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保育者養成校における学生 の 人権意識

　 外崎 紅馬

（日本大学大学院）

1．研究 の 社会背景

　現代社会 は、科学技術 の 高度化と産業構造や就業構

造の急速な変化、それ に ともな う情報化、国際化 の 進

展 に加 えて 、高齢化、少子化、核家族化等の 進行 に よ

り家庭扶助機能 の 低下や 地域 に お け る相 互 扶助機能 の

低 Fがみ られ 福祉ニ
ー

ズもまた多様化 し．少 F高齢袿

会の 到来を背景 に福祉環境 も大 き く様変 わ り をして き

て い る。今 日、保健衛生 の 向 トや 医療技術の 進歩、社

会保障制度や 各種サービス の 充実と普及な ど に よる生

活環境の 大幅な改善は、乳幼児 の 死 亡 率の み な らず、

占年期
・
壮年期 の 各層 の 死 亡率 も低下 させ 、各世代 の

平均余命の 伸 び に よ り 日本は世界で最も平均寿命の 長

い 国、いわ ゆ る 最長寿困 とな っ た 。 しか し、’
ド均寿命

が 80 歳 を越 え．世界
一

の 長寿1玉1にな りなが ら も，寝

たき り高齢者や 痴呆 症 の 高齢 者 の 増 加 な ど、以前か ら

指摘 されて い る 老老介護 の 問題 をは じめ と した介護等

に対 す る 課題が 存在 し、楽観的で は い られない 状況と

い え る。加 えて 、核家族化 の 進行 に よる 家族形態の 変

化 と、少 f化 に よ る家族の 構成員の 減少 は、家庭内 の

介護力を低 トさせ るなど、家族で介護を行え ない家庭

が 徐 々 に 増えて きて い る。

　ま た．人 は 高齢 に な っ て も、疾病や 事故等 に よ り障

害を もつ に至 っ たとして も、住み 慣れた地域 で L
’
b
‘
t．し

た ，1．活 を 送 りた い と願 う も の で あ る。仮 に家庭内で 充

分な 対 応が で き な い 場合．地 域 に 求め られ る も の は、

社 会資源 を有効 に 活川 し 牛活 全般に わ た る援助体制 と

個人、家庭、地域それぞれ の ニ
ー

ズの 充足 に役立ち あ

う 共 生 的関係で あ る 。住み 慣 れ た地域で 白立し て 生 き

が い を もっ て 生活 しよ う とす る 高齢者や 障害者の 社会

的関 わ りを 損な う こ とな く、いか に 援助 し支援 して い

くかとい う 「権利擁護」 に対す る 関心は年々 高ま り を

み せ て い る 。

n．研究の 目的

　現代社会 にお け る 急激な 科学技術の 高度化や 情幸侵化．

少 r一高齢化 の 進行は、個性の 喪失、人 間疎外．世代間

の 断絶、地域連帯意識 の 減退など、人 々 の 生活全体に

広 く深 く関わ る よ うに な っ て きて おり、それにともな

う複雑 多 様 化 した 生 1刮i；1題 は 福祉 ニ
ーズ を 増大 さ せ ，

深刻化させ て い る。と りわ け、高齢者や陳害 者など要

援 護 性 の 高 い 人 た ち の 生 活問題 は、社会関係 ヒの 障害

等固有の背景 を踏 まえ て 、そ の尊厳や 権利の 擁護 と、

PXi7．的な生活 の 充尖 の た め の 援助や支援に対す る 社会

的 要 求が．そ の 重 要性 と と も に ます ま す 高ま っ て き て

い る。こ の よ うな状況 の もと、保育十 を含め た社会福

祉従事者は、福祉ニ
ーズの あ る福祉利用者との 対等 で

LF

等な人間関係や利川 者の 尊厳、自己 実現の 尊重 な ど

を重視 した明確な倫理 に基 づ い た実践行為が求め られ

て い る。とりわけ、保育上の 言動や態度、行動は ．具

体的な行動様式 として 児童に 観察され、とき には模倣

され る こ と も珍 し くな い た め、保育現場 に お ける 保育

の 実践過程 にお い て、高齢者や障害者等 に 対する 保育

tの 権利擁護意識が偏 っ た 理解や 個 人的な 感情 に と ら

わ れ て い ない か 充分 な 配 慮が 必 要 とな る。

　そ こ で 、保育士 の 権利擁護意識が児童 に 与え る 影響

を 重視 し、本研究で は 保育者養成校 における 学生の 人

権意識 に つ い て 調 査を行い 、今後の 人権教育の 内容を

考察す る ため の 資料 を 得 る こ とを 冂的 とす る。

皿，調査の 概要

1．調査対象 と方法

　調査 は、保育 t：を 養成 して い る 専門学校 A 校に在学

す る学生 82 名を対 象 と し、質問紙法 に よ る 集合調査

を実施 した。

2 ．調査 内容

　高齢者や 障害者等 の 福祉施設で 行わ れ て い る 処遇 に

っ いて 、人権侵害と思 う 事柄に 対 し 自lh記述 に よる 回

答 を求 め 、学 生 が 人 権 に つ い て ど の よ うな 認 識を して

い るの かを調査 した。

3 ．調査 の 時期

　調査 は 2002 年 9 月 に 実施 した。

IV．結果と考察

　自由記述方式で 回 答 を求め た結果、そ の 記述内容は

多岐 に わ た る もの と な っ た が ．そ の 内容 を 整理 す る と、

い くつ かの カテ ゴ リ
ー

に分け る こ とが で き．その カテ

ゴ リ
ー− 1よ   喰 事の場面L   「入浴の 場面」、  「排

泄の 場面 」、  「余暇活動の 場面」、  「職員の 倫理的

態度」 の 5 っ の 項 ［1に 分類 され た e ま た．  「職員の

倫理的態度」 以外の そ の 他 の 4 つ の 項 目につ い て は、
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さらに 「施設職鼓の 処遇 に 対する内容」 と 1施設利用

者 （人所者） の 1
「
f，場にた っ て の内容」 との 2種類の 観

点が み られ た．

（1＞　食おの 場面

  　施設職員の処遇に対す る内容

　 施 設 職 員 の 処 遇 に つ い て 、食
’i｛の 場面 に お い て

人権侵 害 と 思 わ れ る 回答 の 主 な も の は ，「Llの 中

に まだ 食 へ 物が 残 っ て い る び）に 、次 をす ぐたべ さ

せ る 」 1む せ て い る の に 食べ 物 をつ め こ む 」 「食べ な い

と怒 る 」 「利用者 の ペ ー
ス で は な く，職 員 の べ 一ス で 食

べ させ て い る 」 「時間内 に決 め 。うれ た もの を 食べ させ

る こ とだけを考えた介助 1 な ど、決 め られた 食事の 時

間内に、決め られたもの を食べ させ る こ とを優先 し、

利 川 者の ペ
ー

ス で はなく職員の ペ ー
ス で 介助 が 行わ れ

て い る こ とに権利 の 侵害を 感 じて い る u

  　施 1没利用者 （入 所者） の 寸五場 に た っ て の 内容

　施設利用者 （入所者）の tf：場に た っ て 、食事の 場面

に お い て 人権侵害 と 思 われ る 回 答 の Lな も の は、「食

べ たくなに の に 食べ させ られる」 「食べ た い もの が 食

べ らオ1な い 1 「食事の 時間が 決 め られ て い る」 な ど、好

きな もの を 自分の好きな時間で 食 rifvOJる こ とがで き な

い 不 自由 さに権利 の 侵害を感 じて い る。

（2）　人 浴 の 場面

1：lli施設職 員の 処遇 に 対 す る 内容

　 施設職 員 の 処遇 に つ い て 、入浴の 場 曲 に お い て

人権侵害 と思わ れ る 回答の トな もの は、「ごみ 、髪の 毛

が 浮 い て い る な どお 風 呂 が 汚 い 」 「入浴す る ま で 裸で

しば ら く待た せ る 1 「体 をしっ か り洗わ な い で 簡 単に

す ませ る 亅 「体をきちんと拭い て い な い の に 服を着せ

る 」 「見 学者 に 人 浴 し て い る 十k　r一を 見せ る 」 な ど．不衛

生な状態、流れ作業的な介助、プライバ シ
ー

へ の 配慮

の 欠如な どに 権利 の 侵害を 感 じて い る n

  　施 設利 川 者 （人所者）の 1
‘
t：場 に たっ て

．
の 内容

　 施設利用者 （人 所者） の 、

塵
ノ．場 に た っ て ．人浴の 場面

に お い て 人 権侵害 と思われ る 回 答の 1三な も の は、［好

きなとぎに 人 浴 で きな い 」 「ゆっ く り 入れな い 」 「毎 目

は入浴で きな い 1 な ど、食事の 場llliと 同 様 に．白 分 の

ノ1活嗜好にあわせ て 入浴する こ とが で きな い 不自山 さ

に 権利の 侵害を感 じて い る。

（3）　排泄の 場面

  　施設職員の 処遇 に対 す る 内容

　 施 r没職員の 処遇 に つ い て 、排 泄 の 場面に お い て

人 権 侵害と思 わ れ る 回 答の 主な も の は ．1くさい 、ぎた

な い と 言う」 「嫌な表情をしなが ら介助をす る」 「おむ

つ 交換の 時間まで そ の ままに して い る 」 「交換 した お

む つ を い や そ う に 持 っ て い く」 「プ’
ラ でバ シ

ー
保護の

ための カ
ー

テ 冫 を使用しな い 」 など．排泄 とい う人間

の 尊厳 に深 く関 わ る 場面 に お け る、利用 者の 羞恥心等

へ の 配慮 の 欠如 な ど に 権利 の 侵害を 感 じて い る ．

  施設利川者 （人所者） の 、励易に た っ て の 内容

　施設利用者 （入 所者） の 立場 に た っ て 、排泄 の 場面

に お い て 人権 侵舌
’
と思 わ れ る 回 答 の ｝：な もの は、「介

助して も ら いた い と きに、や っ て も ら え な い 」 「お むつ

を 強制 され る 」
「
行 きた く もな い の に トイ レに 連れ て

い か れ る 」 な ど．ド吩 の 意思 に 反 した 介助が 行わ れ る

こ とに 対し権利 の 侵害を感 じて い る。

（4）　余暇活 動 の 場II「i

  　施設職員の 処遇に 対す る 内容

　施設職員の 処遇 につ い て、余暇括動 の 場面 にお い て

人権侵害 と思 われ る 回 答の一1：な もの は、「そ の 人 に あ

っ た余暇活動 を提供 して い な い ／e 「職員が 話 し相 r一に

な っ て い ない 」 「利用者が 痴呆の 場合な ど、話 しか け ら

れ て も 無視す る 」 「レ ク リエ
ー．

シ ョ 冫 な ど 強 引 に 楽 し

ませ よ う とす る」 な ど、対話の 不足や．利用者の 希望

にそ ぐわ ず，余暇 が QQL 向 Lの 実現 に 不 1’分 な 状態

で ある こ と に 対 し何 らか の 疑問を感 じて い るu

  施設利川 者 （人所M’） の 、

層
蜴 に た っ て の 内容

　 施設利川者 （人所者） の 、

’
s．場に た

・
ブ こ．余暇活動の

場 面 に お い て 人権侵害 と 思 わ れ る回 答 の i｛な も の は、

　「部屋 に何 も庁わずはい っ て こ られ る II ひ とりにな

れ な い 」 ［牛活 リズム を施 1没の 目課 に あわせ なけれ ば

な らな い 」 な ど．プ ラ イバ シ
ー

や プ ラ でベ
ー．一

トな 空 問

とII寺間の 確保が 充分で な い こ と に 対 し権利の 侵害を感

じて い る。

（5）　職員の 倫理 的態度

　 施設職員の 倫理的態度 に つ い て、人権侵害 と思 わ れ

る回 答の 1三な もの は 、「陰で 利 用 者の 悪 冂 を話す」 「利

川者の 私的な こ と を、他 の 利用 占の 前で話す」 ［利川 者

の 意 見 に き ち ん と耳 を傾 け ず、適 当 に あ し ら
一
っ て い る 1

な ど、1

享門職 と して そ の 倫理 観の 欠如 した態度や 行動

に 利川者に 対す る権利の 侵害 を感 じて い る。

V ．おわりに

　保育者 に求め られ る こ と は、人間尊重を第
．
義 とし

て、生 活 の あ らゆる 場面で 誰 に で も起 こ り得 る 人権問

題 に 対 し．そ の 権利を 擁護す る と と も に 対等 で 平等な

人間関係、人として の 尊厳と自己実現の 尊重な ど、生

存権へ の 理解 が 不 ll∫欠 で あ る 。今後、今囲 の 調査 で 得

られ た デ ータ を も と に 各場画に お け る 要因間の 関係’1’，【
を分析 し、入権教育の 内容 を検討 して い き た い。
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