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NPO法人小児救急医療サポートネットワーク

令和3年度 第2回
小児救急電話相談員研修

2021年7月10日（土）14:00‐15:30

「新生児の特徴と傾向」
～相談員が知っておきたいこと～

地方独立行政法人 大阪府立病院機構
大阪母子医療センター 分娩部

母性看護専門看護師／助産師
宇田川 直子（うたがわ なおこ）

まずは自己紹介を…

本日のテーマ

テーマ：「新生児の特徴と傾向」
～相談員が知っておきたいこと～

新生児期の相談は
2018年度 58,694件中

72件（4.6％）
1日平均160.8件中 約7件

・育児相談に分類される内容が主

・育児に関する相談件数は増加

なぜ、新生児なのか

引用：宮下ら（2020）新生児について保護者からの相談内容の分析．第67回日本小児保健協会学術集会

引用：https://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/syouni-qq/syouni_qq_tel.html

保護者の相談ニーズは
適切な受診 と 育児支援

→ 全体数としては多くないが
「新生児期」の

専門的な知識が必要

なぜ、新生児なのか

引用：宮下ら（2020）新生児について保護者からの相談内容の分析．第67回日本小児保健協会学術集会



2022/5/27

2

本日のテーマと目的

テーマ：「新生児の特徴と傾向」
～相談員が知っておきたいこと～

↓

目的：新生児期によくある相談内容を理解し
看護の視点から、必要な知識と対応を確認する

新生児期の
相談内容

相談員の発表資料から 新生児の育児相談時期

引用：宮下ら（2020）新生児について保護者からの相談内容の分析．第67回日本小児保健協会学術集会
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退院後、自宅で過ごし始める時期
（2w健診無しだと相談機会が無い？）

相談内容の全体像

✓ 週齢では生後２週が最多

✓ 2018年度以降は、例年に比べ生後１週の相談率が増加

（新生児のうち 2017年度 91件 12％、

2018年度 216件 28％↑、2019年度 227件 29％↑）

✓ 生後1週の主な内容・症状は、育児相談40件（19％）、
発熱36件（17％）、嘔吐22件（10％）、泣き止まない
14件（6％）、その他不安定な呼吸に関して・黄疸・便や
尿の色等多岐に渡り、生後1週のbabyの状態が健常の範
囲かわからないための相談が多かった。

引用：特定非営利活動法人小児救急医療サポートネットワークHP：大阪府小児救急電話相談#8000の2019年度の報告
（最終閲覧：2021年6月30日）

引用：大阪府小児救急電話相談事務局（2019）大阪府 小児救急電話相談事業報告書 平成29年度・30年度

引用：大阪府小児救急電話相談事務局（2019）大阪府 小児救急電話相談事業報告書 平成29年度・30年度

なぜ育児相談が多いのか

➢ 新生児を養育する保護者は、日々変化する子どもの様子に
異常ではないかと戸惑いながら自身の育児に不安をもち
＃8000へ相談している

➢ 養育者が未熟であるため第3者へ相談を持ち掛ける行動が
惹起されやすい

➢ 養育者の育児困難～育児不安を未然に防ぐ手立てが講じ
られていない現状 → 現場へのフィードバックが課題

引用参照：福井（2019）平成29年度大阪府小児救急電話相談＃8000の報告．
大阪府 小児救急電話相談事業報告書 平成29年度・30年度

引用：宮下ら（2020）新生児について保護者からの相談内容の分析．
第67回日本小児保健協会学術集会
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週齢ごとの
育児相談内容

生後1週の相談内容

引用：宮下ら（2020）新生児について保護者からの相談内容の分析．第67回日本小児保健協会学術集会

生後1週の相談にみる特徴

➢ 退院直後、子どもの状態が健常の範囲かわからない

→ 相談員との会話から、保護者は子どもの状態の見方や

対処の方法を1つ1つ体得していく
一部引用：宮下ら（2020）新生児について保護者からの相談内容の分析．

第67回日本小児保健協会学術集会

新生児期の身体生理機能

➢ 体温…皮膚温36.5～37.5℃ ※37.5℃以上に上昇も

➢ 呼吸…40-50回／分 ※50回／分以上に増加も

➢ 循環…平均心拍数120～140回／分（成人の約2倍）
※100回／分を下回る時も、170回／分以上に増加も

→ 児の状態・環境で容易に変化：睡眠時、啼泣・体動時

参照：仁志田編（2018）新生児学入門．医学書院
佐世・石村編（2016）ウエルネスからみた母性看護過程+病態関連図．医学書院

新生児期の身体生理機能

➢ 黄疸…生理的黄疸は3-5日にピーク、10-14日までに消失
※ 皮膚色だけでなく、他の状態と統合して判断する

➢ 皮膚…ドライテクニック → 自宅での沐浴
※ 洗い残し・乾燥などに伴う皮膚トラブル

➢ 性器…男児：大きさ・左右差、 女児：性器出血・帯下
※ 緊急を要する症状はあるか ※ 新生児月経・生理的帯下

見た目（外見、視力、手足の動きなどなど…）を気にする保護者は多い

参照：仁志田編（2018）新生児学入門．医学書院
佐世・石村編（2016）ウエルネスからみた母性看護過程+病態関連図．医学書院

生後2週の相談内容

引用：宮下ら（2020）新生児について保護者からの相談内容の分析．第67回日本小児保健協会学術集会
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生後2週の相談にみる特徴

➢ 退院後、次の健診まで自宅で長く過ごす時期

→ 日々変化する子どもの様子に異常ではないかと戸惑い、

育児に不安をもつ

➢ 「些細な変化」が目に留まるように → 呼吸状態への不安

➢ 哺乳量の増加に伴う戸惑い

→ 母乳分泌の変化（新たなトラブルの時期でもある）

→ 「3時間おき」授乳の罠

→ 溢(いつ)乳の増加 … 嘔吐：肥厚性幽門狭窄症に注意

泣く 顔色の変化
苦しそう！

（大きな病気だったら）

生後3週の相談内容

引用：宮下ら（2020）新生児について保護者からの相談内容の分析．第67回日本小児保健協会学術集会

生後3週の相談にみる特徴

➢ 哺乳量増加に伴う排便コントロールの難しさ

→ 腹部膨満、便性状の変化などが気になる

→ 授乳にも影響

➢ 個々の子どもに合わせた排便と哺乳量、哺乳時間についての
相談・指導へと変化していく
引用：宮下ら（2020）新生児について保護者からの相談内容の分析．第67回日本小児保健協会学術集会

柔軟な対応が求められる

生後4週の相談内容

引用：宮下ら（2020）新生児について保護者からの相談内容の分析．第67回日本小児保健協会学術集会

生後4週の相談にみる特徴

➢ 生後3週にも増して、哺乳・排便のペースなど、個性があり、
変化していく時期

➢ 「1か月健診」で、分娩施設でのフォロー終了が多い

→ ワクチン接種開始までの空白期間

→ 1か月健診での些細な一言も気になる

新生児期の相談傾向

➢ 養育者が未熟であるため第3者へ相談を持ち掛ける行動が
惹起されやすい

➢ 1週目は子どもの状態把握、2・3週目以降は、哺乳量増加
に伴う嘔吐・排便・授乳などへの相談・指導へと変化していく

➢ 養育者の育児困難～育児不安を未然に防ぐ手立てが講じ
られていない現状 → 他機関とも連携した育児相談対応

引用：宮下ら（2020）新生児について保護者からの相談内容の分析．第67回日本小児保健協会学術集会
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実際の
電話相談に

どう対応
するのか

生後1週の相談への対応

引用：宮下ら（2020）新生児について保護者からの相談内容の分析．第67回日本小児保健協会学術集会
唐木（2001）赤ちゃんはいつからどのように物が見えるの？．周産期医学，31：926-927

⇒ それまでの子どもの様子は？（睡眠・啼泣・体動・哺乳・排泄）

⇒ 環境（部屋の温度、寝具、衣類）は？
（背中の汗はどうか、四肢末端の冷感）

⇒ 視力は0.02-0.05程度（6か月0.1、3歳頃1.0）

動きの注視は1-2か月、感情反応は3か月以後
眼球運動は下方から発達（6か月までは落陽現象様の眼球運動も）

生後1週の相談への対応

引用：宮下ら（2020）新生児について保護者からの相談内容の分析．第67回日本小児保健協会学術集会

➢ 新生児月経

母親からのエストロゲンによる消退性出血であり、生理的な所見

➢ 新生児帯下

白色～淡黄色の分泌物、月経同様にホルモンの影響

※乳汁分泌、処女膜ポリープ、なども同様、放置で自然に消退する

どこからの出血？他の症状は？

生後2週の相談への対応

引用：宮下ら（2020）新生児について保護者からの相談内容の分析．第67回日本小児保健協会学術集会

➢ 授乳は膿乳でなければ可能

痛みに応じて直接授乳も可（痛みが強いなら搾乳）

乳が滞らないよう、先絞りや児の飲み方・抱き方の工夫、授乳後の搾乳など

痛みが強ければ冷罨法も可、翌日以降に受診を

※個別性が大きい、それまでの授乳状況・方針を必ず確認する

生後2週の相談への対応

引用：宮下ら（2020）新生児について保護者からの相談内容の分析．第67回日本小児保健協会学術集会

嘔吐・腹部膨満

➢ 新生児の溢乳や吐乳は生理的な現象

➢ 新生児は成人に比べて正常でも腹部膨満があり、特に哺乳
後はびっくりするほど大きなおなかをしている児がみられる

ただし…

➢ 体重減少や脱水を伴うほどの頻回嘔吐（胃軸捻転、幽門狭窄症など）

➢ 胆汁や血液が混じる（緑・赤・黒色などの）嘔吐（消化管穿孔など）

➢ 腹部膨満を伴う嘔吐（腹部腫瘤・腸管圧迫など） 他、感染症・神経系異常

⇒ 急性腹症として緊急外科的治療を要する疾患の可能性

肥厚性幽門狭窄症：生後3-12週の男児に多い

噴水状嘔吐(乳汁のみ)・体重減少・脱水など

引用：仁志田編（2018）新生児学入門．医学書院，65-66 和田ら編（2010）看護大辞典．医学書院．1267

https://youtu.be/5Pw1jb75zbs
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生後3週の相談への対応

引用：宮下ら（2020）新生児について保護者からの相談内容の分析．第67回日本小児保健協会学術集会

➢ 緑色を帯びるのは、ビリルビンの酸化

➢ 哺乳量・内容やINOUTバランス、腸内細菌叢の変化やpHの違いなどでも
色・性状は変化する

➢ 便が緩くても、子どもの哺乳量や様子が変わらなければ、様子観察で可

生後4週の相談への対応

引用：宮下ら（2020）新生児について保護者からの相談内容の分析．第67回日本小児保健協会学術集会

それまでの授乳状況（内容・量・
時間・回数）、排泄などを確認し、

日内変動も踏まえた見方
授乳の支援を

＋承認を！

新生児期の相談の変化

引用：宮下ら（2020）新生児について保護者からの相談内容の分析．第67回日本小児保健協会学術集会

1週目

2週目

3週目

子どもの状態の見方がわからない

哺乳量と嘔吐

哺乳量の増加と、排便や腹部膨満に関する
相談が多い

個々の子どもに合わせた排便と哺乳量、哺乳時間
についての相談・指導へと変化していく

保護者は相談員に問われながら確認することで、
見方のポイントや対処の方法を1つ1つ体得していく

周産期メンタルヘルスの考慮

➢ 産後うつ病（産後3か月以内の発症が多い）では、
母乳への強いこだわりや、子どもに関する悲観的思考
など産後特有の訴えもみられる。

➢ 褥婦のメンタルヘルス不調が考えられたときは、まず
緊急の対応を要するか否かを見極める。

自殺・希死念慮（気持ちを自制できない）

精神病症状（幻覚・妄想など）が出現・悪化

自分や周りの家族を傷つける危険性

現実検討

育児困難

電話対応の基本が
新生児期の相談にも活きる

なぜ今？なぜ電話してきたのか？
なぜこのような話をする？

②状態・状況

引用：福井・阿部 監修（2020）小児救急電話相談テキスト．
NPO法人 小児救急医療サポートネットワーク

①困りごと・意図

受診の必要性は？
育児相談への対応で良いか？

Take home message

➢ 新生児期は胎外生活への適応のために大きな変化
が起きる時期（その特徴と傾向を丁寧に説明する）

➢ 週齢に応じて、相談内容は変化している

（日齢・週齢を考慮した評価の共有が必要）

➢ 新生児の情報と同時に、育児相談の背景にある
保護者の情報（育児行動）を把握し、他の機関と
共有する

ぜひ、みなさまの電話相談スキルで
新生児期の子ども・保護者への支援充実を
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ありがとうございました

ご質問あれば
ぜひお願いします


