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要　約

　本研 究 の 目的は
， 小児看護学実習に お け る 看護技術体験 の 現状 を明 らか に し，技術教育内容お よ び今後の課題

を検討す る こ とで ある．対象は 本学看護学科 の 3年生73名で ，厚生労働省が示 した技術水準を もと に本学で作成 し

た 小 児看護学実習 に おけ る技術 水準表 の 水準 1に焦点 を当て
， 技術 体験 状況 を分 析 し た ．そ の 結果 ，

L 小児看護

学の特徴 で ある 「遊 び の 援助」 「バ イ タル サ イ ン の 観察」「手洗 い 」 の 援助 は 9割以上 で ，「転倒 ・転落 ・外傷予 防」

は 約 8割 と 高い 経験率 で あ っ た ．2．安全管理 に つ い て は
， 「療養 生活 の 安全確保」は 5割 の 体験率で

， 「医療事故予

防」 は 1割 で あ っ た ．3．食事援助技術 （栄養状態 ・体液 ・電解質バ ラ ン ス の査定など）や排泄援助技術 （お む つ

交換 な ど ）に関 す る項 目は体 験 率が 低 い こ とが 明 らか と な っ た．今 後 の 課題 と して
， 小 児看護 学実習 にお い て

「小 児 の 安 全」や 「日常生活援助技術 」に 関す る体験学習 の 強化及 び実習 日標，小児看護技術水準表の 内容，技術

評価 に つ い て 再検討 の 必 要性 が示唆 され た．
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は じめに

　小児は 成長発達過程 に あ り，小児看護学で は看護

者 の 安全 へ の 配慮や成長発達 を促進 し て い く援助技

術が 重要 で ある ，し か し
， 今 日の 少子化や在 院日数

の 短縮，患者 ・家族 の 権利意識の 変化 の 影響 に よ り，

小 児看護 学実習 に お け る看護援助技術 を 経 験する機

会が減少 して い る 現 状 にある ．小児看護の 対象は
，

新生 児か ら思春 期 と 幅広 い 発 達 段 階 が 含 ま れ
， 同 じ

看護援助 技術で あ っ て も実践 方法は 異な る た め ，小

児各期 の 特徴を踏 まえ根 拠 に基 づ い た援助が 実践 で

きる よ う指導する こ とが重要 で ある ．

　 しか し ， 本学 で 小児看護学実 習 を実施 して い る3病

院 は，在 院日数 は4〜5 日と短 く，急性期 の 患児が多

い こ と，母親や家族 の 付 き添 い が ほ とん ど で あ る等

の 現状が あ る ．ま た 小 児病棟 にお い て 受け持 ち患児

に対 す る 援助期間は4日間 と短 い こ と か ら，小児を取

り巻 く環 境 や実習環境 の 変化 に よ り，小 児 と そ の 家

族 に対 し て技術体験 す る機 会 は 厳 しい 現 状 にあ り，

技術体験不足 は小児の 安全性 を脅かす と共に看護実

践能力の低下 に影響する．

　大場 ら
Z）

は ，看護基礎教育 に お い て 小 児看護学の

時間内 に は子 どもに対する基本的な看護基本技術の

習得が 難 し い と述 べ て お り，こ の ような実習環境の

なか で ，小児看護技術の 体験状況 を分析 し明らか に

す る こ と は 重要 で ある ．今 日 ， 臨床 に お け る 高い 看

護実践 能力が 求め ら れ て い る こ とか ら，今回は学生

が 単独 で 実施で きる水準1の 項 目 に焦点を当て
， 看護

技術体験率の 実態を把握 し，客観的資料 に基づ い て

今後の 課題 を検討 した い ．

研 究 目的

　小児看護学実習終了時の 看護技術水準1の 体験状況

を明 らか に し，小 児看護学実習 にお け る技術教育内

容 お よ び 今後の 課題 を検討 す る ．

1．対象

研 究方法
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　本学看護字利3年生 78名の うち小児看護学実習か終

了 し た学生 73名

2 期間

　平成17年4月〜11月

3　調査方法

　厚生 労働省か ら 示 され た 「看護基礎教育 にお け る

技術教育 の あ り方に 関する検討会報告』に基つ い て ，

本学て作成 し た 「小児看護学実習に お い て 看護学生

か 行 う基本的な看護技術 水準」表 を用 い て
， 実習終

了時 に学生か記入 した 看護技術水準 表 をもと に学生

の 技術体験状況 を単純 集計 し
， 水準 1に 対象を絞 っ て

実鮮を調査 した

　水準 1の 項 目 と して は ， 環境調 整技術 3項 目，食事

援助技術2項目，排泄援助技術3項 目，休 皀　活動援

助 技術3項 目 ， 症状　生体機能管理技術 フ ィ シカ ル ア

セ ス メ ン ト技術1項 目，感染予 防の 技術2項 目，安全

管理 の 技術 3項 目を挙 けて い る　尚，「小 児看護学実

習 にお い て 看護学生 か行 う基本的な看護技術 の 水準」

表は表 1に示す

4 　用語 の 説明

　厚生 労働省か平 成14年に看護基礎 教 育におけ る技

術水1 の 改善 を は か る た め に示 し た 『看護基礎教育

に お け る技術教育 の あ り方に 関す る検訂会報告書』
1’

の 中て
， 看護技術の実習に 関 して は 以下 の よ うな3つ

の 水準 をもうけ ， 各看護i技術 項 目を分類 し て い る

　水準1 教員や看護師の 助言　指導に よ り学生 か 単

　　　　 独て 実施で きる もの

　水準2 教員や看護師の 指導　監視 の もとて 実施て

　　　　 きる もの

　水凖 3 原 則 と し て看護 師や医師 の 実施 を見 学す る

　　　　 もの

　本 学 て は，こ れ ら を ふ まえて 「小児看護 学実習 に

お い て 看護学 生 か行 う基 本 的 な看護 技術 の 水華表」

を作 成 し，学生 の 技術 体験 の 確認 を して 技術 指導に

盾用 して い る

　本 字 の 小児看護学実習 における実習目標 は ，

　 1 小児各期 に おけ る成長発 達 の 特徴か理解 て きる

　2 小児の 健康及 び安全 を守るため に必要 な基礎的

　　 看護技術か習得 て きる

　 3 健康上 の 問題 をもつ 小 児 と家 族に必要 な援助 を

　　 考 え，根拠 に 基 つ い た看護援助か て き る

　 4　看護チ
ーム の

一
員 として の看護者の 役割　機能 を

衷1　小 児看護甼 実習 に お い て 看護甼 生 か 行 う基本 的な看 護技術の 水準

実習 病院名 病 院 実 習期 間　平成 　　年 　　 月 　　 日 　
〜

　　 月　　 日 G 　　 学 生 氏名
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　 　 　 　 水 準
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　　 理解 し，看護字生 と して 自覚 した行動かで きる

て ある

5　 倫理 的酉己慮

　研 究 の 目的　王 旨，お よひ成緕 に は関係 し な い こ

と，プ ラ イ ハ ン
ー

は保護 され，個人 は特定 されな い

こ と等を文書お よ び 口頭 て 説明した

　　　　　　　　　　結　果

　研 究対 象者は小 児看護学実習か終了 した73名て あ

る　技術水準1の 体験の 現状は 図1に示 し ，以 下 ，各

項 目こ と に結果 を述べ る

1 安全管理技術

　安全 管理 技術 （3項 目）に つ い て は
， 「療養生 活 の

安全 確保 」 （521 ％ ）， 「転倒　転 落　外傷 予 防」

（795 ％ ） 「医療事故予 防」（110 ％）て あ っ た　 また
，

小児看護学て は
， 予 測的に危険因子 を除去 し安全 を

確保する こ とを目的 の ひ とつ と して い る環境整備技

術 の 「療養生 盾環境」 は 67 ％ で あっ た （図2）

2　食事援助技術

　食＄援助技 術 （2填目）に つ い て は
， 「幼児 の 食事」

（151 ％ ），身体 の 成長発 達 を考 える うえて 重 要 て あ

る 「宋 養状 態 　体 液 　電解 質バ ラ ン ス の 杳 定」 は
，

わ すか に 55 ％ と い う結果 て あ っ た （図3）

3 排泄援助 技倆

　排泄援助 技術 （3項 目）に つ い て は ，「排泄 の 介助」

（82 ％）， 「尿 器 　便器の使 い 方」 （14％），「おむ つ 交

換」 （223 ％ ）て あ っ た （図4）

4　症状 　生体機能管理技術 フ ィ ノ カ ル ア セ ス メ ン ト

技術

　症 状　生 体機能管理技術 ブ イ シ カ ル ア セ ス メ ン ト

技術 （1項 目）の 「ハ イ タ ル サイ ン の 観察 （体温 ’し・

拍 （脈拍）　 呼吸　血圧 ）」 に おける経験率 は 100 ％

で 全員か経 験し て い た　 （図5）

5　活動　休息援助技術

　盾動　休 息援助技術 （3項 目）に つ い て は
， 「安静

の 援助」 （82 ％ ）， 「字習 の援助 （学童）」 （82 ％ ）で
，

「遊ひ の 援 助」 に つ い て は959 ％ と高 い 経験率て あ っ

た （図6）

6　環境調整技術

　環境整備 技術 （3項 目）に つ い て は
， 「療養生 1舌環

境」 （671 ％ ）， 「ヘ ノ トメ
ーキ ン グ」 （384 ％ ）， 「リネ

ン 交換」 （507 ％）て あ っ た （図7）

7 　感染予 防 の 技術

　啓染予 防 技術 （2項 目） に つ い て は ，「手 洗 い 」

（955 ％）， 「感染性廃棄 物 の 取 り扱 い 」 （260 ％ ）で あ

％
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っ た （図 8）

考 　察

1 安全管理技術

　今回 の 小児看護学実 習 に お け る看護技術体験調 査

にお い て ，「転倒 　転落　外傷予 防」に つ い て体験率

か高 く，
一

方，「療養生 盾 の 安全確保」や 「療養生 后

環境」 に関す る項 目の 体験率が低 い こ とか 明ら か と

な っ た　特 に 「安全性 」 につ い て は
， 今 日の 医療現

場に お け る 重要課題 の 1つ て あ り，小 児看護掌実習 て

は小 児の 特［生 や 子 と もの 反応 な と を ふ ま え ， 常 に

「安全 」 を考慮 した看護実践 か 求め られ て い る
3｝ 水

隼 1は教員や 看護師の助言　指導 によ り学生 か単独 で

実施て き る もの の範囲で ある か ，「安全 管理」に 関す

る技術項目で は 「転倒　転落　外傷予防」 を除 い て ，

「療養生活の 安全確保」 「療養生 活環境」 の 2項 目い す

れ も技術体 験牽か 7割を下 回っ て お り，「医療事故予

防」 に お い て は 1割台 と低 い 体験率で あ っ た　 こ の結

果 は
， 実習 の 中て 安全 を考慮 し た上 て 援助 を行 っ て

い て も経験 し た との認識が低 く記載 しなか っ た こ と，

また
， 小児看護に お ける危 険防止　安全管理 に つ い

て の重要1生の 認識か低 い こ とが推測 される

　危険防止に 関わ る 音識か希薄で ある 原因 と して ，

近年 の 学生 は ，日常生 盾に お い て 子 と もと接す る機

会か ほ とん とな い こ と に起因 し て い る
4） と言われ て

お り， 子 ともの 特徴 に つ い て 知る機会が 少な い と言

える　そ の た め
， 小児の 安全 に対する知識及ひ 看護

技術 教 育 の 強化か 必 要 で ある こ とか 示唆 さ れ た 　学

生 自身か安全 性に対する 重要性の 認識 を高め る ため

に は ，学内の 講義等に お け る 安全性 の 理 解 と臨地 実

習 にお ける受け持 ち児 の 発達をふ まえた 危険や安全

に つ い て の ア セ ス メ ン トをて きる よ うにする こ と 及

び具体的 な援助方 法を見 出 せ る よ うに指導する こ と

か大切 て あ る　 また ， 受け持 ち児 の 実 習記録 の 中 て

薔在 して い る危険に 関 して の 晴報 をア セ ス メ ン トし ，

実施，訐価て きる ような記録用紙 の 再検刮 を行 う必

要が ある と考え る　 さ ら に ，実習 目標 に お い て も ，

具体的 な行動 レ ヘ ル の 小 目標 を挙 ける な と，何 を視

占 と して取 り組ん て い くか を学生 自身か考え ， 技術

水準表を積極的 に盾用 し王 体 的 に看護技術 か習得て

きる ような工 夫か必要て ある

　 また，安全 技術 の 3項目 に つ い て は，内容か わ か り

に くい とい う学生 の 意見 もあ る こ とか ら ， 今後 は
，

明確 な表現方法に 修 正す る と と もに ，記入 方法か 的

確 に伝わ る ようなオ リエ ン テ
ー

シ ョ ン を実施 し，正
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確 な記載 と安全 に対する 意 識高揚が 図れ る よ うに検

討 を して い く必要がある ．

2．食事援 助技術

　 「栄養状態 ・体液 ・電解質バ ラ ン ス の 査定」 に つ

い て は5．5 ％と低 い 体験率で あ っ た，小児 に お ける健

康 な心 身 の発達 を考えた と き栄養状態の 査定 は重要

で あ る た め，実習で は 実際 に
， 受け持ち児 の 身長 ・

体重 か ら 指数 を算出 し，血 液デ ータ ー
．（TP ．　 Alb ，

Na ．　 K．　 Cl等）と合わせ て指導を行 っ て い る ．ま た
，

食事内容 に つ い て も食事処方箋 で 内容 を確認 し，昼

食 は受 け持 ち児 の 食事 を配 膳す る こ とで実際 の 食事

量等 を観 察 し て い る ．し か しなが らほ と ん どの 学生

が実施 し た との 認識 が な い こ と が 明か とな っ た．そ

の 理由 と して
， 「栄養状態 ・体液 ・電解質バ ラ ン ス の

査定」 に対する 内容理解 と そ の 重要 性の 認識 が低 い

こ と が 予 測 され る ．今後は受け持ち患児記録 の 中で ，

栄養 につ い て 学 生が情 報化 して い け る よう情 報化 す

る 内容 を
，具体的 に 提示 し，学生 自身が小 児 の 栄養状

態の 査定 につ い て ア セ ス メ ン トを通 して 重要 性 を意

識 化 で き るように指導す る こ と と同時 に，ア セ ス メ

ン ト時 の 指導方法 に つ い て も検討 し て い く必 要性 が

あ る こ とが示唆され た．

　
一

方， 厂幼児の食事介助技術 」に つ い て の 体験率は

15．1％で あ っ た．こ れは 3病院 とも母 親や 家族の付 き

添 い が あ り，食事は落ち着 い た環境で 摂取 させ た い

な どの付 き添 い 家族の 希望 が 大 き く反映され て い る

もの と考 えられ る ．幼児の 食事援助は健康及び成長

発達上 の 意 義は大 き く，年齢 に よる特徴が あ る こ と

か ら，今 後，臨床側 との 調整が 課題で ある ．

3．排泄援 助技術

　排泄援 助技術 に つ い て は
， 「排泄の 介助」「便ge　・

尿 器 の 使 い 方」「お む つ 交換」 の 3項目 と も70 ％ を は

る か に 下 回る結果 だ っ た ．「便器 ・尿器の使 い 方」は
，

実際 の 場 面で の 尿 器
・便器 の 使用 は周手術期 や検査

に よ る 臥床安静が主 となる ．本学 の 実習施設 に お い

て学生 が 受け持 つ 患児は 喘息や 肺炎等 の 急性期が 中

心で ある ため
， 体験する 機会が 少ない 現状 で ある こ

と，ま た ，お む つ 交換で は，母 親な ど の 家 族 の 付 き

添 い （学 童を 除 い て ほ ぼ 100 ％ ）の 現状 で あ る た め
，

対象が あ っ て もおむ つ 交換 の 体験で きる機 会が少な

い 現状 が あ っ た ．今後，臨床側 と の 調 整 に よ り受け

持 ち患児 以外で の 技術体験 や ，受け持 ち患児及 び そ

の 家族 の 同意を得 るため の 関 わ り ， 指導方法 の 工夫

が必要 で ある と考える．

　また ， 「排泄 の 介助」 につ い て は
， 項 目の 表現が抽

象的で あ り，項 目の 意図する具体的内容 に つ い て理

解 し に くい との 意見が学生か ら多 く見 られ た． こ の

こ とか ら体験率が 8．2％ とい う結果に繋が っ て い る と

推測 され る．小児看護学実習に お ける看護技術水準

表 の 目的が 十分 に学生 に伝わ る ように働 きか けと工

夫が今後の 課題 と し て 示唆 され た．表現方法 に つ い

て も考え て い く必要が ある ．

4．バ イ タ ル サ イ ン の 観察

　バ イ タ ル サ イ ン の 観察に つ い て は
， 体験率100％ で

あ っ た ．小児 とい っ て も乳 児期 ・幼児期 ・学童期そ

れ ぞれ の 発 達段 階 にお い て 測定方法は異 な る ．発達

段階各期 にお け る バ イ タ ル サ イ ン の 観察に つ い て は

学内演習 を行 っ て い るが ， 実践 で の 対象が 乳児や幼

児期前期 で ある こ とが多 く，患児の 協力を得 る こ と

が難 しい とい う学生 か らの 声が頻繁 にみ られ て い る．

安全 性を考慮 し，患児や そ の 家 族 の 同意を得 た 上 で

実践 を行 うため，体験 場面 が少 ない と い う現 状 があ

るが，そ の よ うな中 で 成長発達 を踏 まえなが ら小児

の 反応に対 応 して い く観察技術 は臨地 実習 だ か ら こ

そ 習得で きる もの で あ る とい え る．学生が ，各発達

段 階 に お け る 観 察技術 を身に つ け られ る よ う指導を

強化 して い く必要が ある，

　学生 の 技 術 は未熟 で あ る ため，適切 な方 法 で 正確

な バ イタ ル サ イ ン が測定で き，また測定 した バ イ タ

ル サ イ ン が看護実践 に活か して い ける ように ，今後

学生 の 受 け持ち患児記録の 検討 を行 っ て い く必 要が

ある ．

5．活動 ・休，自、援助技術

　小児看護の 大 きな特徴の ひ とつ と して 「遊 び の 援

助」が 挙 げら れ る ．小児 に と っ て遊び は成長発達の

側面か ら考えて も非常 に重要で ある ．遊び に つ い て

援助内容 を考 え る 際に は 患児 の 発達 ，
生活背景 ， 疾

患の 特徴 や安静度 に つ い て 理解 し て い なけれ ば なら

な い ．今回 の 結果 で は 95．9％ の 学生 が 「遊び の援助」

を実践 して い た．し か しなが ら， 「安静 の 援助」 の 体

験率が 24．7％ で ある こ とか ら ， 遊 び の 援助内容 を考

える際 に患児 の 安静度 も考慮 した 上 で 考 え られ て い

た か確認 し て い く必要が あ る ．計画 の 段 階 で ，発

達 ・生 活背景 ・安静度 に つ い て 統合 し て 考え て い る

こ とを確認 した 上 で 指導 して い くこ とが求め られ て

い る が
， 現 時点 で の 確認方法 は 主 に 口 頭 で あ る．学

生が い くつ か の 側 面 か ら考え られ，振 り返 りが 出来

るように記録用紙 につ い て の 検討 が必 要 で ある ．

　 「学習 の 援助」 に つ い て は ，8．2％ と低 い 体験率 で

あ っ た．こ れ は受け持ち患児 の 年齢 の 多くは 2歳か ら
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5歳の 幼児期 で あ る た め ，学童 と の 関わ りが ほ と ん ど

な い 現状 に起因 して い る とい える．それ に加 え，3病

院 の 特徴 と し て 在院 日数が 4〜5日 と短 く，急性期を

脱 す る と す ぐに退 院 と い う経過 をと っ て い る．そ の

た め に学習 を援助 する こ とが難 しい の で はな い か と

考える．しか しなが ら学童期の 子 ど もに とっ て 入 院

に よる学習の 中断は非常に 大 きな問題 で あ る，そ の

た め に 小 児看護学実習 で は学習 の 援助 に つ い て 考え

て い か な ければ な らな い ，受け持ち児 に 限 っ て考え

る と学習の援助 を経験する こ とは難 しい が
， 臨床 との

調整に よ り養護学校の見学や受け持ち児以外の 児に対

する援助 を行 う等の検討を行 っ て い く必要が ある．

結 　論

1．小児看護学実習 に お け る 「遊 び の 援助」「バ イ タ

ル サ イ ン の 観察」 「手洗 い 」の 援助 は9割以上体験で

き
， 「転倒 ・転落 ・外傷予 防」は 約8割 の 学生 が 体験

して い た．

2 ．安全管理 につ い て は
， 「療養生活 の 安全確保」が5

割 ， 「医療事故予防」は 1割とい う低 い 体験率で あ っ た ．

3．食事援助技術 （栄養状態 ・体液 ・電解質バ ラ ン ス

の 査 定な ど）や排泄援助技術 （お む つ 交換な ど）に関

す る項目は，体験率は 1割で，体験 す る機会が少ない ．

4 ，「小児 の 安全」 や 「日常生活援助技術」 に関す る

体験 学習 の 強化及 び実習 目標 ，小 児看護技術水準表

の 内容，技術評価 に つ い て 再検討の必要性 が示唆 さ

れ た．
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Nursing  Skill Experience of  Pediatric Nursing Practice

      
-Focusing

 on  Pediatric Nursing Standard  1-

Takako Ishii, Chiharu Nishiyarna

                                           Abstract

   The  purpose  of  this study  is to review  the  educational  cQntents  of  nursing  skill and  explores  the issues to be improved  in

future by clarifying  the status of  skills experienced  through pediatric nursing  practice, Seventy-three seniors  enrolled  at

nursing  department  of  this college  were  subjected  to this study  and  the experienced  skills were  analyzed  fbcusing on  the

standard  1 of  skill standard  table for pediatric nursing  practice created  in this college  based on  the nursing  skill standard

published by Ministry of  Health, Labor and  Welfai/e. Findings are  as  follows;

  1. The experience  rates of [Assist of  playing game], [Assessment of vital  sign], [Assist of  hand-washl, which  are  the

    characteristics  of  pediatric nursing,  were  90%  and  that of  [Prevention of  falling, unbalancing,  injuries], was

    approximately  80%, which  is high experience  rate.

  2. For safety  rnanagement,  the experience  rate  of  [To provide secure  recuperation]  was  50%  and  that of  [Prevention of

    medical  accidents]  was  10%.

  3, It has become clear  that the experience  rate  of  items regarding  skills  fbr child  feeding assistance  (Assessment of  nutrition

    status, body fiuid and  electrolytes  balances, etc)  and  ski11s  fbr toilet assistance  (diaper exchange,  etc)  were  low.

   The result  of  this study  suggests  that it is important to enhance  learning activities  regarding  [Protection of  chi1dren],  and

[Ski11s fbr daily life assistance]  in the pediatric nursing  practice as  future issues and  to review  the purpose of  practices, the

contents  of  pediatric nursing  ski11  standard  table, and  skill  evaluation.

Keywords: Pediatric nursing  practice, Fundamental  nursing  education,  Ski11 experience,  Ski11s fbr child  assistance,  Nursing

         ski11  standard  1
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