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乳幼児 と小学生の ふ れ あい事業に 関わ っ た民生児童委員の 思 い

　一 地域 と大学が協働 で 行 っ た次世代育成支援事業の 効果 一

鈴木学美
且＊）

，

高田昌代
コ＊）

，

　　　　 林

増野眞貴
2＊）

， 岩本里織
3＊）

， 大野か お り
3＊）

， 田中由紀子
2＊）

，

岡永真由美
3＊）

， 安積陽子
3＊）

， 安達久美子
3＊）

， 谷川裕子
3＊）

，

裕子
3＊）

， 半田浩美
4＊）

， 蝦名美智子
5＊）

，
二 宮啓子

3＊）
，

　　　　　廣瀬美千子
6＊）

， 植本雅治
3＊）

1＊ 〕神戸市 看護大学 （前），
2
＊）神戸市西 区役所，ユ

嚇 申戸市看護大学，”＊ ）ft野県立 こ ど も病院，

　 　 　 　 　 　 　 　 　
5＊ 工札 幌医科大学，G＊ ｝神戸市立 長坂小 学校

キー
ワ
ード：次世代育成支援，民生 児童委員，住民主体，子育て 支援，ヘ ル ス プ ロ モ

ー
シ ョ ン

AChild 　Welfare　Commissoner，s　Perspective　After　Activities　with 　lnfants　a皿d　Primary　School

　　　　　　Primary 　School　Chi且dren ：Effects　of　a　Joint　Community 　an 〔1　University

　　　　　　　　　　　　　　　Project　to　Foster　the　Next　Generation：

Manami　SUZUKIL＊）
，
　Maki 　MASUNO2 ＊）

，
　Saori　IWAMOTO3 ＊）

，　Kaori　OHNO3＊）
，
　YUkiko　TANAKA2 ＊）

，

　　Masayo　TAKADA3 ＊）
，　Mayumi 　OKANAGA3 ＊）

，　Yoko　ASAKA2 ＊）
，　Kurniko　ADACHI3 ＊）

，

　　　　　　　　 YUko　TANIGAWA3 ＊ ）
，　Yuko　HAYASHI3 ＊）

，　Hiromi　HANDA4 ＊）
，

　　　　　　　　　　　　　　Michiko　EB】NA5 ＊）

，
　Keiko　NINOMIYA3 ＊）

，

　　　　　　　　　　　　　Michiko　HIROSE6 ＊）
，
　Masaharu 　UEMOTO3 ＊

）

1
＊）Kobe　city 　college 　of 　nursing （befbre），

2
＊］Kobe 　city 　west 　ward 　office ，

3
＊〕Kobe 　city 　college 　of 　nurs 血g，

　　　　　　
4＊ ）Sapporo　medical 　university 　school 　of 　medicine 　school 　of 　heal山 sc貢ence

，

　　　　　　
5＊）Nagano 　children

，
s　hospital，

6＊）Nagasaka　Kobe 　m   icipal　elementary 　schoo1

Key　words ；the　next −generation　promotion　 suppert ，　Welfare　 commissiener ，　resident 　 subject，　 child−nurturing 　support ，　health　prornotion

1．は じめに

　近年，子 ど もを生まな い 夫婦 の 増加 や育児不安をも

っ 親の 増加，児童虐待な どが社会的な問題とな っ て い

る 。 こ の 要因 の 1っ に，現代 の 親世代 は乳幼児 と直接

ふ れあ う体験が な い ま ま大人 に な っ た た め，子ど もに

か か わる こ とを不安 に思 う こ と，子どもへ の 接 し方が

わ か らな い こ とが あ げ られ て い る （原 田，1999）。 こ

の よ うな 中，次 の 世代 に父親 ・母親となる 小 ・中学生

が， 乳幼児と直接ふ れ あ う機会をっ くる こ と に よ り，

乳幼児の もっ や さ しさ ・あ た た か さ ・純粋 さを知 り，

命の 大切さ や他人へ の思 い や りを体験的に 理解で き る

よ うな 次世代育成支援が，全国的 に注目されて きて い

る （原 田，2005）。
こ れ は ， 次代を担 う子 ど もや こ れ

を育成す る家庭 を社会全体で 支援するこ と を目的 と し

て 平成15年に制定さ れ た ， 次世代育成支援対策推進法

に則 っ た政策で ある （厚生労働省，2003 柏女，2005）。

　一方，子育て に関す る問題や次世代育成に は ， 行政

や 専門職が 事業 を 展開す る だ けで な く，地域の 人々 の

手で 実施し て い く こ とが求め られ て い る （藤内ら，

2001）。神戸市 A 区 の B 地区で は，民生委員児童委員

協議会 （以 下民 児協）が平成 15年度 か ら乳幼児 を もっ

母親 を対象 とした子育 て 支援活動を行 っ て きて お り

（詳細後述），地域住民を主体と した活動が形成され っ

っ あ る。 こ の 背景 の もと，神戸市 A 区保健福祉部 で

は，平成16年度に小学 5 年生が乳幼児とふ れ あ う次世

代育成支援事業 （以下 く 命 の 感動体験 〉 ）を企画 し，

B 地区 を モ デル 地区と して 選定し，実施した 。
こ れ は
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民児協の こ れ まで の 活動を活 か し，今後民児協が 地域

の 子育て 支援 の 中心的役割を担 っ て い く こ とを 目指 し

た も の で あ る 。

　そ こ で 本研究 で は，民児協 に協力を求め，彼らの 活

動を 基盤 と して 地域 で 次世代育成支援事業 を 展開 した

こ と に 対す る 民児協各委員の 活動へ の 思 い や彼らの 活

動へ の 影響を 明 らか す る こ とを 目的に した。こ れ を も

とに 今後 の 民児協 の 主体的な活動の 方向性を考察す る 。

　 な お，〈 命 の 感 動体験 〉 は，A 区保健福祉部子育 て

支援係が中心 に 企画 し，民児協， 神戸市立 c 小学校，

神戸市看護大学が協力 して 実施 して い る もの で ある 。

2，民児協の 子育て 支援活動の経緯

　  　調 査方法

　調査対象者 8名を 1 グ ル ープ と し，以 下の項目につ

い て ，フ ォ
ーカ ス グル ープ イ ン タ ビ ュ

ーを 行 っ た。

　  　次世代育成支援事業協力依頼を受けた ときに 感

　 　 　 じた こ と

　  　次世代育成支援事業に実際に関わ っ て の 感想

　  参加 した乳幼児 の 保護者や，地域住民か らの 反応

　  　今後の次世代育成支援事業 へ の展望

　な お イ ン タ ビ ュ
ー

内容 は，調査対象者 の 許可を 得て

録音した 。

  　調査時期

　平成16年11月

　神戸市A 区は，平成12年度国勢調査 に よ る と年少

人 口 が 17，4％，全世帯数 に 対す る核家族世帯割 合 も

68．8％で あ り， 両者と も市内で 最も多い地域 で あ る 。

加 え て ，6 歳未満親族 の い る 割合 も17．4％ で あり市内

で 最多で あ る 。 A 区は幼 い 子どもを持っ 核家族世帯が

多 い 地域 と い え る 。 こ の A 区 B 地域 に お い て ，民児

協 の うちの 主任児童委員 が 個別 の 母子 に 対す る子育 て

支援を実施して きた 。 しか し，地域の 母親が孤立す る

こ とを懸念 し，民児協全体 の 事業として ， 平成 15年 4

月 に親同士 の 情報交換 や子 ど も同士 も仲間作 りが で き

る場 で ある 「おや こ の 広場」 （対象 2 歳児 まで ）を C

小学校学童保育 コ ーナ ーに開設 した 。 そ の 後，3 歳を

超え 「お や こ の 広場」 の 対象で は な くな っ た 母子 の 集

う場がな くな る の で は な い か と い うよ う な不安の声が

聞 か れるよ うに な っ たため，平成 16年 5月 に「イキイ

キ子育 て 広場」（対象2歳以降4歳まで ）を開設し，両

広場を並行 して 開催 して い る 。

　 こ の よ うな 中，
〈 命の 感動体験 〉 を C 小学校 で 開

催する際に ，C 小学校学童保育 コ
ー

ナ
ー

で 開催 して い

た 「おや この 広場」 に参加 して い る乳幼児保護者に参

加 を呼 び か け，開催 に 至 っ た 。

3．研究方法

　（4） 分析方法

　 イ ン タ ビ ュ
ー

内容を逐語録 に し，民児協各委員が次

世代育成支援事業に参加して 感じた こ とが述べ られ て い

る 内容を抽出 し，析出さ れた 内容を 【 】で 表わ した。

　（5） 倫理的配慮

　研 究の 主旨，目的 ， 研 究結果 の 用 い 方 ， 同意の 有無

が 今後の 活動 に 不利益 に な る こ とは一
切 な い こ と，本

研究で得た情報は匿名で 処理 し， 共同研究者以外の 目

に 触れ る こ と は な く，ま た研究以 外 の 目的で 使用 され

る こ とは な い よ う厳重 に 管理 さ れる こ とを記 した研究

協力依頼文を，調査協力依頼時に 配布し，研究者が 口

頭 で 説明した。そ の 後，研究協力 の 同意 が 得られ た 者

と，同意書を交わ した 。

4．結　果

　  　対象者の概要

　対象者 は 16名，うち男性 2 名，女性 14名で あ っ た。

年代別に は，40 代 1 名，50代 8 名，60 代 7 名で あっ

た（表 1）。民児協 で の 活動年数 は，5年まで が 7名，5

年 か ら 10年ま で が 7 名，10年 以 上 が 2 名 で あ っ た

（表 2）。

　  　調査対象

　調査対象は，民児協各委員の うち，研究協力へ の 同

意が得られた 者 と した 。 調査協力 に あた っ て，民児協

会長 に 調査協力を依頼 しく 命 の 感動体験 〉 に関 わ っ た

民児協各委員 へ の 調査協力 を 求め た 。

表 1．対象者の 年代

年　 　代 人　数 （人）

40 代 1

50 代 8

60代 7
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　 表 2．民児 協での 活動 年数

　 〈 命の 感動体験 〉 へ の 参加回数 は，1回 4 名，2 回

7 名 ， 3回 2 名 ， 4 回 3 名で あ っ た 。

　 こ の よ うに，〈 命 の 感動体験 〉 へ の 協力依頼 を 受 け

た 際 は，事業 に 対 して マ イ ナ ス の イ メ
ージがかな り先

行して い た こ と が伺え た ． しか し，少子化で き ょ うだ

い も少な く，周囲 に 乳幼児が い な い と思 わ れ る 5 年生

児童 に，乳幼児との ふ れあ い の 機会をっ くる とい う こ

の 事業 は，お もしろ い 試 みで あ る と も感 じて お り，

【事業に対す る期待感】も聞か れ た 。

　  　次世代育成支援事業へ の協力依頼を受けた際の

感想

　民児協が，A 区保健福祉部子育て 支援係よ り 〈 命の

感動体験〉 へ の 協力依頼を 受けた際，前年度か ら0歳

か ら 2 歳まで の 親子対象の 「おや こ の 広場」が実施さ

れ て お り，さ ら に 今年度か ら 2 歳か ら 4 歳の 親子対象

の 「イ キ イキ 子育 て 広場」が実施予定 で あ っ た た め
，

当初 【活動が増え る こ とへ の 危惧】 が 強か った 。

　 厂や ぱ り最初に は， こ こ で民児 協が f子育て y （お

や こ の 広場） を し T い ま した し，こ の 4 月か らまた 新

しい の が始 まる っ て い ラこ とだ っ たん で  大変だ な あ っ

て，一
番 に 大変 だ な あ っ て ゴ

　ま た，「お や こ の 広場」や 「イ キ イ キ子育 て 広場」

は，現在子育 て 中の 親に対す る子育て支援で ある が ，

今困 っ て い る者へ の 支援 で はな く次世代 の 親 を育成す

る と い う内容 が 理解 で きず， 【事業 の 具体的イ メ
ージ

が わ か な い こ とへ の 不安】も抱い て い た 。

　 厂パ ート 1の子育ての方が か な り忙しか っ た時期 と，

今言われ たお話 〔〈 命の 感動体験 〉 ）の 時期と重 な っ

で ， そ うい う も の が ど ん な もの か ど うな の か の 違 い を

ね，もう
一

っ ，は っ きりわか らな い し，目に見えな い

よ うな感 じゴ

　 厂それ 自体は ね ， あ あ 面白い取 り組み だ な っ て 想 い

ま した よ。 最近 は い じめ た り，親 が 考え られ な い よ う

な こ としま が
一
よ ね ゴ

　（3）次世代育成支援事業に実際に関わ っ て の 思 い

　   次世代育成支援事業 の 意義 の 確認

　民児協各委員は ， 実際の 事業で の 5年生児童 の 反応

か ら，小 さな き ょ うだ い が い る児童 は最初 か ら乳幼児

に 近づ き扱 い もうま い が，多 くの 児童 は始 め は 乳幼児

に 近づ くこ と も た め ら っ て い る こ とが わか り，　 【少子

化な ど時代背景か ら見 た 事業の 重要性】を感 じて い た
。

　 厂あの 今
一

入 っ 子 とか，きょ うだ い が少 なくて，昔

み た い に た ぐ さん い ま した らね，色々 な こ と も入 っ て

きますげど。だ か ら珍 しそ うに抱 くこ と もよ うしな い，

の ぞ い た よ うに す る子と。 や っ ぱ りきょ うだ い も っ て

る子 ど もは，近寄 っ τ い ぐノ

　次第 に 児童 の 緊張 もほ ぐれ，児童が非常 に 良い 表情

で 楽 しそ うに乳幼児 とふ れあ っ て い る の を見 て，　 【児

童へ の よ い 効果 の 理解】も感じて い た 。 ま た，5 年生

とい う思春期の 入 り 口 で あ り ， 授業で も体の こ とを習

う時期 に，子 ど もが 生 ま れ 育っ 段階 を体験的に 知 る こ

とは必要 で あ る と考え，　 【5 年生 に実施す る こ との 効

果 の 理 解】 に っ い て も確認 して い た 。

　乳幼児保護者に対 して は，自分の 子ど もを 5 年生児

童 に 差 し出す気持ちを慮 っ て， 【乳幼児を児童 に 扱わ

れ る乳幼児 保護 者へ の 配 慮 】 が あ っ た 。

　 厂お母さん た ちの 協力の もと，納得 して もらえ るか

ど うか な と い うそ の や っ ぱ り，そ の 説得する 側み た い

なね，や っ ぱ りど う して も イ メージ 的に言え ば あ の お

母 さん の 子どもさん を貸 して 下さ い， …　 　 そ うい う

イ メ
ージだ け で 最初 ね 。 そ ん な風 に 思 っ τ た ん で ゴ

　 厂す ご ぐね，子ど もさん が ね 。 小学校の 子ど もさん

があん だげ盛 り± げるん やか ら，すご い な と想 い ますゴ

　 厂5年生 の 小学校 の 」宏生 に もね T （周 い た ら） そ し

たら理科 に も体の ご とも出 て くる し，保健 に も出 て ぐ

る，丁度思春期の 入 りN い う風 に 小学校の 特徴を聞 い

た ん で す。そ う い う時瑚的 に も，赤 ちゃ ん の 誕生 か ら

いろ い ろ育つ 段階を知る の もず ご ぐい い時期 っ て，す

ご く入 りや す い 時期」
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　開催時期 に っ い て，「お や こ の 広場」を始 め て 1年

経過した頃で あ り，乳幼児保護者と民児協の 関係が で

きて い た た め，〈 命 の 感動体験 〉 に も乳幼児保護者が

入 りやすか っ た の で は な い か と考え， 【開催時期が 適

当で あ った】 と感 じて い た 。 また こ の こ と よ り，「お

や こ の 広場」 で 形成 さ れ た 乳幼児保護者と民児協の 信

頼関係を基盤と して く 命の 感動体験 〉 が 成 り立 っ て い

る と感 じ，　 【本事業で民児協が 果 た す役割】を ， 民児

協 自身 が再確認す る こ と に もつ な が っ て い た 。

出す こ とに親は抵抗を感 じるの で はな い か と危惧 して

い た が，事業に入 っ て み る と乳幼児保護者は積極的に

児童 に 乳幼児を抱 か せ て お り，　 【乳幼児保護者 の ，児

童 の 乳幼児の 扱 い に対す る寛大さへ の 驚き】が あ っ た 。

また本事業 に 何度 も参加 して い る乳幼児保護者 は，回

数を重 ね る毎に児童 へ の 接 し方が慣れ て き て ， 児童 へ

の 出産や育児 に 関す る話 を用意 して くる な ど して い る

の を見て ， 【乳幼児保護者が ， 児童を育て て い る こ と

へ の 気 づ き】 もあ っ た 。

　 厂こ れ （〈 命の 感動体験〉 ）が始ま る の が，時期的

に も良 か っ た。厂子育て 」 （おや こ の 広場）を始 め て あ

る程度，お母さん も子ど もさん も葉団の 雰囲気に價れ

た ぐらい に，こ れが入 っ て きたからち ょ うど， 良か っ

た」

　 厂私も受付 さしτ もらっ た りするん で，そ したらや っ

ぱり
一番最初に ， 会うの が お母さん とお 子さん なん で

すよ 。 そ した ら もう顔覚え て もら っ て，で，私 も覚 え

て る し，そ こで最初の 交流を して入 っ て いた だ ぐ。 そ

うい っ た形 で ね，ど っ か で知 っ た入 が お る い づの はね，

い い ん か な っ て 。 まあ ね，少し ぐ ら い で もお役に立 っ

て るん か な っ て 思 っ た りしなが ら」

　  児童や乳幼児保護者の 新た な一
面 の 発見

　民児協は事業 に関わる 中で，こ れまで 知 らなか っ た

児童 や乳幼児保護者の 新た な一面を発見 して い た 。 児

童が，乳幼児保護者 に 敬語を使 っ た り礼儀正 し く接 し

て い るの を見て ，　 【児童の ， 乳幼児や乳幼児保護者へ

の 優 しさ，気遣 い へ の 気 づ き】が あ っ た
。 また

， 児童

が乳幼児保護者か ら出産 や子育て の 話を聞き，自分の

親 も大変 な思 い を しなが ら自分を育 て て くれたと感 じ

て い る こ と を知り， 【児童に，自分の 母親へ の 思 い や

りが生まれ て い る こ とへ の 気 づ き】 もあ っ た。

　 厂男 の 子 なん か外 で遊 ん で る と中入 っ て きた ときと，

あの 物の 言い 方もちゃ ん と少し丁寧謬 で しゃ っ べ っ て

ぐれ て るの ね。子どもたちな りに気遣 っ て る ん だ な っ

て こ と は感 じま した ね」

　 厂生徒さん は，お 母 さん が大変 や っ た ん や な一い う

感 じは もっ て帰 られ て ま すわ 。 も うだか ら　〔母親 へ の）

見方が 遠 っ て ぐるん じ ゃ な い か と想 う」

乳幼児保護者 に っ い て は，当初乳幼児を児童 に差 し

　 厂対象が ね， 5年生の お 子さん と い うこ と で，ど う

い う扱 い を され るの か な と い うの が あ の，だか ら ま ず，

お 母 さん よ りもなん か 思 っ て しまっ て，で もお母さん

の 方が案外， す ご い 寛大だ っ τ い うの か ， あの どうい

う扱 い を さ れ よ うが っ て い うの か．平気 で こ う，あ の

こ こ は こ うよ っ て，問 い かけて は るの を見 て，す ご い

こ ち ら の 方が あ の び っ くりした ・・」

　 厂も うね 一す ご ぐ子 ど もを ち ゃ ん と育 て て る。小学

生をね 。 そ の辺をね，や っ ぱ り参加ず る ごとに （お や

こ の ）広場 の 方 に 出 た らや っ ぱり自分 が あ の 勉強 した

い，こ っ ち （〈 命の 感動体験 〉 ）に来た ら自分 も勉 強

もずるげど教 え た い い う意謡に 変わ っ て るん や な い か

な ゴ

　  　事業に関する課題

　民児協は，実際に 事業に 関わ っ て ，事業の 意義を確

認 した り，児童 や乳幼児保護者の 新 た な
一

面を発見 し

た りして い た が，同時に事業に 関す る課題も感じて い

た。参加 した児童 や 乳幼児保護者の 反応 か ら，民児協

は本事業の 意義や必要性を感 じて い るが，地域の 中で

は本事業はあまり知 られ て おらず ， 【本事業 は知名度

が低い 】 と感じて い た 。

　本事業 で 民児協 が 果 た す役割 にっ い て，乳幼児保護

者の 反応か ら民児協自身が再確認 して い た こ と を前述

したが， 逆 に行政や看護大学など多機関が関わ っ た本

事業で は，民児協の 役割が明確で な く，　【事業に お け

る役割が不明確】 と感 じて い る者もい た 。

　 厂（地域 か ら の 反応 な どは）聞い た こ と な いゴ

　 厂最初は，私らは行 っ て受付 ぐらい の 手伝 い で い い

と，思 っ τ て ，
ほ ん で 今度 ，

ど こ まで関わ っ た らい い の

か な っ と，想 っ た ん で す。 関わ り方が わ か ら な い， っ

て い うか，罠生として ど こ まで閲わ っ たらい い の かな っ

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Kobe City College of Nursing

NII-Electronic Library Service

Kobe 　City 　College 　of 　Nursing

乳幼児 と小学生のふ れ あ い事業 に関 わ っ た民 生児童委員の 思 い　　65

て い うの が1 い まだに ち ょ っ とわか らな い状態 なん で

すゴ

　  　事業の 今後へ の 展望 に つ い て

　民児協は前述 の 通 り，事業に 関わ り児童や乳幼児保

護者の 反応を見て ，本事業 の 意義 や必要性を強 く感 じ

て お り， さ らに多くの 児童や乳幼児保護者 に 参加 して

欲 しい と い う 【事業拡大 へ の 意欲】を多 くの 者が 感 じ

て い た 。 ま た事業に関して ， 時間が足りな い ， お もち ゃ

が 欲 しい，場所 が 狭 い と い うよ うな 【事業 に 関す る細

かな要望】に関す る意見もあ っ た 。

　 厂まだね知 らな い お母さん沢山い ら っ しゃ る と，思う

ん で，や っ ぱ そ うい う方 に もう少 しこ う，情報提供 し

て参加 して い た だ ぐ，
っ て す ご ぐい い こ とか な っ てゴ

　 厂ま一あ ん ま り長 け りゃ い い っ て い うもん で もな い

ん だけど 多少時閻 に 追われ て る っ て い うと ご ろ もあ

りま す ね 。 それ と場所的 な設定 で ち ょ っ と狭 い，もう

少 し広 ぐτ の びの び した と こ ろ で さ れ た方が い い か な っ

て い うの は あ りますね Q え え 。 そ れ と や っ ぱ り，あ の

お金 も大変だ ろ うと思 い ますげど，い ろん な設備投資

み た い なん で きれ ば，も っ と や りや す い か な っ て 居1い

ま す しゴ

結果 を ま と め た もの を表 3 に 示 した 。

5、考　察

　民児協 で は当初，少子化，近隣 と の 関係 の 希薄化 に

よ り， 地域 ぐるみ で子育て が難し くな っ た こ とか ら ，

こ の よ うな次世代育成支援事業の 必要性は感じて い た。

しか し， 現在子育て 中 の 乳幼児保護者 へ の 支援活動 に

追われ，こ れ以上 自分 た ち の 活動が 増 え る こ とに 対 し

て は 「大変だ」 と い うマ イ ナ ス イ メ
ー

ジ を持 っ て い た

よ うで あ っ た 。 また，目の 前の 困 っ て い る対象者に手

を差 し伸べ る活動で は な く， 次世代の 親を育成す る と

い うこ とが実際どの よ うに 行わ れ る の か 理解し難く，

現実味 の なさを感 じて い た。

　民児協が実際 に事業に 関わった こ と に よ り，本事業

の 意義を強 く感 じられ た よ うで あ っ た 。 少子化 で きょ

うだ い も少な く，乳幼児と触れ合う機会が な い 児童 に

対 して ，本事業 の よ うに 実際に 乳幼児 に 触れ，乳幼児

に っ い て 理解す る体験を持 っ こ との 重要性を認識 して

い た 。 児童や乳幼児保護者 の 新た な一
面 を発見 し，児

薫や乳幼児保護者を理解す る き っ か け とな っ て い た
。

民児協が事業を通 して 発見した，児童の 優しさ や思 い

や り，乳幼児保護者 の 寛大 さ や 児童を育成 して い る意

識 は，児童 や乳幼児保護 者の 持 っ 「力 」 と も言 え る。

こ の ような 「住民 の 力」を活か した住民主体 の 地域組

織活動が ， 現代の 子育て 支援や次世代育成支援に関す

る 猛動 に 求 め られて お り，地域組織活動の 中心 で あ る

表 3．調査 結果
一覧

【活動 が増 え るこ とへ の 危惧】

協力依頼を受け た 際の 感想
【事業の 具体的イ メ ージが わかな い こ とへ の 不安】

【乳幼児を児童 に 扱わ れ る乳幼児保護者へ の 配慮】

【事業に対す る期待感】

【少子化 な ど時代背 景か ら見 た 事業の 重要性】

【児童へ の よ い 効果 の 理解】

意義 の 確認 【5 年生 に 実施 す る こ と の 効果 の 理解】

命 の 感動体験 に 【開催時期 が適当で あ っ た】

実際に 関わ っ て 【本事業で 民 児協が 果 たす役割】

の 思 い 【児 童 の ，乳幼 児 や 乳幼児保護者 へ の 優 しさ、気遣 い へ の 気 づ き】
児 童 や 乳幼 児

保 護 者の 新 た
【児 童 に ，自分 の 母親 へ の 思 い や りが 生 まれ て い る こ と へ の 気 づ き】

【乳幼児保護者 の ，児童の 乳幼 児の 扱 い に 対 す る寛大 さ へ の 驚 き】
な一面 の発見

【乳幼児保護者が，児童 を育て て い る こ とへ の 気づ き】

事業に 関する課題
【本事業は知名 度が 低 い 】

【事業に おけ る役割が 不明確】

【事業拡大へ の 意欲】
今後へ の展 望

【事業に関する 細か な要望】
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民児協の 活動の 継続に力を与え る もの とな る と考え る 。

　 こ の 事業を協働で 開催 して い る A 区保健福祉部子育

て支援係や 大学関係者 は，民児協が今後地域の 子育 て

支援の 中核を 住民 の 立 場で 担 っ て い く こ とを 意 図 して

関わ っ て きたとい う背景がある。本結果 に 示されたよ

うに ， 民児協は ， こ の 事業の 協力依頼を受けた当初は，

事業 に 対す る 不安 が大 きか っ た。事業を進め る に 従い

事業の 意義を確認で き る よ う に な り，児童や乳幼児へ

の 良 い 効果が得 られて い るの を感 じる ように な っ た。

そ の よ うな効果 ゆ え か，事業の 拡大 へ の 意欲も見 られ

て い る。こ の 事業へ の 協力をき っ か けに ，今後彼 ら自

身が この 〈命の感動体験事業〉を中心的に実施した り，

さ らに は 地域 の 子育 て 支援の 中核 を担 っ た りと い う発

展的展開も期待で き るの で は な い か と考え る 。

　
一

方で ，大学な どの 多機関が 参入す る こ と に よ っ て，

役割 が不 明 確 と な り戸惑 っ て い る者 もい た 。 多機関が

事業に 関与す る こ と で ，多角的に 対象へ の ア プ ロ
ー

チ

や 評価がで きる とい う メ リ ッ トは ある 。 しか し各機関

の 役割 や分担範囲が 明確で な けれ ば，事業に 関与 して

も達成感 に っ なが らず，継続 した事業展開 にな り得な

い
。 各機関の 役割や分担範囲 に っ い て ，事前お よ び実

施毎の 調整 と意思統
一

が 必要 で ある。

　本事業に対する地域で の反応 は調査時点で は あ ま り

な か った が，事業を終えて 民児協各委員が本事業 の 意

義や 必要性 を 強 く感 じ，事業 の 拡大 も望 ん で い る 。 今

後 も本事業 を継続す る こ と に よ り，少 しずっ で も地域

の 育児力を向上 させ る こ とに っ な が っ て い くの で は な

い か と考え られ る 。

　近年，ヘ ル ス プ ロ モ ーシ ョ ン の 理念 「人々 が 自らの

健康を コ ン ト ロ
ール し，改善す る こ と が で きる よ うに

す る プ ロ セ ス （島内， 1990）」 に 基 づ い た ， 住民主体 ・

住民参加の 促進 を 目指 した コ ミ ュ
ニ テ ィ づ くりが 求 め

られ て い る 。
コ ミ ュ ニ テ ィ の 発展 に は ， 「自助お よ び

社会的支援を強化し，健康問題 へ の 市民 の 参加と そ の

指導を強化す る柔軟な シ ス テ ム を開発 しなければ な ら

な い が，そ の た め に は コ ミ ュ
ニ テ ィ に 現存する人的 ・

物的資源 が 頼 りで あ る （島内，1990）」 とオ タ ワ 憲章

が提唱 して い るよ うに，現存す る人的資源を最大限活

用 して 住民主体の 地域活動を強化して い く必要が ある 。

C 地区の 子育て 支援活動に お け る民児協の 存在 は，ま

さに 地域 の 子育て を担う有効な人的資源で あ り，今後

も民児協を中心 と した子育 て 支援活動お よ び 次世代育

成支援事業 が継続 され，地域 の 育児力を向上 させ て い

く こ と が望 ま れ る。
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