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看護技術項目間の関連性に関する基礎研究
－肝硬変の看護技術選択における看護師と学生の比較－
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図 1 「肝硬変」病態関連マップ

症例：肝硬変

 

栄養  
肝細胞の広範な

  

 
  
 

 
 

 ･安楽な体位の工夫 
･定期的な体位変換                      
･呼吸方法の指導 

注：「肝硬変」については、「山口瑞穂子・関口恵子、The疾患別病態関連マップ、学習研究社、2001、pp.80-83」を1頁におさまるように書き直したものである。

食物摂取の工夫 
･好みの食事をとり入れる 
･摂取回数,摂取量の工夫 
食事環境の配慮 
･不快な臭いや苦痛を与える食前の処置は避ける  
高タンパク･高ビタミン･高エネルギー食の指導 
･栄養摂取の大切さ
･摂取目標の共有 

･安静･安楽への援助:日常生活の援助,安楽な体位の工夫 
･塩分制限についての指導 
･利尿薬の効果の観察 
･水分出納管理の指導 

肝機能低下

･物質代謝障害
･肝内血流障害

肝機能障害

･血液生化学検査
･腹腔鏡検査
･肝生検
･超音波検査

食事療法:高タンパク･
高ビタミン･高エネル
ギー食

ビタミン代謝障害 

血液凝固物質(l･ll･V･Vll･lX･X･Xl･Xll･Xlll因子)
産生の低下 

アルブミン合成の低下に 
による低アルブミン血症

ビリルビン代謝障害 

門脈圧亢進 

アンモニア処理能力の低下 

血漿膠質浸透圧の低下

浮  種

毛細血管透過性の上昇

低栄養状態

ﾋ ﾀ゙ﾐﾝ貯蔵障害による
ﾋ ﾀ゙ﾐﾝＫ欠乏(lｌ･Vll･lX･X
因子産生に関与) 

非効果的呼吸 
パターン

血液凝固能低下

腹部膨満による
横隔膜挙上

栄養摂取消費ﾊ ﾗ゙ﾝｽ  
異常：必要量以下

･薬物療法:ｱﾙ
ﾌ ﾐ゙ﾝ製剤,利
尿薬 
･塩分摂取制限

胃の圧迫による食欲不振

看護のポイント

看護のポイント

看護のポイント

看護のポイント

看護のポイント

看護のポイント

看護のポイント

看護のポイント

体液量過剰

側副血行路形成

毛細血管圧上昇

脾腫･脾機能亢進

体液量過剰

･腹壁静脈怒張 
(ﾒﾄ ｩ゙ｰ ｻの頭)
･痔静脈怒張 
･食道静脈瘤形成 

白血球減少

血小板減少

・直腸出血,歯肉出血，
鼻出血,皮下出血など

・食道静脈瘤破裂によ
る大量の吐血,下血 

感染ﾘｽｸ状態

清潔の保持 
・手洗い 
・含嗽 
・陰部の清潔 
・制限範囲内での飲水 

身体損傷ﾘｽｸ状態：出血

・自覚症状の増悪 
・治療の長期化 
・予後の不確かさ 

出血の予防 
・物理的・機械的刺激の回避 
・採血，注射後の確実な止血 
出血時の対処 
・救急薬品，物品の準備 
・医師への連絡方法の確認 

不安

安楽の変調：瘙痒感血中ビリルビン上昇による黄疸 ビリルビン抱合・排泄障害

共感的・受容的態度と支援 
・患者の話をよく聴く 
・患者の感情に気づき，受け 
止める 

・可能な範囲でニードを満たす 
・検査，治療，看護に対する説 
明と同意 
自己管理のための生活指導 

・皮膚・粘膜の清潔 
・アルカリ性薬物(アルコール,メント
ール・アルコール,重曹水)による 
 皮膚の清拭 
・室温 ,湿度の調整 

･タンパク質
 過剰摂取
･便
･
秘
消化管出血

薬物療法
・抗生物質
・アンモニア吸収抑制剤
・アミノ酸配合剤
・グルタミン酸アルギニン

肝性脳症 

はばたき振戦，
精神症状 

思考過程混乱
･受容的態度と支援：1人の
人間として接する，反復
し，根気よく説明する 

・排便を整える 
・物理的刺激の回避 
・転倒・転落の危険防止 

腸圧迫による便秘

腸内ｱﾝﾓﾆｱ増加による
高ｱﾝﾓﾆｱ血症 

腹 水 

プロトロビン時間延長

高ｱﾝﾓﾆｱ血症

                                                              看護ケア 病態,臨床症状 
(色文字は重要な症状)

検査,治療 看護診断(問題) 凡例 原因,誘因

・肝炎ウィルス,アルコール 
低栄養

・肝細胞の広範なびまん性 
の破壊と再生 
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【Abstract】
The objective of the present study was to clarify the differences between nurses and students 

in the selection of nursing skills for liver cirrhosis patients. This was done by analyzing the 
diagrams of correlations among nursing skills drawn by nurses and students in terms of the 
following three skill groups: three skill groups (feeding, toileting, and help with mobilization 
activities) and the other ten skill groups. The three-skill group consisted of the necessary and 
important nursing skills for liver cirrhosis patients, and diagrams were drawn to examine 
correlations between this three-skill group and the other ten skill groups and among the three 
nursing skill groups.
　We analyzed a total of 60 diagrams drawn by 15 nurses and 15 students. Each participant 
was asked to draw two diagrams. In the first, participants were asked to select from 81 nursing 
skills for liver cirrhosis patients and draw a correlation diagram. In the second, each participant 
was asked to select nursing skills by referring to a schema of the necessary treatment, 
diagnosis, and nursing care of liver cirrhosis patients.
　When compared to the students, the nurses chose more of the 81 nursing skills and 
accurately correlated them to liver cirrhosis. There were more unidirectional nursing skills than 
bidirectional nursing skills. The diagrams represented the differences between the nurses and 
students and the characteristics of nursing skill selection. The selection of nursing skills 
translates to the decision making process related to the necessary nursing care and behaviors 
based on nursing experience. Both the nurses and students clearly correlated the typical nursing 
skills to the nursing care of liver cirrhosis patients. While the students verified their initial 
choices after referring to the schema, the nurses changed their selections after referring to the 
schema, and the changes reflected high-priority nursing care.
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