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障害児 を もつ 母 親 の 子育 て と就労 に 対す る 意識調査
　　

○ 原 瞰
：F 　 　 上棚 舒 　 　 　黼 利チ 　 　 日 高s羊　1−

（YMCA 健驪 膊 門学佼） （徽 好 短 駄 学 ） （徽 好 短鰍 学 ） （撒 好 短鰍 学 ）

　は じめ に

　現在、働 く 母親 の 就労援 助 に つ い て は 平 成 6年 12
月に 厚生 ・文部 ・

労働 ・建設 の 4 省 大 臣合意 に よ り策

定 され た
「

エ ン ゼ ル プ ラ ン 」 及び、そ の 具 体的施策 で

あ り、本年度が そ の 総 仕上 げの 年 に な っ て い る 「緊急

保 育 対 策 等 5 か 年事業」 に よ り、就労 と育児両立 支援

の 総合的 推 進 を 目指 した さ ま ざま な 対策が 実 施 され て

い る 。 で は 、 障害児 を もつ 母親 に つ い て は 果 た し て 養

育昔の ニ
ーズ を反映 した 施 策 に な っ て い る だ ろ う か、、

そ こ で 、就 学 前 の 障 害 児 を もつ 母 親 に 対 して ア ン ケー

ト調査を行 い 、子育 て と就 労 に つ い て の 意 識 を 把握 し

よ うと試 み た 。 こ の 調査を もとに 、母親 の 求 め て い る

公 的 攴援等 は どの よ う な もの で あ るか を 考 察 し、祉会
的含意 が 得 られ る 方策 を 見 い だ す こ と を目 指 した い 、，

　1調 査 の 概要

　1 ）対象及び方法

HlO 年 10 月 1 日か ら 11 月末 日 ま で に 、 神奈川県

内 の 通 園 施 設 、 訓練会、保 育所 、幼 稚園 に 通 う障害児

の 母親 47 名 に、ア ン ケート調査用 紙を 配 布 して 記 入

依 頼 し、郵送回収 した 。

　質 問 紙 は 対 象者の 属性お よ び 仕 事 を 持 っ て い るか い

な い か、仕事を持つ 母 親 に 対 して は 仕事 を もつ こ との

メ リ ッ ト、デ メ リ ッ トお よ び 必 要 と して い るサ ポ
ー

ト、

就労 に つ い て の 自由 意 見 等 18 項 目。

　2 ＞ 調 査 結 果

　母親 の 年齢 は20代 7名 （15％ ） 、30代 33 名 （70％ ）

40代 7名 （15％ ） で あ る。子 どもの 人 数 は 1人が 19名

（40，4％ ） 、2 人 25名 （53．2％ ）、3 人が 3 名 （6．4％ ）

と な って い る。 母 親 の 就労状況 を み る と、現在就労

して い る 母 親 8 名 （17％ ）、就 労 して い な い 母親 39 名

（83％ ） で あ る 。　 以 ド、現在就労 して い る 母 親 の グ ル

ープ を A 、就労 して い な い 母 親 を B グル
ー

プ と し て 質

問 を 項 目別 に 分 類 した。

　＜＜A グ ル
ー
プニ現 在 就 労 して い る 母親 8 名へ の 質 問 》

　 母 親 の働 き 方 に つ い て は表 A − 1 を参照。外勤 フ ル

タ イ ム は 公務 員な ど就 労 条 件 の 良 い 職 場で あ る。就労

年 数 は 20 年 以 上 1名、10 〜20 年未満 2 名、5 〜

10 年 未 満 1名、5 年未満 4 名で あ る。

表 A − 1

母親の 働 き方 人 数 仕 事 の 内容

外 勤 フ ル タ イ ム 2 名 公務員　 教 員

外勤バ
ー

ト 4 名 歯科 助手 宅配 サ北 嘆
’

也

自 営 業 1 名 事務 員

内 職 1 名 袋 物 作 り

現 在 就 労 して い る が 、 転職 あ る い は 仕 事 を 中断 した

経 験 の あ る母 親 は 3 名、継続 して き た 母親 は 5 名 で 、
中 断 理 由 は 、 結婚、出 産、」

乙
育て と、健常 児 を 養育 し

て い る 母 親 との 違 い は な い 。就 労 して い る こ と の メ リ

・
ソ トは、毎 日 新鮮 な 気 持 で 、客観的 に 子 ど も を 見る こ

と が で き る 、 自分 ・人の 時 間 が 持て る 、 子どもは集 団

生活で 自ウ：し安定 して い る、母親自身 が地 域 との 関 わ

りが で き るな ど。デ メ リ ッ トは、時 間 に 追 わ れて 、ゆ

っ た り と子 ど も と接 す る こ と が で き な い 、内職 や 家業

に 専心 で きな い 、子 ど もが 病気 に な っ た 時の 不安な ど

が あ げ られて い る。

　で は、就労の 際、必要 と して い る サ ポ
ー

ト は 何 か。

まず、病気 を 含 め どん な 時 に で も気軽 に お 願 い で き る

預 け 先 や そ の シ ス テ ム、費 用 が か か ら な い 公立施設、

頼れ る 家族 と そ の 協 ノJ、 悩 み をサ ポ
ー

トして くれ た り

情報を提供 して くれ る シ ス テ ム 、小学生 の 障害児の 学

童保育 が 共通 の ニ
ー

ズ で あ る 。

《B グ ル ープ 現在就労 し て い な い 母 親 39名 へ の 質問）〉

　就労経験 の 有無で は、仕 要を した こ とが あ る 母親 は

37 名 （95 ％ ）、仕事を した こ とが な い 母 親 2名

（5 ％ ）で あ っ た 。就 労 経 験 者 の 過去の 在職年数 は 10
〜20 年 末満 10 名、5 〜10 年未 満 18 名、5年未

満 8 名、不明 1 名で あ る。就労断念理由 は、結婚（16名〉

子 育て （19 名 ） 、 転 居 （2 名）で ある。

　就 労意志 の 有無 と時期で は、現 在 ・ 将 来 共 に 仕 事 を

し た い 母親 が 71 ．8 ％ を 占め て い る。

　　　　　　　　　　　　　　　　 表 B − 4

就労意志 の 有無 とそ の 時 期 人数　（％ ）

（a ）現 在 も将 来 も仕 事をしようと思 ηない 6 名 （15．4）

（b ）現 在 仕事 を した い と思 ・ ひ る 2 名

（c ） 将来仕 事を した い と思 ・ ひ る 19 名 （71，8）

（d ）現 在 も将 来 も仕 事をしたいと思 ・ている 7 名

〈e ＞無回答 5 名 1（12，8
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（a ）「現 在 も将 来も仕事を した い と思 わ な い 理 由 」 と

し て は ・子 ど もが 全介 助 を 必 要とす るた め 　
・Fど も

の 障害克 服 が 大切　（b ） 「現 在 仕 事 を した い と思 っ て

い る 理 由 」で は　・子ど もが通 園 中 は 気 分 転換が した い

（c ） 「将 来仕 事を した い と思 っ て い る理由」は　。親の

扶 養 や 住 宅 ロ
ー

ン な ど で 経 済 的 に 苦 しい 　 ・子 ど もが

成長 して 時 間 や 精 神 的 に ゆ と り が で き た ら働 き た い 。

（d ） 「現 在 も将 来 も仕事を した い と思 っ て い る理 由」

は　 ・キ ャ リア や 資格 を 生 か した い 　 。家計補助 の た

め ・無 心 に 打ち込 め る もの が 欲 しい な どで あ る。

　 「子育 て と仕 事 に つ い て の 自由 意 見 」

・不器 用な 性格 な の で 専業 主 婦 が 合 っ て い る。

。子 育て は 女性 に と り大笋な仕事 。 両 立 はで き な い 。

・障 害 を もつ f’ど もは リ ハ ビ リ や 訓練 で 時間も費 用 も

か か り、預け先もな い t，雇 っ て くれ る企業 もな い 。

・母親 が安 定 した 精神状況で な い と f育て は 大変 。

　どの くら い 我慢 が で き るか に か か っ て い る 。

・子 ど もの 具 合 が 悪 い の に 外 で 慟 くの は 抵抗が あ る

　しか し 子育 て だ け で 人 生 を終 らせ た くな い 。

・子 ど もが 病気 で も家で 働け る 仕事 が欲 しい 。

・保 育所 に 行 っ て い る今 は よい が、小 学校 に 入・った ら

　や め な け れ ば な らな い 。夏休 み 等 ど う し よ う もな い ．

ll．考察と提言

　就労中の 母 親 と専業 主 婦 と して 子 育 て に 従 事 して い

る母 親 の 意 識の 違 い に つ い て み る と、次ぎの 事実 が浮

き彫 りに され る。就 労 中 の 母親 は、時 間 に 追 わ れ る も

の の 、 精 伸的 に安定 し 、 母子癒着 に 陥 る こ と な く、子

ど もの 停在 や 成 長 を 客観視 して い る 。
こ れ に 対 して 導

業主 婦 と して 子 育て に 従事 して い る 母 親 は 、子育て と

仕事の 両 立は と て も難 しい と 考え て い る。そ の 理 由と

して 「ど ち ら も手を抜 けな い 」 「不 器 用 だ 」と 自身の

性格 を あ げ、次 に 「女性 に と っ て 子 育 て が 仕事以 ヒに

大 切 な 母親 の 役 目」 と い っ た 性別 分 業意識、さ らに は

「障 害 を も つ 子 ど もの 母 親 は、働 い て は い けな い と い

う よ うな無言の EE力を 感 じ る 」 と い う こ とば に み ら れ

る よ う な 意 識 の 底 に あ る 「社 会通 念 」 で あ る 。 反 面、

「子ど もと離 れ る の は 不安 。 だ が 子 育て だ け で 終 わ り

た くな い 」 「主 人 の 給 与 の み で 生活 させ て も ら うの は

は 今
一・した くな い 」 とい う回 答に み られ る よ うに、子

育 て の 役割期待 に 応 え よ う とす る感 情 と就 労 欲求 との

間 で 葛藤 状 況 が 認め られ る、、また 、今 日 の 経 済 状 況 を

反映 して 、　「障 害を も っ た 子 ど もに は 時 閊を と られ 、

病 院 へ 行 く回 数 も 多 く、何 か とお 金が か か る。屯 人の

収人 だ け で は苦 し い 」 「主 人 に 万 が一の こ とが あ っ た

時 に、どうや っ て 生 きて い け ばよ い の か 、 と て も心 配。

障 害 児 を 抱 え な が ら働 くの は とて も で きな い 。や は り

施 設 に い れ る しか ない の だ ろ うか ？」 とい っ た深 刻 な

経済不安 も抱 え て い る。　 就労、非 就 労 を 問 わ ず 共通

す るニ
ーズは、安心 して 働 け る よ うに 、病気 の 時 を 含

め て 障害 児 を 気軽 に預け られ る場 が欲 しい とい う こ と

で あ る。さ ら に 長時間預か っ て くれ る サ
ービ ス や 学童

保 育 の 充実 も切 実 で あ る。

　就学前の 障害児を抱え る母親 は、子 ど もの 障害 に 関

して、k だ 客観 的 な 理 解 や 見通 しが 持て な い 場合 が 多

く、何 とか 自分の 手で 障害 を 軽 減、除去 して や りた い

と 考え る。 「子育て は母 親 の 役 割」 と い う根 強 い 性別

分業意識 も慟 く。そ の 上 、現 在 の 日本 の 経 済 状 況 は 若

夫 婦の 共働きを余儀 な く させ る状況を作 り出 して い る。

さ ら に、障 害児 の 養育 は健常 児 と比 べ 経 済的負担も大

きい 。性 別 分 業意識 と経 済的困難 の 狭間 に 立 た され た

障害児の 母親の 苦悩 は 深刻な もの が あ る。

　 こ の 状 況 を打開す る た め に は、行政 。企業が、障害

児の 母親の 雇 用 枠を 特別 に設け るな どの 配 慮 を行 うこ

と、育 児 休 業 。介護休 業 を 男 女 と もに 積極的 に 取 得 で

き る よ う に す る こ と、介 護休業給付 の 増 額、特別児童

扶養手 当 の 対 象者の 拡大 と増額 、保 育所 ・学 竜 保育 に

おけるニ
ーズ に 対 応 した 障害児受け 人れ、児 童 家庭 セ

ン タ
ー等地域 で の 相 談機 能 の充 実 な どの 促進 が あ げ ら

れ る だ ろ う。 そ して 、こ れ ら の 対応策 と 同 時 に 、障害

児 ・者を 切 り捨て 、利潤 追 求 を 優 先 す る 社会の 在 り方

や 性 別 分 業意識 を、我 々 の 中で 再倹討 し払拭 して い く

努 力が 必 要だ と思 わ れ る 。
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