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　【企画 の 趣 旨】

　1995年 1 月17日未明 の 阪神 淡路大震災 は物的に も人 的

に も未曾有の破壊 ・損傷 をもた ら し ， 心理的 に も深刻 な

影響 をもた らした 。

“ PTSD ”

が
一

時期流行語に な っ た こ

と は 周知 の 通 りで あ る。しか し そ の 後 4 年余を経て ，老

人 ， 障害者 ， 失業者な どに はなお 震災 の 影響 が 見 られ る

と して も，子 ど も に は ほ と ん ど見られ な くな っ た 。 しか

し仔細 に 観察す る と
， 震災 に よ る 心的問題が す べ て な く

な っ た わ けで は な さそ うだ し， 現在 に 至 るまで の 問題の

変遷や消失過程な ど も十分に解明さ れ た と は い い がた い 。

そ こ で 本 シ ン ポ ジ ウム で は ， 学会が被災地神戸で 開催さ

れ る機会 で もあ るの で，震災 の 子 ど もへ の影響に つ い て

検討 し て み よ う と考えた 。

　初め に 司会者の 秦が ， 最近 の兵庫県教育委 員会 に よる

児童 ・生徒 に 対す る震災の 影響調査 に つ い て ， そ の 概略

を報告し， 全体の オ リエ ン テ
ー

シ ョ ン を行 っ た 。 続 い て

4 人 の 話題提供者が以下の 報告を行 っ た。

　 1．乳幼児 へ の 発達的影響　　　　　　後藤　容子

　芦屋 市に お い て ， 平成 7年か ら 9 年 の 「3歳児心 の 健

診」 の 受診者 とそ の養育者を対象 に
， 受診 し て 約 1年後

に 郵送調査 を行 っ た 。 被災時の 子 どもの 年齢 は胎児 か ら

3 歳 まで 。 こ こ で 特徴 的 で あ っ た の は ， 郵 送 に も か か わ

らず調査 票 の 同収率が 高 く， 自由記述欄 へ の 記入 が多

か っ た こ とで，母親 の 震災関連 ス トレ ス が育児不安に つ

な が り ， そ れ が 子 ど もの 問題 に 2 次 的 な 影響 を与 え て い

る ら し い こ と が推測 された。

　乳幼児自身の 身体状況 ， 言語 ， 対人 関係，情 緒的状態

等 に つ い て ， 震災直後の変化 と そ れ 以後 の 継時的変化

（3 ヶ 月〜2 年後 ） を尋ね た と こ ろ で は ， 「眠 りが浅 い 」厂揺

れ に 敏感 に な っ た 」 「音 に 敏感に な っ た」「1人 で 寝ら れ

な い 」「父母 の ぞぱを離れな い 」「暗 い と こ ろ を怖が る」

等の 変化 （症状 ） が ， 乳幼児の 3〜 5 人 に 1 人 に 見 られ

た。また ，そ の 現 わ れ 方に は 以下の よ うな傾向が認 め ら

れた
。   時間経過 に よ り症状 の 変化 に 違 い が あ る 。   た

と えば暗が りの 恐怖 な どは物的被害，人 的被害 の 大 き い

ほ ど症状の 発現率が大 きく， 時間が経過 して も消失しに

くい 。  被災時 の 年齢 に よ っ て症状が異な り， 被災時の

年齢が高 い ほ ど情緒 的問題 の 発現率 が 高 く，年少 の 乳児

で は食や 睡 眠等の 生活習慣の難 し さ が 継続 し て い た。

　 II．小学生 の 実態　　　　　　　　　　伊藤　進二

　芦屋市は最激震地域 で あ っ たが
， 潮見小学校 は 芦屋浜

の 埋 立地に林立 す る高層住宅街に あ り， 学校に も校区の

住宅 に も あ ま り大 き な 被害 は な か っ た （せ い ぜ い 半 壊 程

度）。 しか しそれゆえ に ， 大 きな被害 を受 けた 周辺地域か

らの転入が多か っ た。

　そ の よ うな 子 ど もの 中に ， 教室に 入 れ ない 2年生が 2

名 い た。転入時，A 男 は教室の 周 りを ウ ロ ウ ロ し ， み ん

な が 昼休 み で 教室 を離 れ て い る間に ，給食を食べ に 入 っ

て き て い た 。 B 子 は 母親か ら離れ られず ， 登校 して も母

親 の 足 に しが み つ い て い た。し か し ， 保健室や別教室 を

利用 して 他児 を引入 れ て 遊 ば せ た り し て い る う ち に ， 4

年生 に な る と教室 に 入 れるよ うに な っ た。

　次 に ，昨年行 っ た ア ン ケ ート調査 を紹介す る と，幼少

期 に被災 した子 ど もた ち に も震災の影響が見 ら れ ， 震災

時 に 3歳 と 7歳 で あ っ た 小 2 と小 5 に震災に つ い て話し

た が ら な い 子 が多か っ た 。 また ，
2 年 で は 1 人 で トイ レ

に 入 れ な い ， 寝 られ な い
， 電気が消せ ない とい っ た問題 ，

5 年で も物音 に び く び くす る ， トイ レ の戸が閉め られ な

い 等の 退行 的な問題が続 い て い た。

　III．心 の ケ ア が必要 な中学生 の 実態 大前 稔

　 こ の 3月 まで 最激震地域の 本庄中学 （生徒数 920〜30名中

死 亡 者 10名 。家 屋 の 全壊2  ％，半壊38％，一一
部損壊26％）に 勤務 し

た経験 と そ こ で の 調査結果 を述べ る 。

　ま ず不登校に つ い て。も と も と全欠の生徒が 1 ク ラ ス

に 1人 く ら い は い た が ，震災直後は こ れ が激減 。 と こ ろ

が 3 年目に な っ て 小 6 で 被災 した子 が 中 3 に な っ た こ ろ

か ら再び不登校や そ の傾向を示す もの が増加。次 の 学年

が 中 3 に な る と不 登校傾向は さ ら に 増加 し ， 今年 も同 じ

状況 が 続 い て い る。欲 求不満耐性の減少が著 し く ，
い や

な こ と， しん どい こ とが あ る とす ぐ学校を休む ，遅刻す
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る な ど の 傾 向が 強 くな っ て い る。

　また ， 問題行動を示す生徒も少な くは な か っ た が ， 震

災後 は 彼 ら も 「死 ん だ友達 も い る の だ か ら頑 張 ら ね ば」

と い っ て 問題 を起 こ さな くな り，卒業式 に も全員 が 落 ち

着い て出席 。 し か し 3年目 に な る と ， 再び問題行動が 出

現。学校 内で はあ まり問題 を起 こ さ な い が ， 学校外で の

喫煙，深夜徘徊，薬物乱用 （シ ン ナ
ー

），窃盗等が増加。震

災前の 生徒に は パ ワーが あ り， 指導を し て も手応 えが

あ っ た が ， 今の 生徒 に は そ れ が な く， 教師に 突 っ か か っ

て くる ようなパ ワ
ーが 見 られな い。震災 と関係があるの

か ど うか は分か ら な い が ，彼ら に は 人間関係 （対 教師，対

友人｝ の し ん ど さ が見て取れ る 。

　IV．ス ク
ール ・カウンセ ラ

ーの 立場から　 井上 　幸子

　被災地 （淡路 島・北 淡町） の ス ク ール ・ カ ウ ン セ ラ ーと し

て
’
95年 6 月23日に 赴任 したが ，

こ の時点で 既 に 震災 の 痕

跡は き れ い に 片付 け ら れ て い た。学校の 先生 は子 ど もた

ち は皆元気だ し ， PTSD な ど とい う もの が起 こ り う る の

か とい われた 。 親 をな くした子 どもまで が 「皆頑張 っ て

い る の だ か ら ， 自分 も頑張 らね ば」と作文す るような状

況。 こ れ で は 「夢 で は な い か → い や現実だ」と い うよ う

な現実の 確認もで き な い し ， 弱音 も吐 け な い
。 そ れ ゆ え ，

服喪や癒 しの 作業 はで きな い の で はな い か と思われた。

実際，養護 の 先生に 聞 く と ， 何か 分 か らな い が しん どい

と い う生徒が い る と の こ とで ，
こ の ような生徒に は で き

るだけ体験 を話 させ るように した。

　保健室の統計を見 る と，震災後 1 ・2年目は利用者が

そ れ ほ ど増え て い な い が ， 胃痛， 鼻炎な ど具体的な問題

や考 え られ ない ような原因 の 骨折 が 増加。ケ ン カ も多 く，

捻挫，打撲，切 り傷 な どが 増加。 3年 目 に は利用者 が 急

増 し，だ る い と か風邪症状な ど不定愁訴の よ うな もの が

多くな る 。 ま た ， 震災の影響か ど うか は分か らな い が ，

4年目 に 中 2 女児 が集団 ヒ ス テ リ
ー

を起 こ した り，男子

中学 生 が 傷っ け る と い う意識 を も た ず に 女 児 の 容貌 を か

らか う と い うような未熟 な行動が見 られた 。

　 V ．討論

　 井出 ：PTSD の 診 断基準 で 不可欠 な の は 恐怖 体験 の

反復想起で あ る が ， こ の よ うな症状は ほ とん ど見 られ な

くな っ た 。しか し，話題提供 の 中 に もあ っ た よ うに ，身

体症状 な ど は必 ずし も減少 し て い な い
。 震災 の 直接的 な

影響 とい い う る か どうか は分 か らな い が ，
二 次的 な ス ト

レ ス の 蓄積 な ど も考慮され るべ きだろう。

　林 ：震災 の 影響 とい う と， 危 な い 子 は い な い か と探す

こ と ば か りが な さ れ る。し か し， こ の 体験 を納得 で き る

よ うに 整理 し ， 将来の バ ネに で き る よ うな援助が 必要で

あ る。また
， 現場 で の 分 か ら な い ，教 え て ほ し い と い う

声に対 し て ， 学界 ・研究者は答 え を提供で き ね ばな ら な

い し ， 次 の 災害 に 生 か せ る よ う研究成果 を世 界 に 発信 し

て 行 か ね ばな らな い が ，それ が で きて い な い 。

　浅川 ：物理 的環境 ， 人 的環境 ， 社会文化 的環境 との 間

の バ ラ ン ス が急激 に 破壊 されるの が災害。 こ うい う状況

で は や た らに 頑張 る 人 が 出て 来た りす る。 こ の よ うな危

機は危険で あ る と同時に ， 乗 り越え られ れ ば新た な展開

が 可能に な る の で ，
こ の 両面 を念頭 に お い て 介入す る こ

とが 必要。

　VI．まとめ

　子 どもに 見 られ る 上記 の ような問題行動 は，多 くが 震

災 の ない 地域 の 子 ど もに も認 め られ る。そ れ ゆ え，こ れ

ら の問題 は震災の影響に よ る の か ， そ れ と ももっ と
一
般

的な社会や子 どもの 変化 を反映 して い る の か がは っ き り

し な い 。こ の だ れ もが 悩ま さ れ る問題の 存在は最初か ら

分か っ て い た の で ， 企画者は ， 話題提供者 に は で き る か

ぎり対照群 との 比較検討 をして い ただ きた い と事前 に お

願 い して お い た。しか し ， そ うい うシ ス テ マ テ ィ ッ クな

研究は，林 の い うように ，き ち ん と し た研究チ ーム で も

組 ま ない か ぎ り ， 個々 の研究者や教師の レ ベ ル で は不可

能 で あ る。企 画段 階 で は こ の こ とに 理解が 及 ん で い な

か っ た 。 反省 して お 詫びした い
。

　 しか し， こ の よ うな企画の不備に もか か わ らず ， 本 シ

ン ポ ジ ウム で は以下 の ような共通 の 認識を もつ こ とが で

きた。  震災 に よ る被害の 大 きさ，被災時 の 年齢や 発達

段階 ， そ の 後の時間経過 ， 家庭の 経済的負荷な ど に よ っ

て 異 なるが
， 震災 の 影響 と見 られ る問題行動 は 4 年余 を

経過 し た 現 在 もな お 続 い て い る。  乳幼児 で は 被災体験

を ど う受け と め られ て い る の か分か ら な い が ，そ の 影響

と思わ れ る問題行動が認め ら れ る 。   被災体験の言語化

が うま くで きな い 小学生 で は退行現象 が 生 じやす く，形

を変え な が ら現在 まで 続 い て い る 。   中学 生 く ら い に な

る と ， 被災後 2年 くらい は落ち着 い て い る よ うに見えて

も， 3 年 目に な る と我慢 し て 貯 め こ ん で い た 問題 の リバ

ゥ ン ド と もい い う る現象が 生 じて い る 。   い ずれ に して

も，こ れ を乗 り越 え て 行 くた め に は ， 体験 を話 した り表

現 した りす る こ と等 が 必要 。 なお ，今後 もさ らに 現象 を

で き る だ け正確 に 記述 し て ， そ の データ を蓄積 し て い く

こ とが 必要 で あ り，それ を防災 に 生 か せ る よ うに しなけ

ればな ら ない
。

　参加者 はあ ま り多 くなか っ たが ， 活発な議論がな さ れ

た 。 紙数の 制限で そ の 多 くが掲載で き な か っ た が，ご容

赦願 い た い 。
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