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採血 に対する幼児の 反応 ･ 行動 に影響を及ぼす要因

武 田 淳 子 (千葉大学看護学部)

本研究の 目的 は, 採血 に対 する小児 の 反応 ･ 行動 と小児 の 個人 的要因 (年齢, 発達 段階, 過去 の 痛み 経験) , 状況 的要 因

( 母親の か か わ り , 医療者 の か か わり , 処置の 状況) 及 び小児 の 痛 み経験 に対す る母親 の 認 識の 関連を知 る こ と で あ っ た ｡

外来受診中 の 2 歳 か ら6 歳ま で の 就学前幼児 と そ の 母親28 事例 を対象 と し て
, 母薫別こ対す る小児の 痛み 経験 に関す る質問紙

調査 と,
の ベ 3 3 の 採血 場面 に お け る小児 の 行動観察 を実施 した. 33 の 採血場 面を小 児の 行動特徴か ら 3 群 に分類 し, 各群 の

個人的要因, 状況 的要 因及び 母親の 認識 の 特徴 に つ い て 比較分 析を 行 っ た結果, 以下の こ とが 明 らか に な っ た｡ 小児 の 発達

段階や 過去 の 痛 み経験 は, 小児が 採血 を予測, 評価 し
,

そ の 侵 入的な痛 み や不安 に 対す る対処行動 を決定す る上 で 重要 な要

因 で あ っ た｡ 年長幼児 の 多く は, 採血 に対 して 主体 的な参加行 動を示 し, 個別性 が 高く多様な 対処行動 をと っ て い たが
, 不

安や 恐怖が 強 い 小児 で は, 処置中 に示す言語的 ･ 非言語 的行動 が 限られて い た
｡ ま た 小児 の 痛み 経験 に対す る母親 の 認識 は

,

採血 に 対す る小児 の 反 応や 行動 と相互 に影響 を及 ぼ し合 っ て お り , 特に採血 に対 す る不安や 恐怖が 強 い 小児 に対 し て は
, 母

子双方 へ の 看護援助 の 必要性が 示唆 さ れ た
｡

K E Y W O R D S : p r e s c h o o l c h il d r e n
,

v e n ip u n c t u r e
,

c o p l n g b e h a v i o r

I . は じめ に

痛 み は
"

体験 し て い る 人 が 表現す る と お り の も の
" 】)

等 の 定義 が広く知 られ て い るが
, 認知能力 や言語機能 の

発達途上 に あ る小児 , 特 に 年少 の 乳幼児 は
, 痛 み を経験

し て も言語 で は充分 に 表現 で きず,
そ の 痛 み経験 を理 解

す る こ と は, 成人 の 場合以 上 に むずか し い ｡ 中 で も
"

倭

入的 (i n t r u si v e) 伝
"

痛み と表 さ れ る採血 や 注射等 の 医

療処置 を受 ける小児 は, 処置 に 対す る不安 や恐怖 に 加 え

て
, 処置 そ の も の に よ る痛み 刺激 と い う ス ト レ ッ サ

ー

に

対処 し な け れ ば な らず, 看護婦 に は
,

そ れ ら に 対する小

児 の 対処行動 を 理解 し援助す るか か わ り が求 め ら れ る｡

小児 が痛 み に どう対処 し反応す るか を学 ぶ 環境 と し て

家族 の 存在 は大 き い と 考え られ 2 )
, 小 児の 痛み に 対す る

認識 や対処行動 に 影響を 及 ぼす要因 と し て
, 個人的要因

や 状況的要因
3 〕 と共 に 家族 の 認識 や 行動 に つ い て も言及

さ れ て き て い る｡ 本研究で は, 小児の 採血に 対する反応 ･

行動 に 影響 を及 ぼ す要因と して
, 小児 の 個人的要因 (年

齢, 発達段階, 痛 み 経験) と状況的要因 (母親 や 医療者

の か か わ り, 処置の 状況) 及 び小児 の 痛 み経験 に 対する

母親 の 認識 を取 り上げ,
それ ら の 要因 と採血 に 対する小

児 の 反応 ･ 行動 と の 関連を 知 る こ と を目的 と し た｡

Ⅱ
. 研究方法

1 ) 用言吾の 定義

小児の 痛 み経験 に 対する 母親の 認識 : 小児が 過去 に 経験

した痛 み の 内容や それ ら に 対す る反応 ･ 行動, 小児 の 痛

み に 対する母親自身の か か わ り や 医療者 の か か わ り等 に

つ い て
, 母親 が 感 じて い る こ と や考 え て い る こ と｡

採血に 対する 小児 の 反応 ･ 行動 : 小児 が採血 が あ る こ と

を予測し た 時点 あ る い は実際 に 痛 み刺激 を認識 し た時点

か ら
, 採血場面の 終了ま で の 問 に 観察 さ れ た小児 の 表情

や 反応及 び言語的 ･ 非言語的行動｡ 痛 み の 予測や 痛み 刺

激と い う ス ト レ ッ サ
ー を 処理 す る た め に と る認知的 ･ 行

動的方法 で あ る 対処行動を 含 む｡

2 ) 調査場所 及 び研究対象

千葉市内の 総合病院小児科 ･ 小児外科外来受診中 の 就

学前幼児 と そ の 母親2 8 事例を 対象 と し た｡ 対象 と な っ た

小児 は男児1 5 名, 女児1 3 名, 年齢 は 2 歳 7 カ 月 か ら 6 歳

5 カ 月 で
,

4 歳児が1 0 名と 最も多 か っ た｡ 気管支晴息等

の ア レ ル ギ ー

性疾患が 9 名, 血液疾患 7 名,
そ の 他腎疾

患等で あ り, 全員が 過去 に 1 回以上 の 採血 を経験 して い

た｡ ま た入院経験が ある 小児 は2 2 名 で
,

ほ ぼ全員が 点滴

を経験 し て い た ｡ 調査場所で は
, 採血 は原則 と して 医師

が実施 し, 処置 へ の 家族の 付 き添 い は原則 と して 家族 の

自由意思 に 任 さ れ て い た｡
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3 ) 調査内容

(1) 小児 の 痛 み経験 に 関する 質問紙

質問紙 は
,

H e s t e r ら に よ る 小児 の 痛 み 経験 に 関す る

質問項目
4 ) を参考 に

, 小児 の 痛 み へ の 反応 ･ 行動 に 影響

を及 ぼ すと考 え られ る 因子 に よ り構成 し た｡ 質問紙作成

に 当た っ て は
, 内容的妥当性 を小児看護学 を専門と する

研究者 と共 に 検討 し
,

予備調査 に よ る修正 を加 え た｡

(2) 採血場面 に お け る小児 の 行動観察

R it c h i e ら
5 )

に よ り 開発 さ れ た th e C h il d r e n

'

s C o p-

in g S t r a t e gi e s C h e c kli s t-I n t r u si v e P r o c e d u r e s を参考

に
, 予備調査 の 結果 を加 え, 採血場面 に お い て よく見 ら

れ る小児 の 行動か らな る チ ェ ッ クリ ス トを作成した｡ チ ェ ッ

ク リ ス ト に つ い て は, 採血場面 の 小児の 行動を 的確 に 観

察 で き る もの で あ る か,
そ の 内容的妥当性を 小児看護学

を専門 と す る研究者 と共 に 検討 した ｡ 調査 に お い て は,

処置室入室 か ら退室 ま で に 観察さ れ た 小児 の 言語的 ･ 非

言語的行動 や反応 に つ い て 具体的 に 記録す る と共 に , 可

能 な 限り 家族や 医療者 の 言動 も記録 し た｡ 4 日 間の 予備

調査期間を 経 た上で , 研究者自身 と小児看護 の 臨床経験

を有する 大学院生 1 名 の 2 名 で 本調査 を行 い
, 評定者間

信頼性 を み る た め に , 各事例毎 の 観察内容 の
-

致率を 求

めた と こ ろ, 平均88 % で あ っ た｡

(3) 小児 の 背景 に 関す る調査

小児 の 診断名, 曜病期間, 過去の 医療処置経験や 入院

経験 の 有無等 に つ い て
, 医療記録か ら情報収集 し た｡

4 ) 調査手順

研究参加の 同意が 得 ら れ た母頼2 6 名 に 対 して , 診察前

の 待 ち時間中 に 聞 き取 り に て 質問紙調査 を 行 っ た ｡ 小児

に 対 し て も理 解可能 な範囲で 説明 し
, 同意を 得 た上 で 採

血場面 の 観察 を行 い
,

2 8 名の ベ3 3 場面の 資料 を得 た｡

5 ) 分析方法

採血場面 の 観察記録 と質問項目 へ の 母親 の 回答内容 と

を併 せ て
,

事例 ごと に 分析 を行 っ た｡ 分析 に 際 して は,

小児 は採血 あ る い は 痛 み刺激 を どう と ら え, どう 対処 し

ょう と し て い る の か
, 母親 は小児 に と っ て の 採血や 痛 み

刺激 の 意味及 び そ れ ら に 対す る小児の 反応 ･ 行動 を ど う

と ら え, どう か か わ ろう と して い る の か
,

ま た看護婦 は

小児 の 反応 ･ 行動を どう と ら え
,

ど うか か わ ろ う と して

い る の か を 視点と し
, 特 に 小児 に つ い て は, 観察 さ れ た

反応や 行動 の 意味 を
,

そ の 前後 に 観察 さ れ た反応や 行動

及 び過去 の 経験 に 関す る 母頼 か ら の 情報 と 照合さ せ な が

ら検討 し た｡ そ の 後, 採血場面 に お け る 小児の 反応や 行

動 の 特徴 に よ り, 全事例 を 積極的参加群, 抵抗行動群,

萎縮行動群 の 3 群 に 分類 し
, 各群の 個人的要因, 状況的

要因及 び母親の 認識の 特徴 に つ い て
,

比較検討 し た｡

-

連 の 分析過程 は
, 小児看護学 を専門と する 複数の 研究協

力者 と 共 に 行 い
, 信頼性, 妥当性 の 確保 に 努 め た｡

Ⅲ . 研究結果

採血場面 の 観察記録 と小児 の 痛み 経験 に 関す る質問項

目 へ の 母親 の 回答内容 を もと に
,

表 1 に 示 し た事例 と 同

様 の 方法 で 全事例 に つ い て 分析 を行 っ た｡ そ の 結果,
2 8

事例3 3 場面 は
, 採血場面 に お け る小児 の 反応 ･ 行動 の 特

徴 に よ り,
主体的な 参加行動 を示 し た積極的参加群13 事

例 の ベ1 7 場面, 拒否や 抵抗 を示 し た抵抗行動群 8 事例 の

ベ 9 場面, 終始緊張が 強く
, 萎縮 し た行動 を示 した 萎縮

行動群 7 事例 7 場面 に 分類さ れ た｡ 各群 の 個人的要因,

状況的要因及 び小児 の 痛み 経験 に 対する母親 の 認識 の 特

徴 に つ い て 表2 に 示 し た｡

(1) 積極的参加群 の 特徴

13 事例中1 1 事例が 4 - 6 歳 の 年長幼児 で あ っ た｡ 3 歳

児 は い ずれ も2 回 の 入院経験 を も っ 血液疾患患児 で
, 母

親 は
, 入院 を機 に 採血 が 自分 に と っ て 必要 な こ と と小児

な り に 理 解 し た よ う だ と述 べ て い た｡ 4 事例 は
, 母耕 か

ら受診 や採血 が あ る こ と の 説明を 受 け た時点 で ｢ が ん ば

る｣ ｢ 泣か な か っ た ら0 0 買 っ て｣ 等採血 に 対す る｣L ､ 構

え を表現 し て い た｡ 3 歳児 2 事例 を含 む1 2 事例 は
, 採血

場面 を通 し て 全く噂泣せ ず, 年長幼児 の 多く が
, 処置後

に 満足や得意 の 表情 を見せ て い た｡

5 歳児の 母親 は, 小児 が痛 み を あ ま り 表現 し な い こ と

に つ い て
,

あ き ら め て い る ,
が ま ん して い る

,
ス ト レ ス

に な っ て い る の で はな い か 等 と と ら え て い た｡ ま た 多く

の 母親 は
, 採血時 は泣 い て も い い が暴 れ な い で は しい あ

る い は泣か ず に 静か に 受 けて は し い と述 べ
, 採血時 に は

励ま して あ げ た い
,

そ ば に い て あ げた い
, 不安感 を少 し

で も取 り除 き た い と付 き添 う こ と や 母親 の 役割 に つ い て

も述 べ て い た｡

医療者 は 9 事例 の 小児 に 対 し て ｢ - し て も い い ? ｣

｢ ど っ ち の 腕 に す る? ｣ 等 と問 い か け, 看護婦 は全事例

に お い て
, 小児 の そ ば で 見守 るか 肩 や腕 を支 え る等 の か

か わ り を行 い
,

処置後小児 の が ん ば り や努力を 認め る声

か けを して い た｡ 穿刺が 複数回行 わ れ た 4 歳児の 事例 は
,

3 回目の 穿刺時 に 医師 の 指示 に
一

度 ｢ い や｣ と拒否 を示

し たが
, 看護婦 の 説明で 再 び協力行動を と り

,
5 歳 の 事

例 は 2 回目 の 穿刺 が必要 と わ か っ た時点 で 医師 に 向か っ

て 冗談 ま じ り に 不満 を 表現 して い た｡

(2) 抵抗行動群 の 特徴

8 事例中5 事例が 2 ･ 3 歳 の 年少幼児 で あ り
, 受診の

説明を 聞い た の み で 泣 き そ う に な っ た り ｢ 痛くな い ? ｣

と 質問 した り して い た｡ 処置前 に は ｢ 泣か な い｣ と意思
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表 1 事例分析

_
/1 越廼萱量 5 歳 3 か月 女児, 気管支噴息,

ア ト ピ
ー 性皮膚 炎

入院臣験 5 回 , 過去 の 医療処置経験 一 採 血 点滴, 歯科治療, 予防接種

小児 の 痛み径験 に対す る母親 の 認識
~~ ｢ 京だ 荊ま丁 痛言方青首 言言富ぎ叫び ､ あ ば れ る

, 自分で ｢ が まん｣ と声をか け る
･ ( 処置時 は) ｢ 騒血帯が 嫌 らしい｣
･ ふ だん は痛み に対 して

､ 手を つ な ぐこ とで 対応する
･ 痛 みが あ る とき は

､
は めて あiヂるの が 効果的

･ 採血時は ､ が まん づ よく して はしい
･ 採血時は そば に い て あ げた い

･ 採 血時は ､ や さ しく声をか け て は しい , な ぐさめ て は し い

〔処置場面〕 処置時間 : 2 13 抄 採血時間 : 30砂 (穿刺回数 1 回) 採血実施者: 医師

状 況

入
室
前

…
処
置

前

…

処
置

中
…
処
置
後

小 児 の 対 処 行 動 ･ 反 応

医師 : 診察中に採血が あ る こ とを説明
看護崩 : ｢ 押さえ っ け な い か らお か あ さん が

側に い れ ば 自分 で手を 出せ る? ｣

母親 :
一

緒 に入室 し､ 弟 ( 1 才) を抱 い て

そ ば で 見守 る ｢ が ん はれ｣

看護婦 : 肩 に手 を置く, 抑制な し

母親 : そ ば で 見守 る

看護婦 : 扇 に手 を置く. 抑制な し
医師 : ｢泣 い て もい い け ど動か な い で ね｣

医師, 母乳 看護婦 :
｢ すごい ね｣

｢ がん ば っ た ね｣

｢ ∞ ､ 血の 検査する の
､

が ん ば るね｣ ｢ 押さえ つ け なし

看護崩の 問 い か け に ｢ うん｣

周囲の人 に ｢ 血の 検査す るの
､

がん ば る｣ と伝え て 回 る

｢ おか あさん
､ そば に い て｣ ｢ 痛く しな い で ね｣

｢ ( 巌血帯) ゆ るく して｣ ｢ か ゆ い｣ と足を掻く
周りを き ょ ろき ょ ろ見る

自分か ら脱を出す , 消毒する と こ ろを じ っ と見て い る

ギ エ ッ と目をっ む り ､ 繋張 して うつ むく. 途中､ 片手で 目をお おう

医師の言葉 を聞き､ ク ス ン と泣 きそ う に な る

幹創菅を貼 る の を じ っ と見て い る. 安心 した表情
満足 そうに笑顔を見せ る ｢ ( 血が) い っ ぱい とれ た｣
｢ あ りが とう ご ざい ま した｣ と換体を自分 で 持 っ て退 室する

′ト児は 医師か ら採血が あ る こ とを聞き､ 血の 検査 をす るこ とを理解 L て 看護娘に報告し

意思 を は っ きりと伝え て い た. 周囲の 人 に も自分の 決意を話 して 回り ､ また処置室入室後も母親 にそ ば にい る こ とを要求 したb
1-
j 看

護席 に自分 の 希望を 伝え た り する こ とで ､ 自分を励 ま し ､ 心の 準備を して い た
. 自分か ら積極 的に 腕を出 し､ 消毒する問もじ っ と見

つ め て い たが ､ 穿刺の 瞬間は 目をギ エ ッ と っ む り ､ 途 中は片手で目をおお っ てん ば っ て耐え て い た
｡ 泣 い て もい い け ど動か ない で と

の 医師 の 言糞 に繋張が ゆ るん だ の か
一

瞬泣き そう に な っ たが ､ 泣か ずにが ん ばり とお した
｡ 終了後 は､ 幹部菅を 貼 るの を 見て安心 し

た表情を見せ ､ 母親や 医療者に ほ め られ て笑顔を見せ い た
. 最後 に はき ちん と挨拶 をし､ 自分 の 検体をも っ て 退室 して お り ､ 積毎的

に 自分 の考 えた とおりの 行動が とれ た こ とに 満足感 を感 じて い る様子で あ っ た ､ つ

母親 は
､ 母頼自身の 希望 した と おり､ また小児の 要求に応え て ､ 採血時 はそば に立ち､ 小児を見守り励ま して い た

o 終了後8i /j ､児
の が ん ば りを認 め

､
は め言婁をか けた こ とに 対 し て ､ 小児 は笑顔を見 せ て い た ｡

看護蘇 は､ 処置室に 入室する前 の 小児 の 言動か ら､ 俣血に対す る小児 の や る気を感 じとり､
′j ､ 児の 要求を受 け入れ る と同時に､ さ

らに 積極的に 採血に の ぞ め るよ う に参加方法を具体的 に提案 して い た
｡ 処置室 内に おい て も小児 の 様子か ら抑制 の必要性は ない と判

断し､ む しろ小児 の が んば る気持 ちをサポ ー トする形 で 小児の 肩 に 手を添え て い た
. 終了 後 は母親や 医師 ととも に小 児を は め ､ そ の

努力を 認め て い た
.

表示 し て い た 4 ･ 5 歳 の 2 事例 を含 む全事例 に お い て
,

暗泣が 観察 さ れ た｡

全事例 の 母親 が
,

過去 の 経験 に よる 小児 の 採血 に 対す

る 恐怖心 の 強さ に つ い て 述 べ て い た が
, 採血時 は頑張 っ

て 耐え て ほ し い
,

泣か ず に が ま ん で き た ら と 小児 に が ま

ん や耐 え る こ と を期待 し て い た｡ ま た採血時 に は精神的

な痛 み や 不安 をや わ ら げた い と積極的な か か わ り の 意図

を記述 し た母親が い た 一

方 で
, 母親 の か か わ り を 不要と

と ら え た り, 不安や 自信 の な さ を表現 し た り する 母親も

い た｡ 不安 の 強 い 母親 に 付 き添 わ れ て い た 5 歳児 は, 父

親 を側 に 呼び
, 処置後 も父親 に し が み つ い て い た｡

全事例 に お い て 看護婦 は小児 の 腕 を抑制 し
, 体動 が著

しか っ た 3 事例 で は親が 抑制 に 加わ っ た｡ 穿刺 が複数回

に わ た っ た 3 歳 の 2 事例 はい ずれ も採血 を予測 し て お ら

ず,
2 回目 の 穿刺時に 腕 を 出さ な い 行動が 見 ら れ た り,

処置室 に 入室 し た 時点 で 採血 を 予期 して 言葉 と行動 で 激
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さ らに押さえ つ けな い で は しい と自分の

母親 にそ ば にい る こ とを要求 したり､ 宕

______I - ｣

し い 抵抗 を示 し
,

回を 追 っ て 抵抗行動 と噂泣 が激 しく な

る な どの 変化 が見 ら れ た｡ 4 歳の 1 事例 2 場面で は
,

い

ずれ も 1 回目は腕 を動 か さ ず に耐 え て い たが
,

そ の 後体

動 と噂泣 が激 し く な る様子 が観察 さ れ た｡

(3) 萎縮行動群 の 特徴

全事例が 年長幼児 で あ っ た ｡ 受診 や 採血 の 説明時 に

｢ が ん ば る｣ ｢ 泣か な い｣ と意思表示 を し たり , 家で 採血

場面 を何度 も再現 し て い た事例 も あ っ た｡ ま た全事例 が

処置前 に ｢ ち ょ っ と痛 い の ? ｣ ｢ い や だ な｣ 等 と 言葉 で

不安や 緊張 を示 し
, 落 ち っ か な い 様子 を 見せ た が

, 処置

中 は畔泣 しな が ら も全く 身体 を動か さ な か っ た｡

母親 は入院中の 経験か ら小児が 点滴 や処置を恐 れ て い

る と と らえ て い た ｡ ま た採血時 に は動 か な い こ と やが ま

ん する こ と を 望み
, 小児 の そ ば に い た い と述 べ

, 全事例

が採血 に 付 き 添 っ た ｡

看護婦 は3 事例 に 対 して ｢ 手を 握 っ て い ようね｣ ｢ こ っ



ち の 腕 に する ? ｣ 等と 声を か けて い たが , 小児 は い ずれ

も返事 を せ ずさ れ る が ま ま に 従 っ て お り, 看護婦 は処置

中は小児 の 手 を 握 っ た り
,

腕 を持 っ た り支 え た り して 軽

く抑制 して い た ｡ 2 回穿刺が 行 わ れ た事例 で は, 小児 は

1 回目の 穿刺時の み 採血部位 を見 た が
, 以後 は下を 向き

,

身体を か た く 緊張さ せ 多量 の 発汗 が見 ら れ た｡

Ⅳ . 考 察

1 ) 小児 の 反応 ･ 行動 と個人 的要因

P e t e r s o n
6 )

は経験 が な い と ス ト レ ッ サ ー の 予測 や評価

は困難 で あ る と述 べ て い る｡ 特 に 年長幼児 が
, 採血 に 際

し て ｢ が ん ば る｣ ｢ 泣 か な い｣ 等 と'L ､ 構 え を 表現 し , 処

置中
"

泣 か ず に が ま ん す る
"

あ る い は
"

泣 い て も 動 か ず に

表2 3 群の 個人的要 因, 状 況 的要因と 小児の 痛み 経験 に対す る母親 の 認 識

積極的参加群 (13 事例の ベ17 場面) 抵抗行動群 ( 8 事例の ベ 9 場面) 萎縮行動群 ( 7 事例 7 場面)

小

処 置 へ の積極的な参加行動を示す (- 一 人で 処置に際して 抵抗行動を示す (逃げだす､ 処置 へ の 参加行動も抵抗行動も示さ な い

処 置室に入 る､ 自分か ら腕を出す等) 腕を出さない
､ 物品を払い の ける筆) 処置前に言語 で不安や 緊張を示す ( r ち よ

児 全経過に おい て 噂泣なし -

1 2事例 噂泣と共 に ｢ 嫌だ｣ ｢ 痛い｣ 等の言語表現 つ と痛 いの ? ｣ ｢ 宿そ うだよ
､

こわ そうだ

の 経過中､ 家族や 医療者との会話が多い
, 処 があり､ 処置後まで 噂泣し続ける よ｣ ｢ 何す るの ? ｣ ｢泣 いち や うよ｣ 等)

_
｣L ▲

.
_

行 置中の反応 . 行動の個別性が高く､ 多様- 処置前や処置後に親を求める (抱きつ く､ 処置別 あ るい は処置中に噂泣する

動 年長幼児 (深呼吸する
､ 机の瑞 をつ かむ､ しがみつ く､ 抱つ こを求め る等) 処置前や処置中の 緊張が強く､ 腺や身体を

特 がまん がまん と唱える
､ 手で 目を覆う等) ー処置中､ 処置後に示す行動が限られてい る 動かさずに 硬く こわばらせ て いる

徴 処置後に満足や得意の 表情 . 行動を示す 処置中､ 処置後の 言語的 . 非言語的対処行

(礼を言う､ 家族 に報告する等) 動が 限られて い る

個 3 歳2 事例 2 歳1 事例,
3 歳 4 事例

4 歳5 事例, 6 歳2 事例人 4 歳3 事例,
5 歳7 事軌 6 歳1 事例 4 歳2 事例,

5 歳1 事例

狗 1/ 2 - 4 y の受診毎 に採血 あり- 4 事例 1/ 2 y の受診毎に採血あり-- 1 事例

毎日家庭での 注射あり一2 事例
入院経験なし- 4 事例

処置室入室前か ら採血を予軌 ｢ 全事例

付き添 いなし- 5 歳2 事例
看護婦- そ ばで 採血の 状況を見守るo r

/ト児

の腕や 后を支え る , 手を握る等

抑制 なし

複数回の 穿刺-- 2 事例 2 場面

《医療処置経験 に つ いて》
･ 入院経験後から採血が自分 にと っ て 必要

な ことと理解 した よ う, 予 防接種 で は

泣い て しまう③
･ 入院経験後か ら採血が自分 にと っ て必要

な こ とと理解 したよ う. 退院後か らは

採血時に泣か なくな っ た③
･ 家で の注射を途 中か ら嫌がらなくなり､

あきらめ たの か なとも患う(9
･ 毎 日の注射な ど痛 いはずなの に痛くない

とい う, 表現しな い こと の は うが ス ト レ

ス な の で は な い か(9
･ 静か にして い て も緊張で泣けない だけ⑤
･ 最近がまん でき るように なり､

一 人で

採血を受けるようにな っ た⑤
･ 採血時の 痛みの 程度 は本人もわか っ て い

るの で､ 泣く の は不安と恐怖の 占める

割合が高 い と思う⑥

《採血時に希望する母親自身のか か わり》
･ 子どもが つ らい と思うときは そばに いて

あげたい ③
･ 見て い たくないが ､ 励まして あげたい④
･ 廊下で 待 っ て い た い④
･ 付き添い た い ⑤ ( 2 事例)
･ 冷静で い たい と思うが ､ まだ見る こ とが

でき ない⑤
･ 一人で できるの で､ 外で待 っ て い る,

終わ っ て か ら声をかける⑤ ( 2 事例)
･ できれば近くに い て ､ 手 を握 る等 して

不安感を少 しで も取り除きたい ⑤
･

そばにい ることで不安感 ･ 恐怖感が薄れ

るものならつ い て い て あげたい⑨

毎 日家庭で の 注射あり- 1 事例

入院径験 な し - 1 事例

採 血に つ いて の説明な し- 3 歳 2 事例

付き添い な し- 2 歳,
3 歳各1 事例

看護婦一小児の腕 の動きを抑制
親と共に′ト児の 体の 動きを抑制

-- 3 歳,
4 歳各1 事例

複数回の 穿刺 - 3 事例 4 場面

《医療処置経験に つ いて》
･ 前 回の 採血時の 痛みが強く､ 数日間は

気に して 入浴も嫌が っ た②
･ 子どもが 一

番痛み を知 っ てい る③
･ 入院して 痛い 思い をして い るからがまん

強いか もしれな い ③
･ 病院に行くとき は必ず痛く ない か聞く③
･ 以前の採血で痛 い思 いをした

, 点滴を何

度も実施され､ 知 っ てい るだけに恐い の

で はな い か④ (父親)
･ 処置時は嫌だ､ 痛い という,

じ っ と耐え

る こともある
, 何度も刺す と恐怖心が

増す④
･ 採血に対す る恐怖心が大きい ⑤

《採血時に希望す る母親自身の か かわり》
･ 肉体的な痛みは代われ ない の で ､ 精神的
な痛みを和らげ るた め に抱 っ こや声かけ
をする②
医師に任せ て あるの で痛か ろう
い

､ 後で はめ るだけ③
どんな約束をしたり､ 言葉がl +

ノ

な

も

係

て

閲

し

が

を

効果が ない よ うな気が する③
抱い て い て あ げたい ③
側に い て少しでも不安を取り除きた い③

痛み を和 らげるの に効果的な方法がわか

らな い
,

そばに つ い て い た い ④
気をまぎらわせ たりして ､

ス ム ー ス に終
えるようか かわりた い ④
なる べく話をして心の緊張をは ぐして

やりた い が､ 実際はかわい そうで 父親に

頼 っ て しまう⑤

入院径験なし- 1 事例

採血の予測なし- 4 歳1 事例
付き添い あり--一食 事例
看護婦一小児の腕をもつ

, 支える等
軽く動きを抑制

複数回の穿刺- 1 事例1 場面

《医療処置経験に つ い て》
･ 入院経験後も病 院に来るの は嫌がらない

が ､ 点滴 はまだ恐 い よう④
･ 入院中に あらゆ る痛 い経験をした, 家で

は祖母を相手に 採血場面を詳細に再現し

て い る④
･ やめて

､ 終わりに して
､ 痛いと激しく

抵抗する

《採血時に希望す
･ 抱 っ こして い て

る母親自身の か かわり》
あげた い④

同室して励ま して い たい④
子 どもの そばに い たい④

こい て あげた い④
速や か に終わる ように静か にが まん

た い
, すぐ終わるからがまん するよ

っ て 聞かせ たい⑥

千葉看会誌 V O L . 4 N α2 199 8 .1 2 11



耐 え る
"

行動 を示す こ と が 多か っ た こ と は
, 過去 の 経験

に基 づ い て 採血 と い う侵入的な痛 み を評価 し
, 何 ら か の

方法で 対処 し よ う と し て い た こ と の 現れ と 思 わ れ た｡ ま

た小児 は 4 歳頃 に な る と
, 親 や周囲の 大人 の 期待 に 沿 う

よ う に 自分 の 行動 を自制 で き る よ う に な る
7) 8 ) と い わ れ

る｡ 処置時や 日常 の 母親 の 言動 を通 して
"

泣 か ず に
"

"

動

か ず に
"

と い う母親 の 期待 を察知 し た小児 は
,

そ の 期待

に 応 え て が ん ば ろ う と行動 して い た と 考 え られ た｡ 泣 か

ず に 処置 を受 け ら れ た年長幼児 の 多くが
, 家族 に 処置 の

終了を 報告 し た り
,

は め られ て 満足や 得意 の 表情 を見 せ

た り して お り, 処置 に 主体的に 参加 し
, 自 ら の 目標通 り

ま た 周囲 の 大人 の 期待通 り の 行動 が と れ た こ と に よ り,

満足感や 充実感 を得 た も の と思 わ れ た｡

本研究 に お い て 見 ら れ た
,

処置前 に が ん ばる と 意思表

示 を する , 処置中 に が ま ん が ま ん と 唱え る 等 の 年長幼児

の 言動 は認知的対処行動 と 考 え ら れ
,

C a t y ら
9 )

に よ る

研究報告と 同様 に , 年長幼児 で は行動的対処行動と 共 に

認知的対処行動 を と れ る こ と が 明ら か に な っ た｡ しか し
,

採血 に 対する 評価 は
, 個 々 の 小児 の 発達段階や 過去 の 経

験 に よ っ て 異 な り, 対処行動 の 違 い を 生 じて い た｡ 侵入

的な痛 み に 挑戦 し よ う とす る年長幼児 は
, 多彩な 行動的

対処行動や 認知的対処行動 を と り な が ら
, 採血の 経過 に

沿 っ て 自 ら の 行動 を コ ン ト ロ
ー ル する こ と が で き る が

,

不安 や 恐怖が 強 い 場合 は, 採血 の 経過 や と る べ き 行動 は

理 解 で きて も
,

主体的 に 行動 を コ ン ト ロ
ー ル する こ と が

で き ず
, 対処行動が 限 ら れ る と考 え ら れ た｡

一

方年少幼

児 は
"

病院
"

と の 言葉 の み で 不安 を 示 し た り, 処置時

に 言語 と行動 の 両面 で 抵抗 を示 し
, 処置後も晴泣 や 緊張

が 持続する こ と が 多 い 等, 認知発達 の 違 い か ら状況理 解

が 困難 で あ る た め の 不安や 恐怖が 強く, 逃避行動 を と る

も の と思 わ れ た｡ ま た 医療 に 対す る恐怖が 強 い 小児 は
,

痛み を強く認識する
10) と い わ れ

, 痛み と い う身体的 に ス

ト レ ス フ ル な状況下 で は
, 小児 は身体的 な活動 レ ベ ル と

と も に 言語的 な活動 レ ベ ル も低下す る
11) と の 報告 もあ る｡

不安や 恐怖が 強 い 小児 で は
, 痛み の 知覚 も強く, 言語的 ･

非言語的行動が 限 ら れ る と考 え ら れ
, 処置か ら気を そ ら

す
, 対処行動 を具体的 に 提案する等 の より 積極的な 看護

援助 が 必要と 思わ れ た｡

2 ) 小児の 反応 ･ 行動 と状況 的要因

病 み を 伴う 処置 を受 け る小児 に と っ て
, 親 は

"

そ ば に

い て くれ る だ けで 充分
" 12) と の 報告 もあ る が

, 処置 へ の

母親 の 付 き 添い に つ い て は賛否両論 が あ り, 母親 の 不安

の 強 さ が小児 の 不安 に 影響す る
13)

こ と や不安 な親 は 小児

に 情緒的な サ ポ ー

ト を 与え る の に 効果的で な い
1 4) と の 報

告 も あ る｡ 本研究 に お い て も, 不安 の 強 い 母親 か ら精神
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的な サ ポ ー

トが 得ら れ ず
, 最後ま で 不安 や緊張 が残 っ た

事例 も あ り , 採血 に対する 母親 の 不安 は
, 小児 へ の か か

わ り方 に 影響する と共 に
, 小児 の 採血 に 対する評価や 対

処行動 に も影響 を及 ぼ すと 考 え られ た｡

看護婦 は処置 へ の 主体的な参加行動が 見 ら れ た事例や

萎縮 し た行動 を示 し た事例 に 対 して は
,

そ ば で 見守 るか

小児 の 腕 を 支え た り手 を握 っ たりと い っ た支持的 なか か

わ り を行 っ て い た｡ 小児 の 身体 に 触れ る際 に ｢ - して も

い い ? ｣ 等 と小児 の 意向を 確認する
, 採血時 に 小児自身

に ど ち らの 腕が よ い か選択 の 機会 を与え る
, 終了後 に が

ん ば り や努力を認 め る声 か け をする 等 の か か わ り は
, 処

置に 主体的 に参加 し よ う と する 小児 の 意欲 を支 え
, 自 ら

コ ン ト ロ
ー ル で き た と い う 小児の 満足感や 自信 に つ な が

る も の と思 わ れ た｡

穿刺 が複数回に 及 ん だ事例 で は
, 程度 に 差 は ある もの

の 言葉 で 拒否 や不満 を表現 した り
, 抵抗 が 激 しくな っ た

り等, 小児 の 言語的 ･ 非言語的行動 に変化が 見 られ て お

り, 処置 の 経過 が小児 の 予測を 上回る状況 に なる と不安

や恐怖が 増強し, 言動 に 変化 が現 れ る と 考え られ た｡

3 ) 小児 の 反応 ･ 行動 と小児 の 痛み経験 に 対する母親 の

認 識

小児 の 痛 み経験 に つ い て 母親 か ら情報 を 得る こ と に つ

い て
,

W o o d g a t e ら
15プ

は , 痛 み を伴 う処置 に 対する 小児

の 反応が 何 を意味す る の か を確認する上 で 助 けに な る と

述 べ
,

L e e ら
16)

ら , 痛 み を伴 う処置に 対する 小児の 反応

を予測す る の に 最 も有効 で あ る と述 べ て い る｡ 本研究 に

お い て も, 小児の 過去の 痛 み経験 や 日常 の 言動等 を通 し

て , 母親 は小児 に と っ て の 採血の 意味を小児の 立場に立 っ

て よ く と らえ て お り
, 母期か ら情報 を得 る こ と ば

, 個 々

の 小児 が 採血 に 対 して 示す反応や 行動 を予測 し
,

そ の 意

味を理 解する 上で 大き な助 け に な ると 思わ れ た｡

一

方 W a t t-W a t s o n ら
17)

は
, 多く の 親が 痛 み を 伴 う 処

置の 際 に 付 き添 い た い と希望 し つ つ も
,

ど う援助すれ ば

よ い か を知 ら な か っ た こ と
,

ま た 痛み を 伴 う医療処置 は

母親 に と っ て も ス ト レ ス が 高 い こ と を 報告 して い る ｡ 本

研究 に お い て も
, 採血 に 対する 小児の 不安や 恐怖を と ら

えて い た母親 の 多く は
, 小児 に が ま ん や耐 え る こ と を望

み, 処置時 の かか わ り方 に 不安 を抱 い て い た ｡ 採血 に 対

する 小児 の 激 し い 反応が
, 母親 の 不安 や ス ト レ ス を よ り

増強さ せ る こ と も考え られ る｡ ま た母親 の 不安 が小児 の

不安を 助長 し
, 行動 に も 影響 を及 ぼ し て い た こ と か ら,

母親 の 認識 と小児の 反応 や 行動 は相互 に 影響 を及 ぼ し合

い
, 悪循環 に 陥る こ と が 考え ら れ た｡ 従 っ て

, 特 に 小児

の 不安 や 緊張が 強い 場合 に は
, 小児 へ の か か わ り と 同時

に, 母親 に 対 して
, 小児 に よく み られ る反応 や行動 の 特



徴 に つ い で 情報提供 し た り , 母親が と れ る行動 や役割 の

意義 を貝体的に 伝 え て い く な ど
, 母子双方 に 向 け た よ り

積極的 な看護援助 が必要 と 考え られ た｡

Ⅴ
. 結 論

本研究 の 結果,
以 下 の こ と が 明 らか に な っ た｡

1
. 発達段階や過去 の 痛 み 経験 は

, 小児が 採血 を予測 し

評価す る上 で 重要 な要因で あ っ た ｡ 採血 を評価 し た小

児 は
, 侵入的な痛 み や不安 に 対 して 何 らか の 方法 で 対

処 し よ う と し て い た｡

2
. 採血 に 対 し て 母親 の 期待 に 沿う よう 主体的 な参加行

動 を と っ た小児 は
, 年長幼児が 多く , 個別性 の 高 い 多

様 な行動的対処行動及 び認知的対処行動を 示 し
,

処置

後 は満足感 や達成感 を得 て い た｡

3
. 採血 に 対する 不安 や 恐怖が 強い 場合, 年少幼児 で は

拒否 や抵抗, 年長幼児で は強 い 緊張や 萎縮を 示 し
,

い

ずれ も処置中の 言語的 ･ 非言語的行動が 限られ て い た｡

4
. 小児 の 痛 み経験 に対する 母親の 認識 は

, 処置時 の 母

親 の 言動 や 日常 の か か わ り を通 して
, 採血 に 対す る小

児 の 反応 や 行動 と 相互 に 影響 を及ぼ し合 っ て お り, 特

に 不安 や 緊張の 強 い 小児の 母親 は
, 不安 を もち な が ら

小児 に か か わ っ て い た｡

以 上 の 結果 より , 痛み を伴 う処置を 受 け る小児 に 対 し

て
, 看護者 は

, 小児 の 発達段階 や母親か ら の 情報 に よ る

過去の 経験 の 意味 を考慮 し た上 で
,

処置 に 積極的に 臨も

う と する小児 に は そ の 主体的な取 り組 み を支持 し
, 不安

や 恐怖が 強 い 小児 に 対 し て は
,

よ り積極的な援助 を 試み

ると と も に
, 母親 の 処置 へ の 効果的な か か わ り を 促す援

助 が必要 と考 え ら れ た｡
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3 ) C hil d r e n w i t h m u c h f e a r s c o u l d t a k e f e w c o p i n g s t r a t e g ie s d u ri n g t h e w h o l e p r o c e s s o f a v e n i p u n c-

t u r e
,

a n d t h ei r m o t h e r s a l s o h a d m u c h f e a r s a Ⅲd w e r e n o t a bl e t o p r o v id e eff e c ti v e s u p p o r t t o

t h ei r c h il d .
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