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子 ど も の 虔 待 に 関 す る 市 民 意 識

　　　　　　　　山 縣 　 文 治

　　　　　　　（大 阪 市 立 大 学 ）

1。研 究の 概要

　   目 的 2000 年 5 刀 、児 竜虐 待 の 防 」ヒ等 に 関 す る 法

律が 成立 し、11月 か ら施行 と な っ た 。・子 ど もの 虐待 の

．1）i　［Eに は 、専門家 に よ る 援助 だ け で は な く、市民 を含

む ネ ッ トワ
ー

ク が 有 効で あ る と い わ れ て い る ，そ の た

め に は、II∫民 が 子 ど も の 虐 待 に つ い て 正 しい 認 識 を も

っ と と も に、援助 の 枠組 み に 対 す る理斛が 必 要 で あ る 。

　 本 研究 は 、市民 が 子 ど も の 虐待 を ど の よ う に 理 解

し て い る の か 、さ ら に は そ れ に 関 わ る 児童 福祉 制度 に

つ い て どの 程 度 理 解 して い る の か を 明 らか に す る もの

で あ る。と り わ け、通 告 の 義務 と それ らの 関 係 に っ い

て 明 らか に する。

　  調査 の 対象と 抽出　A 市 在 住 の L8歳以 上 の 市 民．，

抽 出 は住民基 本台帳 か ら の 無作為 に3，000人／t

　調 査方法 と調 査 期問 ：質問紙 に よ る 郵送 調 査。調 査

期 間 は、2000年 8 月 1 日か ら 8 月 20口g

　  回 収状 況 　有効 回 収 数1，035。有 効 標本率34．5％。

2 ．ff析 の方法

　 児竜福祉法第25条 で は、厂保護者 の な い 児童 又 は 保

護者 に監護させ る こ と が 不 適 当で あ る と認 め る児童 を

発 見 した 者 は 、こ れを福祉事務 所 若 し くは 児童相談 所

又 は児 童 委員 を介 して 福祉 事務所若 し くは 児 竜 相談所

に 通 告 し な け れ ば な ら な い 、た だ し、罪 を 犯 し た 満
．
十

1？Lr歳 以 h の 児 童 に っ い て は、こ の 限 りで な い 。こ の 腸

合 にお い て は、こ れを家庭裁判所 に 通 告 しな け れ ば な

らな い 」 と 規定 し て い る。一般市民 で こ れ を 知 る 者 は、

必 ず し も多 くな い と考 え られ る。　 方 、こ の 規 定 を 知

・1 て い る者 は、子 ど もの 虐待への 開心 が 高い 人 と考 え

られ る，

　 そ こ で 、通告 の 義務 の 認 知 度 が 、他 の 要 因 と どの よ

うな関係 が あ る の か を、ク ロ ス 分析 で 明 らか に した、，

独 立 変 数 は、  子 ど も の 虐待 に 関す る 意識 （ユ8項 目）、

  通 告す る 際 の 不 安 （10項 口）、  児童 相 談 所 の 紺応

（3 頃 目）、  虐 待 が 疑 わ し い と き の 対 応 〔1・i項 R ）、

  関係機閧の 周 知 等 （8 項 口）、で あ る。

　な お 、通 告 の 義務 の 認 知 に つ い て は、「聞い た こ と

が な か く ） た 」 46、9 ％ 、「通 告 先 は 知 らな か ＃t； た が 通告

義務 が ある こ と は 知 っ て い た 139 ．1 ％ 、「ど こ に 通 告

す べ きか も含め よく知 っ て い る 」 14．O ％ で あ っ た．、

3 。調萱 の結果

1 ）子 ども の 虐待 1こ関 す る 慧 識

　子 ど も の 虐待 に 関す る意識 に つ い て は、日本子 ど も

総合研究所 が 行 っ た ビ ネ ッ ト調 査 の 項 ［ の うち、若 干

の 文 言 の 修 正 を 加 え た 表 1 に 示 す 19項 目 に つ い て 関 連

を 調べ た。そ の 結果、「親 の 帰 りが 遅 い の で 子 ど も は い つ

も 夕食 を．一人 で 食べ て い る 」 「夜、子ど もを寝か しつ けて か

ら 夫 婦 で遊 び に 出 か d る 」 1子 ど も に 『あ ん た な ん て 生ま れ

て こ な けれ ば よか 孔 コ ！こ』 と しば しば 言 う」 「親 が 思 矯…期 の 娘

の 胸 を さ わ一一1 た り なで た りし （ 可愛 が る 「
「
親 が ギ セ ン ブ ル

に お 金 を使 っ た た め 、学 校 で の 必要 費用 を 支払 え ない ．「他

の 兄弟 と比 べ
．
ぐ 「お 自1」は だ め だ』 lr西 う　 「子 ど もの 話 し か

け をい っ さい 無 視 し て 答 え な い
」

の 7 項 目で 関連 が み 広 れ

た。傾 向 と して は、い ず れ も、通 告 の 義務 に 関す る 意識 が

高い 者が 、虐字寺と し で の 意識 も 高 く な っ てし 、る。
2 ）通告する 際 の 不安

　通 告す る 際 の 不 安 に つ い て は、「虐待 で はなか っ た揚

合の 責任 1 「親 子 分離 され た ら子 ど も が か わ い そ う 1 の 2 項

目 で 関連 が み られ た。こ れ は、い ず れ も 認 知 度 が 低 い 人 の

方 が
’
不 安 で が あ る 」 傾 向が 強い 、

3 ）児童相談所 の対応

　児 童相談所 の 対応 に つ い て は 、「ど ん な こ とが あ っ

．
〔

も家庭 内 の こ と に介 入 す べ き で は な い ．
』
子 ど もに 外傷 が 見

られ る な ど確実 な証 拠 が あ る 場合 に 　限 っ て 介 入 が 必 要 1

の 2 項 目 （『関連 が み られ た 、、前 者 に つ い て は ，通 告 義務 の

認 知 と の 間 に 直 線 的 な 傾 向 が み ら れ た が 、後 者 に
・
つ い て は

直線 的 な 傾向 と は な ってい な い tt

4 ）處待 が 疑わ しい ときの 対応

　虐待を疑わ しい と き の 対応 に つ い て は、「福祉 事務所 、

児 童 相 談 所 に 相 談 」 「何 も し な い 」
’
あ な たの 家族、親 戚、

友 人 に 相 談 」 の 3 項 目で 関連 がみ られ た。「福祉 事 務 所、児

童 相談 所 に 相 談 」 と い う専門 機 関 に 相 談す る も の は 通 告 義

務 を知 っ て い る 人 に 、「何 も し な い 」 「あ な た の 家族、親 戚、

友 人 に 相談 」 に つ い て は、通 告義務 を知 らな い 人 に 多 か っ

tt’．

5 ）関係機関の 周 知等 （8 項 目）

　 関係 機 関 等 の 周 知 に つ い て は 、調 査 し た す べ て の 項

目 で 1 ％ 以 下 の 有 意 水準で 差 が み られた。傾 向 と して

は、通 告義務を知 っ て い る 人 の 方 が、児童相談所 を 除

い て 、すべ て 機 関等 を 「知 っ て い る 」 の 害1」合が 高 い ．，
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表 1 　 子 ど も の 25 条 の 認 知 と 通 告 す る 際 の 不 安 と の 関 係
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表 2 　 25条 の 認 知 と 通 告 す る 際 の 不 安 と の 関 係
一

O．01 ％ 以 下 o．05 ％ 以 下 有 意 差 な し

・虐 待 で は な か っ た 場 ・通 告 し た こ と が 相 手 に 分 か っ て し ま う の で

合 の 責 任
・

通 告 手 続 き な ど が あ っ て 面 倒 な の で は な い

・親 子 分 雕 さ れ た ら 子
・あ な た と そ の 家 族 と の 澗 が 気 ま ず く な る の

1 ど も が か 挑 そ う

セ

1

・す ぐ に 対 応 し て も ら え る か
・本 気 で 対 応 し て も ら え る か
・通 告 さ れ．た こ．と に 親 が 腹 を 立 て 、子 ど も

い 扱 い を 受 け る の で は な い か

L ・
　 し ・．

チ
ム 雄 さ れ た ら

．
が か わ い 郵 廴＿＿

表 3

　 　 　 　 0．01 ％ 以 下
・

ど ん な こ と が あ っ て も 家 庭 内

　 の こ と に 介 入 す べ き で は な い

児 竜 相 談 所 の 対 応 に つ い て の 意 識 の 関 係
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表 4 　 25条 の 認 知 と 児 童 虐 待 を 疑 っ た と き の 対 応 と の 関 係

墾 簾纛翻
表 5 　 25 条 認 知 と 関 係 機 闇 ・制 度 の 認 知 の 関 係

Q ．【｝1％ 以 下
・
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4 ．結累の考察

　子 ど も の 虐待への 対応 は、発 生予防、重度化 ・深刻

化 の 予防、再発 の 予防 の 3 つ の ス テ ッ プ で 考 え る必 要

が あ る。
．
般 市民の 主 た る 役害i」は こ の うち、発 生 予防

と再発 の 予防 へ の 協力 に あ る n

　本 調 査 か ら、虐 待 へ の 支援制度 へ の 認 知 が 高 い も の

は、適 切 な行動が とれ る 可 能性が高い こ とがわ か っ た。

こ の こ と は 啓発 活動 の 大 切 さ を示 し て い 紅 ，向らが 虐

待 を しな い とい う視点だ け で は な く、援助者 と して の

立 場 を 自覚させ る啓発活動 が 重 要で あ る。厚 生 労働省

で は 、現 在市町 村児童虐待 防 】1：ネ ッ トワーク事業を 推

進 し て い る が、こ の 中 で は、こ の よ うな視点 で の 事業

に 取 り組 ま れ る 必 要 が あ る 。

　虐待 を して い るもの を罰す る とい う視点で は な く、

そ の 苦 悩 か ら早 く解放 して あ げる とい うの が 、市民や

貯：門 家 に 期 待 され る 支援 の 目標 で あ る。
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