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研究成果の概要（和文）： 小児がん看護に携わる看護師に、小児がん治療中の子どもへの身体活動支援の実態調査を
行った。その結果、看護師は小児がん治療中の子どもへの身体活動の必要性を感じており、身体活動支援を実施するこ
とは重要であると考えているものの、実際にその支援を実施しているのは一部に限られていた。また、その支援環境は
、十分に整っていない現状も明らかとなった。
 小児がん治療中の子どもへの身体活動を促進するために、我々は身体活動の看護ケア指針の作成に留まらず、本邦で
すでに行われている有用な実践知を集積し、その典型例からケアモデルを提示していく必要がある。

研究成果の概要（英文）：A field survey of nurses involved in pediatric oncology nursing was conducted 
concerning support of physical activity for patients during treatment of childhood cancer. The results 
revealed that nurses believe that physical activity is needed for patients undergoing childhood cancer 
treatment, and that it is important to carry out support for physical activity. However, the support 
actually provided is limited to a certain portion of the cases. Also, the rehabilitation environment for 
physical activity is not sufficiently established.
To promote physical activity for children undergoing cancer treatment, we are not just creating nursing 
care guidelines for physical activity. We are also accumulating practical knowledge about physical 
activity support already being implemented in Japan. It is necessary to present care models from these 
representative examples.

研究分野： 小児看護学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
研究者らは、平成 19 年から科学研究費（基

盤研究 C）「化学療法を受けている小児がん
の子どもへの食事援助に関する研究」に着手
し、継続研究として平成 21 年から科学研究
費（基盤研究 C）「小児がん治療における食
生活セルフマネジメント支援プログラムの
開発」に取り組んできた１）～４）。この一連の
研究プロセスのなかで開発した‘がん化学療
法中の食生活セルフマネジメント個別支援
プログラム’を施行したところ、海外の先行
研究５）において示されていたような運動器リ
ハビリテーションによって、QOL の維持向
上に繋がることが食生活セルフマネジメン
ト支援の副次的な効果として示唆された。 
この事例における運動の効果という示唆

を契機に、小児がんの子どもに対する運動器
リハビリテーションの概観に関する文献検
討を行ったところ、治療の一環としての要素
の強い、理学療法学的視点からのアプローチ
に関する先行研究は散見するものの５）、看護
学的視点からアプローチに関するものは見
当たらなかった。また、本邦で 2008 年に作
成された小児がん看護ケアガイドライン６）に
は心理・社会的リハビリテーションに関する
復園・復学・社会復帰や小児がん経験者への
サポートは取り上げられているものの、運動
器リハビリテーションに該当する内容は、含
まれていなかった。しかし、小児がんの子ど
もはがん化学療法や放射線治療による好中
球減少、発熱、貧血、血小板減少、悪心・嘔
吐，倦怠感等の副作用による活動制限や体力
低下によって、筋力低下や心肺機能の持久力
低下、肥満等が生じる７）～９）ことから、運動
器リハビリテーションについて検討する必
要がある。 
 そこで、がん化学療法や放射線治療による
副作用症状に配慮しながらも、日常的な生活
の中での座位や立位、歩行（排泄時の移動等
も含む）、遊び、学習等の身体活動を積極的
に確保し、運動器リハビリテーションを促進
する『小児がん治療中の運動器リハビリテー
ションに関する看護ケア指針の開発』が必要
と考える。 
 
２．研究の目的 
日常生活援助を中心とした看護学的アプ

ローチによる運動器リハビリテーションを
促進するための『小児がん治療中の運動器リ
ハビリテーションに関する看護ケア指針の
開発』を行う。 
具体的な目的は次の通りである。 

１）小児がん治療中の患児に対する身体活動
（運動・身体活動）介入研究の動向を概観し、
身体活動を向上させる援助として、その具体
的内容を把握する。また、小児がん治療中の
患児に対する身体活動介入の効果について、
研究知見を統合するメタ分析によって検討
する。 
２）小児がん治療中の子どもへの身体活動支

援の実態について、明らかにする。 
３）小児がん治療中の子どもへの身体活動支
援の実態調査で得られた結果から、研究メン
バーにて『小児がん治療中の運動器リハビリ
テーションに関する看護ケア指針』案を作成
する。 
 
３．研究の方法 
１） 小児がん治療中の患児に対する身体活

動介入の文献検討 
（１）文献の抽出 
文献レビューを行う対象文献は、発行され

ているレビュー論文の内容検討、および 2009
年以降（過去 5 年間）の文献検索の二段階で
抽出した。まず、諸外国において、小児がん
患児に対する身体活動（運動のみを含む）介
入に関する 4 編のレビュー論文１０）～１３）の対
象文献 52 編の中から、小児がん治療中患児
を対象とした 33編（重複 15編）を吟味した。
続いて、2009 年～2013 年 9 月に発行された
文献を検索した。国外における文献収集は，
PubMed，および MEDLINE のデータベース
を用い、‘ children’AND‘ cancer’OR
‘oncology’OR‘leukemia’OR‘lymphoma’
OR‘tumor’AND‘physical activity’OR
‘exercise’OR‘daily activity’OR‘life 
activity’をキーワードとして検索を行った。
国内文献の収集は、医学中央雑誌 Web 版お
よび CiNii の検索データベースを用い、‘小
児’AND‘がん’OR‘腫瘍’OR‘白血病’
OR‘神経芽腫’AND‘身体活動’OR‘運動’
OR‘生活活動’をキーワードに検索した。 
文献は、小児看護学を専門とする 2 名の研

究者が論文タイトルと Abstract からレビュ
ーを行い、次の 6 点の基準を満たすものを採
択した。それらは、①18 歳以下の小児を対象
としている論文、②小児がん治療を受けてい
る患児を対象としている論文、③身体活動に
関する介入を実施している論文（ランダム化
比較対照試験，準実験研究，パイロット研究）、
④身体活動の介入効果が認められた論文、⑤
身体活動に関する介入内容が示されている
論文、⑥本文が英語または日本語で記載され
ている論文、および⑦会議録を除き学術雑誌
に掲載されている論文、であった。 
なお、本レビューは対象疾患の特性上，身

体活動介入に関する研究数が少ない、さらに
本研究の、小児がん治療中の患児に対する身
体活動を向上させる援助の具体的内容を把
握するという目的に適うべく、対象者、小児
がん治療の種類・内容および治療期を限定せ
ず、小児がんの治療を受けている患児を前提
として文献を抽出した。 
（２） 文献レビューの検討方法 
前述した二段階の過程から抽出した文献

について、小児がん治療中患児に対する身体
活動介入研究の動向を捉えるための質分析
では、①小児がん患児に対する身体活動介入
研究の概要をまとめる、および、②身体活動
介入内容の詳細を把握する、という 2 つの視



点で検討した。身体活動介入内容に関する検
討においては、小児看護学を専門とする２名
の研究者、およびリハビリテーションを専門
とする研究者 1 名の計 3 名で議論した。本稿
と小児がん患児に対する身体活動介入に関
する４編のレビュー論文１０）～１３)の相違点は、
運動介入のみを抽出していたレビュー論文 
１１）～１３）と身体活動介入のレビュー論文１０）

を統合させ、系統的レビューとして検討した
点、および身体活動介入の内容を詳細に検討
している点である。 
質分析では、発行されているレビュー論文 

４編の内容検討，および 2009 年以降の文献
検索の二段階で抽出した計 823 編のうち、
レビュー論文中の対象文献 15 編，および文
献検索による 3 編の合計 18 編１４）～３１）を文
献レビューの対象とした。 
小児がん治療中の患児に対する身体活動

介入の効果を捉えるためのメタ分析では、対
象疾患の特性上、身体活動介入に関する研究
数が少ないことから、対象文献をランダム化
比較試験による研究のみならず、２ 群間で
効果の比較を行っている準実験デザインの
研究を含めることとした。また、身体活動介
入の効果を評価する指標は、客観的指標とし
て歩数計・活動量計・加速度計や体重・BMI 
等があり、主観的指標として QOL 尺度等が
あるが、これらの結果指標を採択基準に含め
た場合、対象文献数が極めて少ないため、結
果指標に関する制限を採択基準に含めなか
った。 
発行されているレビュー論文 4 編の内容

検討、および 2009 年以降の文献検索の二段
階で抽出した計 823 編のうち，採択基準を
すべて満たした 6 編１４）,１８），１９），２３），２９），

３１）の文献をメタ分析の対象とした。解析方
法は、各結果指標を概念化し、その概念 の
効果量（Hedges’g ）および 95%信頼区間
（ CI ）を算出した。 
 
２） 小児がん治療中の子どもへの身体活動

支援の実態調査 
小児がん治療研究施設に参加登録してい

る 190 施設のうち、調査協力が得られた 50
施設において小児がんの子どもの看護に携
わっている看護師（各病棟 3 名）に質問紙調
査票を依頼し、個別郵送法にて回収した 107
名を対象とした。 
調査内容は、施設の概要、対象者の背景、

看護師が捉えた身体活動ニーズ（看護師のニ
ーズ、子どものニーズ）、活動制限の基準値
の有無、および自由記述、であった。また、
身体活動支援の実施状況、看護婦（師）の自
律性測定尺度、小児がん治療中の子どもへの
身体活動について考えていることや思って
いることの自由記述とした。 
解析方法は、看護師が捉えた身体活動ニー

ズおよび身体活動支援の実施状況について
記述統計量を算出し、自由記述は質的帰納的
に分析した。また、身体活動支援に関する実

施状況が、看護婦（師）自律性尺度得点によ
る差があるかどうかを解析した。本研究は横
浜市立大学医学研究倫理委員会の承認を得
て実施した（A141127019）。 
 
４．研究成果 
１）文献検討 
（１）小児がん治療中患児に対する身体活動

介入研究の動向 
小児がん治療中患児に対する身体活動介

入研究の内容把握からは、①小児がん治療中
患児に身体活動介入を行うことによって、関
節可動域、筋力および QOL が改善・向上す
る可能性がある、②身体活動介入の内容は、
運動に分類される内容が大多数を占めてお
り、生活活動に関する介入が少ない、③理学
療法や作業療法等のリハビリテーションに
よる支援のみならず、看護ケアに生活活動に
対する支援を取り入れることは、患児の体
力・筋力低下予防に寄与する可能性がある、
の３点が明らかになった。今後はわが国にお
いて、小児がん患児に対する身体活動介入の
有効性を検証すること、および生活活動支援
内容のさらなる検討が必要である。 
（２）小児がん治療中の患児に対する身体活

動介入の効果 
小児がん患児に対する身体活動介入によ

る各結果指標への影響は、QOL【g =0.17, CI 
=-0.48 to 0.57】、がんに伴う倦怠感【 g =0.45, 
CI =-0.46 to 0.73】、ヘモグロビン値【 g =0.11, 
CI =-0.32 to 0.75】、睡眠【g =0.22, CI =-0.32 
to 0.47】、活動性【g =0.14, CI =-0.95 to 1.23】、
足関節可動域【g =0.47, CI =-0.32 to 0.75】、
体重【g =0.16, CI =-0.76 to 1.07】および BMI
【g =-0.12, CI =-1.04 to 0.80】であった。 
小児がん患児に対する身体活動介入の効

果は、統制群と比較して大差がなかった。本
研究の対象文献数が少なく、介入内容や結果
指標のばらつきの大きいことが介入効果に
影響した可能性があり、今後は小児がん患児
における身体活動の研究を集積していくこ
とが必要である。 

 
２）小児がん治療中の子どもへの身体活動支

援の実態 
（１）施設概要および対象者の背景 
協力施設は小児がん拠点病院 40.2%、小児

がん連携病院 55.1%であり、病院種類は総合
病院 23.4%、大学病院・がんセンター63.6%、
小児専門病院 13.1%であった。活動制限時の
データ基準は 81.3%が設けていた。対象者の
年代は、20～30 代 77.6%、40～50 代 22.4%、
小児看護経験年数は、1～5 年 45.8％、6～10
年 39.3%、11 年以上 15.0%であった。 
（２）看護師が捉えた身体活動ニーズ（看護

師のニーズ、子どものニーズ） 
看護師および子どものニーズともに「院内

学級による気分転換の機会」、「プレイルー
ムでの体を動かす遊び」、「運動や生活活動
をすることによる気分転換の機会」および



「生活活動をする機会」が高かった。自由記
述は、総コード数 235（67 名）のうちコード
数 52（35 名）から、支援ニーズとして【状
態や発達段階に合わせた活動・運動の制限緩
和と範囲拡大】、【日課や生活リズムの確立】、
【基本的日常生活活動の意識的働きかけ】、
【活動量の増加によるディストラクション】、
【運動と生活活動増加に対する家族への説
明と協力】、【スムーズな社会生活復帰のため
の早期理学・作業療法】および【運動や生活
活動を提供するための環境整備】の 7 カテゴ
リーが抽出された。 
看護師は小児がん治療中の子どもの身体

活動のニーズとして、気分転換の機会や体を
動かす遊びの必要性から捉え、プレイルーム
や院内学級といった子どもの生活環境を重
視していた。さらに、子どもの状態や発達段
階に合わせた身体活動や社会生活復帰を見
据えた支援の必要性も捉えていることが明
らかとなり、子どもの身体活動の実施状況と
合わせて検討する必要性が示唆された。 
（３）身体活動の実施状況および看護婦（師）

の自律性測定尺度 
身体活動支援のうち「病院・病棟行事にお

けるレクリエーションへの子どもの参加」
「院内学級の行事への子どもの参加」は、80%
以上の看護師が実施していた。反対に「階段
昇降」「院内学級における体育の授業」は、
約 80%が実施していなかった。また、「子ど
もが自分の下膳をすること」「生活活動とな
るような行事等の手伝い・補助をすること」
の実施状況は、看護婦（師）自律性（総得点）
に有意な差を示した。自由記述は、総コード
数 235（67 名）のうちコード数 16（7 名）か
ら、実践している小児がん治療中の運動およ
び生活活動支援として、【入院前からの生活
活動の維持・継続】、【理学・作業療法士によ
る骨髄抑制時のベッドサイドトレーニング
の実施】、【病棟内での集団型運動プログラム
の実施】、【退院後の療養生活を想定したセル
フトレーニングの実施】の 4 カテゴリーに集
約された。 
病院・病棟、院内学級等で催される行事参

加への支援は多く実施されているものの、体
育の授業や階段昇降といった身体活動支援
の実施は少ないことが明らかとなった。一方
で、実践数は少ないものの、運動支援が積極
的に行われている実態も明らかとなった。ま
た、小児がん治療中の子どもが下膳をするこ
とや行事等の手伝い・補助といった病棟での
身近な生活活動支援の実施には、看護婦（師）
自律性が影響していることが考えられる。 

 
３）小児がん治療中の運動器リハビリテーシ
ョンに関する看護ケア指針案作成の課題 
小児がん治療中の子どもへの身体活動支

援の実態調査から、看護師は小児がん治療中
の子どもの身体活動の必要性を感じていた。
そして、身体活動支援を実施することが重要
であると考えているものの、実際にその支援

を実施しているのは一部に限られていた。ま
た、その支援環境は、十分に整っていないと
いう実態も明らかとなった。この結果を受け、
小児がん治療中の子どもの身体活動を促す
ためには、ケア指針のみならず、すでに本邦
で実施されている有用な実践知を集積し、そ
の典型例からケアモデルを提示していく必
要があると考えている。小児がん治療中の子
どもへの身体活動の文献検討、ならびに、身
体活動支援の実態調査では、理学療法学的ア
プローチでしか行われてこなかった日常生
活における運動器リハビリテーションに焦
点を当ててきたが、日常生活における運動器
リハビリテーションは、 社会的リハビリテ
ーションの一つとも換言できることから、小
児がんの子どもの社会復帰に対する社会リ
ハビリテーション研究へと拡大する必要性
を実感している。 
そこで、小児がんの子どもが入院治療中か

ら社会生活力を高め、退院後も自分らしい生
活を送るために、小児がん拠点病院や連携病
院の各施設が工夫しながらすでに実践して
いる、生活の基礎（遊びや学習を含めた生活
活動、感染管理、等）、自分らしい生活（脱
毛やムーンフェイス等 の外見変化への対応、
病気や症状の理解と開示、友人や家族とのコ
ミュニケーション・関係維持、等）、社会参
加（院内学級や院内イベントへの参加、等）
への支援の実践知と課題を集積し、継続研究
として、生活活動を中心とした『がん治療中
の子どもへの社会リハビリテーションに関
するケアモデルの開発』をしていくことが急
務と考える。 
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