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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Abstraet
　The　purpose　of　this　study 　is　to　clear 　how 　nurses 　 observe 　 and 　judge　signs 　of　postoperaしive　pain　 and 　 analgesic 　uses

for　children ．　 The　population 　was 　116　hospitals　in　Tohoku 　District，（The　rate 　 of　collection 　 was 　39．2％）．　 These　samples

were 　analysis 　by　T−test，　 Chi−square 　test　 and 　One−way 　analysis 　 of 　variance ．　 Conclusion：  As　for　the　prescription　by
dQctors，　 as 　 observed 　 by　 nurses ，　 the　 rate 　 of 　 anaLgesic 　 uses 　 for　 a 　 neonate 　 was 　 34％，　 infancy　 and 　 toddler　 were 　 50％．

  The　 rate 　 of　 analgesic 　uses ，　 on 　 nurses
’
Qwn 　judgement，　 for しhe　 neonate 　 was 　25％，　 infancy　35％，　 and しoddler 　51％．

  Nurses　were 　always 　distressed　by　signs 　of　postoperative 　pain　of 　children 　in　judging　whether 　it　is　frQm　 amae 　Qr 　real

pain，　 and 　whether 　it　is　proper 　for　children 　to　keep　patient　or 　to　take　analgesic ．　 Implications　for　nursing 　practice ：

It　is　indispensable　for　 pediatric　 nurses 　to　 rebu 三1d　 the　 awareness 　 and 　 consciousness 　 of 　postoperative　pain　 of　young
childr 巳n，　 especially 　on 　the　 concept 　 of　amae 　 and 　patience，　 and 　of 　analgesic 　uses ，　 and 　tQ　share 　in　 common 　the　 eorrect

knowledge　for　pQstoperative　pain　 of　young 　 children ．
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1　 は じめ に

　小児の 外科医療に お い て ， 術後の 鎮痛処置を行う際，

鎮痛薬の 使用を で きる だ け控え る状況がある
L’5 の

。

Beyerら （1983）2）
は心臓外科手術 を受 けた成人50例

と子 ど も50例 を比較し，術後 3 日間に 処方され た鎮痛

薬の 70％ が成人で あ り，子ど もが 30％ で あ っ た こ と，

さ らに 術後 5 日 目に 使用 した 鎮痛処置 は成人 が 延 べ

136回 で あ っ た が，子 ど も は 10回 で あ った こ と を 報告

して い る。Schechterら （1986）3 ）

は鼡径 ヘ ル ニ ア や

虫垂炎等 の 術後 の 成人 90例と子ど も90例を比較 し， 1

日当 た りの 鎮痛薬 の 投与回数 は成人 が 2倍で あ る と報

告して い る 。

　わ が 国で は成人 と の 比較 は な い が，小児が ん 患者の

鎮痛 に 関す る佐 々 木らの 全国調 査 （1995）4）
で は，回

答を得 た 55施設 59科の う ち全例 に鎮痛薬を使用 して い

る施設が55％，ま た鎮痛薬を使用 しな い 理由は（1軽 度

の 痛み，  痛み の 評価が 困難，  除痛効果 が 不明 と副

作用 。合併症の 心配 で あ っ た。

　今回， 我々 は看護婦が子どもの 術後痛に対して ど の

よ う に 対処 して い るの か を ア ン ケー
ト調査 した の で 報

告す る 。

H　調査目的

　 こ と ば で 明確 に 痛み を訴え られ な い 新生児 ・ 乳児 ・

年少幼児 （1 − 3歳児を さす。以下，幼児 とす。 ）の

術後痛に お い て，実際 の 鎮痛緩和を実行す る看護婦が，

どの よ う な サ イ ン を痛み の 訴え と して 重視して い るか，

ま た 鎮痛薬を使用す る こ とにっ い て の 捉 え 方や 鎮痛薬

の 使用状況 に つ い て 実態を調査す る 。
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皿　方　法

1．調査期間　1998年 7月20日〜8 月30日 。

2．対 　 象 東北地区の 小児の 手術が行われて い る

296施設 に お い て ，子 ど もの 術後ケ ア に関わ っ て い

　る看護 婦。

3．ア ン ケー トの 配布と回収

　　日本手術看護学会東北地区 を通して ， 会員が勤務

す る病院の 看護部ヘ ア ン ケ
ー

トを依頼 し，看護部長 ・

総婦長が選ん だ看護婦 1人から回答を得 た 。
っ ま り，

　1施設 に つ き 1名の 看護婦か ら回答を得た。回答 は

　郵送 に よ り，調査 者 へ 直接に 返送 され た。

4 ．調査項目　主 な内容は，新生児 ・乳児 ・幼児に お

　い て 看護婦が 重視 して い る術後痛 の サ イ ン ，鎮痛薬

　に 対す る考え方お よ び鎮痛薬の 使用に っ い て など37

項目で あ る。

5．倫理的配慮　回答は無記名 で あり，また看護部を

通さず に 調査者 へ 直接に郵送さ れ る形をとる こ とで，

　回答者の 自由参加を尊重 した 。 ま た，データ は個人

　が特定 さ れな い 形 で 統計的に 処理 した 。

6．分　　析　統計 ソ フ トは 医学書院発行 の NAP を

　用 い，主 に t検定， カ イ ニ乗検定および
一

元配置分

　散分析を行 っ た 。

IV　結　果

1．回 収率 と有効回答

　　ア ン ケ
ー

トの 配布数 は296部，回収数は118部 ， 有

効回答は 116部， 有効回収率は39．2％ で あ っ た 。 ま

た回答数を記載す るに あた り，今回の 調査 は 1施設

　にっ き1名 の 看護婦か ら回答を得た た め
， 内容に よ っ

て ， 回答数をそ の まま施設数 に 置 き換え た部分が あ

る こ と を お 断りす る 。

2．基本的 眉 性

　1）病院の 規模

　　　総 ベ ッ ド数 に よ る病院規模で は，500床未満が

　　57施設49．1％，500〜1000床未満が45施設38．8％ ，

　　1000床以 上 が 9施設 7．8％，不明が 5施設4．3％ で

　　あ っ た 。
っ ま り ， 500床未満 と500床以上の 割合が

　　ほ ぼ 50％ と同比 率 で あ っ た 。

2）病棟 の 規模

　 小児 の ベ
ッ ド数 か ら病棟規模を み る と， 「子ど

もが い つ も入院して い る とは 限 らな い 」 が25施設，

10床未満が 22施設， 10〜19床が17施設，20〜29床

が 12施設，30床以 上が27施設 ， 不明が 13施設 で あ っ

た。っ まり，回答 を 得 た施設 の うち，10床未満 が

47施設 （45．6％）， 10床以上が56施設52，8％で あ

　り，約半数 が 混合病棟で あ る こ とが推測 され た 。

3）小児 の 主 な 手術領域 （複数回答）

　 主 な手術領域 は，腹部外科99，耳鼻科42，整形

外科41， 胸部 ・心 臓外科 39，形成外科 27，脳外科

25， 眼科2L 口 腔外科 14，泌尿器科 11，そ の 他で

あ り，平均す る と 1病棟 に っ き2．8種 の 領域の手

術 が行 わ れ て い た 。

4）回答者の 年齢構成 と子 どもの 有無

　　回答者 に お い て ， 20〜24歳が 10人8．6％，25〜

　29歳 が 10人8，6％，30〜39歳が 29人 25．0％，40歳

　以 上が66人 56．9％，不明が 1人0．9％ で あ っ た 。

　さ ら に子 ど も の 有無で は，29歳 以下で は 1人，30

　〜39歳で は12人，40歳以上 で は 62人 で あ っ た 。 っ

　まり，30歳以上の 回答者が 95名81．9％ で あ り，そ

　の う ち 「子 ど も有 り」 が 74人 （77．9％）で あ っ た。

3 ．看護婦 が 重視 す る 子 ど もの痛 み の サ イ ン

　　看護婦 が 子 ど もの 痛み と して 重視して い る サ イ ン

　を新生児 。乳児 ・幼児別 に 3項目選択 して も ら っ た

結果を図 1に示 した。こ れ らの うち上位 5位で み る と，

新生児 で は 「泣 くt 」 が 88人 84．6％，「不機嫌」 が 69

人66，4％，・「脈拍数」 が44人42．3％，「なか なか 入眠

しな い 」 が41人 39．4％，「ミ ル ク の 飲み が悪 い 」が
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21人 20．2％ で あ っ た 。

　 乳 児 で は．「泣 く」 が 92人 82．9％，「不 機 嫌 」 が 83

人74，8％，「脈拍数」が33人29．7％，「なかなか入眠

しな い 」が 28人25．2％ で あ っ た 。

　幼児で は，「痛い と こ とば で 言 う」 が 88人80．0％，

「不機嫌」 が67人60．　9％，「泣 く」 が 57人51．8％ ，

「笑顔 の 様子」 24人 2L　8％，「な か な か 入眠 しな い 」

が21人 19．1％，「遊び の 様子」が 19人 17．3％ で あ っ

た 。

　っ ま り，「不機嫌」 は 各年代 に 共通 して 60．9〜

74，8％の 看護婦が 重視 して い た 。 「泣く」 は新生児 ・

乳児 で は 84．9％ ・82．9％ と 8割以上 の 看護婦 が 重視

して い た が，幼児で は51．8％ と 5割 に 減少 して い た

（p 〈O．　OO1）。 「な か な か入眠 し な い」 で は，新生児

で は39．4％ と 4割で あ っ た が ， 乳児で 25．2％ ， 幼児

で 19，1％ と乳児 ・幼児 で は 2割 に 減少 して い た （p

〈 0，01）。 「ミ ル クの 飲 み が不良 」 で は 新生児が20，2

％ と 2割，乳児 ・幼児 で 9，0％ ・10．9％ と 1割で あ

り，新生児の 方が重視され て い た （p ＜ O．　05）。 幼

児 で は，「痛 い とい う」80．0％，「笑顔 の 様子」 2L8

％，「遊 び の 様子」 17．3％ が 重視さ れ て い た が，こ

れ らは新生児 ・乳児で は見られ な い 項目で あ っ た。

　バ イ タ ル サ イ ン で は脈拍数と呼吸数を重視 して い

た 。 「脈拍数」 で は，新生児 で 42，3％，乳児 で 29，7

％，幼児 で 5，5％ と，幼児 で は重視 さ れ て い な か っ

た （p 〈 0．05）。 「呼吸数」 で は，新生児 ・乳児 が

12．5％ ・　14．4％ で あ るが ， 幼児 は2．7％ で あ り ， 幼

児で は重視され て い な か っ た （p く 0．05）。

4．看護婦の 「子 ど もの痛み 」 の 捉え 方 と対応

　　子 ど もの 痛み に対す る捉え方を 図 2，鎮痛薬使用

　に っ い て の 肯定 的対応を図 3 ， 鎮痛薬使用 につ い て

の 慎重 な対応 を 図 4 に 示 し た 。
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1）痛 み に対す る 捉え 方

　　「痛み を感じな い 」 と回答 した看護婦 は新生児

に お い て 5人4．9％，乳児 ・幼児 で は 0人 で あ っ

た 。
っ ま り新生児 ・乳児 ・幼児 は手術を受け た後

は 「痛 み が あ る 」 と殆 ど の 看護婦 が 捉 え て い る と

考 え られ た。「痛 み を感 じて もす ぐ忘 れ る」 で は，

新生児 で 50人48．5％，乳児 で 42人39．5％の 看護婦

が そ の 通 り と回答し， 合わ せ る と約 4割の 看護婦

が子ど もは痛み を感じて もす ぐ忘れ る と捉え て い

た 。 「痛 み よ り も他 の 症状 の 方 が 気 に な る」 で は，

新生児で 44人42．7％，乳児 で 40人36，7％ の 看護婦

が そ の 通 りと回答 し，合わ せ る と 4割 の 看護婦 が

痛み よ り も他の 症状を気 に して い た 。 「心理 的外

傷 と して 影響 を残 す 恐 れ が あ る」 で は，新 生 児 で

36人35．0％，乳児 で 59人54．　1％，幼児 で 76人68．5

％ の 看護婦が そ の 通 りと回答 し，年齢が低 くな る

に つ れ て 心理的外傷が残 る こ と は な い と捉え て い

た （p 〈 0．001）。
っ ま り，術後痛 は新生児 ・乳児

で あ っ て も感 じる が，新生児 で は 5割，乳児で は

　4割の 看護婦が子ど もは す ぐに 忘れ る と捉え，ま

た 4割 の 看護婦 は術後痛 よ りも他の 症状が気 に な っ

て い た Q
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2）鎮痛薬使用 に 対す る肯定的対応

　　 「鎮痛薬 は使用す る 必要 が あ る 」 と い う肯定的

対応 で は，新生児で 28人27．2％，乳児 で 49人45．0

％の 看護婦が そ の 通 りと回答 し，新生児の 方 が 鎮

痛薬使用 の 必要性 が 低か っ た （p く 0．05）。「鎮痛

薬 の 指示 が あれ ば，積極的に使用す る」 で は，新

生児で 26人25．2％，乳児 で 37人34．　9％，幼児 で 56

人 50．5％ の 看護婦 が そ の 通 り と回答 し，低年齢 ほ

　ど 「指示」が あ っ て も鎮痛薬 の 使用 を控え て い た

（p 〈 0．01）。 「モ ル ヒ ネ の 指示が あ れ ば，積極的

　に 使用 し た い 」 で は，新生児で 4人3．9％，乳児

で 5人4．6％，幼児 で 2人 1．8％が そ の 通 りと回答

　し，モ ル ヒ ネ を積極的に 使用する意志を示 した看

護婦 は 全体 で 5 ％以下 で あ っ た 。 っ ま り，鎮痛薬

使用に対す る肯定的対応 に おい て，新生児が最 も

　使用頻度が 低 く，乳児，幼児 の 順 で 低か っ た 。

3）術後鎮痛薬を慎重 に使用す る対応

　 看護婦 は 「鎮痛剤 に つ い て 考え た こ とが な い 」

で は，新生児 で 17人 16．5％，乳児 で 5人4，6％が

そ の 通 り と回答 し，新生児 の 方 が 高率 で あ っ た

　（p 〈 0．01）。 「鎮痛剤 は 使用 しな い 」 で は，新生

児 で 10人9．7％，乳児で 2人 1．8％ の 看護婦 が そ の

通 りと回答 し， 新生児 の 方が 高率で あ っ た （p ＜

0．05）。「鎮痛薬の 使 い 方 が よ くわ か らな い 」 で は，

新生児で 23人 22．3％， 乳児 で 15人 13．8％，幼児で

　 8人 7．2％ が そ の 通 り と回 答 し，年 齢 が 低 くな る

　に っ れ て 高率 と な っ て い た （p ＜ 0．01）。 「つ い つ

い鎮痛薬を使わない よ うに して しまう」で は，新

生児 で 13人 12．6％，乳児 で 12人 11．1％ ，幼児で 7

人6．3％ と回答し，合わせると1割 の 看護婦が 「っ

　い っ い 鎮痛薬を使わ な い 」 よ うに して い た 。 「軽

度 の 痛 み で あれ ば，我慢 させ る」 で は，乳児で 4

人3．7％，幼児で 14人12．　6％の看護婦が そ の 通 り

　と回答 し， 幼児 の 方が我慢させ られ る率が高か っ

　た （p く 0．05）。 「甘え て い る と思 っ た時 は 使用 し

　な い 」で は，乳児 で 28人 25，7％，幼児 で 48人43．2

　％の 看護婦が そ の 通 り と回答 し，幼児の 方が 高か っ

　た （p 〈 0．01）。っ まり，慎重な対応の 理 由をみ

　る と，新生児 や 乳児 に お い て は 「考 え た こ と が な

　い 」 「使 い 方 が わ か ら な い 」「使用 しな い 」 の 率が

　高 く，幼児 に な る と軽度な の で あ る い は 甘え て い

　る の で 我慢 さ せ る率が高くな っ て い た。

5．子ども痛み サ イ ン と鎮痛剤使用の 判断

　 1）痛 み の 判断 と客観的評価

　　　子どもの 痛みを判断す る た め の 客観的評価で は，

　　一般的に   ペ イ ン ・フ ェース ・ス ケール
，   ビ ジ ュ

　　ア ル ・ア ナ ロ グ ・ス ケー
ル ，お よ び   ポ ーカー・

　　チ ッ プ ・ス ケール が あ る
T）

が ， 今回 の 調査で は，

　　  と  は全員が 白紙回答で あった 。   ペ イ ン ・フ ェー

　　ス ・ス ケール で は，「ほ ぼ 毎回使用 して い る」 が

　　 1人 ， 「と き ど き使用」 が 15人，合わせ て 16人

　　13．8％が 使用 して い た 。

2）痛み サ イ ン に対して 鎮痛薬を使用す る際の 迷 い

　 子どもの 痛み サ イ ン に対 して鎮痛薬を使用す る

か ど うか 迷 う場面に っ い て 図 5 に 示 した 。 「甘 え

て い る の か，本当 に 痛 い の か迷う こ とが あ る 」 で

　は，「よ くあ る」 が 乳児 で 20人 18．9％，幼児 で は

11人 10．2％ ，「と きど き迷 う」 で は 乳児 が65人

61．3％，幼児 が 81人 75％，合わ せ る と ， 乳児 で は

85人80．2％，幼児で は99人85．　2％ と 8割以上が 迷 っ

て お り， しか も幼児の 方が 「迷 う」率が高か っ た

（p ＜ 0．01）。 「我慢 さ せ た 方 が い い の か，鎮痛薬

を使用 した方が い い か迷 うこ とがある」 で は，乳

児 と幼児 の 有意差は な く ， 「よ くあ る」 で は 13人

12．1％，「と き ど き あ る」 で は61人 57．0％，合 わ

せ る と74人69．2％ 7割の 看護婦が迷 っ て い た 。
っ

　ま り 7〜8割 の 看護婦 は，本当に 痛い の か，甘え

て い るの か ，我慢 さ せ た 方が い い の か で 迷う こ とが

　「よ く」 も し くは 「と きど き」 あ る こ とが わ か っ た 。

3）自由記載に み る看護婦の 「迷 い 」

　　今回の 調査 で は，鎮痛薬 の 使 い 方 に 関 す る 自由

記載欄を質問肢 の 4か所 に設定 した と こ ろ，欄外

　も含 め て 回答者の 9割が そ の ど こ か に記載 して い
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た 。 そ の 意 見を   鎮痛薬 は使用 しな い ，  鎮痛薬

の 使用 を迷う，  鎮痛薬 を使用す る の 3種 に 分類

し表 1に 示 した 。

  鎮痛剤を使用 しな い で は，「鎮痛剤 は 害が あ っ

　て も利は な い 」「副作用を考え る と使用を控え

　る」 「痛み はす ぐ忘れ る」 「心的外傷 を 残す 恐 れ

　 は な い 」 「あや す こ と ・遊 び 等 で 緩和を図 る こ

　とを優先す る」「我慢させ る こ とで甘え を予防

　 す る 」 な ど，従来か ら言 わ れ て い た子 ど もの 痛

　 み に つ い て の 考 え 方 が記載され て い た。

  鎮痛薬の 使用を迷 うで は，「な るべ く … 　 」

　「本当 に痛 い な らば …　　 」 「無理 に我慢 させ な

　 い が …　　 」「不必要 に …　　 」 「必要以上 に ・・

　 ・」 「原因が 明 ら か で あ れ ば …　 　 」 等 と，鎮

　痛薬を使用 しな い 方向で 対応 した い 様子 が 記述

　 さ れ て い た。

  「鎮痛剤を使用す る」 で は．鎮痛処置 の 利点

　 や い っ 使用す るか が 明確 で あり，積極的な姿勢

　 が 感 じ られ た。

　 しか しな が ら， 同一
回答者に お け る記載内容の

一
致度 は 低 く，内部矛盾 が 認 め られ た。

　以上 よ り，7害11以上 の 看護婦 は，不必要 な 我慢

は させ た くな い が ， 痛み の サ イ ン が甘え に よ る も

の か本当 に 痛 い の か，あ る い は我慢 させ た方 が い

表 1．術後の 鎮痛薬使用に 関する自由記載の 内容　n＝108

一
鎮 痛 薬 を 使 用 し な い 　 　 　・ 鎮 痛 薬 の 使 用 を 迷 う 鎮　 痛　剤　 を　使　用　 す　 る

ト。。。。 害。 。。て 、＿ 、 ・痛み の 原因が 明 らか で あ れ ば 我慢 さ せ ・無意味に我慢さ せ る意味が な い ／必要が な い

・痛 み を どうや っ て 判 断す るの か，困難 な い ・手術 に よ る痛 みは，我慢 の 必要 がない

が 多 い ・な る べ く薬剤は使わ な い ・積極的に 除痛す る

・今 まで 乳児 の 痛 み の 訴え は あ ま りきい ・不必要 に 使わ な い ・で きる だ け痛 みが 緩和 で きる方法 を考える

た こ と が な い の で 使う こ と もな か っ た ・無理 に 我慢 させ る必 要は な い が，鎮痛 ・術後 2 〜3 日 は 鎮痛薬を 使用
・乳 児 は 術後痛 の 閾値 が 低 い と い われ て 剤 を使 う必要 が ある か 判断 す る こ とが ・術後痛 は 我慢 さ せ て は い け な い

い る の で，徐々 に 痛み が 軽減す る の を 大事 ・年少幼児に な る と，自分 の 意志が は っきり し

待 つ
・痛み の ア セ ス メ ン ト は困難 で あ り。対 て くるの で，それ を受 け止 め，痛 み を取 り除

・副 作用 を 考え る と，本当に痛い の か 明 象に あ った コ ミュニ ケ
ーシ ョ ン を と り， く

確 で な い の で 使用 で きな い （特 に 麻薬） 痛 み の 正確 な情 報 を得 た ら，我慢 させ ・6か 月以 降 の 児で あれ ば，その サ イ ン に 応 じ
・痛み を感じて もす ぐ忘 れ る 傾向にあ り ， な い て しっか り応 え る

心 理的 外傷 と して 影響 を残 す恐れ は な ・原疾患 と症 状か ら判断す る
・痛み は 本人 に しか分 か らない の で，過度 に 我

い と思 う ・身体的 ア セ ス メ ン トを 行 って 使用 す る 慢さ せ る必 要 は な い 。

・心 理的 ケ ア （あやす，抱 っ こ ） で緩 和 が，我慢 させ る必 要 は な い ・痛み に よ る不眠 は，回復 に 良 くな い

さ れ る な らそ れ に越 し た こと は な い ・必要以 上 に鎮痛薬を 使用す る こ と は な ・我慢させ る と離床が すす ま な い ／臆病 に な る

・軽 い 痛 み な ら好 きな 遊 びな ど，興 味を い が，本 当に 痛 け れば，我慢 さ せ る必 ・よ く眠った後 の 創 の 治 りや 食 欲 に は 目を見張

ひ くもの で ま ぎ らわ せ る こ と が で き る 要 は な い る もの が あ る

・痛 み が す ぐに お さ ま る よ うな 時 は，鎮 ・な るべ く我 慢 さ せ た くな い ・積極 的 に鎮痛 を図 り，自信 を もた せ る必要 が

痛 剤 は便 用 しな い ・本当 に術 後痛 と判断 され た 時 は，我 慢 あ る

・軽度 の 痛み だけな ら我慢 させ るが，機 させ る必要 が ない ・乳児 とい え ど も痛い こ とを され た記憶 は残 る

嫌 が 悪 い と か眠 れ な い 等 が あ れ ば 鎮痛 ・痛 み の 程 度 に よ るが，痛 い とい い な が ・我慢 さ せ る と 医師 や 看護 婦 が 近づ く と心 理 的

薬を使 う ら も遊 ん で い た り，静か に テ レ ビ を見 に 不安 を もっ

・我慢す る こ とを学習 させ る て い た りと い う何か 他の 物に 興味を 持 ・痛み を我慢 させ る と，ス トレ ス に な る

・我慢す る こ と を 重視 し，使用 しな い 方 っ 余裕 が あ る時 は 様子を 見 る

向 ・顔 色，表情，機 嫌，痛 い とい う訴 えか
・我慢さ せ る こ と で よ り甘え を 予防する ら本当だ と判断で き る場合は 使用 すべ

・単 な る甘 え で あ れ ば不 必要 な投 薬 は し き

な い 方 が良 い

表 2 ．看護婦か ら見 た医師の 術後鎮痛処 方の 発行状況

項　　　 目
新生児 　 n＝93
　人数　％

乳 児　 n＝104
人数　％

幼児 　 n＝108

人数　％
有意差

1．鎮痛薬の 処方が な い

2，毎回、殆どの 医師が 処 方をだ す

3．医師に よ っ て 異 な る

4、診療科 に よ っ て 異 なる

21　　 21．6
32　 34，4
29　 　 31．2
11　　 1L8

10　 　 9，6
52　　 50．0
26　 　 25，0
16　　 15．4

6　 　 5．6
57　　52、8
31　 　 28，7
14　　 13．0

棄

晝：

＊ P＜ O．05
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い の か 鎮痛剤 を 使用 した 方 が い い の か に つ い て 判

断 に 迷 よ っ て い る が ， 痛み の 判断を客観的に 評価

す る ッ
ール の 利用 も低 か っ た。

6．看護婦からみた医師の術後鎮痛薬処方状況

　　医師の 術後鎮痛薬処方 の 発行状況を看護婦 に 質問

　した 内容 を表 2 に 示す 。 「処方が な い 」 で は ， 新生

児で 21施設 21，6％ ， 乳児 で 10施設 9．6％，幼児 で 6

施設5．6％で あ り，年齢が低 い 程，医師は処方をだ

　さ な い （P ＜ 0．　05）。 逆 の 表現と して 「毎回，殆 ど

の 医師が鎮痛薬の 処方をだす」 で は，新生児で 32施

設34．4％，乳児 で 52施設 50．0％，幼児 で 57施設52．8

％で あ り ， 新生児 は乳児 ・幼児に比べ ，術後 の 鎮痛

薬処方が出され る割合が低か っ た （P ＜ 0．05）。「医

師に よ っ て 異 な る」 お よ び 「診療科 に よ っ て 異な る」

で は 年齢差 は 無か っ た 。

　 鎮痛薬投与方法 （複数回答）で は，年齢に よ る有

意差 は な く，「座 薬」 が 72施設 79．1．5％ （そ の うち

35．8％ が 手術室で 投与），「静脈 内投与 （IVH を含

む）」が19施設20，7％， 「経口投与」が 13施設14．1％，

硬膜外麻酔が 6施設6，5％ で あ っ た
。 貼付式の 鎮痛

薬 「リ ドカ イ ン テープ 」 は 61施設52．6％ で 使用 さ れ

て い た 。 こ の う ち毎回使用 が 10施設 16．4％，ときど

き使用が 51施設 83．6％で あ っ た
。 ま た ， 乳児か ら使

用 して い る施設が13．1％，幼児か らが 63．9％で あ っ

た
。 器械 に よ る 自己管理鎮痛法 （PCA ） の 使用状

況 は 4件で あ り，一
般的 な方法 に は な っ て い な か っ

’
た 。

　 塩酸モ ル ヒ ネ の 使用状況 は，17施設 14，7％で 「と

き ど き」使用 さ れ て い た。こ の うち，新生児 か ら使

用するが 2施設， 乳児が 2施設，幼児 が 4施設，小

学生以 上 が 9施設 で あ っ た 。

1．回答者の 特徴

　 回収率は 4割で あ る が ， 回答者の 8割が 30歳以上

の 看護婦で あ り，看護婦経験 が 10年以上 の 中堅看護

婦 で あると言え る 。 また中堅看護婦と して の 病棟内

へ の 影響力を考え る と， 今回の 謌査結果 は，各病棟

で の 状況をか な り正確に 反映した 内容 と推察 で きる。

2．術後痛に対する鎮痛薬の処方

　 術後鎮痛薬の 処方状況を み る と，新生児 で は 「処

方が で な い 」施設が約20％ あ り， 乳児の 2倍， 幼児

の 4倍 で あ っ た 。 逆 に，「毎回，殆 ど の 医師が 術後

鎮痛薬の 処方をだ す」施設数 は，新生児が 34％ で あ

る の に 対 し，乳児 ・幼児 で は52％ で あ っ た 。 従 っ て，

乳児 や 幼児 に 比 べ ，新生 児 は 薬剤 に よ る 術後鎮痛処

置を受け る機会が ，明 らか に 少 な い こ とが分か っ

　た 。

　　また，乳児 ・ 幼児 に おい て 「毎回，鎮痛薬の 処方」

が で る施設が 5割で あ るが，佐 々 木 ら
4）

に よ る 「が

ん 性疼痛 に 関す る全国調査」 の 結果で も55％で あ っ

た こ とか ら，内科と外科の 違 い ，全国調査と東北地

区調査の 違 い は あるが，乳児 ・幼児 に お い て ， 鎮痛

薬 を積極的に 使用 して い る施設 は，約 5 割 と 考え ら

れ る 。

　
一方，痛み の 伝達路 は 妊娠 2期 か ら 3期に ミエ リ

　ン化 され，30週 まで に脳幹や視床へ 伝達さ れ る こ と，

また ミエ リ ン 化が完全で な くと もC線維やA δ線維

に よ っ て 痛 み が 伝達 さ れ る こ と が分か っ て お り
9）

，

出生直後から 「痛み を感 じ る」 こ と が分か っ て い る 。

さ らに痛み は学習 され強化され る こ と
1°）

を考慮す る

と，新生児 か らの 鎮痛処置 は人格形成の 上 か ら も適

切に実施さ れ る こ とが重要で あり，今後，処方率 の

向上 が望ま れ る 。

V 　考　察

　近年，子 どもの 自律神経反応 や 内分泌反応の 研究成

果 に よ り，出生直後の 子ど もで あ っ て も 「痛み感覚」

がある こ とが
一

般的な知識と して 普及 し
8＞
，子ど もの

鎮痛薬使用が前向きに検討され始めて い る 。 小児外科

領域で は手術の 大小に関わ らず，術後痛 の 緩和目的で

鎮痛薬使用が 積極的 に な っ て い る。本稿で は，新生児 ・

乳児 ・幼児別に，看護婦が乳幼児の術後痛 の サ イ ン を

どの よ うに 捉え，鎮痛薬 に 対処 して い る かを考察す る 。

3．看護婦が重視す る子ど もの 「痛みの サイ ン 」

　　 「痛み」 は 「疾病，外傷あ るい は 器質的障害 に よ っ

て 起 こ る 苦痛感 」 と 定義 さ れ
11），「主観 的 に 体 験 す

る もの で あ る が ， 客観的に観察で き る行動体系で あ

る」
1！）

と言 わ れ て い る 。 ま た ，岩渕 ら （1976）13）
は

「痛 い 」 と い う表現が， 1歳程度 か ら出現す る こ と

を述べ て い る 。

　 今回 の 調査 で も， 1 〜 3歳の 幼児 で は 「痛 い 」 と

言葉で表現す る こ とが重視さ れ て い た 。

　　「痛 い 」以外に 新生児 ・乳児 。幼児 に 共通 して高
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率 だ っ た 項 目は 「泣 く」 「不 機嫌 」 「な か な か 入 眠 し

な い 」「ミ ル ク の 飲 み が 不良」 で あり，一
般的 に 言

わ れ て い る 内容 と の 食 い 違 い は見 られ な か っだ ％

　 また年齢 に よ る特徴で は，新生児 で は 「脈拍数」

「呼吸数」 な ど の バ イ タ ル サ イ ン が重視 さ れ ， 幼児

で は バ イ タ ル サ イ ン よ り 「言葉 に よ る訴 え 」 「遊 び

の 様子」お よ び 「笑顔の 様子」 が 重視 されて い た
。

　
一般に幼 児 は言葉 を話す よ うに な る の で ，言葉に

よ る表現 を 重視 しが ちで あ る が，宮崎ら （1988）
15｝

に よ る外来診察場面 の 調査で は， 1〜 2歳児 は全例

言葉で は な く手で お 腹 を示 し，3 〜5歳で は問わ れ

る と 「お な か」 「ポ ン ポ ン 」 と答え るが，自発的 に

痛 み を発す る の は 3〜4歳児で は 2割 で あり，誘導

的に 補足的に 質問して も4割は答 え られ な い こ と，

5歳以降 に な る と正確 に答 え る割合が 増加 す る こ と

を報告して い る。 こ の 結果は
一

般的 に 乳幼児 は痛み

で 苦しん で い る と き は し ば しば 黙 り込 ん で しま う
1G｝

こ と と一
致す る 。 従 っ て，3歳以下の 子 ど も の 痛 み

の サ イ ン は 言葉 に 依 る こ と な く，自由記載 に あ る

「よ く眠 っ た後 の 創 の 治 り や 目を 見張 る 食欲」 な ど

の 反応を蓄積 し，鎮痛薬 の 効果に関す る考え方を再

構築す る 必要が あ る。

4，痛 み が 子 ど も に及 ぼ す影響 に 関する看護婦の 捉え

方

　 痛 み は 主観的 な 体験 で あ るが，看護婦は特に 「子

　ど もの 痛み は本当か 」 と悩む 。 そ の 背景 に は  医療

従事者の 間で は，長い 間 「幼い 子 ど もは痛 み は 感 じ

　な い こ と，お よ び 覚 え て い な い の で 後 に 問題 を の こ

す こ と はない 」 と考えられて きた こ と
5｝

，  痛み で

苦 しん で い る と き は しば しば 黙 り込 ん で しま うこ

　と
16｝
，特 に 5 歳以下 の 子 ど もの 言葉 に よ る痛み 表現

は 不明確 で あ る こ と
15）・；7）

，さ らに   子ど もは しば し

　ば キ ャ ラ ク ター
つ きの バ ン ドエ イ ド な ど よ っ て 疼痛

の 緩解が得られ る こ と
1e｝

等 が あ り，しば しば 子 ど も

は 我慢を強い られ る
19〕

。

　　しか しオ ース トラ リア の 調査で は75％ の 子 どもが

手術当 日に 痛み を訴え て い た
2°〕

。 今回の 調査 で も，

殆 ん どの 看護婦 は新生児で あ っ て も術後痛を感 じて

い る と捉え て い る 。 課題 は，痛 み が 子 ど もの 心理的

外傷 とな る と捉 え て い る看護婦が新生児 で は3．5割，

乳児 で 5割 ， 幼児で 7割も い る一方で ， 4割以上 の

看護婦 が 子 ど もの 痛み は 感 じて もす ぐ忘 れ る と 捉え
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て い た り，痛 み よ りは他 の 症状 の 方が 気 に な っ て い

る こ とで あ る 。

　 さ て ， 3 歳以 下 の 子 ど も の 認 知力 に お い て ，善 い

こ とと して 実行さ れ た 医学的処置 の 結果 に 発生 した

痛 み と，虐待 に よ っ て 暴力を受け た結果 の 痛み を 区

別 で きる で あ ろ うか 。
ピ ア ジ ェ21）

に よ れば O〜4歳

児 の もの 事の 理解は 感覚的 ・視覚的に な され，到底，

痛 み の 区別 が難 しい こ とを推測させ る 。 乳幼児に と っ

て，医療者 の 意図 が ど うで あ れ，実際 に 感 じ る身体

的痛み が 現実で ある。広末 （1991）22）
は痛み の 経験

を し て い る子 どもの 活動 レ ベ ル が低下す る こ と，

Ross （1984）ee）
は 6歳の 子 ど も は 痛 み を 悪 い こ と を

した罰と受け止 め て い るこ とを報告 して い る 。 ま た，

身体的虐待を受 けた 乳幼児が身体的 ・
心理的 ・社会

的発達 が遅 れ る こ と は周知 の こ とで ある。

　我々 は子 ど もの 痛みの 経験をより注意深 く観察し，

術後痛 は必発す る と い う考え方を基本 に ， 鎮痛薬を

含 め た除痛処置を行 う こ と を前提 に，看護婦 は 子 ど

もの 痛み サ イ ン を観察す る こ とが 重要 で ある。

5．鎮痛薬処方を実行するかどうかの判断

　1）鎮痛薬の 使用

　　　「指示が あ れ ば，鎮痛剤 を積極的 に 使 用 す る」

　　と回答 した 看護婦 は新生児 が最も低く2．5割，乳

　 児が 3．5割，幼児が 5割 で あ っ た。こ の 結 果 を 医

　 師の 「毎回，鎮痛薬 を処方す る」 と対比す る と，

　 新生児 で は医師の 処方が34％ に 対 し，看護婦 の 積

　 極的使用 が 25％ で あ り，10％ の 差 が 生 じて い た 。

　 同様 に，乳児 に お い て も，医師の 処方が 50％ に 対

　　して，看護婦 の 積極的使用 が 35％ で あ り，15％ の

　 差 が 生 じて い た 。 つ まり，新生児 ・乳児 で は医師

　 の 鎮痛薬処方率 よ り も，看護婦の 積極的使用率 の

　 方 が 低 い
。 幼児 で は，医師 の 処方率 と看護婦 の 積

　 極的使用 に お い て 50％ と差 は み ら れな か っ た 。
っ

　 ま り，新生児 ・乳児に お い て は ， 医師もさ る こ と

　 ながら看護婦 に おい て 鎮痛薬使用 に 関す る 議論が

　 必要で あ る 。

2）鎮痛薬の 慎重 な選択

　 鎮痛薬 の 使用を手控 え た い ある い は慎重 に考え

た い と い う要因 と して 3項目が考え られ た 。 第
一

に，新生児に お い て，2割の 看護婦が 分 か らな い，

あ るい は考え た こ とが な い 状況 で あ っ た。第二 に ，
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「子 ど もの 甘え」 との 関連 に お い て，「甘 え て い る」

と思 っ た時 は鎮痛剤 を 使用 しな い と 回答した看護

婦が 乳児 で 3 割，幼児 で 4割 お り，「甘 え て い る

の か，本当に 痛い の か」と迷 う看護婦が乳児 ・幼

児合わ せ て 8．5割で あ っ た 。 第三 は 「我慢」 と の

関連 に お い て ，「我慢 させ た方が い い の か，鎮痛

薬の使用を考 え た方が い い の か迷 う」看護婦が乳

児 ・幼児合 わ せ て 7割で あ った 。 目由記載欄に お

い て も 「甘 え させ て は い けな い し，不必要な我慢

もい け な い し， 今の状態 は薬剤使用をす る こ と が

最善策 で あ るか ど うか と悩 む」姿が示 され て い た 。

つ まり，鎮痛薬を手控えるあるい は慎重 に 使用す

る背景に は，  副作用 も含め鎮痛薬使用 に関す る

知識不足，  「甘 え 」 の 見極め，お よ び  「子 ど

もが我慢する」 こ とへ の 看護婦 の 認識が 左右 して

い た 。

3）痛 みの 客観的評価

　 鎮痛薬使用 の 「迷い 」を軽減す る に は， 痛 み を

客観的に 評価す るス ケール が 必要で あ る。
ペ イ ン ・

　フ ェ
ー

ス ・ス ケ ール は， 3歳以上の 子ど も用 と し

て が 開発 され，今回 の 調査で も14％の 施設 で 使用

　して い た 。 しか し，中村 ら （1993）24）
らは， 3歳

児 は 7名中 5名 （71．4％）が使用 で きな か っ た こ

　と を報告 して い る。従 っ て，ペ イ ン ・フ ェ
ー

ス ・

ス ケール を 3歳以下の 幼児へ 用い る こ とに は再考

の 余地 が あ る 。 今回の 調 査項目に は含 め て な い が，

術後 の 小児用疼痛客観評価と して 開発さ れ た CH

　EOPS 　（Children脚s　 Hospital　Eastern　 Ontario

Pain　Scale）as〕
や新生児 ・ 乳児用 の CRIESee） な ど

の 使用を検討する必要が ある 。

　　と こ ろ で 日本人は 「甘え の 文化」
27）

で あ る と言

われて い る が，一般的に 「術後痛は存在する」と

確信で きる に もかかわ らず，看護婦 は何故，「子

　ど もの 痛み 」よ りも 「子ど もが 甘え て は い けな い 」

　こ と に 価値を置き 「我慢さ せ る」 こ とを選択す る

　の で あ ろ うか 。 今後 は，「痛 み 」 と子育 て と の 関

連 に お い て ，日本人が 根底 に も っ て い る子 どもの

　「甘え」や 「我慢」 に関す る無意識的 。習慣的な

思考を意識的 に議論 し，顕在化 させ，鎮痛剤使用

　に 関す る新 た な 価値観の 構築が 必 要で あ ろ う。

一 一

VI　まとめ

1．痛み の サ イ ン と して 重視さ れ て い た の は

  新生児 ・乳児 ・幼児 で 共通 して い た の は 「泣 く」

　　「不機嫌」「な か な か 入眠 しな い 」 「ミ ル ク の 飲 み

　　が 悪 い 」で あ っ た。

  バ イ タ ル サ イ ンの うち 「脈拍」 を痛み の サ イ ン

　　と して 重視す る割合 は新生児で 42％，乳児 で 30％，

　　「呼吸数」 で は，新生児 ・乳児 で 13％ で あ っ た。

  幼児 で は バ イ タ ル サ イ ン は重視 されず，「痛 い

　　と言 う」 80％，「笑顔 の 様子」 22％，「遊 び の 様子」

　　17％で あ っ た 。

2 ．看護婦の 4割 は ， 新生児 ・乳児が痛みをを 感 じて

　もす ぐ忘 れ る と考え t ま た痛 み よ り も他 の 症状 の 方

が 気 に な っ て い た 。

3 ．看護婦が 認識 して い る 心理 的外傷 を 残す 恐 れ は，

新生児35％ ， 乳児54％，幼児 67％ で あり，年齢が低

　い ほ ど心理 的外傷を残す恐 れ が低い と看護婦は捉え

　て い た 。

4．新生児 に おい て ，看護婦 の 2割 は 「鎮痛薬 に っ い

　て考え た こ とが な い 」 およ び 「鎮痛薬の 使い 方が わ

か らな い 」状態で あ っ た 。

5，幼児 に おい て ，看護婦は 「本当に 痛い の か ， 甘え

　て い る の か」と8．5割 の 看護婦 が 迷 い，「我慢 させ た

方が い い か，鎮痛薬を使用 した方が い い の か」 と 7

　割 の 看護婦 が 迷 って い た Q

6．看護婦 に よ る と医師 の 術後鎮痛薬 の 処方 が 毎回 あ

　る の は，新生児 で は34％，乳児 ・幼児 で は 50％ で あ

　るが，看護婦が 「処方 が あ れ ば積極的に 鎮痛剤を使

　用」 す る頻度 は，新生児 25％，乳児35％，幼児51％

　で あ っ た 。 っ まり医師に 比べ 看護婦の 方が鎮痛薬 の

　使用 に 慎重 で あ っ た 。

7 ，鎮痛効果の 高 い モ ル ヒ ネを積極的 に 使用 した い 看

護婦　は新生児 ・乳児・幼児を通 して 5％以下で あ っ

　た 。

8．痛みの 客観的評価方法で は，ペ イ ン ・フ ェ イ ス
・

　ス ケール の 使用 が 全体で 13．8％で あ り，そ の 他 の ス

　ケ ール の 使用 は 見られ な か っ た 。
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