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保 育 現 場 に お け る 子 ど も 虐 待 に 対 す る 現 状 調 査

　　　　　　　 〜虐待 に 関す る幼稚園教諭 と保育所保育士への ア ン ケ
ー

ト調査 か ら〜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鈴木敏彦 （和泉短期大学）　 ○小倉常明 （和 泉短期大学）

は じめ に

　 子 ど も虐待 に 関す る調査は、児童相談所や保健所

等をは じ め と し た 医療 、保 健 、児 童 福 祉 関 係 機 関 に

お い て 、児童 、家庭、保護者等 に 対 して 昨今 の 子 ど

も虐待問題 の 急増 して い る 状況か ら数多 く見られる

よ うに な っ て き て い る 。 そ して そ う した調査 か ら 子

ども虐待 の 現状分析等 が 行なわ れ て い る。本研究 で

は、虐 待 を 受 け て い る子 ど も達 に接す る可 能性 の 高

い 、保育現場 で あ る幼稚園、保育所 に勤務す る幼稚

園教諭、保 育士 等 を対 象 に して、子 ども虐待 に 対す

る 保育実践現場 で の 現状、取 り組 み 、意識等 を調 査

し、ぞの 結果 か ら、子 ども虐待 に 対応 で き うる保 育

者 養 成 の あ り方 を探 る こ と を し て い きた い と考 え る。

調査 の 目的 と方 法

　わ が 国 に お け る子 ど も虐待は 平 成 14 年度児童 相

談所が取扱 っ た虐待相談処理件数と して は 24，195

件 で、統計を取 り始 め た 平成 2 年度 の 1，101 件 の

約 22 倍 と なっ て い る。虐待 に 対す る社会的認知が

高 ま っ た こ と もそ の 増加 要 因の 1 つ で あ ろ うが 、核

家族 の 進行 に 伴 う育児 の 負担、現代社会 の 歪み 構造

に よ る家庭や親の 精神的ス トレ ス を引き金 と した も

の 等、家庭環境を取 り囲む様 々 な要因が 、複雑 か つ

深刻化 して い るの が 現状で は な い だろ うか。そ うし

た 子 ども虐待 の 多くは 、家庭内の 閉ざされ た 空間で

な され る こ とが多い た め、早 期発見 の 困難なこ とが

多く、身体的虐待や放任等 に よ っ て、最悪の 場合は

死に い た る事件も後 を 絶 た な い 。そ うした な か 、子

どもに 接する機会 の 多い 保育現場 で 働 く保育者は虐

待 に 対 して 、どの よ うな場面 に 直面 して い るの か、

ま た 、職 場 内に お け る取 り組 み は ど うなされ て い る

の か とい っ た こ と を、幼稚 園 、保 育所 の 双 方 に対 し

て 調査を行 い 、類似点 ・相違点 に つ い て 分析 して み

る こ ととした 。

　調査を実施 した の は 平成 15 年2 月 で、調査対象

と した の は、神奈川県内 に勤務 し て い る幼稚園関係

500名、保 育所 関 係 500名 、合計 1，000　njを 対 象 と

して の 自記式による郵送の ア ン ケートを実施した。

調 査結果

　ア ン ケ
ートに対す る 回収結果 は幼稚園関係 207件、

保育所関係 246 件、合計 453 件 で 回収率 45．3％ で

あ っ た。調査 内容 は 性 別 、年齢、経験年数、職場等

の 基本的属性 に 関す る こ とに つ い て 尋ね、虐待に関

して は 、被虐待疑 惑児童担 当 経験 の 有 無 、そ の 際 の

虐待 の 種 類、情報 源 の 所在、虐待児童 の 保 育経験 の

有無、虐待対応マ ニ ュ アル の 有無、虐待 に 関す る法

制度上 の 規定 につ い て の 理解等 に つ い て 自記式 に よ

り回答 して もら っ た。

　調査結果 の 概要 は 以下 の と お り で あっ た。（無 回

答 は 除 く）

  性別

　 幼稚 園 　女性 9工．3％　男性 7．7％

　保 育所　女性 95．9％　男性 3，7％

　男 性 の 保育現場 へ の 進出 に 求 め られ て い る が 、ア

　 ン ケ
ー

トの 結果 か らで は 幼稚園、保育所 とも 9割

　以上 が女性 で あ り、男性回 答者 の うち 、 約 8 割が

　園長 と い うこ とか ら考 え る と、依然と して 女性 の

　職場 と い う状況は 否 め な い。

  年齢

　幼稚園　〜25 歳 15．9％　25 歳〜29 歳 31．9％

　　　　　30歳 〜 39 歳 19．3％　　40 歳〜32，4％％

　保育所 　〜25 歳 10．6％　25 歳〜29 歳 19．9％

　　　　　30歳〜39 歳 22．8％　　40歳
〜46、7％

　幼稚園 で の 回答者 の 約 5 割が 20 歳代 で あ っ たの

　に 対 して、保育所で の 回答者 の 約 5 害11が 40 歳以

　 上 で あっ た。

  経験年数

　幼稚 園
〜1年 1．9％ 　1〜 3年 7．2％

　　　　　 3〜5年 14．0％ 　5〜10年 31．4％

　　　　　10 年
〜44，0％ 　 無 回答 1．4％

　保育所　〜．1．年 2．0％ 　 1 〜3 年 6．5％

　　　　　 3 〜5 年 8．1％　 5 〜10 年 20．3％

　　　　　10年以 上 63，0％

　10 年以 上 の 経験年数を み る と保育所 で は 6割 を

　超えて お り、回 答者 の 経験 の 長 さを物語 る もの と

　 な っ て い る。

  被虐待疑惑児童担当経験の 有無

　 幼稚園　は い 15，5％　 い い え 8L6 ％

　 保育所　はい 27．2％　 い い え 71．5％

　保育所で は 約 3割 の 回答者が、虐待が疑わ れ る児

童 の 保 育担当経験 を持 っ て い た。ま た、幼稚園で も
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1．5割 の 回答者が 経験 あ りの 回 答 を して．い た。　 ・

  虐待対応 マ ニ ュ ア ル 等 の 有無
’

　　幼稚園　は い 10．6％　い い え 85．5％

　　保育所 　は い 49、2％　い い え 48、0％

　虐待発見時 の マ ニ ュ ア ル に つ い て は 、保 育所 で は

約 5 割め回答者が fある 」 と回 答 して い るの に対 し

て 、幼稚園 で は 9割近く が 「な い 」 と回 答 して い る。

  虐待 の 早期発見努力義務を知 p て い るか

　　幼稚園　は い 63．8％　い い え 34．8％

　　保 育所 　は い 91．go／e い い え 5．7％

  虐待発見通告義務 を 知 っ て い る か

　　 幼稚園　は い 67．6％　い い え 29．5％

　　 保育所 　は V｝93．9％　い い え 3．7％

　 児童福祉法、児童虐待防止 法 に 規定 され て い る 早

期発見努力 義務、発 見 通 告義務 に つ い て の 認識 に つ

い て で あるが 、保育所 で は 9割以上 が 「知っ て い た 」

と回答 して い る の に 対 して 、幼稚園 で は 約 3 割の 回

答者が 「知 ら なか っ た」 と回答 して お り、保育現場

に お ける 法制度 の 周 知 方法 につ い て 検討 を要す る も

、の と思 わ れ る。．

  　虐待 の 種類

　　 身体虐待　ユ59件 、

　　 性的虐彳寺　 6件

　　 保護 の 怠慢 ない し は 拒否　117 件

　　 心 理 的虐待 　61件

  虐待 の 情報

　　 園内で の 発 見 　160 件　児童相談所　57 件

　　 民 生委員 ・児童委員　20 件

　　保健所等　 18 件

　　児童 の 親族　8件

　
’
警察 5 件

結果の 分析

福祉 事務所　9件

医療機関　5件

「子ども虐待 の 疑 い が 見 られ た とき、ど の よ うな 関
　 　

’i
係機関 ・組織等 と連携 を と ります か 」 とい う問 い に

対 して、児童相談所が最 も多か っ た 。 子 ど も虐待 の

第
一

線相談機 関と．y．て り誘卸度 の 高さを証明す る も

の で もあ る であろうが ご反対に そ れ だ け虐待 に 対す

る児童 相談所 の 果 た す tFlき役割 の 大 きさを改め て 示

す もの で もあろ うと思 わ れ る。

子 ども虐待に おける課題

虐待 の 事実が確認 で きない 231

児童 自身の安全確保が難しい 　 　 　 901　　　　　　　　　．
児童との 関わりが難しい 26

児童の 家庭状況が把握 で きない 191

児童 の 保護者との関係がとりに くい
『

121

他の相談機関との 連携が とりに くい 28

園内 の連撥が難 しい　　・・ 吐
　　　　 3

その 他 8

課題なし 74

　 また、子 ど も虐待 が 疑われ た 場合、その 対
．
応 で 課

．

題 と な る こ と につ 、い て の 問

’
V　・に 対 し て は 、「園 内の

連携 」 「児 童 との 関 わ りが 難 しい 1は 少数 で あ っ た が 、
厂虐待 の 事実確認 が で きない 」 が 最 も多 く、虐待の

早 期発見 の 難 しさ、通告 に 至 りに くい 原因 の 所在 に

っ い て 改 めて感じ させ られ た。ま た、「家庭 状況 が 把

握 で き な い 」 「保 護者 と の 蘭係 が と りに くい 」とい っ

た 回 答 も多か っ た。　　
．

’
虐待 に 関す る知識 ・情報 を得 る 手段 と して は、職

場内外 と もに 5 割程度しか な く、個入的に学ん で い

るの は 2 割弱 の 回答 で しか なか っ た。

まとめに かえて

　幼稚園 と保育所で は、年齢、経験年数とい っ た点

で 違 い が あっ た こ と、それ ぞ れ に 求 め られ る役割 が

異な っ て お り、預け られ る 子 ども達の 家庭環境等も

相違 して い る こ とな どか ら、虐待の 発生 状況に は 関

す る保育者 の 回答 に 差異が見 られたもの と考 えられ

る。しか しなが ら、今後、幼保 デ元 化 が検討され て

い く な か で 、子 ど もに 関 わ る保育者 と して 、子 ど も

虐待 に 対する リス ク マ ネ
ージ メ ン トと して 、発見時

に お ける 対応 マ ニ ュ ア ル を備 え て お くこ とや 、職場

内外 に お ける職員の 研修 の 設 け方等 に っ い て 、幼稚

園
・保 育所 が 共 同 で検討 して い く こ とが 必 要 と され

る の で は ない だ ろ うか。ま た、保育者 を薬成す る養

成校 の カ リキ ュ ラ ム に お い て も、子 ど も虐待 に 関す

る 知識 ・情報 を取 り入 れ 、発 生時 に お け る対応等 に

つ い て も、よ り実践的な内容 の もの を含み な が ら、

子 ど もを擁護 で き る保 育者 を養成 して い く こ とが求

め られ て い るで あ ろ う。
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