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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Abstract
　To　 investigate　informed　 consent 　 practice　 in　the　 pediatric　 clinical 　 setting ，　 including　health　 care 　provider　 views ，
from　the　perspective　 of　children も rights ，　 pre −examination 　or 　pretrea ちment 　provision 　 of　information　to　chnd 　patients，
details　 of　 such 　 information，　 and 　the　 relation 　between　patient　 reaction 　and 　intervenUon　 by　physicians，　 nurses 　 and

parents，　 we 　 reviewed 　 papers　 on 　 pediatric　 nursing 　published　 overseas 　 in　English　 from　 1972　to　 1999，　 and 　 Japanese

papers　from　1981　 to　1999．
　 Results　 are 　 summarized 　as 　follows：

1） Alしhough 　those 　 receiving 七reatment 　 are 　 chnd 　patients　in　pediatric　 settings ，　 parents 　have しhe　authority 　 or 　 right

　 to　give　 consent 　by　proxy．　 There　is　 no 　 standard 　for　informed　 consent 　for　 child 　patients ： some 　physicians 　give

　them 　explanations ，　others 　 not ．

2）Factor8　affecting 　child 　patient　agreement 　are 　as 　follows： provision 　of 　informatiQn　before　examination 　or 　treatment；

　prQvision　 of 　information　 when 　the　patient　demands　it二 allowing 　the　patient　 choice 　 of　treatment 　 options ，　 such 　as

　injection　site　and 　treatment 　of 　wound 　site （stitching 　or 　gluing）｝asking 　the　patienVs　wishes ；use 　of 　audiovisual

　materials 　for　explanation ；help　from　parents ；and 　the　developmental　stage 　of 　the　patient．

3） There　 are 　few　papers 　analyzing 　the　 relationship 　between　interventions　by　physicians ，　 nurses 　or 　parents 　and 出 e

　 reactions 　of　child 　patients，　 depending　on 　their　developmental　stages ，　 in　the　courses 　of　exarnination 　or 　treatment ，
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は じめに

　小児医療に お け る イ ン フ ォ
ーム ド ・

コ ン セ ン ト （以

下，ICと 略す） の 歴史 は 1983年，イ タ リ ア で の 世界

医師会総会 に お い て ，未成年者 か らもICを得 る 必要

がある こ とが 追加 さ れ た こ とに 始 ま る 。 加 え て，1989

年 に国 際 連合 が採 択 し，我 が 国 で は 1994年 に 批 准 した

子ど もの 権利条約 の 影響を受けて ，子 ど もの ICへ の

関心 は 高 ま っ た。子ど もは発達途上 に あり， 自分で説

明を理解 して ，判断し，自発的に 決定す る こ とが で き
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な い と考 え られ て い る た め，成人 の ICの 扱 い と は異

な る。しか し， 発達段階に よ っ て は，理解可能 な 子ど

もも い る よ う に思 わ れ る が，そ の 理 解力や 決断力の 客

観的な 評価 が な い の が現状 で あ る
’

  そ の た め，子ど

もの IC に 関す る取 り扱 い の 基準 は未 だ 模索中で ，我

が国で は一定の 基準は ない
2）

。

　小児医療 の 現場で も，説明を受け，そ れ に 同意 した

り， 治療に対す る意志決定を行 うの は子どもで は な く

親で あ る
3 ）

。 そ う い っ た 状況 の 中で ，い か に して 子 ど

もの 権利を保障して い くか を考え て い くこ とが 必要 で

あ る 。

　今回，小児医療 の 現場に お い て，子ど も の 権利か ら

捉え たICの 取 り扱 い は ど の よ うに な っ て い る の か，

実際に 検査 や処置を受け る子ど もへ の 説明が どの よ う

に 行わ れ て い るの か，あ る い は，行 わ れ て い な い の か，

また，医師，看護婦，親 の か か わ りが ど の よ う に 子 ど

もの 反応 に 影響 して い る の か を 明 らか に す る 目的で 文

献検討を行 っ た 。 そ の 結果，得 られ た知見 を報告す る。

1．文献の 検討方法 に つ い て

　海外文献 の 検索 に 関 して は CD −ROM 「MEDLINE

（1972年〜1997年）」の過去26年間，お よ び 「CINAHL

（1981年〜1999年）」の 過去19年間 に おい て，「工NFORMED

CONSENT 」， 「ASSENT 」，「ASSENT 　 FORM 」，

「TRUTH 　 TELLING 」，「CHILD 」，「CHILDREN 」，

「PARENT 」，「NURSING 　 CARE 」， 「PEDIATRIC

NURSING 」　 「SURGICAL 　 TREATMENT 」，

「SURGICA1 ．　 PROCEDURE 」，　 「MEDICAL

TREATMENT 」，「MEDICAL 　 PROCEDURE 」 等

の キ
ー

ワ ードを 用 い ，238件 の 文献 を 得 た 。 こ の 中 か

ら看護援助と子 ど もの 反応 に 焦点を当て 内容を検討し，

海外文献 10件を採用 し た。

　国内文献 の 検索に関して は医学中央雑誌 （1981年〜

1999年 2月） の 過去 19年間 に お い て，「小児 ・子ど も」，

「説明 と同意」，「イ ン フ ォ
ー

ム ドコ ン セ ン ト」，「告知」，

「説明」， 「納得」， 「承諾」，「痛 み 」，「苦痛」，「医療処

置」 の キ ー
ワ
ー

ドを用い ，43件を採用 し た 。 ま た，こ

の 検索 の 過程 で ，［「小児 ・子ど も」× 「納得」・「説明」・

「承諾」］で ク ロ ス 検索を行 っ た とこ ろ，文献数が 0件

で あ る こ とが わ か っ た 。
こ れ に ， 小児歯科診療 に 関す

る 文献 3件，子ど もの 権利に 関す る文献 2 件，書籍 3

件 ， 医師会発行 の 報告書 ・速記録等 3件を追加 し， 採

用 し た。以 上 の 結果 ，海外文献 10件 と国内文献 54件，

合計64件の 文献を検討 の 対象と した。

2．検索の結果

1）文献の 種類

（1）種類，発行年及 び著者

　　 64件 の 文献を発行年別，著者の 肩書き別 に整 理

　 した もを表 1 に 示 した 。

　　 1984年頃か ら子ど もの ICに 関す る文献が出始 め，

　 1994年 に 急激 に 増加 した が ， 以降は再び減少して

　 い た。

　　 ほ と ん ど の 文献 が，医師 と看護婦 の 著述 で あ り，

　看護婦31件， 医師26件， 医師と看護婦 が 1件 で あ っ

　 た 。

（2）内　容

　　　「総説 ・解説」 35件の 内容で は，ICの 歴史，法

　 的側面，小児が ん の 子 ど もへ の 病名説明，生活上

　 の 注意点 の 説明やそ の 指導 に っ い て，ICを した時

　 の 子ど もの 反応 と説明 しな か った 時の 子 ど もの 反

　応，子 ど も へ の 服薬指導 と IC に っ い て ，手術 の 同

表 1 ．発行 年 別 ・著 者 の 肩 書 き別 の 文献 数 N ≡64

1984868 ア 888990919293949596979899 小 計 合計

医 師 。総 説 3 53332120

論 文 2

事例 1 1

亅、児 歯 科論 文 1 11 326
護 婦 ・総 脱 1 5 31 10

論 文 　 　 1 3 11 222 13
事例 1 2 2 21831

ひ理 士 。論 文 1 22
剤師 ・総説 1 11

護 士 ・総脱 1 11
OT ・総 説 1 11

そ の 他 1 22

小 　 　 計 11 12432314689726464
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　意 に 関 す る も の ，子 ど も の 権利条約 か ら捉 え た

　 ICの 考 え方 に っ い て 等が 主 で あ った 。

　　そ の 中 で ，医師は 子 ど もの 権利を保障す る た め

　 に ，子 ど もの 理 解力，判断能力に 応 じて 病名 や 医

　療行為を説明 し，子 どもか ら承諾 を 得 る こ とが 必

　要で あ り，そ の た め の 説明 の 仕方や 配慮に つ い て

　述 べ て い た が ，詳 し い 説 明内容 や 対象 と な る子 ど

　 もの 年齢等の 条件 に っ い て は 論述 して い な か った 。

　実際 に は，子ど も に 直接説明せ ず，親 に説明 して

　い た医師が 多か っ た。

　　一
方，看護 婦 は医療へ の 子 ど もの 主体的参加 を

　促す た あ に，子 ど もに 医療行為，手術等の 目的を

　説明す る必要性が あ る と認識 して い たが，看護場

　面 で の IC に 関連 し た 具体的な 援助方法 に っ い て は

　 述べ て い な か っ た o

　　 「研究論文 ・事例報告」 29件 の 内容に は，処置

　や痛み に 対す る 子 ど もの 表現 や 対 処 行動等 に っ い

　r4 ’S・6）

，病 気 を説明 した後 の 子 ど もの 社会適

　応
了．s 〕 ・歯科医師の 子ど もへ の ア プ ロ

ー
チ

9 −11〕・IC

　後 の サ ポ
ー

テ ィ ブ ケ ア の 現 状
12）

等 に 関す る子 ど も

　と医師の関係に っ い て，手術 に っ い て の 説明 の現

　状や そ の 結果
1’・14 ♪

等に関す る子ども と医師 と親 の

　関 係 に つ い て ，処置 を受け る 子ど も に 対す る 看護

　婦の説明
15）

等に関す る子 ども と看護婦 の 関係 に っ

　 い て ，学 童 や 思 春期の 子 ど もの 意志決定 と満足 に

　 っ い て で あ っ た。

　　調査対象につ い て ， 「研究論文 ・事例報告」29件

　 の 対象を み る と，説明 を 受 け た と き の 子 ど も （1

　 〜14歳）が 21件，truth　tellingに 踏 み 切 っ た 医師

　 が 2件，子 どもへ 説明 して い る看護婦が 1件 ， 子

　 ど も と 医師 と親，あ る い は 医師と看護婦と親が 2

　 件，子 ど も と 親が 1件，小児 が ん の 子 ど もを もっ

　 親が 1件， そ の 他は 1件 で あ っ た。

2 ） ICと子 ど もの 権利

　 ICの 歴史 は，第 二 次世界大戦後 の ニ
ュ
ール ン ベ

ル ク裁判 に お い て提起さ れ た 「＝ ユ
ール ン ベ ル ク の

綱領 （1947年）」 に は じ ま る
16〕

。 そ の 後，ア メ リカ

病院協会の 「患者の 権利章典 に 関す る宣言」（1972）

　で ， 医療に お い て初 めて ICとい う用語 が 登場し た
L7）

。

　さ らに ，1975年 に ヘ ル シ ン キ 宣言 （1964年） が 改訂

　され，医師 の 説明の 義務 と患者 の 自由意志 に よ る選

択 の 権利の 保障が 「東京宣言」 と して 採択 され た
IG）

。

加 え て ，1983年に イ タ リア の ベ ニ ス で 開催 さ れ た第

37回世界医師会総会 に お い て ，未成年者 か ら もIC

を得 る こ と の 必要性 が 追加 され た
2）

。

　我が 国に お け るICは，1990年 に 日本医師会生命

倫理 懇談会が 「「説明 と同意』 に っ い て の 報告書」
IS）

を発表す る ま で ，大 き な発展 は 見 られ な か っ た。そ

の 報告書 に は，判断能力 が な い 幼児や精神障害者の

場合，本人 に 代 わ っ て 最近親者，例え ば 配偶者，父

母，同居 の 子 ども等 に 説明 して 同意を求め る こ と に

な る と さ れ，幼児の ICは 認 あ て い な い 上．学童期

や 思春期の 子 どもの ICに っ い て は 触 れ て い な か っ

た 。

　実際 に ，米国 で は 7歳以 上 の小児 が ん の 子 どもか

ら ア セ ン ト （同意） を 得 る よ うに な っ て い る
IT〕

が，

海外の 小児救急病院に おい て，思春期 の 子 ど もの 16

％ は説明 を受 けずに 治療を受け て い た と い う報告 も

あった
且9）

。

　我 が 国 で も，子 ど もに ICを行 う こ とに 対 し，消

極的な背景として 以下 の 4点 が 指摘 され て い た 。  

医療 を 受 け る対象 （医療 の 直接的結果が 発生 す る主

体） は 「子 ど も」 で あ る に もか か わ らず，未成年者

の 場合 ， 法律上 の 意志決定権 は親 に あ る
Z°）

た め，我

が 国で はICの 対象 も親 で あ る こ と
2L22 ）

  子 ど もの

権利条約 の 第 18条 ， 27条で は，親 が 子 ど もの 第
一

次

的養育担当者 で あ る こ と　  子 ど もの 理 解力 や 決断

力 に つ い て の 客観 的な評価 が な い た め ICをする か

否かの 判断 が 難 し く
D ，子 ど もの ICに関す る一定 の

基準が ま だない こ と
！・2：・24）

さ らに ，  ICが 不適切で

あ っ た 場合，法律上，医師が 責任 を問われ る可能性

が 大 き い こ と，お よ びICを行 うか ど うか の 判断は

医師 に あ る と い う こ と で あ っ た
2
％

　 しか しな が ら，ICを 行 うか ど うか に か か わ らず，

子 ど も に は 基本的人権が認 め られ て い る 。 1989年 に

国際連合が 採択 し，1994年に 我が国も批准 した子 ど

もの 権利条約で は，「第 12条 の 意見表明権」，「第13

条 の 表現 の 自由権」，「第17条の 適切な情報へ の ア ク

セ ス 」 が 小児医療 と の 関係で 重要 に な っ て くる 。
っ

まり，「第 12条の意見表明権」 「第 13条 の 表現 の 自由

権」 で は ， 子どもが 治療 ・処置 を 受け る と き に 意見

を表 明す る 権利 が あ り
22・　25）

，自己決定権も認 あ られ

て い る
an）

。 「第 17条 の 適切 な情報へ の ア ク セ ス 」 は ，

医師 が も っ て い る情報 を子 ど も に公開しな けれ ばな

ら な い し，子 どもは医師に 情報を求め る権利をも っ

て お り
IT’2e’22’z5−27），説明を受 け納得す る機会 を 与 え ら

N 工工
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れ る 必要 が あ る と解釈で き る 。 文献 で は 子 どもは 医

療 の 主体者
「a）・意志 の 主体者

es）・権利 の 主体者
29）

で

あ る た め
， 医師は嘘をっ く こ と な く，子 ど もに 病気

を説明 し，子ど もの 理 解を求め る必要があ る
es｝

こ と

が述 べ られ て い た 。 そ こ で ，子 ど もに 説明す る際に

は ， 子ど もを
一

人 の 人間 と して 尊重 し，子 ど もの 理

解力，認知力の 発達 に合わ せ た，わ か りや す い 言葉

で 説明 し承諾 を得 るこ とが必要 とな る
2±’24’2asu −s2）

。 ま

た ， 規準化 はで きな い が，子どもの 性格や 情緒的安

定 の 度合 い も考慮す る必要が あ る こ とが指摘さ れ て

　い る
as）。

　 IC が可能とな る 年齢 の 判断 に っ い て は，  演繹

的 な 思考 ・理解力   結果を予測す る能力   自由

　に 決定が 出来る 能力　  自己決定へ の 適 応 力等が 影

響 して い た
］’3‘）

。 また，子 どもへ ICを行うと きに，

法的 に 親の 承諾 が 必要で あ る と い う条件 は あ る もの

の ，高校生
22）
，思春期

en・3fi）
，15歳位か ら生命 ・身体

の 処分権を本人 の 権利 として 認 め られ る
29〕

とす る意

見 もあ っ た 。

3）小児医療の 現場で の 子ど もへ の 説明状況

（1）調査方法，説明場面及 び 説明内容

　　 「研究論文 ・事例報告」 29件 の 調査方法 に っ い

　 て み る と，面接及 び／ま た は質問紙法を用 い て 調

　査 した もの が 10件，参加観察法 に 面接や 質問紙法

　 を 組 み 合 わ せ た もの が 9件，事例報告が 9件，実

　験研究が 1件に分けられた。

　　 次 に ，「研究論文 ・事例報告」 29件の 子 ど もへ の

　説明場面に っ い て み ると，小児 が ん やHIV 等の 病

　 名 や病態 の 説明時が 11件 T’s’1：’37−44），採血 ・注射時

　 が 3件
4・5・d’］，歯科診療時が 3件

9 −ID
，手術前後 の

　 説明時が 4 件
13’ltl6’4D

，骨髄穿刺や 腰椎穿刺 の 説明

　 時 が 1件
15）

，慢性疾患の 治療 に つ い て 子ど もと親

　 の 意志決定時 が 1 件
es｝

，科外来診察で の 説明時 が

　 1件
49）

で あり，説明場面が限定 され て な い もの は

　 5件 fi’3s5°
−52）

で あ っ た
。

　　 さ ら に，文献64件 に お い て ，医師，看護婦 や 親

　 が子どもに何を説明 して い たの か に っ い て 述べ る 。

　　 医師が 子 ど も に説 明 して い た 文献 は 22件 で ，親

　 と子 ど もの 両方 に 説明 して い た文献は 2件
’網

で

　 あ っ た。そ の 内容 は 「親 や 医師が 捉 え た子 ど もの

　 判断能力
19）

や 親 の 承諾 を得 た上 で ，小児が ん や HI

　 V／AIDS の 病名 。病態 ・治療 ・検査 ・予後 に っ い

　 て 」
7’S’IX　Ie’17’US’25’26’3°’ses ”en’‘°’‘2），「手術 の 目的 や 内容

に つ い て 」
2T’52）

， 「日常 診療
・日 常 ケ ア に つ い

て 」
1’19’se’32）

， 「採血部位の 希望 につ い て 」
4）

で あ っ た。

　ま た，親 に は 「病名 ・手術 の 目的 や 内容 に つ い て 」

　を説明 し，子 ど もに は 「治療 ・検査 ・手術の 目的

や 内容に つ い て 」 を説明 して お り，医師 は 親 と 子

ど もで 説明内容を区別 して い た。

　 一
方，看護婦 が 子 ど もに 説明 して い た文献は 6

件で ， 内容は 「手術時の 麻酔の 方法 に つ い て 」
’a ’°

，

「予防接種をす る こ とに つ い て 」
se）

， 「骨髄穿刺 や 腰

椎穿刺 の 必要性，痛 み の 有無 や 子 ど も の 役割に っ

　い て 」
15〕，「食事制限 に っ い て 」

ua）
，「悪性腫瘍 の 子 ど

　もに 対 して ，入院の 必要性，治療 と検査方法，痛

み の 程度 に つ い て」
53）

で あ っ た 。

　　ま た，親が 子 ど もに説明 して い た 文献 は 3件 で ，

　日常診療 ・日常ケ ア ， 手術 の 必要性とそ の 方法 に

っ い て の 文献 2件
28・32） と，親 が あ らか じめ 手術 の

必要性，家族 との 分離 や 痛み等 の 内容を選択 して

　い た文献 1件
14｝

で あ っ た 。

　　説明 され た 子 ど も の 年齢と内容が 明 らか に な っ

　て い る文献 は21件で あ っ た 。 幼児期か ら 「病態 ・

治療 の 副作用 ， 採血 ， 生活 上 の 注 意 点 に っ い

　て 」
4・IZ2s）

，年長児 か ら 「小児が ん の 晩期障害 の 知

識，生活上 の 注意点に っ い て 」
su）

， 8 ， 9歳以上 か

　 らは 「小児 が ん の 病名 ・病態 ・検 査 ・治療 ・食事

　制限 に っ い て 」
T・12・17・19・23・25・aas’・39−43）， 2〜12歳 で は

　「手術，入院の 必要性に っ い て」
’a14｝

， 高校生以上 に

　「手術 に っ い て 」
3D

説明 して い た 。

　　以 上 の こ とか ら，医師が子 どもに説明 して い た

　内容 は小児が ん に 関す る こ とが 主 で ， 看護婦や親

　が 子 どもに 説明 して い た 内容 は入院，検査，手術

　等の に伴う必要性や痛み の 程度や子どもの 協力 に

　関す る こ とが 主 で あ った 。

（2）発達段階 に よ る子 ど もの 反応

　　外来の診察場面で は ， 尋 ね られ る と， 1歳 か ら

　頭痛や腹痛 の 部位を手で 表現 して い た が ， 6歳以

　降 に な る と 自発的に 言葉 で 表す よ う に な り， 頭痛

　や腹痛の 経過 も表現 で きた
49）

。
4歳か ら は 自分 の

　病名や 病状が 言 え る よ うに な り， 5歳 で は 疼痛 を

　表現 して い る 図版 の 認識が 可能で あ っ た
50｝

。

　　ま た ，幼児後期 の 子 ど もが 体験 して い る 「痛 み 」

　を他人 に 伝え よ うとす る と き，「嫌 だ」，「だ め 」等

　の 否定的な表現で ， 象徴的な 言葉 を使用 し て い

　た
G）。また ， 2 〜 6歳 の 子 ど もの 採血場面で は，
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　ど の 年齢 の 子 ど も に も，そ の 処 置 の 全 経過 を通 し

　て 状況を じ っ と 見 る と い っ た 反応 が も っ と も多 く

　み られ ，特に ， 4〜 6歳の 子ど も は，医療者 に 質

　問 した り，要望を出 した り して ，処置 に 主体 的 に

　参加 しよ う と す る行動を見 せ た と き は泣 か な い で

　処置を受 けて い た
s）

。

　　 0〜 9歳の 子 ど もを対象 に し た調査 で は，他 の

　子 ど も の 処置 の 経 過 が 見 え た 時，子 ど も は説明 に

　抵抗せず ， じ っ と して お り，協力的で あ っ た こ と

　か ら，処置時 の 子 ど もの 不安 は ，痛 み や 苦痛 の 不

　安以上 に，何 を され る の か わか らな い と い う不安

　の 方が大 きい こ とが報告され て い だ
5｝

。

（3）医師 ・看護婦 ・親 と子 ど もの 反応

　　 2歳前後 の 子 どもの 採血 ・注射場面 に 家族が介

　助 に っ い た と きに ， 子ど も は処置中じっと して い

　なか っ た 。 ま た，看護婦が 「ごめ ん ね 」 と声を か

　け た 場合，子 ど もは 処置 や 注射 に っ い て 説明 され

　て も抵抗 し，押 さ え ら れ て処置を受け て い た 。 家

　族 の 介助や看護婦の 「ごめ ん ね 」 とい う声か け は，

子 ど もの 我慢 を 引き出す働きか けに っ な が らなか っ

　た
45〕

と報告 して い た が ，家族 の 介助 に つ い て 具体

　的 に 述べ て い な か っ た 。 ま た， 3歳の子 ど も は採

血前に 医師や看護婦か ら励 まされた こ とで ，泣 き

止み，落 ち着 い て 処置を 受け る こ と が で きて い た 。

　こ の 「励 ま す」 と い っ た医師や看護婦の 態度や 言

動は，子 ど もの 不安を 軽減 させ る こ と に っ な が る

　と分析 して い た ％

　　次 に
， 歯科診療で ，

ア ニ メ ーシ ョ ン ビ デ オ を使

用 し，聴覚 減痛法 を 試 み た結果， 1〜5 歳 の 子 ど

　もは初診時と診察時に 90％以上 が ビ デ オ に 関心を

示 して い た
ID｝ との 報告が あ っ た 。一

方 ， 初あ て の

歯科診療時に 不適応 な行動を とる こ とが 予測 で き

　る 3〜 5歳に対 して は ， 必ず し も ビデ オ の 使用 が

診 療 の 聴覚減痛法 に 有効 で な か っ た と い う報告 も

あ っ た
1
％ 次 に ， 2〜6歳 の 子 どもを対象 に手術

前 の 心理的準備 の 効果を実験的に 調査 した 研究で

　は，視聴覚教材に よ る知識提供や 麻酔導入 の リハ ー

サ ル は有効 で あり，特に 3歳以上 の 子どもで適応

可能で あ っ た 。 ま た ， 母親 に 知識 を 提供 し，子 ど

　もに 説明す る 際に ど の よ うな 言葉を用 い て ，ど の

程度まで 説明するか とい う具体的な例を提示し，

補足説明 を す る等 の 子 ど もの 理 解 を促 す た め に，

母親 の 協力を得る こ と も子 ど もの 心理 的準備 に 対

し，効果 を促す こ と に っ な が る こ と を 指摘 して い

た
13）

。 母親 の 協力 を 得 る 場合，母親が子どもの 理

解を助 け る よ う な 説明 が で き る よ う に，医療者が

親 に向か っ て わ か り や す い 説明 を行う こ と が必要

で あ る こ とを 指摘 して い た
±S ’9］。一

方，歯科診療に

お い て ，お 伽話 を聞 か せ た場合 で は， 3〜 7歳の

子どもの 80％以上が ， 治療時に お伽話を 聞 くこ と

を 希望 した。そ して ，親 は 家庭 か ら診察室 ま で の

歯科診療 に 対す る情動 の 高ま りや身構え る こ とが

減 っ た う え ， 処置に協力的 で あ っ た，と評価 して

い た
9＞

。

　 医師が 4歳や 6歳の 子 どもに，採血時に穿刺部

位 の 希望 を尋 ね た り ， 外傷 の 部分 を テ
ープ で く っ

っ け る か，縫合す る か の 選択を させ た りす る と，

子 ど もは医師の 質問 に 答えた り，処置 に協力的で

あ っ た
4’52）

と 報告 さ れ て い た。次 に ，痛 み の あ る

幼児後期の 子ど もが甘え た態度 を 示 した 時 に ，看

護婦が そ の 痛 み を認 め て 受 けとめ る こ とで ， 子 ど

もは 自己 の 対処行動 に 確信 を もつ こ と が で きて い

た と報告 して い た
5］）

。 ま た ， 幼児後期 の 子 ど も に

予防接種 を行 う前 に 何 が 起 こ る の か を伝え た時に ，

説明に 抵抗せ ず，じ っ として お り，協力的で あ っ

た
52＞。

　家族が 幼児 後 期 か ら学童 期 の 子 ど もに ，手術 に

っ い て 説明す る と き，子どもを心理的 に 混乱 させ

な い た め に
， 悪 い とこ ろ を良 くする，眠 っ て い る

間 に 手術 が終わ る，と い っ た よ う に，あ らか じ め

伝 え る 内容を選択 し，詳 しい 説明や 痛 み に つ い て

の 説明を避 け て い た
。 ま た ， 親が子ど もに説明 し

な か っ た場合や 説明時期が 子 ど もの 求 め る 時期 よ

り遅 か った 場合 に，子 ど もは 混乱 して い た
14）。

　 8， 9歳以上 の 小児 が ん の 子 どもに，医師が 病

名，病態，治療，検査，内服 に っ い て 説明を 行 っ

た 文献で は，説明前後 で 拒否的な 変化 はみ られ ず，

反対 に 子ど も は 気 が 楽 に な っ た り，納得 して 治療

に 意欲的 に 取 り組 ん だ り，服薬管理が で き る よ う

に な っ た り して い た 。 ま た，小児 が ん の 子 ど も の

70％以上が病気の 説明を受 ける こ とに 賛成 し，説

明 さ れ るの で あ れ ば，そ の 時期 は 10歳以 上 か らで ，

発 症 後 直 ぐ に 説 明 を 受 け る こ と を 望 ん で い

た
T’as’37’39’4°’42’“ ，52）

。

一
方，子 ど もに 説明 して い た 医

師 らは，子ど も に は病気を伝え られ る こ と に 耐 え

る力 や 乗 り越 え て い く力が あ る た め，子 ど もと の
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シ ョ ン が円滑 に な る こ と，大人 が 認

識 して い る以 上 に 子 ど も は病気 を理 解 し て お り，

協力的 で ある こ と，説明す る こ とで ，子ど もを不

安か ら救 い
， 落ち着 きを与 え るとい うこ と を経験

して い た
Z5・25’aL4L55｝。

　反対に，医師が子ど もに説明しな か っ た場合に，

子 ど もは 実際 よ り重症 な 病気 で あ る と捉 え て い た

り，話を しな くな っ た り，不信感 を示 した り，治

療に 協力的に な れ な か っ た り，精神的 な ダメ ージ

を受 けた り，混乱 して し ま っ た りと い うよ うな拒

否的な反応を感 じて い た
1・16・es’2T・ss・47・52｝

。

3．考　察

1）子ど もの 権利か らみ た 医療で の IC の 捉え 方

　 文献で は ， 法律や 子 ど もの 権利条約，医師会か ら

の 報告書の い ずれ に お い て も，親権者で あ る親が 説

明 と 同意の 対象 に な っ て お り，子ど もへ の 説明 に つ

い て は明文化さ れ て い な い 。つ まり，子 どもに IC

を行 う際 に，どの よ う な説明を す るか と い う私見 は

み られ たが，一
定 の 基準 が我が 国で は まだ み られ な

　い とい う こ とが わ か っ た。

　　一
方，ICは，  説明 を 受 け る 権利　  事実 を 知

る権利   自由意志 に よ る選択 の 権利   自発的に

決定す る権利の 4 っ の 概念か ら成 り立 っ て い る 。

　 実 際 に，ほ とん ど の 医師 は医療現場 で 子 ど もに 直

接，説明せ ず ， 親に説明 し， 医療を決定 して い

　た
17・！4−26・3aSD 。そ こ で は，親が 医師か ら治療方針につ

い て 説明を受け，親が同意 して い る状況 で あ っ た 。

子 ど もは 医師 と親が決定 した こ と につ い て説明を受

　け て お り，小児医療で は，子 ど もの 自発的決定権や

選択権は存在して い ない
。

　　した が っ て ，子 ど もと医療者の 間に ICは成立 し

　な い と考 え る 。 しか し，子 ど も は 「子ど もの 権利条

約」 で 唱わ れ て い る年齢や 理解 に見合 っ た説明を受

　けた り，自己の 意見を自由に 表明した り す る 権利 を

　も っ て い る。医療者 は 子 ど も に 検査や 処置に っ い て

説明 し， 子ど もの 疑問 に応 え，子 どもが 納得す る機

会 を保障しな け れ ば な らな い
。

　　こ の 状況 の 中で ，子 どもの ICに っ い て は小児が

　ん に 関す る報告が多い
。 小児 が ん 専門領域で は，子

　ど もの 権利 を尊重 し，子 ど もに 病気の こ と （病名，

　病態，治療等）を話し，わ か っ て もら う こ とが大事

で あ る と い う考え か ら ， 子ど もの 理解力 に 応 じた

truth　tellingを行 っ て い る医師もい た
26）

。
こ の こ と

は，医療行為の 意志決定権 は親 に あ るが，医療 を受

ける主体者で あ る子ど もか ら，納得を得る こ とが子

ど もの 権利 を保障す る こ と に っ な が る，と 医師が 捉

え て い る とい え る 。 また，他 の 医師 ら も，子 ど もか

　ら納得を得る た め に病名や 医療行為 の 説明を行 うこ

と の必 要性に つ い て論述 して い た が ， 子 ど もの 発達

段階 に 照 らし合わせ た 形で 表現 さ れ て い な か った 。

そ の た め ，幼児や 小学校低学年 の 子 ど もは，理解力

が 乏 し い と い う こ と か ら ， 説明を受 け納得す る機会

が 奪 わ れ て し ま う危険性が あ る と考え られ る 。

　 一
方，看護婦と親は予防接種，骨髄穿刺や腰椎穿

刺等 の 検査 や 処置 に つ い て の 必要性，痛 み の 程度 や

注意点 に つ い て 説明 し，子 ど もか ら協力 を 得 よ う と

　して い た 。 また，親は 子 ど もの 心理 的混乱等を避 け

る た め に，医師 や 看護婦か ら聞 い た 内容 を あ らか じ

め選択して 子どもに 伝 え て い た。

　 子 ど もが 納得 し，主 体的に 日々 の 医療処置に臨め

　る よ うに，検査 や処置 の 過程 に お け る発達段階 に 応

　じた説明の 仕方，説明内容 ， 説明時期 と子どもの 反

応 と照 らし合わせ，系統的 に 明 らか に して い く こ と

が 重要 で あ る と思 わ れ る。

2）医師 ・看護婦 ・親 の か かわ りと子 ど もの 反応

　 歯科診療に お い て ， 1〜5歳の 子 ど もが ビ デ オ を

見 せ られ る こ と に 関心 を示 し，痛 み を軽減で きて い

た 。 また，親 の 協力 を得 る こ とで ， 3歳以上 の 子ど

　も に麻酔導入 に 関す る ビデ オ を使用 した 説明 は 有効

で あ っ た 。 加え て ， 3歳の子ど もが 採血前 に 医師や

看護婦から励まされ た こ とで ，泣き止み落ち着い て

処置を受 け る こ とが で きた こ とや，幼児後期 の 子 ど

　もが痛み を 訴 え た と き ， 看護婦が そ の 痛 み を認 め て

受け とめ る こ とで ，子 ど もは 自己 の 対処行動に確信

　をもっ こ とがで きて い た。また，医師が 4〜 6歳の

子 ど もに採血時の 穿刺部位の 希望を尋ねたり，外傷

　の 部分を テ
ープ で く っ っ け るか，縫合す るか 選択 を

　させ た り，看護婦 が 予防接種を行う際に ， 何が起 こ

　るの か を伝え た り， 子 ど もの 質問 に 答え た り した 場

合，子ど 叡まじ っ と して，処置 に 協力的あ っ た。ま

　た，2 〜6歳 の 子 どもは採血場面で ，そ の 処置 の 全

経過を通 して 状況をじ っ と見 る と い っ た 反応 が も っ

　と も多くみ られ て い た 。

　　こ れらの こ とか ら， 4〜 6歳の 子ど もに希望を聞
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い た り，選 択 さ せ た り，こ れ か ら 起 こ る状況 を子 ど

もに 伝え た りす る こ と で ，子 ど もは処置 に 主体的 に

参加 す る こ とが で きる と 考え られ る 。 また，3歳 で

も言葉で な く，視聴覚教材を使用 す る こ と で ，処置

に 対す る子どもの 理解を促す こ と が で きる と考え ら

れ る 。 加え て ，こ の 年代 の 子 ど も に 対 す る 励 ま し，

共感およ び受容は子 ど も を安心 させ た り，覚悟を さ

せ て い く こ と に っ な が るの で は な い か と思われ る。

　 次 に，8， 9歳以上 の 小児が ん の 子ど も に，医師

が 病名，治療等を説明 した場合，否定的 な変化 は み

られ ず，子 ど も は 納得 して 治療に意欲的に取 り組 ん

で い た 。 ま た，説明さ れ る こ とを望ん で い た。反対

に ，医師か ら説 明 され な か った子 どもは 治療 に 協力

で きなか っ た り，混乱して しま っ た りとい っ た拒否

的 な反 応 が み られ た 。 また，親が 幼児後期〜
学童 期

の 子 ど も に 手術 に っ い て 説明 し な か っ た場合や 説明

の 時期が子どもの 求め る時期よ り遅 か っ た場合 に，

子 ど もは 混乱して い た 。

　 こ れ らの こ とか ら，幼児期 か ら学 童期 の 子 ど もに

説明 した場合は，そ の 治療や検査の 理解，納得が得

られ，説明す る こ と の 利点 は文献か らも明らかで あ っ

た 。 説明 しな か っ た 場合 や 説明 の 時期が 子 ど もの 求

め て い る時期よ りも遅か っ た場合 に ， 子 ど もはか え っ

て 混乱 し，不安 に な る た め 納得は得られ な い と考 え

られ る 。 また，文献 で は，子 ど も の 年齢 に 合わせ た

説明内容に 関す る検討は ほ と ん ど見 られなか っ た 。

　看護婦が 3歳以降 の 子 ど もに 視聴覚 教材を 用 い て

麻酔 の 導入 に っ て の 説明を行 っ た 際，親 に も正確 な

知識と子どもへ の 具体的な 対応 の 仕方を説明し， 協

力を求 め た と こ ろ，子 ど もの 理解を促す こ とが で き

た 。

一
方，母親が 2歳 の 子ど も の 採血の 介助 に っ い

た場合，子 ど もは抵抗 して い た と報告 さ れ て い た が
，

こ の 場面で の 親の か か わりが 明確 に な っ て い な か っ

た 。 前者は 子 ど もの 理解 を促すた め の 親が 取 る べ き

方法を 親 に 明確 に 示 した こ と で ，子 ど もの 理 解 や 納

得を促す こ とが で きて い た が，後者で は処置時の親

の 介助 は 子 ど もの 我慢を促す働きか け に は な っ て い

な か っ た 。 こ れ らの 子 ど もの 反応 は ，2 歳 と 3歳 の

子ど もの 認知発達 の 相違 に よ る もの な の か，医療者

や親の 不適切 な 対応 に よ る もの な の か に つ い て の 分

析 の 記述 は なか っ た 。

　以 上 の こ とか ら，子どもに説明 し，納得を得る た

thに は，子ど もの 発達段階 に 合 わ せ て ，医療者 が 検

査 や 処 置 に つ い て，視聴覚教材 を使 用 して 説明 した

り．子 ど もに 選 択 させ た り，希望 を聞い た り，励 ま

した り，何が起こ るの かを伝え た り，子ど もが求め

た 時期 に 合 わ せ て 説明す る こ と が 重要で あ る と思 わ

れ る。

　 しか し，こ れま で の 文献で は ， 検査 や処置 の
一

連

の プ ロ セ ス と発達段階別 の 子 ど もの 反応 に っ い て の

分析が少な か っ た 。 また，子 どもに説明し，納得 を

得る過程 に お い て ，医師， 看護婦 や親 の 子 どもへ の

説明 に つ い て の 考え方も影響して くる と思 わ れ る 。

今後， 検査や処置 の
一

連 の 過程にお い て ，子 ど もの

発 達 段階別 に，医師 ， 看護婦，親 の か か わ りに っ い

て 現象学的 に 研究を蓄積し，系統立て て 分 析 を 行 う

こ とが 必要で あ ろ う 。 ま た，方法論 として の ケ ア モ

デ ル の 構築も望 ま れ る 。

4．まとめ

　今回 の 文献検討 で，以下 の こ とが 明 らか に な っ た 。

1，小児医療 で は，子 ど もが 医療を 受 け る 主 体で あ る

　が ，医療行為 の 意志決定権は親に あ っ た。ま た，子

　 ど も の ICに っ い て の
一

定 の 基準 は な か っ た 。 そ う

　 い う状況 の 中で ，子ど もに 説明 して い る医師も い れ

　ば ， 説明 して い な い 医師 もい た 。

2．検査 や 処置 に 対 して ，子 ど もが 納得 して い くプ ロ

　 セ ス に は，視聴覚教材の使用，子 ど もに 選択 さ せ る

　機会を与え る こ と，希望を聞 くこ と，前も っ て 状況

　を説明す る こ と，子 ど もが求め た 時期 に 説明す る こ

　と，親の 協力，子どもの年齢が 関連 して い た
。

3 ．検査や 処 置 の 一連 の プ ロ セ ス に お い て ， 医師 ・看

　護婦 ・親の か か わり と子 どもの 発達段階に よ る子 ど

　もの 反応 との 関係に つ い て分析され た 文献 が少なか っ

　 た 。

　こ れ は平成 9，10，11年度 の 文部省科学研究費 （基

盤研 究 B）「検査 ・手術 を 受 け る子ど も へ の イ ン フ ォ
ー

ム ド コ ン セ ン ト
ー
看護の 実態とケ ア モ デ ル の 構築一

」

の 研究に お け る文献検討で あ る。
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