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母親の 付添 い 下で 子ど もの 採血 ・点滴を行う試み の報告

　
一 母親 ・看護師 ・医師の 実施時と 1年半後の 意識一
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L は じめに

　病院 で 子 どもが検査 ・処置を受ける場合，子どもと

親 を引き離す と子ど もが 心理 的混乱を起 こ す こ と は古

くか ら知 られ て い る。欧米で は 1940年代 か ら医療に お

ける親 の 存在 の 重要性が指摘 され，エ960年代か ら親が

付 き添 う よ う に な り，現在 で は 親が 付 き添 う こ とが 当

た り前 とな っ て い る （Vernon ： 1970，ボ ウ ル ビ ィ ：

ig93）。

一方，わ が 国で は子ど もが医療処置 を受け る

と き に 親 が 付添 うこ とは 稀 で あ る （杉本 ：2002）。 そ

の 理由を稲毛 （1993）は 「痛み を伴う処置の場合に は

子 ど もは動 くもの で あり抑制 が 必須で あ る。 そ の 抑制

時間 は短 い 方 が 子 ど もに と っ て 最小 の 苦痛 で 済む し，

抑え る側の 心理的負担も軽くて 済む 。 こ の こ と と安全

に 固定で きる とい う妥協の 産物と して
， あ るい は し っ

か り固定する以外の 方法が わ か らなか っ た た め，安全

に配慮 した手際 の 良 い 手技として，親を処置室 に入れ

な い で 馬乗りな ど の 確実な固定が広ま っ た」 と述べ て

い る。こ れ に 対 し杉本 （2005） は親ヘ ア ン ケ
ー

ト調査

し親が採血 や点滴に付添 い た い とい う希望 が強い と報

告 して い る。

　当該当院で も 1年半前まで は 親を離 して採血や 点滴

を行 っ て きた が ， 子どもの 反応を見 て い て 「子 ど もは

検査 ・処置の 苦痛で 泣 い て い る と い うよ り親と分離さ

せ られ た こ とで 泣き叫 ん で い る」 よ うに 感 じ現状を 疑

問視す る よ う に な っ た 。 筆者 ら は 1年半前 に，子 ど も

が 採血 ・点滴 を受け る と き に実際に母親が付き添 っ た

場合，母親 ・医師 ・看護師の 3者がどの よ うに 感 じた

か を 観察 と面接で 調査 した 。 しか し こ の 時 の 看護師の

反応か ら，こ の 試みが 継続 される とは思え な か っ た 。

そ の 後にな っ て こ の 試 みが継続され て い る こ とを知 り ，

こ の 継続 に っ い て も面接 を行 い 継続 の 要因 を探 っ た 。

　本報告で は ， 我々 が 「母親付添 い 下 の 子どもの 採血

と点滴 の 試み」 を行 っ た 時点と 1年半後 に お い て ，看

護師，医師，母親 の 三 者がどの よ うに 意識を変えたの

か，ま た親付添い 下の 採血 ・点滴を継続さ せ た要因は

何か に つ い て 検討 した の で 報告す る
。

ll．方　法

実施時調査 と 1年半後調査 の 2 回調査 した 。

1．対象

　1）実施 時調査 ：2004年 8 月初め〜10月末（約 3か月 ）

対象 は 4 者 で あり，外来 で 検査を受け る 3 〜6 歳児，
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そ の 子ど も に 付き添 っ て き た母親 （以 下t 親とす），

子 ど もの 採血 ・点滴 に 関わ っ た 看護師，お よ び医師で

あ っ た 。 な お ， 当該病院で は ， 子ど もの 採血 は採血室

の 看護師が担当し，点滴は 小児科外来の 処置室で 行わ

れ る た め小児科外来 の 看護師 （以下，外来看護師）が

担当す る ル ール に な っ て い る 。

　2） 1年半後調査 ：2006年 3月初旬から 1か月

　対象は ， 採血を受け る子ど もの 親， 子ど もの 採血 に

関 わ っ た看護師 と 医師の 3 者で あ っ た 。

2．データ収集方法

　 1 ）実施時調査

（1）子ど もと親

　観察 と面接調査を行 っ た 。 院外 の 共同研究者 は毎週

1 日で あ る が 小児科外来を訪問 し，廊下 で 外来受診 の

親と世間話を しな が ら待機し，採血 や点滴 （以後，処

置） が 決ま っ た段階で 外来看護師か ら連絡 を受 け，親

へ 研究依頼を行 っ た 。 承諾後，院内の 共同研究者で あ

る外来主任看護師等 へ 連絡 し，小児科外来へ 来 る こ と

が で きる共同研究者 1名が決め られ，
こ の 看護師と院

外の 共同研究者の 2 名で 処置の 説明 と観察及 び面接を

行 っ た。

　子 ど もへ の 説明 で は，点滴を セ ッ ト した ぬ い ぐ るみ

の 熊を親の 前 で 子 ど もに 見せ な が ら，こ こ に チ ッ ク ン

して こ ん な ふ うな手にな る こ と， 泣 い て もい い が動か

な い こ と，親 が一
緒 に い る こ と，親 に 抱 っ こ さ れ て も

い い こ と等を説明 した。こ の 説明を行 う際 に 重視 した

こ と は，  子 ど も の ペ ース を重視 し子 ど も が考え て

「わ か っ た」 と答 え を だ す まで 待 っ た こ と，  す で に

他 の 病院 で処置を受けて い る場合，ひ と りで処置を受

け る こ と を学習 して い る可能性が あるた め，ひ と りで

は な く親が 付 き添 う こ とを 明 言 した こ と，  子 ど もの

行動 レ ベ ル で の が ん ば り方 と して ，処置 は泣 い て もい

い け ど動か な い よ うに 伝え る，
の 3点で あ っ た （蝦名 ：

2005）。

　親へ の 説明で は，子 どもに付添 っ て かまわない こ と，

付添う際に は，処置 の 間 はそ ば に 置 い た 「押す と光や

音が 出 る」おもち ゃ などで 子どもと遊 ぶ か，ある い は

自由に関わ っ て 欲しい と説明した 。

　観察 内容 は ，子 ど もの 様子 で は泣 い た ！泣 か な い
，

暴れ た／暴れ な い な ど，母親の 様子で は子ど もへ どの

よ うに 接 して い た か 及び親 の 注目が ど こ に あるかなど

が中心 で あ っ た
。

　面接は処置終了後 に 親へ 構成的質問で 行わ れ た 。 そ

の 内容は筆者 らが 日頃感 じて い る疑問を整理 し，付 き

添 っ た時の 親自身の 気持ち ， 子ど もをみ て い て 感 じた

こ と，次回 も付添い た い か等11項目で あ る。 ま た同意

を得 て 面接 をICレ コ
ー

ダ
ー

に録音 し逐語録 を作成 し，

回答内容の 確 認 に 用 い た 。

　分析 は観 察 内容 と面接内容共 に 質的 に 内容分析 が

行わ れた 。

（2）外来看護師 ・採血室看護師お よ び小児科医

　観察と面接が行われた。 病院看護i部か ら研究が承認

さ れ た段階 で ，外来看護師と採血室看護師お よ び小児

科医へ 研究協力 の 要請 と説明が 行わ れ た。説明 で は，

外来看護師と採血室看護師へ ，処置に親が同席す る よ

うに 誘導す る こ と，処置室内で は親 の 居場所 を伝 え る

こ と，子 ど もの 固定で は 馬乗 りで は な く処置す る側 の

腕を 固定す る よ う依頼 し，そ の 場面を筆者 らが観察す

る こ とを説明 した 。医師へ は い つ も通 りに処置す る こ

と を依頼し，そ の 場面を筆者らが 観察す る こ とを説明

した 。

　面接は処置終了後， 看護師と医師へ 別々 の 場所で 同

じ構成的質問を行 っ た 。 質問内容は看護師と医師は同

じで，筆者 らの 日頃 の 疑問を整理 し，親が付 き添 った

感想 や次回の 点滴 で も親 の 付添 い を認 め る か な ど4項

目で あ っ た。また 同意 を 得て 面接をIC レ コ
ーダーに録

音し， 逐語録を作成し， 回答内容の 確認 に用い た 。

　分析 は観察内容 と面接内容共 に 質的に 内容分析を行 っ

た。

　2）1年半後調査

　外来看護師 と採血室看護師及 び小児科医へ 「親付添

い 下で の 子ど もの 採血 や 点滴」 を実施 して きた こ とに

っ い て，続 けて きた理由，今 の 気持 ち，今後 も続ける

の か の 3項 目 を面接 した。ま た親 へ 子 ど もの 処置 に 付

添 っ て い る こ と に 関す る気持ち，付添 わ な い こ と に っ

い て の 意見の 2 項目を面接した 。

3 ，分析方法

　観察内容と面接の 逐語録を，各自が個人作業と して

分析 し，さ らに全員が集ま っ て 分析結果を報告 し合 い，

合意する過程を繰り返 し， 結論を形成した 。 分析の 視

点 を最初 は 特 に 定 め な か っ たが，自然 な成 り行 き で 親

付添い に関す る 戸惑 い ，親付添 い に関す る肯定的意見

1否定的意見 と な り，最終的 に こ の 視点 を採用 した 。
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4．倫理 的配慮

　研究協力の 要請は親，看護師，医師が 断 りや す い よ

うに 院外 の 共同研究者が担当した 。 三者 へ ，研究の 主

旨と倫理 的内容を 口頭 と書面で 説明 し，同意 の 場合 に

承諾書へ 署名を 得 た。倫理的内容 は 研究参加 の 自由，

途中で あ っ て も断る こ とが可能で あ る こ と，答え た く

な い 場合 は答 え な くて よ い こ と，氏名 は 記号化 さ れ個

人が特定されな い こ と，録音 の 諾否，結果を学会等 で

公表す る こ と，希望者 に は結果 の 概要 を 送付す る こ と

で あ っ た。

　親の 場合，上記 に 加え，研究協力の 許諾 は医師や看

護師へ 伝 え な い た め こ れまで 通 りの 通院が可能な こ と

を説明 した。

　子ど も の 場合親の 前で 筆者 らの 自己紹介 と行われ る

処置の 説明を行 っ た。 注意として ゆ っ くり した説明と

合間に 子ど もに ほ ほえ み か け る等 の 交流 を もち，受 け

入れて もらえ るよ うに 心掛 けた。 尚，本研究は神戸市

看護大学の 倫理委員会で 承認され て い る 。

皿 ．本試みが始まる前の小児科外来と

　　採血室の状況

　採血室と小児科外来の 処置室 で は ， 処置の間は親が

廊下 で 待 ち，子 ど もひ と りが処置室 内部 に 入 れ られ た 。

看護師 は，安全 に 処置を行 うた め に子 どもの 動 きを抑

制す る目的で ， 状況 に応 じて タオ ル で くるむ か 馬乗 り

に よ る 固定 を行 っ た 。 また，採血室で は 抑え 役 と して

外来主任看護師 1名と男性の 検査技師 1 名の うち ど ち

らか 1名 な い し 2 名共 コ
ール され る こ とが多か っ た。

IV．結　果

1．対象者の背景

　実施時調査 で は 5 組 の 親子から承諾を得 た。 内訳は

3 歳児 3 名， 5 歳児 2 名，親は 母親4 名 （30代 3 名，

40代 1 名） と母 ・祖母 正組 （母 ：30代，祖母 ：5 代）

で あ っ た 。 処置に関わ っ た看護師は 5 名 （20代 1 名，

40代 2 名，50代 2名），医師 は 2名 （30代 1名，40代 1

名）で あ っ た。

　 1年半後調査 で は，母親2名 （30代2名），看護師4名

（20代 1名 ， 40代2名 ， 50代1名）， 医師2名 （実施時調

査 と同じ医師）へ 面接した 。
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2．子 ど もの 反応 （表 1 ）

　実施時調査 で は，子 ど もは熊 の ぬ い ぐるみ で 説明を

受け た後に親と一緒に処置室 へ 入室 した 。 子どもは，

暴れ る こ とな くじ っ と手 を 見て い る，泣 い て い て も暴

れ な い，針を刺す と泣 くが 泣きなが ら も音の 出 る お も

ち ゃ で 遊ん で い る，親 の 声か け に安心 して い る な ど が

観察さ れ た
。

3．母親 の 意識 （表 2 ）

　実施時調査 で は， 4 人 が次回 も付添い を希望 し ， 1

名は ど ち らで もよ い で あ っ た 。 そ の 理 由は 4 項目に 整

理で きた。第
一

は子 どもの 緊張緩和で あ る。「親 の 声

を 聞 い て い る と子 ど もが 安心 す る」「子ど もに 触れ て

い るだ けで 十分大丈 夫 だ と い う親 の 思 い が 伝 わ る 」

「2 回刺さ れ た け ど子どもに声をす ぐ掛けて や れ た」

で あ っ た 。 第 二 は 親 自身 の 安心 で あ る 。 「子 ど も の 為

に そ ばに い て や りたい 」「親 は外 で 泣 い て い る声を聞

くだ けで 疲れ る」で あ っ た 。 第三 は さ れ る こ と を監視

す る で あ り，「馬乗 りに な っ て 押 さ え っ け られ て 注射

され た こ とを子どもが教え て くれ た の で，こ れ は大変

だ と思 った」「何 さ れ るん やろうと い う感 じは あ る」

「そ ば に い れ ば無茶 は さ れ な い だ ろ う」 で あ っ た 。第

4 は看護師の手伝い で あ り，「暴れ た ら押え る な ど ，

自分 の で き る こ と を しよ う と思 う」 で あ っ た 。

　1 年半後調査 で は，親 は 「傍 に い る ほ うが安心 」

「子 ど もの 泣 い て い る姿 を 見 る の はつ ら い が 外 で 待 っ

て い る と涙 が 出そ う に な る」「今後 も付添 い た い と思

う」 と述べ た 。

4，看護師の意識と そ の変化 （表 3）

　 1）実施時調査時 の 反応

  　外来看護師達 の 反応 ；我々 が準備した ッ
ール （点

滴 され た熊 の ぬ い ぐる み や，光 っ た り音 が で る玩具 で

処置中に親や看護師が子どもと遊ぶ ）に関心を示した

が，我 々 の 前 で 手 に す る こ とはな か った 。 「
一

緒 に し

ませ ん か 」 と声をか け る が 加わ る こ とは な か っ た。

　親付添い下 の 点滴に対す る意識は 「子 ど もが 暴 れ な

か っ た」「親が い る こ とで 守 っ て くれ る人が い る とい

う安心 が あ る」 と子 ど もの 変化 を語 りな が ら も，そ の

一
方で 「2 歳以下 や 手 の かか る子 は，親が見て い る と

か わ い そ うだ」「親が い る の で 緊張した 」「医師も緊張

して い た の で，親が 付添 っ て い な い 方 が や りや す い 」

と親や 医師 ・看護師へ 同情 した 内容を語 っ た 。 次回も
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表 1．母親 の付添 い下 で 採血 ・点滴 を 受 け た 時の子 ど もの 反応

子 ど もの 年齢 子　　ど　　も　　 の 　　反　　応

ケ
ー

ス A ：3歳
処置室 に入 っ て お もち ゃ で ず っ と遊ん で い た 。

採血 ・点滴す る こ とを説明 し熊 の ぬ い ぐる み で 点滴の 説明 を具体的 に す る と興味

あ る様子 で ボ トル を押 して み た り注射器を触 っ た り して い た。

採血側 の 手 を看護師が 押 さえ て もじ っ と して い た 。

1回 目の 採血時は表情 を変え ず に 手を見 て い る だ けで あ っ た が 失敗 し2回 目の 採

血の 時 は表情が 曇 っ た 。 しか し泣 い た り暴 れ た りす る こ と は な か っ た 。

処置後は母親か ら声か け られ て じ っ と して、自然と う と う と して い た。

ケ ース B ：3 歳 3 ヶ 月
吸入後で 首を横に振 っ た り ぐず っ て い たが点滴の 説明に は 、

うな つ い て い た。

処置中 は じっ として 「血出て きた」 と言 っ て い た。

処置後 は 「ば
一

ち ゃ ん，ば
一

ち ゃ ん 」と呼び，祖母が じ っ として 置 くよ うに言 う

と頷 い て素直 に従 い じ っ と手を見 て い た。

ケ
ー

ス C ： 5 歳
処置の 説明 に嫌だと初 め は言 っ て い たが処置 の 必要性を何度か説明す る とじ っ と

見 て 「痛 くせ ん とい て」 とい う。

赤ち ゃ ん や熊 もがん ば っ て い る と言 うと 「わか っ た」 と い い 処置中は苦痛表情を

しな が らも自分 の手 を み て 動か さ ずに い た。

泣か ず に 処置を 終 え て そ の 後も点滴 の 手を見 て い た。

処置後もじ っ と して 周 りを 見て い た が 「痛か っ た ？」の 質問 に 頷い て い た 。

ケ
ー

ス D ： 5 歳
おもち ゃ を持 っ て い くとそ の お もち ゃ に 夢中に な っ て い た が消毒を し始 め る と 自

分 の 腕を じ っ と見っ め だ し，針 を刺す と泣 き 出 した。

処置中も泣 い て い たが 泣 きな が らも時々 針 を見 た りしな が らも，お もち ゃ で 遊ん

だ りお もち ゃ を 見 た りして い た 。

お もち ゃ に 気を取 られ て い る様子 だ った 。

抜針時 に は 「痛 い」 と い うが 泣か な か っ た 。 処置後 も固定 を じ っ と見 て い た 。

ケー
ス E ：3 歳 8 ヶ 月

ル ン バ ール の 処置後で 安静臥床し ぐ っ た りして い た 。

点滴準備や医師 が血管 を見 て い る 間も じ っ と手 を見 て い た 。

採血 、 点滴が 始 ま っ た と きは カ レ ーパ ン マ ン を手 に 持 っ て じっと見 て い たが 採血

中は 自分の 血 の 方を見 て い た 。

処置終了時も じ っ と手を見て い た 。
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表 2 ．　 厂母親 の 付き添 い 実施時」 の 母親 の 思 い

A ケ ース　 点 滴 Bケ ース　 点滴 C ケ ース 　 点滴 D ケ ース 　 採血 Eケ ース　 点滴

子ど もの年令 3 歳 3歳3 ヵ 月 5 歳 5 歳 3歳 8 ヵ 月

親 の 年 令 30歳代 30歳代　祖母50歳代 40歳代 30歳代 30歳代

親は点 滴 ・採血 私の 子どもは点滴 の 時 言って聞かせた ら納得 泣 い て て かわい そ う。 予防接種の 時な ど もほ 元々 採血 とかに 強い の

を受 ける 子 ど も で も表情はか わ らずお で きる子で 納得した ら 処置して もらった ら楽 とん ど 泣か ずで じ っ と で ，一人出頑張れ る子。
を ど う 見て い る とな し い。 頑張れ る 子だ と思 う。 に な る こ とは 、本人 も 耐え て い る 。
か 点 滴の 時 などい っ も泣 今回 は注 射する こ とは わかって い る 。 意外 と強い ん や なあと

か な い。が ん ば る方 で わか っ て い る。 思 っ た 。我
．
漫す る方。

ある。

親 が 付 き添 った 子 ど もが安心 す る。 親が 目の 前 に い た ら子 親 がい るだけで 安心。 緊張 が和 らぐよ うに 。 い っ もそ ばに い な い か

と きの 行動 と思 親の 顔や声を 聞い て い ど もが安心す る 。一緒 一緒に い た方が 絶対い 気分が 和ら い で くれ た らわ か らな い 。
い る と安心す る 。子 ど も に い た方 が泣 かない 。 い と思 う。

，
り い い D 今 日 は じっとして い た

の た め に そ ば に い て や
一

緒 に い て手 で もつ な 子 ど もに触 れて い るだ 針を 刺 す前 か ら子 ど も の で 私が そ ば に い る方

りた い 。 い どい た ら，少 し暴れ けで，大丈夫よ とい う と
一
緒に お もち ゃ で遊 がい い かな と思 っ た 。

て も安心 する。親がい こ とが伝 わるかな。 ん で い た。
な く て押さ え っ け られ 子 ど もが 大き くな る と 処置か ら気を そ ら す よ

て さ れる の と全然違 う 。 親がす る ことは な い
。 うに ずっと話 しか けて

親 は外で 泣い て い る声 い た。
を聞 くだけで 疲れ る 。

医療者 に 対す る 祖母が看護 師で 点滴な 何を され たか は 子ど も 何さ れ る ん や ろ う とい そ ば に い れ ば無茶は さ 特 に な し。
イ メ

ージ ・感想 ど どの よ うに す るか知っ が 真似 して 教えて くれ う感 じはある 。 処置中 れ ない だ ろ う。 以 前他院 で 点滴す る時

て い る ので 医療 現場 を る。家で お医者さん ごっ は子 ど もの 様 態が 変わ 信頼 は して い るが 何 を に ，カ ーテ ン の 隙間か

見 て も戸惑 い は 感 じな こ して い る時 に 、馬乗 らない か気 に な る 。 看 され て い る の か不安。 ら密 かに馬乗 りされ る

い。 りに なって押さえ っ け 護 師や医 師の 手際が い 採血の 時はい っ も看護 の を見 てい た。
親が付き添 っ て い な く られ て ，注射さ れ た こ い か ど う か あ ま り気に 師に連 れ て 行か れ る か 子供は泣 か ずに ，手を

て も無茶な こ と はされ とを教え て くれたの で 、 して い な い 。何度 も注 ら仕方 が ない 。 出 して じっと して い た 。
て い ない と思 っ て い る。 こ れは大変だと思 っ た。射され ると え え っと，

また，何 をされて い る とは思 う。母 親は 処置

の か 気に な る し，見て の 時に 何 か役 に 立て る

いた いの で，付 き添い こ とがあ るか。 母親は

をす るこ とに した。 処 置の 時，側 に い るし

か 役に た た な い 。暴れ

る な ら
一

緒 に 押えて る

方 が気 が 楽。

付き添 っ た 感想 小学校の 低学年ま で は 是非付き添い たい 。 付添う こ とが普通かな 今まで 採血 して い ると 付 き添い に つ い て ，別

付き添 っ て や りた い。 一緒に い た方が 泣か な と思 う 。泣か れ る とか きな どみ た こ とが なか っ に深 くは考え なか っ た 。
点滴 す るときはい つ も い か ら，付 き添 った方 えって い ない 方がい い たの で見 る こ とが で き 付 添 うか と聞かれたの

ぐっ た りし て い る の で が よ い。 と思 う。付 き添 っ て い て うれ しか っ た 。 で 付添 っ た。
心配 で あ る。 る と 3 歳 くらい まで は い ろ ん な面 が見れ た。 出て 下 さい とい われれ

2 回刺され た けど子 ど 「お 母 さん助 けて 」 み ば出てい る。付き添っ
もに声 をす ぐ掛 けて や た いに 泣 く時もあ っ た。 て み て別に ど う っ て 事

れ た。 か えって 甘 えて 泣 くな はな い 。見 るの はどっ
らい ない ほ うがい い。 ちで もよ い。泣くな ら

泣 い て い る姿は 見て も あん ま り見 た くない 。
見 な くて もか わい そ う

と思う気持ちは 変わ ら

な い 。

こ れか ら も付 添 低学年 はぜ ひ付 添 い た ぜ ひ 付添 い た い 。 付添 い た い 。 子 ど もの こ とを思った 付 き添 うの は，どち ら

い たい か い，そ れ以上は 子ども 付 き添うな とい われて ら
一緒の 方が い い。 で もよ い。

意向 に まかす 。 も付き添 う。 付き添 え な い の は仕方 是 非付 き添 い た い とは

付 き添え な い な ら処 置 が な い の かな と思 うが 、思 わ な い。
は受 けな い 。 病院が可能な ら付き添

い たい 。
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表3．看護師の 実践時と閉年半後 の 認識

親 に 付き添 っ て もらうか と の 質問に 対 し 「親 の 希望が

あれば よ い 」 「ケ
ー

ス バ イ ケ
ー

ス 」 「親 に 見せ な い 方が

い い と思 う の で ，付添 っ て も らわ な い方が い い」 「医

師が 緊張す る か ら親が い な い 方 が い い 」 と親 の 付添 い

に 回避 ・懐疑的で あ っ た 。 む しろ外来診察の 合間の 会

話で は 「結局，子どもは泣 き騒 ぐし，安全を考えれば

馬乗りで も な ん で も抑え て 手早 くす る の が一番よ」 と

我々 が説得を受けた。

  　採血室看護師 ；採血前に廊下 の 待合 い 椅子の と こ

ろ で 親子ヘ チ ッ ク ンが あ る こ と，親 の 付添 い が 可能 で

あるこ と，子 どもは親の 膝 の 上 で もい い こ とが必ず説

明 さ れ た 。 こ の 説明 を受けた子ど もは親 の 膝の 上で 採

血され る こ とを選択した 。 看護師達 は 「子どもは動か

な い 」「泣か な い 子ど もが い る」「泣い て も採血が終わ

る とす ぐに 泣 きや む」 「子どもの 泣 く時間が少な い 」

こ とに気づ い た 。 ま た看護師が チ ッ ク ン す る と説明す

る と 「い やや」 と泣き出す子 ど もが い るが ，親が 「や

らな きゃ だ め で し ょ 」 と膝の 上 で し っ か りと子ど もを

固定 す る た め，応 援 と して コ
ール す るの は外来主 任 か

男性 の 検査技師 か，ど ち らか 1人と な った こ と を述 べ

た （多 く は外来主任 が コ
ー

ル さ れ た ）。

　 2）看護師の変化

  　外来看護師 ：半年後，外来 に 置 い た ま ま の ッ
ール

を片づ け る た めに 小児科外来を訪ずれた とこ ろ，常勤

看護師の A さ ん （看護師2 年目）か ら ッ
ー

ル を片付け

な い よ う に要請を受け た 。 A さん は ， 筆者らの 不在時

に 我々 の 方法を試み，子ど もと親か ら良い 反応を得て

い る の で，今後も行 い たい との こ とで あ っ た。 小児科

外来 に あ っ た ぬ い ぐる み や 玩 具 は そ の ま ま置か れ る こ

とに な っ た。一
方，こ の 翌月 の 4月，小児科外来の 非

常勤看護師 （結局，抑え て 手早くするの が一番と語 っ

て い た）が異動 し，
A さ ん だ けが 残 っ た。

　1年半後調査で は，親付添 い 下の 点滴が 100％ で は

ない が 継続されて い た 。 また外来主任看護師は，こ の

1年間子 ど も の 点滴に 関す る苦情が 激減 した と述 べ た 。

  　採血室看護師 ：半年後，看護師が親子 へ 「今か ら

チ ッ ク ン す る け ど頑張れる かな
一
」 ， 親へ 「

一
緒 に 入 っ

て も い い で す よ」 「抱 っ こ して も い い で す よ 」 と話 す
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表 4．医師 の 開 始時 とt年半後の 認 識

こ とがル
ー

チ ン 化 して い た 。 看護師の 意識は 「子ど も

は は じめ か ら泣い て い る と い うよ りは，血管を捜す時

か ら泣き始 め る こ とが 多 い 」 「親 の 前 で の 採血 は緊張

す るが ， 抱 っ こ され て い る方が や りやすい こ と」 と変

化 し始 め て い た 。 検査技師 は 「最近，採血室か らの コ
ー

ル がない 」 こ とを語 っ た。

　1 年半後調査で は，看護師が親へ 「付 き添 うか 」を

事前 に 確認 し，親 が付き添 うこ とが常態化して い た
。

そ の 理由は 「馬乗りで 固定する もの と思 っ て い た が，

そ の 姿 を 親 に 見 られるの は以前 か ら抵抗があ っ た」

「親 と離 した瞬間か ら子ど も は大泣 きす る が，親が付

添う と子 ど もの 泣 く時間が 短 く馬乗りな しで もス ム ー

ズ に 出来 る こ とがわか っ た」「今は親 の 存在に プ レ ッ

シ ャ
ーを 感 じ る よ りも，馬乗 りの ほ う に 嫌悪感が あ る 」

「前 は親か らの 文句が多か っ たが，現在 は 苦情がなく

な り， 親が入 っ た方が よ い と感じて い る」 な どで あ っ

た 。

5．医師 の意識とその 変化 （表 4 ）

　実施時調 査 に お け る医師の 意識は，2 名の 医師共に

「親が付添 うこ と で 子 ど もはお りこ うさん で，暴れな

か っ た」「子どもの 重症度で 緊張度が違 うが，子ど も

は安心 して い た しあ ま り泣か な か っ た」 と子 ど もの 反

応 の 変化を語 っ たが ， 「付添 い がある と多少緊張す る」

「失敗した時の 印象が 悪 い 」「暴れた 時 に 抑制 が しに く

い」 と述べ ，親の付添い に は否定的で あ っ た 。

　1年半後調査 で は，医師 2名共 に 「あれ以降，看護

師が ル
ー

チ ン に親 と子 ど も を切 り離す こ と は な くな っ

た」 と看護師の 変化を述べ た 。 親が付添うこ とに っ い

て は 強 い 拒否感 は な く，「失敗 した と きは，自然 に ご

めん な一と言 っ て しまう」と述 べ た 。

V ．考　察

　筆者 らは親付添 い 下 で 子どもの 採血や 点滴を行う試

み を実践し，そ の 場合の 子ど もの 反応及 び親 ・看護師 ・

医師の 三 者 の 意識 を調査 した。そ の 結果，子 ど もの 泣

き方が改善され て い る こ と を語りっ っ
， 看護師や医師

の 意識 は 「これ まで の 方法が い い 」 と変化せ ず，変化

を起 こ す こ とが難 しい こ とを経験 した。しかしなが ら，

今回の 場合，予想外 に も状況変化 が み られ，1年半後

ま で 本試み が 継続 さ れ て い た。こ こ で は，変化 に 影響

を与え た要因 と変化の 過程を考察す る 。

1．変化の 起点

　本試み で は，我 々 は子 どもの 採血 や 点滴 に おい て ，

親が付添うこ と，点滴を セ
ッ トした ぬ い ぐるみ をっ か っ

て 視覚的 に 子 ど もに 伝 え る こ と，点滴中 に 子 ど もと親

が音や光がで る玩具で遊 ぶ こ とを試み たが，これ らは

今 日で はプ レ パ レ
ーシ ョ ン と い う概念 の 中で は最もポ

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Kobe City College of Nursing

NII-Electronic Library Service

Kobe 　City 　College 　of 　Nursing

64　 神戸市看護大 学紀要 　Vol，　ll，2007

ピ ュ ラ
ー

な 「子どもへ の 関わ り」 とされ て い る （蝦名 ：

2005）。 特 に 親 が 子 ど も の 処置時に 付添 う こ との 意 味

に つ い て ボ ウ ル ビ ィ （1988） は 「乳幼児 に と っ て の 安

全基地 は多くの 場合に母親で あ る こ と，安全基地が あ

れ ば身体的に も情緒的に も糧 を得 る こ とが で き，怖が っ

て い る ときに は安心が得 られ る」 と述べ て い る 。

　実際，本試み の 結果，安心 を得た 子 ど も達 は 「暴れ

る こ とな くじっ と手を見 て い る」 「泣 い て い て も暴 れ

な い」「針を刺す と泣 くが 泣き な が ら も音の 出る お も

ち ゃ で 遊 ん で い る 」「親 の 声 か け に 安心 して い る」 が

観察された。 しかし，看護歴が長い 40代 ・50代の 外来

看護師達 は従来通 りの 「親を外す方が よ い 」 の 意識を

変え る こ とは な か っ た 。 2 年目看護師の A さ ん だ け が

本試み の 長所に 気づ き，繰り返し本試み を行 っ て 子 ど

もと親を観察 した。

　 レ ビ ン （K ．Levin）に よ る と状況 を変化 させ る最初

の ス テ ッ プ は 「解凍 の 時期」 で あ る。「解凍」 は変化

の 準備段階で あ り組織の 個人 や集団が変化の 必要性を

理解した り，変化 に 取 り組 む た あ の 動機 を高 め 伝統 や

習慣 な どそ れまで の や り方 に 区切りをつ け る段階 で あ

る 。 A さ ん は常勤で あ り，非常勤雇用 と違 っ て 毎日が

小児科外来勤務で あ り，必要時に 本試み を行 うこ と が

で きる立場 で あ る 。
こ の た め 2年目で は あ るが，本試

み に関する 「解凍」 を組織の 内部か ら促す こ とが 可能

な立場で あ っ た。

　採血室の 場合， 小児の処置時に は外来主任看護師が ，

応援依頼を受 ける こ とが 多 い とい う立場 を利用 して こ

の 試みをある 期間続けた こ とが 「解凍」 に大 きく影響

した 。

　医師 が 「あれ 以降， 看護師が ル ーチ ン に 親と子ど も

を切り離す こ とは な くな っ た」 と述べ て い る こ とか ら，

今回 の 試 み の 継続は看護師が 主導的に 進め た こ とがわ

か る。

2，変化を継続させ た要因

　変化 を持続 させ て い くに は 「変化 の 花」 に 水 や りを

続 ける こ とが必要とな る。問題 は こ の 水や りをす る人

が使命感を もった 外側 の 人で ある か，使命感 だ けで な

く実利を感 じた 内側 の 人 か で ある。水や りが な けれ ば

変化の 花は枯れ る 。 今回の 場合，い ずれ も内部か ら水

やりをする人が現れたと我 々 は考えて い る。

　小児科外来 で は 3 点 が 考 え られ る 。 第
一

はA さん と

い う子ど も と親の 反応を適切に 読み取 り 「親 の 付添 い

下の点滴」 に効果あ る い は実利を感 じた とい う促進者

の 存在 で あ る。 第二 は 4 月 に な っ て 先輩看護師が異動

し， A さん が リ
ー

ダ
ー

格とな っ た こ とが大 きい
。
　 A さ

ん は新しい メ ン バ ーへ 本試み を 推奨 し，新しい 看護師

達も子 ど もと親 か らの 良 い 反応を得 て ，継続 した。事

実，医師は 「あれ 以降 看護師が ル ーチ ン に親と子ど

もを切 り離す こ とはな くな っ た」 と述べ て い る 。 第三

は こ の 1年間，小児科外来 で の 点滴 に関 す る苦情が 激

減 した と い う 「他者か ら の よ い 評価」 で あ る。 苦情が

減 る こ と は働く者の 意欲を高め る要素の
一

っ で あ る。

　採血室看護師は，2 点の 要因が考え られ た 。 第一は

看護師 の 意識 の 変化で あ る 。 採血室 で は本試 み が繰 り

返され る な か で 看護師の 意識が変わ り，こ れ ま で 封じ

込 めて きた馬乗りに よ る 固定 へ の 嫌悪感が芽を出し，

さ らに こ の こ とが看護師の 取り組み を再促進 し， 常態

化 した よ うだ 。 実際 1 年半後 の 看護師の 意 識 は 「馬

乗 りで 固定す る もの と思 っ て い た が，そ の 姿を親 に見

られ る の は以前か ら抵抗が あ っ た 」「今は親の存在に

プ レ ッ シ ャ
ーを感 じ る よ りも，馬乗 りの ほ うに 嫌悪感

があ る」 と述べ て い る。第二 は 人手 で ある。本試 み の

約 6 か 月後 に は，検査技師 は子 ど もの 採血時に コ ール

さ れ る こ とが な くな っ た こ と を述べ て い る。

　これ を レ ビ ン に当て は め る と，6 か月頃か ら各個人

が 新 しい 考 え方や行動な ど を受 け入れ，取 り入れて い

く段階を迎 え，「変化 の 時期」 に入 り，「子どもと親 の

よ い 反応」「看護師の 意識 の 変化」「人手削減」「他者

か らの よ い 評価」 が相乗 し，一
挙 に 「再凍結 の 時期」

に 移行した と考え られ る 。　 レ ビ ン に よ る と，再凍結

の 時期 と は新 しい 行動 が 定着 して い く段階 で あ る。

3 ．残され た課題

　EACH （European　Association　fbr　Children　in　Hospita1）

の 病院の 子 ど も憲章，お よ び 日本看護 協会の 小児看護

領域の 看護業務基準 （1999） で は，病院内に あ っ て は

い つ で も子ど もは親と一緒に い られ る権利， そ の子ど

もが わ か る 方法 で 説明を 受け る 権利，脅 か しを受 けな

い 権利を重視して い る 。 今回の 我 々 の 試 み も，採血 や

点滴を受ける子 ど もに 対 し，ぬ い ぐる み等 を っ か っ て

視覚的 に子 ど もに こ れ か ら起 こ る こ と を伝 え る こ とで

子 ど もが 理 解 しや すい 方法 で 説明 を受 ける権利 を保障

し，親を引き離す こ とな く採血 や 点滴を行 うこ とで 親

と一緒に い られ る権利を保障し，馬乗 りや タオ ル で 巻

くな ど の 固定を中止す る こ とで 脅 か しを受けな い 権利
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一

方，看護師たちは 「親 の 希望があれば よ い 」 と

「親の気持ち」 を 重視して親の付添い を推進 して い た 。

しか しな が ら子 ど もも日 々 成長 して お り，処置 を受け

る 当事者 で もあ る。 今後 は子 どもの 意向も重視し子 ど

もへ も 「親 に 付 き添 っ て 貰 い た い か 」 を確認 し，日々

発達 して い る幼児 の 自尊心 や 自律心を大切 に す る関わ

りに方向転換す る こ とが求め られ る 。

VI．ま とめ

　親付添い 下で 子ど もの 採血 ・点滴をす る試み に おい

て 以下の こ とが 明 らか と な っ た 。

1， 実践開始時， 親付添 い 下 で の 子 どもの 採血 や点滴

　は，子ど もが 泣 か な くな っ た と看護師は子 ど もの 変

　化 を 言葉 で 表現 しな が ら も，「親 を外す」 と い う意

　識を変え る まで に は至 らな か っ た 。

2， 親 が子 ど もの 採血 や 点滴 に 付 き添 う理 由は，子 ど

　もの 安心，親自身 の 安心，子 どもが され る こ とを監

　視 看護師の 手伝い の 4 点で あ っ た 。

3， 本試 み で 現場 を変 え た最初 の 要因，っ ま り レ ビ ン

　の 「解凍の 時期」 に 関係した の は，子ど もの 変化を

　読み取 っ た 若 い 常勤 の 看護師の 敏感性 と，外来主任

　看護師の 職位 に よ る推進 で あ っ た。

4． 継続的に現場を変え た要因，っ ま り レ ビ ン の 「変

　化 の 時期」 と 「再解凍 の 時期」 に 関係 した の は，

　「子 ど もと親の よ い 反応の 読 み取り」「人手削減」「他

　者か らの よい 評価」及 び こ れらに よ る 「看護師の 意識

　の 変化」で あ っ た。

5． 医師は親付添い 下で の 子ど もの 処置に お い て，子

　ど もの 変化 に は気づ い て い たが，「親の 付添 い 下 の

　採血 や点滴」の 推進 で は主導的役割を 担うこ と は な

　か っ た。

6． 今後の課題 と して 「親が付添い た い か 」 だ け で は

　な く，「子 ど もが っ い て 欲 し い か 」 も確認 して い く

　こ とが求 め られ る 。
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　なお，本研究 は平成16年度神戸市看護大学共同研究

費 （臨床）の 助成を受けて実施され ， 概要 は2006年 10

月 に 甲府市 で 開催 さ れ た第53回 日 本小児保健学会 で 発

表 され た 。
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