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原著 ：

口唇裂 ・
口蓋裂の専門医療機関にお ける母親へ の

看護実践の 質的分析
一

看護師に よる ア セ ス メ ン トとア プ ロ
ーチ

藤原千惠子
＊・柴枝理子

榊

　本 研 究 で は，CLP の 子 ど も の 治 療 の 専 門 医 療 機 関 の 看 護 師 11名 を対象 と し た 面接 調 査 か ら，

CLP の 子 ど もを もつ 母親に対する ア セ ス メ ン トお よ びア プロ ーチ を明 らか に す る ため に質 的分析

を行っ た。

　その 結果，母親の 3 つ の 心 理 状 態 に 大別 され，4 ア セ ス メ ン ト と 5 ア プ ロ ーチ が 抽出 され た。『母

親が 心 を 閉 ざ した 状態』 で は，《子 ど もの 母親 の 心 情 の 理 解》，《母 親 の 心 理 状態 の ア セ ス メ ン ト》

の 2 の ア セ ス メ ン トと 《心 を 閉ざ して い る 母 親へ の ア プ ロ ーチ》が 含 まれ た。『母 親が 看護師の 援

助 を受 け 入 れ可 能 な状 態』 で は，《母 親 の 変化 の ア セ ス メ ン ト》 と 《子 ど もと母 親 の ニ
ーズ に応 じ

た ア プロ ーチ》，《子 ど もや 母親と看護師との信頼 関係の構築》，《同 じ経験 を して い る者 との 交流の

促進》の 3 の ア プ ロ ーチ が 抽出 さ れ た。「子 ど もの 成長を見据 える こ とが 可 能な状態』で は 《親子

関 係 や 母 親 の 理 解 状 況 の ア セ ス メ ン ト》と 《子 ど もの 成 長 を 見 据 えた母 親の 対応》 を行 っ て い た 。

　以 上 の こ とか ら，看護師 は母親の 心 理 状態 を判断 し，そ の 状 態 に応 じた ア プ ロ ーチ を選択 して 親

を支援し，子 ど もの 成長 を見据 えて 母親や 子 ど もに 対応する こ とが 重要で あ る と捉えて い る事が明

らか に な っ た。

キーワード ： 口 唇裂 ・
口 蓋裂，母親 看護師，看護実践

1． 緒 言

　 わ が 国 に お い て 口 唇裂 ・
口 蓋裂 （以下 CLP と略す）

の 発生 は お よそ 出生児 500人 に約 1人 と され てお り，子

ど もの 疾患 の 中 で も頻度 の 高 い 疾患 の 1 つ で あ る
1）

。

CLP は 先天 的 に 口唇 や 口 蓋 に 裂が み られ，それが原因

で ，咀嚼 ・嚥下 機能や 発声機能な どの 機能的問題 が 生 じ

る と共 に，顔面 に可視的変形がみ られ る 先天性疾患 で あ

る。さ らに，出生直後か ら青年期 にかけて ，口唇や口 蓋

の 手術，歯科矯正治療，必要 に 応 じて 言語訓練，さら に

顔 の成 長 に伴 い 思春期 の以降に も手術 をす る こ とがあ る

た め，長期間に わた っ て定期的で 継続的な通院や 手術入

院 が 必 要 と さ れ る。そ の た め，子 ど もだ けで な くそ の 家

族へ の 援助 も重 要 と さ れ て い る。

　また，母親は 出生時か ら CLP の 子 どもを育 て る 中で，

疾患 の 受容 や 治 療 に対 す る 不 安，子 ど もに対す る 罪悪感

＊
大 阪 大学 大 学 院医 学系 研 究科 保健 学 専攻

軸
大阪 大学大学院医学系研 究科保 健 学 専攻 博士 前期課程

な ど様 々 な困難 を持 っ て い る こ とが 報告 され て お り
2−4｝

，

早期か ら地域 の 医療機関 と専門医療機関が 連携す る こ と

は 重要 で あ る
5）

。 また 出生 早期 か ら看護師 が 関わ る こ と

で ，治療 や 育児の 専 門的知識 が 提供 され る だ けで な く，

母親の 精神的援助 に も効果的で あ る こ とが 示唆 さ れ て い

る
帥

。 地 域で は．CLP の 子 ど も を 育て る母 親 が 自宅 か ら

の 外出 を避 け，乳児健診を受診し な い 場合 もあ り，育児

支援が 受け に くい 状況 に あ る
7）

こ と か ら，医療機 関 と地

域の 保健機関 と の 連携 も必 要 と して い る。

　CLP の 子 どもの 母親の 心理状態 や 育児の 困難 を捉 え

たうえで の 看護職からの 有効な支援 を検討す る こ とは 重

要で ある が，そう した 視点 で の 研究 は少な い 。また，子

ど もの 成長 に 伴 う心 理 社会的支援 に 関する 研 究 も課 題 で

あ る と言 わ れ て い る
T｝

。 そ こ で ，CLP の 子 ど もや 家 族 の

看護援助 を多く経験 して い る専門医療機関の看護師の 実

践 を分析す る こ とが ，有効な支援 を検討す る た め の
一

助

に な る と考 えた 。 本研究 で は，CLP の 子 ど も の 治療 を

専門的に 行 っ て い る 医療機関 の外来 ・手術部 ・病棟 で 乳

N 工工
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幼児期 の CLP の子どもと母親に 関わ っ て きた経験 の あ

る看護師の 語 りか ら，母 親 の 状況を把握す る ア セ ス メ ン

トとア プロ ーチ を 明 らか に する こ と を 目的 に面接調査 を

行 っ た 。

II． 研 究 方 法

　1． 研究 デ ザイ ン

　質的帰納的分析 。

　2、 研究参加者

　都市部 の 毎年初診約 100例の CLP 児 を受け入 れ て い

る大学病院に お い て ，CLP 専門外 来
・
手術部

・
病棟 で

看護を実践 して きた看護師で ，看護経験年 tw　6〜30年の

11 名と した。

　3． 方法

　2014年 1 月
〜6 月に，看護部長か ら推薦を受け，研究

協力 に了承 が 得 られ た 研究参加者 に 対 して ，プ ラ イバ

シ
ー

の 確保 で きる個室で イン タ ビュ
ーガ イ ドに基づ い て

約 60分の 半構造化面接調査 を行い ，CLP の 子 どもを育

て る母親 の 看護で 重点 を置い て い る 内容，母 親の 困惑感

を把握す る 時期 と その 方法 につ い て ，研究参加者に語 っ

て もらっ た 。 イ ン タ ビュ
ーは差 が 生 じな い ように 1名の

研究者が 行 っ た 。 研究参加者の 了 解を得て録音 した内容

から逐語録 を作成 した 。

　4． 分析方法

　逐語録 か ら，研究参加者の 語 り全体 の 文脈 に留意 しな

がら，デ
ー

タをス ライス した 。 さ らに，デ ータ か ら母親

に関す る ア セ ス メ ン トお よ び ア プ ロ ーチ に 関連する言葉

を抽出 し，コ ード化，サ ブ カ テ ゴ リー化，カ テ ゴ リー化

を行 っ た 。
コ
ー

ド化，サ ブ カ テ ゴ リー
化 の 段 階 で，研 究

参加者 に 内容 の 解釈 を確認 して もらっ た 。 さ らに，逐語

録 に 何度 も戻 り確認 し なが ら類 似 した 内容 の カ テ ゴ リー

化 の 作業を行 い ，概念図を作成 した。看護学お よ び心理

学 の 質的研究者，CLP の 専門 医 療機 関 で 20年以上 の 看

護経験 の あ る 看護職か ら ス ーパ ーバ イ ズ を受けて，デ
ー

タ分析 の 真実性 と妥当性 の 確保 に努 め た。

　 5，　 倫理的配慮

　本研究は ，所属大学の 倫理委員会の 承認を得て 行っ た

（承認番号 283−1）。 研究に当た っ て は，研究参加が個人

の 自由意思で 選択 で きる こ と．プ ラ イ バ シー
の 確保 面

接 内容 の 録音，研 究 以 外 の 目的 に 使用 しな い こ と，結果

の 公表に 際 して は 個人 が特定され な い こ とを，口 頭 と文

書で 説明 し，書面 に よ る 同 意を得た 。

III． 結 果

研究参加者 は，看護経験年数 10年未満が 1名，10〜

9

19年 が 3 名，2D年以 上 が 7名で あ り，看護経験 の 多 く

が CLP の 専 門 医療機関で の 経験 で あ っ た，経験 した 部

署 は，病棟が 11名全 員，そ れ 以 外 に 手術部 の 経験が 5 名，

外 来 の 経験が 6名 で あ っ た 。 性別は，男性 1名，女性

10 名で あ っ た 。

　 デ
ー

タ か らは，603 コ ードが 抽 出 さ れ，44サ ブ カ テ ゴ

リ
ー
，9カ テ ゴ リ

ー
に 分類 され，抽出 され た カ テ ゴ リー

か ら母 親の 心理 状態を表す 3 の コ ア カテ ゴ リーが見出せ

た 。 サ ブ カ テ ゴ リーは く　〉 ，カ テ ゴ リーは 《　》，コ

ア カ テ ゴ リ
ーは 「　 』 で 示 した。

　 1、　 『母 親が 心を閉ざ した状態』 （表 1）

　『母親が 心を閉ざした 状態』 で は，《子 ど もの 母親の 心

情の 理解》，《母親の 心理状態の ア セ ス メ ン ト》の 2 の ア

セ ス メ ン トと 《心 を 閉ざ して い る 母 親へ の ア プロ
ー

チ 》

が含まれた 。

　《子 ど もの 母親 の 心情 の 理解》は，CLP の子 どもの 出

産 に よ っ て 生じる母親 の 心理的問題 哺乳 困難や 手術 な

どか ら生 じる育児上 の 困難 子 ど もの こ と を まず一番 に

考える 親 の 特性 を捉 え る こ とが 基 盤 に な っ て い た。《母

親 の 心理状態 の ア セ ス メ ン ト》 で は、母親 が CLP の 受

け入 れ や 育児 に取 り組 め る 状態 に な っ て い るか を判断 し

て い た 。

　 その ア セ ス メ ン トに 基 づ い て ，《心 を 閉 ざ して い る母

親へ の ア プ ロ ーチ 》 を行 っ て い た。看護師は，意識的な

働 きかけを試み、母親の 身体的負担の軽減を図り，母親

の 周囲の 人へ の 働 きか け とい う間接 的 な 関 わ り も実 施 し

て い た 。 さらに，母親が気持 ちを表出で きる機会を作る

と い う直接的な援助 を展開 して い た。

　2．　 『母親が 看護師の 援助 を受け入 れ 可 能 な状 態』（表 2）

　看護師は，《母親 の 変化 の ア セ ス メ ン ト》に よ っ て，

医療者か ら の 援助 が 受け入 れ られ る 状 態 で あ るか を判断

して い た 。

　母親 に 対 して ア プ ロ ーチ が 可能な状態とみ な せ た場合

に は，《子 ど もと母親 の ニ
ーズ に応 じた ア プ ロ ーチ》を

行 う中で ，《子 ど も と母親 と看護師の 信 頼 関係 の 構 築 》

を図 り，《同 じ経験 をして い る 者 との 交流 の 促進》を展

開 して い た。看護師 は，母親 との 信頼関係 の 構築 に 努め，

母親同士の サ ポー
トカ，母親同士 や同室 の 学童 期の 子 ど

もとの 人間関係 の 調整を行 っ て い た 。

　3．　 『子 ど もの 成長 を見据 え る こ とが 可 能 な状 態』（表 3）

　 看護師 は，《親子 関係 や 母親 の 理 解状 況 の ア セ ス メ ン

ト》で 把握 し た うえ で ，《子 ど もの 成 長 を 見据 えた 母 親

の 対応 へ の 支援》を行 っ て い た。

　 ア セ ス メ ン トは．親子関係 な どの 母親の 視点と子 ど も

の養育環境 や言動 とい う子 ども側からの 視点があげられ

N 工工
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表 1　「母親が心を閉ざした状態』の ア セ ス メ ン トとア プロ ーチ

分
　　 カ テ ゴ リー

　 サ プ カ テ ゴ リ
ー

類
コ ード例

ア

セ

ス

メ
ン

ト

出産後の 母親の 精

神的動揺を理解す

る

母親 は 誰 に も子 ど もを見 せ た くない と思 っ て い る

冂唇裂 口 蓋 裂 の 子 ど もの 母親 は 自責の 念がある

出産後 に 口 唇裂 口 蓋裂が わ か っ た 母親の 動揺 は 大きい

口 唇裂
・
口

蓋裂の 子 ど

もの 母親の

心情 の 理解

母親の 育児や 治療

で の 戸惑 い を理解

す る

母親 は 今後の 見通 しが わ か らず不安に な る

母 親 は乳児の 麻酔 の 話 を 聞 い て 不安に な る

母親 は 目の 前 の 育児 の 大変 さで一杯 に な っ て い る

母親 の 子 ど もに 対

す る 思い を理解す

る

罪悪感 を感 じて い る母親の 考えは変え に くい

手術 中 の 子 ど もの 様子 を母親 は知 りた い と思 う

母親は子 どもの こ とを一番に 心配 し，主張す る

看護師の 判断基準

か らか け離れ る母

親 の 要求が あ る

手術後 に 出か けて しまう母 親が い る

子 ど もの 世話をしない で 母親同士 で話 して ばか りい る

若い 母親 の 中 に は 自分が苦労す る こ と を避けたい と思 う人が い る

母親の 子 ど もへ の

対応 や 姿勢 に注 目

す る

子 ど もを 隠 したが る母親が気にかかる

母 親の 育児状 況 は オ ム ッ 交 換 の 仕方 に 表れ や す い

子 ど もを抱 っ こ しな い と か 体重 増加不良 な ど か ら母親の 育児 の 様子 を判断す る

母親の 心理　母親 の サポー
ト状

状態 の ア セ 　況 に 注目す る

ス メ ン ト

家族か らの サ ポ ートが な い 場 合 は母 親 に 余裕 が な く な る

母親をサ ポートして くれ る 家族の 存在 が あ る場 合 ，母 親 同士 も良 い 関 係 に な る

こ とが 多 い

母 親 の 無 表情や 行

動に注意を向ける

何 も話 そ うと し な い 母親 は 援助が 必要

口唇裂
・
口蓋裂 の 子 ど もの 母親で 家から外 に 出ようとしない 場合援助が必要

子 ど もの ベ ッ ドの 片付 け方 や持 ち物 で 母親の 心情 が 判 る

母親が関わ り易い

看護師が 援助す る

母親は相性が合う看護師を求め て い る

母親 は苦 しみ をわ か っ て くれ る ような看護師 を求 め て い る の で 注意 して 関わ る

母親と顔見知 りの 看護師は子 どもに安心感を与える

看護師か ら母親 に

挨拶 や 簡単 な会話

を意識的 に行う

外来で 相談 した そうな母親を探 して 看護師か ら話 しか け る

タ イ ミ ン グ を はずす と母親 は話 さ なくなる

母親 に は生活に 関する簡単な会話か ら始 め る

し

親

プ

ざ

母

ア

繝

喝

の

子

心

て

ヘ

ロ

ア

プ
ロ

ー

チ

母親が気持ちを表

出で きる 機会をも

つ

気 に なる母親の そ ば に行 っ て話を聴くこ とか ら関 わ る

母 親が 泣 くこ とで 感情 表 出 で き る よ う支 援 す る こ と も看護師の 役割で あ る

母 親の 心 を和 らげる方法 は タ イ ミ ン グ を 計 る こ とが 重 要 で あ る

母親 の 周囲の 人に　祖父母が 口唇裂 口蓋裂 を正 し く理 解する こ とで 母親の 心情が表出で きた

働 きか け る 　 　 　 気 に なる 母親 に は母親 の 周囲の 人 に働 きか け る

母親 の 状況 に よ っ

て 見守る 接 し方 を

する

母親が心 を閉ざして い る時 に は助言す る の は良 くない

子 ど もの 創部 を見 られ た くない と思う母親もい る

何もして欲 しくない と思 っ て い る母親には，必要以上に深 く関わらない

母親 の 体調へ の 気

遣 い や負担の 緩和

を は か る

何 も して欲 し くない と思 っ て い る母親 に は，子 どもを預か っ て母 親を休ませ る

子 ど もの 状態か ら回復室で 看 る 時 はr 母親 を病室 で 休 ませ る よ うに す る

何 も言 え な い 母親 ほ ど，気 を つ けて 援助する 要が ある

て い た 。 看護師は，母親 に育 て 方を助言 し，子 どもに母

親が ど う向き合 うか を
一

緒 に考える な どを行うと と も

に，子 どもの 発達 に伴 う母親の心配や学校へ の対応 を実

施 して い た。

　4．　 カ テ ゴ リー
の 相互 関係 （図 1）

　抽 出 され た カ テ ゴ リーは，図 1の よ うな相 互 関 係 に あ

る こ とが 示 さ れ た。

IV． 考 察

　 L　 専 門 医療機関 の 看護援助の 特徴

　CLP の 子 どもを出産 した 母 親 は，出生前あ る い は 出

生早期 に病気告知を受け，夫や 家族 へ の 報告，先天 異常
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表 2　『母親 が看護師の 援助を受け入れ 可能な状態』 の ア セ ス メ ン トと ア プ ロ ーチ

蠡 ・ テ ゴ リ
ー サ ブ ・ テ ゴ ・一 コ ード例

ア

セ　母親 の 変化
ス
　 　 の ア セ ス メ
メ
ン 　 ン ト

ト

母 親の 表情 や 行動

の 変化 に注意 を払

う

母親が自分 の 感情 を表現 で きた後の 行動か ら，気持ちの 変化を見出す

子 ど もの 成長 と と もに母親が変化 した

口唇形成術後の 抜糸が 終わ りきれ い に なる と母親が落ち着い て くる

母 親同士 の 人間関

係 の 変化 に 注 目す

る

個性の 強 い 母 親たちは，初め て入院して きた 母親 に対 して も影響力が 大 きい

母親 同 士 の 関係 は 良い 効果 に繋が る 場合 と逆 の 作用 を もた らす場合 が あ る

母親が話や相談を

しやす い ように看

護師か ら意図的 に

働 きか ける

手術当日は病室 に行くこ とが多い の で ，母親 に話 しか け る ように して い る

口唇形成術時も口蓋形成術時 も悩 む 内容が 違 うの で，そ の 都度母親 に声 をかけ

る

話 しか け て 返答や 反応 が 返 っ て 来 る母親 に は，看護師か らすす ん で 話 をす る

周囲か らの支援を

受ける 必要性を伝

える

母親
一

人が頑張 りすぎない よ うに 助言す る

自分の 力 だ けで 子 ど もを看ようと して頑張 りす ぎて い る母親に頑張 らな くて も

大丈夫 と話す

母 親が 求め て い る

情報を考えて 提供

する

手術 中の 子 ど もの 様子を母親に伝 える必要があ る

母親 は術後の 痛み や覚醒する 時間が知 りたい

子 ど もへ の 説 明 内 容 は母 親 の 考えを考慮す る

母親 の 経験や タ イ

プに合わせ て接す

る

い ろ い ろ な経験 を して きた母 親 か ら経 験 か ら得 た 考えを教 えて も らうように 関

わ る

リ
ーダー

的立 場 の 母親 に は 　看護師が子 ど もを可愛が る こ とか ら始 め る

看護 師 は母 親 の 辛 さ をわか っ た上 で ，頑張 りどこ ろ が ある こ と を助言する

ア

プ
ロ

ー

チ

子 ど もと母

親の ニ ーズ

に応 じた ア

プロ
ー

チ

状 況 に 応 じて柔軟 術当 日 は，母親 が 子 ど もの ベ ッ ドで 添 い 寝をす る こ とを勧 め る 場合 が あ る

に対応す る　　　 子 ど もの 状況 に よ っ て母親の付き添い を柔軟 に 決め る こ とがで きる よ うに な っ

　 　 　 　 　 　 　 　 　た

　　　　　　　　　細 ロ ニ ッ プル で の 哺乳 は母親 の 対応 や 哺乳量 に 対す る満足感 も個 人 差 が あ る の

　　　　　　　　　で 難 しい

個別性を重視 した

ケ ア 方法 を教 え る

母親の 反応 や行動か ら哺乳指導内容 を工 夫する

細 ロ ニ ッ プ ル の 哺乳 に は 個 々 の 子 ど も に 応 じた コ ツ が あ る

口蓋 裂 の 術後の 子 ど もに 浣腸や 腹部マ ッ サ ージ を母 親 に教 える

外来診察時に聞き

た い こ と をメ モ し

て お くこ と を勧め

る

母親 に気 に な っ た こ と を家で 書 き留め て お い た もの を外来受診時 に持参す る よ

うに 勧 め る

母親が 外来で うま く質問 す る の は 難 しい

地域の 保健師 と連

携す る

育児で きて い ない 母親の 場合は，地域 の 保健師に連絡す る こ とが ある

口 蓋形 成術時は 子

どもの 活動性の 増

大か ら母親の 不満

に 注意 し て 関わ る

口 蓋裂 の 手術後 は子 ど もが動 くの で 母親に余裕が な い

口蓋裂 の 手術後 で は 装具の は ずれ や テープか ぶ れが 起 こ りや すい ために 母親が

不満 を感じやす い

口 蓋形成術後の 子

ど も の 安 全 に注 意

する

子 ど もの 危険性 に 目 を向ける よ うに母親 に 伝える

子 ど もの 転倒 は 軽鼻 胃管チ ュ
ーブ 抜去後 に お こ りや す い

術後の 転倒 は子 ど もの 活動範囲が 広が る こ と と母親の 緊張が 解ける こ とで 増える
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表 2 続 き

塾 ・ テ ゴ リ
ー サ ブ ・ テ ゴ リ

ー
コ ード例

母親へ の 説明 は き　 母親 に曖昧な こ とは 言わな い よ うに す る

ち ん と行う　　　 母親 に 無理な こ とは きちん と伝 える

ア

プ
ロ

ー

チ

子 ど もや 母

親 と看護師

との 信頼関

係 の 構築

ケ ア を通 して 信頼

関係を作 る

お むつ 交換 が 不 十分 な母 親 の 心理 状 態 に 注 意 しな が ら，看護師が一
緒 に 世話 を

す る

母親 に 役 立 つ 知識 を提供す る

母 親 に 細 ロ ニ ッ プ ル の 哺乳 が 最初 は 難 しい こ とを 説明 し，励 ます

母親と治療に よ る

変化を喜 ぶ

術前の 于 ど もの 顔写真 を見せ て もらい ，手術後 の 変化を母親 と
一

緒 に喜 ぶ

子 どもや 親 に安心

感を与え る

手術室 の 待ち時間に愛称や好 きな歌 で 子 ど もの 不安 を緩和す る

リーダー
的立 場の 母親 へ の 触 れ 合 い は安心感を与え る

学童期の一人入院の 子 ど もが寝付 くまで 対応する

母親 の 努力 や 子 ど

もの 頑張 りを認め

る

母親の 努力を認め る

手術 に対する 子 どもの 頑張 りを カ
ードで 示す

手術 室 で の 子 ど もの 頑 張 りを母親 に 伝 え る

母親が か かわ り易

い 親 と の 交流 を図

る

同 じ体験を した 母 親 な ら話 す か も しれ な い

母 親 は 同 じ裂 型 の 子 ど もの 親 で な い と仲良 くなれ な い と思 っ て い る

同 じ経験 を

して い る者

との 交流 の

促進

母親同士 の サポ
ー

トカ を活 か す よ う

に す る

親同士が良い 意味の 関係 に な る こ とが ある

他児の 母親 と交 流 して，苦労 してい るの は 自分だ けじゃ ない と思えた母親 もい る

母親同士 に支えあ う関係が ある

母親 と 同室 の 他の

子 ど もと の 人間関

係 に気 を配 る

学童期の 子 どもが 同 室 の乳幼児の 母親 に負担 をか けない よ うに対処する

母親同士 の 人 間関　同室 して い る母親同士が もめ た 時に は 両方から話を聴 く

係 に 対応す る　　 母親間の 人 間関係 を観 て 病室 を交代す る

の ある 子 どもとの対面 な ど の 初期 の 困難な出来事
8〕

を体

験す る 。 さ らに，子 ど もや夫へ の 罪悪感や今後 の 治療 に

対す る不 安，育児面 で の 哺乳困難が 生 じ る こ とが 報告さ

れ て い る
21。CLP は 頻度 の 高 い 疾患 の 1 つ で あ る

エ｝
が，

地域 の 産婦人科で は 経験する 機会 は稀 で あ り，最新 の 治

療に 関する情報提供 や 裂型 に よ っ て 異なる 哺乳 の 仕方な

どの 専門的 な対応 を提供 しに くい 場合 もあると思われ

る
7）。また，母親は，地 域 の 健診 へ の 参加 が しに くく，

保健師へ の 紹介も少な い こ とか ら
7｝
，専門的な育児支援

を得に くい 状況 に あ る 。
こ の こ とか ら，母親の 心理的サ

ポートが不 十 分で あ る こ とが 予測され る 。

　看護師は，母親 の 表情以外 に，子 ど もの 世話 の 仕方の

行動面，母親の サ ポートとい う対人関係 の 3点を手がか

りに して い た 。 看護師 は，母親の 世話 の 仕方か ら，母親

の CLP の 子 ど もへ の 受け止 め を 判断 して い る 。 母親 の

心が開い て い ない 状態 と見極 め た場合 に は，挨拶や簡単

な会話を看護師か ら意識的に 行い ，タイ ミ ン グを計 っ て

母親が話せ る機会をつ くる こ となどの直接的 ア プ ロ ーチ

を行 っ て い た 。 さらに，親 の 身体的負担 の 緩和 や 祖母 な

ど周囲 の 人へ の 働 きか け とい う間 接的 な ア プ ロ ーチ を加

えた介入 を試み て い る。介入 自体が 母親の 負担に な ら な

い よ うに，タ イ ミ ン グ を見極 め る こ とが 重要で あ る と考

え られ る。

　
一

方，母親 へ の 働 きかけが 可 能と判断した場合 に は，

看護師 は．親の ニ
ーズ や タ イプに よ っ て 必要な ケ ア 方法

を個別的に教 える こ と，母 親 自身が 周 囲 に 支援 を求 め る

こ との 重要性 を伝える こ と，さ らに 地域 の保健師 か らの

育児支援 に繋げ る などの 母親 に対す る積極的で 直接的 な

ア プ ロ ーチ を行 っ て い る 。 同 時に，看護師は 母 親や 子 ど

もの 努力 を認 め，治療 に よ る 変化を ともに 喜 ぶ こ とに

よっ て，母親 や 子 どもとの 信頼関係 を築 く努力 を して い

た。CLP の 治療 は，乳児期 の 手術 の み ならず，子 ど も

の 成長 にそ っ て 青年期 に 達す る まで継続的医療を必要と

して い る 。 こ うした長期的な継続医療 にお い て は，乳幼
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表 3 『子 どもの成長を見据 える こ とが 可能な状態』の ア セ ス メ ン トと ア プ ロ ーチ

分
　 　 　 カ テ ゴ リー
類

サ ブ カ テ ゴ リ
　 コ

ード例

母親の 子 ど もへ の 向

き合い 方を洞察す る

しっ か りと子 ど もと向き合 っ て 育て て い る 母 親 が い る

病棟 で は きちん と子 ど も を叱 れ な い 母 親 が い る

母親がゆ っ た りして い る と子 どもも安定す る

母 親の 理解度や ケア

の 受け入 れ易 さ を判

断す る

話 をす る こ と で母親の 特徴を把握す る

母親 は学童期 で は一人 入 院の 子 どもの 寂 しさを気 に か けて い る

ア

セ　親子関係や 母親

ラ の 理解状況 の ア

ン 　 セ ス メ ン ト

ト

母親の ニ ーズ と看護

師 の 行動 に ずれ が あ

る

母親 との トラブ ル は看護師と母親との 意志の 疎通が 欠ける時 に起 こ りやす い

入 院 中 の 育 児 面 を看護師が ど こ まで 実施 した ら よい か 迷 うこ とが ある

全 員 の子 ど もを預か る こ とは 難 しい

子 ど もに 口 唇裂
・口

蓋裂 を 話す こ とへ の

母親 の 考えを知る

親は怪我を した と説明す る と決め て い る 場合 もあ る

子 どもに は 口唇裂口 蓋裂を知られ た くな い と思 っ て い る 親が い る

乳児期 に手術を受けた こ とを子 ど もは記憶してい ない と母親が 話して い た

子 ど もの養育状況に　口唇裂 ・口蓋裂の 子 ど もの 出生 が 離婚に繋が る こ とが あ る

注 目する　　　　 子 どもは誰 に 育て られる か よ りもどの ように育 て られるかが重要で あ る

子 ど もの 言 動 に 注 目　過保護 に 関わ る 母親 の 子 ど も の 表情は 暗い

す る　　　　　　　　学童期 の
一

人入院の 子 ど もは，夜間寂しくなっ て看護師を呼 ぶ こ とが多い

母 親に 疾患をもた な

い 子 と同 じ よ うに 育

て る よ うに 助言す る

普通 の 子 ど もと同 じ ように躾ける 必要性を伝え る

親 が負 い 目を 持 っ て 育 て な い よ うに 助言す る

子 ど も に 伝 え る た め に 手術前 の 写 真 を母子 で 撮 る こ と を助言する

ア
　　子 ど もの 成長 を
プ

ロ 　 見据 え た 母親 へ

［
　　の 対応
チ

成長して い く子 ど も

に 母親が ど う向き合

うの か を一緒に考え

る

幼児期 の 子 ど もへ の説明 につ い て どの 程度母親 に 対応 す る か悩 む

子 ど もと母親が しっ か り向 き合 う必 要が あ る とい う考 えもある

子 どもに きち ん と説明して ，口 唇裂
・口蓋 裂だ け を重 く受 け止 め す ぎな

い よ うに 支援す る

子 どもの発達 に伴 っ

て 生 じる母親 の 心 配

に 対応す る

子 ど もの 成長 を見据えた 上 で の話 を母親 に伝 える

同 じ体験 をして きた先輩の 母親 と話す こ と を勧 め る

大人 に な る と子 ども自身の 美的感覚 で 治療 の 必 要性 を子 ど もが 判 断す る

必要 に 応 じて 症状や

対 応 を学校に説明す

る

専 門医から学校 の 先生 に電話 で 説明す る こ とが ある

給食時 の 対応な ど学校 生 活 の こ と を 医師か ら学校の 先生 に 助言 して もら

うよ うに した

児期からの 相互 の 信頼関係が 治療の 継続 に お い て 重要な

要素 に な る と考え られ る。また，看護師は，同じ経験を

もつ 者 との 交流 に よ っ て有効な ピアサ ポ ー
トの 機会 をつ

くっ て い た が ，裂型が 同 じで な い と仲良 くなれ ない な ど

の 微妙な 母親の 受け止 め に も配慮 して働 きかけて い た 。

　乳児期の 手術後か ら子 どもの 学校生活 の 始 まりの 時期

で は，親子関係や親の 理解状況につ い て注 目して い た 。

看護師は，親 の 育 て 方や CLP を子 ど もに 告知す る こ と

に 関す る 親の 考えな どをア セ ス メ ン トして い る。親が 自

責 や不憫 さ を 強 く感じて い る場合 は，子 ど もに 対 して 甘

い 態度 を と り，適切な しつ けが で きない まま育て て しま

う場合もある
9）。看護師 は，普通の 子 ど もと 同じよ うに

躾け る必要性 を伝 え，親 が負い 目 を持 っ て 育て て しまわ

な い ように助言 し てい た。こ の こ とは，親 の 考えや 思 い

を十分理 解 した うえで，思 春期 な どの 子 ど もが 自立す る

時期に生 じる課題 を見据えた上 で の 対応 を考 え られ る よ

うに 支援す る大切 さ を示唆 して い る 。

　2， CLP の 子 ど もに対する 父 親 の 役割 とチ
ー

ム 医療

　今回 は母親に焦点 を当て て い る が，CLP の 子 ど も と

関わ っ て い る の は，母 親だけで な く，父親 の 存在 も大 き

く，両親間で の 相互 作 用 も重 要 で あ る。家族 か らの サ ポ
ー

トが ない 場合 に ，母親 に余裕が な く，周 囲 との 入間関係

の 支障 が 生 じ て，『母親が 心 を閉ざ した状態』に な りや

す い
8）

。 母親が CLP の 子 ど もと向 き合 うた め に は，父 親

の 認識 や 対 応 が 大 き く影響 す る と 言 える 。 CLP の 子 ど

もの 出生 が 離婚に繋が る こ ともあ る こ とか ら，CLP の

子 ど も に 対する 父 親 の 受け止 め は 子 ど もの 養育環 境 を左

右す る重要な要因に な る。しか し，父親自身も，母 親 と

N 工工
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『母親が心を閉ざした状態』
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『子 どもの成長を見据えることが

可能な状態』

図 1 抽出 され た カ テ ゴ リー間 の 相 互 関 係

同様 に CLP の 子 ど もの 出生 に 対 し て シ ョ ッ ク を 受 け，

不安状 態 に 陥 り易 い と考 え ら れる
1°｝

。 また，父親と母親

とで 子 ど もの 治療 に 対す る 関心や 満足度 が 異なる こ とも

報告されて い る
1ユ｝

。 父 親 の 場合 は，医 療者 との 接触で き

る 機会が多い 母親 と比較して，医療職からの支援を得る

機会が少 ない と予 測 され る。しか し，CLP の 子 ど も の

父 親 に焦点 を当て た研 究 は少 な く，父 親 が 求 め て い る 支

援 に つ い て も明 らか に さ れ て い な い 。今後，父 親 に も焦

点を当 て た研究を進 め，父 親 に 生 じる戸惑い や 不安を 明

らか に し，父 親 固 有の 必 要 な 支援 を検 討 す る必 要 が あ る。

また，父親 と母親 の 相互 の 影響とい う観点か らの 分析も

重要で ある と考えられ る 。

　CLP は，学校生活 で の 給食 な どの 配 慮，い じめ や か

らか い に対す る対応 も必 要 と する 場合が ある 。 ま た s 親

は 子 ど もに CLP を話す か 否 か，話す時期に 関 し て も，

さ ま ざ ま に 葛藤 を して い る 。 佐戸 ら
12）

は，CLP の 告知

に関 して 親子間の 認識 にず れ があ り，告知時期が 親子間

で 不
一

致 の 場合 に 家族関係 に 問題 が 生 じ易 い こ と を報告

して い る 。 看護師 は，子 ど も自身が CLP と どの よ うに

向き合うか，ま た親 が そ れ を どの よ うに 支援す る の か に

つ い て ，親 と と もに 考 え て い くア プ ロ ーチ も必要 と され

て い る 。 しかし，こ の 問題 は，看護師だけで対応する こ

とで は な く，医師，言語治療士な どの 子 ど もと関 わ る 医

療 チー
ム の 共通の 課題 と して 捉 え る 必要が ある 。

　CLP の 医療 は，栄養 や 心理面 の 問題，歯列矯正 や 言

語訓練 な ど も必要 で あり，医師や看護師の みならず さま

ざ ま な 職 種が 協働す る チー
ム 医療 は 重 要で ある とい わ れ

て い る
1〕

。 ま た，チ ー
ム 医療 に お い て 子 ど もの 発達 に伴

う生活面を考慮す れ ば，医療機関の み ならず，保育や教

育 に 関わ る保育士 や 教師 も加 え て い く必 要 も生 じる と予

測 さ れ る 。
こ う した面 か ら，多職種間の 情報共右 や 連携

は，CLP の 子 ど もの 継続治療 と健 や か な発達 の 重 要 な

要素 と なる と考 え ら れ る 。 チ ー
ム 医療 に お い て ，看護師

の 役割 と実際 の 援助 の あり方 を検討 し，具体化 をす る必
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要が ある 。 また，CLP の 子 ど もは，1週間程度 の 短期 入

院で あり，その 後 の 外来 で の 定期受診も年に 1回程度 で，

専 門 医療機 関 の 看護師が接触で きる時間は少ない 。看護

師 は，少な い 機会 を捉えて有効 な看護援助 を行 うと と も

に∫子 ど もや 親あ るい は 医療側 か ら必 要 な 時に個別対応

で きる相 談窓口 の 提供 も課題 で ある と考えられ る。

　3．　 本研究 の 限界と課題

　本研究の 限界 は，研究参加者が 1専門 医療機関 に所属

す る看 護師 で あ り，か つ CLP の 専門 医療機関で の 看護

経験の 長い 看護師が多く含 まれ る こ とか ら，本研究の 結

果 をそ の ま ま
一

般化す る こ とはで きない 。 しか し，今回

得 られ た ア セ ス メ ン トや ア プ ロ ーチ の 内容 を基 に，CLP

の 子 ど もと家族 に 関わ る医療機関の 看護師の ケ ア 内容 に

関 す る 検討 を すす め，CLP の ケア ガ イ ドラ イ ン の 作成

へ の 活用 も可能 で あ り，今後 の 課題 に した い と思 う。

V ． 結 論

　CLP の 専 門 医 療機 関 で の 経験が豊か な看護師 11名の

面接内容 を質的 に 分析した 結果，『母親が心 を閉ざした

状態』「母親が看護師の 援助を受け入れ可能な状態j 『子

どもの 成長 を見据 え る こ とが 可 能な 状態』 の 3 つ の テ
ー

マ に 分類 で きた 。

　『母親が 心 を 閉ざ した状態』で は，《口唇裂
・
口蓋裂 の

子 ど もの 母親の 心 情 の 理 解》，《母親の 心理状態 の ア セ ス

メ ン ト》 と 《心 を 閉ざ して い る 母親へ の ア プ ロ ーチ》が

含 まれ た 。 『母親が 看護師の 援助を受け入 れ可能な 状態』

で は、《母親 の 変化の ア セ ス メ ン ト》 と，《子 ど もと母親

の ニ
ーズに応 じた ア プロ ーチ》や 《子 どもや母親 と看護

師 との 信頼 関係の 構築》を図 り，《同 じ経験 を し て い る

者 との 交流 の 促 進 》を展 開 して い た 、「子 ど もの 成 長 を

見据える こ とが 可 能 な状態1 で は，親が こ れから先の 子

ど もの 成長 を意 識 で きる状態かを 《親子関係 や 母親の 理

解状況 の ア セ ス メ ン ト》の うえで ，《子 ど もの 成 長 を見

据えた 母親 の 対応》を行 っ て い た 。

　以 上 の こ とか ら，看護師は母親 の 心理状態 を判断し，

そ の 状態 に応 じた ア プロ ーチ を選択 して 親 を 支援 し，子

ど もの 成 長 を見据えて 母親や 子 ど もに 対応す る こ とが 重

要 で あ る と捉 えて い る 事が明 らか に な っ た。こ れ ら の 結

15

果 は，CLP の 子 ど もの 母親の ケ ア ガイ ドラ イ ン の 検討

に活用 で きる と考え る 。
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                                    Abstract

 Qualitative Analysis of  Nursing Practice Regarding Mothers at a  Specialized

          Hospital for Cleft Lip and/or  Palate: Focused Assessments

                     and  Approaches of Nursing Practice

                          Chieko FuJiwARA', Eriko SmBA"

   The  present study  aimed  to clarify  nursing  assessments  and  approaches  regarding

mothers  of  children  with  cleft lip and  palate (CLP). An  interview survey  was  conduct-

ed  on  11 nurses  at a  specialized  hospital for cleft  lip and/or  palate and  the results
were  qualitatively analyzed,

   Three categories  of  maternal  psychological state  were  identified and  four assess-
ments  and  five approaches  were  extracted. The category  emotionally  closed  off includ-
ed  two  assessments  (`understanding the mothers  feelings and  determining maternal

psychological  state)  and  one  approach  {approach toward  mothers  who  are  emotionally

closed  off). The  category  able  to accept  support  included one  assessment  <assessment
of  changes  in mother)  and  three approaches  (approach based on  maternal  and  child

needs,  building trust among  child, mother,  and  nurse,  and  encouraging  contact  with

people going through  the same  experiences').  The  category  able  to look ahead  to their

childs  growth  included ene  assessment  {assessing the mother-child  relationship  and  the

mothers  state  of  understanding)  and  one  approach  (support for mothers  who  are

looking ahead  to their childs  growth)

   The  present findings clarified  that nurses  assessed  the  mothers  psychological

state  and  accordingly  selected  the appropriate  approach  regarding  support  for the
mother,  Nurses considered  it important to respond  to mothers  and  children  while  look-

ing ahead  to the childs  growth.

Key  words  : Cleft lip andfor  palate, Mothers, Nurses, Nursing Practice
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