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援助実践 に お ける 「児童虐待」の定義

内田　 良

1 ．　 問 題 の 設 定

　「児童 虐待」ω が急速 に社会問題化 して い るなか で
， 「虐待」と い う語 は ， そ の 用 い

られ方 に 十分 な検討 を加 え られ な い ま まの 状況 に あ る 。 そ こで は 「虐待」の 定義が ，

援助に関わ る者た ち の 間で相異して い る と い う問題が見過 ごさ れ て い る 。 同時 に さ

らに重大 な点 として ， その 定義の 曖昧さが 当事者 （虐待の 加害者 と被害者）  た ちに

もた らす混乱 とい う もの は ， ほ とん ど考慮 され てい な い 。 本研究の 目的 は ， 虐待問

題の 解決を志向す る実践家や専門家 （本研究で は こ れ らを広 く 「援助者」 とよぶ ）

へ の イ ン タ ヴ ュ
ー

調査 を中心 に ， 各 自に お ける 「児童虐待」の 戦略的な 捉 え方 とそ

れ を生み 出す意識 を見出 し ， そ こ に潜む 問題性 を ， 児童 虐待 の 当事者 （と くに 加害

母親 ） の 意見 を参照 し つ つ 明 らか にす る こ とに あ る 。 そ こ で は 「虐待」 と い う 日本

語が もつ 独特 の重 い 語感が ， 分析の 際の 重 要な論点 となる 。 そ の上 で 最 終的 に は ，

当事者の 援助 に 向けた 「虐待」 とい う言葉の ， 社会的取 り組み の レ ベ ル に お け る，

よ り適切 な運用 を考えて い きた い
。

　 2000年 5 月 17 日 ， 「児童虐 待 の 防 止等 に 関す る法律」の 成立 に と もな い ， わ が 国に

お い て 厂児童虐待」が法 的 に定義 され た〔3）
。 米国 の ケ ン プ （Kempe 　l962）が ， 「被

殴打児症候群 （the　battered−child 　syndrome ）」 として 子 ど もへ の 身体的暴力 を告

発 して 以来 ， 児童虐待 は 重大 な社会問題 と して 認知 され る ように な っ た 。 その 後 ，

身 体的 暴力の み な らず ， 子 ど もの 保護 の 怠慢 な い し拒否 （＝ ネ グ レ ク ト）が指摘 さ

れ ， 次に 外見上の 傷害こ そ な い もの の 性的 な側面で の 虐待が 問題化 され る よ うに な
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っ た 。 近年で はさ らに ， 言葉の暴力な どによ る精神的な影響に焦点 を当て た心理 的

虐待 も注 目され る よ うに な っ て きた 。 また定義の 広が りとと もに つ ね に ， 加害 側 を，

親 ま た は親 に 代わ る保護者／成人 全般 とす る の か
， 虐待の 根拠 を， 親 また は親 に 代

わ る保護者の 意図／子 ど もへ の心 身 へ の 影 響 に求 め るの か ， 場 所 は ， 家庭 内／家庭

外 とす るの か ， な どの議論 も重ね られて きた 。

　 こ う した 議論 と比較 す る と ， 本研究の 趣 旨は大 き く性質 を異に して い る 。 上 記の

議論 は ， 「『児童虐待亅 とは ， どの よ うな現象 ・行為 を含む の が妥 当か 」を ， 理 念の

レ ベ ル で 総体的に規定しよ うとする ，
マ ク ロ な観点に お ける議論で ある 。 他方で 本

研究の 主題 は ， ミク ロ な観点か ら ， 援助者が 当事者の 援助 に携わ る状況に お い て ，

そ して また当事者が援助の まな ざ しの も とで 自分 の 行為 を評価す る状況 に お い て ，

各自が 「『児童虐待』 とは ， どの よ うな現象 ・行為を含むの が妥当か 」を戦略的に規

定す る際の ， そ の意識や意図を質的に追究す る こ とに あ る 。 したが っ て本研究が 用

い る 「定義」 とは ， 明文化され うる静的な 「定義」を指す だ けに と どまらず， 当該

状況 を 「虐待」 と よぶ に 値す る か どうか と い う ， 援助者や 当事者に よ っ て な され る

動 的 な 「状況 の 『定義』」 として の意味 も含ん で い る。

　援助者 と当事者 の関係性に 迫 る質的 な視線 は ， 多 くの論者が定義の 問題 を概略的

に 述 べ るに と ど まっ て い た と い う点，
ま た 調査研究の 場合で もそ れ は

， 専門職や非

専門職 （
一

般人）に お け る相異点／合意点を導 くこ とに 主眼が あ っ た と い う点 と こ

れ に 関連 して 量 的調 査を志 向 して きた と い う点 に お い て ，
こ れ まで の 限界 を乗 り越

える重要な意義を もつ
。 そ して援助の場面に 関す る ミク ロ な考察は， 結局の と こ ろ

理 念 と しての 「虐待」が もつ 具体的な問題点 を浮 き彫 りに し， 援助 に お い て よ り効

果 を もつ マ ク ロ な定義の 設定や その 使用 を検討す る際の ，

一
助 と もな りう る 。 「虐待」

が 定義さ れ る個々 の 意味世界 へ の 問い か け は
， 社会 に お い て 共有 さ れ る べ き新 し い

意味世界 へ の 展望に もつ なが っ て い く。

　以下で は まず ， 現在 わ が 国に流 通 して い る狭 義／広義の 児 童虐待の 定義 を と り あ

げ ， 虐待を捉 える視角を描き出した い
。 次に と くに調査研究の分野 で ， 虐待の 定義

をめ ぐっ て 提 出 され て きた知 見 に つ い て 論 じた い 。 そ れ らの 先行研 究 を も と に ， 本

研究の 調査上 お よび理論上 の 特質が導か れ る。 本研究の位置づ けを明確に した後，

援助者 11名 へ の イ ン タヴ ュ
ー調査，な らびに 子 ど もへ の 加害経験 を もっ 母親 1名 へ

の イ ン タヴ ュ
ー−SU査 と母親の意見を と りあげた複 数の文献 か ら， 各 自にお け る定義

とその 目的 を探 っ て い く。 そ の上 で 「虐待」 とい う定義の 仕方， 言い 換 えれ ば 「虐

待」 とい うカ テ ゴ リーの適用方法が
，

どの よ うな場合 に援助 の状況 に お い て よ り戦
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略的な効果 を もち うるか に つ い て ， 考えて い きたい
。

2
．　 先行研 究の 検討 と本研 究の 位置づ け

2．1． 狭 義 と広義の虐待定義

　事例研究 に お い て被調査者の ミク ロ の 定義を理 解す る に は ， それ に 大 きな影 響 を

与 えて い る ， 理念 としての マ ク ロ の 虐待定義を整理 す る必 要があ る 。 その 指示 内容

に は ， 狭義の もの と広義の もの が あ り， 近年は広義 の定義が 主流に な っ て きて い る 。

　まずは狭義の虐待定義で あ るが ， これ は 端的に 言えば 「虐待」 と い う日本語 の語

感に 由来す る もの で ある。 英語の 「abuse の 原義は ，
　 ab （離れ て ， 逸脱 して）＋ use

（使 用 す る），
つ ま り use 　wrongly と い うほ どの 意 味」 （石 川　1997

，
102頁） で あ

り， 単発的で 治療的対応 を要す る ような損傷 ・症状を示 さず， 親子関係 も健全 な枠

内での行為で あ っ た として も ， それ は
‘

child　abuse
’

に な りうる。 とこ ろが虐待 とい

う日本語は ， 広辞苑 （第 5版）に よる と， 「む ご く取 り扱 うこ と 。 残酷な待遇」と い

う重い 意味 を もっ て い る。残虐 ・虐殺 とい っ た言葉 に も代 表され る ように ， 日本語

の 「虐待」行為 と は ， きわ め て非 日常性の 強い 残酷 な行為 を指 し て い る 。 な お
， 近

年頻繁に 目に す る よ うに な っ た マ ス コ ミ に よ る虐待事件の 報道 も ， そ うした残忍 な

行為 と して の 虐待の 語感 を増幅 ・定着 させ て い る 。

　次 に 広義の 虐待定義をみ て み よ う。 近年 ， 虐待に 関す る論議が盛 ん に な るに つ れ

て ， 重点の置き方 として ， 子 ど もの福祉 ・権利の尊重を強調す る立場 ， な らびに虐

待の予防を強調す る立場か ら， 幅広い 指示 内容 の定義が 主張 されて きてい る 。

　「子 ど も虐待 は親に よ る子 ど もへ の 最大の 人権侵害で ある」 （高橋　2001
，

i頁）。

こ うした 子 ど もの権利に 対す る関心 の 増大 は ， 何が 虐待で あるの か の 基準を低 めて ，

定義の拡大 を導 く （Gough　1996）。 現在わ が国に お い て ， 児童虐待 の 定義や対応 に

関 しての 有力な指標 とな っ て い る 『厚生省　子 ど もの 虐待対応の 手引 き （平成 12年

11月改訂版）』は ， 小林 （1994）の 主張を参考に して ， 親が良か れ と思 っ て や っ て い

る行為で さ え も子 ど もの側 に と っ て有害な もの は虐待で ある ， と い う考 え を提起 し

て い る。 こ れ は国家 の方針で あ る こ とか らも ， 子 どもの 福祉 ・ 権利 の尊重 を説 く広

い 定義は ， 社会に対 して強い 影響力を もっ て い る 。 また研究の分野 に おい て もた と

えば石 川 （1997） や加藤 （1991＞は ， 専門家の厳密 な定義で は虐待 に あた らない よ

うな こ とで も， 被害者の 立場か らそれが つ らい もの で あ る と感 じ られ るな らば ， 虐

待 と して 拾 い 上 げ るべ き とし て ， 広 い 定義 を提案 して い る 。

　虐待の 予 防く4）を視点 に据 えた立場 か らも， 定義は広 くとられ て い る（加藤　1996）。
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た と えば各地 の電話相談 に お い て重要 な指標 とな っ て い る ， 大阪の 児童虐待防止 協

会 （2000） に お ける 「子 ど もの 虐待 ホ ッ トラ イ ン 」 の 重症度判 断基 準 で は， 問題 を

抱 えた 子 ど もと親 の広範な援助 を第
一

の 目的 と し， 予防的機能 を重視 して， 軽い 加

害行為 も 「軽度の 虐待」 と し て虐待行為の 範疇 に含ん で い る 。 同様 に ， 米国で 1978

年 に始 ま り， 現在で は 日本各地 に もセ ン タ ーが設置 され て い る CAP （Child　Assault

Prevention） と よ ばれ る虐待防止 プ ロ ジ ェ ク トで も ， そ の 第
一

の仕事 は予防 と発見

で あ り， 広い 範囲の定義の ほ うが教師や親 ・地域社会を教育 す る ときに 便利であ る

ため ， 広義の 「ゆ るや か な定義」を支持 して い る （Cooper　1991）。 なお 予防 の側面

は ， 子 ど もの 「権利侵害」を未然 に防 ぐとい う意味で ， 子 どもの福祉 ・権利の尊重

と も不可分の 関係に あ る こ とか ら， 広義の 定義はい っ そ う強 く支持 され て い る 。

2 ．2． 先行調 査研 究の 検討

　わが 国 に お け る狭義 と広義の 虐待定義 に つ い て触 れた が ，具体的 に
，

どの よ うな

行為が虐待で あ り虐待で な い の か と い う正常さの 境界 （normative 　 boundaries）

（Finkelhor　1983）を設 定 しよ う とす る試み が ， 調査研究 と して い くつ か お こ なわれ

て きた 。 こ こ で はそれ らの 調査 研究 を振 り返 り， 本研 究 をその なか に位 置づ け る作

業へ と つ なげて い きた い
。

　子 どもへ の 加害行為 の社会的評価をめ ぐ っ て は ， た とえばジ オパ ノ ー二 とベ セ ラ

（Giovannoni　and 　Becerra　1979） は ， 弁護士 ， 小 児科 ， 警察官 ， ソ
ー

シ ャ ル ・ワ
ー

カ ー らの 専門家な らび に
一

般市民 に対 して ， ヴィ ネ ッ ト（vignette ：架空 の代表的事

例 を簡潔に示 す短 い 文） を用い た 意識調査 を実施 し
， 専門家 と

一
般人の 間に は （専

門職 の 間 ，

一
般人 の 間 ， 専門家 と一

般人 の 間 に お い て い くつ か の 相 異 は ある もの

の ）， 全体 と し て は
， 何が 不適切な行為で ある の か に つ い て

， 高い レ ベ ル で 意見の
一

致が あ る こ と を見 出 した 。 ウ ィ ッ プル と リ ッ チ ー （Whipple 　and 　Richey　1997）は ，

米国 に お け る実態調査 を レ ヴ ュ
ー して ， 機 関な ど に よ っ て虐待傾 向を もつ と認定 さ

れ た親の 行動 と， そ うで な い 親の 行動 とを比較し ， その 境界が 1 日に 6回以 上子 ど

もを平手打ち す るか 否か で あ る ， とした（5〕
。

　わが 国で は ， 概略的 な議論 と して は加藤 （1991＞が複数 の文献 を もとに ， 各専門

職ご との 特徴を見出して い る
。 定義を主題 とした実証的調査は きわめ て 乏 しい が

，

ジオバ ノー 二 らと同様の手法で高橋ら （高橋ほか 　1995
，
1996）が

， 児童相談所職

員 ， 保母 ・ 保父 ， 医師 ， 看護婦 ， 保健婦の 各専門職 に対 して調査 を実施 して い る 。

それに よる と
，

た と えば虐待問題へ の 専門的対応を社会的 に高 く望 まれて い る児童
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相談所の 職員は ， 他職種 と比べ て ， 子 どもの 不適切 な扱い に 関 して敏感で ある とい

うわ けで はな い
。

つ ま り子 どもの援助 に か か わ る専門職で あ っ て も， 子 ど もへ の 不

適切 な行為 に関する ， 認識 ・判断の 共通枠組みが未確立 で あ る と結論づ けて い る 。

この 点は ， ジオバ ノ ー二 らの見解とは異な っ て い る 。

2．3． 本研 究の 位置づ け

　定義に 関す る こ れ まで の 研究は ， 概略的 な レ ベ ル を論 じ る に と ど ま るか ， 上記の

よ うな調査 を実施す る場合で もそ の特質 と して は，第
一

に 専門職 ， 非専門職 （一 一

般人）な ど の 社会的カ テ ゴ リー間 やカ テ ゴ リー
内の 相異点／合意点 を明確化す る こ

と に 主眼 が あ り， 援助者 と当事者 との 関係性か ら定義の 問題 を捉 え る と い う視点に

はなか っ た 。 そ して 第二 に ， それ と関連 して 方法論の 点で ， 総意 と して の 定義 を追

究 し よ うとす るた め に
， 社会的カ テ ゴ リー

間の 相異点や一
致点の 把握を可能 にす る

量的調査 を志向 し て お り
， 援助者と当事者と の 関係を質的に分析す る と い う方向性

を も っ て い なか っ た 。 した が っ て ， 援助者 と当事者 との 関係 性 を踏 まえた上 で ， 質

的な観点か ら定義の 問題 を反省的に捉 え返 して い く必要が あ る 。 わが 国で は ， 「『虐

待』で ある」 とい う定義 を実効す る際の 問題点が
， 具体的に は ほ とん ど明 らか に さ

れ て い な い だ け に ， 仮説検証 を 目的 とす る量 的調査 よ りも ，
む しろ仮説生 成型 の 質

的な調査 は い っ そ う重要な意味を もっ
。

　加 えて ，欧 米 の 研究で は言及 され えな い
， 口本語が もつ 「虐待」の 語感 に つ い て

言及 して お か な けれ ばならな い 。
ハ ッ チ ソ ン （Hutchison　1990） は ， 狭義 と広義の

定義 にふ れ て ， 広義の デメ リ ッ トとして
，

それが法的 ・社会福祉的な介入 をお こ な

う際の意思決 定をあ い ま い に し ， また 虐待か ど うか の 判断上 の 失敗な らび に ス ク リ

ーニ ン グ費用 の増大 ， 防止 シ ス テ ム の過重 負担 ， 危険に ある子 ど もへ の 効果的対応

の減退 ， を もた らす こ とを挙 げて い る 。 しか し こ うした欧米の 論点 に はない
，

わが

国独特の 広義の 定義 に か か わ る問題 が あ る 。 それ が 「虐待」 と い う日本語が元来 も

っ て い る残忍性 の問題 で あ り， その
一

般 的 イメ ージが ， 近年打 ち出 され て い る広 い

「虐待」定義 との 間 に 齟齬 を もた ら して い る。通常，
‘

abuse
’

の 訳語 として は 「虐待」

が用い られて い るが ，

‘

abuse
’

と 「虐待」の もっ ニ ュ ア ン ス の ちが い に は ， 多くの わ

が 国の論者が 注意 を促 して きた （高橋 ほ か 　1994
， 石 川　1997， な ど）（6）。 だが 「虐

待」の も つ 重篤 な イメ ージの 問題性が 指摘 され なが らも，実際 に 「虐待」 とい う言

葉 をめ ぐっ て ， 援助者 ・当事者の 関係に お い て ，
い か な る戦略や意識が もた れ て い

るの か に つ い て は
， 具体的な議論が進め られ て い な い

。 「虐待」と い うカ テゴ リーの
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指示内容 は ， 各援助者や 当事者の 解釈 に依存 して お り， その 意味で も ， 質的分析が

有効性を もつ
。

3．　 児童虐待の 定義 に 関す る事例研 究

3．1， 事例分析 に お ける 当事者主義の 観点

　事例分析 をお こ な っ て い くに あた っ て ， 本研究が 「問題」 を論 じ る際に立 つ と こ

ろ の 「当事者主 義」の見地を明 らか に して お きた い
。 当事者主義 と は， 社会生 活 を

営む 当事者 の観点に立 っ て ， そ の 視点か ら 「問題」 と規定 され る現象 に ， 第
一

義的

に研究の 関心 をお く立 場 で あ る （宝月　 1990）。 人 び と が 「問題」で あ る とみ なせ

ば， それが 「問題」に な りうる と い う意味で は ， この立場 は社会問題の 構築主義が

い うよ うな，「問題 の相対化」を強調す る こ とに もなる 。 た だ し同 じ構築的な関心 を

共有 しなが らも， 臨床的接近 を志向する本研究の立 場 にお い て 当事者主義が必 要 と

され る の は ， それが 当事者の 神経 を逆撫 です る （＝ 問題 を相対化す る） こ とで は な

く， オル タナテ ィ ヴ な現実の 構築 を とお して問題解決 に 向か う と い う目的に お い て

で ある （野 口　2001）。 した が っ て本研究で は ， 当事者が主観的に 「問題」と設定す

る状況 を基点に ， 研究者 は 「問題 」の 内容 を吟味し ， 必 要 に応 じて そ の解決 を目指

す とい うか たちで ， 議論 を出発 させ る。 人が苦悩を抱えて い る現実を目の 当た りに

した ときに ， それ を捨象する こ とはで きず， 研究者 として もその現実 こ そは紛れ も

な く 「問題」 と して 考え るの で あ る （内田 　2002）。

　また， 母親の 意見 を取 り扱 うに あた っ て は ， 子育て の悩み を抱える母親の問題 と

して 児童虐待を論 じる こ と 自体が ， 近代家族の ジ ェ ン ダー
観 を再生産 しか ね ない （上

野　2000）。 幅広 い 視野 か ら虐待現象の 構造 を読 み解 くに は ， 性別役割分業や近 代家

族の 特質に も言及が必要で あろ う。 しか し本研究の 意図 は
， 別の と こ ろ に ある 。 虐

待定義の 問題 を含め て子育て の苦悩 を抱 え ， その 現実を訴 え て い る の は 多 くが母親

た ちで あ り， 本研究は ， その 「問題」の 重 要性 を第
一義 的 に認識 して ， 訴 えの 声 を

拾い 上げる こ とを重視する 。

3．2． イ ン タヴ ュ
ー調査の 概妻

　先行研究が限 られ る本研究の検討課題に つ い て ， 虐待の 当事者や そ の 援助者か ら

生の 声 を聴 き取 る こ とは ， 不明瞭 な ままの 議論の状況 を切 り開い て ， 現実 を着実 に

把握す る こ と を可能に す る。
こ の 目的を達成す るた め に ， 筆者 は援助者 へ の イ ン タ

ヴ ュ
ー調 査 を ，

2001年 5 月か ら2002年 2 月に か け て実施 した 。 調査対 象者 は ， 虐待
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援助実践における 「児童虐待」の定義

表 1　 被調査者の 特性

援助者 性別 職業 も し くは援助活動の種類 調査場所

A 女 虐待防止 の電話相談員 虐待防止活動団体の 事務局

B 女 虐待防止の電話相談員 虐待防止活動団体の 事務局

C 男 小 児科医 病院 の 小 児科病棟診察室

D 男 弁護士 ホテ ル の ロ ビー

E 女 市役所 児童課家庭相 談員 市役所 の 相談室

F 男 児童相談所 職員 児童相談所面接室

G 男 児童相談所職員 （心理判定員） 児童相談所面接室

H 男 新聞記者 虐待防止活 動団体の事務局

1 女 親子教 室 の ス タ ッ フ 代表 親子教 室 の 事務局

J 女 保健 婦 市保 健 セ ン タ
ー

K 女 保健婦 市保健セ ン タ
ー

母親

L

年齢

34歳

加害の 種類

身体的な軽度の 暴力

調 査場 所

親子教 室開催場 所

問題に 接す る機会 を もつ
， 虐待防止 の 電話相談員 ， 医師 ， 弁護 士 ， 家 庭相談 員 ， 児

童相談所職員，新聞記者，親子教室の ス タ ッ フ ， 保健婦 で あ る 。 調査 で は， 被調査

者が どの よ うな行為 を 「虐待」 と定義 して い るの か ， そ して その よ うに捉 え る理 由

や 目的 と は何か
， を中心的テ ー マ と して あ る程度 自由に語 っ て も らう と い うか たち

を と っ た。正式 に MD 録音 をお こ な っ た イ ン タ ヴ ュ
ーの 時 間は ， 短 い 場 合で 30分 ，

長 い 場 合で 100分 に な る 。 実施場所 は い ずれ の 場合 も， 被調査 者の 職場や活動場 所 で

あ る 。 録音 され た発言は ， 文書化後に 被調査者 の もと に フ ィ
ー ドバ ッ ク し ， 必 要 が

あ れ ば発言の 訂正 な らび に コ メ ン トを も らうよ うに した 。 ま た ， 虐待 の加害者側の

意識に関 して は， 1999年 に調査 した母親の 1事例 と， 加害経験 を もつ 母親の手記や

ル ポ ル タ ージ ュ を参考 に した 。 母親の 1事例 に 関 して は ， 子 ど もを叩 い た こ とに 関

して 自由 に語 っ て もら うなか で 虐待 の 定義 に関 し て触 れ た箇所 を参考 に した 。 イ ン

タ ヴ ュ
ー

時間は90分 （テープ録音 ， 文書化後 フ ィ
ー ドバ ッ ク） で ， あ る親子 教室の

会場 に て 面接 を した 。 面接以外 に も， 育児全般 に関 す る話題 に つ い て フ ァ ッ ク ス で

の や りと りをお こ な い
， 計 20往復 ，

B5 用紙 に して 約 60枚の 資料 を得た （表 1）。

3．3． 援助 者 によ る虐待の 定義

　第 2 節の 先行研究の 検討 で論 じた よ うに ， 援助者各 自に よる児童虐待 の定義 は ，

そ の援助職の 特性 に よっ て左 右 され うる と考 え られて きた 。 これ は期待 され る社会
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的役割 を論 じてい る とい う意味で は，社会学的に も重要な着眼 で あ る 。 た とえば医

師 は 子 ど もの 示 すひ ど い 身体症状 を根拠 と し た狭 い 定義 を重 視す る こ とが 多 く

（Williams　1980， 加藤　1991）， 心理 臨床家 は 治療が必要なほ ど の 身体症状 は な くと

も心 理 的影 響 をみ るた めに広 い 定義を もち ， 児童相談所職 員は親権 へ の 不 当な介入

を避 け るた め に 狭 く定義す る傾向に あ る （加藤 　1991）。 ま た 予防的活動 の な か で ，

あ るケ ース に つ い て そ れが虐待か どうか を判 断す る最初の 専 門家 で あ る ソ
ー

シ ャ

ル ・ ワ
ー

カ
ーは， 深刻度 を幅広 く認識す る （Giovannoni　and 　Becerra　1979）。 さ ら

に電話相談員は ， 広義の 定義をお こ ない
，

マ ス コ ミ関係者は 日本語の 語感に依拠し

か っ 話題性の 高い 報道 を必 要 とす るた め ， 狭い 定義を とる と予想され る 。

　 しか しわ が国の援助者の声を聴 く限 り， 定義は必 ずし もそ の社会的役割 に 固定化

され て い るわ けで はな い
。 まず ， 各被調査者が 考える 「虐待」の 指示 内容 をみ て み

た い
。 各 自の 語 りは ， 「どの 程度の行為が虐待だ と思 うか 」とい う筆者の 質問 に対す

る， 回答 で あ る （表 2 ）。 表 2 か ら は ， 職務上 の 特性 と強 く結 び つ い た定義 の 場合

（B ，
D

，
　 E

，
　 F

，
　 G ，

1
，
　 J，

　 K さん）と ， そ うで はな い 定義の 場合 （A ，
　 C ，

　 H さ ん）

が ある こ とがわ か る。た とえば， B さん は電話相談員 と しての 判定基 準 と同様の ，

広義の 見解を もっ て い る。 D さんの 場合も子 ど もの権利 とい う法学的立場か らの 広

い 定義で ある 。 ま た 児童相談所職員で あ る F
，
G さん に っ い て は ， 上述の 加藤（1991）

の指摘 か らす る と職務上 の 特性 とは異 な る広義の 立場 に ある ともい えるが ， 国家の

方針を重視 して い る とい う意味で 職業的な定義で あ る と考 え るほ うが適切で あ ろ う。

一方で ， た とえ ば A さ ん は電話相談員で あるが ， 広義の判定基準 に は違和感 を覚 え

て い る 。 C さん は 医学 的に 診断可 能な子 ど もの 実質的被害 とい う狭義の レ ベ ル を こ

えて ， 幅広 い 定義を も っ て い る。

　各専門職 の社会的役割 に応 じて
， 定義が相異 して い る こ とを示 す と い うの は

，
ひ

とつ の 常套 的な社会 学的分析で あ る 。 そ して 社会 学 に限 らず ， 児童虐待の 定義 に言

及 した著作 の 多 くが ， 専門職間の 比較 に関心 を注 い で きた 。 質的な デー
タ か ら結論

づ け るの は早急で は あ るが ， しか しなが ら ， 同
一

職務 内に お い て さ え意見の 相異が

あ る （た とえば電話相談員 として の A ， B さん） こ と， 期待 され る社会的役割か ら

予想 され る定義が 必 ず し もその とお りで はな い （た とえば医師 として の C さ ん） こ

とか ら も，異職種間 の 比較 は曖昧 な結果 を もた らす可能性 が ある こ とを示 唆 して お

きた い 。 後 の 議論か ら窺 え るの は ， 定義の 内容 は ， 職業の 特性 よ りもむ しろ ， それ

とは別 の基準 に依拠 して い る と い うこ とで あ る 。
こ の 別の 基準に 関 して は ， 次の 加

害母親 に よる定義を挙 げて か ら， 再度論 じた い
。

96

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Japan Society of Educational Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Sooiety 　of 　Eduoational 　Sooiology

　　　　　　　　　　　　 援助実践における 厂児童虐待」の定義

表 2　 どの程度の 行為が虐待か ＝ 援助者 ＝

凡例 ［　 ］…
筆者 に よ る文 意 の 補足 。 ［＝ 　］…

言葉 の 意味 。　　 …
筆者 に よ る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〜

強調箇所。→ …筆者に よる整理 。 な お 文意 を損ねな い 程度の 修正 を加えた上

で ， 発言を引用 し て い る 。 引用箇所の 改行は ， 発言が 非連続的で あ る こ と を

指 して い る。（以下表 5 まで 同様）

A さ ん 電話相談 の な か で出会 うお 母 さんが話す内容は，た とえばか な りひ どい こ

（電話相談員） と をして ， 投げつ けた と い うこ とが あ っ て も， それ を聞い て い る と きは ， 自　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 …
で は　それ は　

4

だ，っ て い うふ う に は轟 識 しな い で す 親子 の 関係 の な

か で ， 何か が起 こ っ て い る っ て い うふ うに ， 問題が起 きて い る っ て い う［ふ

うに 認識す る ］。
で も記録 に は　軽度 の

‘
待 と か っ て ， 後 で ， ま る をつ け る ん で すけど。一一一一一一・一■一一一一一一一幽鹵一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一，一一一一一一一一一一幽山一一一一一一一一．一幽一一ゴー一一一一一一

→ 　記録上は虐待を広 く捉える電話相談の 重症度判定基準に忠実である 。 た

だ し自身 と して は， 狭義に規定するとい う以上に虐待 と い う語そ の ものへ の

抵抗感を もっ て い る。

B さん しつ け っ て い うのは　子 どもが主役で あるもの。
（電話相談員） そ うい う観点か ら い く と ， 自ず と， 虐待 っ て い う の は ， そ れ の逆 の こ と

ね。要する に ，　 護者な い し　　 者ない し　両親　そ の 人た ちの 　 手な

感情で ， 子 ど もを叩い た り とか，自分の した い 方向に ［子 ど もを］向け て い…
っ た り とか ，［そ う い うふ うに ］す る と い う こ と が ，［し つ け と虐待 との ］ま

ず大 きな線引き に な る 。

4 番 ［＝児童虐待 防止 協会 （2000） の 重 症度判定基準 で い う，「軽度 の 虐

待」］で も，や っ て る こ とは虐待 で すよ。一　−　一一　一　一’一　一丁π冒　一■一一■一一一　罰　冒一一　一＿一　一　一■一　一　冒1冒　一■一一■一一丁一　一一−　−　冒一一　一＿一　一　一了冒　一　−冒一■一一　一　一　丁〒　匿　−冒　匿　一■一一一一一1　冒冒一　一
→ 　虐待 の 定義 は，電話相談員 として も自分 の 意識 として も重症度判定基準

に 沿 っ て い て ， 広 い もの に な っ て い る。

C さん 叩 けば それは もう全部 莱 だ。た とえ， しつ けで あ ろ うが
， そ ん な動機

（小児科医） は 関係な くっ て，叩 い てアザが あるの は虐待だわ 。 身体的虐待は簡単 だ と思
う。痕 が あれ ば虐待 だわ 。どんな論理 が あ ろ う と も。身体的虐待 は，身体的

虐待で ， もう， 重度 も中度 も軽度 も　 え な くっ て い い
。

も っ と簡単 に し た ほ うがわ か りや す い の か な ， っ て 思 う。 もう殴 っ て し ま

えば劇 、だ し ， 心理 的虐待の 場合は ， 子 ど もの 心 に トラ ウ マ が あれば も う ，

盧籏だわ ね 。 ガ タ ガ タ震え て た り とか ， その 人 の前に行 くと ， き ち っ と起立

を す る とか ，口 数が減る とか ね，そ ん な の も虐待だ わ ，ど う考え た っ て 。一一一一一一一1匿■．一一一一一一一醒一■一一一一一一一一1−匿一一一一一一一一冒冒一．一’一一一一一〒T1匿．．幽幽一一一一一一−冒．．一一一．一一一一一冒一一一一一一
→ 　医学的に重度の 身体症状 を も た ら し た も の の み を虐待 と す る だ け で な

く， 子 ど もに 何らか の 害 が あるもの はす べ て 虐待で ある ， と広義に 考えて い る 。

D さ ん 虐待 っ て い う概念は 非常 に 広 い 言葉 で 視点 は あ くまで 子 ど もの 立場 で 考

（弁護士） え て い る 。 だ か ら ， 愛情を もっ て い る し つ け で あ っ て も ， 「虐待」に な る 。　　　 M
それ 匚＝愛情あ る しつ けと虐待］は重 な り合 う概念 で

， 対立す る概念 じゃ な

い 。「あなた が た が愛情 を も っ て い て ， 1そ の 行為 は〕しつ け で あ る と い う こ

と は ， 百 も承知 で す 。 そ の 上 で ， 子 ど もに と っ て は ， そ れ は や っ ぱ り行 きす

ぎじ ゃ な い か な，と思 うか ら介入 して るんで す」 とい うと， 親 も， 「なるほ

ど」 と ［な る］。

虐待 っ て い う言葉 も，日本語 と して はす ごい 衝撃的だ けれ ど も，これ も規　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 …
範孅 的な価 直判断を もっ て い て　広 い 緩や か な概念 。一幽一一一一亨7匿匿幽一’一一一丁一7−．一一幽一一一一冒冒，一一一山一一一一丁一冒一．一一一一一一一τ冒冒匿一一一一一一一一一一一冒一齟一一一．一一一7冒−一一幽一一一
→ 　親の 意図 と は別 に ， 法学的に 子 どもの権利の 視点 か ら， 子 どもに と っ て

不利益な も の を広 く虐待 に 含め て い る 。

E さん ［虐待 とい うの は］もう少 し上 ［＝重症度判定基準 の 「軽度の虐待」よ り

（市役所家庭相談 も重症度が高い もの で あ る］ね 。 それ はね ， 私がね ， 相談員 として 児相 （；

員） 児童相談所）に 繋ぐか繋が な い か の 境目。 相談員と し て，虐待 と し て，児相
に あげる 。 児相 に 言 う と きは ，　　 と し て 児　に 上 げる。

軽度の虐待な ん て ね　 垂待の うち に 入 らな い
。 そ ん な こ と言 っ て た ら ， 全

部虐待 に な っ ち ゃ う。一一一71冒−一一幽一一一一一一一−曽一一幽一一一一一7冒■「一一一一一一一〒匿−一「一幽幽一一一〒冒冒−−P一幽一一一一一冒−匿一P一岫一一一．−1−−−一一幽一一一一
→　一般の広義の定義 とは異な り，虐待を狭 くとっ て考えて い る。児童相談
所 が介入す る ほ どの ケース が虐待 で あ る ， とす る。

F さ ん お と な に よ る不適切 な そ うい っ た さ まざ まな扱 い ，それ に よ っ て 子 ど もの

（児童相
．
談所職員）発達が阻害さ れ た り ， 福祉が 阻害さ れ た りす る行為 が

， 虐待 っ て い うふ う
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に ， だ ん だ ん と ［概念が ］変わ っ て き て い る と思 うん で すね。基本的 に は，
い まの 　念 っ て い うの は　しつ け で あ っ て も　　　で ありうる 。

親の意図に か か わ りな く， 子 ど もの状態 ，　 ど も の　達 っ て い う視 1、を重

視 す る。そ うい っ た ふ う に ， 広 く捉 え て い くっ て い う こ とが ， 僕た ち は 大事

警な あ ， と ［考 えて い る］。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一一一一一一一一一幽一國一．・■一曹．冒　　　　　　　　　　齒一一一一一一一＿一一一一一一＿一一一■■，曹’一一一一一一一一一一冒1−一一一　一一一一　一　一一　一　一一■冒　一一閥　一一　一一　．　一一　−71
→ 　虐待の 定義 は，国の児童福祉の専門機関として の児童相談所の性格 をあ

ら わ し て い る 。 『厚生省　子 ども虐待対応の手引き亅に もあ る ように ， 虐待

は子 どもの 視点 か ら ， 広 く捉 え る べ き もの と して 語 られ て い る 。

G さ ん

（児童相談所職員
〈心理判定員〉）

　一
般的な意味で ， 虐待 っ て い う こ と を言 えば ね ， 当然 ， 例の 4 つ の ， 身体

的 ， 心理 的 ， ネ グ レ ク ト， 性的虐待 ， っ て い う こ とに なるわ けで す よ ね 。

で ， そ の程度 っ て い うの は ， 難 しい わけで ， た だ ， 単　に 子 どもに とっ て な

んらか の 　　的 ある い は　　 な　　が 残る行 ．は あ る　味 す べ て が

虚腱 思 うんです。基本　な　念 と して は　
一

般論 として は ， ［現在流通

して い る定義 と］変わ らな い と思 うん で す よ 。　　　　　　　　　 ＿＿一一一　−　一　一　r　，　一　一　一　一　一　一一　一　一　一　一　凾　■　一　■　■　■　一　■　膠　，，　，　一　一　一　一　■　■　一　一　匿　謄　一　一　一　一　一　一　一　■　一　一　冒　，　午　一　F　−　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　冒　一　■　一　■　一
→ 　F さん と同様に ， 国の虐待概念の 方向性と概ね

一
致 し て お り， 子 どもの

側 に とっ て 不適切な行為は す べ て虐待 として 考 え て い る 。

H さん

（新 聞記者）

　た とえば容疑者が ス タン ガ ン使 っ てた とかさ ， 体重が どれ だけや せ て い た

だ とか ， そ ん な 断片的 な こ と が ［新聞 の ］見 出し を 踊 っ た り し て ，結局．そ

の た びに ，な ん て ひ どい ヤ ツ だ とか 　　の よ うなヤ ツ だとか 　そ うい うよう

なイ メ ージば っ か りが広が っ て し ま う

僕 な ん か は，ほ ら，要す る に ， 勝手 に ， 無理心 中な ん か も
一種の虐待 っ て

　　　　　　　 ど もが ど うい う 俐 益 を被る か 　っ て い う こ と を 基準

に ，こ の 問題を考えな くち ゃ い けな い と思 うか ら，だか らで き る だ け
一
　く

言っ て る で し ょ 。

捉え て い る 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一一，一一一一一一■一．了一一P−一一一一一一一一一一一　＿　一　一　＿　一　冒　冒　r　−　一　鹵　一　一　一　一　匿　匿　一　1　〒　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　・　・　．　．　匿　匿　■　冒　膠　，　，　一　一　一　一　一　■　一　一　冒　一　冒　冒　一
→ 　マ ス コ ミの 報道が残忍なイ メ ージを煽 る方向に あ るの に 対 して

， 自分 と

し て は幅広い 定義か ら虐待 を捉 えるよう に して い る 。

1さ ん

（親子教室ス タ ッ

フ ）

　［叩 くこ とに 加 え て ］放 っ て お く こ とも　
1

だ よ ， っ て い うこ とが まだ認

識さ れ て い な い 。
　で も社会的 に は ，　 か ら 子 どもが 　 れ る こ とが　

Z
だ よ ， っ て い う認

識が あ っ て，お とな か ら離れ な い ような社会 的 シ ス テ ム な り，認識 を つ く っ

て い こ う とす る で し ょ，それ が い ま な の 。r−　冒了r−　一一一　一　一一　一一一一　・一．　．匿．　．冒■冒　．，一　一一■一　一■■　一　一一曹，甼一　一　一一　．一一　一冒　一，「　，一一一　一一一　一一　一一一　一一一一　一　一■　一冒一■冒冒1　−　一一　一一
　虐待を広 く捉 え つ つ

， 育児支援が 不徹底な な か で虐待がや むをえず生 じて

しまうと考え て い る

で　える とい うよ り　本 旨的に　　　 っ てあん まり 「　　 っ て言わJさん

（保健婦） な い の か な あ ， っ て　思 う］。　 い て 言え ば　　 だ　 み た い な ， 前置 き〜
が付 い ち ゃ うな 。

　お母 さ ん か ら相談が あ っ た と き に ，　 、の ケ ース 1　 っ てカウ ン トす るか

とい う と カ ウ ン トは しな い と思 い ます。だ け ど ，　 ど も　 の　 吐の　点
か ら み る と　そ の 行為を　

肖

とい うな らば 心 も体 も傷 つ い て い る状態 は 虐

待なんだ けれ ども。　　　　　　　　　　　　一一一一一一一冒一−冒丁一一一一一一一一一一一一一一凾．・9．匿匿一冒膠，一一一■一一一■−冒一冒7−一一一　一−　一　匿　匿　一　一　，一　．一一　一一一　一一一一　一一　一　一一一　一一冒1　1−
→ 　昨今の 拡 大 した概念に 照 らせ ば ， あえて 「虐待」と よぶ こ と は で き る で

あ ろうが ，母親を支援 して い く こ とに 主眼 があ るため に，虐待 と よぶ必要は

な い と み て い る 。

私 は ね ， 「あ一
， む か つ い た」 っ て い っ て ，

パ ン っ て お 　をはた い て もK さん

（保健 婦） そ れ は　　ち と して 子 どもに 瓦 わ る行 、、で あれ ば　 は　　っ て は 思 わ な い

し， 愛情表現 の ひ とつ だ と思う 。

　実際に は ，　
露

とい う言葉自　が ひ と り・ きを して い る 。 親の 気持 ちを ，

体を使 っ て 子 どもに 伝え る こ と も　現在で は ， はばか られ る 。

　［現実 に は．］虐待 と い う言葉が ひ とり歩 きして い る。それ を私は ひ とり
一

人 に説明す る 気 もあ りませ ん 。 研究者 は ， 机上論で モ ノ もお考え に な られ る

で し ょ うし，私た ち は現場で す か ら， そ こ らへ ん に ギ ャ ッ プが あ る と思 い ま

す。どんな定義 を さ れ て も，私は こ だ わ り ま せ ん。もうち ょ っ と フ ァ ジ ーな

言 い 方が あっ て もい い とは思 い ま す け ど ね 。 　　　　　　　　　　 ＿＿一一一　冒　−　7　1　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　■　■　一　＿　一　冒　r　−　一　一　一　一　一　一　一　冒　冒　〒　T　一　幽一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　凾　・　・　曹　・　・　一　一　．　冒　．　冒　冒　，　甼　，　■　一　一　一　一　冒　冒　冒　1　τ
→ 　子 ど も を軽 く叩い た か ら と い っ て ， そ れ が 親の 善意の 意図 か らで あれ

ば，虐待 と は み な さ な い とい う， 狭義 の 判 断 で ある 。
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援助実践における 「児童虐待」の定義

3．4． 母親に よ る虐待の 定義

　子 どもに暴力 をはた らい て しま っ た母親た ち 自身は ， 自分 の行 為を どの よ うに捉

え ， 評価 して い る の だ ろ うか （表 3 ）。 保坂 （1999） の 示 し た事例の よ うに
， 「私の

や っ て い る こ とは虐待 なん だ」 と い う， 自身に よる 「虐待」の 認識が ， 新たな問題

解決 へ の 局面 を生み 出す こ とがあ る 。 当事者主義に立 て ば ，
こ の 場合 は 厂虐待」 と

い う語 の 適用 に 「問題 」 は な い と い え る。 しか しなが ら， こ こ で 提 示 した い の は ，

厂虐待」とい う表現が 当事者に 否定的影響 を与え る場合で ある 。 現実の 多 くの 母親た

ちに と っ て は， 虐待定義が もつ 重大な作用 とは ， その 日本語の 語感が もつ 残酷なイ

メー ジ に あ り， そ こで は虐待 と い う名の もとで の 援助活動が ， 母親の 自身 へ の 責 め

を増幅 させ た り， 母親の 反抗を生 み出 した り もす る 。 母親の ， 「虐待」と い う言葉 へ

の 強 い 違和感 こ そ が ， 当事者主義 と して の 厂問題」で あ る（7）
。

　L さんの発言 をみ て み よ う。 L さん は子 ど もを叩 い て しまっ た こ とに つ い て ， 「私

な りに反省 して ， 娘に話 した り， 接 して きた」。 だ がそれが 「虐待」と定義づ けされ

る と
， 「死 ん で し まうか もしれ ない 行為」の イメ ージを押 しつ け られ て い る よ うで ，

抵抗 を感 じずに は い られ な い
。 また橘 （1992） も， 自分が もつ 子育て の イ ライ ラ感

を ， 暴力の 強度が ま っ た く異な る 厂虐待」 と い う語で よ ぶ こ と は ， 自分の 気持 ち を

代弁する こ とに はな らな い とい う。 これ らの 訴え は ， 母親の 相談事例に 多 く接 して

きた 武田 （1998）の 指摘 とも重 な る。

　 こ の よ うに
， 「虐待」 と よ ぶ こ と

， 「虐待」 と定義 す る こ と に 抵抗 を感 じる理 由は ，

そ こ に非常 に残虐な語感が と もな うか らで ある 。 自分は そ こ まで 残酷な行為 を して

な くと も， 重大な犯罪者の よ うに 評価 され る な らば ， 「シ ョ ッ ク」で あ り不本意 に感

じ る 。 母親 た ち は ， 自分 は子 ど もに 不適切 な行為 を した と い う認識 は もち っ つ も，

そ の 状況を 厂虐待」 と は定義 しな い
。 「子 い じめ」 と い うような， 「虐待 」 で は な い

問題行為 として 状況 を定義す る こ とで ， 開き直 る こ とな く， じ っ くりと問題解決 に

向けて 進ん で い こ うと して い る 。

　　　　 　　　　　　 表 3　 ど の 程度の 行 為 が 虐待 か ＝ 母 親 ＝
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っ て い て ， 「い い 加減に して ！」と た た く自　の行為は　　 、と は 思 っ て い

な い 。…
す べ て　　だ と　　づ け る　生 が い る とすれば 私の した こ と は全 。 「

五

　 に な っ て し ま う よ う に も 思 え ます　　一（略）一　だ っ て い っ も ， 子 ど

もを た た い た り無視 して し ま っ た り と い っ た あ と，「ご め ん ね，忙 しか っ

た か ら」と か ， 「こ う い うこ と を して い る と き に ［何か を］言われ て も困る」
な ど と ， 後 か ら言 っ て も と り返 せ な い け ど ， 私 な り に 反省 し て ，娘 に 話 し

た り， 接して きた つ もりで い ます 。

知 り合い のお母 さんが ， 「私 ， 上の娘に幼児虐待で今 も傷があるの 」と話
して くれ ました。　 一

（略）
一
　 　が　 い た くな か っ た　

κ
と言 っ て い る…

と シ ョ ッ ク を受け ま した 。

橘 （1995） 『虐待亅と い う言葉が暗黙の う ち に内包す る 『　 の　　　と　 弧が して

（子 ど もへ の 加 きた こ と との 田に は　 　 、と し て 埋 め が た い 　た りが ある よ うに 思 え る。
害経験 をもっ ラ

一
（略）

一
　あ らゆる こ とを無理や り十把ひ とか らげに して 「虐待」 とい う

イ ター） 言葉に あて は め て論 じ よ う とす る と ， 私を は じ め そ の他大勢の 「何だ か イ

ラ イ ラ モ ヤ モ ヤ しなが らバ シ バ シ や っ て い るお 母 さ ん たち」 の 実態や気持
ちを取 りこ ぼ す こ と に なるとい う気 もす る。　 一

（略）一　さ しずめ 「子 い

じめ」「子 た た き」 と い う言葉 を使 っ て み る こ とに した い （橘　1995， 61一

64頁）。

武田 （1998）が 母親た ち が わ が 子 に 対し て や っ て い る行為は，母親た ち の 感覚で は，「い

接 して きた母親 じめ」だ と と らえ て い るの で す 。 　 一
（略）

一　 「
五
　 と い う言葉 に は

た ち な に か 残酷 さ が うか が えて そ ら恐 し く　 　 た ち は 　 　う こ と に 拒否反応

を示 し て し ま うの で し ょ うか 。　 一（略）一　 こ こ で は ， 母親た ち の イ メー

ジ どお り ， 軽 い 虐待 を 「い じめ 」 と と らえた い と思 い ます （武 田　1998，
4−6頁）。

3．5．　 「虐待」の 戦 略的用 法 に よ る援助

　「虐待」とは上記の母親た ちの観点か らする と ， きわ め て狭義の意味内容として ，

もし くは その 表現が拒否 され る もの と して存在 して い る 。 この 点 を踏 ま えて 再び援

助者の 語 りを捉 え返 す と， じつ は表 2 に て虐待 の定 義内容 を限定 的に捉 えた援助 者

（A ，
E

，
　 J，

　 K さ ん ）の 考え は ， 母親の それ と非常に 類似して い るこ と に 気づ く。 そ

こ で ，
A

，
　 E

，
　 J，

　 K さん に お ける ， 狭 い 定義の意図を掘 り下げて み よ う （表 4 ）。

　A ， E ，
　J，

　K さ ん は ， 虐待 と い う表現 の重 み を 自分自身で も強 く感 じ ， ま た母親

に対する言葉 として も強烈な もの で ある と考えるが ゆえ に ， 定義を狭 く規定 した り，

言葉そ の もの の 使用 に疑義を挟んだ りして い る。 子 ど もの権利か ら広 く虐待をみ る

と い うよ りも ， 母親の 気持ち へ の 配慮こ そが 援助に お い て 優先され る事項なの で あ

る 。 したが っ て ， 改め て こ こで 表 1 に 示 した 各援助者の 定義に 戻 っ て ， 狭 い 定義 （な

い し は用語 その も の の 拒否） を示 す援助者 （A ， E ，
　 J，

　 K さ ん ） と ， 広い 定義 を示

す援助者 （B ，
C

，
　 D

，
　 F

，
　 G

，
　 H

，
1さん）とい う視点か ら

， 定義そ の もの を左右す

る要素 を考 えて み る と ， 定義の相異 に は ， 職業特性 と い う要素以上 に ， よ り決定的

な要素を見出す こ とが で き る。 す なわ ち ， 定義その もの は， 主 として母親の感情や

状況 に配慮す るの か ， 主 と して子 ど もの 福祉 ・権利 を念頭 にお くの か ， と い う要素

に よ っ て規定されて い る とい え るの で あ る（8｝
。
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援助実践 1こおけ る 「児童虐待」の定義

衰 4　 狭 い 定義 の 意図

児童虐待，っ て い っ た ら ， 誰か 悪 い 人が い て　　　の 子 ど もをい じめ る ，A さ ん

（電話相談員） そ うい う
一

方通行の よ うに私は感じる。
　電話相談 を し て い る 自分 と し て は ， や っ ぱ り ， 子 ど もの こ と もだ け ど，
子 どもの 様子 を聞くとい うよ りは ， や っ ぱり虐待をす る母親の こ とを聞 く
と い うふ うに な り ま す ね。
　子 どもの ほ うに ［関心 が］い っ て ，お 母 さ ん を責 め る っ て い う　 、ち に

は私 はな らな い んですけれ ども，どちらか とい えば　母親が どうして そ う
い うふ うに な っ て い っ た の か　 っ て い う と こ ろをい っ し ょ に 　 え た い っ て

い うふ うに な る の で，だ か ら ， そ の ，
X × X さん （筆者註 ：あ る虐待死 亡事

件 の 加害母 の 実名） に して も，虐待を し た 親 と い うふ う に は思え な くっ て ，

そ の人が ， そ うい うこ と を子 どもに は した か もしれ な い けれ ども， その 背
景 に あ っ た こ と を考え て しまう。

E さ ん

（市役所 家庭相
談員）

　［相談 中に ， 私の 目 の前で 子 ど もを蹴 っ た母親が い た の だが，
一

般の ］人
か ら み れ ば ， そ れ は虐待に み え る か も しれ な い け ど， 私自身 は　それ は虐
待 とは思 わな い 。私 と 1 時間 し ゃ べ っ て い て，子 ど もが ウ ロ ウ ロ して い て ，

最後 に あた っ た ［＝ 子 ど もを蹴 っ た］， っ て感 じだ もん で ね 。 だ か ら， 「そ

れ は虐待で は な い よ 。 あなた あた っ て る だ け じ ゃ ん 」，っ て 言 っ た ら，そ れ

か ら も ， よ く ［相談 に］み え る よ うに な っ た。もし，私 が ，「それ は　名 だ

よ　 っ て 蓄
っ た ら ， た ぶ ん　　な か っ た だ ろ うね 　弓 きこ もっ ち ゃ うか も

しれ な い よね。
　か わ い そ うだ か ら　 言わな い

。 それか ら ， 虐待 っ て言 っ て く る 人 は ， そ

れ ほ ど ひ ど くな い 。

　「あなたそ の と き， 何を し て た の ？ ，　 あ な た の状態が た い へ ん だ っ た の

ね 」， っ て 訊 い て い くと， よ くわ か る。そ こ か ら，［援助が ］は じ ま る。「そ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 …
れ は虐　で す　 っ て 言っ た ら　 母親は　何 も し ゃ べ ら な レ纛 うに な っ

て し ま う 。

」さ ん

（保健婦）

　虐待っ て い う言葉 に は　全 。 を否　し て し ま う よ うな イ メ
ージ が あ る の

かな あ。
　［お 母 さ ん が虐待 し て い る 」 っ て す る と ， 「な ん で そ ん な こ と す る ん だ」
とか ， そんな ， 「子 どもを叩 くな ん て 信 じ ら れ な い 」っ て な っ ち ゃ う と ， 支

援 っ て 出発 しな い ような気が して 。 や っ ぱりお母 さ ん も悩む何か がある ん

だ ろ う， とい う と こ ろ か ら か か わ っ て い き た い っ て い う と こ ろ が あ る か ら ，

保健 婦 は ， 「虐待 をして い る 」 とか っ て い うふ うに は 判断 し な い の か な 。

　虐待っ て い っ て し ま っ た ら　お し ま い 　 っ て い う感 じがあ る か もしれな

い で す ね 。 不適切 な親子だ か ら ， 支援 に］い こ う， っ て い うほ うが 取 り組刪｝、
み や す い か な 。 「あ な た は虐待 し て い る か ら ， 私 た ち は こ れ か ら支援 し て い

くの よ」 っ て 言えるか とい っ た ら ， 言えな い です よね。そ の人に，私たち

が信頼 して もらえるだ ろうか ， っ て い う と こ ろ か ら始ま る か ら 。

　 「　 寺　を 使 っ た こ とで ， ≡ 頼が 　た れ な か っ た り， 親が 引き こ も

っ た りして は，い ちばん 怖い で す よ ね 。

K さ ん

（保健婦）

　保健婦 と い う の は ， 予 」的な 目で み ま す か ら ， 水 際 で 止 め た い っ て 思 っ

た り，ど うや っ て 接し た ら い い の か な っ て ， む しろ お母 さん を支　した い
。

そ うい う と こ ろ に力を注 ぐもの で す か ら ， 過去形 として 虐待 をしたか もし

れ な い け ど，［い ま は］前向 き に捉え て い ら っ し ゃ る と き ， 匚そ の 人が］虐

待をして い た と は言えな い と思 い ます 。

　私 は ，そ の ，　　 に は こ だ わ ら な い で す 。 だ か ら ， な る べ く ポジテ ィ ヴ

に 匚い く］。 結局 「虐待」 と定義づ けた とこ ろで 　診断を下し た と こ ろ で

何 も生 まれ な い の で，む しろ ポ ジテ ィ ヴ に考え ま し ょ う 。
こ れ か らの あな

た の 親子 関係を　え ま し ょ う。

　ただ し こ こで ， 母親の感情 ・状況 へ の関心／子 ど もの福祉 へ の 関心 とい う要素が

左右す るの は ， 「定義その もの 」の 狭義／広義で ある こ とに 注意 した い
。 じ つ は援助

者 と当事者が 出会 う具体 的 な 援助 の場 面 に お い て は ， 「定義 その もの 」が 直接 に 適用
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され るわ けで は ない
。 興味深 い こ とに ， 子 どもの 側 に立 っ た 広義の 定義を もつ 援助

者は皆 ， 母親や母 親の 側の 援助者 ときわ めて 近 い 考 え方 を も っ て い る 。 す なわ ち
，

母親の 感情や状況 に も慎重 に対応 して い るの で ある。 子 どもの 福祉を重視す る援助

者 は ， 広義の 「定義 その もの 」 は支持 し つ つ も， 実際に母親 に 直接に対 した場合 の

「虐待」とい う名づ けに関 して は
， 留保を示 して い る。 以下の 引用 は， 「（軽度の ）虐

待 を して い る母親 か ら， 『自分 の 行為 は虐待で す か ？』と尋 ね られ た場合 に ， どの よ

うに対応す るか」 とい う筆者の 質問 へ の ， 回答で あ る （表 5 ）。

　 これ らの意見か らは 「虐待」とい う表現や定義が
， 必ず しもその ま ま母親に伝え

られ るわ けで は ない こ とがわ か る 
。 どち らか と い えば ， 母親 に対 峙す る場面 で は ，

虐待 と い う意味づ けや 名づ け は不適 当で ある と伝 えた り， 仮 に 虐待 とよべ る もの で

はあ っ て も問題 はその 名称 に あるの で はな い こ とが伝 え られ た りする の で あ る 。 こ

の場面で の上 記援助者 7名 は ， 母親 の感情や状況 に も慎重 に気 を配 っ て お り， そ の

とき 「虐待」 とい う日本語の 適用 は戦略的に 留保 ・ 回避 され て い る 。 さ らに 付記す

べ き点 として ， 3．4．に て と りあ げた母親 の 事例 もそ うで ある よ うに
， 筆者に よ る質

問の 内容 も軽度の 暴力に つ い て の 判断 を問 うもので あ っ たが，援助者 7名の回答 の

い くつ か （と くに C ， D ，
　 G さん）か らは ， 重度 の場合 も含 めて 援助の 場面で は 「虐

待」 とは よばな い
， と い う戦略が あ る こ と も明 らか に な っ た 。

　この よ うに ， 虐待の 広い 定義 に 関 して ， A ，
　 E ，

　J，
　 K さん そ して多 くの母親た ち

が もっ て い る た め らい や 違和感 は ， 実際に は す べ て の 援助者 にお い て 概ね 見出す こ

とがで きる 。 そ して 広義の 定義を支持す る援助者で あ っ て も， 実際に親 に対 した場

面で は広 い 「定義 その もの 」を戦略的に 留保 ・回避 した援助 をお こ な っ て い るの で

ある 。

　　　　　　 衰 5　母親 に対峙 した場面 に おける 「虐待」の適用 ／回避
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援助実践 における 「児重虐待」 の定義

ッ プ に行 こ うか な ， とな る 。
こ っ ち の 側 に い か に ［相手を］つ け る か だ よ

ね 。 そ こで 「虐待　を使 っ ち ゃ う と　 こ っ ち の 側 に つ か な い か ら。

［介入 の 際 に は］「虐待」匚とい う言葉］に 対す る親か らの 　強い 反　が くD さん

（弁護士） る ん で す よ 。 で ， そ の と き に い つ も僕が し ゃ べ る言葉は ， 「じ っ は ， 虐待 っ一
て い う言葉 は，不適切 なんです」と。「私た ちは，あなた が たが や っ て い る

こ と は法律用語で は 『虐待　と い っ て る け ど　 じつ は 日本
証

と し て は ま ち

が っ て る ん で す。児童虐待防止法 で い っ て る虐待 っ て い うの は，日常用語
で い う虐待の意味 と は ぜ ん ぜ ん ち が い ます」 と 。

　「虐待 と い う言葉 に 対 す る 反　心 っ て い うの は　す ごく強 い か ら，最初
の 段階で 「虐待」の説明 を し て あげ る こ と で ， 親の気持ち と して は ， 「私た

ち が や っ て い る こ と は ， 『愛情が あ る亅と い う こ と は 認 め て くれ て い る ん だ 」

と い う安心感を お ぼ え て くれ る の ね 。

F さ ん

〔児童相談所職
員）

まずは ， 話を聞 い て ね ， そ うい う こ とは ， 誰 に で もある こ となんだよ，

　　　　　　　　　　　
4

、と
’

ぶ か どうか とい う こ とよ り螻っ て ［言い ます］。 それは ，

ん が そ れをど うする の か 　と い う こ と の ほ うが大　なんだよ ， っ て い うこ

と に して あ ります。

　お 母 さ ん 向 け の ，［児童虐待］電話相談 ［の リー
フ レ ッ ト］を ［以 前 に ］

お 渡 しした か と思 うん で すけ ど， あれ もあえ て 児童虐待 と い う言葉を使 っ

た の は
， 私が苦 し ん で い る，苦 し ん で い る お

’
さんが電 喜 を して い い と こ…

う な ん だ　あなた が 主人公 なんだ，と い う　意味が あ る］。

G さ ん

（児 童相談 所 職

員 〈心 理 判 定
員〉）

　行為 自　は　虐待だ と思 い ます。ただ，じゃ あ，お母 さ ん が 「虐待をす

る親 」か どうか，とい う こ とは また ， ちが い ます よ ね 。 だ か ら ， そ の こ と

は 止 め な き ゃ い け な い こ と だ か ら，そ の 行為 自体はやめ るように ，止め な

ければな らな い 罎題 だ と い う こ と は 明 ら か に し な け れ ば な ら な い
。 だ か ら

者 で す か ？　 っ て 訊 か れ る と　 「そ うでとい っ て ， そ の 人 が 「［私は］
はな い で すけ どね　　と答えた い 。 「あな た も悩め る お母 さ ん な わ け で す

よね 」， っ て い う話に なる 。 だ か ら， 虐待　か ど うか 　っ て い う枠 　み で は

な くて　あ くま で も子育て に悩め る母親 と い う　組み で 　して い きます の

で 。

本人 ［か らの 質問］だ とや っ ぱ り， 本人 の メ 　 ち を　つ け な い よ う にH さ ん

（新 聞記者） や んわ りと
盞

明す る こ と に な る と思う。「そ れ は広 い 意　で は　　、だけれ

ど も 」 と か ， そ ん な言い 方す る ん じ ゃ な い か な 。ま ず，本人 が そ れ 　 ＝ 自…
分 が ，不適切な行為 を し て い る こ と］に　が つ い て い る っ て い う こ とが

重要な こ と で ， 「そ れ は軽 い んだ」 とか ， 「相談 す る こ とで，ラ ク に なれる

場合が 多い 」 とか ね ，そうい う言 い 方す るか な あ 。

「子 ど もに 噛み つ く こ と も虐待で す か ？」っ て 訊か れた ら ， そ うい う こ と1さん

（親子 教室ス タ

ツ フ ）

は虐待で は な い で し ょ　 っ て 　言う 。

　 気持 ち の 　ど こ か で，「［虐待を］して る か も し れ な い な 」 と思 っ て て ，

で も， そ れ を ， 「そ うだ よ」っ て 言わ れ た ら ， や っ ぱ り， や さしい 母 親で あ

りた い し ，
い い お母 さんを

一
生 懸命や っ て い る ん だ か ら， 「そ っ ち を認め て

よ 」 っ て ［母 は］思 う 。

　す ご く ［虐待 と い う］言葉が 重 く感 じ る し　イ メージ と し て　死 に か か

わ る よ う な イ メ ージを もっ て る か ら，「そ こ まで は ［ひ ど く］な い 」っ て 母

は　思 っ て しまう．
　「や っ て も仕方 な い よ ね 　っ て　信 すれ ば　「じつ は，私 もあ

一で し た 」

っ て言 えるの に 。

4 ．　 結 語 定義 の 新 た な運 用 方 法 と援助の 可 能性

　「ふ た つ の 『現実』の 間の 落差が どれ ほ ど大 き くて も ， どち らか
一方が正 し く， 他

方が まち が っ て い る ， とい う訳 で は ない
。 ただ し権力関係が 非対称 な と こ ろ で は ，

強者の 『現実』が支配的 な現実 とな っ て ， 少数派に 『状況の 定義亅を強制す る」 （上
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野 　1998
，
174頁）。 まさに こ うした状況 が児童虐待の 定義をめ ぐっ て も繰 り広 げら

れ て い る 。 厚生労働省 を中心 に した国家レ ベ ル に お い て ， また 各地の虐待防止 団体

を中心 に した民間 レ ベ ル に お い て も，
い ま虐待の定義は子 ど もの視点に立 っ た ， 欧

米 流の 幅広 い もの へ と移 りつ つ あ る 。

　 しか し， 有識 者 を主導 に した虐待問題 の 告発 ・改善の な か で ，
つ ね に取 り残 され

る危険 に晒 されて い るの は， 日常の 現実を生 き る当事者 たち で ある 。 「すべ て 虐待だ

と定義づ ける先生が い る とすれ ば ， 私の した こ とはす べ て 『虐待』にな っ て し まう」

（L さ ん ） と い うよ うに ， 欧米流の
‘

abuse
’

が もつ 広い 基準 をその ま ま 「虐待」 とし

て 無反省に 流用 さ せ て い くこ とは ， 母親 との間 に認識 の ズ レ を生み出す こ とに なる。

　広い 定義 は ， け っ して母親 を責めるた め に提起 され て い るわ けで は な い に もか か

わ らず， 母親に とっ て は ， 「虐待」とは背負 うに は あまりに も重 い 言葉 として ， しば

しば受 け止 め られ る。 で は ，
こ の 溝を埋 め る こ との で き る よ うな ，

マ ク ロ な援助の

方向性 に は どの よ うな もの が ある だ ろ うか 。 ひ とつ に ， 「虐待」の 響 き とは異 な る緩

や か な他 の表現 を提示す る方法が ある 。 しか しこれ は ， 「虐待」とい う用語が これ ま

で に な く普及 して きて い る現在で は ， 困難な作業で ある こ とは 否定で きな い
。 む し

ろ よ り実現可能な もうひ とつ の 方法 と して ， 援助者全体 ， 社会全体の 取 り組み に お

い て
， 「虐待」に つ い て 共有 され る意 味や そ こ に付随す る さ まざ ま な イ メー ジを ， 援

助 に効果的な そ れ へ と変更 し て い く方向を ， 提案 した い
。 人 は 意味世界 に規制 され

て 生 き る と と もに
， 新た な意味世界 を 「創発」 させ る存在で もあ る （宝 月　 1990）。

強者の 側 に立 つ 専門家や政策立案者， 援助者た ち に は， 自身の 定義が もつ 力 とその

「意味」を ， 当事者の 感情や 状況 に 配慮 しつ つ 反省的に 捉 え直す こ とを とお して ， 新

しい 有力 な 「意味」の生成 ・普及 へ と参与す る こ とが求め られ る 。

　すべ て の 「意味」 と 「正当化」図式は人 間の 所産 で あ り， それ らはその 存在 の 基

礎 を具体的な個人 の な か に もっ て い る （Berger　and 　Luckmann 　1966）。 新 し い 意味

世界の 創出 と は ， そ うした私た ち個々 人 の 反省的な実践 に拠 っ て い る 。 「虐待」とい

う言葉 の 問題 も， じ つ の と こ ろ 多 くの 援助者た ちが 気づ い て い なが ら ， そ こ を掘 り

下 げて検討 ， 改善す る とい う活動に まで は至 らなか っ た 。 「虐待」の 語 を反省的に 再

構築 し， 今後 は 「虐待」 とは子 ど もの福祉 ・権利 を基準 に した 定義で あ り， 同時 に

そ れ が け っ し て 親を責め る た め の もの で は な い と い うこ と
， 虐待 と い うカ テ ゴ リー

で 幅広 く育児 に悩み を抱え る親の現状を救 っ て い きた い の だ とい うこ とを ， 当事者

や 社会 の 成員た ち に 対 し て発 して い か な けれ ば な ら ない 。 児 童虐待 に 関 す る社会学

的追究が
， 実践的課題 を直接に 扱 う人 か らは大 部分が 軽視され て い る （Conrad　and
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Schneider　198 ） とい う実状の なか で ， 社会学が問題の 解決に 向けて 実践的な提言

を お こ な っ て い くた め に ， そ して また 当事者 へ の 援助活動が ま さ に 援助 と して 成功

す る た め に
，

こ れ か ら児童虐待 の 社会学 は ， 虐待 に か か わ る者 さらに は
一

般 の 社 会

生活者が 「虐待」 に対 して も っ て い る社会的評価の さ まざまな側面を ，
フ ィ

ール ド

か ら丹 念 に拾い 上 げて い く必 要 が あ る と い える。

〈注〉

（1｝ 「子 ども （の ）虐待」 な どの 呼 び名 もあ るが ， 本研究で は ， 「児童虐待」で 統
一

　 す る 。

  　害を与 え る側の 親や そ の 他の 保護者 を加害者 ， 害 を受 け る側の 子 どもを被害者 ，

　 と設定す る 。

（3） 「児童虐待の 防止 等に 関する法律」第 2 条 ， 「児童虐待の 定義」を参照願 い た い
。

（4） 虐待の 予 防 と い う場合 に は ， 単 に 発生 の 予 防 （1次予防） を い うだ け で は な く，

　重篤 な事態 へ の 進行の 予防 （2 次予防）， 再発の 予防 （3次予 防）を含めて い う （高

　橋 2001な ど）。

（5） こ の 結論に は
， 暴力は す べ て 容認 され る べ き で は な い （Stephens　1998）と い う

　批判 が出され ， それ に対 して 米国に て現実に 許容 され てい る しつ けの 程度 と虐待

　 との 境界線 を科学的 に明示化 した に す ぎない とい う再 反 論が ウ ィ ッ プ ル （Whip −

　ple　1998）か ら出 され た 。

  　高橋は ， 「虐待」に代わ っ て欧米 で しば しば用 い られ る 「マ ル トリー トメ ン ト

　 （maltreatment ：不適切 な扱い ）」 とい う， よ り包括的な用語 を提起 して い る 。

（7） 「虐待」 とは名づ けな くとも ， 「暴力を振る う母親」 とい うまな ざしに よっ て も，

　母 親 た ち に抵 抗 感 が 生 まれ る こ と も考 え られ る 。 本研 究 は 「虐待」 と い う専門用

　語の も つ 意義や効果 を問 い 直す と い う目的の た め ， そ うした 追究 に は 関心が及ば

　 な い が ， 「暴力 を振 る う母親」と い っ た 母親 へ の レ ッ テ ル 貼 りが もた らす ， 母 親 自

　 身へ の 否定的作用 と援助 へ の 否定的作用 も ， け っ し て看過 で き な い 問題で あ る と

　 い うこ とを ，
こ こ に付記 してお きた い

。

（8） A
，
E

，
　 J，

　 K さん 4 名の み に 注 目す る と
， 母親に か か わ る こ とを重 要な職務内

　 容 としてい る とい う意味 で ， 職務 と狭義の 定義 との 関連性 を指摘す る こ と も可能

　で あ る。 だが す で に
一
部指摘 した ように ， 母親 との かか わ りが第

一義的で あ る場

　合で も，
B

，
1 さん の よ うに 広義の 定義 を示す こ と もある 。 職務特性 よ り も， 他の

　 要素 を重視す る理由は こ こ に もある 。
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（9） 例外的 に B さ ん は ， 「虐待」と い う言葉 をほ とん ど躊躇せ ず用 い て い る 。 しか し

　表 5 に記 した よ うに ， 非常に あ りふ れた軽度の 行為を含む もの と して の 「虐待」

　の 意味 を伝 えて い る 。
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ABSTRACT

Definitions of  
"Child

 Abuse" in Support Practices

                             UCHIDA,  Ryo

          (Graduate School, Nagoya  University)

Furo-cho, Chikusa-ku, Nagoya-shi, 464-8601 Japan

               E-mail: dada-la@hotmail, com

The  purpose of  this study  is to consider  the definitions of  child  abuse  by

professionals, and  the aims  behind these definitions, and  to clarify,  with  refer-

ence  to the opinions  of  abusers,  the issue of  definitions in the course  of  support.

The  nuance  of  cruelty  of  the word  
"abuse"

 (in Japanese, gyakutai), is a  key to this

discussion.
     In recent  decacles, broad  definition based on  the welfare  of  children  has

become popular, but we  have not  paid  great attention  to the way  the word

gyakutai is used.  Some  earlier  literature have  suggested,  in a  summary  way,  the

problems  of  definition, while  others  have researched  and  illustrated differences
and  consensus  among  professionals or  lay people, leading  to quantitative analy-

sis. This literature is lacking in examinations  of  the relation  between the
professional and  the abuser.  In this study,  with  the aim  of  achieving  the purpose
suggested  before, I conducted  interviews with  eleven  helpers engaged  in different

jobs, and  also  interviewed a  mother  who  had  abused  her child  and  referred  to

autobiographies  and  articles  written  by abusers.  In analyzing  the data, I took  the

stance  of  presuming that what  a person perceives to be problems is precisely
what  should  be looked at  by the researcher.

     The  results  of  the research  are  as  follows. The  definitions formulated by

helpers were  not necessarily  based on  social  roles. Although many  mothers  felt
that their treatment  of  their children  was  inappropriate, they did not  define their
actions  as  g]yJaktttai, The  definition by  a  helper depends more  on  whether  he!she

is mainly  concerned  with  the welfare  of  children,  leading to a  broad definition,

or  the emotion  of  mothers,  leading to narrow  one,  rather  than  on  his/her  social

role,  It is interesting to note  that in the course  of  providing support,  helpers who
agree  on  the broad definition avoid  using  g},aktttai, just like those  who  prefer the

narrow  sense,  because of  concern  over  the nuance  of  cruelty  that fbTafeutai can

have.

     It should  be concluded,  as  stated  above,  that  when  we  support  or  intervene

in a case,  or  enlighten  people, it is necessary  to propose that gyakutai be the term

not  for condemning  the abusers  but for promoting  the welfare  of  children  and

supporting  the parents,
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