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小 児 の ターミナ ル 期 にお け る音 楽療法 の 意 義 ターミ ナ ル 期 の が ん 性疼 痛 の あ る患 児 との 関わ りを考 え る

一2 症 例の 母 親の 思 い を聞い て
〜

市 田 幸 子、市 田 幸子、坂 囗 佐 知、榊 原 オ ト、藤 村 純 也、
齋藤 正 博、山城 雄

一
郎 海老 原 友美

1：1、高 岡 美和 子
Z］、八 木 牧子

1）

順天 堂大 学　小 児科 ・思春期科 埼 モ 県立小 児 医療 セ ン ター　内科 第
．．

病棟
1｝、埼 玉 県立小 児

医療 セ ン タ
ー　 外科 第 二 病棟

：，

【は じめ に 】

順 天 堂大学小児科
・
思 春期科病棟で は 1995 年か ら毎週 1同「お

歌の 会」 と称 して、入院 中の 患Ydをプ レ イル ーム に 集 め 、歌

を歌 っ た り楽器 を合奏す る音 楽療 法 を継 続 して い る。楽器 な

どの 「音 」 を使 うこ とに よ っ て 、言語 で は 上 手 に 表現で きな

い 子供 で も素 直に 感情 を表 現 す る こ とが で き る。

【目　的】

大 人 の ホ ス ピ ス な ど、緩 和 ケ ア 病棟 で 音 楽 療 法 が 導入 され て

い る 施設 はあ る が小 児 の 緩和 と して の 音 楽療 法 は殆 どない 。
今 回、「楽 しい 時 間 」 を

一
緒 に 作 る こ と の

一
環 と して 始 め た

音 楽療 法が タ
ー

ミナ ル期 の 子 ど もた ちに 対 して どの よ うな意

義 が あ る か を検討 した。

【対象 と方法 】

2003 年 1 月か ら2006 年 7 月ま で タ
ー

ミナ ル 期 に ベ ッ トサ イ

ドで 個 別 の 音 楽 療 法 を行 っ た 児 12 名 （Oy
− 7y）の 家族 を対

象と した 。 任意の 家族 に 直接 イ ン タ ビ ュ
ー

を行い 、家族 の 話

を もとに 音 楽療 法の 意義 に つ い て 考察 した。
【支援内容】

夕一ミ ナ ル 期 を迎 え、グ ル ープ活動 へ の 参加 が不可 能 に な っ

た時 か ら ベ ッ トサ イ ド を訪 問 し個 別 に セ ッ シ ョ ン を開 始 し

た。その 際 に は 「お 歌 の 会」 の グ ル ープ で み ん なが 楽 しむ 内

容 とかけ離 れ る こ との ない よ うなプ ロ グ ラ ム と し、更 に は 両

親 ・き ょ うだ い と
一

緒 に 出 来 る もの 、そ し て 本 人 の 望 む 楽器

を中 心 と して 活動 す る こ とを心が け た、、また、看取 りに立 会

い 、希 望が あれ ばセ ッ シ ョ ン を行 っ た、、
【まとめ と考 察】

イン タ ビ：L　F に対 し 『入 院 を した 当初 は 病気 の 重大 さの 比 重

が 大 き く、「お 歌 の 会」 を紹介 を され て も、そ の よ うな 活 動

に 参加 を させ る気 持 ちの 余裕は なか っ た 。 しか し、少 しずつ

落 ち着 い て くる とグル ープセ ッ シ ョ ン に 参加 を して い る 楽 し

そ うな 子 ど もの 姿に 救 わ れ た。』『意識が な い わ が 子 へ も同 じ

よ うに お 歌 を歌 っ て 下 さ り、お 兄 ち ゃ ん た ち と合奏 を させ て

貰え た こ と は こ の 子 も楽 し か っ た と思 い ます、、お 兄 ちゃ ん た

ち も
一

緒 に 共有 で きる時 間が 持 て た こ と は 素晴 ら しか っ た と

思 い ま し た」 な ど の 回 答 が あ っ た。ま た、最 期 の 看取 りに 立

ち会 う際 に 「皆 さん で 合 奏 しますか ？」 との 問い に 断 られ る

ご 家 族 は 皆 無 で あ り、家 族 全 員 が 「ミニ シ ン バ ル の 合 奏 1 を

す る ひ と と きは 荘厳 で あ っ た 。 五感 に 直接 働 きか ける音楽療

法 の 時 間 は 楽 しい 時 間
・癒 しの 時 間 の み な らず、時 と して は

痛 み や苦 痛 の 発散 の 方法 で もあ る 。 ターミ ナ ル の 子 ど もと 家

族 に 対 して 、非言 語 コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の 一
つ で あ る音楽 療

法 に つ い て さら に 考察 を 重ね て 報告 す る 。

【目的 1 が ん 性 疼痛 に あ る 患 児 を もつ 母親が どの よ うに 痛 み

を捉 えて い る の か を知 り，看護 師 の 患児 と母 親に 対 す る今 後

の 関 わ り方に つ い て 検討 す る。

【方法 】半構 成 的面接 に て 2 人 の 母 親 か ら餅 究 の 同 意 を得 て

話 を聞 き、そ の 内容 を分析 し ま とめ るtコ

【結 果 ・考 察 1 面接 内容 を a．「母親 か ら見 た患 児 の 痛 み の 提

え 方」 b．「看 護 師 と痛 み を もつ 患 児 の 関わ りに 対 す る 母親 の

思 い 」 に 分け た。a に対 して は 「痛 み の 表現 がわ か らな い 様

子 が 子 ど も に あ る 」「表現 も 『微 妙』 と は っ き り し な い 」 等

が あ っ た。母 親 の こ の よ うな 話 か ら、フ ェ イ ス ス ケ
ール （6

段 階） で の 痛 みの 確 認方 法 だ けで は 表現 で きない 痛 み が 生 じ

た 際 に、患 児が うま く伝 え られ ず、苦痛 を感 じて い た こ と を

知 っ た ， よ っ て、フ ェイ ス ス ケ
ール に 頼 る の で は な く患児の

言動、体 位、動 き、表情、し ぐ さ等 も観察 して い か なけ れば

な ら な い こ と に 気付い た 。 母親 との 情報交換 を積極的 に 行

い 、痛 み に つ い て の 理解 を共有 す るこ とが 大切 だ と改 め て 感

じた，、b に 対 し て は 「痛み に 対 して 聞 くときは カ
ー

テ ン を閉

め て 小 声 で 聞 い て 欲 しい 」 「看 護婦 さん に お願 い した い こ と

は
…
　　 小 声で 痛み を聞い て ほ しい 。言葉 の 中に 痛み をわ か

ろ う とす る 意識 を持 っ て 欲 しい 」等 が あ っ た。看 護 師が考 え

て い る 以 上 に 母 親が 周 囲 の 人 に患 児 の 現 状 を知 られ た くな い

とい う思 い が ある こ とに気付 い た。こ の 言葉 か ら周 囲の 状 況

を確 認 した うえ で、痛 み に つ い て 聞 く配 慮 が 必 要 で あ る と 感

じた。また、患 児 と関わ る 際 に は 痛 み を深 く理解 しよ うとす

る 意 識 を持 つ 事 の 重 要 性 を再 認 識 し た。

ほ とめ 】

1．痛 み に 対 して は フ ェ イス ス ケ
ール に 頼 る の で は な く、言動

体位：
・
動 き ・

表 情
・

し ぐさ等 の 患 児の 様子 を観察 す る

2、が ん 性疼 痛 の 全 人的痛 み の 理 解 を深 め る

3、疼 痛評価表を 本 人 に 合うもの で 使用 して 評価 して い く

4．痛 み に つ い て 患 児 に 聞 くと きは 小声 で 話 す等 の 周 囲 に 対

す る 配慮 を し て い く

5．家族 か らの 話 を 聞 き、患 児 の 痛み に つ い て の 理解 の 共 有

をす る

6、患 児 と 関わ る 際 に は 痛み を深 く理 解 しよ うと す る 意 識 を

もつ
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