注意 の 欠如等 を 主 と す る も

の であ る 。 臨床的 に は ， 自 発的動作の 減少， 不 適 切
な 感情 ， 談話お よ びそ の 内容の 貧 し さ ， 身 だ し な み

や セ ル フ ケ ア の 乏 し き ， 仕事や学校での持続力 の な
さ ， 娯楽や性的興味， 親密性や友人 に対す る 信 頼 関
係の低下， 社会的注意の欠知な どの形で現 わ れ る 。

薬物療法導入後の新 し い 課題 は こ の 陰性症状 の改
善 に あ った 。 こ の た め ， い ろ い ろ な 方法が試み ら れ

て き た 。 最 初 に試み ら れ た の は生活療法 と い う ア プ

ロ ー チ であ っ た 。 こ の 方法 は ， 生活指導， 作業療 法 ，

レ ク リ エ ー シ ョ ン 療 法 を 組み合わせ て患者 の活動性
を 高揚 さ せ よ う と す る も の であ っ た 。 当 初 の積極 的

な取 り 組み が効 を 奏 し ， 顕著 な 効 果 を 挙 げ， 短期 間
の 内 に全国 の 病 院 に 導入 さ れ る よ う に な っ た 。 患 者
の 陰性症状 は 生活療法 に よ っ て著 し く 改 善 し ：社 会
復帰可 能 な ま でに 回 復 し た 。

2 . 一つ の転換

し かし精神分裂病 の治癒がそ ん な に 簡単 で、 な い
こ と を 思 い知 ら さ れ る エ ピ ソ ー ドがこ こ で も い ろ い

ろ 経験 さ れ た 。 そ の一つ は ， 症状が改善 さ れ， 病 院

の 中 での適応が十分 と 判 断 さ れ た患者が退院す る と
す ぐ再発 し て 病 院 に 戻って き て し ま う と い う 現象 で

あった 。 家族に よ る と ， 家では何 も し な い で寝 て い
る だけ だ と い う 。 患者 は家では 病 院 の よ う に 誰 も 何
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も い わ な い か ら で き な い のだ と い う 。
自 立 し た 社会生活 を 送 る た め に は ， セ ル フ ケ ア を

始 め ， 日 常生活 に 必要 な 事柄 に つ い て 患者が 自 分 か
ら 行動 で き る ま で に 回 復 し て い る こ と が必要で あ る 。

こ の問 題 は ， そ う し た 意味で患者 の本当 の 自 立性 を

伸張す る 方法 は 何 か を 医療者側 に投げ掛け た問題 と
い え る 。 こ れ を 機会 に 治療の方法 に 幾つ かの転換が

図 ら れ る よ う に な っ た 。
一つ は 治療環境 と い う 点 か ら の 病 院医療 の あ り 方

で あ り ， 第 二 は 社 会 と の 関 連 を 持 た せ た 治療の推進
で あ り ， 第三 は他の専門職種 を 取 り 入 れ た 治療の あ
り 方で あ る 。 こ の結果病 院の 開放化， 外勤作業 ， 作

業療法士や心理療法士， ソ ー シ ャ ル ・ ワ ー カ ー を 取

り 入 れ た チ ー ム 医療が行 わ れ る よ う に な っ て き た 。
こ れ と 並行 し て 病 院 の 中 に 売店 や 自 動販売機， 庭 園
や憩 いの場 を 設 け ， 病 院が患者 に と っ て の治療 の 場
で あ る と 同 時 に 快適 な 生活の場で も あ る よ う な 配慮
治宝な さ れ る よ う に な っ て き た 。

こ の背景 に は ， 患者の社会復帰 を 促進す る た め に
は ， 病 院 と 病 院 を 取 り 巻 く 地域社会 と が一体 に な っ
て ， 患者 を 見守 り ， 励 ま し ， 自 立に必要 な 能 力 の 改
善 に 寄与で き る 体制 を つ く る こ と が大切で あ る と す
る 社会精神 医学の考 え 方が反映 し て い た 。

3 . 第二の転換一形か ら 内容へ
わが国 で こ れ ら の 考 え 方 を 取 り 入 れ て ， 大 々 的 に

病 院の 開放化が試み ら れ た の は 1960 年 の こ と で あ る ．

こ の試 み は 国立肥前療養所で行 わ れ た も の で あ る が，
当 時 と し て は破天荒 な こ と で 冒 険 と さ え い わ れ た 。

に も かか わ ら ず， こ の考 え 方 は全国に浸透 し ， 今 で

は 病 院 の 開放化 は 当 た り 前 で ， 患者の経 営す る 売店
や喫茶部 さ え 珍 し く な く な っ て い る 。

他方 ， 地域医療 や他の専門職種 を 取 り 入 れ た チ ー
ム ア プ ロ ー チ も 予 防精神医学や外国 に お け る そ の後
の新 し い リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ンサ ー ビ ス の 考 え 方 と 共

に浸透 し ， 今で は そ の必要性 を 認め な い 人 は む し ろ
少 な い 。

し か し ， こ れ ら の 考 え 方や 仕組みが本当 に患者 の
社会復帰促進 に つ な が る た め に は ， こ れ ら の 仕組 み
も さ る こ と な が ら ， そ れ以上 に 仕組み を 効果 的 に 機
能 さ せ る 職員 の側 の視点の転換が必要 で あ っ た 。 こ

の結果は 集 団 よ り も 患者の個別性 を 尊重 し た 医療へ，
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病気 の 治療 か ら 精神 を 病 む 人 間 の 治療への方 向 の転
換 を 必要 と し た 。 い わ ば， こ れ は 形 か ら 内 容へ の 転
換 と も い う べ き も の であ っ た 。

こ の た め に は ， 患者 と 職員 が人 間 的 に 平等 な 立場

に た っ た 関 係を 保ち ， 権威や脅威の な い ， 自 然 発 生

的 な対 人交流 を 基盤に した患者支援 の体制の確立が

必須であ っ た 。 渡辺3） は スタ ン ト ン ら の チ ェス ナ ッ

ト ・ ロ ッ ジでの社会学的 調査の結果 を 引 用 し て ， 精

神科医療 で は全て の診療時間 を の ぞ く 残 り の23時 間
(The other twenty-three hours）の有効 な 活 用が
治療 の効果 に重要な 影響 を 及 ぼす こ と を 指摘 し た 。
す な わ ち ， 彼 ら の研究 に よ れ ば患者が こ れ ら の お時
間 に ， 心的緊張 を 緩和 さ れ， 激励， 忠告 ， 支持 ， 教
育， 説明 な どの適度 な心理的支援 を 受け， 必要 な 保

護 や 食事， 睡眠， 入浴， 着替 え ， 身だ し な み ， 日 常
の挨拶， 対人交流 な どの面 で適切 な 援助が受け ら れ
る こ と が重要だ と い う のであ る 。

4 . 第三 の転換 一 社会的諸情勢 の 変化への対応
第 三 の転換 は 人 口構造， 疾病構造， 社会経 済的 変

化， 倫理 ・ 人権思想の高揚な ど か ら 余儀な く さ れ た
対応であ る 。

人 口 の高齢化， 社会的環境の変化か ら 起 こ る 老 人
疾患の増加 や新 し い タ イ プの病気 の 出現がそ れ ま で
の精神 医療体制に新 し い局 面 を 付与 し て き た 。 例 え
ば， 精神分裂病 を 主体 と し た そ れ ま で の 医療体制 に
老 人病棟や思春期病棟， 児童病棟， ア ル コ ー ル 病棟
な どの専門治療病棟が設け ら れ る よ う に な っ た 。 あ

る い は 倫理 ・ 人権思想の高揚か ら 受療 に つ い て の患
者 の 意志が尊重 さ れ ， その環境や処遇が特 に 配慮 さ
れ る よ う に な っ た 。 ま た ， 治療 の 面 で も ， こ れ ま で
の 方法 に 加 え て 心理療法や行動療法， 音楽療法や絵
画 ・ 陶芸療法 な どがいろ い ろ な 形で試み ら れ ， そ の
効果が評価 さ れ る よ う に な っ て き た 。

5 . 看護の変化
こ う し た 精神 医療の変化 と 並行 し て看護 の方法や

考 え 方 も 変化 し た 。
最 初 に 起 こ っ た変化は集団 か ら 個への転換であ っ

た 。 こ れ は薬物療法が導入 さ れ， そ の効果が賞揚 さ
れ て い た 1955年代 の 中 頃 か ら 既に 指摘 さ れ て き た 問

題 で あ る 。 こ の切 っ 掛け は 良 く な っ て 退 院 し た 患者
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が再発 し て す ぐ ま た 入院 し て く る と い う 回転 ド ア 現
象 に あ っ た 。 こ の 原 因 と し て 現在 で は患者の 服薬 の
中 断， 減量 ， 治療者一患者関係の安定度， ア フ タ ー
ケ ア の 充実度， 家族内 力 動 と り わ け感情表 出 が考 え
ら れて い る が， 当 時 は患者 と 看護者 の 関 係の あ り か

た が重視 さ れ， そ れ ま での 集 団 的 な 関 わ り か ら 一 人
一 人 の 個 別性 を 重 ん じ た 個 の 関 わ り が強調 さ れ た 。

し か し ， 患者 と の個 の 関 わ り は 集 団 以上 に 難 し い

も の で あ る 。 精神分裂病の患者 の 閉ざ さ れた 心 を 開
く に は ， 時 に シ ュヴイ ン グ の い う 温か い 関心 を 示 し
な が ら の ， 何 も し な い で ， た だ側 に い る だけ の 素朴

な 人 間 的接近が重要であ る 4 ） が， 普段患者 の た め に
何 か役立つ こ と を し な け れ ば な ら な い と 思 い込んで
い る 看護者に と っ て は こ れ は な か な かで き な い こ
と だか ら で あ る 。

第二の変化 は ， 外か ら の働 き 掛け に よ っ て 依存性
を 高 め て し ま う よ り ， 患者 の 内 か ら 自 発性が生 じ る
ま で何 も し な い で待つ の が良い と す る 考 え 方 か ら 出
発 し た ア プ ロ ー チ で あ る 。 こ の背景 に は 1965年 代 中
頃 に 盛 ん に な っ た 精神医療 に対す る 告発や不祥事 を
契機 に 起 こ っ た 生活療法批判 の 影響があ っ た こ と は
否め な い 。 つ ま り ， そ れ ま で行 わ れ て き た 生活療 法

が患者 の 個別性 を 尊重 し な い ， 熱心 な 働 き か け に 終
始 し た 結果患者 の 自 発性 を 摘み取 り ， 依存性 を 助 長
し て し ま っ た と い う 批判 的見方 で あ る 。

こ の結果， い わゆる 生活療法活動 は全 く 行 わ れず ，
患者が汚れ た 病棟 内 で漫然 と 過 ご し て い る だけ の 時
代が10年近 く 出 現 し た 。 し か し ， 予想 さ れ た 筈 の 患
者の 自 発性 は 一 向 に 現 わ れず， 結局 こ れ ら の批判 を
踏み越 え た 新 し い視点の働 き か けが行わ れ る よ う に
な っ た ヘ

こ の 新 し い視点の働 き か け は 1 . 清 潔 で快適 な 環
境は患者の 健康感 を 増大 さ せ る ， 2 . 自 発性 の 喚起

に は 適 度 な 働 き か けがむ し ろ 必 要 で、 あ る ， 3 . 規律
的 な 生活ゃあ る 程度 の 集 団活動 は 精神 の 活動 を 高め
る た め に 必要で あ る と い う 看護者側 の 発想 か ら 出 発
し て い る こ と も 興味 あ る 点で あ っ た 。

第三の変化 は患者の病気の見方の転換で あ っ た 。

こ れ は ， 精神分裂病に対す る 医学 的 な 見方 を 否定 す

る の で は な く ， む し ろ 病気 を ク ー ル な 目 で は な く ，
患者 に 与 え て い る 苦痛 の 面 か ら 理解 し よ う と す る も

の で あ る 。 こ の背景 に は ， 当 時 わ が国 に紹介 さ れ た

力 動精神 医 学 を 基礎 に し た ア メ リ カ の 精神看護学の
考 え 方が影響 し て い た こ と は確 か で あ っ た 。 そ し て ，
こ の 考 え 方 は看護の ア プ ロ ー チ を 容 易 に す る 点で急
速 に わが国 の 精神 看護学界 に取 り 入れ ら れて い っ た 。

第 四 の変化は こ の 頃か ら 広 ま っ て き た患者 の心理
的理解 を重視す る 傾 向 であ っ た 。 こ の背景には 1965
年 頃 か ら 増 え 始 め て き た神経症や心 身症患者 に 対 す
る 看護 ア プ ロ ー チ の必要性や精神 医療の 中 に取 り 入
れ ら れつつ あ っ た心理療法 か ら の 影響があ っ た 。 こ

の傾 向 は 精神科以外の患者 の看護過程 に も 取 り 入 れ
ら れ， 今で は 看護の全域で重視 さ れ る 要素の一つ に
な っ て い る 。

第五の 変化は 同 じ 頃紹介 さ れ た ベ プ ロ ー の対 人 関
係看護論が基 に な っ た 患者 と 看護者の相互作用を

重視 し た看護の展 開 に 目 が向 け ら れ て い っ た こ と で

あ る 。 看護 は ， 患者 と 看護者の 力 動 的 関 係の 中 で 展
開 さ れ， そ の 関 係や相互作用の あ り かたが看護の 効

果 に 密接に 影響 す る と い う ベプ ロ ー の こ の考 え 方 6 )
は 看護の全領域 に 共通す る 有用な理念でわが国 で も
精神科領域 ばか り で な く 広 く 看護 界 に 取 り 入 れ ら れ
て い る も の で あ る 。

第六の変化は 精神医療 の 地域へ の傾斜や 医療や社
会の ニ ー ズ の 変化 に と も な っ て 起 こ り つ つ あ る 精神
看護学の守備範 囲 の 変化で あ る 。 訪問看護や心の 相
談窓口 ， リ エ ゾ ン 精神看護相談 な どがそ の表れで あ

る 。 す で に 外 国 で は ， 地域精神保健看護や心理社会
的看護， リ エ ゾ ン 精神看護 な ど の 領域が確立 さ れ て

い て ， そ の 活動分野 も 精神科施設， 地域精神保健 セ
ン タ ー ， 総合病院の精神科病棟， 私的診療所 な ど の

伝統的施設 か ら 在宅サ ー ビ ス ， 一時 的 な 入 院治療 計
画 ， デ イ ケ ア ・ セ ン タ 一 ， 養護 あ る い は 集 団住 居施
設， ホ ス ピ ス ， プ ラ イ マ リ ー ケ ア ク リ ニ ッ ク ， 学校，
刑務所 ， 管理ケ ア 施設， 健康維持組織へ と 拡大 さ れ
つつ あ る 1）。 この傾 向 は やがて わ が国 に も 見 ら れ る
よ う に な る で あ ろ う 。

患者の求める精神看護学の資質と役割

1 . 患者 の 求 め る 人間性 と 専 門性

こ こ で患者の求め る 心の ケ ア に触 れ， 求 め ら れ る
精神看護学の 役割 に つ い て 述べ て み よ う 。

や さ し い 人 ， 叱ら な い 人， よ く 聞 い て く れ る 人 ，

ts・4唱’i



神 郡

分か る 人。 こ れが患者が看護者 に 求 め る 人 間 性 と 専

門 性 に つ い て の素朴 な 要求 で あ る ヘ精 神 の 障害 者
は傷つ き やすい， 脆弱な 心 を 持 っ て い る 。 そ れ ま で
に 人 か ら 傷 つ け ら れ た り ， 人 知 れず不安 に 思 っ て 自
信 を 失 っ てい る 。 し た が っ て ， や さ し い 人 は そ れ だ
け救い な の で あ る 。 こ の や さ し さ は ， 看護者の 中 か
ら 全体的 に 感 じ取 ら れ る 雰囲気 な い し は 印象 で あ る
が， 患者は こ れ を 即座 に 感 じ 取 る の で あ ろ う 。 不 思

議 と 恐い 人 に は 近寄 ら な い 。 心の脆弱な 人 に と っ て
は す ぐ叱る 人 も 苦手 な のであ る 。 そ れ よ り ， た だ‘黙っ
て よ く 聞い て く れ る 人がいい の で あ る 。 そ れ でい て ，
自 分の 悩みや葛 藤 を よ く 分かつて く れ る 人が一番 な
の で あ る 。 実 は こ う な る た め に は ， 難 し く い え ば，
患者 の 病気 は 勿論， 患者 の 置かれ た 立場や心理的状
態4よ く 分かつた上で， 対応で き る 人で な け れ ば な
ら な い か ら ， こ れ は大変 な 要求 な の で あ る 。

2 . 求め ら れ る 聞 く 技術 と 聞 く こ と の効用
患者が求め る 聞 く 技術があ る と す れば， 恐 ら く ，

自 分が楽に 話せ る ム ー ド を 創っ て 黙 っ て 聞い て い て
く れ る 技術 で あ ろ う 。 こ れ は 私 た ち が悩み を 話 し た

い 時の こ と を 想起す れ ば よ く 分か る 。 先ず聞 き 手が
い て ， 適時 に 相 づ ち を 打ち ， 話 し やすい雰囲気 を 創
り ， 余分 な こ と を い わ ず に 聞 い て い て く れ れ ばい い
の で あ る 。

こ の典型 的 な 一つ の例 9 ） を お話 し ま し ょ う 。 こ れ
は あ る 大学の看護学部の学生が 自 発的 に 研修 に き た
時の話で あ る 。 病棟に行 く と いつ も 決 ま っ て 後 を 付
い て く る 患者がい る 。 患者が学生 に 一生懸命話 を す
る のだが， 呂律や言葉がは っ き り せず， さ っ ぱ り 聞

き 取れ ない 。 と こ ろ が不思議な こ と に いつ も 側 に い
て 上手 に 相づ ち を 打っ て そ の話 を 聞い て い る 患者が
い る 。 後 で そ の患者 に 「あ の患者が ど ん な こ と を 話
し て い る の かJ 聞 い て み た と こ ろ 彼女 も さ っ ぱ り 分
か ら な い と い う こ と で あ っ た 。 し か し ， こ の 時 ， た
と え 何 も 分か ら な く と も ， あ れだけ上手 に 聞 き ， 相
手 に快 く 話 さ せ る こ と がで き た ら い い と 思 い ， 「聞

く 」 と い う こ と の 意味 を 改め て 考 え さ せ ら れ た と い

う の で あ る 。
患者 の話 を よ く 聞 け ば， ま た 思いがけ な い効用 を

示 す こ と も あ る 1 0 ） 。 こ れ は ， 物 が盗 ら れ る こ と を

理由に ， こ ん な 病棟 に はい ら れ な い か ら 退 院 し た い

博

と 頻繁 に 要求 し て は 看護者 を て こ ず ら せ て い た 血統

妄想患者 の 例 で あ る 。 毎日 の 退院要求 に 閉 口 し た 看
護者が筆者 に 「あ あい う 時の巧い対処法 は な い か J
と 迫 る の で 「話 を よ く 聞い て や る j こ と だ と い う と ，

そ ん な こ と を し た ら 一 日 かか る し ， 第 一 坪があ か な
い と い う の で あ る 。 そ の結果， 結 局 筆者がそ の 代 行
を 務め る 羽 目 に な っ た 。 患者の話 は ， く だん の よ う
に ， 兄に作 っ て も ら っ た 上等 な 茶羽織 を 盗ま れた こ
と か ら 始 ま り ， 前 田藩の末商で あ る こ と ， 子供 達 を

立派に 教育 し て 嫁がせた こ と に お よ び最高潮に 達 し
た 。 し か し ， よ く 聞い て い る と ， そ れ な の に 誰 一 人
見舞い に き て く れ な い 淋 し さ に お よ び も う 盗ま れた
茶羽織 は ど う で も いい心境 に な っ て い る こ と が吐露
さ れ た 。 自 分の思い を 十分話 し た 満足感か ら か， 患
者 は そ の後退院の要求 も な く 年 余 に 亘っ て 平静 に 過
ごす よ う に な っ た 例であ る 。 し か も ， この 面接 に 要
し た 時 間 は 僅か23分で あ っ た 。 こ の よ う に ， 患者 の
話 を よ く 聞 き ， 満足 を 与 え る こ と がで き ればそ の 効

果 に は 測 り 知れ ない も の があ る の で あ る 。

3 . 求め ら れ る 病気の理解 と 援助
患者の病気 を よ く 理解 し ， そ の 上 で患者 に 必要 な

援助 を 行 う こ と が看護の常道 と さ れ る 。 し か し ， こ
の た め に は ， 患者 に 求 め ら れ る 病気の理解 と 援助 と
は何か を よ く 知 ら な ければ な ら な い 。 こ こ に 幾つ か

の例 を 挙げな が ら そ の 本質 を お 話 し ま し ょ う 。

先 に 筆者は病気 を 患者 の 立場 か ら 理解レ立、要 な 援
助 を 行 う こ と が看護では大切 だ と 述べ た 。 こ れ は 明
ら か な 妄想体験の場合で も 同 じ であ る 。 あ る 時， 暖
か な 陽射 し の差 し 込 む ホ ー ル に 一 人 の患者が倒れ こ
む よ う に 走っ て き て 「苦 し い か ら 助 け て く れJ と 訴

え る 。 よ く 聞 く と 患者は 光の 子 を 100 人 程 宿 し ， 今

お 産が始 ま る と こ ろ な のだ と い う 。 そ れ を 聞い た 看
護者がそ ん な 馬鹿な こ と は な い ， そ こ が妄想 と い う
「あ な た の 病気だj と い っ た も の だか ら ， 押 問 答 に
な り ， 興奮 し た 患者か ら 頭部 を 殴 ら れ た ト ラ ブ ル が
起 こ っ た こ と が あ っ た 。 こ の場 合 で も 妄想 に よ っ て
引 き 起 こ さ れ て い る と は い っ て も ， 患者の苦 し み が
「お産」 に あ る こ と に理解 を 示 し ， 先ずい た わ っ て
や れ ば， 恐 ら く 事態 は こ う は な ら な か っ た か も し れ
ない と 考 え ら れ る 。

病気の理解 で は知識で は な く 臨床体験に裏打ち さ
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れ た病態の理解 が重要であ る 。 一 つ の 例 を 用い て 今

度 は そ の 辺 の 事情 を お話 し ま し ょ う 。

こ れ は 精神 分裂病 を 病 んだエ リ ー ト サ ラ リ ー マ ン

の 院外作業適用中 の 出 来事であ っ た 。 作業先 の会社
では ， 本人の経歴 を 配慮 し現場 の 単 純 な 作業では な
く ， 倉庫 の事務 的 な 仕事 を 患者 に 割 り 当 て て く れ た 。
と こ ろ が こ れが裏 目 に 出 て し ま っ た の であ る 。 数 日

す る と 会社 か ら 病 院 に 電話があ っ て ， 患者が電話 の

前 に 件 んだ ま ま 動 か な く な っ て し ま っ た と い う の で

あ る 。 行 っ て み る と ， 硬い表情 で下 を 向い た ま ま 患
者が立っ てい る 。 筆者の顔 を み る と 幾分ホ ッ ト し た
の か 「助 か っ た j と 微 か に い う 。 病 院 に 帰 っ て よ く
聞 く と 倉庫 で は 電話 に よ る 仕事場か ら の 部品 の 調達，

人の応対， 整理整頓 な ど細 々 と し た 仕事が次々 に 起
こ り ， 一 々 そ の対応に 迫 ら れ る 。 こ の た め ， ど う し
ていい か分か ら な く な っ て し ま っ た の だ と い う 。 こ
れは昏迷 と い わ れ る 状態であ る が， 一般の 人 に は 見
ら れ な い反応であ る 。 こ う し た状態 の 時 は ， 一 時 外
界の刺激 を 遠ざけ， 心身の安静 を 図 り ， 回 復 を 助 け

る 必要があ る 。
こ の よ う に ， 患者の 変化 を 見 て ， そ の意味や状態

が的確 に把握で き ， す ぐ に 適切 な 対応 を と り ， 安 ら
ぎ を 与 え る 能力 が， 求め ら れ る 病気の理解 と 援助 の
中 に は 含 ま れ て い る の であ る 。

4 . 求め ら れ る 患者支援 の あ り か た
落 ち 着 か な い患者の要求 に 一 々 応 え ， 患者の ニ ー

ズ を 満 た し ， 平静 を 取 り 戻 さ せ る こ と も 求め ら れ る

看護の重要 な 役割 であ る が， こ れ を 満足 さ せ る こ と

は な か な か難 し い 。

あ る 時， 発揚気味で落 ち 着 か な い妄想幻覚状態 の
患者 を 学生に受け持たせた こ と があ っ た 。 患者 は ，
歌 を 口 ず さ んだか と 思 う と ， 廊 下 に 走 り だ し て は 外
に 出 ょ う と す る 。 こ ん な具合だか ら ， 食事 を す る の

も 容易 でな く ， 一 口 食べ て は 周 囲 に気 を 散 ら し ， 人

の動 き に 反応 し た り ， 持 ち 物 を 探 し た り す る 。 か と
思 う と ， 割 合 に 平静 な 時や甘 え た り す る 時 も あ る 。

学生は始め患者の状態 に 吃驚 し た が， そ れで も 患者

の要求 に 応 じ ， い わ れ る 通 り に し た 。 果物 を 食べ た

い と い え ばそ の 通 り に し ， 顔 を 洗 う と い え ば介助 し

た 。 廊下 を 走っ て い け ば， そ の 後 を 追い掛け， 危 険

な こ と があ れ ば患者 を か ばい， そ れ を 制止 し た 。 こ

の た め ， 学生は精 も 根 も 尽 き 果 て ， 実習 を 続 け ら れ

な い と 訴 え る 。 傍 目 に も 実 に よ く や っ て い た の だ か

ら ， こ れ は偽 り の な い気持 ち であ ろ う 。 と こ ろ で，
当 の患者 は さ ぞ満足 だ‘ っ た に 違い な い と 思 っ て き く
と ， 答 え は意外 に 反対であ っ た 。 理 由 を 聞 く と 「学
生はいつ も 付 き っ き り だか ら 嫌だ， 疲 れ る j と い う
の であ る 。 こ れは患者の援助で精根 を 使い 果 し た 学

生の述懐 と 妙 に 符合す る か ら 不思議で、 あ る 。
こ れ は ， 患者が落 ち 着 か な い 時で も ， そ の 中 に は

本当 に 援助 の 必要 な 時 と そ う で な い 時があ っ て ， そ
れ を も っ と 見極め て ， 援助す る こ と が重要であ る と
い う ， 患者支援 の あ り 方 を 逆 説 的 に 示 し て い る 好
例 1 1 ） と い っ て も よ い 。

同 じ よ う に ， 生活技能訓練な ど患者 の 自 立訓 練 の

過程では訓練 と 並行 し て温かい心遣いや言葉掛け，
励 ま し ゃ支持が不可欠であ る 。 ま た 最近では， 患 者
の 自 立 に 必要 な 家族の協力や社会の理解 を 得 る た め

の教育や啓蒙活動 も 看護の役割 の一つ に 加 え ら れて

い る 。

5 . 求 め ら れ る 社会心理的面 か ら の理解
社会心理的 面 か ら の理解 も 最近患者 か ら 求め ら れ

て い る 精神看護学の側面であ る 。 こ の 背景 に は ， 従

来 の神経症 に 加 え ， す でに述べた 登校拒否， 神 経 性
無食欲症 の よ う な摂食行動異常， ア ル コ ー ル 依存 を

始め と す る 物 質乱用障害， ス チ ュ ー デン ト ア パ シ ー

な どの よ う な ア イ デンテ イ テ ィ ー 障害 な ど新 し い タ
イ プの病気が精神医療 の領域で扱 わ れ る よ う に な っ

た こ と が挙 げ ら れ る 。 こ れ ら の病気は ど れ を と っ て
も ， そ の 発生の要 因 や経過の過程で社会心理的 因 子
が深 く 関 わ り ， そ れ ら の理解がな く て は 看護が困 難
な も の であ る 。 こ の ため， 看護の過程でこ れか ら 益々
こ う し た社会心理的面の理解が重視 さ れて い く と 考
え ら れ る 。

6 . 求め ら れ る リ エ ゾン精神看護 の役割

病気 を す る と 誰で も 何 ら かの心理的影響 を 受 け る
こ と は 昔か ら よ く 知 ら れてい る 。 し た がっ て ， 身 体
の病気の患者の場合で も ， 心理的 面か ら の理解 を 等
閑 に す る こ と は で き な い 。 そ の 好例 1 2 ） を 紹 介 し て

み よ う 。

こ の 例 は ウ エ ル ナ ー 症候群で， 両 眼 の 角 膜変性手
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術後， 眼底 に網膜剥 離の あ る のが見つ か り ， ラ ス ト
ア イ を 宣告 さ れ， 医師の説明 に 一応納得 し た も の の

そ の後 落 ち 込み ， 食事 も 取 ら ず， 看護者の援助 に も
反応 し な く な って し ま った 患者 で あ る 。 要請 を 受 け

た筆者が患者の ベ ッ ドサ イ ド を 訪れ る と ， 患者 は 嘆

声 に 視力 障害 も 加 わ り ， 洗面， 食事， 排j世， 歩行 な
どの 日 常生活行動や コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ンに も 支障が
み ら れ る 状態 で あ っ た 。 そ し て 酷 い頃声で， 先生か
ら 「失明」 と 「退院」 を 言 い 渡 さ れた シ ョ ッ ク を 訴

え た 。 筆者 に は こ の状態 は予期 さ れ る 喪失体験 の 心
理的受容過程に 起 こ る 抑 う つ状態 と 考 え ら れ た が，
受 け持 ち の看護者 に は 分か ら な い よ う で あ った 。 む
し ろ ， 医 師 の 説 明 の 時 は あ ん な に し っか り し て い た

患者が ど う し て こ う な る の かが理解 で き な い よ う で

あ った 。 恐 ら く ， 悲嘆の過程で心理的落 ち 込み が経
験 さ れ る こ と は 知識 と し て 知って い る の で あ ろ う が，

そ の 実態 を 知 ら な い の で あ ろ う 。 と に か く ， 否 認 や
拒絶に 続 い て起 こ る 悲嘆過程の 落 ち 込み に は ， 話 を

よ く 聞 き 悲 し み に浸 る 時間 を 与 え る こ と が重要で，
看護者 は そ う い う 悲嘆の仕事が十分で き る 状況 を 整
え ， や さ し く 支 え て や る こ と が必要な の で あ る 。

こ の よ う に ， 心理的側 面 か ら 患者の病気 を 理解 し
そ の支援 の方法 を 示 唆す る 役割 は リ エ ゾン精神看護
学 と い わ れ， 精神看護学 の 期待 さ れ る 重要 な 領域 の
一つ で あ る 。

精神看護学の視点

1 . 無理 の な い複眼的見方

こ れ ま で ， 精神看護学の い ろ い ろ な 側面 に ふ れ て
き た 。 そ し て ， こ れ ま で の 精神 医療 の 歴 史 的経 過 に
言及 し な が ら ， 看護の立場 で は 病気 に 悩む患者 の 人
間 的部分か ら の理解が重要であ る こ と を 強調 し た 。
し か し ， こ れ は病気の側 か ら の見方 を 軽視 し て よ い
と いって い る の で は 決 し て な い 。 こ の こ と は ， そ れ
ま で の 精神 医療 の批判 と し て 生 ま れ た 反精神 医学運
動の考 え 方 や そ の影響か ら ， 患者の病気 を 度外視 し ，
人 間 的部分のみ を 強 調 し て 医療 や 看護 を 試み よ う と
し た 結果起 き た弊害 を み れ ば明 ら かで あ る 。 精神 医

療が辿った ， こ の よ う な 歴 史の教訓 を ふ ま え て 考 え

れ ば， 精神看護学 で は ， 患者 の状態 を 病気 と 人 間 的

な 悩み の双方 か ら 捉 え ， 無理の な い複眼的 な 見方 が

博

で き る こ と が必要で、． そ こ か ら 患者 に 求め ら れ る 援
助が引 き 出 せ る こ と が重要で あ る 。

2 . 多様 な視点 か ら の理解

し か し ， 精神看護学の対象 と す る患者の問題は も っ
と 多様 な 要 因 に よ って 引 き 起 こ さ れ る 。 こ れ に は 狭
義の精神疾患 ばか り で な く ， 心理機制や発達課題 ，

家族関 係や社会文化 的 因子 な ど様 々 な も のが関 係 し
て い る 。 し た がって ， こ れ ら の 要 因 が患者の問 題 と
ど う 関 連 し て い る か を 見極め ら れ る 多様 な 見方がで
き な け ればな ら な い 。 こ の た め に は ， 精神看護 学 の
他 に 精神 医学 や心理学， 発達論や家族関 係論， 行 動
科学や ス ト レ ス 理論 な どの様々 な 分野 の 幅広 い理解

が必要で、あ る 。
最 近 の ア メ リ カ で は ， 看護の 中 に 連続体 と い う 概

念l 3 ） が用い ら れ て い る 。 た と え ば健康 と 病気は別々
の次元 に あ る も の で は な く ， 本来一つ の連続体 を 成
す も の で， 一つ の極が健康 で あ る と す れ ば， 病 気 は
そ の 反対 の 極 に 位置 し ， そ の 聞 に 様 々 な レ ベ ル の 健
康状態が存在す る と い う 考 え 方 で あ る 。

病気か健康か を 二分 し な い こ の 考 え 方 は ， 精神 看
護学の よ う に 時 に健康 と 病気 の 聞 に 一線 を 画す る こ
と の で き な い状態 に対す る 援助 を 必要 と す る 領域 で
は 有用で あ る 。

3 . 関 係性 を 重視 し た と も に 歩 く 姿勢

こ の よ う な 多様 な 理解 を 駆使 し て 患者 の問題が分
かった と し て も ， そ れだけ で は す ぐ援助 に結 びつ か
な い の が精神看護学 の特徴で あ る 。 何故な ら ， 多 く
の患者が看護者の考 え る 必要 な 援助 を 認め そ れ を 進
んで受け入 れ よ う と し な い か ら で あ る 。 こ れ は ， 必
要 な 援助 を ス ム ー ス に患者 に 受 け 入 れ ら れ る 他の 領

域の看護 と 比べれば大変厄介な こ と であ る 。 し たがっ
て ， 必要 な援助が患者 に受け入 れ ら れ る た め に は ，
患者の抵抗を な く し ， 必要 な援助がス ム ー ス に 受 け
入 れ ら れ る よ う に す る 努力 が必要で あ る 。 こ の 努 力

の一つ は患者 と の 間 の 信頼関係の確立で あ り ， も う
一 つ は 患者 の 求 め る 形で援助 を 提供 し ， 看護 の 過程
で徐々 に そ の気 に さ せ な が ら 最 も 望 ま し い形 に 変 容

し て い く 努力 で あ る 。
精神 の病気の 回復 は一進一退 を 繰 り 返 し 直線的 に

は 進 ま な い 。 こ の典型 は 精神 分裂 病 に よ く み ら れ る 。
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よ い 時があ る か と 思 う と 極端 に 悪い 時 も あ る 。 心 の
平衡がち ょ っ と し た 環境の 変化で瓦解 し て し ま う こ
と も あ る 。 し た がっ て ， 精神 を 病 む患者の看護 で は
ウ ィ ル ソ ン1 4 ) が指摘す る よ う に ， 具 合 の よ い 時 に

は患者 の 自 律的 な 活動 を 促 し ， 具合の悪い 時 に は 患
者 を 支 え ， 保護 し ， 回 復 を 促す と も に 歩 く 姿勢が必

要であ る 。
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