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小児 がん 療 養 中の 学校 に 通 う子供 を支 え る家族 へ の 関 り （イ

ン タ ビ ュ
ー

に よ り家族 の 思 い や 考 えの 現状 を 把握す る）

口 内炎 に よる 痛み を体験 した患 児 の 母親 へ の 支 援の 検 討
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【は じめ に】

当セ ン ターで は教 育継 続 目的で 養 護 学校 が 併 設 さ れ て い る。
養 護学 校 に 在籍 し、登校 許 可 も出 て い る が、登 校 出来 て い な

い 児が い た。家族 は 登校 して い な い 児 の 姿 を 見 て もそ の こ と

に 大 きな 不 安 と して と ら え て い な か っ た。一方医 療 者 は 子 ど

もの 教 育 に対 し、成 長発 達 を促 進 して い く上 で な くて は な ら

な い もの で あ り、病気 の 子 ど も達 が よ り良 い 環 境 で、教 育 を

受け ら れ る よ うに す る必 要 があ る と考 えて い る ． その こ と に

よ り医療 者 と家族 の 考 え と で温 度差 が 生 じて い た．そ の 温 度

差 を軽減する 為に子 ど も達 を 支 えて い る 家族 が 教育に つ い て

ど の よ うな思 い や 考 えを抱 い て い る の か現 状 を把 握 す る こ と

が 必 要 で あ る と感 じた。親 の 考 えや 思 い を 知 る事 で 、家族 看

護 を行 っ て い く上 で の 示 唆 を得た の で 報告す る。
【1．研 究の 目的】

養護 学校 に 通 う子 ど もを 支 える 家族 が 抱 く気持 ち、今後 の 将

来 に 対 す る 不 安 や 期 待 を 知 る こ とで 、医療 者 と家族 の 温度 差

を軽 減 し家族 の 気 持 ち をふ まえた援助 が 提供 出来 る。
【1 ．研究方 法 】

1．対象 ： 当病棟 長期 入 院中の 血液腫 瘍科 患者 の 家族 9 名

2 ．デ
ー

タ収集 期 間 ：平 成 18 年 7 月 3 目一7 月 28 日

3，調査 方法 ： 質問紙 で の イ ン タビ ュ
ー調査

4 ．倫理 的 配 慮 ：家族 に研 究の 目的 を 説明。デ
ー

タ は研 究 以

外 の 目的で は 使 用 しない こ と、終 了 後破 棄 す る こ と、実名、
個人 名が 出な い こ とを 保証 す る こ と を約束 す る 。

【皿 ．結果1
1，同級生 が 退 院する こ とで 落ち込む 子 ど もを支 え て い る 親

が 多 い 。
2 ．勉 強の 遅 れ を’し配 して い る 家 族が 多か っ た が 、実 際は 遅

れ て は な か っ た。
3 ．登校 した くない 時期 は あ るが な に か の きっ か けで 学校が

楽 し み に な っ た 子 ど もが い た。
4 ．人院 中、学校 に 行 け る こ とに 対 して 積極 的で あ っ た 家族

が ほ とん ど だ っ た tt
5 ，教 育方法 が 少 人数 制で あ っ た。
良い 点 ：細 か な所 まで 配慮 して くれ る。
悪 い 点 ：他児 との 交流 が 少 な い 、，
【IV．考察】

学 校 で の 生活 に対 し て、養護 学校 で 多 くの こ と を学 び、そ の

中で 喜び 、寂 しさ な ど を感 じて い た et 子 ど もは 同級 牛が 退 院

す る こ とで 寂 し くな り、そ の こ とで 浮 き沈み す る 子 ど もの 感

情 を支 え、登 校す る ま で 見守 る 家族 が い る こ と を知 っ た。医

療 者 は その よ うな背 景 が あ る こ とを知り、家族 と寄り添 っ た

看護を行 っ て い か な け れ ば な ら な い と考 え ら れ る。

【は じめ に】化 学療 法 の 代 表 的 な副 作用 の ひ と つ に 口 内 炎が

ある tt 口 内炎は 悪化 す る と痛み を伴い 、食事や 会話 す る こ と

さ え ままな ら な くな る ため、口 内 炎 を予 防 し、早 期に 改 善す

る た め に は ト分 な 口 腔 ケ ア が 必 要 と な る。しか し、学 童前期

以 前の 患 児 は、本 人 に よ る セ ル フ ケ ア に は 限 界が あ り、患児

の 年齢 が 低 い ほ ど 家族 に よ る ケ ア 協 力 が 不 可 欠 で あ る た め 、
家族 に も口 腔 ケア の 必要性 を理 解 して も らうこ とが 必 要 とな

る。今 回 化 学療 法 を 開 始 後 に 口 内 炎 を生 じ、強 い 痛 み を体験

した患 児 の 母親 へ の 支援 を検討 した。
【事例 紹 介 】 6歳 、女 児、急 性 リ ン パ 性 白血 病

入 院 4 日 目か ら寛 解導 人療 法 が 開始 と なる 。 開始 後 36 凵 目

よ り口 内 炎 出 現 し 、以 後激 しい 痛み を 伴 い 、泣 き叫 ん だ り眠

れ な い こ と もあ り、ペ ン タ ジ ン を用 い て 鎮 痛 を図 る こ と も

あ っ た 。 1 週 間程で 痛み は 落ち着き、そ の 後寛解導 入療 法 は

終 了 した 。入 院初期 で あ っ た た め 、母 親 は患 児 の 様子 をみ て

は ．一
緒 に泣い て い た りと精神的 に も不 安定な 様子が うか が え

た。こ の 時 の エ ピ ソ ードは患 児 とそ ば で 付 き添 う母親 に 強烈

な 印象を与え、母 親か ら は 「2 度とこ ん なつ ら い 思 い を させ

た くない し、した くない 」 とい う訴 えが 聞か れた 。そ の た め

早期強 化療法が 開始 とな る際 に は、口 内炎が で きる こ とや 予

防 と して 歯 み が きや 含嗽 を して 口 腔内 を清潔 に 保 つ 必 要 が あ

る こ とな どを説明し た。母 親は ［ 内炎を予防 した い と い う思

い は強 く、い ろ い ろ と質問等 して い た。そ こ で 母 親か らの 訴

え は丁 寧に 聞 き 、母 親 が 抱 い て い る 気持 ち を 共 感 した りす る

こ とで 不 安 を表 出 しゃす い 雰 囲気 を作 る とと もに．患児の 現

在の 状 況 や 痛 み を ア セ ス メ ン ト し、苦痛 を 緩和 す る 方法 を考

え 、家 族が必 要 な情報 を提供 して い くこ とを行 っ た。早期 強

化療 法 で も口 内炎 は 生 じ、痛 み を伴 う こ と も あ っ た が ，母 親

も少 し落 ち着 い て 対応で き 、看護 師が気 づ く前 に 、患児 の 様

子 や 口 内の 変 化 を敏感 に 感 じ取 り、さ らに そ の こ と を医療 者

に 話 を す る こ とが で きて い た 。 本研 究お よ び 演 題発 表 に 関 し

て は 、患 児の 母 親 よ り同 意 を得 た 。
【考 察1患 児 に 付 き添 う家族 は 患 児の 重要 な情 報 を得 て い る

こ と も多く、思 児 と医療者との 橋渡し的 存在で あ る 。 口腔 ケ

ア の 必 要性 を 母親 が 理解 す る こ と が で きれば 患 児 に もそ の 必

要性 を働 きか け る こ とが で で きる、さ らに 医 療者 と と もに患

児 に と っ て 最 良 な 方法 を 共 に 考 え、母 親 が．ス ム ーズ に ケ ア 参

加 で きる よ う支 援 して い くこ とが 重要 で ある tt
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