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看護師の子育て の実態 と子 育て 支援ニ ー ズ

　　　　　 ○徳 田 克 己 　 　 　 石 上 智 美

　　　　　 （筑波大学社会医学系）　　　　（筑波大学大学院人間総合科学研究科）

1 ．は じめ に

　現在、女性の 社会進出に伴い 、多くの 子育て 支援事

業が推進され、実質的効果を挙げて い る。しか し、実

施され て い る公的子育て 支援事業の ほ とん どは、一般

的な家族形態と就業ス タイル をとる家庭をモ デル と し

て お り、深夜勤務等の 不規則な時間帯で の 勤務を して

い る母親の い る家庭に対 応 して い るわけで は ない 。

　看護師の 勤務 に は夜勤等 があ り、また 不規則で 時間

的拘束が 長い ケ
ース が多い

。 現状で は看護師の 子 育て

を支援で きる体制が 十分 に は整 っ てお らず、子 どもを

持つ 多くの 看護師が 看護師の 勤務形態に あっ た子育て

支援を望ん で い る 。

　 そ こで 本研究で は、夜勤等の 不規則勤務の 必 要の あ

る病院に 勤務 して い る看護師 （未婚者を含む） を対象

に して、子 育て に関する実態調査 を行うと と もに、過

去 に必 要 と した 、あ る い は 現在必 要 と して い る、加え

て 将来必 要に なるで あ ろうと考え られ る子育て支援に

関す るニ ーズ につ い て 質問紙を用い て 調査 し、現在、

看護師が必 要 と して い る支援の 内 容を 明らか に した い

と考 えた 。

2．方法

（1） 調査対 象者

　秋 田県及び茨城県にあ る 3つ の 中規模病院に 勤務す

る看護師 146 名 （秋 田 県 96 名、茨城県 50名）を対象

と しt＝。こ の うち、調 査時点にお い て、就学前の 乳幼

児 あ るい は小 学生が い る者お よび過去 に子 育て を経験

した 者が 95 名 似 下、育児群 とす る）、未婚で 子 ども

の い ない 者が 51 名 （以下、非育児 群 とす る） で あっ

た。なお、育児群には未婚で 子ど もの い る者 2名 を含

ん で い る。

　育児群の 95 名の 内 訳は、就学前 の乳幼児が い るが

小学生はい ない 者が 55 名、乳幼児と小学生がともに

い る者が 12 名、小学生が い るが乳幼児 はい ない 者が

17 名、以 前子 育て を経験 し て お り調査時点で 小 学生以

下 の 子 どもが い ない 者 が 11 名 で あ っ た。勤務状況に

つ い ては、日勤の み の 者 34名 （36％）、準夜勤勤務が

ある者 29名 （31％）、 夜勤勤務 が あ る者 62名 （65％〕

で あ っ た。

（2） 調査手続き

　調 査は 質問紙を用い て 実施 し た。3 っ の 病院 と も、

看護部長を通 じて 質問紙を全看護師に配布 し、留置法

に よ っ て回 収 した。調査は 反応 の 歪 み を避けるた め に

無記 名で行 っ た。

　 秋 田県 の 1 病院 に 関 して は 2003 年 6 月、茨城県の

2病院に関 して は 2003年 10〜11月に調査を実施 した。

（3） 調 査項 目　略

3，結果の 概要

（1）勤務状況 と子育て経鹸

　夜勤に つ い て み る と育児群は非育児群 よ りも夜勤を

や っ て い る者の 割 合 が少 な く（育児 群 66％、非 育児 群

94％）、日勤の み の者（育児群 31％、非育児 群 4％ ）が

多い 。しか し、両群 で差が あ る とは い え、乳幼児 の い

る看護師で さえ 7割近 くが夜勤 を して い る実態が ある。

（2）夫や家族の 協力

　育児群 95 名 に対 して 「夫が 子 育て に協力を して く

れ た か （して くれて い るか ）」 にっ い て 尋ねた 結果、

80％以 上の 対象者は夫 が子育 て に 臨力 して くれ て い

る と答えた。

　 どの よ うな協力を して くれたか につ い て 尋ねたとこ

ろ、一
般 の 父 親 と同様に 、子 ど もをお 風 呂に 入 れ る こ

と（45％）や子 どもの 遊び相手 （31％）に なる こ とが 多

か っ た 。 しか し、看護師 の 夫 と して特徴的で あっ た の

は、妻が勤務を して い る ときの子 育て をすべ て夫が行

うと して い る者が 33％もい る点で あ る 。 これ は
一
般 の

父親で はみ られ な い 傾向で あ り （水野 2000，2001）、

看護師の 夫 と して の 意識 （妻を支 え よ うとす る意識、

自分以外 に子 育て をする人が い ない とい う責任感 仕

方 な い とい うあ き らめ など）が うか が え る点で ある。

　夫以 外 の 家族 （祖父 母 な ど） の 協力の 有無を尋 ねた

結果 で は、85％の 対象者 が夫以外の 家族 （特に 祖父母 ）

が 「協力 して くれ る （して くれ た ）」 と答え て い る。

（3）夫との 話 し合い

　家事や子育ての 分担
・協力につ い て 夫 と話 し合い を

した こ とがあるか どうか に つ い て 尋ね たとこ ろ、約半

数の 者が話 し合い をして い るこ とが わか っ た。話 し合

っ た結果として、70％の 者が、話 し合い の 後に夫が 協

力 して くれ る よ うにな っ たと回 答 して い る。 父 親 と し

て は、家事 や 子 育て に協力 した い 気 持 ちが あ っ て も、

具体的 に何 を どの よ うにすれ ば よい の か が わ か らない

こ とも多く、具体的に 話 し合 うこ とが 重要で あ る と考

え られ る。
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（4）子育て 支援の 利用 経験

　 4 割 を超 える 者が 地 域の 保育所や 病院 内の 保育施設

を利用 した経験があっ た。ベ ビー
シ ッ タ

ー
を利用 した

こ とが ある者は 4 名の み で あり、家政婦やベ ビーホ テ

ル の 利用者は皆無であっ た。

　 今回の 調査 地 域に はベ ビーホテル は ほ とん どな く、

ま たベ ビーシ ッ ターや家政婦 を積極的に活用す る とい

う考 えが 大都市部ほ ど強 くな い。さ らに、それ らを利

用す る際の 経済的な理 由 もあ る。

　 こ の よ うな状況 を考 慮 して も、看護師が利 用 して い

る子育て 支援の 資源 は地域 の保育所 と院内保育所 が中

心で あるこ とは確か で ある。最近で は地域の 保育所に

おい て も利用者 の ニ
ーズ に対応 して 延長保育等が行わ

れ るようになっ て きた が、しか し、看護師の 夜勤など

に 対応した夜間保育や 24 時間保育、子 どもが病気の

際に も保育して くれる病児保育、休 日の 出勤に対応 し

た休 日保育、学齢の 子 どもを対象に した延長学童保育

　（学童保 育の 時間延 長）な どは あま り行わ れて い ない

状況 で あ り、「保育所に 子 どもを預けて い れば安心 し て

働ける状況に ある」 とは言 い が た い。

　 また、
’
最近特に病院内に設置され る院内保育所 が増

え て い る状況 にあるが、保育時間の 制限が ある、土 日

には閉鎖 され て い る、保育され て い る子 どもの 人数が

少 な い た め に閉塞感が あ る、地域との 関係が薄 くな る

な どの 問題 が あ り、十分 に機能 して い る病院ば か りで

は な い。

（5）子育て 中に勤務との 関係 で 困 っ た こ と

　 子育て 中に 勤務 との 関係で 困っ た 内容 を尋 ねた と こ

ろ、子 ど もが病気や けが を した ときに、仕事 を休 め な

い （77％）、勤務 が定時で 終 わ らず、保育所 の 迎えに間

に合わない （14％）、保育所や学校の 行事に参加するこ

とがむずか しい （11％〉、子どもの 世話を じっ くりして

あげられなくて つ らい （4％）、仕事、子 育て 、家事をこ

なす こ とで、自分 自身がつ らい （2％）、保育所な どにお

金 が か か りすぎる）（2％）な ど多くの 苦悩 が あ る こ とが

確か め られた。

困 っ た 場合 に、結局 どの よ うに解決 した か を尋 ねた

と こ ろ、祖父 母 に櫨力 して もらっ た ケース が 43％、職

場 に勤務調整 （欠勤 、早退 、 時間休） を して もらっ た

ケース 38％、夫に協力
・
して もらっ た ケース 16％、保育

所 に特別 に延 長保 育 ・休 日保 育 ・臨 時の 休 日保育など

をお願 い したケ
ー

ス 8％、解決で き なか っ た （子 ども

を家にお V
’
・て 仕事 に出 かけ たな ど〉 ケース 3％で あつ

た。こ こで も、祖父母 の 協力なくして 看護師の 子育て

を うま く進め て い く こ とが む ずか しい こ とが 明 らか に

なっ た。

（8）看護師の 子育て 支援ニ ーズ

　 子 育て を して い る看護師は、常に 仕 事 と子 育て の 両

立め努力を続け、苦悩 してい る。 その 苦悩の中で、「看

護師には こ の よ うな子 育て 支援策が必 要 だ」 とい う切

実なニ
ーズ が生まれて い る。

　 第
一に、保育所の 充実が ニ

ーズ として挙げられた （育

児群 89％、非育児群 88％）。その 内訳は 24 時間保育 ・

夜間保育（育児群 31％、非育児群 30％）、病児保 育（育

児群 31％、非育児群 0％）、院内保育（育児群 16％、非

育児群 54％）、学童保育（育児群 8％、非育児群 b％）、

延長保育 ・一時保育（育児群 6％、非育児群 3％）、休 日

保育（育児群 4％、非育児群 0％）で あ っ た 。 育児群で

は保育所の 充実に関 して、よ り具体的で 現実的なニ
ー

ズ が ある。病児保育や学童保育の 必 要性 につ い て は 自

らの 子 育ての なかで切実に感 じて い る こ とで あ る。そ

れゆえに子 育て 経験の ない 非育児群で は こ れ らの こ と

はニ
ーズ として挙 げ られ て い ない 。

　 院内保 育所 が 設 置 され て い て も、延長 保 育 が用 意 さ

れ て い ない、子 どもの 人 数が 少 な く子 どもの 社会性 の

発達に は好ま し くない、地域の 子 どもた ち と接する場

を持たせたい などの ニ
ーズ か ら、あえて地域の 保育所

に入れる家庭もある （藤岡，1998）。つ ま り、院内保 育

所は 「あればい い 」 とい うもの で はなく、延長保育や

夜間保育を 実施 し、加 えて 地域 との 交流が で きる よう

な 工夫を してい く必 要があ凱

　病児保育に関 しでは 大 きな「
一ズが あ る に もか か わ

らず、現状 で は ほ とん ど整備され て い ない。今回 の 対

象者の 中に も、子 ど もが発熱 した が どうして も夜勤を

しな くて はな らず、しか もそρ日は父親や家族の 怖力

を得られない た めに、自分の 勤務 して い る病院に無理

を言っ て子どもを入院させ て もらっ た とい うケース が

2 例あっ た。しか し、こ の よ うなケ
ー

ス は例外的で あ
』
り、多くは 病気の 子 どもを家に残 して仕 事に行 くか、

遠 くに住ん で い る家族や知 人に頼るこ とが多い 。

　 他 の ニ
ーズ と して 、休 暇制度の 充実（育児群

：11％、

非育児群 12％）、経済的な援助（育児群 10％、非育児

群 9％ ）、夜勤 の 免 除（育 児群 8％、非 育児群 0％）、職

場 の 雰 囲気 作 り（育児群 8％、非育児群 12％）、職員の

増員（育児群 7％、非育児群 0％）な どが 挙がっ た。

　看護は女性の マ ン パ ワーな くして は成 り立 たない 領

域で あ り、 多様化 してい る看護師の 保育ニ
ーズ、子 育

て 支援 ニ ーズ に対応 した シス テ ム を早急に構築する必

要が あ るq そ うしな い と今後優秀な女性労働力を看護

の 世界で 確保 で きない だ けで なくL現 在活躍 してい る

看護師た ち の 離職 ・転職を促 して し まうこ とに な りか

ね な い。
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