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要 約

本 研 究 の 目 的 は ， 文 献 を も と に 「 育 児 困 難 感 」 と 「 育 児 不 安 」 の 用 語 の 整 理 を 行 い ， 今 後 の 支 援 に 繋 げ る 視 点 を

得 る こ と で あ る 。 検 討 の 結 果 ， 「 育 児 困 難 感 」 は ， 実 際 の 母 親 を 取 り 巻 く 要 因 の 中 で ， 母 親 が 子 ど も と 対 峙 す る こ と

で 「 母 親 自 身 が 困 っ て い る 」 状 態 を 示 す も の と 考 え ら れ た 。 ま た 「 育 児 不 安 」 は 「 育 児 に お け る 漠 然 と し た 不 安 」

で あ り ， 疲 労 感 や 抑 う つ 状 態 が 生 じ る 可 能 性 や ， 具 体 的 な 対 象 や 問 題 が な い 場 合 で も 生 じ る こ と が 考 え ら れ た 。  ま

た 「 育 児 困 難 感 」 は 「 相 手 （ 子 ど も ） へ の 感 情 」 で あ り ， 「 育 児 不 安 」 は 「 母 親 自 身 の 不 安 」 で あ り ， 2 つ は 質 的 に

異 な る と 考 え ら れ ， 「 育 児 困 難 感 」 と 「 育 児 不 安 」 の 高 低 を も と に ， 5 つ の タ イ プ に 分 類 を 試 み た 。

キ ー ワ ー ド ： 母 親 ， 育 児 困 難 感 ， 育 児 不 安

I  は じ め に

今 日 ， 児 童 虐 待 相 談 の 対 応 件 数 は 増 加 の 一 途

を 辿 り ， 令 和 2 年 度 の 児 童 相 談 所 で の 児 童 虐 待

相 談 対 応 件 数 は ， 過 去 最 多 の 205,044 件 と ， 平

成 23 年 度 の 59,919 件 の 約 3.4 倍 と な っ た （ 厚 生

労 働 省 ， 2021) 。 虐 待 へ の 適 切 な 対 応 や 予 防 は

社 会 的 に 急 務 な 課 題 と 考 え ら れ ， 虐 待 を 予 防 す

る た め に こ れ ま で 数 多 く の 研 究 が 行 わ れ て い

る 。 そ の 一 方 で ， 虐 待 に 繋 が る 可 能 性 の あ る 育

児 の 否 定 的 な 側 面 に 関 す る 研 究 で は ， こ れ ま で

用 語 の 曖 昧 さ の 問 題 が 指 摘 さ れ て き た （ 井 田 ，

2013; 岡 本 ・ 山 田 ， 2017; 山 崎 ら， 2018) 。

本 研 究 で は ， こ れ ま で の 研 究 を も と に ， 虐 待 に

繋 が る 可 能 性 の あ る 育 児 の 否 定 的 な 側 面 を 表 す

「 育 児 困 難 感 」 と 「 育 児 不 安 」 の 用 語 の 整 理 を

行 い ， 今 後 の 研 究 や 支 援 に 繋 げ る 視 点 を 得 る こ

と を 目 的 と す る 。 な お ， 本 研 究 で 概 観 す る 研 究

の 多 く は 母 親 を 対 象 と し た も の で あ り ， 本 研 究

で は 母 親 の 「 育 児 困 難 感 」 や 「 育 児 不 安 」 に つ

い て 考 察 を 行 う 。

II 虐 待 の 分 類 と 範 囲

虐 待 は 身 体 的 虐 待 ， 性 的 虐 待 ， 心 理 的 虐 待 ，

ネ グ レ ク ト の 4 つ に 分 類 さ れ る が ， 小 川 (2019)

は ， 「 子 ど も へ の 虐 待 は 大 別 し て ， 子 ど も へ の

積 極 的 な 行 為 （ 作 為 ） で あ る 「 虐 待 (abuse) 」

と ， 子 ど も の ニ ー ズ を 満 た さ な い （ 不 作 為 ）

「 ネ グ レ ク ト (neglect) 」 と に 分 類 さ れ る 」 と

述 べ て い る 。 同 時 に 小 川 (2019) は ， 虐 待 の

考 え 方 の 重 要 な 点 の 一 つ と し て ， 「 加 害 者 の 動

機 」 が 含 ま れ な い こ と を 指 摘 し て い る 。 ま た 近

年 ， 虐 待 を 含 む 不 適 切 な 養 育 を 表 す 用 語 と し て ，

「 マ ル ト リ ー ト メ ン ト 」 が 用 い ら れ る こ と も 少

な く な い が ， 奥 山 (2010) は 「 マ ル ト リ ー ト

メ ン ト ヘ の 介 入 は マ ル ト リ ー ト メ ン ト に よ っ て

子 ど も に 与 え る 心 身 の 危 険 か ら 子 ど も を 守 る こ
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と が 最 大 の 目 的 で あ る 。 加 害 者 の 行 為 が マ ル ト

リ ー ト メ ン ト と 言 え る か ど う か に 拘 泥 す る の で

は な く ， 子 ど も を 守 る こ と が 重 要 な の で あ る 」

と 述 べ て い る 。 つ ま り ， 虐 待 や マ ル ト リ ー ト メ

ン ト の 行 為 そ の も の に つ い て は ， 加 害 者 の 視 点

か ら 定 義 さ れ る も の で は な く ， あ く ま で 子 ど も

の 視 点 か ら 定 義 す る 必 要 が あ る と 考 え ら れ る 。

他 方 ， 奥 山 (2010) は ， 「 マ ル ト リ ー ト メ ン

ト と は 関 係 性 の 問 題 で あ り ， ど こ ま で を マ ル ト

リ ー ト メ ン ト に 入 れ る か ， そ の 範 囲 を 定 め る こ

と 自 体 が 困 難 で あ る 」 と も 指 摘 し て い る が ， 親

か ら 子 ど も へ の 否 定 的 な 関 わ り の 全 て を 虐 待 や

マ ル ト リ ー ト メ ン ト と 見 な す こ と も 現 実 的 で は

な い だ ろ う 。 堀 口 (2006) は 5 歳 児 を も つ 夫

婦 を 対 象 に 調 査 を 行 い ， ほ と ん ど の 親 が ， 日 常

的 に 子 ど も を あ た た か く 受 容 し て 肯 定 的 な 態 度

で 接 す る 一 方 で ， 子 ど も が 言 う こ と を 聞 か な い

と き に は 強 く し か っ て し ま う 否 定 的 な 態 度 を

取 っ て い る こ と を 報 告 し て い る 。 そ し て 高 窪 ら

(2005) は ， 虐 待 予 防 に 関 わ る た め に は ， 虐

待 的 状 況 に 至 る 前 段 階 か ら の 連 続 的 な 育 児 の 実

態 を 明 ら か に す る 必 要 が あ る と し ， 育 児 状 況 を

「 暴 力 」 と 「 暴 言 」 の 頻 度 （ よ く ・ 時 々 ・ な

い ） と 程 度 （ 強 度 ・ 軽 度 ） に よ り ， ① ノ ー マ

ル （ し な い ） ， ② ノ ー マ ル グ レ イ （ 時 々 ， 軽

度 ） ， ③ 虐 待 的 グ レ イ （ よ く ， 軽 度 ） ， ④ 虐 待

イ エ ロ ー （ よ く ・ 時 々 ， 強 度 ） の 4 段 階 に 分 類

し て い る 。 そ し て 3 か 月 か ら 3 歳 の 子 ど も が い

る 母 親 を 対 象 と し た 調 査 結 果 か ら ， ④ の 状 態 に

あ る 母 親 が 4 割 い る こ と ， ② ③ ④ と な る ほ ど 悩

む 母 親 が 多 い が ， 一 方 で ④ の 状 況 で も 悩 ま な い

母 親 が 22.4 ％ い る こ と を 報 告 し て い る （ 高 窪 ら ，

2005) 。 こ の こ と か ら ， 多 く の 母 親 が 子 ど も へ

の 否 定 的 な 関 わ り を 多 か れ 少 な か れ 行 っ て い

る こ と が う か が え る 。 堀 口 (2006) は ， 養 育

態 度 の 尺 度 を 作 成 し た 際 ， 「 ど な り だ す と ， 止

ま ら な く な る 」 「 子 ど も が 傷 つ く よ う な こ と を

言 っ て し ま う 」 な ど が 含 ま れ る 因 子 を 抽 出 し ，

「 過 度 に そ し て 継 続 的 に 行 わ れ た 場 合 に は 心 理

的 マ ル ト リ ー ト メ ン ト と な る 行 為 」 と 述 べ ， 杉

山 (2019) は ， 子 育 て に 潜 む 心 理 的 虐 待 の 小

さ な 芽 に 関 す る 考 察 を 行 い ， 「 今 は 軽 い 育 児 不

安 で あ っ て も ， 今 後 親 が 態 度 を 変 え な か っ た ら

明 ら か に 危 険 が 予 測 さ れ る よ う な も の に つ い て

は 虐 待 の 範 疇 と し て 捉 え ， 援 助 の 手 を 差 し の ベ

る 方 策 を 探 る 必 要 は あ る 」 と 指 摘 し て い る 。  こ

れ ら の こ と か ら ， 子 ど も へ の 否 定 的 な 関 わ り が

進 行 し て い き ， 母 親 が 悩 む か 否 か に 関 わ ら ず ，

そ の 行 為 や 程 度 が 子 ど も の 視 点 か ら 見 て ， 虐 待

や マ ル ト リ ー ト メ ン ト と 言 え る か ど う か が 判 断

の 基 準 と な る こ と が 考 え ら れ る 。

一 方 で 実 際 に 虐 待 を 予 防 す る に は ， 親 や 養 育

者 の 視 点 か ら の 研 究 が 必 要 と な る 。 し か し 先 述

の よ う に ， 虐 待 に 繋 が る よ う な 否 定 的 な 育 児 に

つ い て 検 討 す る 場 合 ， 用 語 に つ い て の 難 し さ が

指 摘 さ れ て い る 。 井 田 (2013) は ， 時 代 の 変

遷 と と も に 母 親 の 育 児 の し づ ら い 状 況 を 表 現 す

る 用 語 は 変 化 し て い る が ， そ の 定 義 は 未 だ 曖

昧 で あ る と し て い る 。 そ し て 山 崎 ら (2018)

は ， 育 児 不 安 ， 育 児 困 難 ， 育 児 ス ト レ ス な ど の

言 葉 に 統 一 し た 概 念 が な い こ と を ， 岡 本 ・ 山 田

(2017) は ， 子 ど も 虐 待 の 研 究 が 増 加 し て い

る が ， 研 究 者 は 子 ど も 虐 待 を 含 む 虐 待 周 辺 用 語

を 様 々 に 用 い て い る こ と ， ま た 用 語 の 多 く が 定

義 が 不 十 分 な ま ま 用 い ら れ て い る こ と を 指 摘 し

て い る 。 ま た 岡 本 ・ 山 田 (2017) は ， 結 果 を

文 献 間 で 比 較 し ， 虐 待 発 生 の メ カ ニ ズ ム の 解 明

や 虐 待 防 止 対 策 を 検 討 す る た め ， 研 究 者 は 用 語

の 定 義 を 明 確 に し て 用 い る 必 要 が あ る と 述 べ て

い る が ， 用 語 の 混 乱 は 研 究 結 果 を 正 確 に 示 す こ

と や 研 究 間 の 比 較 を す る こ と を 難 し く し ， 何 よ

り 研 究 結 果 を 実 際 の 虐 待 予 防 に 繋 げ る こ と の 妨

げ に な る と 考 え ら れ る 。

m  育 児 困 難 感

虐 待 に 繋 が る と 考 え ら れ る 否 定 的 な 育 児 に 関

す る 用 語 と し て ， 「 育 児 困 難 感 」 が あ る 。 吉 岡

ら (2017) は ， 乳 児 検 診 時 に 育 児 困 難 が あ る
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こ と は 児 童 虐 待 の リ ス ク が 高 い こ と と 有 意 に 関

連 し て い る こ と を 報 告 し て い る が ， こ の 「 育 児

困 難 感 」 は 育 児 の 否 定 的 な 側 面 に 関 す る 多 く の

研 究 で 用 い ら れ て い る 。 岡 本 ・ 山 田 (2017)

は ， 虐 待 周 辺 用 語 （ 虐 待 そ の も の を 表 す 用 語 や

虐 待 の 背 景 や リ ス ク を 表 す 用 語 ） に つ い て 検 討

し た 際 に ， 最 も 多 く 用 い ら れ て い た 用 語 が 「 育

児 困 難 」 で あ っ た こ と を 報 告 し て い る 。 ま た

「 育 児 不 安 」 も 虐 待 に 関 連 す る 用 語 と し て 多 く

の 研 究 で 用 い ら れ て い る が ， 恒 次 ら ( 1999)

は ， 育 児 不 安 の 本 態 は ， 「 不 安 」 と い う よ う な

漠 然 と し た も の で は な く ， 日 常 の 子 育 て に 起 因

す る 育 児 へ の と ま ど い （ 困 惑 ） ， 子 ど も へ の 否

定 的 な 感 情 や 態 度 か ら な る 心 性 ， す な わ ち 「 育

児 困 難 感 」 と い う べ き も の で あ る と し て い る 。

ま た 小 原 (2005) は 育 児 困 難 感 に つ い て ， 「 育

児 ス ト レ ス の 本 体 で も あ る こ と が 考 え ら れ る 」

と 述 べ て い る 。 こ れ ら の こ と か ら ， 「 育 児 困 難

感 」 は 育 児 に お け る 否 定 的 な 側 面 の 中 心 的 概 念

の 1 つ で あ る こ と が 考 え ら れ る 。

で は ， こ の 「 育 児 困 難 感 」 と は 具 体 的 に ど の

よ う な も の で あ ろ う か 。 東 ら (2007) は 「 育

児 困 難 」 の 状 況 を 明 ら か に す る た め ， フ ォ ー

カ ス ・ グ ル ー プ ・ イ ン タ ビ ュ ー を 行 っ て い る

が ， そ の 際 ， 「 子 育 て で 困 っ て い る こ と ・ う ま

く い か な い こ と 」 に つ い て 尋 ね て い る 。 ま た 岸

川 ら (2009) は 「 育 児 困 難 」 に つ い て 自 由 記

述 で 調 査 を す る 際 ， 「 子 育 て を し て い て 困 っ た

こ と 」 と し て 回 答 を 求 め て い る 。 そ し て 井 田

(2013) は 文 献 研 究 か ら ， 母 親 の 「 育 児 困 難

感 」 の 定 義 と し て ， 「 母 親 と し て の 的 確 性 に 欠

け る と い う 認 識 に 陥 り ， 育 児 全 般 に 対 し て 自 信

の 持 て な い 母 親 自 身 の ネ ガ テ ィ ブ な 感 覚 で あ

る 」 と し て い る 。 更 に 鈴 木 (2014) は 文 献 研

究 か ら ， 乳 幼 児 を も つ 母 親 の 「 育 児 困 難 」 の 概

念 を ， 「 母 親 の 育 児 へ の 困 惑 な ど 育 児 に 伴 う ス

ト レ ス と ， 虐 待 や 虐 待 に 近 接 す る 行 為 が 発 生 ，

持 続 し ， 母 親 と し て 適 切 な 育 児 の 実 践 が で き な

い 状 況 に あ る こ と 」 と 定 義 し て い る 。 こ の よ う

に ， 研 究 に お い て 「 育 児 困 難 感 」 を 捉 え よ う と

す る 場 合 ， 母 親 の 「 困 り 感 」 と し て 捉 え よ う と

し て い る と 言 え る 。 ま た 文 献 研 究 か ら 見 ら れ る

「 育 児 困 難 感 」 は ， 適 切 な 育 児 が で き な い 状 況

に 陥 り ， 自 信 の な さ や ス ト レ ス を 抱 え て い る 状

況 で あ る と 考 え ら れ る 。

そ し て 井 田 (2013) は ， 母 親 の 「 育 児 困 難

感 」 で は ， そ の 特 性 と し て ， あ く ま で も 母 親 自

身 が 自 覚 し て い る ネ ガ テ ィ ブ か つ 感 覚 的 な も の

を 重 要 視 す る 必 要 を 指 摘 し ， ま た 「 母 親 の 要 因

を 基 盤 に 取 り 巻 く 人 的 環 境 と し て の 子 ど も ， 夫 ，

そ の 他 の 家 族 が 関 連 要 因 と し て 含 ま れ る 」 と 述

べ て い る 。 つ ま り 「 育 児 困 難 感 」 と は ， 実 際 の

母 親 を 取 り 巻 く 要 因 の 中 で ， 母 親 が 子 ど も と 対

峙 す る こ と で 「 母 親 自 身 が 困 っ て い る 」 状 態 を

示 す も の と 考 え ら れ る 。 そ の た め ， 「 育 児 困 難

感 」 が あ る 場 合 に は ， 子 ど も を 含 め た 母 親 の 周

囲 の 人 的 環 境 を 視 野 に 入 れ な が ら ， 母 親 の 困 り

感 に 焦 点 を 当 て ， 具 体 的 に 困 難 を 解 消 す る サ

ポ ー ト を 行 う こ と が 必 要 な こ と が 考 え ら れ る 。

た だ し ， 育 児 は 試 行 錯 誤 の 繰 り 返 し に よ り 行

わ れ ， 親 子 共 に 失 敗 や 苦 労 を 味 わ い な が ら 成 長

す る 。 ほ ぼ 適 切 な 育 児 を 行 っ て い る 場 合 で も ，

母 親 は 「 育 児 困 難 感 」 を 持 つ こ と が 十 分 考 え ら

れ る 。 つ ま り 「 育 児 困 難 感 」 を 感 じ て い て も ，

必 ず し も 不 適 切 な 育 児 を し て い る 状 態 と は 言 え

な い 可 能 性 が あ る 。 そ の た め ， 実 際 の 育 児 の 状

況 の 不 適 切 さ と ， 母 親 の 育 児 困 難 感 は 区 別 す る

必 要 が あ る と 考 え ら れ る 。

w  育 児 不 安

そ し て も う 一 つ ， 虐 待 に 繋 が る と 考 え ら れ る

育 児 に 関 す る 用 語 と し て ， 「 育 児 不 安 」 が あ る 。

「 育 児 不 安 」 に つ い て 岩 田 (1999) は ， 「 児 童

虐 待 の 予 防 の た め の 鍵 概 念 と し て 捉 え ら れ ， 児

童 虐 待 に 対 す る 育 児 支 援 も 「 育 児 不 安 」 の 軽 減

と 重 な る 形 で 進 行 し て い る よ う に 思 わ れ る 」 と

述 べ ， 高 窪 ら (2005) は ， 虐 待 に 関 す る こ れ

ま で の 調 査 の 多 く が 重 度 の 虐 待 を 対 象 と し た も
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の か ， あ る い は 育 児 不 安 の 調 査 で あ る こ と を 指

摘 し て い る 。 一 方 で 吉 田 (2012) が 「 育 児 不

安 に は 定 義 の 問 題 が 残 さ れ て い る 」 と し ， 「 育

児 不 安 の 定 義 は 研 究 者 に よ り さ ま ざ ま で あ る た

め 研 究 対 象 と し て い る 内 容 が 一 致 し て い な い 」

と 述 べ る よ う に ， 「 育 児 不 安 」 は 多 く の 研 究 が

な さ れ て い る に も 関 わ ら ず ， 定 義 が 曖 昧 な ま ま

用 い ら れ て い る 。

と こ ろ で ， 心 理 学 に お け る 「 不 安 」 の 定 義 と

は ど の よ う な も の で あ ろ う か 。 「 心 理 学 辞 典 」

に よ る と 「 不 安 」 と は ， 「 自 己 存 在 を 脅 か す 可

能 性 の あ る 破 局 や 危 険 を 漠 然 と 予 想 す る こ と

に 伴 う 不 快 な “ 気 分 ” の こ と 」 と さ れ る （ 生

和， 1999) 。 「 事 例 発 達 臨 床 心 理 学 事 典 」 に よ

る と 「 不 安 」 は ， 「 対 象 の 不 明 瞭 な 漠 然 と し た

恐 れ の 感 情 」 で あ る と い う （ 井 上 ， 1994) 。 ま

た 「 教 育 臨 床 心 理 学 中 辞 典 」 で は ， 「 不 安 」

は 「 精 神 生 理 的 な 現 象 を 伴 っ た 漠 然 と し た 恐

れ 」 と さ れ ， 「 不 安 に 随 伴 す る 生 理 的 現 象 に

は ， 緊 張 ， 疲 労 ， 不 眠 な ど が あ る 」 と い う （ 宮

下， 1990) 。 「 カ ウ ン セ リ ン グ 辞 典 」 に よ る と ，

「 不 安 は ， 対 象 の な い 漠 然 と し た 漂 う よ う な 恐

れ の 感 情 と 定 義 さ れ ， 対 象 の 明 確 な 恐 怖 と 区 別

を し て 考 え ら れ て い る 場 合 が 多 い 。 精 神 症 状 と

し て は ， じ っ と し て い ら れ な い 程 恐 ろ し く 苦 し

い 気 持 ち と し て 体 験 さ れ る も の だ が ， 多 く の 場

合 ， 動 悸 ， 胸 苦 し さ ， め ま い ， 手 足 の ふ る え ，

発 汗 ， 下 痢 等 の 自 律 神 経 系 の 身 体 症 状 を 伴 っ て

い る 」 と い う （ 山 尾 ， 1999) 。 こ の よ う に 心 理

学 に お け る 「 不 安 」 と は ， 「 漠 然 と し た 恐 れ 」

で あ り ， 対 象 が 明 確 で な い 場 合 も あ る と 考 え ら

れ ， 生 理 的 症 状 を 伴 う 場 合 が あ る と 考 え ら れ る 。

牧 野 (1988) は ， 「 育 児 不 安 」 の 概 念 に つ

い て ， 「 子 ど も や 子 育 て に 対 す る 蓄 積 さ れ た 漠

然 と し た 恐 れ を 含 む 情 緒 の 状 態 」 と し ， 住 田

(1999) は 育 児 不 安 に つ い て ， 「 育 児 な い し は

育 児 行 為 か ら 喚 起 さ れ る 漠 然 と し た 恐 れ の 感

情 」 と 定 義 し て い る 。 た だ し 牧 野 (1988) は，

「 く 不 安 ＞ と い う 言 莱 か ら 誤 解 や 分 析 の 甘 さ

が 生 じ る こ と も わ か っ て き た 」 と も 述 べ て い

る 。 ま た 大 日 向 (2002) は 育 児 不 安 を ， 「 子 ど

も の 成 長 発 達 の 状 態 に 悩 み を 持 っ た り ， 自 分 自

身 の 子 育 て に つ い て 迷 い を 感 じ た り し て ， 結 果

的 に 子 育 て に 適 切 に か か わ れ な い ほ ど に 強 い 不

安 を 抱 い て い る 状 態 」 と 定 義 し て い る 。 そ し て

吉 田 (2012) は 自 身 の 研 究 に お い て 「 育 児 不

安 」 を ， 育 児 に 伴 う 自 信 の な さ や 不 安 ， 子 ど も

と か か わ る こ と の 疲 労 感 ， 子 育 て か ら の 逃 避 願

望 育 児 に よ る 社 会 か ら の 孤 立 感 な ど と し て い

る 。 ま た 「 子 育 て 支 援 ハ ン ド ブ ッ ク 」 で は 育 児

不 安 は 「 具 体 的 な 育 児 の や り 方 に 対 す る 心 配

事 ， 育 児 に 関 し て 感 じ る 疲 労 感 ， 生 活 ス ト レ

ス 」 （ 吉 田 ， 2011) と 定 義 さ れ て い る が ， 武 井

ら (2006) は ， 相 談 現 場 で 訴 え ら れ る 養 育 者

の 育 児 不 安 に つ い て ， 従 来 ， 主 と し て 子 ど も の

発 達 を め ぐ る 心 配 で あ っ て ， 具 体 的 な 助 言 で

解 決 し て き た が ， 現 在 は ， 「 子 ど も と う ま く 関

わ れ な い 」 「 子 ど も と 一 緒 に い る と し ん ど い 」

な ど 「 具 体 的 な 方 針 を 示 す だ け で は 解 決 し な

い ， 漠 然 と し た 育 児 不 安 や 問 題 が 訴 え ら れ る よ

う に な っ て い る 」 と 述 べ て い る 。 そ し て 輿 石

(2005) は 育 児 不 安 を ， 「 身 体 的 ・ 精 神 的 疲

労 感 を 伴 い ， ま た 自 分 と 子 ど も 及 び 夫 に 対 す る

否 定 的 な 感 情 を 伴 う 」 と し ， 「 そ の 結 果 ， 育 児

不 安 が 抑 う つ 的 な 状 態 と オ ー バ ー ラ ッ プ す る こ

と も あ り う る と 考 え る 」 と 述 べ て い る 。 こ れ ら

の こ と か ら ， 「 育 児 不 安 」 は 「 不 安 」 の 概 念 よ

り も 広 く と ら え ら れ て い る 場 合 も あ る と 考 え ら

れ ， 定 義 の 曖 昧 さ の 問 題 が 残 さ れ て い る と 言 え

る 。 「 不 安 」 と い う 言 葉 を 字 義 通 り に 捉 え る な

ら ば ， 「 育 児 不 安 」 と は 「 育 児 に お け る 漠 然 と

し た 不 安 」 と 言 え る 。 ま た 「 不 安 」 で あ る が ゆ

え に ， 疲 労 感 や 抑 う つ 状 態 が 生 じ る 可 能 性 も 考

え ら れ る 。 そ し て 「 不 安 」 で あ る た め ， 具 体 的

な 対 象 や 問 題 が な い 場 合 で も 生 じ る う る こ と に

も 留 意 す る 必 要 が あ る 。

一 方 で 育 児 を す る 母 親 が 「 育 児 不 安 」 を 感 じ

る こ と は 当 然 で あ る と い う 指 摘 も あ る 。 住 田
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(1999) は ， 「 育 児 不 安 は ， 現 に 育 児 に 携 わ っ

て い る 養 育 者 で あ れ ば ， 誰 も が あ る 程 度 は も っ

て い る も の な の で は な い か 。 否 ， 何 ら か の 育 児

不 安 を あ る 程 度 は も っ て い る こ と の 方 が 常 だ と

思 わ れ る 」 と 述 べ ， 大 日 向 (2002) も ， 「 子 育

て に 何 の 不 安 も 悩 み も 抱 か な い 親 は む し ろ 少 な

い こ と で あ ろ う 」 と 述 べ て い る 。 ま た 本 村 ら

(1985) は ， 乳 幼 児 を 育 て る 母 親 に 調 査 を 行

い ， 対 象 者 が ほ と ん ど 健 康 と 言 え る 程 度 の 不 安

を 抱 い て い る と 考 え ら れ る と し ， 「 今 回 の 指 標

で と ら え ら れ た 「 不 安 の 高 い 母 親 」 が ， 育 児 神

経 症 や 逸 脱 行 動 に 走 る 問 題 ケ ー ス と な る も の で

は な い と 思 わ れ る 」 と し ， 「 育 児 不 安 は ， 母 親

な ら ば ， だ れ し も あ る 程 度 は も っ て い る も の で

あ る 。 問 題 は 不 安 が あ る こ と で は な く ， そ の 不

安 が 病 的 な ほ ど に 高 く ， 通 常 の 判 断 力 や 感 覚 の

バ ラ ン ス を 失 う こ と に あ る 」 と 指 摘 し て い る 。

更 に 育 児 不 安 が 低 す ぎ る こ と へ の 指 摘 も あ る 。

先 の 本 村 ら (1985) は 不 安 が 低 け れ ば 低 い 程

「 健 康 」 な 「 望 ま し い 母 親 」 で あ る と は 言 え な

い と し ， 子 ど も に 関 心 の 薄 い 母 親 は ， 育 児 不 安

兆 候 を 表 し に く い と し て ， 「 無 関 心 な 母 親 の 問

題 も 決 し て 無 視 で き な い 」 と 述 べ て い る 。 住 田

(1999) も ， 「 育 児 に 無 関 心 な 母 親 は 育 児 に 何

の 不 安 も 感 じ な い だ ろ う 。 し か し 育 児 に 無 関 心

な 母 親 が 健 康 的 で 望 ま し い と は 誰 も 思 う ま い 」

と し ， 同 様 に 大 日 向 (2002) も ， 「 不 安 も 悩 み

も な く 子 育 て を す る こ と が 必 ず し も 健 全 で 望 ま

し い と も 言 い が た い 」 と 指 摘 し て い る 。 ま た 吉

田 (2013) は， 自 身 ら が 作 成 し た 育 児 不 安 尺

度 が 「 育 児 不 安 」 「 自 信 の な さ 」 「 育 児 満 足 」 「 夫

の サ ポ ー ト 」 「 子 ど も の 育 て や す さ 」 「 相 談 相 手

の 有 無 」 の 6 因 子 で 構 成 さ れ て い る が ， そ の 中

で 「 育 児 満 足 」 も 含 ま れ て い る の は ， 育 児 に 対

す る 関 心 が 低 下 し て い る た め に 育 児 不 安 が 低 い

母 親 を 識 別 で き る と 考 え た た め で あ る と し て い

る 。

阿 部 (2015) は ， 厚 生 白 書 に お け る 「 育 児

不 安 」 の 捉 え 方 と 子 育 て 支 援 の 展 開 に つ い て 検

討 を 行 い ， 近 年 虐 待 の 主 な 要 因 と し て 「 育 児 不

安 」 は 危 機 と 捉 え ら れ ， 「 育 児 不 安 」 を 持 つ こ

と 自 体 が 親 ・ 母 親 の 育 児 態 度 で 望 ま し く な い も

の と 解 釈 さ れ て い る こ と ， ま た 育 児 が 母 親 の 問

題 か ら 脱 却 し て い な い こ と や ， 子 育 て の 問 題 を

母 親 に 焦 点 化 し て い る こ と を 指 摘 し て い る 。

こ れ ら の 指 摘 か ら ， 「 育 児 不 安 」 は 母 親 が 育

児 を し て い く 中 で 通 常 感 じ る も の で あ り ， 問 題

な の は ， そ れ が 過 度 な 場 合 と 考 え ら れ る 。 ま た

子 ど も へ の 無 関 心 の た め に 育 児 不 安 を 感 じ な い

こ と に も 注 目 す べ き と 考 え ら れ る 。 そ し て ほ と

ん ど の 母 親 が 「 育 児 不 安 」 を 感 じ る の が 当 然

で あ れ ば ， 「 育 児 不 安 」 と 虐 待 を 直 結 し て 捉 え

て し ま う こ と は ， 逆 に 母 親 の 不 適 切 な 「 育 児 不

安 」 を 更 に 高 め ， 更 に 母 親 を 追 い 詰 め る 可 能 性

が 危 惧 さ れ る 。

v  育 児 困 難 感 と 育 児 不 安

こ れ ま で 述 べ て き た よ う に ， 「 育 児 困 難 感 」

と 「 育 児 不 安 」 は そ れ ぞ れ 虐 待 に 繋 が る 育 児 の

否 定 的 側 面 に つ い て の 用 語 と し て ， 多 く の 研

究 で 用 い ら れ て い る 。 一 方 で ， 岩 田 (1999)

は 「 育 児 不 安 」 と い う 形 で 目 に 見 え や す い 育 児

困 難 と ， 周 囲 か ら は 見 え に く い 育 児 困 難 が あ る

と 述 べ て お り ， 「 育 児 不 安 」 を 「 育 児 困 難 」 の

下 位 概 念 と し て 捉 え て い る 可 能 性 が 考 え ら れ る 。

川 井 ら (2000) は 臨 床 場 面 に お い て 母 親 か ら

訴 え ら れ る 事 柄 を も と に 育 児 に 関 す る 項 目 群 を

作 成 し て い る が ， そ の 中 で 「 育 児 不 安 」 の 本 態

は 「 育 児 困 難 感 」 で あ る こ と を 結 論 づ け て い る 。

そ し て 野 上 ら (2021) は 育 児 不 安 を ， 「 母 親 の

育 児 の 負 担 感 ， 育 児 意 欲 の 低 さ ， 育 児 困 難 感 ・

不 安 等 が 持 続 ・ 蓄 積 さ れ た 状 態 」 と 定 義 し て

い る 。 こ の よ う に ， 「 育 児 困 難 感 」 と 「 育 児 不

安 」 は 重 な り 合 う 概 念 と し て 捉 え ら れ て い る こ

と も 少 な く な い 。 ま た 先 述 の よ う に ， 「 育 児 困

難 感 」 と 「 育 児 不 安 」 は そ れ ぞ れ が 定 義 が 曖 昧

な ま ま 用 い ら れ て き た 。 一 方 で ， 研 究 の 結 果 は

現 実 の 支 援 に 利 用 さ れ る も の で あ り ， 研 究 で 用
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い る 言 葉 は ， そ れ が 現 実 の 何 を 意 味 し て い る の

か を 研 究 者 は 慎 重 に 検 討 し た 上 で 用 い る 必 要 が

あ る 。 用 語 の 混 乱 は 研 究 結 果 同 士 の 比 較 の 難 し

さ だ け で な く ， 結 果 を 現 実 に 活 か し て い く 際 に ，

間 違 っ た 対 応 に も 繋 が り か ね な い 。 特 に 「 育 児

困 難 感 」 と 「 育 児 不 安 」 に 関 す る 知 見 は ， 子 ど

も や 保 護 者 に 適 切 な 支 援 を 行 う た め ， ま た 虐 待

を 予 防 し て い く 上 で も 重 要 な も の で あ り ， 用 語

の 選 択 ば 慎 重 に 行 わ れ な け れ ば な ら な い 。

そ し て 「 育 児 困 難 感 」 と 「 育 児 不 安 」 の 両 方

に 関 す る 研 究 が い く つ か 見 ら れ る 。 望 月 ・ 大 場

(2007) は 出 産 退 院 後 間 も な い 時 や 産 褥 1.5 か

月 の 母 親 の 心 理 に つ い て 自 由 記 述 を も と に 検 討

し て い る が ， そ の 中 で 「 育 児 困 難 感 」 の カ テ

ゴ リ ー 内 容 と し て 「 子 育 て は 思 っ て い た 以 上

に 困 難 」 「 泣 か れ る と イ ラ イ ラ す る 」 や ， 「 子

育 て は と て も 大 変 な こ と だ と 思 う 」 「 ぐ ず ら れ

る と ， 途 方 に く れ て し ま う 」 が あ り ， 「 育 児 不

安 」 の カ テ ゴ リ ー 内 容 に は 「 不 安 で i立 い た こ と

が あ る 」 や ， 「 ち ょ っ と し た こ と が 気 に か か

る 」 「 当 た り 前 と 思 う こ と で も 悩 む 」 な ど が 含

ま れ て い る こ と を 報 告 し て い る 。 ま た 島 田 ら

(2019) は 育 児 ス ト レ ス 等 の レ ビ ュ ー を 行 っ

て い る が ， そ の 中 で 育 児 不 安 に つ い て は 「 母 親

が 自 分 の 子 ど も を 育 て る に あ た っ て 感 じ る ， 過

度 の 不 安 や 困 惑 な い し 自 信 の な さ か ら く る 漠 然

と し た 精 神 的 状 態 」 と し ， 育 児 困 難 に つ い て は

「 育 児 に お い て 苦 し み 悩 む こ と 」 と 定 義 し て い

る 。 そ し て 「 育 児 困 難 感 」 に 言 及 し た も の で は

な い が ， 荒 牧 ・ 無 藤 (2008) は 育 児 へ の 否 定

的 感 情 の 捉 え 方 に 2 つ の 枠 組 み が あ る と し ， 日

常 的 な 育 児 場 面 に お い て 生 じ る 苛 立 ち や 束 縛 感 ，

子 ど も へ の 嫌 悪 感 な ど を 含 む 「 育 児 へ の 負 担

感 」 と ， 子 ど も の 発 達 や 成 長 ， 自 分 自 身 の 親 と

し て の 適 性 へ の 不 安 を 含 む 「 育 児 へ の 不 安 感 」

と に 大 別 で き る と し て い る 。 こ の 荒 牧 ・ 無 藤

(2008) の 研 究 で は ， 育 児 へ の 否 定 的 ・ 肯 定

的 感 情 尺 度 の 因 子 分 析 の 結 果 ， 「 負 担 感 」 の 因

子 に は 「 子 ど も が ， わ ず ら わ し く て イ ラ イ ラ す

る 」 「 子 ど も が 自 分 の 言 う こ と を 聞 か な い の で

イ ラ イ ラ す る 」 な ど が あ り ， 「 育 て 方 へ の 不 安

感 」 の 因 子 で は 「 育 児 の こ と で ど う し た ら よ い

か わ か ら な く な る 」 な ど が ， ま た 「 育 ち へ の 不

安 感 」 の 因 子 で は 「 他 の 子 ど も と 比 べ て ， 自 分

の 子 ど も の 発 達 が 遅 れ て い る の で は な い か と 不

安 に な る 」 な ど の 項 目 が 見 ら れ て い る 。 荒 牧 ・

無 藤 (2008) の い う 「 育 児 へ の 負 担 感 」 は ，

「 育 児 困 難 感 」 と 類 似 の 概 念 で あ る こ と が 考 え

ら れ ， 「 育 児 へ の 不 安 感 」 は 「 育 児 不 安 」 に 相

当 す る こ と が 考 え ら れ る 。 ま た 住 田 (1999)

は 母 親 の 育 児 不 安 と し て ， ① 子 ど も 自 身 を 源 泉

と し て 喚 起 さ れ る 育 児 に つ い て の 不 快 感 情 ， ②

身 の 養 育 能 力 に 対 す る 不 安 ， ④ 母 親 の 育 児 負 担

感 ・ 育 児 拘 束 感 か ら 生 じ る 育 児 不 安 ， の 4 つ が

あ る と 述 べ て い る が ， こ の 住 田 (1999) の ①

④ が 「 育 児 困 難 感 」 に 当 た り ， ② ③ が 「 育 児 不

安 」 に あ た る 可 能 性 も 考 え ら れ る 。 そ し て 川 井

ら (2000) は ， 子 ど も の 年 齢 に よ り 異 な る が ，

育 児 困 難 感 に は 2 つ の タ イ プ が あ り ， 1 つ の タ

イ プ は ① 「 育 児 に 自 信 が 持 て な い 」 「 子 ど も の

こ と で ど う し た ら よ い か わ か な ら い 」 等 の 心

配 ・ 困 惑 ・ 不 適 格 感 を 含 む も の で ， も う 1 つ の

タ イ プ は ， ② 「 子 ど も に 八 つ 当 た り し て は 反 省

し て い る 」 「 イ ラ イ ラ し て い る 」 な ど ネ ガ テ ィ

ブ な 感 情 や 攻 撃 衝 動 性 を 含 む も の で あ り ， 母 親

の 焦 燥 感 や 怒 り が 抑 制 で き ず ， 子 ど も へ 向 け て

し ま う こ と が 考 え ら れ る と し て い る 。 こ の 川 井

ら (2000) の ① は 母 親 自 身 の 「 育 児 不 安 」 に ，

② は 子 ど も に 対 す る 「 育 児 困 難 感 」 に あ た る 可

能 性 が 考 え ら れ る 。

以 上 の こ と か ら ， こ れ ま で 「 育 児 困 難 感 」 あ

る い は 「 育 児 不 安 」 と 考 え ら れ た も の は ， 大 き

く 2 つ に 分 け ら れ る こ と が 考 え ら れ る 。 一 つ は

実 際 の 子 ど も と の 関 わ り の 中 で 負 担 や 困 難 を 感

じ る と い っ た ， 対 子 ど も へ の 感 情 で あ り ， こ れ

が 狭 義 の 「 育 児 困 難 感 」 と 考 え ら れ る 。 も う 一

つ が 漠 然 と 母 親 の 中 に あ る 不 安 や 迷 い と い う 精
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神 的 状 態 で あ り ， こ れ が 狭 義 の 「 育 児 不 安 」 と

考 え ら れ る 。 つ ま り ， 「 育 児 困 難 感 」 は 「 相 手

（ 子 ど も ） と の 関 係 に お い て 起 こ る 感 情 」 で あ

り ， 「 育 児 不 安 」 は 「 母 親 自 身 の 不 安 」 と 言 え

る の で は な い か と 考 え ら れ る 。 ま た ， 「 育 児 困

難 感 」 「 育 児 不 安 」 の 程 度 に 関 わ ら ず ， 育 児 が

困 難 に な る よ う な 子 ど も 側 の 要 因 が あ る 場 合 と

な い 場 合 が あ る と 考 え ら れ る 。

以 上 を 踏 ま え ， 「 育 児 困 難 感 」 と 「 育 児 不

安 」 を 図 式 化 す る と ， 図 1 の よ う に な る 。  図 1

の ① の 「 安 定 型 」 は 母 親 の 「 育 児 不 安 」 「 育 児

困 難 感 」 が と も に 低 く ， 親 子 共 に 安 定 し た 状 態

と 考 え ら れ る 。 た だ し ， 「 育 児 不 安 」 「 育 児 困 難

感 」 が 全 く な か っ た り ， 否 定 的 な 子 ど も へ の 関

わ り を 一 切 行 っ て い な い こ と を 示 す も の で は な

い 。 ② の 「 不 安 型 」 は 母 親 の 不 安 が 高 く ， 育 児

の 失 敗 を 恐 れ て い る 状 態 と 考 え ら れ る 。 そ の た

め 常 に 過 干 渉 な 育 児 を 行 っ て い る 場 合 が あ る と

考 え ら れ る 。 ま た 不 安 に 圧 倒 さ れ ， 適 切 な 育 児

を 行 え な く な っ て い る 場 合 も あ る と 考 え ら れ る 。

③ の 「 困 難 型 」 は 実 際 に 子 ど も に 母 親 が 困 難 を

感 じ ざ る を 得 な い よ う な 要 因 が あ り 母 親 が 困 難

感 を 感 じ る 場 合 と ， 子 ど も 側 の 要 因 は な い に も

関 わ ら ず 他 の 要 因 か ら 母 親 が 難 し さ を 感 じ る 場

合 が あ る と 考 え ら れ る 。 ま た い ず れ に お い て も ，

困 難 さ を 感 じ る が ， そ れ を 解 決 し よ う と 積 極 的

育 児 不 安 高

図 1

育 児 困 難 感 高育 児 困 難 感 低

育 児 不 安 低

「 育 児 困 難 感 」 「 育 児 不 安 」 に よ る 分 類

に 育 児 に 向 か っ て い る 場 合 も あ る と 考 え ら れ る 。

④ の 「 不 安 困 難 型 」 は 「 育 児 不 安 」 「 育 児 困 難

感 」 が と も に 高 い 状 態 で あ る 。 こ の 程 度 が ひ ど

く ， 継 続 す る 場 合 ， 虐 待 に 繋 が る こ と も 考 え ら

れ る 。 ⑤ の 「 希 薄 型 」 は 子 ど も に 関 心 が 持 て な

い ， あ る い は 子 ど も と 関 わ る こ と が 乏 し い 状 態

で あ る こ と が 考 え ら れ る 。 こ の 状 態 で は 親 か ら

の SOS は 出 な い か も し れ な い が ， 支 援 が 必 要

な 場 合 も あ る こ と が 考 え ら れ る 。 ま た ネ グ レ ク

ト の 状 態 に あ る 場 合 も あ る と 考 え ら れ る 。 そ し

て ① ～ ⑤ の そ れ ぞ れ に お い て ， 子 ど も に 実 際 に

母 親 に 不 安 を 抱 か せ た り ， 困 難 感 を 感 じ さ せ る

よ う な 要 因 が あ る 場 合 と な い 場 合 が あ る と 考 え

ら れ る 。 な お ， 図 1 は 母 親 と 子 ど も の み 記 載 し

て い る が ， こ れ に は 他 の 家 族 ， き ょ う だ い 児 ，

祖 父 母 ， 学 校 や 保 育 所 ・ 幼 稚 園 ， 親 の 就 労 ， 地

域 等 ， さ ま ざ ま な 要 因 も 影 響 を 与 え る こ と が 考

え ら れ る 。

岩 立 (2019) は 自 身 の 育 児 に お い て ， 保 健

師 に 相 談 し た 際 に 保 健 師 の 言 葉 に 納 得 し た り 安

心 で き な か っ た 理 由 に つ い て ， 自 分 の 不 安 を 受

け 止 め て も ら え ず ， 「 あ な た は 母 親 と し て 気 に

し す ぎ 」 と ， 親 と し て の 自 分 を 否 定 さ れ た よ う

に 感 じ て し ま っ た の か も し れ な い と 述 べ ， 「 お

母 さ ん ， そ れ は と て も 心 配 よ ね 」 の 一 言 や ， も

う 少 し 不 安 に 耳 を 傾 け ， 一 緒 に 子 ど も を 見 て く

れ た な ら ， 保 健 師 を 信 頼 し ， 話 を 聞 い て い た か

も し れ な い と 述 べ て い る 。 こ の 場 合 ， 母 親 は

「 育 児 不 安 」 が 大 き か っ た 可 能 性 が 考 え ら れ る

が ， 保 健 師 は 「 育 児 不 安 」 で は な く ， 「 育 児 困

難 感 」 の 訴 え と 理 解 し た 可 能 性 が あ り ， 子 ど も

に は 問 題 が な い と 判 断 し ， 母 親 が 気 に し す ぎ で

あ る と 考 え た 可 能 性 が あ る 。 こ の よ う に 母 親 が

「 育 児 不 安 」 を 抱 え て い る 場 合 に ， 支 援 者 が

「 育 児 不 安 」 に 気 づ か ず に 実 際 の 問 題 の 有 無 に

焦 点 を 当 て て し ま う と ， 母 親 は 否 定 さ れ た よ う

に 感 じ ， 更 に 不 安 を 深 め る 可 能 性 が 考 え ら れ る 。

ま た 川 瀬 (2002) は 障 害 の あ る 子 の 母 親 と

の 心 理 面 接 に お い て ， 「 ど こ を ど う す れ ば い い
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の か 」 「 何 に 気 を つ け れ ば い い の か 」 「 普 通 の 学

校 へ 行 く こ と が で き る の か ， ま た 行 っ た と し て

つ い て 行 く こ と が で き る の か 」 と い う 母 親 に 対

し ， 子 ど も へ の 関 わ り に つ い て 相 談 す る と い う

方 針 で 面 接 を 行 い ， 母 親 の 不 安 に 気 づ け な か っ

た 事 例 に つ い て 考 察 し て い る 。 こ の 事 例 で は ，

母 親 は 「 育 児 困 難 感 」 も 抱 え て い た 可 能 性 が 考

え ら れ る が ， 母 親 の 訴 え か ら は ， そ れ と 同 時 に ，

あ る い は そ れ 以 上 に 「 育 児 不 安 」 が 大 き か っ た

可 能 性 が 推 察 さ れ る 。 こ の よ う に 「 育 児 不 安 」

が 大 き い 母 親 に 対 し 支 援 者 が 「 育 児 困 難 感 」 の

み に 焦 点 を 当 て る と ， 母 親 の 「 育 児 不 安 」 は 解

消 さ れ ず 不 安 を 持 ち 続 け る こ と に な り ， 実 際 の

育 児 の 改 善 に 目 を 向 け る こ と が で き ず に 「 育 児

困 難 感 」 も 解 消 で き ず ， 不 安 を 強 め る こ と に な

る 可 能 性 が 考 え ら れ る 。

先 に み て き た よ う に ， 「 育 児 困 難 感 」 と 「 育

児 不 安 」 は ， そ れ ぞ れ が 定 義 の 曖 昧 さ を 持 ち ，

ま た 混 同 さ れ て 用 い ら れ る こ と も 少 な く な い 。

し か し ， 岩 立 (2019) や 川 瀬 (2002) の 例 の

よ う に ， 「 育 児 不 安 」 を 「 育 児 困 難 感 」 と 取 り

違 え る と 母 親 の 支 援 ど こ ろ か 母 親 を 追 い 詰 め る

こ と に も な り か ね な い 。 そ の た め ， 支 援 者 は 母

親 が 何 を 訴 え て い る か を 見 極 め る こ と が 重 要 と

言 え る 。 不 安 が 高 け れ ば ， 母 親 の 不 安 な 気 持 ち

に 配 慮 し な が ら 支 援 を 行 う べ き で あ り ， 不 安 が

低 く 困 難 感 が 高 け れ ば 具 体 的 な 子 ど も と の 関 係

に お け る 困 難 の 解 消 を 共 に 考 え る こ と に な る だ

ろ う 。 た だ し ， 母 親 は 不 安 を 上 手 に 隠 す こ と も

忘 れ て は い け な い 。

ま た 岩 田 (1999) は ， 「 育 児 不 安 」 の 時 期 に

つ い て ， 就 学 前 に 限 ら れ た 時 期 に 位 置 し て い る

こ と を 指 摘 し て い る 。 し か し 筆 者 が こ れ ま で 中

学 生 や 高 校 生 の 保 護 者 の 心 理 面 接 を し た 中 で は ，

子 ど も へ の 対 応 の 困 難 を 訴 え る 母 親 が ， 実 は 大

き な 子 育 て の 不 安 を 抱 え ， 青 年 期 の 子 ど も に 過

干 渉 的 に 関 わ り ， 自 立 し た い 子 ど も と の 関 係 で

う ま く い か な く な っ て い る ケ ー ス も 少 な く な

か っ た 。 そ の た め ， 「 育 児 不 安 」 や 「 育 児 困 難

感 」 は 決 し て 乳 幼 児 期 に 限 ら れ た も の と し て 捉

え る の で は な く ， ど の 年 齢 の 親 子 で も 生 じ る 可

能 性 が あ る と 考 え る べ き で あ る だ ろ う。

VI ま と め と 今 後 の 課 題

本 研 究 で は ， 虐 待 に 繋 が る と 考 え ら れ る 否 定

的 な 育 児 に 関 す る 用 語 で あ る 「 育 児 困 難 感 」 と

「 育 児 不 安 」 に つ い て 概 観 し た 。 検 討 の 結 果 ，

「 育 児 困 難 感 」 と 「 育 児 不 安 」 は 混 同 さ れ る こ

と も あ る が ， 質 的 に 別 の も の で あ る と 考 え ら れ ，

特 に 実 際 の 相 談 場 面 で は 双 方 を 取 り 違 え る と ，

更 に 母 親 を 苦 し め る こ と に も 繋 が り か ね な い と

考 え ら れ た 。

虐 待 予 防 の た め ， 「 育 児 困 難 感 」 や 「 育 児 不

安 」 は 減 ら す べ き も の ， な く す べ き も の と 捉 え

ら れ て い る 可 能 性 が あ る 。 し か し 先 行 研 究 か ら

は， 「 育 児 不 安 」 や 「 育 児 困 難 感 」 は 誰 も が 感

じ て い る 可 能 性 が 考 え ら れ た 。 そ の た め ， 母 親

に 今 以 上 に 「 育 児 困 難 感 」 や 「 育 児 不 安 」 は な

く す べ き も の と 伝 え る こ と は ， 母 親 の 不 安 を 煽

り ， 更 に 母 親 を 追 い 詰 め る こ と に も 繋 が り か ね

な い 。 支 援 者 は 「 育 児 困 難 感 」 や 「 育 児 不 安 」

を 単 純 に な く せ ば よ い と 考 え る の で は な く ， 子

ど も を 育 て る 中 で ， 誰 も が 不 安 や 困 難 感 を 抱 え

る の が 当 た り 前 と い う 当 然 な こ と を ， 母 親 や 周

囲 に 伝 え て い く こ と が 必 要 な の で は な い だ ろ う

か 。 そ し て 専 門 家 と し て こ ち ら が 正 し い と 思 う

こ と を 一 方 的 に 伝 え る の で は な く ， 目 の 前 の 母

親 が 訴 え て い る こ と は 何 な の か を ， 一 生 懸 命 に

捉 え よ う と す る 姿 勢 が 必 要 と 考 え ら れ る 。

付 記

本 論 文 は ， 本 研 究 は JSPS 科 研 費 19K03318

の 助 成 を 受 け た も の で す 。
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